
第
１
条
　
校
正
の
相
手
は
「
文
章
」
で
は
な
く
「
文
字
」

●
　
校
正
は
、
入
力
し
た
デ
ー
タ
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
チ

ェ
ッ
ク
す
る
作
業
で
す
。
作
業
に
あ
た
っ
て
尊
重
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
文
章
」
で
は
な
く
「
文
字
」。
普

通
本
を
読
む
と
き
と
は
違
っ
て
「
読
書
の
楽
し
み
」
は
捨

て
、「
文
字
面
だ
け
を
追
う
」
の
が
基
本
で
す
。
極
論
す
れ

ば
、
文
章
の
意
味
は
理
解
で
き
な
く
と
も
、
正
し
い
文
字

さ
え
把
握
で
き
れ
ば
よ
い
の
で
す
。

第
２
条
　
校
正
は
「
赤
」
で
記
入
す
る

●
　
実
際
の
作
業
は
、
入
力
デ
ー
タ
の
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
に

間
違
い
を
記
入
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
と
き
、

記
入
は
必
ず
赤
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
な
ど
で
行
う
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。
赤
を
使
う
の
は
目
立
た
せ
る
た
め
で
す
。
ま

た
、
記
入
に
あ
た
っ
て
は
、
あ
と
で
ご
紹
介
す
る
「
校
正

記
号
表
」
に
載
っ
て
い
る
記
号
を
で
き
る
だ
け
使
う
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。
同
じ
記
号
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

校
正
後
の
プ
リ
ン
ト
を
受
け
取
っ
た
側
が
記
入
内
容
を
よ

り
理
解
し
や
す
く
な
る
か
ら
で
す
。

第
３
条
　
ま
ず
は
「
原
稿
」
を
尊
重
す
る

●
　
校
正
は
「
原
稿
（
底
本
の
コ
ピ
ー
な
ど
）
尊
重
」
が
基

本
。
入
力
結
果
が
原
稿
に
合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
チ
ェ

ッ
ク
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ

し
、
底
本
も
印
刷
物
で
す
か
ら
そ
れ
自
体
に
誤
植
や
間
違

い
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。「
こ
れ
は
原
稿

自
体
の
間
違
い
で
は
な
い
か
」
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
赤
で
は
な
く
他
の
色
や
普
通
の
鉛
筆
な
ど
で
記
入

す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
明
ら
か

な
間
違
い
」
と
「
疑
問
点
」
が
一
目
で
区
別
で
き
ま
す
。

第
４
条
　
校
正
は
最
低
３
度
繰
り
返
す

●
　
校
正
が
一
度
だ
け
で
完
結
す
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ

ん
。
以
下
の
よ
う
な
異
な
っ
た
方
法
で
繰
り
返
し
行
う
と
、

校
正
ミ
ス
の
減
少
が
期
待
で
き
ま
す
。

﹇
１
﹈
原
稿
つ
き
あ
わ
せ

原
稿
（
底
本
）
と
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
と
を
１
字
１
句
比

較
し
な
が
ら
、
ミ
ス
タ
イ
プ
の
箇
所
を
指
摘
し
、
修
正
内

容
を
記
入
し
て
い
き
ま
す
。

﹇
２
﹈
素
読
み

校
正
が
済
ん
だ
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
を
通
し
読
み
し
ま
す
。

誤
字
脱
字
な
ど
の
疑
問
が
出
た
場
合
は
、
底
本
を
参
照
し

て
確
認
し
ま
す
。

﹇
３
﹈
特
定
の
観
点
か
ら
の
素
読
み

見
出
し
の
付
け
方
に
不
揃
い
は
な
い
か
、
人
名
の
表
記

に
不
揃
い
は
な
い
か
な
ど
、
特
定
の
観
点
か
ら
も
う
一
度

素
読
み
し
ま
す
。
特
に
、
入
力
時
に
Ｏ
Ｃ
Ｒ
を
用
い
た
場

合
、「
タ
（
カ
タ
カ
ナ
）」
と
「
夕
（
漢
字
）」
な
ど
よ
く
似

た
文
字
の
読
み
と
り
ミ
ス
が
頻
繁
に
生
じ
ま
す
の
で
、
特

定
の
文
字
だ
け
を
探
し
な
が
ら
見
て
い
く
必
要
が
出
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

第
５
条

「
観
点
読
み
」
は
「
１
観
点
だ
け
」
で
全
ペ
ー
ジ
通
す

●
　
「
観
点
読
み
」
に
あ
た
っ
て
は
、
１
ペ
ー
ジ
ご
と
に
い

く
つ
か
の
観
点
を
同
時
に
見
て
い
く
こ
と
は
や
め
、「
タ
と

夕
」
な
ら
全
ペ
ー
ジ
そ
れ
だ
け
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
く
こ

と
が
大
切
で
す
。
複
数
の
観
点
か
ら
の
素
読
み
が
必
要
な

場
合
に
は
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
ま
す
。

第
６
条
　
「
振
り
返
る
」
姿
勢
を
忘
れ
ず
に

●
　
素
読
み
の
途
中
で
、
原
著
者
の
熟
語
の
表
記
の
勘
違
い

な
ど
、「
パ
タ
ー
ン
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
や
す
い
ミ
ス
」
が

見
つ
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
に
は
、
そ
の

ま
ま
先
へ
進
む
の
で
は
な
く
、
い
っ
た
ん
最
初
の
ペ
ー
ジ

ま
で
も
ど
り
、
そ
の
漢
字
や
用
語
に
つ
い
て
最
初
か
ら
も

う
一
度
チ
ェ
ッ
ク
し
直
す
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

第
７
条
　
再
校
作
業
は
、左
に
初
校
、右
に
再
校
を
置
い
て
行
う

●
　
デ
ー
タ
入
力
者
が
校
正
す
る
場
合
は
、
右
の
３
度
の
校

正
作
業
の
あ
と
に
修
正
作
業
を
行
い
、
再
度
プ
リ
ン
ト
ア

ウ
ト
し
て
、
最
初
に
赤
字
を
記
入
し
た
も
の
（
初
校
と
い

い
ま
す
）
と
新
た
に
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
も
の
（
再
校

と
い
い
ま
す
）
と
の
比
較
・
確
認
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

こ
の
と
き
、
左
に
初
校
を
、
右
に
再
校
を
置
き
、
左
手
に

校
正
の
手
引
き
（
青
空
文
庫
工
作
員
用
　
１
９
９
８
年
５
月
作
成
）



青
、
右
手
に
赤
の
筆
記
具
を
持
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
作
業
を
し
、

チ
ェ
ッ
ク
が
終
わ
っ
た
も
の
は
初
校
の
赤
字
の
上
に
「
修

正
確
認
」
を
表
す
線
を
青
な
ど
の
色
で
引
い
て
い
く
と
よ

い
で
し
ょ
う
。
あ
と
か
ら
ざ
っ
と
見
直
す
だ
け
で
、
見
落

と
し
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

第
８
条
　
赤
字
修
正
は
で
き
る
だ
け
目
立
つ
よ
う
に
書
き
込
む

●
　
修
正
内
容
が
赤
で
記
入
し
て
あ
っ
て
も
、
行
間
に
小
さ

な
文
字
で
書
か
れ
て
い
た
り
す
る
と
、
受
け
取
っ
た
側
が

見
逃
し
て
し
ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。
間
違
っ
て
タ
イ
プ

さ
れ
て
い
る
箇
所
に
消
し
線
を
引
き
、
そ
こ
か
ら
欄
外
ま

で
線
を
引
い
て
、
で
き
る
だ
け
大
き
く
目
立
つ
よ
う
に
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

第
９
条
　
必
要
最
少
限
の
校
正
記
号
を
覚
え
る

●
　
Ｊ
Ｉ
Ｓ
の
校
正
記
号
は
、
覚
え
て
お
く
と
と
て
も
便
利

で
す
。
た
だ
し
、
も
と
も
と
印
刷
物
の
制
作
に
あ
た
っ
て

使
わ
れ
て
き
た
も
の
。
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
作
業
に
お
い

て
は
不
要
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
欧
文
の
組
版
で

し
か
使
わ
れ
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
す

べ
て
を
覚
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
か
ら
な
い
と
き

は
、
普
通
の
文
章
で
記
入
し
て
も
よ
い
の
で
す
。

第
10
条
　
校
正
ず
み
の
プ
リ
ン
ト
は
一
晩
寝
か
す

●
　
集
中
力
に
は
限
り
が
あ
る
も
の
。
つ
き
あ
わ
せ→

素
読

み→

観
点
読
み
を
連
続
し
て
行
う
と
、
か
え
っ
て
見
落
と

し
が
増
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
校
正
が
済
ん
だ
プ
リ
ン

ト
は
、
最
低
で
も
一
晩
寝
か
し
、
翌
日
最
後
の
素
読
み
を

行
い
ま
し
ょ
う
。
思
わ
ぬ
発
見
が
あ
る
は
ず
で
す
。

文字を削除して詰めるときは
「トルツメ」と記入します。逆
に削除したあとをそのまま空
けるときは「トルアキ（トル
ママ）」と記入します。

間違った修正を取り消し、原
文のままにするときは、赤字
を消して「イキ」と書きます。
より正確には「モトイキ」と
書きます。

新たに字句を挿入するときに
用います。

ひらがなやカタカナ→拗促音
（小さな文字）への変更は、＜
形の記号を用います。逆に拗
促音→普通の文字は、＞形の
記号を用います。

行の特定の部分からあとを次
行に送るときに用います。

行の特定の部分から前を前行
に送るときに用います。

改行するときに用います。

字と字、行と行を入れ替
えるときに用います。

あとの行を前に送って前
の行とつなげるときに用
います。

指定の位置まで文字を移
すときに用います。普通、
引っ込める記号と位置指
定の記号を併用します。

□ は １ 字 空 け る と き
に、＞は空きを詰めると
きに用います。位置指定
記号を併用します。

フォントをゴシック→明
朝に変更するときに用い
ます。

フォントを明朝→ゴシッ
クに変更するときに用い
ます。

※ゴシック→明朝、明朝→ゴシックの記号は、

青空文庫の活動では稀にしか使いません。

■
校
正
記
号
表
（
主
な
も
の
）


