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文
字
論と
申
し
ま
し
で
も、
私の
よ
ろ
に
狭い
範
囲の
こ
と
以
外に
は、
甚
だ
知
識の
乏
しい
者に
は‘
ま
た
し
て
も
我
が
小
区
域
の
中で

我
田
引
水の
論
を
せ
ざ
る
乞
得
たい
も
の
で
あ
り
ま
す。
そ
れ
に
ま
た
かつ
て
書い
た
も
の
の
小
補
正
の
程
度
に
絡る
こ
と
や、
苦し
ま
ぎ
れ

に
す
で
に
書い
た
も
の
を
二
度
三
度
と
く
り
か
え
す
不
体
哉
を
見の
が
し
て
頂
か
た
く
て
は
た
り
ま
せ
ん。

そう
「
草の
か
た」
と、

平
安
時
代に
は、
草
体の
か
た
に、

「
女
手」
〈
平
が
た〉
と
が
あっ
たこ
と
は、
疑い
の
たい
事
実
で
あ
り
ま
す。

つ
ま
り
公
任
筆
「北
山
抄」
紙
背の
消
息
や
御
堂
関
白
道
長
の
日
記
中の
和
歌の
よ
う
た
も
の
が
女
手、
ま
だ
こ
の
よ
ろ
に
略
し
て
し
ま
わ

たい
以
前の
形
が
草の
か
た
で、
伝
小
野
道
風
筆
「
秋
萩
帖」
の
よ
う
た
も
の
が
そ
れ
に
当
り
ま
しょ
う。
こ
れ
ら
両
者
は
字
形
も
違い
ま
す

が、
ま
た
そ
の
使
用
す
る
場
合
に
も
こ
と
友
り
が
あっ
た
よ
う
で、
草の
か
た
で
は、
日
記
や
物
語
は
書か
れ
た
かっ
た
も
の
の
よ
ろ
に
脅
え

ら
れ
ま
す。
草の
か
た
の
歌
切
れ
た
ど
が
あっ
て
も、

「
源
氏
物
語」
は
草の
か
た
で
は
た
く、
女
手で
警
か
れ
た
と
認

「
土
佐
日
記」
や、

め
て
よい
で
しょ
ろ。
う
ま
り
閉
じ
車
体の
か
た
で
も、
い
わ
ば
そ
の
繁
簡に
よっ
て
差
別
さ
れ、
そ
の
差
別
が
広
く
認
め
ら
れ、
こ
れ
を
使

かなの論〈さぐさ

ろ
場
面
に
も、
区
別
が
あっ
た
よ
ろ
で
あ
り
ま
す。

こ
れ
と
ちょ
っ
と
よ
く
似
た
現
象が、
省
文
略
体の
か
た
の
場
合
に
も
あっ
たの
で
は
友い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す。
そ
れ
は
日
用の
普
通
通

行
体の
片
か
・な
と、
学
問
研
究
に
用い
た
訓
点
記
入の
片
か
た
の
区
別
とい
う
こ
と
で
あ
り
ま
す。
草
略の
か
た
に
二
種の
あ
り
方
を
ゆ
る
し

た
平
安
時
代の
人K
の
頭
脳
の
こ
と
で
す
か
ら、
片
か
た
に
も
よ
く
似
た
現
象を
ゆ
る
し
たの
で
は
たい
か
と
考
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す。

1 



条
天
皇の
こ
ろ
以
前と
考
え
ら
れ
る
「宇
津
保
物
語」
「
狭
衣
物
語」
「
堤
中
納
言
物
語」
た
ど
に
よ
り
ま
す
と、
和
歌を
片
か
た
で
書く
こ

2 

と‘
し
た
がっ
て
片
か
た
が
比
較
的
早
く、
広
く
社
会
に
読
み
書
き
さ
れ
てい
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
が、
そ
の
よ
う
た一
般
社
会の
日
用の

社
会
共
通
の
片
か
た
に
対
し
て、
そ
の
使
用
場
面
の
こ
と
た
り
の
た
め
に、
や
や
異っ
た
字
体
を
用い
る
習
わ
し
が
訓
点の
世
界
に
で
き
てい

た
の
で
は
ない
か
と
思い
ま
す。
つ
ま
り
同
じ
草
略
体の
か
た
に
草の
か
た
と
女
手
と
が
るっ
た
よ
う
に、
片
か
た
の
世
界
に
も、
場
面
に
従

っ
て
二
種
類
が
るっ
た
と
考
え
て
よい
の
で
は
たい
か
と
思い
ま
す。
一
条
天
皇
以
前の
こ
ろ
の、
た
し
か
に
社
会
共
通
体の
片
か
た
と
認
め

て
よい
資
料の
遺
存
す
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら、
「宇
津
保
物
語」
に
い
う
片
か
な
の
手
本の
実
際が
判明
し
ま
せ
ん
し、
そ
れ
と
訓
点

用
の
か
た
と
の
対
比
相
違
も
はっ
き
り
と
は
知る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん。
し
た
がっ
て
片
か
訟
に
二
種
類
あっ
た
と
い
ろ
論
も
や
や
空
想
論

に
過
ぎ
ない
こ
と
と
た
り
ま
す
が、
時
代の
下っ
た
天
仁
三
年
三
二ov
の
「
法
華百
座
法
談」
の
片
か
た
や
長
承
三
年(
二三四)
の
「
打
開

集」
の
片
か
た、
さ
ら
に
は
康
治
元
年
三一回ニ)
の
「
極
楽
願
往
生
歌」
の
片
か
た
た
ど
は、
そ
の
時
代の
訓
点
本の
字
体と
は、
た
し
が
に

異
たっ
て
沿
り
ま
す。
ど
う
も
拙
著
た
ど
左
引
き
あい
に
だ
すの
も
恐
縮で
す
が、
こ
こ
で
上
述の
資
料に
見
え
る
か
た
を
昨
年の
暮
に
刊
行

し
た
さ
る
も
の
に
附
図
と
し
た、
仮
名
文
字
体
表
中の
院政
時
代の
点
本の
あ
る
も
の
と‘
比
較
願い
た
く
存
じ
ま
す。
訓
点
本
に
は
訓
点
本

特
殊の
字
体
が
混
じ
て
た
り
ま
す。
無
論
訓
点
本
に
も、
社
会の
共
通
字
体に
よっ
て
加
点
し
た
も
の
が
多
く、
時
代の
下る
に
し
た
がっ
て

そ
れ
が
普
通
の
姿
に
なっ
て
まい
り
ま
す
が、
図
表
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
そ
う
で
ない
も
の
も
多い
わ
け
で
あ
り
ま
す。

院政
時
代で
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
か
ら、
「宇
津
保
物
語」
の
時
代、
ま
た
そ
れ
以
前に
沿い
て、
社
会
共
通の
片
か
た
と
点
本の
片
か
な

と
の
聞
に
差
異の
あっ
た
こ
と
は
認
め
て
よい
と
思い
ま
す。
そ
し
て
そ
の
差
異
を、
同
じ
平
安
時
代
人
が、
別K
の
位
相の
場
に
沿い
て
書

き
わ
け、
感
じ
とっ
てい
た
とい
う
こ
と
と
な
る
と、
草
略
が
た
の
世
界
に
沿
い
て
ちょ
ろ
ど
平
が
た
と
草
が
た
と
の
よ
ろ
た
関
係が、
省
文

略
体の
か
た
の
世
界
に
も
あっ
た
の
で
は
ない
か
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
た
り
ま
す。

平
安
時
代の
片
か
た
を、
試み
に
社
会
共
通
体と、
訓
点
本
記
入
体と
の
こう
に
大
別
し
て
見
ま
す
とi
l
訓
点
本
記
入の
た
め
に、
社
会



共
通
体の
か
た
左
用い
る
こ
と
も、
時
代の
下
る
に
し
た
がっ
て
だ
ん
だ
ん
多
数
現
わ
れ
た
こ
と
は、
先
述の
よ
ろ
に
認
め
てい
ま
す
ib

訓
点
本の
片
か
た
は
そ
の
ま
ま、
当
時の
普
通
体の
片
か
友
で
あ
る
と
速
断
す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
と
な
り
ま
す
し、
訓
点
本
相
互
の
聞の、

片
か
た
字
体の
出
入・
不一
致
も
わ
か
り
や
す
く
たっ
て
まい
り
ま
す。
訓
点
本の
片
か
た
に、
師
資
伝
授の
あ
と
の
る
る
こ
と
も、
そ
れ
が

訓
点
本の
片
か
た
で
あ
る
とい
う一
事
か
ら
考
え
ら
れ
て
よい
の
で
は
ない
か
と
存
じ
ま
す。
す
で
に
片
か
た
で
和
歌の
贈
答
が
行
わ
れ
てい

た
時
代に、
今
さ
ら
片
か
た
に
伝
授
系
統の
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は、
そ
れ
が
訓
点
本
とい
ろ
特
殊
た
場
合
で
るっ
た
か
ら
で
しょ
ろ。
そ

し
て
片
か
た
に
師
資
伝
授の
る
る
時
代の一
面
で
は、
社
会
共
通
の
日
常
普
通
体の
片
か
た
が
通
行し
てい
た
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え

ま
す。
た
沿
私
は、
先の
さ
る
愚
著
で、
延
喜・
天
暦
時
代
以
後の
訓
点
本の
片
か
た
が、
そ
の
使
用
者の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
十
li
南
都

北
嶺の
い
か
ん、
新
旧の
仏
教い
か
ん、
し
た
がっ
て
ま
た
そ
こ
に
同
時に
用い
ら
れ
たヲコ
ト
点
系
統の
い
か
ん
を
問
わ
や
||
統一
さ
れ

て
く
る
と
説
き
ま
し
た
が、
無
論
こ
れ
は
大
体
論で
あ
り
ま
し
て、
訓
点
本
そ
の
もの
の
表
面
で
は
延
喜・
天
暦
を
過
ぎ
て
も、
片
か
た
字
体

は‘
必
十
し
も
急に
は
統一
し
て
こ
たい
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す。
し
か
し
私
は
訓
点
本
相
互
間の
片
か
な
の
近
似
す
る
傾
向
とい
う
大
事

実
を
眺
め
る
と
同
時に、
訓
点
本
とい
う
特
殊
た
資
料の
奥に、
別
に
社
会
共
通の
場
左
認
め
で
か
か
ら
'な
く
て
は
な
ら
たい
と
考
え
て
沿
り

ま
す。
そ
の
時
代の
遺
存
品
が
ゑい
か
ら
といっ
て、
あ
の
よ
ろ
に
物
語
の
上
に
片
か
な
の
こ
と
が
見
え
る
以
上、
こ
の
事
実に
故
意に
目
を

ふ
さ
ぐ
こ
と
は
で
き
たい
と
思い
ま
す。
そ
ん
た
こ
と
も
ふ
く
め
て、
かつ
て
私
は
延
喜・
天
暦
時
代
を
過
ぎ
る
と‘
社
会
共
通の
片
か
た
が

現
わ
れ
てい
た
は
やノ
で
あ
る
と
述べ
たの
で
あ
り
ま
す。

かなの論〈さぐさ

片
か
た
に
二
種
類
あ
る
とい
っ
て
も、
別
に
ひ
ど
く
具
た
り
が
あ
る
とい
ろ
の
で
は
た
く、
両
者に
は
共
通
体
も
多い
の
で
あ
り
ま
す。
ま

た
片
か
た
に
二
種
類
が
あ
る
とい
っ
た
突
飛
た
言い
方
で
は
た
く、
た
だ
点
本花
見
え
る
片
か
た
は
当
時の
社
会
共
通
体と
相
違
し
てい
る
も

の
が
あっ
た
と、
す
た
沿
に
言い
切
れ
ば
よい
の
か
と
存
じ
ま
す。
し
か
し
言い
方の
い
か
ん
を
問
わ
やJ、
事
実
そ
の
も
の
は、
承
認
し
て
か

かつ
て
よい
と
存
じ
ま
す。
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従
来、
平
安
中・
後
期、
院
政
時
代の
訓
点
本の
片
か
た
に、
ひ
ど
く
古
風の
も
の
が
あっ
た
場
合
は、
そ
れ
ら
は
前
代の
点
本の
移
点・

4 

模
写
に
よ
る
た
め
だ
と
考
え
て
き
ま
し
た。
し
か
し
平
安
後
半
期の
訓
点の
世
界に、
古
代の
訓
点
本の
字
形
ま
で
模
写
す
る
とい
う
こ
と
の

あっ
た
こ
と
は
種k
の
事
情
か
ら
見
て
考
え
難い
の
で
す。
や
は
り
訓
点
本
用の
か
友
とい
う
意
識
が、
当
時の
共
通
通
用
体
以
外の
も
の
を

ゆ
る
し
た
結
果
で
あ
る
ろ
と
考
え
ま
す。
平
安
後
期
|
鎌
倉
初
期の
資
料に、
ひ
ど
く
特
異
た
字
体の
点
本
が
現
わ
れ
始
め
ま
す。
今日
ま
で

「
大
般
若
経」
(畑程酬慾)
や
「三
種
悉
地
法」(鴇翻提)
の
特
異
体で
す
が、
こ
ん
た
もの
の
生
ま
れ
たの
も、
訓
点

本
とい
ろ
特
異
た
場で
あっ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す。
ど
う
し
て
も
や
は
り
説
話
や
辞
書
や
問
書・
註
釈の
類
に
は、
こ
ん
た
特
異
体
は一
つ
も

知
ら
れ
てい
る
の
で
は、

混
入
し
て
来
ない
こ
と
も
考
え
て
見る
必
要が
あ
り
ま
す。

私
は
最
近
さ
る
必
要
か
ら、
国
語
教
科
書の
数
点
を
比
較
しつ
つ
す
こ
し
ば
か
り
の
ぞい
て
見
ま
し
た。
そ
し
て
そ
こ
に
文
字の
説
明
た
ど

あ
る
場
合
に
は、
片
か
たの
字
源
を
説く
た
め
に、
阿・
伊・
字・
江・
於・
加・
幾・
久・
介・
己
と
五
十
音
表
に
万
葉が
た
を
図
示
し

て、
そ
れ
に
阿・
伊の
扇
た
ど、
片
か
た
字
形
の
も
と
と
たっ
た一
小
部
分
だ
け
を、
特に
白
字で
示
し
た
り
し
てい
る
の
を、
し
ば
し
ば
見

受
け
ま
し
た。
し
か
し
こ
の
字
源
の
説
明
方
法は、
江
戸
時
代
か
らの
も
の
で、
甚
だ
旧
式の
も
の
で
あ
り、
あ
ま
り
に
も
旧
態
依
然
た
る
仕

方
だ
と
や
や
不
満
を
感
じ
ま
し
た。
こ
れ
は
再
三
も
の
に
書い
た
記
憶が
あ
り
ま
す
が、
ア
の
字
源
を
阿に
求
め、
そ
の
扇の
部
分
を
特
示
し

て、
こ
れ
で
も
う
理
解
し
得
た
と
錯
覧さ
せ
て
も、
少
し
頭の
鋭い
生
徒
た
ら、
「
F」
か
ら
「ア」
が
で
き
た
こ
と
に
疑
問
を
もヲ
に
き
ま

っ
てい
ま
す。
ク
た
ど
の
場
合
で
も、
「
介」
左
示
し
て
も、
ク
の
仮
名
の
第二
劃め
が
水
平
で
あ
る
わ
け
が
解し
得
たい
の
で
す。
メ
やヤ

の
字
源
は
「
女」
-
「
也」
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
り
きっ
てい
て
も、
そ
の
正
措の
特
定の
部
分
か
ら
出
たの
が
そ
の
片
か
た
で
は
た
く、
中

聞
に
草
体の
か
た
が
あ
る
こ
と
は、
疑い
あ
り
ま
せ
ん。
し
か
る
に
無
理
に
「
女」・「
也」
の
正
措
を
出
し、
そ
の一
部の
字
画
を
字
源
た
り

と
示
し
て、
すべ
て
た
れ
り
と
し
た
態
度
は、
い
わ
ば
積
極
的
た
誤
謬と
称
し
て
も
よい
の
で
あ
り
ま
す。
そ
れ
らの
教
科
書の
た
め
に
く
ち

去
し
く
思い
ま
し
た。
す
べ
て
こ
の
よ
ろ
た
誤
謬
は、
片
か
た
は
ま
や
最
初
か
ら
正
措の
漢
字の一
部
分
か
ら
来
た
もの
で
あ
る
とい
ろ
前
提



か
ら
出
て
い
ま
す
が、
そ
れ
は
歴
史
的
た
説
明
に
忠
実
に
耳
を
か
た
む
け
てい
たい
こ
と
だ
と
考
え
ま
し
た。
平
が
友
も
片
か
な
も、
も
う
す

で
に
あ
れ
ほ
ど
説
き
尽
さ
れ
た
観
が
あ
り
ま
すの
に、
ど
う
も
私
に
は
ふ
に
落ち
たい
点
がい
く
ら
も
ご
ざい
ま
す。

平
が
た
は
草
体の
其
が
た
を
極
草
体に
し
て、
日
本
独
自の
形
と
し
た
も
の
で
る
り、
そ
れ
に
は、
漢
字に
あ
ま
り
知
識の
たい
女
性
が、

字
源
を
知
ら
友い
ま
ま
に
書
き
崩
し
た
事
実
が
大
き
友
影
響
を
与
え
た
とい
ろ
こ
と
は、
今
日
だ
れ
で
も
疑
わ
たい
定
説で
あ
り
ま
す。
し
か

し
こ
れ
に
も
私
に
は
今
少
し
ふ
に
落ち
ない一
点
が
あ
り
ま
す。
そ
れ
は
片
か
た
を
対
比
す
る
か
ら
た
の
で
す。
片
か
友
の
場
合、
た
と
え

ば、
-ア
やヲ
は
「
天」
「
乎」
か
ら
出
て
く
る
わ
け
で
す
が、

?
に
も
「ヲ」
も
同
じ

「ア」
も
「テ」
も
す
で
に
平
安
時
代
か
ら
あ
り、

く
す
で
に
平
安
時
代
か
ら
現
わ
れ
る
わ
け
で
す。
そ
れ
に
「テ」
や
「ヲ」
は
書
記
の
上
で、
「デ」
や
で
こ
に
比
し
て
ど
れ
だ
け
労
力の

経
請と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か。

ーー
か
よ
ろ
た
類
例
はい
く
ら
も
あ
り
ま
す。
こ
と
に
平
安
時
代の
具
体
か
た
を
考
慮
に
入
れ
る

と‘
実に
多
数
あ
り
ま
す
が、
今
は
印
刷の
都
合
で、
現
行の
片
か
友
の一
・
こ
に
限っ
て
治
き
ま
し
たo

l--さ
ま
で
労
力
の
経
皆とい
う

の
で
も
ない
こ
と
は、
万
人
の
認
め
る
点
で
あ
り
ま
すの
K、
た
ぜ
か
く
も
字
源
を
離
れ
て、
テ
やヲ
の
よ
ろ
た
も
の
が
早
く
も
平
安
時
代の

う
ち
に、
今
日
の
字
体に
近い
も
の
が
で
き
て
き
た
の
で
しょ
ろ
か。
ひ
ど
く
書記
労
力
の
い
る
と
い
う
こ
と
な
ら
別
で
す
が、
そ
う
で
も
た

い
の
に、
実
に
安
易に
つ
い
た
とい
ろ
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん。
そ
し
て
こ
の
場
合
「テ」
や
「ヲ」
の
片
か
た
を
書い
た
人k
は、
字
源
を
忘

れ
てい
た
の
だ
説
く
こ
と
と
た
る
か
と
存
じ
ま
す
が、
そ
れ
は
断
じ
て
通
用い
た
し
ま
せ
ん。
とい
う
の
は、
片
か
た
は
学
者の
手に
受
授さ

れ
て
発
達
し
たの
で
す
し、
そ
の
人K
が
lー
た
と
え
ば、
清
原
家の
大
儒
頼
業
な
ど
もテ
やヲ
を
用い
て
や
り
ま
す
||
漢
字に
ろ
と
く‘

かなの論〈さぐさ

字
源
に
う
とい
た
め
に、
か
よ
う
た
も
の
に
書
き
く
や
し
て
き
たの
だ
とい
ろ
こ
と
は
成
り
立
た
ない
の
で
す。
字
源
を
忘
れ
る
と
か、
漢
字

の
素
養
が
ない
か
ら
と
かい
ろ
こ
と
は、
片
か
た
の
場
合
さ
ま
で
も
適
用
し
泣い
の
で
す。
テ
やヲ
に
限ら
やノ、
片
か
たの
字
体
は
字
源
は
認

め
な
が
ら
も
全
般
的
に
ど
し
ど
し
と
変
化
し
て
行っ
た
とい
う
べ
き
で
す。
こ
れ
を
平
が
た
に
移
し
て
考
え
て
見
ま
す
と、
漢
字に
素
養が
た

い
女
子、
字
源
に
無
関
心
無
と
ん
ち干
く
た
女
子
が
平
が
た
を
作っ
たの
だ
とい
ろ
こ
と
は、
そ
も
そ
も
早
く
も
あ
や
ふ
く
た
る
よ
ろ
友
気
が

5 



い
た
し
ま
す 。
こ
の
通
説
は 、
片
か
た
を
対
比
す
る
と 、
早
く
も
甚
だ
危
い
も
の
と
た
り
ま
す 。
今
後
の
平
が
た
の
論
は 、
片
か
・な
が
学
者
の

6 

手
に
た
り
た
が
ら
も 、
字
源
を
ど
し
ど
し
遠
ざ
か
っ

て
行
っ

た
と
い
ろ
事
実
を
も
包
摂
し
た
考
慮
が
必
要
だ
と
考
え
る
の
で
す 。
そ
れ
K
平
が

な
の
最
古
の
資
料
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
が 、
大・
属
有
年
の
手
記
で
あ
り 、

貞
観
九
年(八六七)
の
円
珍
所
署
讃
岐
国
戸
籍
帳
に
見
え
ま
す 。

あ
れ
は
漢
字
を
多
く
交
え
た
文
で 、
そ
の
た
め
漢
字
に
引
か
れ
る
こ
と
の
強
い
も
の
で
あ
り 、
し
か
も

漢
字
に
素
養
の
深
い
人
と
考
え
ら
れ
る

有
年
の
手
記
で
あ
り
・な
が
ら 、
真
が
た
の
字
源
を
忘
れ
た
形
を
と
っ

て
沿
り
ま
す 。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
「
と」
は 、
シ
ナ
本
固
に
公
け
る「
止」

字
の
草
体
と
は
似
て
も
つ
か
た
い
い
わ
ば
説
っ

た
和
流
の
草
書
で
す
し 、
「
多」
の
草
体
も 、
そ
の
正
式
た
草
体
を
出
て
し
ま
っ

て
沿
り
ま

す 。
平
が
た
は
女
子
の
手
に
成
っ

た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
が 、
和
歌
を
手
記
す
る
こ
と
は
男
子
も
こ
れ
を
行
っ

た
こ
と
で
あ
り 、

v、

く

ら
女
子
が
漢
字
に
素
養
が
た
い
と
申
し
て
も 、
文
字
と
言
え
ば
漢
字
以
外
に
た
い
時
代
で
あ
り 、

い
わ
ば
漢
字
専
用
文
化
の
中
に
育
っ

た
人
k

で
あ
り
ま
す
か
ら 、
例
の
無
学
た
た
め
に 、
漢
字
か
ら
離
れ
た
も
の
を
作
っ

た
と
い
ろ

説
は 、
そ
の
ま
ま
簡
単
に
は
成
り

立
た
た
く
た
る
と
考

え
ま
す 。

一
口
に
平
が
た
片
か
た
の
作
り
出
さ
れ
た
こ
と
は 、
我
が
国
文
化
史
上
の
注
目
す
べ
き
事
が
ら
で
あ
る
と
申
し
ま
す 。
無
論
そ
の
通
り

で
す

が 、
あ
の
漢
字
漢
文
漢
学
専
用
の
時
代
に 、
漢
字
を
離
れ
た
文
字
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
は 、
よ
ほ
ど
の
事
実
で
あ
り
ま
す 。
私
自
身
す
っ

か
り

漢
字
漢
文
専
用
の
平
安
時
代
の
人
聞
に
な
っ

た
気
持
に
た
り 、
そ
の
頭
脳
で
あ
の
両
種
の
文
字
の
作
成
を
ゆ
る
せ
る
か
ど
ろ
か
を
静
か
に

反
省
し
て
そ
の
気
持
を
味
わ
っ

て
見
ま
す
と 、
ど
う
も
そ
れ
が
ゆ
る
せ
そ
ろ
に
た
い
の
で
す 。
あ
の
字
源
か
ら
出
て
し
ま
っ

た
異
質
の
か
た
文

字
の
出
現
を
私
の
頭
脳
は
ゆ
る
す
に
た
え
た
い
の
で
す
が 、
そ
れ
だ
の
に
平
安
時
代
の
人
K
は
事
実
こ
れ
を
ゆ
る
し
て 、
そ
の
頭
脳
に
こ
れ
を

包
容
し
て
き
た
の
で
す 。
片
か
た
の
場
合
は
無
論
の
こ
と 、
平
が
た
の
場
合
に
し
て
も 、
モ
の
字
源
た
ど
は
よ
く
よ
く

熟
知
し
た
が
ら 、

書
き

崩
し
て
し
ま
っ

た
ま
ま
の
字
形
あ
る
い
は
洗
練
し
て
行
っ

た
ま
ま
の
姿 、
あ
る
い
は
手
書
の
経
済
の
自
然
の
結
果
左
尊
重
し
て
き
た
の
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん 。
字
源
は
熟
知
し
た
が
ら 、
よ
く
こ
ん
・な
も
の
を
承
認
し 、
包
容
し
た
と
い
う
こ
と
と
た
る
と 、
今
さ
ら
た
が
ら 、

広
く

平
安
朝



文
化
の
全
体
が 、
私
の
感
受
カ
や
思
考
力
に
な
か
た
か
堪
え
難
い
ひ
ど
く

異
質
の
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
ま
い
り
ま
す。
そ
し
て
ど
ん
た

に
空
想
を
た
く
ま
し
く
し
て
も 、
私
た
ど
の
今
の
頭
脳
で
た
え
ら
れ
た
い
異
質
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
そ
の
点
こ
そ 、
平
安
朝
の
文
化
だ
た
あ

と
感
じ

入
っ

て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す 。

近
来
し
き
り

に
小
学
校
の
文
字
教
育
の
論
が
新
聞
紙
上
に
も
取
り

上
け
ら
れ
て
き
て
い
ま
す 。
片
か
た 、
平
が
た
の
い
わ
ゆ
る
一
方
的
先
習

一
方
を
の
み
を
専
習
し
よ
う
と
す
る
論
も
行
わ
れ
て
い

論
で
す
が 、
両
者
の
併
習
論
も
る
り 、
い
や
れ
か
一
方
を
全
廃
す
る
こ
と
を
主
張
し 、

ま
す 。
こ
の
議
論
に
は 、
平
が
た
の
曲
線 、
片
か
た
の
直
線
の
こ
と
が
必
や
言
及
さ
れ
る
の
で
す
が 、
私
は
目
下
の
問
題
は
よ
そ
に
し
て 、
平

安
初
期
の
片
か
た
が
必
や
し
も
直
線
的
で
は
た
か
っ

た
の
に 、

!ー
遺
存
す
る
も
の
が
筆
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
に 、
直
線
的
で
は
た
く
て 、

や
や
丸
み
が
あ
る
と
い
ろ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
!
|

い
つ
の
ま
に
か 、
片
か
た
は
直
線
で
あ
る
と
い
ろ
感
じ

が
強
く
た
っ

て
し
ま
っ

た
と
い

ぅ 、
そ
の
過
去
の
事
実
が
気
に
た
り

は
じ
め
ま
す 。

た
ぜ
「
阿」
の
草
体
の
属
か
ら
来
た
丸
み
の
あ
る
「
p」
が 、

直
線
的
た
角
ば
っ

た

「
ア
」
に
た
っ

て
行
く
の
か
と
い
う
問
題 、
こ
れ
に
類
す
る
場
合
は
多
数
見
ら
れ
ま
す
が 、
そ
れ
が
ど
う
も
た
か
た
か
解
け
た
い
一
疑
問
た
の

で
あ
り
ま
す 。
漢
字
に
引
き
つ
け
ら
れ
て 、
直
線
的
に
な
っ

た
と
い
っ

て
も 、
平
安
初
期
か
ら 、
直
線
的
た
漢
字
の
中
で
育
っ

た
こ
と
で
す
か

ら 、
後
に
至
っ

て 、
は
じ
め
て
徹
底
し
て
直
線
的
に
た
っ

た
と
い
ろ
こ
と
は 、
私
に
は
や
は
り
ま
だ
疑
問
な
の
で
る
り
ま
す 。
そ
ん
た
風
の
こ

と
に
疑
問
を
懐
い
て
い
た
や
さ
き ‘
先
日
某
紙
に
「
か
た
を一
種
類
に
統一
す
る
と
た
る
と 、
片
か
た
が
い
い
か 、
平
が
た
が
い
い
か
議
論
が

起
る
と
思
う 。
私
は
両
方
か
ら
良
い
方
を
選
ん
で
一
種
類
の
か
た
を
作
っ

た
ら
い
い
と
思
ろ 。
「
あ」
と
「
ア」
た
ら
「
ア」
に
す
る
と
か 、

かなの論<.'ð ("さ

「
い
」
と
「
イ」
た
ら
「
い
」
に
す
る
と
か 、
皆
の
意
見
で
決
定
す
れ
ば 、
何
で
も
な
い
と
思
う
よ
と
い
っ

た
投
書
が
掲
け
て
あ
り
ま
し
た 。

ひ
ど
く

突
飛
た
意
見
の
よ
う
で
す
が 、
話
を
平
安
時
代
に
も
ど
せ
ば
話
は
別
で 、
そ
の
初
め
片
か
た
は
そ
の
字
形
の
成
り

立
ち
か
ら
い
っ

て 、

実
に
密
接
た
彰
響
を
平
が
た
か
ら
受
け
て
い
た
の
で
す 。
片
か
た
の
ろ
ち 、
キ
・
シ
・
セ
・
メ
・

ヤ
の
ご
と
き
は 、
平
安
時
代
の
草
略
の
か
た

か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
ク
・

マ
た
ど
に
も
草
体
が
た
の
血
が
か
か
っ

て
治
り
当
初
の
曲
続
的
た
も
の
を
硬
く

書
き
直
し
た
と
い
っ

て
よ
い

7 



も
の
で
す。
重
複
符
号
の
「
/\」
の
ご
と
き
も、
平
が
た
の
そ
れ
が
片
か
た
の
場
合
に
及
ん
だ
も
の
で
す。
ま
た
平
安
初
期の
訓
点
本の

8 

字
体
表
を
見る
と、
平
が
た
と
片
か
た
と
が、
ちゃ
ん
ぽ
ん
に
たっ
て
沿
り
ま
す。
た
と
え
ば、
「
大
乗
掌
珍
論」
とい
ろ
本の
承
和
元
年

(八三四)の
加
点の
か
た
の一
体
系を
見
て
も、
「沿」
「ぬ」
「せ」
「ゑ」
の
ご
と
き
草
略の
字
形の
中に、
「ソ」
「ヒ」
「ロ」
「リ」

とい
っ
た
略
体
か
ら
出
た
字
形
が
入っ
て
沿
り
ま
す。
こ
れ
で
実
は一
体
系で
あ
り
ま
す
か
ら、
よ
く
あ
れ
を
平
が
た
片
か
た
を
交
え
る
と
説

く
の
は
甚
だ
当
を
失
し
て
た
り
ま
す。
平
安
初
期
だ
け
で
た
く、
「
求
問
持
法」(相即)とい
う
本の
応和
二
年(九六
三ご
ろ
の
加
点
や、

とい
ろ
本の
院
政
時
代の
点
本
に
は、
平
が
た
が
こ
と
に
多
く、
片
か
な
と
ちゃ
ん
ぽ
ん
に
たっ
た
形
で
あ
り 「
大

乗
本
生
心
地
観
経」(闘納
一時田)

ま
す。
こ
と
に
博
士
家の
点
本
に
は、
仏
教
家に
比
し
て
古
く
か
ら
草
体の
か
た
が
交る
傾
向
が
あっ
たの
か
も
知
れ
ま
せ
ん。
有
名
た
「
史

記」
の
延
久五
年(一O七三)
の
加
点
も
そ
の一
例
で
す
が、
大
矢
透
博
士
は
「;:
間k
草
仮
名
を
交
ふ
る
よ
り
考ふ
れ
ば、
そ
の
書
本の
必

十
天
暦
以
上
の
も
の
た
り
し
こ
と
を
知る」
と
指
摘
さ
れ
てい
ま
す。
「
尚
書」
の
古
点
や
「
漢
書
楊
雄
伝」
の
天
暦
二
年(九四八)
の
加
点
も

ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
り
ま
す。
と
に
か
く
そ
ん
た
こ
と
を
頭に
入
れ
てい
る
と、
先
述の
某
紙の
投
書の
ご
と
き
も
別
に
変
で
も
突
飛
で
も

友
く、
両
者
を
ちゃ
ん
ぽ
ん
に
し
て、
し
か
も
さ
ら
に
そ
れ
を
さ
ら
に
曲
線
的
か
直
線
的
か
の一
方に
統一
す
る
こ
と
も、
古
代の
か
友の
歴

史
を
見
てい
る
と、
あ
り
得て
よい
よ
う
友
気
に
も
たっ
て
まい
り
ま
す。
平
安
時
代の
片
か
た
平
が
た
の
成
り
立
ち
を
如
実
に
眺
め
て
沿
り

ま
す
と、
こ
の
両
種の
関
係
が
実
に
変
幻
自
在
とい
ろ
ベ
き
変
遷
を
た
どっ
てい
る
の
で
あ
り
ま
し
て、
す
で
に
曲
線の
平
が
友、
直
線の
片

か
た
の
両
種
が、
しっ
か
り
で
き
上っ
て
し
まっ
た
後の
時
代
か
ら
で
は、
如
実
に
古
人
が
ど
の
よ
ろ
に
自
分の
文
字を
意
識
し
てい
た
か
は、

た
か
な
か
受
け
取
れ
たい
も
の
で
あ
り
ま
す。
(
昭
和
三
十
年
三
月
二
十
二
日
雑
稿)
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