
れもきと
し
て
文
字
の
大
き
さ
、
文
字
の
カ
ス
レ
が
少
し
気
に
な
る
程
度
。
最
近

は
色
刷
が
多
く
な
り
高
価
格
に
な
る
資
料
類
の
出
版
傾
向
に
対
し
、
本
書
の

よ
う
な
Ｂ
五
判
本
文
一
○
八
頁
、
付
録
八
頁
の
ノ
ー
ト
仕
立
の
編
集
は
、
い

か
に
も
質
実
、
謙
虚
な
著
者
の
姿
を
防
佛
し
て
ほ
ほ
え
ま
し
く
、
資
料
の
原

点
を
知
る
体
裁
と
言
え
る
。
今
さ
ら
紹
介
も
な
い
が
著
者
に
は
シ
ー
ポ
ル
ト

に
関
し
て
小
冊
子
『
シ
ー
ポ
ル
ト
評
伝
』
（
一
九
六
二
年
刊
、
シ
ー
ボ
ル
ト

先
生
史
跡
保
存
会
）
『
長
崎
の
オ
ラ
ン
ダ
医
た
ち
』
（
岩
波
新
書
、
一
九
七
五

年
刊
）
な
ど
が
あ
る
。
両
耆
を
書
架
よ
り
手
に
取
っ
て
再
読
し
て
象
た
。
次

い
で
本
書
を
興
味
深
く
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
関
口
忠
志
）

〔
長
崎
文
献
社
一
九
八
九
年
Ｂ
五
判
本
文
一
○
八
頁
付
録
八
頁

定
価
一
、
○
○
○
円
〕

本
書
は
一
九
八
四
年
に
亡
く
な
っ
た
ア
リ
エ
ス
国
］
藍
弓
の
冑
蔚
が
、

そ
の
前
年
に
刊
行
し
た
旨
同
県
四
号
臣
○
日
目
①
片
ぐ
四
目
こ
い
日
○
員
の
全

訳
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
心
性
史
家
ア
リ
エ
ス
に
つ
い
て
は
『
子
供
の
誕

生
』
『
死
と
歴
史
』
『
日
曜
歴
史
家
』
（
い
ず
れ
も
邦
題
）
に
よ
っ
て
よ
く
知

な
い
多
岐
な
内
容
。
一
読
し
て
か
ら
「
長
崎
の
旅
」
を
楽
し
ん
で
み
る
の

一
興
で
す
。
一
、
二
写
真
の
入
れ
違
い
も
あ
る
が
編
集
の
手
違
い
と
思
わ

る
。
希
望
を
述
べ
れ
ば
資
料
を
満
載
し
た
活
字
人
間
を
喜
ば
せ
る
資
料
編

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
著
、
福
井
憲
彦
訳

『
図
説
・
死
の
文
化
史
１
人
は
死
を
ど
の
よ
う
に
生
き
た
か
ｌ
』

ら
れ
て
い
る
の
で
、
経
歴
等
の
紹
介
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
彼
の
歴
史

に
対
す
る
関
心
は
、
人
々
の
日
常
の
営
朶
を
支
え
動
か
し
て
い
る
心
が
ど
う

変
化
し
て
き
た
か
と
い
う
点
に
集
中
し
て
い
る
が
、
人
間
の
営
み
の
記
録
で

あ
る
歴
史
の
中
に
そ
れ
を
読
み
と
る
こ
と
は
大
変
む
つ
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。

歴
史
学
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
よ
く
吟
味
（
確
実
信
遍
性
の

批
判
）
し
た
史
料
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、

ア
リ
エ
ス
の
歴
史
は
そ
こ
を
欠
い
て
い
る
。
遺
著
と
な
っ
た
本
書
も
墓
石
に

刻
ま
れ
た
図
像
や
絵
画
の
読
解
を
通
し
て
、
人
々
が
死
を
ど
の
よ
う
に
と
ら

え
て
き
た
か
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、
文
字
表
現
さ
れ
た
史
料
を
用
い
て

い
る
部
分
は
わ
ず
か
に
墓
碑
銘
に
す
ぎ
な
い
。
図
像
読
解
に
は
歴
史
家
の
主

観
が
入
り
や
す
く
、
興
味
に
沿
っ
て
読
み
込
ま
れ
る
危
険
性
は
高
い
。
主

観
・
想
像
の
世
界
を
楽
し
む
の
は
歴
史
小
説
や
随
筆
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
ア
リ
エ
ス
の
歴
史
学
は
そ
の
楽
し
み
を
備
え
た
魅
惑
的
な
も
の

で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
人
が
見
過
し
て
き
た
こ
と
、
言
及
す
る
こ

と
を
避
け
て
き
た
こ
と
を
、
し
か
も
現
代
の
人
為
に
と
っ
て
関
心
の
深
い
問

題
を
日
常
感
覚
で
平
易
に
解
き
明
か
し
て
く
れ
る
だ
け
で
な
く
、
原
始
古
代

か
ら
現
代
に
至
る
一
貫
作
業
、
連
続
し
た
歴
史
を
わ
れ
わ
れ
に
呈
示
し
て
い

る
。
彼
の
深
い
洞
察
力
に
よ
っ
て
築
か
れ
、
筋
道
の
た
て
ら
れ
た
心
性
の
歴

史
を
、
文
字
で
表
現
さ
れ
た
史
料
を
も
っ
て
い
か
に
肉
付
け
し
て
い
く
か
が

今
後
に
残
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
課
題
と
い
え
る
。

さ
て
、
本
書
は
八
章
か
ら
成
る
が
、
第
一
章
「
墓
地
と
教
会
」
で
は
、
は

じ
め
都
市
の
外
へ
排
除
さ
れ
て
い
た
死
者
が
次
第
に
都
市
の
中
心
に
位
置
す

る
よ
う
に
な
っ
た
経
過
を
論
ず
る
。
市
外
の
街
道
筋
に
あ
っ
た
墓
が
三
、
四

世
紀
の
こ
ろ
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
人
崇
拝
の
影
響
を
う
け
て
墓
地
に
教
会
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第
四
章
「
あ
の
世
」
。
肉
体
か
ら
離
れ
た
魂
の
行
方
、
煉
獄
と
最
後
の
審

判
を
問
題
と
す
る
。
中
世
に
流
布
し
、
死
に
ゆ
く
人
の
心
の
準
備
を
説
い
た

「
往
生
の
術
」
は
死
生
観
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

第
五
章
「
す
べ
て
は
空
な
り
」
。
寄
生
虫
に
蝕
ま
れ
た
死
体
で
表
現
さ
れ

た
死
が
十
六
世
紀
に
は
乾
燥
し
た
骸
骨
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
こ

と
は
骨
格
が
も
つ
匿
名
性
の
故
に
死
が
個
性
を
失
な
う
こ
と
を
意
味
し
、
同

時
に
「
死
を
想
え
」
と
い
う
伝
統
的
な
役
割
が
骸
骨
に
と
っ
て
か
わ
る
こ
と

程
を
論
ず
る
。

が
建
て
ら
れ
、
そ
の
教
会
を
中
心
に
人
々
が
集
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

に
よ
る
も
の
で
、
十
七
、
八
世
紀
ま
で
の
墓
地
は
公
共
空
間
の
中
心
で
あ
っ

た
と
い
う
。

第
二
章
「
墓
碑
」
。
墓
碑
は
生
前
に
特
徴
的
で
あ
っ
た
故
人
の
性
格
を
死

に
お
い
て
も
保
持
し
よ
う
と
す
る
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
重
視
し
た

も
の
で
、
個
人
別
の
墓
碑
は
五
世
紀
に
は
消
え
、
十
字
架
の
彫
刻
と
い
う
匿

名
な
も
の
に
か
わ
る
が
、
十
二
世
紀
に
は
上
層
の
聖
職
者
・
平
信
徒
に
お
い

て
、
十
六
世
紀
に
は
一
般
の
層
に
お
い
て
も
匿
名
性
が
消
失
し
、
墓
碑
像
・

銘
が
復
活
す
る
。
こ
れ
は
識
字
能
力
と
読
書
の
普
及
に
照
応
す
る
も
の
と
い

う
。
ま
た
刻
ま
れ
た
墓
碑
像
が
は
じ
め
休
息
を
意
味
す
る
横
臥
の
姿
勢
で
あ

っ
た
も
の
が
、
祈
祷
像
・
肖
像
へ
と
変
化
す
る
過
程
を
論
ず
る
。

第
三
章
「
家
か
ら
墓
ま
で
」
。
臨
死
の
人
の
部
屋
が
か
つ
て
は
大
勢
の
人

で
一
杯
で
あ
っ
た
も
の
が
、
中
世
に
は
聖
餐
と
終
油
を
さ
ず
け
る
聖
職
者
と

わ
ず
か
な
近
親
の
人
の
立
会
い
の
象
と
な
り
、
死
の
私
化
が
進
む
一
方
で
、

簡
素
な
も
の
で
あ
っ
た
葬
列
が
次
第
に
世
俗
的
で
荘
厳
な
も
の
へ
と
変
化
し
、

埋
葬
よ
り
も
葬
送
と
教
会
で
の
ミ
サ
に
比
重
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
過

こ
れ
は
、
回
春
堂
、
永
吉
の
眼
科
病
院
開
創
二
百
年
の
記
念
事
業
の
一
環

と
し
て
出
版
さ
れ
た
本
で
あ
る
。

明
治
二
十
六
年
の
「
永
吉
の
眼
科
病
院
」
の
全
景
を
描
い
た
銅
版
画
の
表

紙
ヵ
簿
ハ
ー
は
暖
い
雰
囲
気
で
、
ど
の
本
を
手
に
し
た
も
の
を
古
き
良
き
時
代

に
誘
う
よ
う
な
懐
し
さ
を
覚
え
る
美
し
い
絵
で
あ
る
。

に
よ
っ
て
、
人
々
に
虚
無
の
感
覚
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
。

第
六
章
「
墓
地
の
回
帰
」
。
十
七
世
紀
末
か
ら
都
市
で
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ

ー
、
親
方
職
人
た
ち
が
死
を
越
え
て
ま
で
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求

め
て
己
れ
の
履
歴
を
記
し
た
墓
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
十
九
世
紀
に
は
誰
そ

れ
の
別
な
く
遺
体
を
積
朶
重
ね
る
方
式
を
や
め
、
遺
体
と
墓
と
の
一
致
を
求

め
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
を
述
べ
る
。

第
七
章
「
他
者
の
死
」
。
か
つ
て
は
い
く
つ
か
の
場
所
に
封
じ
込
め
ら
れ

て
い
た
死
が
十
九
世
紀
に
は
到
る
処
に
死
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
と
と
も

に
、
自
ら
の
た
め
に
怖
れ
お
の
の
く
死
で
は
な
く
、
愛
す
る
人
を
奪
い
去
る

死
、
他
者
の
死
と
な
っ
た
と
い
う
。

第
八
章
「
そ
し
て
い
ま
」
で
は
現
代
の
イ
ラ
ス
ト
や
ベ
ル
イ
マ
ン
の
映
画

の
な
か
に
現
代
人
の
抱
く
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
さ
ぐ
っ
て
い
る
。（

新
村
拓
）

〔
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
刊
一
九
九
○
年
菊
判

四
二
三
頁
四
、
八
○
○
円
〕

千
葉
保
次
著
、
澤
本
吉
則
編

『
回
春
堂
永
吉
の
眼
科
病
院
』
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