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「
載
せ
た
い
こ
と
ば
」提
案
続
々

　

一
月
に
、『
三
省
堂
国
語
辞
典
』（『
三
国
』）
の
第

六
版
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
直
後
か
ら
、
読
者

カ
ー
ド
が
続
々
と
届
い
て
い
ま
す
。「
辞
書
に
載
せ

て
ほ
し
い
身
近
な
こ
と
ば
・
用
法
」
を
提
案
す
る
欄

に
は
、さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
ば
が
記
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
複
数
の
人
か
ら
提
案
さ
れ
た
こ
と
ば

と
し
て
、「
K
Y
」（
空
気
が
読
め
な
い
）、「
ど
ん
だ

け
」（
I
K
K
O
さ
ん
が
使
っ
た
感
動
詞
）
な
ど
が

あ
り
ま
す
。
二
〇
〇
七
年
に
爆
発
的
に
流
行
し
た
こ

と
ば
で
す
。
こ
の
先
、
定
着
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
一
時
的
な
流
行
語
で
終
わ
る
お
そ
れ
も
あ
り
ま

す
。
し
ば
ら
く
は
要
観
察
で
し
ょ
う
。

「
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
」（
本
州
の
真
ん
中
を
南
北
に

走
る
、地
質
の
異
な
る
線
）
や
、「
N
A
F
T
A
」（
ナ

フ
タ
、
北
米
自
由
貿
易
協
定
）
な
ど
の
項
目
を
要
望

す
る
声
も
あ
り
ま
す
。
学
校
の
社
会
科
で
教
わ
る
こ

と
ば
で
す
。
こ
う
い
っ
た
固
有
性
の
高
い
語
を
小
型

辞
書
が
ど
れ
だ
け
取
り
こ
む
べ
き
か
は
、
慎
重
に
見

き
わ
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
一
般
に
よ
く

話
題
に
上
る
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
次
回
以
降
の
版
で

載
せ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

と
き
に
は
、
当
然
載
っ
て
い
て
よ
さ
そ
う
な
こ
と

ば
が
載
っ
て
お
ら
ず
、
指
摘
を
受
け
て
痛
恨
に
思
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
ど
ん
な
こ
と
ば
か
は
、

ほ
か
の
辞
書
と
の
競
争
も
あ
る
の
で
、
詳
し
く
は
秘

密
で
す
が
、た
と
え
ば
「
お
経き
ょ
う」

が
そ
う
で
す
。『
三

国
』に
限
ら
ず
、「
お
経
」は
、多
く
の
辞
書
に
は
載
っ

て
い
ま
せ
ん
。「
経き
ょ
う

」
を
見
れ
ば
す
む
こ
と
だ
か
ら

で
す
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
現
代
で
は
、「
経
」
よ

り
も「
お
経
」の
ほ
う
が
ふ
つ
う
の
こ
と
ば
で
す
。『
三

国
』
で
は
、「
お
骨こ
つ

」「
お
遍
路
」
な
ど
、「
お
」
を

つ
け
て
使
う
こ
と
ば
を
多
く
項
目
に
立
て
て
い
ま

す
。「
お
経
」
も
、
そ
の
ひ
と
つ
に
入
れ
て
よ
か
っ

た
と
こ
ろ
で
す
。
今
後
の
宿
題
に
な
り
ま
し
た
。

基
本
は
新
聞
や
雑
誌
の
読
破

　

読
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た「
載
せ
て
ほ
し
い
こ
と
ば
」

は
、
ぜ
ひ
採
用
し
た
い
も
の
、
す
ぐ
に
は
採
用
が
難

し
い
も
の
を
含
め
、
ど
れ
も
貴
重
な
情
報
で
す
。
し

か
し
、
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
こ
と
ば
を
探
す
作
業

の
ほ
と
ん
ど
の
部
分
は
、
編
集
委
員
と
編
集
部
と
が

責
任
を
持
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
私
た
ち
は
、「
辞
書
に
載
せ
る
こ
と
ば
」

を
ど
う
や
っ
て
見
つ
け
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

の
こ
と
を
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

　

一
般
に
、
日
常
生
活
の
中
で
、「
お
や
、
こ
の
こ

今回の辞書

「
辞
書
に
載
せ
る
こ
と
ば
」の
見
つ
け
方

『三省堂国語辞典　第六版』
三省堂／2008年



31

と
ば
は
辞
書
に
載
っ
て
い
な
い
」と
気
づ
く
こ
と
は
、

だ
れ
に
で
も
あ
る
は
ず
で
す
。
と
は
い
え
、
そ
う
し

た
偶
然
の
機
会
を
待
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、
辞
書
の

改
訂
作
業
は
進
み
ま
せ
ん
。
意
識
し
て
、
目
標
の
語

数
も
決
め
て
、「
辞
書
に
ま
だ
載
っ
て
お
ら
ず
、
し

か
も
、
辞
書
に
載
せ
る
べ
き
こ
と
ば
」
を
探
す
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

探
索
の
基
本
は
、
多
く
の
新
聞
・
雑
誌
・
単
行
本

な
ど
を
、
隅
か
ら
隅
ま
で
一
字
も
漏
ら
さ
ず
読
む
こ

と
で
す
。
あ
わ
せ
て
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
放
送
を

記
録
す
る
こ
と
も
行
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も

チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
が
、信
頼
性
に
不
安
が
あ
る
の
で
、

現
在
の
と
こ
ろ
は
補
助
的
な
手
段
で
す
。

『
三
国
』
の
初
版
か
ら
第
四
版
ま
で
の
編
集
主
幹

だ
っ
た
見け
ん

坊ぼ
う

豪ひ
で

紀と
し

は
、
片
時
も
新
聞
や
雑
誌
を
手
放

さ
ず
、
た
え
ず
辞
書
に
載
せ
る
候
補
と
な
る
こ
と
ば

を
探
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
生
涯
に
、
全
部
で

一
四
五
万
枚
に
及
ぶ
こ
と
ば
の
カ
ー
ド
を
作
成
し
た

こ
と
は
有
名
で
す
。
見
坊
の
後
を
引
き
継
ぐ
私
た
ち

も
、
同
様
の
方
法
を
と
っ
て
い
ま
す
。
私
個
人
の
場

合
、
新
聞
や
雑
誌
な
ど
か
ら
、
一
か
月
に
ほ
ぼ

五
〇
〇
例
前
後
の
ペ
ー
ス
で
、「
新
し
い
こ
と
ば
」

の
用
例
を
採
集
し
て
い
ま
す
。

新
し
く
載
っ
た「
薄
掛
け
」

　

実
際
に
、
あ
る
週
刊
誌
の
こ
と
ば
を
調
べ
て
み
る

こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
は
、
表
紙
や
広
告
も
含

ら
、「
薄
掛
け
」
は
日
常
語
で
あ
り
な
が
ら
、
辞
書

に
未
登
録
だ
っ
た
と
結
論
さ
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
て
、『
三
国
』
の
第
六
版
で
は
、
次
の
よ

う
に
「
薄
掛
け
」
の
項
目
が
立
て
ら
れ
ま
し
た
。

〈
う
す 

が
け
［
薄
掛
け
］（
名
）
う
す
い 

か
け

ぶ
と
ん
。（↕

厚
掛
け
）〉

　

出
来
上
が
っ
て
み
れ
ば
、
拍
子
抜
け
す
る
ほ
ど
簡

単
な
説
明
で
す
が
、「
薄
掛
け
」
と
い
う
一
語
を
す

く
い
上
げ
て
意
味
を
確
定
す
る
ま
で
に
は
、
多
く
の

時
間
と
労
力
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
辞
書
に
は
性
格
の
違
い
が
あ
り
、
ど

の
辞
書
も
こ
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。『
三
国
』
の
場
合
は
、
現
代
の
こ

と
ば
の
実
態
を
き
め
細
か
く
写
し
取
る
こ
と
を
目
標

に
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
新
聞
・
雑
誌
・
放
送
な

ど
か
ら
使
用
例
を
採
集
す
る
作
業
が
、
と
り
わ
け
重

要
に
な
り
ま
す
。
私
た
ち
に
と
っ
て
、
苦
し
く
も
楽

し
い
作
業
で
す
。

い
い
ま　

ひ
ろ
あ
き　

一
九
六
七
年
、
香
川
県
生
ま
れ
。
早

稲
田
大
学
第
一
文
学
部
卒
業
、
同
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士

後
期
課
程
単
位
取
得
退
学
。現
在
、早
稲
田
大
学
非
常
勤
講
師
。

日
本
語
学
者
。
著
書
『
遊
ぶ
日
本
語
不
思
議
な
日
本
語
』（
岩

波
ア
ク
テ
ィ
ブ
新
書
）。

め
て
、
全
ペ
ー
ジ
を
な
め
る
よ
う
に
読
み
ま
す
。
そ

の
際
、
自
分
の
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
ば
や
、
辞
書
に

載
っ
て
い
な
い
こ
と
ば
に
、
鉛
筆
な
ど
で
印
を
つ
け

て
お
き
ま
す
。
最
後
ま
で
読
み
終
わ
っ
た
ら
、
印
を

し
た
前
後
の
こ
と
ば
を
、
そ
の
ま
ま
パ
ソ
コ
ン
に
入

力
し
ま
す
。
私
の
場
合
、一
冊
の
週
刊
誌
を
読
む
時
、

だ
い
た
い
七
〇
例
か
ら
一
〇
〇
例
ほ
ど
の
こ
と
ば
を

拾
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
エ
ッ
セ
ー
の
ペ
ー
ジ
に
「
薄う
す

掛が

け
」

と
い
う
こ
と
ば
が
出
て
き
ま
し
た
。こ
の
こ
と
ば
は
、

従
来
の
『
三
国
』
に
は
載
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
ほ
か
の
大
き
な
辞
書
に
も
載
っ
て
い
ま
せ

ん
。
と
な
る
と
、
こ
れ
は
採
集
し
て
お
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。
パ
ソ
コ
ン
に
「
薄
掛
け
」
と
入
力
し
た
だ

け
で
は
、
あ
と
で
何
の
こ
と
だ
か
分
か
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
前
後
の
文
脈
、
出
典
、
日
付
、

ペ
ー
ジ
な
ど
の
情
報
を
あ
わ
せ
て
記
録
し
ま
す
。

〈
薄
が
け
の
布
団
か
ら
出
た
足
先
が
冷
た
く
て
目

が
覚
め
る
。〉（
安
野
モ
ヨ
コ
「
く
い
い
じ
」
6
『
週
刊

文
春
』
２
０
０
６
・
10
・
５　
ｐ
74
）

　

何
日
か
後
、ス
ー
パ
ー
の
折
り
込
み
ち
ら
し
に
も
、

こ
の
「
薄
掛
け
」
が
出
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
以
前

の
新
聞
記
事
に
も
使
用
例
が
あ
り
ま
し
た
。
い
ず
れ

も
、同
様
の
方
法
で
記
録
し
て
お
き
ま
す
。
さ
ら
に
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
る
と
、「
薄
掛
け
」
の

多
数
の
例
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
例
の
存
在
か




