
壁
新
聞
に
使
う
白
い
大
き
な
紙
の
呼
び
名
は

模
造
紙

％

Ｂ
紙

％

鳥
の
子
用
紙

７
％
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―
全
国
学
校
方
言
事
情
―

■

学
校
方
言
と
は

｢

学
校
方
言
」
広
辞
苑
に
も
な
い
言
葉
だ
が
、
最
近
、
ブ
ロ
グ
の
中
で
も
学
校
方
言
に
関
す
る
書
き

込
み
を
し
ば
し
ば
見
か
け
る
。

○
鹿
児
島
で
生
ま
れ
育
っ
て

年
、
黒
板
消
し
の
道
具
の
「
ラ
ー
フ
ル
」
が
標
準
語
で
な
い
こ
と

20

を
、
大
学
へ
行
っ
て
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
す
ご
い
シ
ョ
ッ
ク
。
鹿
児
島
の
皆
さ
ん
、
県
外
で
は

「
ラ
ー
フ
ル
」
と
言
っ
て
も
通
じ
ま
せ
ん
よ
。
気
を
つ
け
て
！

○
学
校
で
壁
新
聞
を
つ
く
る
と
き
に
使
っ
た
あ
の
白
い
大
き
な
紙
こ
と
を
、
小
学
校
か
ら
高
校
ま

で
、
私
は
ず
っ
と
「
大
洋
紙
」
と
呼
ん
で
ま
し
た
が
、
最
近
、
そ
れ
が
新
潟
だ
け
の
呼
び
名
だ
と

た

い

よ

う

し

知
り
ま
し
た
。
で
も
、
ど
う
し
て
新
潟
だ
け
？
パ
ソ
コ
ン
で
模
造
紙
な
ら
変
換
す
る
の
に
、
ど
う

し
て
「
た
い
よ
う
し
」
は
変
換
し
な
い
の
？

自
分
も
友
だ
ち
も
先
生
も
学
校
で
み
ん
な
が
遣
い
、
て
っ
き
り
共
通
語
だ
と
信
じ
切
っ
て
い
た
言
葉

が
、
実
は
そ
の
地
域
だ
け
の
方
言
だ
っ
た
。
学
校
卒
業
後
、
故
郷
を
離
れ
て
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
人

や
、
他
県
へ
転
校
し
た
子
ど
も
た
ち
が
、
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
な
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
体
験
す
る
。

日
本
の
学
校
で
は
、
ど
こ
で
も
同
じ
教
科
、
同
じ
内
容
を
学
び
、
同
じ
行
事
が
あ
り
、
同
じ
よ
う
な
学

校
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
当
然
そ
こ
で
は
同
じ
言
葉
を
遣
っ
て
い
る
も
の
だ
と
誰
も
が
信
じ
込
ん
で
し

ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
自
分
の
学
校
で
は
み
ん
な
が
遣
っ
て
い
る
の
に
、
実
は
他
の
地
方
の
人
に
は
通
じ

な
い
言
葉
、
こ
れ
が
学
校
方
言
で
あ
る
。

学
校
方
言
に
は
、
学
校
で
遣
わ
れ
る
用
具
類
に
関
す
る
も
の
が
多
い
。
「
ラ
ー
フ
ル
」
の
よ
う
に
地

域
固
有
の
言
葉
か
ら
、
「
画
鋲
」
と
「
押
し
ピ
ン
」
の
よ
う
に
全
国
を
２
分
し
て
遣
わ
れ
て
い
る
言
葉

ま
で
多
種
多
様
な
も
の
が
あ
る
。
画
鋲
は
岐
阜
県
で
は
「
画
針(

が
ば
り)

」
、
定
規
は
静
岡
県
で
は
「
せ

ん
ひ
き
」
、
山
口
県
で
は
「
す
じ
ひ
き
」
な
ど
さ
ら
に
地
域
固
有
の
呼
び
名
が
あ
る
。
ま
た
、
関
東
地



方
で
は
体
育
館
シ
ュ
ー
ズ
の
こ
と
を
「
か
ん
ば
き
」
と
い
い
、
体
操
服
は
宮
城
県
で
は
「
ジ
ャ
ス
」
、

山
梨
県
で
は
「
ジ
ャ
ッ
シ
」
と
い
う
。

な
お
、
黒
板
消
し
「
ラ
ー
フ
ル
」
の
語
源
だ
が
、
販
売
し
て
い
る
メ
ー
カ
ー
の
内
田
洋
行
で
は
、
商

品
に
ラ
ー
フ
ル
と
い
う
呼
称
を
使
用
し
て
お
り
、
新
品
の
黒
板
消
し
が
入
っ
た
箱
に
も
確
か
に
「
ラ
ー

フ
ル
」
と
大
き
く
書
か
れ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
語
の
「R

A
F
E
L

」
、
こ
す
る
こ
と
、
磨
く
こ
と
の
意
味

か
ら
き
て
い
る
そ
う
で
、
鹿
児
島
の
方
言
と
い
う
よ
り
、
「
ラ
ー
フ
ル
」
が
正
式
名
称
な
の
だ
。

■

「
模
造
紙
」
の
呼
び
名
は

そ
ん
な
数
多
い
学
校
方
言
の
中
で
も
、
も
っ
と
も
全
国
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
呼
び
名
が
あ
る
の
は
、

全
国
的
に
は
「
模
造
紙
」
と
呼
ば
れ
る
あ
の
白
い
大
き
な
紙
の
呼
び
名
で
あ
る
。

新
潟
県
で
は
大
洋
紙
と
呼
ぶ
が
、
富
山
県
で
は
「
雁
皮(

が
ん
ぴ)

」
、
愛
知
県
や
岐
阜
県
で
は
「
Ｂ

紙
」
、
香
川
県
や
愛
媛
県
で
は
「
鳥
の
子
用
紙
」
と
い
う
変
わ
っ
た
呼
び
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
た
だ
、

そ
れ
ら
の
語
源
が
気
に
な
っ
て
私
な
り
に
調
べ
て
見
た
の
だ
が
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
由
来
が
一
つ
に



結
び
つ
い
た
。
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
雁
皮
」
と
い
う
の
は
昔
か
ら
の
和
紙
の
原
料
で

あ
り
、
そ
の
和
紙
の
一
種
に
「
鳥
の
子
紙
」
と
呼
ば

れ
る
紙
が
あ
る
。
そ
の
「
鳥
の
子
紙
」
に
似
せ
て
、

つ
ま
り
模
造
し
た
か
ら
「
模
造
紙
」
、
模
造
紙
に
は
つ

や
の
あ
る
Ａ
模
造
紙
と
、
つ
や
消
し
の
Ｂ
模
造
紙
が

あ
り
、
略
し
て
「
Ｂ
紙
」
と
言
っ
た
。
そ
れ
が
大
判

の
広
幅
の
洋
紙
だ
っ
た
か
ら
、
「
大
判
紙
」
「
大
洋
紙
」

「
広
用
紙
」
「
広
幅
用
紙
」
に
転
化
し
た
。

■

休
み
時
間
の
呼
び
名
は

用
具
の
名
称
ば
か
り
で
は
な
く
、
学
校
生
活
の
中
で
遣
わ
れ
て
い
る
言
葉
の
中
に
も
、
学
校
方
言
は

多
い
。
私
は
、
愛
知
県
内
の
中
学
校
に
勤
務
し
て
い
る
が
、
授
業
と
授
業
の
間
の
休
み
時
間
を
愛
知
県

で
は
「
放
課
」
と
い
う
。
昼
休
み
は
昼
放
課
と
い
う
。
一
般
に
使
わ
れ
る
「
放
課
後
」
と
い
う
言
葉
は

愛
知
県
で
は
遣
わ
な
い
。
授
業
後
と
い
う
。

『
放
課
後
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
東
野
圭
吾
の
推
理
小
説
が
あ
る
が
、
放
課
後
は
放
課
の
あ
と
、
つ

ま
り
休
み
時
間
の
あ
と
た
が
ら
授
業
の
こ
と
か
と
思
い
込
ん
で
い
た
生
徒
が
い
た
。

地
元
の
中
日
新
聞
が
「
放
課
」
に
つ
い
て
特
集
し
た
記
事
が
あ
る
の
で
、
要
点
を
引
用
す
る
。
ま
ず
、

県
内
の
お
も
な
自
治
体
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
す
べ
て
「
放
課
＝
休
み
時
間
」
と
い
う
回
答
で
、
県
教

委
も
「
一
般
的
に
は
休
み
時
間
の
こ
と
で
す
。
」
文
部
科
学
省
に
問
い
合
わ
せ
る
と
「
授
業
と
授
業
の

間
を
指
す
言
葉
は
決
め
て
い
ま
せ
ん
。
」
と
の
こ
と
。
た
だ
、
愛
知
県
と
境
を
接
す
る
静
岡
県
湖
西
市
、

岐
阜
県
多
治
見
市
、
三
重
県
桑
名
市
は
「
放
課
？
休
み
時
間
は
休
み
時
間
で
し
ょ
」
、
と
い
う
返
事
、

ま
さ
に
愛
知
県
だ
け
の
言
葉
で
、
私
の
知
る
限
り
こ
れ
を
全
国
共
通
語
と
思
っ
て
い
る
人
は
か
な
り
多

い
。



国
語
辞
典
で
『
放
課
』
を
調
べ
る
と
、
「
学
校
で
、
そ
の
日
の
課
業
が
終
わ
る
こ
と
」
と
あ
り
、
休

み
時
間
と
い
う
意
味
の
記
述
は
な
い
。
そ
れ
で
は
休
み
時
間
を
他
の
地
方
で
は
ど
う
呼
ぶ
の
だ
ろ
う
か
。

小
学
校
で
は
２
時
間
目
と
３
時
間
目
の
間
の
休
み
時
間
を
長
く
と
っ
て
い
る
学
校
が
多
い
が
、
こ
の

休
み
時
間
を
ど
う
呼
ん
で
い
る
の
か
を
調
べ
て
見
た
。
方
法
は
、
日
課
表
を
公
開
し
て
い
る
全
国
の
小

学
校
のW

E
B

サ
イ
ト
を
検
索
し
、
そ
れ
を
調
べ
て
地
図
に
表
し
た
。
「
業
間
休
み
」
と
呼
ぶ
学
校
が
全

国
的
に
多
か
っ
た
。
地
域
固
有
の
呼
び
名
と
し
て
、
広
島
県
で
は
「
大
休
憩
」
、
石
川
県
と
滋
賀
県
大

津
市
で
は
「
長
休
み
」
が
あ
る
。

ま
た
、
授
業
時
間
に
つ
い
て
は
、
西
日
本
で
は
「
１
時
限
・
２
時
限
」
、
東
日
本
や
九
州
で
は
、
「
１

校
時
・
２
校
時
」
と
呼
ぶ
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
小
中
学
校
の
通
学
区
域
の
こ
と
を
、
東
日
本
で
は
「
学
区
」
と
呼
ぶ
地
方
が
多
い
が
、
西

日
本
は
、
近
畿
の
一
部
や
岡
山
県
と
広
島
県
以
外
で
は
、
圧
倒
的
に
「
校
区
」
と
呼
ぶ
地
方
が
多
い
。

富
山
、
石
川
、
福
井
な
ど
北
陸
地
方
に
「
校
下
」
と
呼
ぶ
地
域
が
あ
る
が
、
城
下
な
ど
の
よ
う
に
上
下

関
係
を
連
想
さ
せ
る
と
い
う
の
で
、
「
校
区
」
に
言
い
換
え
る
地
域
が
増
え
て
い
る
と
い
う
。

■
学
校
方
言
に
思
う
こ
と

か
つ
て
は
、
都
会
で
暮
ら
す
地
方
出
身
者
が
、
方
言
に
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
持
つ
こ
と
が
あ
っ
た
が
、



今
で
は
、
方
言
が
そ
の
土
地
の
風
土
や
人
情
を
表
す
言
語
文
化
と
し
て
見
直
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
多

く
の
方
言
は
地
元
の
人
た
ち
も
そ
れ
が
方
言
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
お
り
、
日
常
会
話
で
は
遣
っ
て

も
、
方
言
で
手
紙
は
書
か
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
し
て
そ
れ
を
公
文
書
に
使
う
こ
と
は
し
な
い
。

し
か
し
、
学
校
方
言
の
場
合
、
そ
の
言
葉
を
遣
っ
て
い
る
人
た
ち
に
は
方
言
と
い
う
意
識
が
低
く
、

そ
れ
を
共
通
語
と
思
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
放
課
や
校
時
な
ど
の
言
葉
は
公
文
書
で
も
し
ば
し
ば
遣

わ
れ
る
。
生
徒
や
先
生
た
ち
は
、
方
言
は
年
配
の
人
た
ち
が
遣
う
言
葉
で
、
公
共
の
場
、
教
育
の
場
で

あ
る
学
校
で
遣
わ
れ
る
言
葉
は
共
通
語
な
の
だ
と
い
う
思
い
込
み
が
あ
る
よ
う
だ
。

学
校
方
言
の
使
用
を
問
題
視
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
し
て
、
文
科
省
が
基
準
を
示
し
て
統
一
す
る

べ
き
も
の
だ
な
ど
と
は
、
も
ち
ろ
ん
思
わ
な
い
。
基
準
や
共
通
語
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
自
分
た
ち
の
言

葉
こ
そ
正
し
い
と
錯
覚
し
た
り
、
他
地
方
の
言
葉
を
蔑
視
し
た
り
、
偏
見
を
持
つ
こ
と
が
な
い
よ
う
願

う
の
だ
。
こ
の
項
で
紹
介
し
た
多
く
の
学
校
方
言
も
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
固
有
の
文
化
で
あ
り
、
い
つ
ま

で
も
大
切
に
し
た
い
も
の
ば
か
り
だ
。


