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責
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者
説
明

01

書
く
技
術

原
稿
用
紙
縦
書
き
の
意
味

日
本
語
の
文
字
ひ
ら
が
な
…
「の
」と
「と
」

石
川
九
楊
著
『
書
字
ノ
ス
ス
メ
』
〔
新
潮
文
庫
よ
り
〕

タ
イ
ト
ル
と
い
う
の
は
、
書
き
手
に
と
っ
て
も
、
編
集
者
に
と
っ
て
も
、
頭
を
悩
ま
す
難
問
だ
。

近
年
の
軽
い
本
は
と
も
か
く
、
本
の
題
名
で
圧
倒
的
に
多
い
の
が
、
『
風
土
』
『
共
同
幻
想
論
』
と
い
う
よ
う
に
漢
字
だ
け
で
成
立

す
る
も
の
。
ま
た
仮
名
交
じ
り
と
な
る
と
、
九
鬼
周
造
の
名
著
『｢

い
き｣

の
構
造
』
の
よ
う
に
、
書
棚
を
見
わ
た
す
と
「
の
」の
つ
く
題

く

き

名
の
書
物
が
多
い
。
次
い
で
多
い
の
が
「
と
」
。
評
論
家
・
埴
谷
雄
高
の
著
書
に
は
、
『
鞭
と
独
楽
』
『
罠
と
拍
車
』
な
ど
、
た
い
て
い
に

は

に

や

ゆ

た

か

む
ち

こ

ま

わ
な

「
と
」
が
つ
く
。
政
治
学
者
・
丸
山
真
男
の
『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
の
よ
う
に
、
「
の
」
と
「
と
」
の
組
み
合
わ
せ
も
け
っ
こ
う
多
い
。

ま

さ

お

朝
鮮
人
の
姓
は
「
朴
さ
ん
」
「
李
さ
ん
」
「
金
さ
ん
」
が
多
く
て
、
ま
ぎ
ら
わ
し
く
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
思
う
が
、
外
国
人
に
は
、
日
本

の
書
物
の
「
の
」と
「
と
」
の
文
字
が
目
に
つ
い
て
仕
方
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
事
実
か
ら
見
る
限
り
、
日
本
語
で
は
、
助
詞
「
の
」
も
し
く
は
「
と
」
で
二
つ
の
名
詞
を
関
係
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

小
限

の
宇
宙
を
表
現
で
き
る
よ
う
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
の
」
と
「
と
」
は
、
他
と
は
較(
く
ら)

べ
も
の
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
重
要
な
助
詞
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
中
に
日
本
語
を
解
く
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。

か
ぎ

と
こ
ろ
で
、
毛
筆
で
仮
名
文
字
を
勉
強
す
る
場
合
、
ま
ず
右
回
転
、
左
回
転
の
運
筆
を
練
習
す
る
。
は
じ
め
の
う
ち
は
、
筆
を

お
し
つ
け
て
、
ぎ
こ
ち
な
い
筆
あ
と
の
円
を
連
ね
る
だ
け
。
や
が
て
、
右
回
転
で
は
、
右
上
か
ら
左
下
へ
進
む
時
に
力
を
加
え
、
左

回
転
で
は
、
左
上
か
ら
右
下
へ
進
む
時
に
力
を
加
え
る
こ
と
を
覚
え
る
と
、
筆
先
が
き
れ
い
に
回
り
、
速
く
、
滑
ら
か
に
書
け
る
よ

う
に
な
る
。
こ
の
右
回
転
か
ら
生
ま
れ
る
の
が
、
「
の
の
の
…
…
」
で
あ
り
、
左
回
転
か
ら
生
ま
れ
る
の
が
「
と
と
と
…
…
」
で
あ
る
。

言
語
学
的
分
析
か
ら
の
「
の
」
と
「
と
」
が
対
を
な
す
関
係
に
あ
る
こ
と
が
導
き
出
せ
る
か
ど
う
か
知
ら
な
い
が
、
書
学
的
に
は
、

「
の
」
と
「
と
」が
対
を
な
す
助
詞
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
「
の
」
は
漢
字
の
「
乃
」
か
ら
、
「
と
」
は
「
止
」
か
ら
生
ま
れ

た
。
「
乃
」
と
「
止
」
の
原
形
か
ら
い
え
ば
、
も
っ
と
違
っ
た
仮
名
文
字
の
姿
に
な
っ

て
も
よ
か
っ
た
。
事
実
、
中
国
の
く
ず
し
字(

草
書)

の
「
止
」
は
、
左
側
の
縦
画
か

ら
始
ま
り
、
「
心
」
の
第
一
画
を
消
し
去
っ
た
よ
う
な
姿
に
書
く
。
中
国
式
筆

順
は
日
本
語
の
「
と
」
に
は
似
合
わ
な
か
っ
た
も
の
と
見
え
て
、
「
止
」
の
日
本
流

は
中
央
縦
画
か
ら
書
く
。

現
在
の
言
語
学
者
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
、
文
字
を
言
葉
の
記
号
図
形
と
で
も

考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
文
字
は
決
し
て
記
号
図
系
で
は
な
い
。
意
味
を
含
ん

だ
書
字
の
力
や
深
度
や
速
度
、
角
度(

筆
蝕)

が
統
合
さ
れ
て
字
画
と
な
り
、

ひ
つ
し
よ
く

そ
の
字
画
が
筆
順
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
、
文
字
と
文
つ
ま
り
言
葉
を
形

成
す
る
。
そ
の
た
め
、
文
字
の
形
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
は
、
印
刷
文
字
で
は
と
う
て
い
す
く
い
き
れ
な
い
微
細
な
意
味
が
、

そ
の
書
き
ぶ
り
で
あ
る
筆
蝕
と
し
て
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
て
い
る
。

さ
て
、
回
転
部
が
書
き
出
し
の
起
筆
部
を
包
み
込
み
、
右
下
か
ら
左
下
へ
の
進
行
時
に
力
を
加
え
、
内
側
へ
巻
き
込
ん
で
い
く

右
回
り
の
「
の
」
は
、
包
み
込
む
よ
う
に
接
続
す
る
意
味
を
の
せ
て
い
る
。
書
字
か
ら
見
れ
ば
『
「
い
き
」
の
構
造
』
と
は
、
「い
き
」
―
―

そ
の
「
い
き
」
が
「
構
造
」
に
巻
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
接
続
す
る
関
係
を
意
味
し
て
い
る
。
風
呂
敷(

ふ
ろ
し
き)

に
包
ま
れ
る
よ
う
に
関
係

す
る
の
だ
。
そ
の
包
み
を
ど
ん
ど
ん
重
ね
て
い
け
ば
、
若
山
牧
水
の
「
か
ん
が
へ
て
飲
み
は
じ
め
た
る
一
合
の
二
合
の
酒
の
夏
の
ゆ
う



ふ
ぐ
れ
」
の
よ
う
な
風
呂
敷
歌
が
生
ま
れ
る
。
余
談
だ
が
、
風
呂
敷
助
詞
「
の
」
の
好
き
な
日
本
人
は
ま
た
無
類
の
包
装
好
き
で
も

あ
る
。

つ
な
が
り
の
な
い
よ
う
な
名
詞
で
も
、
「
の
」
は
や
す
や
す
と
つ
な
い
で
く
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
が
」
の
「
代
用
」
さ
え
す
る
。
女

性
の
手
紙
の
、
「
の
し
こ
」
と
見
ま
が
う
ば
か
り
の
「
か
し
こ
」
は
、
「
の
」
と
「か
」
の
深
い
関
係
を
明
ら
か
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

ま
た
、
第
一
筆
起
筆
部
を
突
き
出
し
、
左
上
か
ら
右
下
へ
の
進
行
時
に
力
を
込
め
ら
れ
る
左
回
り
の
「
と
」
は
、
外
部
へ
は
じ
き

出
す
意
味
を
こ
め
て
い
る
。
「
の
」
の
よ
う
に
率
直
に
連
続
す
る
筆
蝕
で
は
な
く
、
へ
た
を
す
る
と
、
右
上
方
へは
ね
と
ば
さ
れ
て
、
途

切
れ
が
ち
に
な
り
か
ね
な
い
。
『
鞭
と
独
楽
』
と
い
う
書
名
は
「
鞭
」
か
ら
「
独
楽
」
が
は
じ
け
出
た
状
態
を
意
味
す
る
。
喩(

た
と)

え
れ

ば
、
「
鞭
」
と
い
う
風
呂
敷
を
開
け
て
み
た
ら
「
独
楽
」
が
出
て
来
た
と
い
う
あ
ん
ば
い
だ
。
そ
の
結
果
、
「
鞭
」
と
「
独
楽
」
と
は
、
並

立
、
対
立
し
た
姿
で
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
立
ち
現
れ
て
く
る
。

「
の
」
―
―
そ
れ
は
発
展
的
、
開
展
的
で
は
あ
る
が
、
ま
た
同
一
化
が
避
け
ら
れ
な
い
同
化
助
詞
で
あ
る
。
「
と
」
―
―
そ
れ
は
同

化
で
き
な
い
も
の
の
排
除
の
意
味
合
い
を
含
ん
で
い
る
。
へ
た
に
使
う
と
、
村
八
分
助
詞
に
な
り
か
ね
な
い
。

本
の
題
名
か
ら
見
る
限
り
、
日
本
語
で
は
同
化
と
排
除
が
関
係
を
律
す
る
根
本
的
な
原
理
と
い
え
そ
う
だ
。
現
在
の
与
党
は

「
の
」
に
よ
っ
て
集
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
共
産
党
は
「
と
」
に
よ
っ
て

初
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
。
味
方
か
敵
か
、
地
元
か
他
所(

よ
そ)

か
、

日
本
人
か
外
国
人
か
を
、
ま
ず
明
ら
か
に
し
な
い
で
は
お
ら
れ
ぬ
原
理
が
日
本
語
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。

日
本
語
と
は
、
「
の
」で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
の
」
と
「
と
」
で
あ
る
。
し
か
し
「
の
」
と
「
と
」
の
複
雑
な
中
間
項
の
不
在
が
大
問
題
な
の

で
あ
る
。

「
タ
イ
ト
ル
と
い
う
の
は
、
書
き
手
に
と
っ
て
も
、
編
集
者
に
と
っ
て
も
、
頭
を
悩
ま
す
難
問
だ
。
」
と
云
う
書
き
出
し
で
始
ま
る

「
の
」
と
「
と
」
と
題
す
る
一
文
を
上
記
に
示
し
読
ん
で
み
た
。
書
物
の
題
名
に
は
、
こ
の
「
の
」
と
「
と
」
が
多
い
と
い
う
。
こ
の
著
者
石

川
九
楊
さ
ん
の
書
物
の
題
名
も
『
書
と
文
字
は
面
白
い
』
『
書
字
ノ
ス
ス
メ
』
と
「
の
」
「
と
」
で
あ
る
。
実
際
、
『
日
本
の
書
物
』
『
日
本

の
名
筆
』
『
オ
タ
ミ
ベ
ン
ベ
の
言
語
学
』
に
は
じ
ま
り
、
マ
ン
ガ
の
『
火
の
鳥
』
と
「の
」で
繋
い
で
い
る
。
ま
た
、
「こ
れ
か
ら
出
る
本
」
〔200

7
.

0
4

下
期
号
〕
の
題
名
『
自
我
と
生
命
』
『
地
獄
と
極
楽
』
『
生
死
と
仏
教
』
『
死
と
弔
い
』
『
憲
法
と
議
会
制
度
』
『
憲
法
と
地
方
自
治
』

『国
民
道
德
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
『
司
法
権
と
憲
法
訴
訟
』
…
と
云
っ
た
具
合
で
あ
る
。

『
美
の
ゆ
く
え
』
『
菩
薩
の
願
い
』
『
起
源
の
日
本
史
』
『
近
代
日
本
の
日
用
品
小
売
市
場
』
『
清
代
中
国
の
地
球
支
配
』
『
歴
史
の
旅
』

『
地
図
出
版
の
四
百
年
』
『
近
代
日
本
地
方
自
治
の
歩
み
』
『
刑
事
訴
訟
の
目
的
』
『
現
代
の
国
際
安
全
保
障
』
『
政
治
防
衛
論
の
基

礎
』『
地
球
時
代
の
憲
法
』…
と
あ
る
。

混
用
型
の
『
ヒ
ト
の
機
械
の
あ
い
だ
』
『
声
と
顔
の
中
世
史
』
『
高
野
山
の
歴
史
と
秘
宝
』
『
ロ
シ
ア
の
連
邦
制
と
民
族
問
題
』
『
ア
ジ
ア

太
平
洋
諸
国
の
収
用
と
補
償
』
…
と
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
、
目
先
を
変
え
て
二
〇
〇
八
年
度
は
、

近
の
受
賞
作
品
で
も
見
て
お
こ
う
。
『
「
反
戦
」
の
メ
デ
ィ
ア
史
』
〔
第
一
回

内
川
芳
美
記
念
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
会
賞
受
賞
〕
。
『
牧
畜
二
重
経
済
の
人
類
学
』
〔
第
十
一
回
「
国
際
開
発
研
究

大
来

お
お
き
た

受
賞
〕
。
『
カ
ナ
ダ
・
イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
食
文
化
と
社
会
変
化
』
〔
第
十
八
回
カ
ナ
ダ
首
相
出
版
賞
受
賞
〕
。
『
「
近
代
家
族
」
と
ボ
デ
ィ
・

ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』
〔
第
二
十
二
回
女
性
史
青
山
な
を
賞
特
別
賞
受
賞
〕
。
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
迷
宮
都
市
』
〔
橋
本
峰
雄
賞
受
賞
〕
と
枚
挙

を
い
と
わ
な
い
盛
況
ぶ
り
で
あ
る
。

慥
か
に
日
本
に
お
け
る
書
物
の
題
名
に
は
「
の
」
と
「と
」
が
多
い
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
て
い
く
。

英
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
文
字
数
は
少
な
い
が
そ
の
単
語
構
成
は
実
に
複
雑
で
あ
る
。
漢
字
は
扁
旁
冠
脚
を
巧
に
操
る
こ
と
で

そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
伝
え
る
働
き
を
有
し
て
い
る
た
め
、
視
覚
イ
メ
ー
ジ
で
意
味
を
捉
え
て
い
く
こ
と
が
可
能
な
文
字
で
も
あ
る
。

こ
れ
を
横
に
表
示
し
て
み
て
も
読
む
上
で
は
さ
ほ
ど
問
題
は
な
か
ろ
う
。

例
え
ば
、
江
戸
時
代
に
発
刊
さ
れ
た
『
小
野
篁
哥
字
盡
』
〔
語
彙
型
徃
来
〕
に
は
、

椿
榎
楸
柊

〔
木
に
春
は
つ
ば
き
、
木
に
夏
は
ゑ
の
き
、
木
に
秋
は
ひ
さ
ぎ
、
木
に
冬
は
ひ
ゐ
ら
ぎ
〕

と
す
る
。
ま
た
、
こ
の
原
理
に
従
っ
て
魚
扁
を
造
字
す
る
と
、

弱
椒
首
葫

〔
魚
に
春
は
さ
は
ら
、
魚
に
夏
は
ふ
ぐ
、
魚
に
秋
は
さ
ん
ま
、
魚
に
冬
は
こ
の
し
ろ
〕



と
な
り
、
こ
の
よ
う
に
旁
を
同
じ
く
し
て
扁
で
意
味
を
変
え
て
い
く
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
、
パ

ロ
デ
ィ
化
し
た
式
亭
三
馬
著
『
小
野
舷
萄
字
盡
』
と
云
う
書
物
の
表
記
字
で
あ
る
。

偆
采
更
虐

〔
人
に
春
は
う
は
き
、
人
に
夏
は
げ
ん
き
、
人
に
秋
は
ふ
さ
ぎ
、
人
に
冬
は
い
ん
き
、
人
に
暮
は
ま
ご
つ
き
〕

と
あ
っ
て
、
こ
れ
も
旁
は
同
じ
に
し
て
扁
を
替
え
て
別
の
名
称
語
を
提
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
利
点
を
応
用
し
た
江
戸
人

の
知
恵
と
も
い
え
る
表
記
文
字
で
あ
る
。
横
で
も
読
め
る
。

※
語
彙
科
往
来
の
資
料
『
小
野
篁
哥
字
盡
』
と
式
亭
三
馬
著
『
小
野
舷
萄
字
盡
』
の
冒
頭
部
分

原
稿
用
紙
を
な
ぜ
縦
書
き
に
す
る
の
か

日
本
語
の
文
字
と
し
て
ひ
ら
が
な
表
記
文
字
と
し
て
特
徴
の
あ
る
文
字
が
「
の
」
と
「
と
」
で
あ
る
。
こ
の
「
の
」
品
詞
で
は
凖
体
助

詞
と
呼
称
さ
れ
、
前
後
の
名
詞
を
連
関
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
石
川
九
楊
さ
ん
は
、
こ
れ
を
「
風
呂
敷
に
包
み
込
む
」
と
表

現
す
る
。
逆
に
並
列
の
格
助
詞
「
と
」
は
、
対
等
に
並
べ
て
比
較
す
る
こ
と
で
、
同
化
し
て
み
て
「
同
化
で
き
な
い
も
の
の
排
除
」
と
い

う
表
現
を
含
ん
で
い
る
と
見
る
。
こ
こ
に
日
本
語
の
二
分
す
る
両
極
で
あ
る
「
同
化
」
と
「
排
除
」
が
私
た
ち
日
本
人
の
本
質
根
底

に
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
く
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
縦
書
き
」
と
「
横
書
き
」
と
い
う
両
用
の
表
記
法
を
有
す
る
東
ア

ジ
ア
の
漢
字
圏
の
様
相
を
眺
め
て
見
よ
う
で
は
な
い
か
。
毎
日
発
行
さ
れ
て
読
む
新
聞
は
ど
う
し
て
「
横
書
き
」
に
成
ら
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
、
会
議
な
ど
の
文
書
類
の
そ
の
多
く
が
「
横
書
き
」
で
な
い
と
具
合
が
悪
い
の
も
妙
に
不
思
議
な
気
が
す

る
。
各
々
の
家
に
示
す
表
札
の
表
記
法
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
貴
方
の
家
で
は
ど
ち
ら
を
採
用
し
て
い
る
か
確
か
め
て
み
て
は
ど
う

だ
ろ
う
か
。
こ
の
源
流
は
、
社
寺
の
扁
額
に
ま
で
及
ぶ
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
先
祖
の
御
霊
を
祀
る
墓
地
や
仏
壇
に
納
め
ら
れ
た
戒

名
等
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
、
身
近
な
日
々
の
生
活
に
密
着
し
た
「
縦
横
の
世
界
」
を
眺
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
書
物
に
も
縦

書
き
と
横
書
き
と
が
歴
然
と
し
て
表
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
用
い
る
原
稿
用
紙
が
実
際
、
横
に
書
く
と
ど
う
な
の
か
と
い

う
と
、
書
く
と
き
も
読
む
と
き
も
実
に
ス
ピ
ー
デ
ィ
に
読
む
こ
と
が
出
来
る
と
云
う
。
な
の
に
、
遅
く
て
ど
っ
し
り
と
安
定
し
た
荘

重
感
あ
ふ
れ
る
縦
書
き
を
好
む
思
考
は
、
実
際
に
の
毛
筆
と
い
う
筆
記
具
を
用
い
て
書
記
し
て
み
な
い
と
判
ら
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
硬
筆
は
慥
か
に
鋭
く
緻
密
さ
に
優
れ
て
い
る
や
も
し
れ
ぬ
が
、
筆
の
細
く
太
く
と
運
筆
自
在
に
み
る
温
か
み
は
書
き
手
の

文
字
の
上
手
下
手
で
は
な
く
、
そ
の
時
の
書
き
手
の
心
的
状
況
が
具
に
見
て
取
れ
る
か
ら
不
思
議
で
な
ら
な
い
。
ど
れ
だ
け
時
間

を
費
や
し
て
こ
の
人
は
努
力
し
て
書
い
た
の
か
、
そ
の
時
の
精
神
状
態
や
体
調
ま
で
が
見
え
て
く
る
か
ら
不
思
議
な
世
界
で
あ
る
。

こ
れ
が
横
書
き
だ
と
実
は
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
に
感
づ
か
れ
た
く
な
い
と
い
う
防
衛
本
能
が
横
書
き
を
助
長
し

て
い
る
や
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
が
私
の
本
日
の
答
え
で
も
あ
る
。
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
率
直
な
る
意
見
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
た

い
。


