
日
本
の
文
字
に
つ
い
て

―
―
文
字
の
表
意
性
と
表
音
性
―
―

橋
本
進
吉

○
國
語
の
現
狀
及
び
歷
史

○
國
語
國
字
の
本
來
の
性
質
の
認
識

○
國
語
國
字
と
國
民
と
の
關
係
の
認
識

今
日
の
國
民
生
活
に
密
接
な
る
關
係
を
有
し
、
一
日
と
雖
も
は
な
れ
る
事
の
出
來
な
い
漢
字
と
假
名

と
に
つ
い
て
、
そ
の
根
本
の
性
質
は
何
に
あ
る
か
、
中
に
も
言
語
と
の
關
係
が
ど
う
な
つ
て
ゐ
る
か
を

中
心
に
し
て
說
明
し
て
み
た
い
と
お
も
ふ
。

こ
れ
は
珍
ら
し
い
事
、
新
し
い
事
で
は
な
く
、
わ
か
つ
た
事
で
、
或
は
無
用
の
事
と
思
は
れ
る
か
も

知
れ
な
い
が
、
實
際
、
我
々
に
あ
ま
り
近
し
い
も
の
は
、
存
外
そ
の
眞
實
が
わ
か
ら
な
い
も
の
で
あ

1



る
。
國
語
國
字
の
問
題
を
論
ず
る
人
々
に
も
こ
の
危
險
が
あ
る
。

文
字
は
言
語
を
あ
ら
は
す
も
の
で
あ
る
。
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
社
會
的
拘
束
、
習
慣
に
す
ぎ

ず
、
兩
者
の
間
に
必
然
的
の
關
係
は
無
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
言
語
を
表
さ
ぬ
も
の
と
す
る
な
ら

ば
文
字
で
な
く
、
唯
符
號
に
す
ぎ
な
い
。

言
語
は
、
一
定
の
音
と
一
定
の
意
味
が
あ
り
、
一
方
か
ら
一
方
を
お
も
ひ
出
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

音
は
意
味
を
代
表
す
る
。（
兩
者
は
同
價
値
に
あ
ら
ず
。
目
的
は
意
味
を
他
人
に
つ
た
へ
る
に
あ
り
、

音
は
そ
の
手
段
と
し
て
用
だ
つ
も
の
で
あ
る
。）

文
字
が
言
語
を
代
表
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
意
味
を
表
は
す
と
共
に
音
を
も
あ
ら
は
す
の
で
あ

る
。
卽
ち
表
意
性
と
表
音
性
と
の
二
つ
の
方
面
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
文
字
の
最
も
根
本
の
性
質
で
あ
つ
て
、
文
字
を
考
へ
る
に
當
つ
て
は
寸
時
も
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
事
で
あ
る
。

漢
字
と
假
名
と
は
文
字
と
し
て
の
性
質
を
異
に
す
る
。
漢
字
は
表
意
文
字
又
は
意
字
と
よ
ば
れ
て

意
味
を
表
は
す
も
の
、
假
名
は
（
ロ
ー
マ
字
な
ど
と
共
に
）
表
音
文
字
又
は
音
字
と
よ
ば
れ
て
音
を
表

は
す
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
さ
す
れ
ば
一
寸
見
る
と
漢
字
に
は
表
音
性
な
く
、
假
名
に
は
表
意
性

が
無
い
か
の
や
う
に
見
え
る
が
、
果
し
て
さ
う
で
あ
ら
う
か
。

ま
づ
漢
字
に
つ
い
て
見
る
に
、
漢
字
に
は
、
從
來
、
形
音
義
の
三
つ
の
も
の
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て

2



日本の文字について

ゐ
る
。
形
は
、
そ
の
字
の
形
で
あ
り
、
音
は
そ
の
字
の
よ
み
方
で
あ
り
、
義
は
、
そ
の
字
の
あ
ら
は
す

意
味
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
音
と
義
と
は
、
言
語
に
屬
す
る
事
で
あ
る
。（
漢
字
が
な
く
と
も
、
言
語
と

し
て
音
と
意
味
と
は
存
在
す
る
。）
漢
字
に
は
、
そ
れ
〴
〵
き
ま
つ
た
形
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
、
き
ま
つ

た
意
味
を
表
は
し
、
又
き
ま
つ
た
音
（
よ
み
方
）
を
も
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
き
ま
つ
た
意
味
と
音
と
を
そ

の
形
が
あ
ら
は
す
の
で
あ
る
か
ら
、
漢
字
の
形
は
、
つ
ま
り
言
語
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
卽
ち
、
表
音

性
と
表
意
性
と
を
も
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
卽
ち
、
漢
字
に
形
音
義
が
あ
る
と
考
へ

ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
漢
字
に
は
表
意
性
の
み
な
ら
ず
、
表
音
性
も
あ
る
事
を
認
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

次
に
假
名
は
ど
う
か
。
假
名
は
表
音
文
字
と
い
は
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
一
々
の
假
名
は
き
ま
つ
た

よ
み
方
（
音
）
を
も
つ
て
を
り
、
言
語
の
音
を
表
は
す
が
、
意
味
を
あ
ら
は
さ
な
い
の
が
常
で
あ
る
。

さ
す
れ
ば
假
名
に
は
表
意
性
は
な
い
か
と
い
ふ
に
、
さ
う
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
一
々
の
假
名
は
き
ま

つ
た
意
味
を
表
は
さ
な
い
が
、
之
を
實
際
用
ゐ
る
場
合
に
は
、
之
を
以
て
言
語
を
書
く
の
で
あ
る
。
そ

の
場
合
に
は
一
つ
の
假
名
で
或
意
味
を
あ
ら
は
す
事
も
あ
り
、
又
一
つ
で
足
り
な
い
場
合
に
は
、
い
く

つ
か
の
假
名
を
連
ね
て
そ
れ
で
或
意
味
を
あ
ら
は
す
。
卽
ち
、
個
々
の
文
字
と
し
て
は
い
つ
も
き
ま
つ

た
音
を
表
は
す
だ
け
で
、
き
ま
つ
た
意
味
を
あ
ら
は
す
の
で
は
な
い
が
、
實
際
に
於
て
は
、
や
は
り
意

味
を
表
は
す
の
で
あ
る
。

全
體
、
言
語
と
し
て
は
、
い
つ
で
も
音
は
或
一
定
の
意
味
を
表
は
す
爲
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
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つ
て
、
或
一
定
の
意
味
を
有
す
る
言
語
の
形
と
し
て
或
き
ま
つ
た
一
つ
づ
き
の
音
が
用
ゐ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
假
名
は
さ
う
い
ふ
言
語
の
音
を
表
は
す
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
音
を
表
は
す
に
必
要
な
だ
け
、
卽

ち
、
或
場
合
に
は
一
つ
、
或
場
合
に
は
二
つ
以
上
連
ね
て
あ
ら
は
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
假
名
が
音

を
あ
ら
は
す
と
い
つ
て
も
、
そ
れ
は
言
語
の
音
を
あ
ら
は
す
か
ぎ
り
、
結
局
は
意
味
を
表
は
す
事
に
な

る
の
で
あ
る
。（
も
し
言
語
の
音
を
表
は
さ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
文
字
で
は
な
い
。）

假
名
が
音
を
表
は
す
事
は
勿
論
で
あ
る
が
、
前
述
の
如
く
、
漢
字
も
亦
音
を
表
は
す
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
卽
ち
漢
字
の
よ
み
と
し
て
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
は
音
を
表
は
す
と
い
ふ
は
た
ら
き
か
ら

み
て
假
名
と
漢
字
と
の
間
に
何
等
か
ち
が
ひ
が
あ
る
か
ど
う
か
。

假
名
が
音
を
あ
ら
は
す
の
は
、
言
語
の
音
を
音
と
し
て
分
解
し
て
、
そ
の
分
解
し
た
も
の
を
一
つ
一

つ
の
文
字
で
あ
ら
は
す
の
で
あ
る
。
卽
ち
言
語
の
音
は
意
味
を
表
は
す
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
一
つ

づ
き
の
音
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
語
と
し
て
は
、
卽
ち
、
意
味
を
も
つ
て
を
る
も
の
と
し
て
は
そ
れ
以
上

分
解
出
來
な
い
も
の
で
あ
つ
て
も
、
音
と
し
て
は
更
に
之
を
分
解
出
來
る
。
假
名
は
、
音
と
し
て
分
解

し
て
得
た
單
位
を
代
表
す
る
も
の
で
、
そ
れ
が
言
語
を
表
は
す
場
合
に
は
、
分
解
し
た
も
の
を
更
に
結

合
さ
せ
て
、
言
語
と
し
て
の
一
定
の
音
を
形
に
あ
ら
は
す
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
漢
字
は
、
或
意
味
を

表
は
す
一
定
の
音
の
形
全
體
を
分
解
し
分
析
せ
ず
、
そ
の
ま
ゝ
全
體
と
し
て
之
を
あ
ら
は
す
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
そ
の
間
の
相
違
が
あ
る
。
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か
や
う
に
假
名
は
音
の
形
を
分
析
し
て
示
し
、
漢
字
は
分
析
せ
ず
全
體
を
そ
の
ま
ゝ
示
す
と
す
れ

ば
、
假
名
の
方
は
言
葉
の
音
の
形
を
明
か
に
精
密
に
示
し
、
漢
字
は
之
を
明
か
に
は
示
さ
な
い
や
う
に

考
へ
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
も
事
實
で
あ
る
。
し
か
し
よ
く
考
へ
て
見
る
と
、
こ
れ
は
唯
半
面
の
事
實

で
あ
つ
て
、
全
局
か
ら
見
れ
ば
必
ず
し
も
さ
う
言
ひ
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

假
名
は
言
語
の
形
を
分
析
し
て
示
す
。
分
析
す
れ
ば
、
精
密
に
音
が
示
せ
る
や
う
に
考
へ
ら
れ
る

が
、
分
析
し
た
爲
に
失
は
れ
る
も
の
は
な
い
か
と
考
へ
て
み
る
に
、
そ
れ
は
た
し
か
に
あ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
明
か
な
の
は
ア
ク
セ
ン
ト
で
あ
る
。

言
語
に
於
て
は
意
味
を
あ
ら
は
す
音
の
一
つ
づ
き
に
は
、
必
ず
一
定
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
る
。
ど

こ
を
高
く
、
ど
こ
を
低
く
、
發
音
す
る
か
の
き
ま
り
が
あ
る
。
同
じ
音
か
ら
出
來
た
語
で
あ
つ
て
も
、

そ
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
違
ひ
に
よ
つ
て
、
別
の
語
に
な
る
（
卽
ち
、
意
味
が
違
ふ
）。
そ
れ
故
、
ア
ク
セ

ン
ト
は
言
語
と
し
て
は
大
切
な
も
の
で
あ
る
が
、
假
名
で
書
け
ば
、
こ
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
違
ひ
は
書
き

わ
け
る
事
は
出
來
な
い
。

然
る
に
、
漢
字
に
於
て
は
、
そ
の
「
よ
み
」
は
一
定
の
意
味
を
も
つ
て
ゐ
る
語
の
音
の
形
そ
の
ま
ま

で
あ
る
故
に
、
そ
の
語
に
使
ふ
ア
ク
セ
ン
ト
も
亦
一
定
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
漢
字
は
唯
、
音
を
示

す
ば
か
り
で
な
く
、
ア
ク
セ
ン
ト
を
も
示
す
と
い
ふ
事
が
出
來
る
。
か
や
う
な
點
に
於
て
、
漢
字
の
表

音
性
は
假
名
よ
り
も
一
層
精
密
で
あ
る
と
も
い
へ
る
の
で
あ
る
。
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も
つ
と
も
假
名
は
音
を
あ
ら
は
す
文
字
で
あ
る
故
、
假
名
で
書
い
て
あ
れ
ば
、
普
通
の
場
合
は
、
發

音
は
わ
か
る
。
勿
論
ア
ク
セ
ン
ト
は
わ
か
ら
ぬ
ま
で
も
、
大
體
の
音
は
わ
か
る
。
漢
字
の
場
合
は
、
文

字
の
音
は
、
よ
み
方
を
知
ら
な
け
れ
ば
全
く
わ
か
ら
な
い
。
さ
う
い
ふ
點
に
於
て
假
名
の
方
が
便
利
だ

と
い
へ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
元
來
、
文
字
は
知
ら
な
い
言
語
を
新
し
く
覺
え
る
爲
の
も
の
で
は
な
く
、
わ
か
つ

て
ゐ
る
言
語
を
書
き
、
書
い
た
文
字
か
ら
知
つ
て
ゐ
る
語
を
お
も
ひ
出
す
爲
の
も
の
で
あ
る
。
知
ら
な

い
語
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
に
そ
の
發
音
だ
け
が
正
し
く
わ
か
つ
て
も
之
を
理
解
す
る
事
が
出
來
ず
、
又

自
分
の
知
ら
な
い
語
な
ら
ば
之
を
書
く
と
い
ふ
事
は
出
來
る
筈
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
も
し
讀

み
方
の
わ
か
ら
な
い
場
合
に
は
之
を
人
に
聞
い
て
ど
ん
な
語
で
あ
る
か
を
知
る
べ
き
で
あ
つ
て
、
勝
手

に
之
を
よ
む
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

世
人
は
こ
の
點
に
於
て
誤
解
し
て
ゐ
る
も
の
が
多
い
や
う
で
あ
る
が
、
ま
だ
讀
方
を
知
ら
な
い
文
字

に
出
會
ひ
又
は
ま
だ
知
ら
な
い
語
を
書
い
た
文
字
に
出
會
つ
た
場
合
に
、
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
と

い
つ
て
、
之
を
そ
の
文
字
の
責
任
に
歸
す
る
の
は
根
本
的
に
あ
や
ま
つ
た
考
で
あ
る
と
信
ず
る
。

次
に
、
表
意
性
に
つ
い
て
考
へ
て
み
る
。

漢
字
は
、
意
味
を
表
は
す
も
の
で
あ
る
。
た
と
へ
同
じ
音
の
語
で
あ
つ
て
も
、
意
味
の
ち
が
つ
た
も

の
は
、
違
つ
た
文
字
で
あ
ら
は
す
の
が
原
則
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
漢
字
で
書
い
た
も
の
は
意
味
を
理
解
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す
る
の
に
容
易
で
あ
る
。

假
名
は
、
言
語
を
書
く
の
に
、
語
の
音
を
分
解
し
て
、
音
に
從
つ
て
書
く
。
そ
れ
故
、
或
る
意
味
を

も
つ
て
ゐ
る
一
つ
づ
き
の
音
は
、
一
字
の
も
あ
れ
ば
二
字
、
三
字
、
四
字
等
い
ろ
〳
〵
あ
る
。
そ
の
上

實
際
の
言
語
と
し
て
は
、
音
の
つ
な
が
り
が
、
意
味
に
し
た
が
つ
て
區
切
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

普
通
の
書
き
方
と
し
て
は
、
そ
の
區
切
が
書
き
あ
ら
は
さ
れ
ず
、
ず
つ
と
つ
ゞ
け
て
書
い
て
あ
る
。
そ

れ
故
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
、
一
つ
の
意
味
を
あ
ら
は
す
か
が
、
す
ぐ
は
わ
か
ら
ず
、
讀
ん
で
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
普
通
の
場
合
は
言
葉
と
し
て
は
わ
か
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
讀
ん
で
み
れ

ば
わ
か
る
が
、
區
切
り
が
明
瞭
で
な
い
故
、
時
と
し
て
誤
讀
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。）
そ
れ
故
、
漢
字

の
場
合
の
如
く
、
意
味
を
理
解
す
る
場
合
に
一
目
瞭
然
と
は
行
か
な
い
。
か
や
う
な
點
に
於
て
、
漢
字

は
假
名
よ
り
も
數
等
す
ぐ
れ
て
ゐ
る
。
も
つ
と
も
同
じ
表
音
文
字
で
あ
つ
て
も
、
今
日
の
羅
馬
字
の
如

き
は
、
一
語
ご
と
に
區
切
り
が
あ
つ
て
、
意
味
を
表
は
す
一
か
た
ま
り
の
音
は
一
か
た
ま
り
の
文
字
に

よ
つ
て
あ
ら
は
さ
れ
て
を
り
、
そ
れ
が
意
味
を
理
解
す
る
場
合
に
便
利
に
な
つ
て
ゐ
る
。
か
や
う
に
な

れ
ば
、
表
音
文
字
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
か
た
ま
り
が
一
つ
の
も
の
と
な
つ
て
、
一
つ
の
漢
字
と
同
じ
や

う
な
性
質
の
も
の
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
我
國
の
假
名
に
は
、
ま
だ
、
か
や
う
な
習
慣
が
成
立
つ
て
ゐ

な
い
の
で
あ
る
。

以
上
は
、
漢
字
と
假
名
と
の
表
音
性
と
表
意
性
と
に
つ
い
て
の
大
體
論
で
あ
る
。
勿
論
、
我
國
で
は
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漢
字
を
假
名
の
や
う
に
そ
の
意
味
に
か
ゝ
は
ら
ず
專
ら
表
音
的
に
用
ゐ
る
用
法
が
あ
つ
た
の
で
あ
つ

て
、
之
を
萬
葉
假
名
と
い
ふ
。
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
性
質
は
漢
字
で
も
假
名
と
同
樣
で
あ
る
。
し
か

し
、
漢
字
は
や
は
り
漢
字
で
あ
つ
て
、
全
く
假
名
の
如
く
表
音
文
字
に
な
つ
た
の
で
は
な
く
、
同
時
に

表
意
文
字
と
し
て
も
用
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
假
名
的
用
法
は
、
漢
字
の
特
別
の
用
法
に
過
ぎ
な
い
。

又
一
方
假
名
は
、
表
音
文
字
で
、
言
語
の
音
を
表
は
す
の
が
そ
の
本
來
の
性
質
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

又
そ
の
意
味
に
よ
つ
て
之
を
用
ゐ
る
事
も
あ
る
。
假
名
遣
の
場
合
が
そ
れ
で
あ
つ
て
、「
い
」「
ゐ
」、

「
え
」「
ゑ
」、「
お
」「
を
」
は
音
と
し
て
は
そ
れ
〴
〵
全
く
同
じ
音
で
あ
る
が
、
之
を
同
じ
處
に
は
用
ゐ

ず
、
區
別
し
て
用
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
ど
う
區
別
す
る
か
と
い
ふ
と
、
意
味
に
よ
つ
て
區
別
す
る
の
で

あ
る
。
卽
ち
「
イ
ル
」
と
い
ふ
音
の
語
で
あ
る
と
す
る
と
、
音
と
し
て
は
、「
イ
」
は
全
く
同
じ
音
で

あ
る
が
、「
入
る
」「
射
る
」「
要
る
」
な
ど
の
意
味
の
語
で
あ
る
場
合
に
は
、「
い
」
を
用
ゐ
、「
居
る
」

の
意
味
の
語
で
あ
る
場
合
に
は
「
ゐ
」
を
用
ゐ
る
。「
得
る
」
と
「
彫
る
」
の
エ
も
音
と
し
て
は
同
じ

で
あ
る
が
、
前
の
意
味
の
語
で
は
「
え
る
」
と
書
き
、
後
の
意
味
の
場
合
で
は
「
ゑ
る
」
と
書
く
。
こ

れ
ら
は
假
名
の
ち
が
ひ
に
よ
つ
て
意
味
の
違
ひ
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

か
や
う
に
、
漢
字
で
も
必
ず
し
も
い
つ
も
表
意
的
に
の
み
用
ゐ
る
の
で
な
く
、
又
假
名
で
も
、
時
に

は
音
を
表
は
す
の
み
な
ら
ず
意
味
の
ち
が
ひ
を
表
は
す
事
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
普
通
の
場
合
に
於
て
漢

字
は
表
意
文
字
で
、
假
名
は
表
音
文
字
で
あ
る
。
さ
う
し
て
前
に
述
べ
た
や
う
に
、
漢
字
は
意
味
を
示

8
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す
こ
と
を
そ
の
特
徵
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
音
を
あ
ら
は
さ
な
い
の
で
は
な
く
、
し
か
も
、
そ

の
音
を
あ
ら
は
す
は
た
ら
き
は
、
或
る
點
で
は
表
音
文
字
た
る
假
名
よ
り
も
も
つ
と
具
體
的
で
あ
つ
て

一
層
精
密
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
點
が
あ
る
の
で
あ
り
、
表
意
の
は
た
ら
き
に
於
て
は
、
假
名
と
は
比

較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
、
明
瞭
で
適
切
で
あ
る
。
假
名
は
表
音
の
は
た
ら
き
に
於
て
は
、
漢
字
の
も
た
な

い
や
う
な
長
所
を
も
つ
て
ゐ
る
と
は
い
ふ
も
の
の
、
又
一
方
か
ら
み
れ
ば
、
ま
だ
不
完
全
で
不
精
密
な

點
も
あ
り
、
又
表
意
の
點
に
於
て
は
漢
字
に
く
ら
べ
て
は
、
ま
だ
不
完
全
で
不
便
な
點
が
多
い
。

さ
う
し
て
、
言
語
は
つ
ま
り
、
思
想
交
換
が
そ
の
目
的
で
あ
る
故
、
そ
の
最
も
大
切
な
の
は
、
意
味

で
あ
つ
て
、
そ
の
音
の
側
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
音
が
言
語
に
於
て
大
切
な
の
は
意
味
を
傳
へ
る
手
段

と
し
て
で
あ
る
が
、
文
字
に
書
い
た
場
合
に
は
、
必
ず
し
も
音
に
よ
ら
な
く
と
も
文
字
と
し
て
目
に
見

え
る
形
だ
け
に
よ
つ
て
も
意
味
を
傳
へ
る
事
が
出
來
る
の
で
あ
る
か
ら
、
文
字
の
場
合
に
大
切
な
の

は
、
そ
の
表
音
性
よ
り
も
表
意
性
に
あ
る
の
で
あ
る
。
假
名
と
漢
字
と
を
く
ら
べ
て
見
る
と
、
前
に
述

べ
た
や
う
に
、
漢
字
の
方
が
そ
の
表
意
性
が
著
し
く
意
味
を
傳
へ
る
の
に
便
益
が
多
い
と
す
れ
ば
、
漢

字
の
文
字
と
し
て
の
價
値
は
假
名
に
く
ら
べ
て
勝
れ
た
點
が
あ
る
事
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
行
か
な

い
の
で
あ
る
。

勿
論
私
が
、
文
字
の
意
味
を
大
切
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
そ
の
表
音
性
を
無
視
し
よ
う
と
す
る
の
で

は
な
い
。
こ
と
に
、
山
田
孝
雄
氏
が
國
語
史
文
字
篇
に
文
字
の
本
質
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
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一
、
文
字
は
思
想
觀
念
の
視
覺
的
形
象
的
の
記
號
で
あ
る
。

二
、
文
字
は
思
想
觀
念
の
記
號
と
し
て
一
面
言
語
を
代
表
す
る
。

と
い
ふ
說
に
對
し
て
は
、
む
し
ろ
反
對
の
意
見
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
文
字
は
單
に
一
面
言
語
を
代
表

す
る
の
で
は
な
く
、
全
面
的
に
言
語
を
代
表
す
る
も
の
と
考
へ
る
の
で
あ
つ
て
、
言
語
に
は
必
ず
一
定

の
音
が
あ
る
も
の
で
、
文
字
も
こ
の
音
を
あ
ら
は
せ
ば
こ
そ
文
字
で
あ
る
の
で
あ
る
。
卽
ち
、
文
字
な

ら
ば
必
ず
一
定
の
よ
み
方
を
伴
ふ
の
で
あ
る
。
も
し
、
そ
れ
が
な
く
、
只
觀
念
思
想
を
表
す
る
だ
け
な

ら
文
字
で
は
な
く
符
號
（
記
號
）
に
す
ぎ
な
い
。
實
際
文
字
が
あ
つ
て
も
、
よ
み
方
を
知
ら
な
い
場
合

が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
文
字
で
あ
る
以
上
は
何
か
き
ま
つ
た
よ
み
方
が
あ
る
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
無

い
と
は
考
へ
な
い
。
又
一
方
文
字
の
あ
ら
は
す
思
想
觀
念
と
い
ふ
も
の
も
只
抽
象
的
の
思
想
觀
念
で

は
な
く
、
言
語
と
し
て
一
定
の
音
で
あ
ら
は
さ
れ
る
思
想
觀
念
、
卽
ち
言
語
の
意
味
と
き
ま
つ
た
思
想

觀
念
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
言
語
を
は
な
れ
て
は
、
文
字
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
ゝ

は
ら
ず
、
言
語
の
用
と
い
ふ
側
か
ら
見
て
意
味
の
方
が
實
際
上
重
き
を
な
し
、
音
の
方
が
閑
却
せ
ら
れ

る
事
は
事
實
で
あ
る
。
甚
し
き
は
、
文
字
は
同
じ
で
あ
つ
て
、
よ
み
方
が
全
然
違
つ
て
も
、
や
は
り
思

想
を
通
ず
る
役
目
を
す
る
事
は
漢
文
の
筆
錄
を
見
て
も
明
か
で
あ
る
。

さ
う
し
て
、
か
や
う
な
事
情
に
あ
れ
ば
こ
そ
、
更
に
一
層
文
字
の
よ
み
方
敎
育
を
重
視
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
あ
る
。
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漢
字
と
假
名
と
が
文
字
と
し
て
の
性
質
を
異
に
し
、
そ
れ
〴
〵
獨
特
の
長
所
を
有
す
る
こ
と
上
述
の

如
く
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
我
國
で
は
現
今
こ
の
二
種
の
文
字
を
共
に
用
ゐ
、
同
じ
文
の
中
に
之
を
混

用
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
ど
ん
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
。

現
代
の
文
に
於
て
、
主
と
し
て
漢
字
で
書
く
語
と
、
假
名
で
書
く
語
と
は
槪
し
て
い
へ
ば
、
そ
の
文

法
上
の
性
質
を
こ
と
に
し
て
ゐ
る
。
卽
ち
品
詞
の
違
ひ
に
よ
る
と
い
つ
て
よ
い
。
助
動
詞
、
助
詞
及

び
用
言
の
活
用
語
尾
は
常
に
假
名
で
書
く
の
が
原
則
で
あ
り
、
其
他
の
品
詞
は
主
と
し
て
漢
字
で
書
く

の
が
な
ら
は
し
に
な
つ
て
ゐ
る
。
助
詞
や
助
動
詞
及
び
活
用
語
尾
は
、
古
く
「
て
に
を
は
」
と
い
は
れ

た
も
の
で
あ
つ
て
、
い
つ
も
他
の
語
に
伴
つ
て
附
屬
的
に
用
ゐ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
其
他
の
品
詞

は
、
比
較
的
獨
立
性
の
つ
よ
い
も
の
で
あ
つ
て
、「
て
に
を
は
」
の
類
を
附
屬
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

助
詞
や
助
動
詞
や
活
用
語
尾
は
、
語
と
語
と
の
關
係
や
、
或
は
斷
定
、
願
望
、
要
求
、
咏
歎
の
や
う
な

意
味
を
言
ひ
あ
ら
は
し
て
文
の
構
成
上
極
め
て
大
切
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
其
他
の
品
詞
の
あ

ら
は
す
主
要
な
る
意
味
に
附
帶
し
て
あ
ら
は
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
上
、
い
つ
も
他
の
語
の
後
に

附
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
主
要
な
る
意
味
を
あ
ら
は
す
語
を
、
そ
の
意
味
を
あ
ら
は
す
に
適
當
な
極
め

て
印
象
的
な
漢
字
で
書
き
、
之
に
伴
ふ
意
味
を
あ
ら
は
す
「
て
に
を
は
」
の
類
を
そ
の
下
に
假
名
で
書

く
の
は
、
こ
れ
ら
の
各
種
の
語
の
性
質
に
適
つ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
か
や
う
に
漢
字

と
假
名
と
が
適
當
に
交
錯
し
、
さ
う
し
て
意
味
か
ら
見
て
も
又
音
か
ら
考
へ
て
も
、
漢
字
と
そ
れ
に
伴
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ふ
假
名
と
が
一
團
と
な
つ
て
、
そ
の
前
後
に
區
切
り
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
假
名
か
ら
漢
字
に
移
る
所

が
、
自
然
、
音
と
意
味
と
の
切
れ
目
と
な
つ
て
、
特
に
わ
か
ち
書
き
を
し
な
く
と
も
、
わ
か
ち
書
き
を

し
た
と
同
樣
の
效
果
を
あ
げ
る
事
が
出
來
る
の
で
あ
つ
て
、
讀
む
に
も
甚
便
利
に
容
易
に
な
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
極
め
て
巧
妙
な
方
法
で
あ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
か
や
う
に
考
へ
て
來
る
と
、
現
今

普
通
に
行
は
れ
る
漢
字
假
名
ま
じ
り
の
文
は
、
一
見
複
雜
に
し
て
統
一
が
な
い
や
う
で
あ
る
が
、
國
語

の
文
の
構
造
の
特
質
を
捉
へ
て
漢
字
と
假
名
と
の
長
所
を
巧
に
發
揮
さ
せ
た
も
の
で
、
我
が
國
民
の
優

れ
た
る
直
覺
と
適
用
の
才
と
の
あ
ら
は
れ
を
見
る
事
が
出
來
る
と
い
つ
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。

か
や
う
な
點
か
ら
見
る
と
、
漢
字
を
む
や
み
に
制
限
し
て
、
之
を
假
名
に
か
へ
る
事
は
容
易
に
贊
成

し
が
た
い
の
で
あ
つ
て
、
か
や
う
な
事
に
つ
い
て
は
、
も
つ
と
廣
い
處
か
ら
考
へ
て
十
分
の
思
慮
を
必

要
と
す
る
の
で
あ
る
。
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