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は
じ
め
に

　
「
活
字
離
れ
」
が
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。

　

た
し
か
に
、
情
報
を
得
る
だ
け
な
ら
、
テ
レ
ビ
で
も
、
マ
ン
ガ
で
も
そ
の
役
は
果
た
せ
る
。
だ
が
、
様
々
な

思
想
に
ふ
れ
、
自
分
の
思
考
を
深
め
て
い
く
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
固
い
評
論
を
読
み
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

そ
ん
な
こ
と
に
興
味
は
な
い
と
い
う
人
で
も
「
大
学
入
試
」「
資
格
試
験
」「
就
職
試
験
」
を
突
破
す
る
た
め
に

は
、
本
格
的
な
評
論
（
岩
波
新
書
、
中
公
新
書
な
ど
の
単
行
本
、
雑
誌
の
論
文
等
）
を
読
み
こ
な
す
力
は
ど
う
し
て

も
必
要
だ
。
日
常
接
し
て
い
る
新
聞
の
文
化
欄
・
学
芸
欄
の
署
名
記
事
ぐ
ら
い
読
め
な
け
れ
ば
困
る
と
い
う
人

も
多
い
だ
ろ
う
。
現
代
社
会
に
生
き
て
い
る
限
り
活
字
が
苦
手
と
言
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

評
論
が
読
め
な
い
最
大
の
理
由
は
そ
こ
に
頻
出
す
る
単
語
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
国
語
教
育
の
現
場
で
は
「
知
ら
な
い
単
語
が
あ
っ
た
ら
辞
書
を
引
け
」
と
言
わ

は
じ
め
に

な
ぜ「
固
い
文
章
」が
読
め
な
い
の
か
？
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は
じ
め
に

れ
続
け
て
き
た
。
実
は
こ
れ
が
評
論
を
読
む
訓
練
を
挫
折
さ
せ
る
最
大
の
理
由
な
の
で
あ
る
。

私
は
予
備
校
と
い
う
教
育
現
場
で
大
学
受
験
生
に
「
現
代
日
本
語
」（
あ
え
て
「
国
語
」
と
は
言
わ
な
い
）
を
教

え
て
い
て
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
。
彼
ら
は
現
代
文
の
予
習
は
辞
書
を
引
く
こ
と
だ
と
信
じ
こ
ん
で
い
る
。
ま

じ
め
な
生
徒
に
な
る
と
、
単
語
の
意
味
を
わ
ざ
わ
ざ
ノ
ー
ト
に
写
し
て
く
る
。

で
は
、
彼
ら
は
そ
の
単
語
の
使
い
方
を
き
ち
ん
と
理
解
で
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
答
は
否
で
あ
る
。
意

味
ぐ
ら
い
分
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
答
は
否
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
ま
っ
た
く
無
駄
な
こ
と
に
大

変
な
労
力
を
そ
そ
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
、
辞
書
を
引
い
て
も
意
味
す
ら
理
解
で
き
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
抽
象
的
な
も
の
が
多
い
「
評
論
頻
出

単
語
」
に
つ
い
て
の
辞
書
の
説
明
が
あ
ま
り
に
「
不
親
切
」
あ
る
い
は
「
不
適
切
」
で
、
時
に
は
明
確
に
誤
っ
て

い
る
た
め
だ
。

　
「
辞
書
を
引
け
」
と
生
徒
に
強
要
す
る
教
育
者
に
聞
き
た
い
。
あ
な
た
達
は
本
当
に
自
分
で
辞
書
を
引
い
て

い
る
の
か
。
も
し
、
引
い
て
い
る
の
な
ら
、
そ
の
定
義
に
不
自
然
さ
を
感
じ
な
い
の
か
。
こ
れ
で
生
徒
が
理
解

で
き
る
と
思
え
る
の
か
。

　

た
と
え
ば
「
謳
歌
」
と
い
う
単
語
が
あ
る
。
代
表
的
な
辞
書
の
定
義
は
こ
う
だ
。

　

声
を
そ
ろ
え
て
ほ
め
た
た
え
る
こ
と
。「
青
春
を
│
す
る
」（
広
辞
苑
第
五
版
）

　

本
来
の
意
味
は
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
文
章
に
お
目
に

か
か
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
問
題
な
の
は
「
定
義
」
と
「
例
文
」
が
ま
っ
た
く
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
だ
。「
青
春
を
謳
歌
す
る
」

と
は
「
青
春
を
声
を
そ
ろ
え
て
ほ
め
た
た
え
る
こ
と
」
だ
と
、
こ
の
辞
書
の
執
筆
者
は
本
気
で
考
え
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
場
合
の
「
謳
歌
」
は
「
思
う
存
分
、
遠
慮
な
く
楽
し
む
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
評
論
で
も
「
80
年
代
に

は
日
本
人
は
豊
か
な
生
活
を
謳
歌
し
て
い
た
」の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。
手
軽
な「
中
辞
典
」で
は
な
く
、「
大

辞
典
」
で
き
ち
ん
と
単
語
は
調
べ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
意
見
も
よ
く
聞
く
が
、
こ
の
「
謳
歌
」
と
い
う

単
語
に
関
し
て
は
「
中
辞
典
」
の
方
が
き
ち
ん
と
し
た
定
義
を
書
い
て
い
た
。

　
「
相
対
」
と
い
う
単
語
は
「
相
対
的
」「
相
対
化
」
と
い
う
形
で
、
評
論
に
頻
出
し
て
い
る
が
、
辞
書
で
の
定
義

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

１
向
か
い
合
っ
て
い
る
こ
と
。
あ
い
対
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
対
立
す
る
こ
と
。

２
〔relativity

〕
互
い
に
他
と
の
関
係
を
も
ち
合
っ
て
成
立
・
存
在
す
る
こ
と
。
↔
絶

対
。（
大
辞
林
第
二
版
）

　

こ
の
定
義
で
は
評
論
文
で
は
最
も
大
事
な
用
法
で
あ
る
「
日
本
文
化
を
相
対
化
す
る
」
と
い
っ
た
文
の
意
味

が
理
解
で
き
な
い
。
本
来
ど
の
よ
う
な
意
味
が
掲
載
さ
れ
る
べ
き
か
は
、
本
書
の
「
相
対
／
絶
対
」
の
項
で
確

認
し
て
ほ
し
い
。

　　

私
が
こ
の
本
を
書
こ
う
と
思
っ
た
理
由
は
三
つ
あ
る
。

　

一
つ
は
、
評
論
文
を
読
み
な
れ
て
い
な
い
多
く
の
人
に
評
論
の
「
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
を
提
供
し
た
い
と
い
う

こ
と
。
知
ら
な
い
単
語
が
出
て
く
る
た
び
に
辞
書
を
引
い
て
い
た
の
で
は
な
か
な
か
一
冊
の
本
を
読
み
通
す
こ

と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
本
で
は
「
評
論
頻
出
単
語
」
に
絞
り
込
み
、
そ
の
用
法
を
細
か
く
説
明

す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
本
を
先
に
読
ん
で
い
れ
ば
評
論
を
読
む
の
が
か
な
り
楽
に
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
。

　

二
つ
目
は
、
日
本
の
辞
書
を
よ
り
良
い
も
の
に
し
て
い
く
た
め
だ
。
言
葉
を
学
ぼ
う
と
す
る
人
間
に
と
っ

て
、
辞
書
は
不
可
欠
の
も
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
現
状
で
は
辞
書
を
引
い
て
も
意
味
が
分
か
ら
な
い
も
の
が
多
す

ぎ
る
。
こ
の
本
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
定
義
や
例
文
が
も
っ
と
実
際
の
使
用
に
合
っ
た
も
の
に
な
っ
て
く
れ

れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。
重
要
な
単
語
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
評
論
で
ど
う
使
わ
れ
て
い
る
か
を
知
っ
て
も
ら
う

た
め
の
引
用
を
つ
け
て
い
る
の
で
、
読
者
の
方
々
も
ど
う
い
う
定
義
が
適
切
か
を
考
え
て
ほ
し
い
。

　

三
つ
目
は
、
単
語
の
使
い
方
を
練
習
で
き
る
本
が
必
要
だ
と
思
っ
た
か
ら
だ
。
そ
こ
で
各
章
末
に
「
大
学
入

試
」「
公
務
員
試
験
」「
資
格
試
験
」
で
単
語
力
を
試
し
て
い
る
も
の
を
載
せ
、
そ
の
解
答
・
解
説
を
つ
け
る
こ
と

に
し
た
。
単
語
の
定
義
を
丸
暗
記
す
る
こ
と
で
は
な
く
、「
文
脈
を
把
握
す
る
力
」
や
「
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
」
が

大
切
で
あ
る
こ
と
を
、
問
題
演
習
の
中
で
実
感
し
て
も
ら
え
る
と
思
う
。

　
　

　
　
　
二
〇
〇
四
年
六
月

辻
本
浩
三
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各
章
の
構
成
と
ね
ら
い

各
章
の
構
成
と
ね
ら
い

第
一
章　
こ
ん
な「
定
義
」で
ホ
ン
ト
に
分
か
る
？　

　

ま
ず
こ
の
章
で
は
、
評
論
な
ど
に
頻
出
す
る
言
葉
の
中
で
、
実
際
の
使
用
と
辞
書
の
定
義
が
完
全
に
ず
れ
て

い
る
も
の
を
取
り
上
げ
た
。
は
っ
き
り
言
え
ば
、
説
明
が
特
に
ひ
ど
い
も
の
で
あ
る
。
読
む
と
害
に
な
る
も
の

ま
で
あ
る
。
実
際
は
ど
う
使
わ
れ
て
い
る
か
の
説
明
と
評
論
家
の
文
章
か
ら
の
用
例
（
引
用
）
を
つ
け
て
い
る

の
で
、
辞
書
の
定
義
の
い
い
加
減
さ
が
理
解
で
き
る
は
ず
。

第
二
章　
「
説
明
」は
も
っ
と
て
い
ね
い
に

　

こ
の
章
で
取
り
上
げ
た
言
葉
に
つ
い
て
の
辞
書
の
説
明
は
間
違
っ
て
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
た
だ
、
や

は
り
分
か
り
に
く
い
。
実
際
に
ど
う
使
わ
れ
る
か
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
辞
書
は
役
に
立
た
な
い
。
も
う
少
し
て

い
ね
い
に
説
明
す
べ
き
だ
と
思
う
の
だ
が
。

第
三
章　
こ
こ
ま
で
分
か
れ
ば「
評
論
」が
読
め
る

　

こ
の
章
に
あ
る
単
語
ま
で
理
解
で
き
れ
ば
、
評
論
文
や
日
常
の
読
書
に
お
い
て
困
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い

だ
ろ
う
。
特
に
辞
書
の
定
義
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
辞
書
の
引
用
は
載
せ
て
い
な
い
が
、
使
い

方
が
難
し
い
も
の
に
は
例
文
を
つ
け
て
お
い
た
。　
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こ
ん
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定
義
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ト
に
分
か
る
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2
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も
っ
と
て
い
ね
い
に 
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徴

│
192

主
体
／
客
体

│
193

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム

│
194

エ
ン
ト
ロ
ピ
ー

│
194

芸
術
至
上
主
義

│
195

超
克

│
195

彼
岸
／
此
岸

│
196

和
魂
洋
才

│
196

バ
イ
ア
ス（
バ
イ
ヤ
ス)

│
197

コ
ミ
ッ
ト

│
197

欺
瞞

│
197

パ
ラ
ダ
イ
ム

│
198

原
体
験
／
原
風
景

│
198

レ
ト
リ
ッ
ク（
修
辞
・
修
辞
学
）

　

│
199

唯
心
論
／
観
念
論
／
唯
物
論

　

│
200

功
利
的

│
201

ア
・
プ
リ
オ
リ
／
先
験
的
／
先
天
的

／
生
得
的

│
201

☆
問
題
演
習

│
202

☆
問
題
演
習
の
解
答
・
解
説

│
212

第
3
章 

こ
こ
ま
で
分
か
れ
ば「
評
論
」が
読
め
る 

●
索　
引

│
222


