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は
じ
め
に

本
書
は「『
日
本
国
語
大
辞
典
』を
よ
む
」を
タ
イ
ト
ル
と
し
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な「
目
的
」で
、
ど
の
よ
う
に
よ
ん
だ

の
か
、な
ど
に
つ
い
て
ま
ず
述
べ
て
お
き
た
い
。

二
〇
一
〇（
平
成
二
十
二
）年
十
二
月
に
三
省
堂
か
ら『
そ
し
て
、
僕
は
Ｏ
Ｅ
Ｄ
を
読
ん
だ
』と
い
う
本
が
出
版
さ
れ
た
。

ア
モ
ン
・
シ
ェ
イ（A

m
m

on Shea

）
と
い
う
人
物
が
書
い
た『Reading the O

ED
:

one m
an,one year,

　

21,730 pages

』と
い
う
本
を
田
村
幸
誠
が
翻
訳
し
た
も
の
だ
。「
Ｏ
Ｅ
Ｄ
」は『The O

xford English D
ictionary

』

の
こ
と
で
、
一
九
八
九
年
に
は
二
十
巻
か
ら
成
る
第
二
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
十
巻
の「
Ｏ
Ｅ
Ｄ
」、
総
計
二
万
一

七
三
〇
ペ
ー
ジ 

を
、一
人
で
、一
年
間
を
か
け
て
読
み
通
し
た
と
い
う
本
が『
そ
し
て
、僕
は
Ｏ
Ｅ
Ｄ
を
読
ん
だ
』で
あ
る
。

『
そ
し
て
、
僕
は
Ｏ
Ｅ
Ｄ
を
読
ん
だ
』は
、
あ
る
月
曜
の
朝
に
六
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
二
十
巻
の
Ｏ
Ｅ
Ｄ
が
ア
モ
ン
・

シ
ェ
イ
の
ア
パ
ー
ト
に
届
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』第
二
版
全
十
三
巻（
十
四
巻
は
索
引
等
が
載
せ
ら

れ
て
い
る
別
巻
な
の
で
、こ
れ
は
除
く
）は
量
っ
て
み
る
と
、そ
こ
ま
で
の
重
量
は
な
い
が
、総
ペ
ー
ジ
数
は
二
万
ペ
ー
ジ
ぐ

ら
い
な
の
で
、こ
ち
ら
は
ま
ず
ま
ず「
Ｏ
Ｅ
Ｄ
」二
十
巻
に
ち
か
い
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』第
二
版（
二
〇
〇
〇
〜
二
〇
〇
二
年
、
小
学
館
）は
、
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
国
語
辞
書
で
最
大
規

模
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の『
日
本
国
語
大
辞
典
』第
二
版（
以
下
第
一
版
の
こ
と
を
話
題
に
す
る
場
合
の
み
版
の
別
を
示
す
）
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の
み
が
大
型
辞
書
と
い
っ
て
よ
い
。『
広
辞
苑
』を
大
型
辞
書
と
思
っ
て
い
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、『
広
辞
苑
』は
中

型
辞
書
で
あ
る
。

ア
モ
ン
・
シ
ェ
イ
は
一
年
間
で「
Ｏ
Ｅ
Ｄ
」を
読
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
二
万
ペ
ー
ジ
を
一
年
間
で
読
破
す
る
た

め
に
は
、
一
ヶ
月
に
一
六
〇
〇
ペ
ー
ジ
以
上
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
モ
ン
・
シ
ェ
イ
は「
一
日
に
八
時
間
か
ら
一

〇
時
間
、
Ｏ
Ｅ
Ｄ
と
向
き
合
っ
て
い
た
」（
十
六
ペ
ー
ジ
）と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
大
学
の
教
員
で
あ
る
筆
者
に
は
そ
の
よ
う

に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。実
際
に
き
ち
ん
と
メ
モ
を
と
り
な
が
ら『
日
本
国
語
大
辞
典
』を
よ
み
始
め
た
の
は
、二
〇
一
五

（
平
成
二
十
七
）年
九
月
二
十
四
日
か
ら
で
あ
る
が
、二
〇
一
六
年
四
月
一
日
か
ら
二
〇
一
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
勤
務

先
の
大
学
か
ら「
特
別
研
究
期
間
」を
認
め
て
い
た
だ
き
、授
業
担
当
や
会
議
等
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。そ
の
期
間
を

有
効
に
使
い
な
が
ら
、よ
み
進
め
て
い
っ
た
。

右
で
は
も
う『
日
本
国
語
大
辞
典
』を
よ
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
筆
者
が
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
い
わ
ば

「
暴
挙
」を
し
よ
う
と
思
っ
た
か
に
つ
い
て
も
少
し
説
明
し
て
お
こ
う
。筆
者
は
こ
れ
ま
で
に『
漢
語
辞
書
論
攷
』（
二
〇
一
一

年
、
港
の
人
）、『
明
治
期
の
辞
書
』（
二
〇
一
三
年
、
清
文
堂
出
版
）、『
辞
書
か
ら
み
た
日
本
語
の
歴
史
』（
二
〇
一
四
年
、
ち

く
ま
プ
リ
マ
ー
新
書
）、『
辞
書
を
よ
む
』（
二
〇
一
四
年
、
平
凡
社
新
書
）、『
超
明
解
！
　国
語
辞
典
』（
二
〇
一
五
年
、
文
春

新
書
）な
ど
、辞
書
を「
よ
む
」と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
た
本
を
出
版
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。古
辞
書
か
ら
現
在
出
版

さ
れ
て
い
る
辞
書
ま
で
、さ
ま
ざ
ま
な
辞
書
を
よ
み
な
が
ら
、い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
た
。そ
う
し
た
い
わ
ば「
経
験
」に

基
づ
い
て『
日
本
国
語
大
辞
典
』を
よ
ん
だ
ら『
日
本
国
語
大
辞
典
』が
ど
の
よ
う
な
辞
書
に
み
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
ま

ず
考
え
た
こ
と
だ
。た
だ
し
、よ
ん
で
み
よ
う
、と
思
っ
た
時
点
で
は
、よ
ん
だ
ら
自
分
が
ど
う
な
る
か
、と
い
う
こ
と
は
予

想
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
。「
自
分
が
ど
う
な
っ
た
か
」は「
お
わ
り
に
」で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

3
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『
日
本
国
語
大
辞
典
』を「
よ
む
」と
い
っ
て
も
、
ど
の
よ
う
な
よ
み
か
た
を
す
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
必
要
な
時
間
も

変
わ
っ
て
く
る
。そ
こ
で
、二
〇
一
八（
平
成
三
十
）年
の
七
月
ぐ
ら
い
に
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』を
よ
ん
だ
結
果
を
ま
と

め
終
わ
る
と
い
う
目
標
を
設
定
し
、そ
れ
に
合
わ
せ
た
ペ
ー
ス
を
保
つ
よ
う
に
心
が
け
た
。よ
む
時
間
を
も
っ
と
費
や
せ
ば
、

「
よ
み
」は
ま
た
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
気
が
つ
く
こ
と
も
当
然
増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
と
に
か
く
、
右
の
よ
う
な

目
標
の
も
と
に『
日
本
国
語
大
辞
典
』を
よ
ん
だ
。

こ
こ
で
、本
書
で
使
う
、筆
者
の
用
語
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。筆
者
は
辞
書
は「
見
出
し
＋
語
釈
」と
い
う
基
本
形
式
に

基
づ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
に
し
て
い
る
。こ
れ
は
過
去
の
辞
書
に
も
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
辞
書
に
も
あ

て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
。具
体
的
に
説
明
し
よ
う
。

き
り
つ
ぼ
げ
ん
じ
【
桐
壺
源
氏
】〘
名
〙 （「
源
氏
物
語
」を
、最
初
の
桐
壺
の
巻
だ
け
で
読
む
の
を
や
め
て
し
ま
う
、と
い

う
こ
と
か
ら
）中
途
半
端
で
い
い
か
げ
ん
な
学
問
、教
養
の
こ
と
。

右
で
、「
き
り
つ
ぼ
げ
ん
じ
」の
部
分
が「
見
出
し
」で
、
そ
れ
以
外
の
部
分
が「
語
釈
」と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
語
釈
」は

一
般
的
に
は〈
語（
句
）の
意
味
の
説
明
〉で
あ
る
が
、
そ
れ
を
も
う
少
し
広
く
、〈
見
出
し
と
な
っ
て
い
る
語（
句
）に
か
か

わ
る
情
報
全
般
〉と
と
ら
え
た
い
。見
出
し
と
な
っ
て
い
る
語
に
つ
い
て
何
か
記
さ
れ
て
い
れ
ば
、そ
れ
が「
語
釈
」と
い
う

こ
と
だ
。「
キ
リ
ツ
ボ
ゲ
ン
ジ（
桐
壺
源
氏
）」に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
、「
第
一
巻
日
本
国
語
大
辞
典
」（
＝『
日
本
国
語
大
辞
典
』

を
よ
む
と
い
い
な
が
ら
、
第
一
巻
だ
け
で
や
め
て
し
ま
う
）と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
な
い
と
い
け
な
い

と
い
う
戒
め
を
こ
め
た
。
本
書
で
は
、「
語
」を
示
す
場
合
は「
キ
リ
ツ
ボ
ゲ
ン
ジ（
桐
壺
源
氏
）」の
よ
う
に
、
片
仮
名
を
鉤
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括
弧
に
入
れ
、必
要
が
あ
れ
ば
、語
義
理
解
の
補
助
と
な
る
よ
う
に
丸
括
弧
に
漢
字
列
を
入
れ
て
示
す
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』

の
見
出
し
を
示
す
場
合
は
、
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
示
す
。「
意
味
」は
一
般
的
に
も
使
わ
れ
る
語
で
あ
る
の
で
、「
語
の
意

味
」は「
語
義
」、「
文
の
意
味
」は「
文
意
」と
呼
ぶ
こ
と
に
し
、〈
　〉に
入
れ
て
示
す
。

さ
て
話
を
戻
す
が
、「
見
出
し
＋
語
釈
」全
体
が
辞
書
の
一
つ
一
つ
の「
項
目
」で
あ
る
。
筆
者
の
い
う「
見
出
し
」は
英
語

辞
書
学
で
は「headw

ord

」あ
る
い
は「lem

m
a

」（
レ
マ
）と
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
を
大
学
の
同
僚
の
大
杉
正
明
先
生
に
教

え
て
い
た
だ
い
た
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』は
見
出
し
と
と
も
に
、見
出
し
と
な
っ
て
い
る
語
が
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
文
献

の
名
前
と
実
際
の
使
用
例
と
を
か
な
り
丁
寧
に
あ
げ
て
い
る
。こ
の
使
用
例
は
必
ず「
よ
む
」こ
と
に
は
し
な
か
っ
た
。必
ず

「
よ
む
」の
は「
見
出
し
」と「
語
釈
」と
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』は
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
国
語
辞
書
の
中
で
、
最
大
規
模
の
も
の
で
、
唯
一

の（
多
巻
）大
型
辞
書
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、「
相
手
に
と
っ
て
不
足
な
し
」で
あ
る
が
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』を
批
判
す
る

こ
と
が
本
書
の
目
的
で
は
な
い
。時
に
は
批
判
的
に
み
え
る
よ
う
な
書
き
方
を
す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、そ
れ

は
い
わ
ば『
日
本
国
語
大
辞
典
』の
今
後
、
国
語
辞
書
の
今
後
の
た
め
に
、
こ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
と
い
う「
問

題
提
起
」の
よ
う
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
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10

序
章

小
型
辞
書
・
中
型
辞
書
・
大
型
辞
書
の
違
い

「
小
型
辞
書
」と
い
う
と
、ポ
ケ
ッ
ト
に
入
る
よ
う
な
大
き
さ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
と
思
う
方
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
う
で
は
な
く
て
、ご
く
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
が「
小
型
辞
書
」だ
。よ
く
使
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
辞
書
の
見

出
し
数
、ペ
ー
ジ
数
を
示
し
て
み
よ
う
。

岩
波
国
語
辞
典（
第
七
版
新
版
・
二
〇
一
一
年
）…
…
約
六
万
五
〇
〇
〇
　
一
六
二
五
ペ
ー
ジ

三
省
堂
国
語
辞
典（
第
七
版
・
二
〇
一
四
年
）…
…
…
約
八
万
二
〇
〇
〇
　
一
六
九
八
ペ
ー
ジ

集
英
社
国
語
辞
典（
第
三
版
・
二
〇
一
二
年
）…
…
…
九
万
五
〇
〇
〇
　
　
一
九
八
四
ペ
ー
ジ

新
選
国
語
辞
典（
第
九
版
・
二
〇
一
一
年
）…
…
…
…
九
万
三
二
〇
　
　
　
一
四
二
五
ペ
ー
ジ

新
明
解
国
語
辞
典（
第
七
版
・
二
〇
一
二
年
）…
…
…
七
万
七
五
〇
〇
　
　
一
六
四
二
ペ
ー
ジ

明
鏡
国
語
辞
典（
第
二
版
・
二
〇
一
〇
年
）…
…
…
…
約
七
万
　
　
　
　
　
一
八
八
六
ペ
ー
ジ

11

小型辞書・中型辞書・大型辞書の違い

ペ
ー
ジ
数
は
、
一
五
〇
〇
ペ
ー
ジ
前
後
、
多
く
て
も
二
〇
〇
〇
ペ
ー
ジ
未
満
、
見
出
し
数
は
六
万
か
ら
九
万
の
間
と
い
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。辞
書
が
改
版
さ
れ
て
販
売
さ
れ
る
時
に
は
、前
の
も
の
よ
り
も
見
出
し
が
こ
れ
だ
け
多
く
な
っ
て
い
ま

す
、
と
い
う
よ
う
に
宣
伝
さ
れ
る
が
、
も
し
も
ペ
ー
ジ
数
を
変
え
ず
に
見
出
し
数
を
増
や
し
た
ら
、
一
つ
の
見
出
し
あ
た
り

の「
情
報
量
」は
減
っ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
う
考
え
る
と
わ
か
る
が
、
辞
書
は
そ
の
辞
書
に
見
出
し
が
幾
つ
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
見
出
し
に
ど
の
く
ら

い
の「
情
報
」が
配
さ
れ
て
い
る
か
、
が
大
事
だ
。
そ
し
て
、
よ
り
大
事
だ
と
筆
者
が
考
え
る
の
は
、
見
出
し
が
バ
ラ
ン
ス
よ

く
採
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

辞
書
の
項
目
の
バ
ラ
ン
ス

　①
語
種
の
バ
ラ
ン
ス

「
バ
ラ
ン
ス
よ
く
」は
日
本
語
の
語
彙
に
対
し
て
バ
ラ
ン
ス
よ
く
、と
い
う
こ
と
だ
。「
日
本
語
の
語
彙
」と
い
う
と
少
し
わ

か
り
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。「
語
彙
」と
は
何
ら
か
の
観
点
に
基
づ
い
て
語
を
集
め
た
集
合
の
こ
と
を
い
う
が
、こ
こ
で
は

日
本
語
と
し
て
使
っ
て
い
る
語
の
総
体
が「
日
本
語
の
語
彙
」と
思
っ
て
い
た
だ
い
て
よ
い
。

車
道
を
安
全
に
走
る
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
と
し
て
、国
土
交
通
省
と
警
察
庁
が
、自
転
車
専
用
通
行
帯
や
通
行
位
置

明
示
の
整
備
に
音
頭
を
取
り
始
め
て
い
ま
す
。（『
朝
日
新
聞
』二
〇
一
七
年
八
月
二
十
六
日「
オ
ピ
ニ
オ
ン
」面
）

右
は
現
在
目
に
す
る
、ご
く
一
般
的
な「
文
」で
あ
る
が
、こ
の「
文
」は「
シ
ャ
ド
ウ（
車
道
）」「
ア
ン
ゼ
ン（
安
全
）」の

よ
う
な
漢
語
、「
ハ
シ
ル（
走
）」「
ト
リ
ハ
ジ
メ
ル
」の
よ
う
な
和
語
、「
イ
ン
フ
ラ
」の
よ
う
な
外
来
語
か
ら
成
り
立
っ
て
い
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る
。
正
確
に
い
え
ば
、「
イ
ン
フ
ラ
」は
英
語「infrastructure

（
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
）」（
＝〈
下
部
構
造
〉）の
略

語
で
あ
る「
イ
ン
フ
ラ
」で
、
そ
の「
イ
ン
フ
ラ
」が
漢
語「
セ
イ
ビ（
整
備
）」と
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
イ
ン

フ
ラ
セ
イ
ビ
」全
体
を
、
外
来
語（
の
略
語
）と
漢
語
と
の
複
合
語
と
み
る
べ
き
で
、
こ
れ
は
混
種
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

和
語
は
日
本
で
で
き
た
語
、
漢
語
は
元
来
中
国
語
で
あ
っ
た
語
、
外
来
語
は
中
国
以
外
の
地
域
で
で
き
た
語
で
、
ど
こ
で
そ

の
語
が
で
き
た
か
に
着
目
し
た
呼
称
で
あ
る
。そ
し
て
、そ
れ
ら
の「
混
種
語
」も
あ
る
。

和
語
、漢
語
、外
来
語
に
よ
っ
て「
日
本
語
の
語
彙
」が
形
成
さ
れ
て
い
る
。そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
く
ら
い
の
割
合
を
占
め
て

い
る
か
、と
い
う
こ
と
は
簡
単
に
は
つ
か
み
に
く
い
。和
語
を
多
く
使
う
文
章
で
は
、和
語
が
五
割
ぐ
ら
い
、漢
語
が
三
割
ぐ

ら
い
、外
来
語
が
二
割
ぐ
ら
い
か
と
思
う
が
、漢
語
を
多
く
使
う
文
章
で
は
、漢
語
が
五
割
ぐ
ら
い
で
、和
語
が
三
割
ぐ
ら
い
、

外
来
語
が
二
割
ぐ
ら
い
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
和
語
が
五
割
か
漢
語
が
五
割
か
、
は
だ
い
ぶ
異
な
る
が
、「
和
語
＋
漢
語
」が
八

割
ぐ
ら
い
と
い
う
こ
と
だ
。
仮
に
そ
れ
を「
日
本
語
の
語
彙
」の「
語
種
に
よ
る
内
訳
」だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
だ
い
た
い
反

映
し
て
い
る
の
が「
バ
ラ
ン
ス
よ
く
」だ
。「
新
語
に
強
い
」こ
と
を
謳
う
あ
ま
り
に
、
外
来
語
が
見
出
し
の
五
割
を
占
め
て

い
る
、と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、日
本
語
の
辞
書
と
し
て
は
バ
ラ
ン
ス
が
よ
く
な
い
こ
と
に
な
る
。

辞
書
の
項
目
の
バ
ラ
ン
ス

　②
標
準
語
形
と
非
標
準
語
形

　俗
語

　

「
ヤ
ハ
リ
」「
ヤ
ッ
パ
リ
」「
ヤ
ッ
パ
シ
」「
ヤ
ッ
パ
」と
い
う
語
を
使
っ
て
説
明
し
て
み
よ
う
。「
ヤ
ハ
リ
」は「
書
き
こ
と
ば
」

で
使
う
こ
と
が
で
き
る
。「
ヤ
ッ
パ
リ
」も「
書
き
こ
と
ば
」で
使
う
こ
と
は
で
き
そ
う
だ
が
、
少
し「
く
だ
け
た
感
じ
」を
伴

な
う
。
会
社
の
会
議
で
使
う
文
書
に「
ヤ
ッ
パ
リ
」は
使
い
に
く
い
、
と
い
う
の
が
筆
者
の「
感
覚
」だ
。
こ
う
し
た「
感
覚
」

に
は
個
人
差
が
あ
る
が
、言
語
使
用
者
に
共
通
す
る「
感
覚
」も
、も
ち
ろ
ん
あ
る
。「
ヤ
ッ
パ
シ
」「
ヤ
ッ
パ
」は「
書
き
こ
と
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ば
」で
は
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
の
が
共
通
の「
感
覚
」で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
話
し
こ
と
ば
」で
あ
っ
て
も
、

「
ヤ
ッ
パ
」は
使
わ
な
い
と
い
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
。

「
ヤ
ハ
リ
」を「
標
準
語
形
」と
み
る
と
、「
ヤ
ッ
パ
リ
」は
そ
の
標
準
語
形
か
ら
少
し
離
れ
た
語
形
、「
ヤ
ッ
パ
シ
」「
ヤ
ッ

パ
」の
順
で
、標
準
語
形
か
ら「
距
離
」が
あ
る
、と
い
う
の
が
多
く
の
人
の「
感
覚
」で
は
な
い
か
。そ
う
と
ら
え
た
場
合
の

「
ヤ
ッ
パ
リ
」「
ヤ
ッ
パ
シ
」「
ヤ
ッ
パ
」が「
非
標
準
語
形
」だ
。

「
話
し
こ
と
ば
」で
は
使
う
が「
書
き
こ
と
ば
」で
は
使
わ
な
い
、と
い
う
語
形
す
べ
て
が「
非
標
準
語
形
」と
い
う
こ
と
に

は
な
ら
な
い
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、「
標
準
」に
は「
書
き
こ
と
ば
で
使
う
」と
い
う
こ
と
が
何
ほ
ど
か
は
含
ま
れ
、「
書

き
こ
と
ば
」で
使
う
こ
と
が
で
き
る
語
で
、「
公
性
＝
フ
ォ
ー
マ
リ
テ
ィ
」を
帯
び
た
文
書
は
つ
く
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は

た
し
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。辞
書
を
一
冊
よ
む
と
そ
う
い
う
こ
と
が
次
第
に
は
っ
き
り
と
意
識
で
き
る
よ
う
に
な
る
し
、そ

う
い
う
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
辞
書
を
よ
む
と
得
ら
れ
る
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
う
。辞
書
を
ま
る
ま
る
一
冊
よ
む
と
い
う

こ
と
は
、「
日
本
語
の
語
彙
」全
体
に（
ま
が
り
な
り
に
も
）目
を
通
す
と
い
う
こ
と
だ
。そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、自
身
が

日
常
的
に
行
な
っ
て
い
る
言
語
生
活
の
な
ん
ら
か
の「
偏
り
」に
も
気
づ
く
。こ
の
語
は
見
た
こ
と
が
な
い
、と
思
っ
た
語
が

使
わ
れ
て
い
る「
文
字
社
会
」が
自
身
か
ら
遠
い「
文
字
社
会
」で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
い
う
わ
け
で「
非
標
準
語
形
」＝「
俗
語
」と
い
う
こ
と
で
も
な
い
が
、
今
仮
に「
非
標
準
語
形
」と「
俗
語
」と
は
だ

い
た
い
重
な
る
と
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。小
型
の
国
語
辞
書
は「
情
報
」を
効
率
よ
く
整
理
す
る
た
め
に
、さ
ま
ざ
ま
な
符

号
を
使
っ
て
い
る
が
、「
俗
」と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
で
、そ
の
見
出
し
が「
俗
語
」で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
多
い
。右
の

例
で
い
え
ば
、『
三
省
堂
国
語
辞
典
』第
七
版
は「
や
は
り
」「
や
っ
ぱ
り
」「
や
っ
ぱ
し
」「
や
っ
ぱ
」す
べ
て
を
見
出
し
に
し
、

「
や
っ
ぱ
し
」「
や
っ
ぱ
」に「
俗
」符
号
を
附
し
、「
や
っ
ぱ
り
」は「
話
し
こ
と
ば
」で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。『
日
本
国
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語
大
辞
典
』も
四
語
形
す
べ
て
を
見
出
し
に
し
て
い
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』の「
凡
例
」に
つ
い
て
は
、第
一
章
で
詳
し
く

検
討
す
る
が
、「
俗
語
」と
い
う
よ
う
な
、語
の
評
価
は
示
し
て
い
な
い
。見
出
し「
や
っ
ぱ
り
」に
は「「
や
は
り
」の
変
化
し

た
も
の
」、
見
出
し「
や
っ
ぱ
し
」に
は「「
や
っ
ぱ
り（
矢
張
）」の
変
化
し
た
語
」、
見
出
し「
や
っ
ぱ
」に
は「
や
は
り（
矢

張
）」に
同
じ
」と
記
す
の
み
で
あ
る
。

「
ヤ
ハ
リ
」に
促
音
が
附
加
さ
れ
た
語
形
が「
ヤ
ッ
パ
リ
」で
あ
る
の
で
、そ
れ
を「「
や
は
り
」の
変
化
し
た
も
の
」と
説
明

す
る
の
は
妥
当
だ
。
そ
の「
ヤ
ッ
パ
リ
」か
ら「
ヤ
ッ
パ
シ
」が
う
ま
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
か
ら
、「
ヤ
ッ
パ
シ
」を

「「
や
っ
ぱ
り（
矢
張
）」の
変
化
し
た
語
」と
説
明
す
る
の
も
肯
け
る
。「
ヤ
ッ
パ
」は「
ヤ
ッ
パ
リ
」あ
る
い
は「
ヤ
ッ
パ
シ
」

の
末
尾
が
省
略
さ
れ
た
語
形
で
あ
る
の
だ
か
ら
、「「
や
は
り（
矢
張
）」に
同
じ
」で
は
な
く
、「「
や
っ
ぱ
り
」あ
る
い
は「
や
っ

ぱ
し
」の
変
化
し
た
語
」と
説
明
す
る
と
、一
貫
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。こ
れ
を「
ヤ
ハ
リ
→
ヤ
ッ
パ
リ
→
ヤ
ッ

パ
シ
→
ヤ
ッ
パ
」と
図
式
化
す
る
と
、標
準
語
形「
ヤ
ハ
リ
」か
ら
非
標
準
語
形
が
う
ま
れ
る「
道
筋
」も
わ
か
り
、「
非
標
準
」

の「
非
」の
程
度
も
つ
か
み
や
す
い
。

辞
書
に
と
っ
て「
一
貫
性
」は
重
要
だ
。小
型
の
辞
書
は
説
明
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
紙
面
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、先
に

述
べ
た
よ
う
に
、さ
ま
ざ
ま
な
符
号
類
を
駆
使
し
て
効
率
よ
く「
情
報
」を
提
示
す
る
工
夫
を
し
て
い
る
。し
た
が
っ
て
、全

体
の
記
述
に
統
一
が
と
れ
て
い
て
、
一
貫
性
が
あ
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。「
読
み
手
」は
限
ら
れ
た「
情
報
」を
真
剣
に
よ

み
と
ろ
う
と
す
る
の
で
、統
一
が
と
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、一
貫
性
が
な
か
っ
た
り
す
る
と
、
迷
う
。
あ
る
い
は
気
に
な
る
。

右
の『
日
本
国
語
大
辞
典
』の
記
述
で
、「
や
っ
ぱ
」の「「
や
は
り（
矢
張
）」に
同
じ
」が
一
貫
性
と
い
う
点
で
ど
う
か
、と
い

う
こ
と
を
述
べ
た
が
、見
出
し「
や
っ
ぱ
り
」に
は「
変
化
し
た
も
の
0

0

」と
あ
り
、見
出
し「
や
っ
ぱ
し
」に
は「
変
化
し
た
語0

」

と
あ
る
の
も
気
に
な
る（
注
：
傍
点
筆
者
）。オ
ン
ラ
イ
ン
版『
日
本
国
語
大
辞
典
』に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
が
、そ
の
オ
ン
ラ
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イ
ン
版
で
調
べ
て
み
る
と
、「
変
化
し
た
も
の
」「
変
化
し
た
語
」両
方
が
あ
る
程
度
の
数
ず
つ
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
な
る
と
、「
も
の
」と「
語
」に
は
何
ら
か
の
違
い
が
あ
る
か
、と
い
う
こ
と
が
さ
ら
に
気
に
な
っ
て
し
ま
う
。両
者
に
違

い
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、ど
ち
ら
か
に
統
一
さ
れ
て
い
る
と
よ
け
い
な
こ
と
を
考
え
な
く
て
よ
い
。

「
ヤ
ハ
リ
」「
ヤ
ッ
パ
リ
」「
ヤ
ッ
パ
シ
」「
ヤ
ッ
パ
」に
つ
い
て
は
、小
型
辞
書
で
あ
る『
三
省
堂
国
語
辞
典
』第
七
版
も『
日

本
国
語
大
辞
典
』と
同
じ
よ
う
に
四
つ
の
語
形
す
べ
て
を
見
出
し
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、「
ヤ
ハ
リ
」だ
け
を
見
出
し
に
す

る
と
か
、「
ヤ
ッ
パ
」は
見
出
し
に
し
な
い
と
か
、い
ろ
い
ろ
な「
選
択
」が
可
能
だ
。非
標
準
語
形
を
ど
の
く
ら
い
見
出
し
に

す
る
か
、は
辞
書
の
見
出
し
選
択
の
一
つ
の
観
点
に
な
る
は
ず
だ
。

辞
書
の
項
目
の
バ
ラ
ン
ス

　③
標
準
語
形
と
古
語

小
型
の
国
語
辞
書
が
現
在
使
わ
れ
て
い
る
語
、す
な
わ
ち
現
代
日
本
語
を
見
出
し
の
中
心
に
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で

あ
る
が
、そ
れ
で
も
い
わ
ゆ
る（
一
定
の
制
約
下
に
、何
ら
か
の
工
夫
を
し
な
が
ら
）「
古
語
」を
見
出
し
に
し
て
い
る
辞
書
、

あ
る
い
は
見
出
し
に
は
し
な
い
ま
で
も
古
語
に
言
及
し
て
い
る
辞
書
は
多
い
。
例
え
ば
、『
岩
波
国
語
辞
典
』は「
第
七
版
刊

行
に
際
し
て
」と
い
う
文
章
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
岩
波
国
語
辞
典
』初
版
は
、高
校
で
習
う
程
度
の
古
典
作
品
の
事
を
念
頭
に
置
い
て
、現
代
語
・
古
語
両
用
の
辞
書
と

し
て
出
発
し
た
。し
か
し
古
語
項
目
は
第
五
版
か
ら
涙
を
飲
ん
で
削
っ
た
。小
型
辞
典
の
宿
命
的
制
約
で
あ
る
分
量
の
観

点
で
、移
り
行
く
現
代
語
の
実
相
に
関
す
る
増
補
の
た
め
に
紙
幅
を
産
み
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。そ
の
版
の
刊
行
の
辞

に
述
べ
た
と
お
り
、古
語
で
の
意
味
を
心
得
る
こ
と
が
時
と
し
て
現
代
語
の
理
解
を
深
め
る
面
が
あ
る
。そ
う
い
う
場
合




