
ふ
り
が
な
論
覺
書

橋
本
進
吉

一
、
ふ
り
が
な
の
效
用

一
、
漢
字
に
種
々
の
よ
み
方
の
あ
る
の
を
、
い
か
に
讀
む
べ
き
か
を
明
示
し
て
、
著
者
の
欲
す
る

通
り
に
讀
者
に
讀
ま
せ
る
。
卽
ち
、
著
者
の
言
葉
を
最
正
確
に
傳
へ
る
方
法
で
あ
る
。

一
、
通
讀
を
容
易
な
ら
し
め
る
。（
ふ
り
が
な
の
あ
る
方
が
早
く
讀
め
る
事
は
、
心
理
學
の
實
驗

で
證
明
せ
ら
れ
た
と
記
憶
す
る
。）

一
、
同
一
の
漢
字
を
人
に
よ
つ
て
色
々
に
よ
ん
で
言
語
が
不
統
一
に
な
る
の
を
防
ぐ
。

一
、
知
ら
な
い
も
の
に
漢
字
の
よ
み
方
を
知
ら
せ
、
又
、
言
葉
を
ど
ん
な
漢
字
で
書
く
べ
き
か
を

敎
へ
る
。

以
上
の
點
か
ら
見
れ
ば
、
ふ
り
が
な
は
著
者
の
言
葉
を
正
し
く
且
つ
容
易
に
傳
へ
る
ば
か
り
で
な
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く
、
漢
字
の
正
し
い
讀
み
方
と
使
用
法
を
敎
へ
て
國
語
の
統
一
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

國
語
を
現
狀
の
ま
ま
に
し
て
、
振
假
名
を
全
部
除
く
と
す
れ
ば
、
著
者
の
欲
す
る
と
は
違
つ
た
讀
み

方
を
し
て
、
著
者
の
本
意
に
背
く
憂
が
あ
り
、
又
國
語
の
統
一
を
害
す
る
虞
が
あ
る
。

一
、
ふ
り
が
な
の
弊

一
、
一
つ
の
語
を
漢
字
と
假
名
と
で
表
は
す
の
で
二
重
の
手
數
を
要
す
る
。

二
、
文
字
が
細
か
い
爲
に
視
力
を
害
す
る
。

一
は
事
實
で
あ
る
。
し
か
し
讀
む
も
の
か
ら
い
へ
ば
、
大
し
て
邪
魔
に
は
な
ら
な
い
。
必
要
の
な
い

場
合
に
は
ふ
り
が
な
を
讀
ま
な
く
て
も
漢
字
だ
け
見
れ
ば
よ
い
。

二
は
、
ふ
り
が
な
よ
り
も
、
む
し
ろ
漢
字
の
方
が
問
題
で
あ
る
。
近
頃
の
や
う
に
漢
字
を
小
さ
く
す

れ
ば
、
や
ゝ
複
雜
な
漢
字
は
そ
の
各
部
分
を
構
成
す
る
點
畫
が
は
つ
き
り
せ
ず
、
た
し
か
に
眼
に
よ

ろ
し
く
な
い
と
お
も
は
れ
る
。
ふ
り
が
な
は
小
さ
く
と
も
、
字
の
形
が
比
較
的
簡
單
で
、
そ
の
上
違

つ
た
字
の
種
類
が
少
い
か
ら
、
比
較
的
よ
み
や
す
い
。
あ
ま
り
小
さ
な
漢
字
を
用
ゐ
な
い
事
に
な

れ
ば
、
勿
論
ふ
り
が
な
も
大
き
く
な
る
。

一
、
以
上
の
や
う
に
見
れ
ば
、
ふ
り
が
な
は
、
弊
よ
り
も
功
の
方
が
多
い
。
少
く
と
も
言
語
文
章
を
現

狀
の
ま
ま
に
し
て
ふ
り
が
な
を
全
廢
す
れ
ば
、
弊
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
し
か
し
、
之
を
節
約

す
る
事
は
可
能
で
あ
ら
う
。
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ふりがな論覺書

一
、
節
約
す
る
と
す
れ
ば
、
ふ
り
が
な
を
除
い
て
よ
い
漢
字
は
、

一
、
誤
讀
の
う
れ
ひ
の
無
い
も
の
。

二
、
ふ
り
が
な
が
無
く
て
も
た
や
す
く
讀
む
事
の
出
來
る
も
の
。

た
や
す
く
讀
む
事
が
出
來
る
と
出
來
な
い
と
は
、
そ
の
人
の
敎
育
の
程
度
に
よ
つ
て
差
が
あ
ら
う
。

普
通
の
讀
み
も
の
は
、
普
通
の
敎
育
を
う
け
た
人
々
の
漢
字
の
知
識
を
標
準
と
す
べ
き
で
あ
ら
う

が
、
そ
れ
で
も
、
嚴
密
に
き
め
る
事
は
困
難
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
普
通
の
文
な
ら
右
の
標
準
に
よ

つ
て
ふ
り
が
な
を
省
い
て
よ
い
も
の
が
、
か
な
り
多
い
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

一
、
右
の
や
う
な
事
情
で
あ
る
か
ら
、
ふ
り
が
な
を
全
く
用
ゐ
な
い
で
文
を
書
く
事
と
す
れ
ば
、

一
、
誤
讀
の
お
そ
れ
あ
る
場
合
に
は
漢
字
を
用
ゐ
な
い
。

二
、
讀
み
に
く
い
漢
字
は
用
ゐ
な
い
。

と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
て
、
ふ
り
が
な
の
問
題
は
漢
字
の
使
用
制
限
の
問
題
と
な
る
。
さ
う
し
て
漢

字
を
制
限
す
る
と
す
れ
ば
、
制
限
せ
ら
れ
た
漢
字
の
代
り
に
何
を
用
ゐ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
單

に
漢
字
を
假
名
に
代
へ
た
ば
か
り
で
よ
い
場
合
も
あ
ら
う
が
、
假
名
に
代
へ
て
は
意
味
が
と
り
に
く

く
な
る
場
合
も
あ
り
、
又
誤
解
を
生
ず
る
場
合
も
あ
ら
う
。
又
假
名
ば
か
り
多
く
續
い
て
は
、
通
讀

し
に
く
く
な
る
場
合
も
あ
ら
う
。（
數
年
前
に
實
行
せ
ら
れ
た
新
聞
に
於
け
る
漢
字
制
限
の
試
は
、

今
日
で
は
失
敗
に
終
つ
た
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

3



一
、
以
上
は
言
語
そ
の
も
の
に
は
手
を
着
け
ず
、
唯
言
語
を
文
字
で
書
き
あ
ら
は
す
方
法
に
つ
い
て

の
み
考
へ
た
の
で
あ
る
が
、
言
語
を
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
、
之
に
手
を
加
へ
て
、
や
さ
し
い
言
葉
し
か

用
ゐ
な
い
と
い
ふ
事
に
す
れ
ば
、
ふ
り
が
な
又
は
漢
字
の
問
題
は
、
言
語
制
限
或
は
言
語
統
制
の
問

題
と
な
る
。
さ
う
し
て
右
の
や
う
な
方
法
に
よ
つ
て
、
ふ
り
が
な
の
問
題
が
全
部
解
決
す
る
か
と

い
ふ
に
、
必
ず
し
も
さ
う
で
な
い
。

一
、
や
さ
し
い
言
葉
と
い
ふ
の
は
、
平
生
あ
ま
り
用
ゐ
な
い
や
う
な
耳
遠
い
言
葉
で
な
く
、
國
民
一
般

に
容
易
に
理
解
さ
れ
る
や
う
な
言
葉
を
い
ふ
の
で
あ
ら
う
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
、
漢
字
に
書
い
て

讀
み
に
く
い
言
葉
と
同
一
で
は
な
い
。
や
さ
し
い
言
葉
で
も
、
漢
字
に
書
け
ば
讀
み
に
く
い
言
葉

も
あ
る
。
之
を
漢
字
で
書
く
と
す
れ
ば
ふ
り
が
な
が
必
要
に
な
る
。
も
つ
と
も
、
か
や
う
な
語
は
漢

字
を
も
ち
ゐ
ず
す
べ
て
假
名
で
書
く
事
と
す
れ
ば
、
ふ
り
が
な
は
不
用
に
な
る
が
、
さ
す
れ
ば
、
假

名
が
多
く
な
つ
て
、
讀
み
に
く
く
な
る
や
う
な
場
合
も
あ
ら
う
。

一
、
や
さ
し
い
言
葉
で
書
け
ば
、
多
く
の
國
民
に
讀
ま
れ
ま
た
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
著
者
と
し
て
は

望
ま
し
い
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
や
さ
し
い
言
葉
で
書
く
と
い
ふ
事
は
、
著
者
と
し
て
は
、
用
語
を

制
限
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
限
ら
れ
た
用
語
で
著
者
が
讀
者
に
傳
へ
よ
う
と
欲
す
る
通
り
の

事
實
や
感
じ
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
に
は
、
か
な
り
の
困
難
が
あ
り
、
こ
れ
を
克
服
す
る
に
は
多
く

の
工
夫
努
力
を
要
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
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ふりがな論覺書

一
、
か
や
う
に
考
へ
れ
ば
、
ふ
り
が
な
の
論
は
、
單
に
ふ
り
が
な
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
漢
字
制
限
の
問

題
や
用
語
制
限
の
問
題
と
な
る
。
こ
こ
に
こ
の
問
題
の
重
大
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

一
、
私
は
、
ふ
り
が
な
の
國
民
一
般
に
對
す
る
國
語
敎
育
上
の
效
用
を
認
め
る
故
に
、
い
か
な
る
場
合

に
も
ふ
り
が
な
を
廢
す
べ
し
と
い
ふ
論
に
は
贊
成
し
か
ね
る
。
し
か
し
普
通
の
讀
物
に
於
て
ふ
り

が
な
を
ず
つ
と
少
く
し
て
も
あ
ま
り
弊
を
生
じ
な
い
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
。

一
、
普
通
の
讀
物
を
や
さ
し
い
言
葉
で
書
く
と
い
ふ
事
は
結
構
な
事
で
あ
る
と
思
ふ
。
こ
れ
は
著
者

に
と
つ
て
は
面
倒
で
骨
の
折
れ
る
事
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
爲
に
、
む
づ
か
し
い
言
葉
を
用
ゐ
な
い

で
、
品
位
あ
り
力
あ
る
數
々
の
立
派
な
表
現
法
が
工
夫
さ
れ
見
出
さ
れ
た
な
ら
ば
、
我
が
國
語
の
向

上
發
展
の
爲
に
慶
賀
す
べ
き
事
で
あ
る
。

一
、
元
來
、
新
聞
雜
誌
其
他
通
俗
の
筆
者
は
、
自
ら
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
係
ら
ず
、
言
語
文
字
の
敎

師
で
あ
る
。
假
名
遣
に
せ
よ
漢
字
の
用
法
に
せ
よ
文
法
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
讀
物
に
用
ゐ
ら
れ
た

も
の
は
、
日
常
國
民
の
目
に
觸
れ
て
、
知
ら
ず
〳
〵
の
間
に
之
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
、
學
校
の
國
語

敎
師
よ
り
も
一
層
大
な
る
も
の
が
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
國
語
の
向
上
發
逹
も
、
い
か
に
學
者
が

之
を
論
じ
て
も
そ
の
效
果
は
少
く
、
文
學
者
や
新
聞
雜
誌
の
記
者
が
之
を
實
行
し
な
け
れ
ば
社
會
を

動
か
す
こ
と
が
出
來
な
い
の
は
、
言
文
一
致
の
運
動
、
卽
ち
口
語
文
流
布
の
歷
史
が
明
か
に
之
を
語

つ
て
ゐ
る
。
し
か
る
に
、
我
國
の
文
學
者
や
記
者
は
多
く
は
か
や
う
な
重
大
な
る
社
會
的
影
響
を
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自
覺
せ
ず
、
自
己
の
用
ゐ
る
言
語
文
字
に
對
し
て
十
分
の
注
意
を
し
な
い
や
う
に
見
え
る
の
は
誠
に

遺
憾
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
山
本
氏
の
や
う
な
有
力
な
る
文
學
者
が
、
ふ
り
が
な
の
問
題
を

と
ら
へ
て
、
口
語
文
の
用
語
の
平
易
化
を
提
唱
し
且
つ
實
踐
を
試
み
ら
れ
た
の
は
、
我
々
の
多
と
す

る
所
で
あ
つ
て
、
我
々
は
山
本
氏
が
こ
の
試
を
今
後
も
續
け
ら
れ
ん
事
を
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

國
語
や
國
字
の
實
踐
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
私
は
ま
だ
深
く
硏
究
し
た
事
が
あ
り
ま
せ
ん
。
以

上
は
唯
思
ひ
つ
い
た
ま
ま
を
述
べ
た
だ
け
で
す
か
ら
、
素
人
論
と
し
て
御
聞
き
下
さ
い
。
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