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（

一）

日
本
語
と
そ
の
読
み（

そ
の
二）

山

井

徳

行

こ
の
論
文
は
、
名
古
屋
女
子
大
学
紀
要
四
十
八
号（

人
文・

社
会
編）

に
発

表
し
た「

日
本
語
と
そ
の
読
み（

そ
の
一）」

の
続
き
で
あ
る
。

第
六
章

現
在
の
ル
ビ
の
振
り
方
に
つ
い
て

総
ル
ビ
は
戦
前
の
新
聞
が
採
用
し
、
そ
の
後
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
が
、
前
述

の
よ
う
に
漢
字・

知
識
の
普
及
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
し
か
し
、
も
は

や
全
く
の
子
供
や
外
国
人
用
と
い
う
特
別
な
場
合
を
除
き
行
わ
れ
て
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
戦
前
の
出
版
物
で
総
ル
ビ
の
本
を
参
照
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
例

え
ば
、
昭
和
十
七
年
か
ら
岩
波
書
店
が
刊
行
し
始
め
た『

鏡
花
全
集』

が
そ
れ

だ
。
戦
後
で
も
同
じ
く
岩
波
書
店
が
昭
和
四
十
年
か
ら
刊
行
し
た『
漱
石
全
集』

も
小
説
は
総
ル
ビ
に
な
っ
て
い
る
。
漱
石
の
小
説
は
ほ
と
ん
ど
が
朝
日
新
聞
に

連
載
さ
れ
た
も
の
で
当
時
か
ら
総
ル
ビ
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え

編
集
に
手
間
が
掛
か
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
原
典
を
尊
重
す
る
と
い
う
意
味

で
も
総
ル
ビ
は
理
に
か
な
っ
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
作
品

を
読
ん
で
い
る
と
、
旧
仮
名
遣
い
で
漢
字
も
旧
字
体
が
使
わ
れ
て
い
て
必
ず
し

も
読
み
や
す
い
と
も
言
え
な
い
。『

漱
石
全
集』

の
書
簡
や
日
記
な
ど
は
総
ル

ビ
で
な
く
、
か
つ
原
典
の
通
り
ら
し
い
の
で
酷
く
難
し
い
。
そ
れ
で
も
、
中
学

校
時
代
に
漱
石
の
小
説
を
お
お
か
た
読
み
通
す
こ
と
が
出
来
た
の
は
今
か
ら
思

え
ば
、
総
ル
ビ
の
お
陰
で
あ
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
同
時
に
買
っ
た『

藤
村
全
集』

は
い
わ
ゆ
る
パ
ラ
ル
ビ
で
余
り
読
め
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
な
お
さ
ら

そ
う
思
え
る
。

平
成
十
二
年
九
月
よ
り
、
筑
摩
書
房
が
明
治
の
文
学
全
二
十
五
巻
を
刊
行
し

始
め
て
い
る
。
明
治
の
文
学
を
現
代
人
に
も
判
る
よ
う
に
と
、
仮
名
遣
い
や
漢

字
の
字
体
、
ル
ビ
、
詳
細
な
用
語
解
説
な
ど
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
。
総
ル
ビ
に

近
い
ほ
ど
ル
ビ
を
振
っ
て
あ
る
も
の
か
ら
、
現
在
の
パ
ラ
ル
ビ
に
近
い
も
の
ま

で
い
ろ
い
ろ
あ
る
よ
う
だ
。
手
元
に
あ
る
、
平
成
十
三
年
四
月
発
行
の
第
十
巻

『

山
田
美
妙』

に
あ
る「

編
集
方
針
に
つ
い
て」

の
中
か
ら
、
本
稿
に
関
係
の

深
い
も
の
を
抜
き
写
し
て
み
る
。

※
な
る
べ
く
オ
リ
ジ
ナ
ル（

初
出・

初
刊）

に
近
い
テ
キ
ス
ト
を
選
び
、
同
時

代
の
刊
本
、
個
人
全
集
な
ど
、
そ
の
後
の
校
訂
を
参
照
す
る
。
※
本
文
表
記
に

つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
新
字
旧
仮
名
と
す
る
。
た
だ
し
、
筆
者
の
文
字
遣
い

や
版
画
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
た
め
、
異
字
体
は
な
る
べ
く
生
か
す
。
明
治
時
代

は
表
記
法
が
一
定
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
歴
史
的
か
な
づ
か
い
に
よ
る
表
記
の

統
一
な
ど
は
行
わ
な
い
。（

た
だ
し
、
明
ら
か
な
誤
植
と
思
わ
れ
る
も
の
は
訂

正
す
る
。）
※
読
み
に
く
い
漢
字
に
は
、
な
る
べ
く
た
く
さ
ん
の
ル
ビ
を
付
す
。

（

原
則
と
し
て
元
ル
ビ
を
生
か
し
た
が
、ル
ビ
を
補
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。）
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二）

語
注
は
脚
注
と
し
、
見
開
き
の
ペ
ー
ジ
で
読
め
る
よ
う
に
収
め
、
読
書
の
妨
げ

に
な
ら
な
い
簡
潔
な
も
の
を
め
ざ
す
。
脚
注
の
中
に
は
図
版
を
入
れ
、
当
時
の

生
活
風
俗
が
目
に
見
え
る
よ
う
な
も
の
に
す
る
。

こ
の
よ
う
な
工
夫
を
し
て
も
山
田
美
妙
の
作
品
は
易
し
く
は
な
い
。そ
れ
は
、

戦
前
の
作
家
や
思
想
家・

学
者
な
ど
の
作
品
に
関
し
て
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
工
夫
が
な
か
っ
た
と
思
う
と
逆
に
暗
澹
た
る
気
持
ち
に
な

る
。
と
に
か
く
敗
戦
以
前
の
日
本
の
文
化
的
所
産
を
取
り
戻
す
努
力
が
為
さ
れ

る
べ
き
だ
ろ
う
。

次
に
、
菊
池
寛
の
小
説『

真
珠
夫
人』

を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
作
品
は「

大

阪
毎
日
新
聞」「

東
京
日
日
新
聞」

紙
上
に
、
大
正
九
年
に
百
九
十
六
回
に
わ

た
っ
て
連
載
さ
れ
た
作
品
だ
。
平
成
六
年
三
月
に
文
芸
春
秋
か
ら
発
売
さ
れ
た

菊
池
寛
全
集
第
五
巻
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
刊
行
元
は
高
松
市
の
菊
池
寛

記
念
館
で
、
彼
の
作
品
を
現
代
に
蘇
ら
せ
た
い
と
い
う
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。

巻
末
に
川
端
康
成
の
解
説
が
あ
る
の
で
、
一
部
を
引
用
す
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、

「

真
珠
夫
人」

は
大
正
九
年
か
ら
年
末
に
か
け
て
の「

新

聞
小
説」

で
あ
る
。「

通
俗
小
説」

で
あ
る
。
…
…
こ
の「

真
珠
夫
人」
を
出

発
と
し
て
、
菊
池
氏
が
い
よ
い
よ
広
い
社
会
的
な
流
行
作
家
と
な
っ
て
ゆ
き
、

そ
れ
に
つ
れ
て
文
学
者
一
般
の
社
会
的
地
位
向
上
の
推
進
の
強
い
働
き
と
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

新
聞
小
説
で
か
つ
通
俗
小
説
と
し
て
大
成
功
を
お
さ
め
た
こ
の
作
品
は
当
然
、

大
衆
に
馴
染
み
や
す
い
日
本
語
で
書
か
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
実
際
に
、
パ

ラ
ル
ビ
も
多
く
か
な
り
読
み
や
す
い
。
だ
が
、
原
典
へ
の
尊
重（

旧
字
旧
仮
名

に
な
っ
て
い
る）

も
あ
り
、
や
は
り
、
常
用
漢
字
の
音
訓
表
で
は
対
応
で
き
ず
、

読
み
が
明
確
で
な
い
漢
字
や
熟
語
が
か
な
り
散
見
す
る
。
長
編
小
説
な
の
で
、

全
体
と
し
て
は
そ
の
数
も
多
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
偶
然
に
選
ん
だ
一
ぺ
ー

ジ
の
中
か
ら
拾
っ
て
み
よ
う
。
例
え
ば
二
百
十
八
ペ
ー
ジ
に
は
、

「

何
処
の
生
籬
の
裡
に
も
、
お
墓
詣
り
の
人
影
が
、
チ
ラ
ホ
ラ
見
え
た
。

か

し

こ

清
々
し
く
水
が
注
が
れ
て
、
線
香
の
煙
が
、
白
く
か
す
か
に
立
ち
昇
っ
て
ゐ

る
お
墓
な
ど
も
多
か
つ
た
。

小
さ
き
子
供
を
連
れ
て
、
亡
き
夫
の
墓
に
詣
で
る
ら
し
い
若
い
未
亡
人
や
、

珠
数
を
手
に
か
け
た
大
家
の
老
婦
人
ら
し
い
人
に
も
、
行
き
違
っ
た
。

荘
田
家
の
墓
地
は
、
あ
の
有
名
な
Ｎ
大
将
の
墓
か
ら
十
間
と
離
れ
て
ゐ
な
い

と
こ
ろ
に
あ
つ
た
。
美
奈
子
の
母
が
死
ん
だ
時
、
父
は
貧
乏
時
代
を
世
帯
の
苦

労
に
苦
し
み
抜
い
て
、
碌
々
夫
の
栄
華
の
日
に
も
合
は
ず
に
、
死
ん
で
行
つ
た

糟
糠
の
妻
に
対
す
る
、
せ
め
て
も
の
心
な
り
と
し
て
、
此
処
に
広
大
な
墓
地
を

営
ん
だ
。
無
論
、
自
分
自
身
も
、
妻
の
後
を
追
う
て
、
直
ぐ
其
処
に
埋
め
ら
れ

る
と
云
う
こ
と
は
夢
に
も
知
ら
な
い
で
。

亡
き
父
の
豪
奢
は
、
周
囲
を
巡
っ
て
ゐ
る
鉄
柵
に
も
、
四
辺
の
墓
石
を
圧
し

あ

た

り

て
ゐ
る
よ
う
な
、
一
丈
に
近
い
墓
石
に
も
偲
ば
れ
た
。

美
奈
子
は
、
女
中
が
水
を
汲
み
に
行
つ
て
ゐ
る
間
、
ぢ
つ
と
蹲
り
な
が
ら
、

心
の
裡
で
父
母
の
懐
か
し
い
面
影
を
描
き
出
し
て
ゐ
た
。
世
間
か
ら
は
、
い
ろ

ぐ
げ
に
悪
評
も
立
て
ら
れ
、
成
金
に
対
す
る
攻
撃
を
、
一
身
に
受
け
て
ゐ
た
よ

う
な
父
で
あ
っ
た
が
、
自
分
に
対
し
て
は
、
世
に
も
か
け
替
え
の
な
い
優
し
い

父
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
と
、
何
時
も
の
よ
う
に
、
追
慕
の
涙
が
、
ホ
ロ

ぐ
げ
と
止
め
も
な
く
、
二
つ
の
頬
を
流
れ
落
ち
る
の
だ
っ
た
。

女
中
が
、
水
を
汲
ん
で
来
る
と
、
美
奈
子
は
、
そ
の
花
筒
の
古
い
汚
れ
た
水

を
、
浚
乾
し
て
か
ら
、
新
し
い
水
を
、
な
み
な
み
と
注
ぎ
入
れ
て
、
剪
り
取
っ

か

へ
ほ
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（

三）

た
ま
ゝ
に
、
ま
だ
香
の
高
い
白
百
合
の
花
を
、
挿
入
れ
た
。
か
う
し
た
こ
と
を

か
を
り

し
て
ゐ
る
こ
と
を
、
微
笑
み
な
が
ら
、
見
て
ゐ
て
呉
れ
る
や
う
な
、
頼
も
し
い

や
う
な
懐
か
し
い
よ
う
な
、
清
々
し
い
気
持
ち
に
な
つ
て
ゐ
た
。

美
奈
子
は
、
花
を
供
へ
た
後
も
、
ぢ
つ
と
蹲
ま
っ
た
ま
ゝ
、
心
の
中
で
父
母

の
冥
福
を
祈
つ
て
ゐ
た
。
微
風
が
、
そ
よ
ぐ
げ
と
、
向
こ
う
の
杉
垣
の
間
か
ら

吹
い
て
来
た
。

「

ほ
ん
た
う
に
、
よ
く
晴
れ
た
日
ね
。」

美
奈
子
は
、
や
っ
と
立
ち
上
が
り
な
が
ら
、
女
中
を
見
返
っ
て
さ
う
云
っ
た
。

「

左
様
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ほ
ん
た
う
に
、
雲
の
片
一
つ
だ
っ
て
ご
ざ
い
ま
せ

か
け

ん
わ
。」

そ
う
云
い
な
が
ら
、
女
中
は
ま
ぶ
し
さ
う
に
、
晴
れ
渡
っ
た
夏
の
大
空
を
仰

い
で
ゐ
た
。

「

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
わ
。
ほ
ら
彼
処
に
か
す
つ
た
や
う
な
白
い
雲
が
あ
る

あ

す

こ

で
せ
う
。」

美
奈
子
も
、
空
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
晴
々
し
い
気
持
ち
に
な
つ
て
そ
う
云
っ
た
。

が
、
美
奈
子
の
見
附
け
た
そ
の
白
い
か
す
か
な
雲
の
一
片
を
除
い
た
外
は
、
空

は
ほ
が
ら
か
に
何
処
ま
で
も
晴
れ
続
い
て
ゐ
た
。」

と
あ
る
。

右
線（

）

を
引
い
た
漢
字
は
、
常
用
漢
字
表
以
外
の
漢
字
か
、
ま
た
は
そ

の
音
訓
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
読
み
を
さ
れ
る
も
の
だ
。
二
重
の
右
線

（
）

を
引
い
た
漢
字
は
、
熟
語
の
一
般
的
な
読
み
方
で
あ
る
音
音
読
み
で
は

な
い
も
の
だ
。
両
方
の
基
準
に
当
て
は
ま
る
場
合
は
、
恣
意
的
に
決
定
し
た
。

た
だ
し
、
い
ず
れ
の
場
合
も
ル
ビ
が
振
っ
て
あ
る
も
の
は
省
い
た
。

三
百
近
い
長
編
小
説
の
一
ペ
ー
ジ
の
中
に
、
常
用
漢
字
音
訓
表
で
は
読
み
を

決
定
し
に
く
い
漢
字
や
熟
語
が
あ
る
の
は
普
通
の
人
間
の
読
書
の
リ
ズ
ム
を
乱

す
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
ル
ビ
の
振
り
方
に
も
っ
と
注
意
が
必
要
だ
と
感
じ

る
。
活
字
媒
体
は
多
く
の
人
に
読
ん
で
貰
う
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
し
か
る
べ
き

な
の
に
、
あ
た
か
も
、
こ
の
く
ら
い
の
漢
字
を
知
ら
な
い
人
間
は
読
ま
な
い
で

く
だ
さ
い
と
で
も
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
自
ら
を
通
俗
小
説
家
と
形
容
し
一
般

大
衆
へ
の
文
芸
の
浸
透
を
目
指
し
た
作
家
、
菊
池
寛
の
平
成
版
全
集
で
あ
れ
ば

な
お
さ
ら
、
戦
後
教
育
の
中
で
育
っ
た
多
く
の
現
代
人
に
抵
抗
な
く
読
め
る
よ

う
に
工
夫
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
と
お
も
う
。

次
に
、
現
代
の
推
理
小
説
の
流
行
作
家・

宮
部
み
ゆ
き
の

新
作「

Ｒ
Ｐ
Ｇ」

（

平
成
十
三
年
八
月
集
英
社
文
庫）

を
取
り
上
げ
る
。
作
者
も
戦
後
生
ま
れ
で

若
く
、
こ
の
種
の
小
説
は
広
い
読
者
を
想
定
す
る
。
当
然
パ
ラ
ル
ビ
に
も
工
夫

が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。
常
用
漢
字
の
音
訓
表
の
知
識
で
十
分
に
読
み
こ
な
せ
る

も
の
で
あ
ろ
う
か
。

固
有
名
詞
は
、
地
名・

人
名
と
も
初
出
の
と
き
は
丹
念
に
ル
ビ
が
振
ら
れ
て

い
る
。
た
だ
、
東
京
都
の
杉
並
区（

九
ぺ
ー
ジ
、
以
下
漢
数
字
は
ペ
ー
ジ
を
表

す）

に
は
ル
ビ
が
な
い
。
東
京
の
区
の
名
前
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
渋
谷
区（

二
十
二）

に
も
な
い
。
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、

「

谷」

を「

や」

と
発
音
さ
せ
る
の
は
常
用
漢
字
の
音
訓
表
に
は
な
い
の
で
、
例

外
的
な
読
み
方
だ
が
。
東
京
中
心
の
感
じ
方
と
思
う
。
ま
た
山
田
工
務
店（

十

五）

に
も
な
い
。
余
り
に
一
般
的
な
名
字
な
の
で
、「

や
ま
だ」

と
読
ま
れ
る

と
確
信
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「

警
視
庁
捜
査
一
課
三
係」（

二
十）

の
一
課
三

係
と
い
う
一
種
の
略
語
に
は
ル
ビ
が
な
い
。
四
係（

二
十
二）

も
出
て
く
る
が
、

こ
れ
に
も
ル
ビ
が
な
く
読
み
が
決
定
さ
れ
な
い
。
警
視
庁
な
ど
で
は
当
た
り
前

の
言
い
方
で
も
、
世
間
で
は
通
じ
な
い
の
だ
か
ら
ル
ビ
を
振
っ
て
欲
し
い
と

思
っ
た
。
三
係
も
四
係
も
広
辞
苑
に
は
な
い
。

脱
色（

六
十
三）

に
ブ
リ
ー
チ
と
英
語
の
ロ
ー
マ
字
読
み
の
ル
ビ
が
振
っ
て
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あ
る
。
こ
の
よ
う
な
用
法
は
か
な
り
頻
繁
に
行
わ
れ
て
お
り
、
ル
ビ
の
興
味
深

い
活
用
の
仕
方
だ
と
思
う
。
作
者
は
脱
色
と
い
う
熟
語
を
ブ
リ
ー
チ
と
読
ま
せ

た
い
の
か
、
ブ
リ
ー
チ
と
書
い
た
の
で
は
読
み
は
理
解
さ
れ
て
も
、
意
味
が
理

解
さ
れ
な
い
と
思
っ
た
の
か
、
定
か
で
は
な
い
。
多
分
、
後
者
の
解
釈
が
正
し

い
と
思
う
が
、
こ
こ
で
は
読
み
が
決
定
で
き
な
い
こ
と
を
第
一
に
問
題
と
し
て

い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
例
が
菊
池
寛
の「

真
珠
夫
人」

に
も
頻
繁
に
見
ら
れ

た
こ
と
を
言
及
す
る
に
止
め
、
あ
ま
り
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
よ
る
。

「

ど
の
程
度
の
付
き
合
い
だ
っ
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
親
密
な
時
期
が

あ
っ
て
、
そ
れ
が
終
わ
っ
て
も
友
達
や
兄
妹
み
た
い
な
付
き
合
い
を
し
て
い
た

と
い
う
の
は
、
わ
た
し
に
は
そ
れ
ほ
ど
意
外
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。」（

九

十
三）

こ
の
兄
妹
は「

き
ょ
う
だ
い」
と
読
ま
せ
た
い
の
だ
ろ
う
。
本
論
の

初
に
戻
る
。
母
娘
や
父
娘
が
何
度
か
出
て
く
る
が
、
初
出
の
と
き
に「

お
や
こ」

と
ル
ビ
が
振
っ
て
あ
る
。

「

穿
き
古
し」（

百
二）

や
呪
縛（

百
六
十
九）
、
喉
元（

百
七
十
六）

、
呆
然

（

二
百
五
十
二）

、
死
骸
と「

強
張
り」（

二
百
六
十）
、「
掌
の
中
を
見
た」（

二

百
六
十
二）

、「

翳
る
瞳
や」（

二
百
九
十）

、
残
滓（

二
百
九
十
三）

な
ど
の
よ

う
に
、
常
用
漢
字
音
訓
表
か
ら
外
れ
た
漢
字
や
読
み
が
ル
ビ
な
し
で
散
見
さ
れ

る
。熟

語
に
特
殊
の
読
み
を
さ
せ
る
例
が
あ
る
。

「

稔
は
大
い
に
狼
狽
え
た
。」（
百

う

ろ

た

十
六）

で
狼
狽
に
き
ち
ん
と
ル
ビ
を
振
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「

稔
は
今
ま
で

に
な
く
狼
狽
え
て
、
椅
子
を
が
た
が
た
い
わ
せ
て
脚
を
組
み
替
え
た
。」（

百
九

十
一）

で
は
ル
ビ
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
人
間
は
も
の
を
よ
く
忘
れ
る
。
読
書

の
リ
ズ
ム
か
ら
い
う
と
こ
の
よ
う
な
場
合
は
ル
ビ
が
あ
る
ほ
う
が
読
み
や
す
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
極
め
て
読
み
や
す
い
筈
で
あ
る
流
行
の
推
理
小
説
で
も
、

読
み
の
決
定
が
想
定
す
る
読
者
層
に
も
容
易
で
な
い
と
思
わ
れ
る
漢
字
が
か
な

り
あ
る
。
ル
ビ
と
い
う
技
術
で
簡
単
に
解
決
さ
れ
る
と
思
う
と
残
念
だ
。
ル
ビ

は
作
者
や
編
集
者
が
決
定
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
彼
等
は
活
字
文
化
に
慣
れ
て

い
る
人
間
達
で
、
つ
い
自
分
の
感
覚
を
一
般
化
し
て
し
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
も
日
本
人
の
読
み
に
対
す
る
鈍
感
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
章
を
纏
め
て
お
こ
う
。

戦
前
に
旧
字
旧
仮
名
で
書
か
れ
た
作
品
を
現
代
に
蘇
ら
せ
よ
う
と
い
う
、
新

字
新
仮
名
に
翻
訳
し
、
さ
ら
に
ル
ビ
を
振
る
な
ど
し
て
読
書
を
多
く
の
人
間
達

に
近
づ
き
易
く
し
て
い
る
努
力
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
特
に
取
り
上
げ

な
か
っ
た
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
で
は「

青
空
文
庫」

と
い
う
サ
イ
ト

が
著
作
権
が
切
れ
た
作
家
や
著
作
権
を
放
棄
し
た
作
家
達
の
作
品
を
無
料
で
公

開
し
て
い
る
。そ
こ
で
は
難
読
の
漢
字
に
ル
ビ
を
振
る
努
力
が
為
さ
れ
て
い
て
、

文
化
遺
産
の
継
承
を
願
う
人
達
の
熱
意
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
運
営
は
多
く

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。

そ
の
よ
う
な
努
力
を
認
め
た
上
で
な
お
、
漢
字
か
な
交
じ
り
文
に
内
在
す
る

読
み
の
困
難
を
克
服
し
て
活
字
文
化
を
広
め
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
観
点
に
立

つ
と
き
、
ル
ビ
の
振
り
方
に
ま
だ
問
題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ

は
、
幅
広
い
読
者
を
想
定
す
る
読
み
物
を
調
べ
て
み
る
と
よ
く
分
か
る
。

第
七
章

活
字
離
れ
の
隠
れ
た
原
因

四
章
で
触
れ
た
漢
字
か
な
交
じ
り
文
に
内
在
す
る
活
字
離
れ
の
一
つ
の
原
因

を
も
う
一
度
取
り
上
げ
て
論
じ
、
パ
ラ
ル
ビ
の
基
準
作
成
の
参
考
に
し
た
い
。

そ
の
原
因
を
、
読
書
の「

赤
信
号
効
果」

と
名
付
け
た
。
読
書
が
、
漢
字
の

読
み
の
難
解
さ・

曖
昧
さ
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
て
し
ま
う
不
快
感
に
主
に
因
る

と
考
え
た
。

そ
の
難
解
さ・

曖
昧
さ
は
、
存
在
す
る
漢
字
の
多
さ
に
由
来
す
る
こ
と
は
誰

し
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

も
権
威
あ
る
字
書
で
あ
る
康
煕
字
典
に
は
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四
万
七
千
余
字
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
全
て
の
漢
字
を
暗
記
す
る
こ
と
は

人
間
技
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
語
の
よ
う
に
、
漢
字
か
な
交
じ
り
文
と
し
て

漢
字
を
取
り
入
れ
る
場
合
は
字
数
も
制
限
さ
れ
て
く
る
。
ま
た
、
教
育
の
な
か

で
教
え
る
漢
字
を
ど
こ
ま
で
制
限
す
る
か
と
い
う
議
論
が
起
こ
る
の
も
自
然
の

こ
と
だ
。

実
際
に
、
江
戸
時
代
の
終
わ
り
か
ら
、
西
洋
文
明
と
の
接
触
に
よ
り
、
漢
字

制
限
論
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
。
一
九
二
三
年
に
は
臨
時
国
語
調
査
会
が
一
九
六

二
字
と
そ
の
略
字
一
五
四
字
を
常
用
漢
字
に
指
定
し
た
。
戦
後
、
国
語
審
議
会

が
、
一
八
五
〇
字
を
当
用
漢
字
と
し
て
発
表
し
、
一
九
四
八
年
に
当
用
漢
字
音

訓
表・

当
用
漢
字
別
表（

い
わ
ゆ
る
教
育
漢
字）

が
発
表
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

一
九
八
一
年
に
当
用
漢
字
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
一
般
の
社
会
生
活
に
お
い

て
使
用
す
る
漢
字
の
目
安
と
し
て
一
九
四
五
字
の
字
種
と
音
訓
を
選
定
し
た
。

漢
字
を
対
象
に
し
て
社
会
生
活
で
常
用
さ
れ
て
い
る
、
ま
た
は
さ
れ
る
に
適

し
た
漢
字
を
一
定
数（

こ
こ
で
は
一
九
四
五）

選
定
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
に

い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
漢
字
で
表
記
さ
れ
る
言
葉
は
常
に
生

成
変
化
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
社
会
生
活
と
い
っ
て
も
多
岐
に
渡
る

か
ら
だ
。
し
か
し
、
一
度
、
公
的
な
機
関
が
選
定
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
常
用
漢

字
と
常
用
漢
字
外
の
漢
字
と
い
う
区
別
が
生
ま
れ
る
。
日
本
の
活
字
文
化
を
全

国
民
的
規
模
で
代
表
し
て
い
る
新
聞
な
ど
は
、
常
用
漢
字
で
な
る
べ
く
記
事
を

書
く
と
い
う
自
主
規
制
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
一
つ
の
否
定
的
な
教
育
効
果

を
発
揮
し
て
、
常
用
漢
字
以
外
の
漢
字
を
軽
視
す
る
こ
と
に
も
な
り
得
よ
う
。

な
に
は
と
も
あ
れ
、
そ
れ
が
現
在
の
状
況
で
あ
り
、
そ
の
現
実
を
踏
ま
え
て

考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
。
す
な
わ
ち
、
現
代
人
の
多
く
が
漢
字
制
限
の
設

け
ら
れ
た
教
育
制
度
の
な
か
で
育
ち
、
そ
の
制
限
に
多
か
れ
少
な
か
れ
規
制
さ

れ
た
活
字
文
化
の
中
で
生
き
て
き
て
い
る
こ
と
を
無
視
し
て
論
を
進
め
る
の
は

非
現
実
的
と
思
う
。

そ
う
な
る
と
、
常
用
漢
字
以
外
の
漢
字
が
頻
出
し
、
振
り
仮
名
も
な
い
場
合

は
、
読
み
が
確
定
で
き
ず
赤
信
号
多
発
型
読
書
と
な
る
だ
ろ
う
。
表
意
文
字
の

漢
字
は
し
ば
し
ば
読
み
が
確
定
で
き
な
く
と
も
、
意
味
は
了
解
さ
れ
え
る
が
、

常
用
漢
字
以
外
の
漢
字
も
自
由
に
使
う
場
合
は
当
然
、
読
み
も
意
味
も
分
か
ら

な
い
場
合
が
出
て
く
る
。
こ
の
場
合
、
赤
信
号
で
長
く
待
た
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
読
み
が
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
、
漢
和
辞
典
を
迂
回
し

て
意
味
に
ま
で
到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、

常
用
漢
字
音
訓
表
に
な
い
読
み
を
す
る
漢
字
に
は
全
て
ル
ビ
を
振
る
と
か
、
旧

字
体
を
新
字
体
に
改
め
る
と
い
う
編
集
が
必
要
だ
ろ
う
と
思
う
。

次
に
、
現
在
の
常
用
漢
字
と
い
う
枠
を
認
め
な
が
ら
、
そ
の
枠
内
で
も
発
生

す
る
赤
信
号
効
果
に
つ
い
て
考
え
る
。

漢
字
の
難
解
さ・

曖
昧
さ
は
、
第
一
に
、
一
つ
の
漢
字
に
一
般
的
に
一
つ
以

上
の
字
音
と
字
訓
が
あ
り
、
そ
れ
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
一
般
的
な
音
音
読
み

の
外
に
訓
訓
読
み
、
そ
の
混
種
語
で
あ
る
湯
桶
読
み・

重
箱
読
み
な
ど
が
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
だ
。
第
二
に
、
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
に
も
含
ま
れ
な
い
慣
用

読
み
が
あ
り
、
さ
ら
に
当
て
字
が
普
通
に
通
用
し
て
い
る
こ
と
だ
。
第
三
に
、

い
ま
挙
げ
た
二
つ
の
原
因
か
ら
結
果
す
る
の
だ
が
、
一
つ
の
熟
語
が
複
数
の
読

み
を
持
つ
場
合
が
出
て
き
て
意
義
が
変
わ
る
場
合
と
変
わ
ら
な
い
場
合
が
あ
る

こ
と
だ
。
例
え
ば
、「

世
論」

は「

よ
ろ
ん」

と
も「

せ
ろ
ん」

と
も
読
ま
れ

る
が
、
意
味
は
変
わ
ら
な
い
の
に
対
し
て
、「

寒
気」

は「

か
ん
き」

と
も「

さ

む
け」

と
読
ま
れ
て
、
意
味
が
変
わ
る
。
第
四
に
、
固
有
名
詞
の
読
み
は
恣
意

的
だ
と
い
う
事
実
だ
。
さ
ら
に
、
固
有
名
詞
の
本
質
的
な
役
割
は
、
世
界
に
一

つ
存
在
す
る
特
殊
な
事
物・

人
間
を
特
定
す
る
こ
と
だ
。
そ
の
表
記
に
表
意
文

字
の
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
て
も
、
文
脈
か
ら
読
み
が
決
定
で
き
な
い
。
勿
論
、

慣
習
上
、

も
蓋
然
性
の
高
い
読
み
方
は
特
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
例

に
挙
げ
た
宮
部
み
ゆ
き
の
推
理
小
説
で
、「

山
田
工
務
店」

に
は
ル
ビ
が
振
ら
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れ
て
い
な
か
っ
た
。「

や
ま
だ」

と
読
む
蓋
然
性
が
高
い
か
ら
で
あ
り
、「

さ
ん

だ」

か「

さ
ん
た」

と
読
ん
で
い
け
な
い
理
由
は
な
い
。
新
聞
の
訃
報
欄
は
、

ほ
と
ん
ど
例
外
無
し
に
、
死
亡
者
の
姓
名
は
仮
名
で
明
示
し
て
い
る
。
第
五
に
、

漢
字
を
訓
読
み
さ
せ
て
送
り
仮
名
を
振
る
場
合
に
、
二
つ
以
上
の
読
み
が
あ
る

場
合
だ
。
例
え
ば
、「

強
い
る」

と「

強
い」

や
、「

明
る
い」

と「

明
ら
か」・

「

明
け
る」

な
ど
の
場
合
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「

捨
て
印」

を「

捨
印」

と
書
く

よ
う
に
、
送
り
仮
名
を
省
略
す
る
場
合
も
読
み
を
不
確
定
に
し
て
し
ま
う
。
こ

れ
は
湯
桶
読
み
の
一
つ
の
成
立
の
仕
方
と
も
解
釈
で
き
る
。
送
り
仮
名
の
省
略

は
よ
く
行
わ
れ
て
読
み
を
曖
昧
に
す
る
と
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
外
に
も
読
み

を
不
確
定
に
す
る
場
合
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
こ
こ
で
は
以
上
の
五
つ
の
場
合
を

挙
げ
る
こ
と
で
ひ
と
ま
ず
区
切
り
を
つ
け
た
い
。

以
上
の
よ
う
な
原
因
で
読
み
が
確
定
さ
れ
な
い
と
、音
読
す
る
場
合
は
勿
論
、

黙
読
の
場
合
で
も
読
書
の
リ
ズ
ム
が
狂
い
赤
信
号
効
果
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、

お
そ
ら
く
極
め
て
さ
さ
い
な
も
の
で
、
あ
ま
り
少
な
け
れ
ば
気
に
な
ら
な
い
か

も
し
れ
な
い
。
往
々
に
し
て
表
意
文
字
の
漢
字
の
お
陰
で
、
読
み
が
不
確
実
で

も
意
味
は
確
実
に
と
れ
る
場
合
が
多
い
。
そ
こ
か
ら
読
み
を
曖
昧
に
す
る
習
慣

さ
え
醸
成
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
人
名・

地
名
な
ど
は
、
読
み
が
定

か
で
な
い
と
き
は
、
当
て
ら
れ
た
漢
字
を
説
明
し
て
事
足
れ
り
と
す
る
。
こ
の

場
合
の
欠
点
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
学
ぶ
熟
語
を
会
話
で
自
信
を
持
っ
て
使
え

な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
視
覚
的
記
憶
を
聴
覚
的
記
憶
が
支
持
し
な
い
の
で
、

記
憶
さ
れ
に
く
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

読
み
が
決
定
で
き
な
い
不
快
感
は
文
章
の
意
味
が
伝
わ
れ
ば
ほ
と
ん
ど
無
意

識
な
さ
さ
い
な
も
の
だ
が
、
積
み
重
な
れ
ば
徐
々
に
大
き
く
な
り
、
活
字
を
投

げ
出
す
原
因
に
も
な
り
う
る
。
こ
の
こ
と
は
、
や
た
ら
と
登
場
人
物
の
多
い
歴

史
小
説
を
読
む
と
実
感
さ
れ
よ
う
。
多
く
の
場
合
、
人
名
に
ル
ビ
が
振
ら
れ
て

も
初
出
の
時
に
限
る
場
合
が
多
い
か
ら
だ
。

赤
信
号
効
果
を
惹
起
す
る
原
因
を
列
挙
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
ご
く
単
純

な
方
法
、
す
な
わ
ち
、
ル
ビ
を
振
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
す
る
問
題
だ
。
し
か

し
、
有
力
な
新
聞
媒
体
に
お
い
て
は
そ
れ
は
避
け
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ

ろ
う
。
勿
論
、
新
聞
小
説
な
ど
作
者
の
意
向
が
尊
重
さ
れ
る
場
合
は
、
か
な
り

ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
が
、
今
度
は
作
者
の
意
向
に
よ
っ
て
振
り
方
は
恣
意
的

に
な
っ
て
い
る
。
新
聞
や
雑
誌・

単
行
本・

文
庫
本
な
ど
の
出
版
物
を
全
体
的

に
見
て
み
る
と
、
有
効
な
ル
ビ
の
振
り
方
が
為
さ
れ
て
い
な
い
と
思
う
。
活
字

を
多
く
の
人
に
読
ん
で
貰
う
工
夫
が
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。

こ
こ
で
、他
の
メ
デ
ィ
ア
と
の
比
較
の
概
念
を
持
ち
出
す
必
要
が
出
て
き
た
。

あ
く
ま
で
活
字
文
化
に
内
在
す
る
活
字
離
れ
を
惹
起
す
る
原
因
に
拘
っ
て
き
た

の
だ
が
、
活
字
文
化
で
充
た
さ
れ
た
需
要
が
他
の
情
報
媒
体
で
充
た
さ
れ
る
の

で
あ
れ
ば
、
内
因
と
外
因
の
関
係
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
を
見
据
え
て
、

対
処
す
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
だ
。

情
報
を
得
る
と
い
う
人
間
の
活
動
は
極
め
て
日
常
的
な
も
の
だ
。
個
人
の
生

活
圏
内
で
の
さ
さ
い
な
情
報
は
や
は
り
立
ち
話・

井
戸
端
会
議
と
い
っ
た
人
間

と
人
間
と
の
直
接
の
対
話
か
ら
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
少
し
生
活
圏
を
拡
大
す
る

と
、
そ
の
生
の
人
間
関
係
か
ら
文
書
に
よ
る
通
達
と
い
っ
た
も
の
が
加
わ
る
。

村
落
共
同
体
で
は
有
線
放
送
な
ど
も
加
わ
ろ
う
。さ
ら
に
生
活
圏
が
広
が
れ
ば
、

地
方
新
聞
や
ロ
ー
カ
ル
ラ
ジ
オ
と
な
り
、
次
に
新
聞
や
テ
レ
ビ
と
い
う
大
き
な

メ
デ
ィ
ア
へ
と
広
が
っ
て
い
く
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
は
こ
の
よ
う
な
全
て
の

情
報
媒
体
を
飲
み
込
ん
だ
も
の
だ
。
そ
こ
に
は
、
さ
ら
に
娯
楽・

教
育・

商
売

と
い
っ
た
他
の
範
疇
の
活
動
も
入
り
込
む
。

他
の
媒
体
と
活
字
媒
体
と
を
比
較
す
る
と
、
活
字
媒
体
は
ま
さ
に
活
字
と
い

う
概
念
を
示
す
記
号
を
主
に
使
う
の
に
対
し
て
、
ラ
ジ
オ
は
言
語
も
含
め
た
音

の
記
号
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
う
。
効
果
音
や
音
楽
な
ど
で
、
直
接
的
に
聴
覚
に
訴

え
か
け
る
。
テ
レ
ビ・

映
画
と
い
っ
た
視
聴
覚
の
媒
体
は
、
動
く
画
像
と
そ
れ
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に
伴
う
音
の
記
号
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
う
。
聴
覚
と
視
覚
に
同
時
に
訴
え
る
が
故

に
そ
の
力
は
強
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
五
感
の
一
つ
か
二
つ
に
強
い
刺
激
を
与

え
る
と
い
う
意
味
で
、
人
間
の
想
像
力
に
訴
え
る
力
は
、
概
念
を
媒
介
に
す
る

活
字
よ
り
も
ず
っ
と
強
い
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
感
覚
を
直
接
刺
激
す
る
メ

デ
ィ
ア
は
人
間
を
受
け
身
に
す
る
。
人
間
が
自
分
の
能
力
を
少
し
ず
つ
育
ん
で

い
く
た
め
に
は
、
す
な
わ
ち
個
人
が
自
分
の
興
味
を
育
て
て
い
こ
う
と
す
る
た

め
に
は
、
危
険
な
メ
デ
ィ
ア
な
の
で
あ
る
。
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
で
の
体
験
は
巧

妙
な
疑
似
体
験
で
あ
り
な
が
ら
、本
物
の
体
験
で
あ
る
か
の
よ
う
な
趣
が
あ
る
。

し
か
し
、
い
く
ら
精
巧
に
で
き
て
い
て
も
、
そ
れ
は
仮
想
現
実
に
過
ぎ
な
い
の

だ
。本

題
か
ら
外
れ
な
い
よ
う
に
、
他
の
メ
デ
ィ
ア
と
の
比
較
の
意
味
を
こ
こ
で

取
り
出
し
て
み
よ
う
。
活
字
の
メ
デ
ィ
ア
は
伝
統
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
一
種
の

権
威
を
備
え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
映
画・
テ
レ
ビ・

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は

若
々
し
く
自
己
規
定
が
な
く
、
自
由
に
人
間
の
興
味
を
引
こ
う
と
し
て
工
夫
を

し
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
聞
か
せ
よ
う
、
見
せ
よ
う
、
興
味
を
引
こ
う
と
い
う

動
機
が
恥
ず
か
し
げ
も
な
く
働
き
別
に
誰
も
不
思
議
に
思
わ
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
活
字
の
メ
デ
ィ
ア
は
そ
こ
ま
で
人
間
の
興
味
を
引
く
工
夫

を
す
る
こ
と
を
心
よ
し
と
し
な
い
自
尊
心
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
活
字
文
化
の
一
種
の
自
己
満
足
が
そ
の
衰
退
の
原
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
読
ま
れ
る
工
夫
を
す
る
と
同
時
に
、
活
字
文

化
の
持
つ
個
人
の
興
味
を
培
養
し
て
自
己
表
現
を
助
け
る
側
面
を
強
調
す
べ
き

な
の
で
は
な
い
か
。
い
ま
の
と
こ
ろ
思
考
を
行
う
の
は
活
字
と
い
う
不
愛
想
な

記
号
を
通
し
て
で
し
か
な
い
。「

常
用
漢
字
の
読
み
書
き
く
ら
い
出
来
る
の
が

活
字
文
化
を
享
受
す
る
条
件
だ
。
勉
強
し
て
こ
い」

と
い
っ
た
プ
ラ
イ
ド
は
活

字
文
化
の
担
い
手
の
衒
学
趣
味
と
思
え
る
。
こ
の
よ
う
な
他
の
メ
デ
ィ
ア
に
比

べ
て
衒
学
的
な
自
己
満
足
は
活
字
文
化
の
担
い
手
が
改
め
な
く
て
は
な
ら
な
い

重
要
な
点
で
あ
る
と
思
う
。
こ
れ
が
、
パ
ラ
ル
ビ
の
振
り
方
に
如
実
に
現
れ
て

い
る
。
活
字
文
化
は
自
分
で
自
分
の
首
を
絞
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

漢
字
か
な
交
じ
り
文
と
い
う
日
本
特
有
の
活
字
文
化
は
読
み
の
困
難
さ・

曖

昧
さ
を
一
つ
の
属
性
と
し
て
内
包
し
て
い
る
が
、
ル
ビ
を
振
る
と
い
う
合
理
的

で
簡
便
な
方
法
で
解
決
で
き
る
の
に
、
一
種
の
衒
学
的
自
己
満
足
に
陥
っ
て
自

ら
の
衰
退
に
対
し
て
有
効
な
手
を
打
て
な
い
で
い
る
と
い
う
の
が
こ
の
章
の
要

約
で
あ
る
。

第
八
章

パ
ラ
ル
ビ
の
基
準

活
字
媒
体
も
積
極
的
に
読
ま
れ
る
工
夫
を
す
べ
き
だ
と
い
う
立
場
か
ら
具
体

策
を
探
っ
て
い
け
ば
、
い
ま
ま
で
の
論
考
か
ら
パ
ラ
ル
ビ
の
活
用
と
い
う
こ
と

に
突
き
当
た
る
。
パ
ラ
ル
ビ
は
単
行
本
な
ど
で
は
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
そ
れ
で
有
効
な
の
だ
が
、
た
だ
全
体
的
に
み
る
と
恣
意
的
な
の
で
、
活

字
の
活
性
化
の
た
め
に
さ
ら
に
工
夫
を
凝
ら
す
余
地
が
あ
る
と
思
う
。

第
七
章
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
こ
の
論
考
で
は
一
九
八
一
年
に
告
示
さ
れ

た
常
用
漢
字
の
字
種
と
音
訓
表
の
枠
を
考
慮
に
入
れ
て
進
め
て
い
き
た
い
。
そ

れ
は
全
国
紙
と
い
う
有
力
な
媒
体
が
こ
の
字
種
で
記
事
を
書
く
よ
う
に
自
主
規

制
し
て
い
て
、
そ
の
影
響
は
非
常
に
大
き
い
か
ら
だ
。
し
か
し
、
こ
の
枠
で
漢

字
制
限
す
る
と
い
う
立
場
は
と
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
枠
の
設
定
が
影
響
力
の

強
い
活
字
媒
体
を
通
じ
て
、
実
質
的
な
漢
字
制
限
へ
と
転
化
す
る
こ
と
を
危
惧

す
る
も
の
だ
。

次
に
、
人
間
と
知
識
の
関
係
に
つ
い
て
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
、「

人
間
と
は
常
に
学
び
続
け
る
存
在
で
あ
る」

と
い
う
立
場
だ
。
何

事
か
を
学
ん
だ
と
い
う
状
態
は
当
然
あ
り
得
る
。
精
神
活
動
は
、
一
つ
の
運
動

と
し
て
始
ま
り
が
あ
り
過
程
が
あ
り
終
わ
り
が
あ
る
。
何
々
し
た
と
い
う
完
了
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の
状
態
は
あ
る
。
し
か
し
人
間
は
、
常
に
変
化
す
る
存
在
で
あ
り
、
成
長
し
衰

弱
す
る
肉
体
を
も
っ
た
存
在
だ
。
こ
の
論
考
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
教
育
漢
字

を
含
め
た
常
用
漢
字
の
知
識
に
関
連
づ
け
て
話
せ
ば
、
そ
れ
の
字
種
や
音
訓
を

教
育
の
な
か
で
学
ぶ
が
ま
た
忘
れ
て
し
ま
う
可
能
性
を
持
っ
た
存
在
な
の
だ
。

だ
か
ら
ま
た
学
び
返
す
こ
と
が
必
要
な
の
だ
。
ま
た
、
常
用
漢
字
を
元
に
し
て

そ
れ
以
外
の
漢
字
を
学
ぶ
可
能
性
を
も
持
っ
て
い
る
。そ
の
よ
う
に
し
て
こ
そ
、

基
礎
的
な
教
育
漢
字
や
常
用
漢
字
が
し
っ
か
り
と
根
付
い
て
い
く
。
常
用
漢
字

外
の
漢
字
を
生
活
の
中
で
学
ぶ
こ
と
は
決
し
て
そ
の
枠
を
軽
視
す
る
こ
と
で
は

な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
補
填
し
て
い
る
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。

活
字
離
れ
を
く
い
止
め
活
字
文
化
を
活
性
化
す
る
た
め
の
方
策
は
、
漢
字
か

な
交
じ
り
文
に
内
在
す
る
読
み
の
困
難
さ
と
曖
昧
さ
を
ル
ビ
に
よ
っ
て
出
来
る

限
り
払
拭
す
る
こ
と
に
尽
き
る
と
思
う
。こ
こ
で

初
の
問
題
に
突
き
当
た
る
。

そ
れ
は
、
日
本
人
に
は
ま
だ
漢
字
教
育
を
受
け
て
い
な
い
幼
児
や
、
受
け
つ
つ

あ
る
小
学
生・

中
学
生
さ
ら
に
高
校
生・

大
学
生
や
、
社
会
で
働
い
て
い
る
人

達
な
ど
が
併
存
し
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
こ
で
、
パ
ラ
ル
ビ
の
振
り
方
の
基
準
を

確
立
す
る
場
合
、
義
務
教
育
を
終
え
た
段
階
、
す
な
わ
ち
高
校
生
以
上
を
対
象

に
し
た
基
準
を
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
段
階
で
は
、
小
学
校
の
間
に
学
習
す
べ
き
教
育
漢
字
は
そ
の
学
習
結
果

は
ど
う
で
あ
れ
、
い
ち
お
う
学
び
、
そ
し
て
中
学
校
の
間
に
他
の
常
用
漢
字
に

触
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
前
提
の
上
で
パ
ラ
ル
ビ
の

基
準
を
一
つ
提
案
し
た
い
。
こ
の
と
き
第
七
章
で
挙
げ
た
、
読
み
の
困
難
さ
と

曖
昧
さ
の
原
因
を
払
拭
す
る
よ
う
に
考
え
て
い
く
。

①
普
通
名
詞
の
熟
語
の
場
合
、
常
用
漢
字
に
記
載
さ
れ
て
い
る
字
種
の
字
音
の

組
み
合
わ
せ
が
一
つ
の
場
合
に
は
ル
ビ
を
振
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
ル
ビ
の
振

ら
れ
て
い
な
い
熟
語
は
常
用
漢
字
の
字
音
読
み
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
よ
い
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
当
然
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
漢
字
が
常
用
漢
字
で
あ

り
、
そ
の
読
み
書
き
が
社
会
的
に
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ

れ
以
外
は
原
則
と
し
て
ル
ビ
を
振
る
。
し
た
が
っ
て
、
訓
訓
読
み（

和
語）

や
重
箱
読
み・

湯
桶
読
み・

慣
用
読
み・

当
て
字
な
ど
に
は
ル
ビ
を
振
る
。

例
え
ば
、「

青
空」（

あ
お
ぞ
ら）

や「

消
印」（

け
し
イ
ン）・「

見
本」（

み

ホ
ン）・「

田
舎」（

い
な
か）・「

寿
司」（

す
し）

な
ど
。

②
①
の
場
合
の
例
外
と
し
て
、
組
み
合
わ
せ
が
二
つ
以
上
あ
る
時
で
も
、
字
種

の
音
読
み
と
し
て
そ
の
出
現
の
確
率
が
非
常
に
低
い
読
み
を
含
む
熟
語
に
の

み
ル
ビ
を
振
る
。
例
え
ば
、「

出」

の
字
音
は「

シ
ュ
ツ」

と「

ス
イ」

だ

が
、
後
者
は
確
率
が
低
い
。
そ
れ
で
、「

出
納」

に
は「

ス
イ
ト
ウ」

と
ル

ビ
を
振
る
。

③
固
有
名
詞
は
、
原
則
と
し
て
ル
ビ
を
振
る
。
た
だ
し
、
県
名
や
大
都
市
名
な

ど
、
義
務
教
育
を
終
え
て
い
れ
ば
誰
で
も
必
ず
知
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も

の
を
選
び
例
外
と
し
て
明
示
す
る
こ
と
に
よ
り
ル
ビ
を
省
略
す
る
。

④
単
独
で
漢
字
が
使
用
さ
れ
る
と
き
、
常
用
漢
字
表
の
字
訓
が
二
つ
以
上
あ
る

場
合
に
は
、
ル
ビ
を
振
る
。

例
え
ば
、「

明
る
い」（

あ
か）

と「

明
け
る」（

あ）

な
ど
。

⑤
単
独
で
漢
字
が
使
用
さ
れ
る
場
合
、
常
用
漢
字
表
の
字
音
の
読
み
を
す
る
と

き
は
原
則
と
し
て
ル
ビ
を
振
る
。
た
だ
し
、
そ
の
漢
字
の
読
み
が
一
つ
の
字

音
し
か
な
く
字
訓
が
な
い
と
き
は
振
ら
な
い
。
ま
た
二
つ
の
字
音
読
み
が
あ

り
字
訓
が
な
い
と
き
は
、字
音
の
頻
出
度
が
低
い
字
音
に
の
み
ル
ビ
を
振
る
。

例
え
ば
、「

字
を
し
ら
な
い」

の「

字」

に
は（

ジ）

と
ル
ビ
を
振
る
が
、

「

王」（

オ
ウ）

に
は
ル
ビ
を
振
ら
な
い
。「

気
を
配
る」

の「

気」

に
は
ル

ビ
を
振
ら
な
い
が
、「

食
い
気」

の「

気」（

ケ）

に
は
ル
ビ
を
振
る
。

⑥
ル
ビ
を
振
る
頻
度
は
、
本
の
場
合
は
各
ペ
ー
ジ
に
初
出
の
漢
字
に
、
新
聞
の

場
合
は
、
各
記
事
に
初
出
の
場
合
に
振
る
。
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こ
れ
は
一
例
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
ル
ビ
を
振
る
基
準
を
明
確
化
す
る
と
、
読

み
手
は
ル
ビ
の
振
ら
れ
て
い
な
い
漢
字
の
読
み
を
特
定
す
る
の
に
明
確
な
基
準

を
得
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
そ
れ
で
も
読
み
が
確
定
で
き
な
い
場
合
は
、
そ
の

漢
字
が
常
用
漢
字
と
し
て
社
会
常
識
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
悟
り
、

漢
和
辞
典
を
引
く
動
機
に
な
る
だ
ろ
う
。

右
に
示
し
た
原
則
の「

常
用
漢
字」

を「

教
育
漢
字」

に
限
定
す
れ
ば
、
中

学
生
以
上
を
対
象
に
し
た
ル
ビ
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
も
出
来
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
基
準
で
は
ル
ビ
が
多
く
て
煩
雑
で
容
認
で
き
な
い
と
い

う
人
達
も
出
て
来
よ
う
。
そ
の
場
合
は
、
ま
た
一
ラ
ン
ク
上
の
ル
ビ
の
基
準
を

設
定
す
る
こ
と
も
可
能
だ
。
一
つ
の
基
準
を
設
定
し
て
明
確
に
す
る
こ
と
が
、

読
者
に
読
み
の
判
断
基
準
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
意
味
で
重
要
な
の
だ
。

複
数
の
ル
ビ
の
基
準
が
設
定
さ
れ
れ
ば
、
出
版
物
は
そ
の
ル
ビ
の
基
準
を
読
者

に
示
す
こ
と
も
可
能
に
な
り
、
そ
れ
は
読
者
サ
ー
ビ
ス
に
な
る
だ
ろ
う
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「

青
空
文
庫」

を
紹
介
し
た
が
、
そ
こ

に
登
録
さ
れ
て
あ
る
作
品
な
ら
誰
で
も
無
料
で
電
子
本
を
自
分
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
の
中
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
ル
ビ
付
き
の
テ

キ
ス
ト
と
ル
ビ
無
し
の
テ
キ
ス
ト
を
選
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
複
数
の
ル

ビ
を
振
る
基
準
が
設
定
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
応
じ
た
テ
キ
ス
ト
を
用
意
す
る
こ

と
も
可
能
だ
と
思
う
。ル
ビ
を
振
る
た
め
の
ソ
フ
ト
も
開
発
さ
れ
て
い
る
の
で
、

技
術
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
将
来
、
電
子
出
版
が
盛
ん
に

な
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
基
準
は
有
効
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

右
の
基
準
を
採
用
す
る
と
漢
字
を
制
限
す
る
よ
う
に
な
る
、
と
読
む
の
は
誤

解
だ
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
基
準
で
常
用
漢
字
外
の
漢
字
に
必
ず
ル
ビ

を
振
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
逆
に
そ
れ
ら
の
漢
字
を
使
わ
な
い
理
由
の
一
つ
、
読

み
の
困
難
さ
が
解
決
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
使
用
は
組
織
的
な
自
主
規
制
が
な
い

限
り
か
え
っ
て
促
進
さ
れ
る
と
思
う
。

そ
の
よ
う
に
常
用
漢
字
外
の
漢
字
を
文
脈
で
学
ん
で
い
け
ば
、
少
な
く
と
も

二
つ
の
文
化
的
効
用
が
予
想
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
文
語
の
中
で
使
わ
れ
る
熟
語

表
現
の
口
語
へ
の
移
行
が
よ
り
頻
繁
に
な
り
、
口
語
の
芳
醇
化
が
な
さ
れ
る
だ

ろ
う
。
二
つ
目
は
、
古
典
文
学
の
鑑
賞
と
理
解
に
役
立
つ
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と

だ
。
文
化
の
基
礎
は
ま
ず
我
々
の
祖
先
や
先
輩
達
が
残
し
た
古
典
に
あ
る
の
で

あ
り
、
そ
こ
に
活
字
文
化
の
魅
力
の
源
が
あ
る
の
に
、
言
語
の
人
工
的
な
制
約

に
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
現
代
人
を
遠
ざ
け
る
と
は
文
化
的
な
失
策
以
外
の
何
物
で

も
な
い
。

大
野
晋（「

日
本
語
の
世
界
16」

中
央
公
論
社
、
昭
和
五
十
八
年

六
十
五

～
六
十
七
ペ
ー
ジ）

に
よ
れ
ば
、
ル
ビ
の
廃
止
に
積
極
的
に
関
わ
っ
た
の
は
、

作
家
の
山
本
有
三
だ
と
い
う
。
戦
前
に
振
り
仮
名
廃
止
論
を
唱
え
た
山
本
が
戦

後
に
参
議
院
議
員
と
な
り
ル
ビ
の
廃
止
を
国
語
問
題
解
決
の
一
方
法
と
し
て
実

行
し
た
と
い
う
。
そ
の
論
拠
は
、
先
進
国
の
国
語
が
ル
ビ
と
い
う
補
助
文
字
を

必
要
と
す
る
の
は
恥
ず
か
し
い
と
か
、
ル
ビ
は
目
を
悪
く
す
る
と
い
う
よ
う
な

も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
国
語
政
策
が
決
ま
っ
て
し
ま
っ

た
と
し
た
ら
全
く
唖
然
と
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
ル
ビ
を
完

全
に
放
逐
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
、
そ
の
必
要
性
が
再
確

認
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
章
で
は
、
現
在
の
漢
字
か
な
交
じ
り
文
の
読
み
の
難
解
さ
の
原
因
分
析

か
ら
、
よ
り
合
理
的
な
パ
ラ
ル
ビ
の
基
準
に
つ
い
て
考
え
て
、
見
本
と
し
て
一

つ
の
案
を
作
成
し
た
。
こ
の
よ
う
な
明
確
な
基
準
を
作
成
す
る
こ
と
が
、
筆
者

や
編
集
者
の
恣
意
的
な
判
断
に
囚
わ
れ
な
い
合
理
的
な
パ
ラ
ル
ビ
を
成
立
さ
せ
、

そ
れ
は
常
用
漢
字
の
枠
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
そ
れ
を
超
え
る
形
で
漢
字
力
養

成
に
寄
与
し
、
さ
ら
に
は
古
典
を
身
近
な
も
の
に
し
て
活
字
文
化
を
活
性
化
さ

せ
る
と
論
じ
た
。

こ
の
論
考
全
体
を
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
現
在
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の
活
字
離
れ
と
い
う
現
象
は
、
他
の
メ
デ
ィ
ア
の
魅
力
と
い
う
外
因
の
み
に
帰

せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
常
用
漢
字
の
制
定
に
見
ら
れ
る
漢
字
制
限
と
、
教

育
課
程
で
そ
れ
は
学
ば
れ
た
と
い
う
単
純
な
人
間
観
と
、
常
用
漢
字
内
に
お
い

て
も
漢
字
か
な
交
じ
り
文
の
本
質
と
し
て
読
み
の
困
難
と
曖
昧
さ
が
存
在
す
る

こ
と
へ
の
軽
視
と
、
そ
こ
に
起
因
す
る
ル
ビ
の
制
限
に
よ
っ
て
、
読
書
の
赤
信

号
効
果
が
頻
発
す
る
と
い
う
、
現
在
の
活
字
文
化
自
体
の
内
因
に
因
る
と
こ
ろ

が
お
お
い
。
そ
の
問
題
を
解
決
す
る
の
は
、
常
用
漢
字
の
枠
を
利
用
し
て
そ
れ

を
越
え
て
漢
字
力
を
伸
ば
す
パ
ラ
ル
ビ
の
基
準
を
確
立
す
る
こ
と
だ
。
そ
れ
に

よ
り
赤
信
号
効
果
が
払
拭
さ
れ
、
活
字
媒
体
の
持
つ
魅
力
が
古
典
を
通
し
て
実

感
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
活
字
媒
体
に
し
か
な
い
緻
密
な
思
考
能
力
の
啓

発
が
再
認
識
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
活
字
離
れ
は
思

考
停
止
に
繋
が
っ
て
い
る
が
故
に
、
深
刻
な
問
題
な
の
だ
。
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