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は
じ
め
に

文
字
の
本
質
を
形
成
す
る
要
素
に
二
つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
大
き
く
分
け
て
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
は
現
代
の
我
々
が
通
常
に
認
識
し
て
い

る
も
の
、
他
は
文
字
の
持
つ
呪
的
な
力
で
あ
る
。
そ
れ
に
係
っ
て
白
川
静
氏
は

『
漢
字
百
話
』
に
お
い
て
、

文
字
は
呪
能
を
持
つ
。
声
に
よ
る
言
葉
の
祈
り
は
情
念
を
高
め
る
が
、

文
字
形
象
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
呪
能
は
い
っ
そ
う
持
続
的
で
あ
り
、
固
定

的
で
あ
る
。
西
安
半
波
の
土
器
の
画
像
も
、
謹
養
文
を
飾
る
山
頂
の
大
鏡

も
、
初
期
青
銅
器
に
見
ら
れ
る
図
像
標
識
の
体
系
も
、
す
べ
て
は
神
話
的

記
号
と
承
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
最
後
に
文
字
の
体
系
が
現
れ

る
。
そ
れ
は
こ
と
ば
の
体
系
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
言
語
書
記
法
と

呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
も
な
お
、
こ
と
だ
ま
の
呪
能

は
生
き
続
け
る
の
で
あ
る
。

（１）

と
述
べ
た
。
ま
た
、
網
野
善
彦
氏
は
、
「
日
本
の
文
字
社
会
の
特
質
」
を
論
じ

て、

文
字
を
「
文
明
の
窓
口
」
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
「
聖
な
る
世
界
」
に

つ
な
が
る
大
切
な
記
号
と
し
て
、
謙
虚
か
つ
真
蟄
に
受
け
入
れ
た
、
当
時

文
字
と
言
葉
あ
る
い
は

和
語
と
漢
語
の
葛
藤

の
日
本
の
社
会
の
姿
勢
が
そ
こ
に
よ
く
現
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は

決
し
て
権
力
の
強
制
な
ど
に
よ
っ
て
生
ま
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。

（２）

と
文
字
受
容
の
一
側
画
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
さ
ら
に
最
近
の
論
に
、

（３）

「
文
字
の
呪
術
」
に
係
る
古
橋
信
孝
氏
の
発
言
も
あ
る
。

日
本
書
紀
の
「
文
字
」
あ
る
い
は
「
こ
と
ば
」
を
考
え
る
上
で
右
の
意
見
は

非
常
に
重
要
な
こ
と
を
教
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
網
野
氏
の
見
解
に
文
字
受
容
に

関
す
る
重
要
な
指
摘
が
あ
る
が
、
古
橋
氏
も
右
論
に
お
い
て
「
古
代
の
日
本

は
、
こ
の
世
の
も
の
は
神
の
世
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
世
界

観
に
基
づ
い
て
、
外
国
の
文
化
を
容
易
に
受
け
入
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
日

本
の
受
容
し
た
文
字
は
い
う
ま
で
も
な
く
漢
字
で
あ
り
、
こ
れ
を
如
何
に
自
己

の
も
の
と
し
て
自
由
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
腐
心
す
る
歴
史
が
、
す
な

わ
ち
日
本
の
文
字
使
用
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ

の
応
用
分
野
に
発
揮
さ
れ
た
日
本
人
の
能
力
は
非
凡
な
も
の
で
、
音
仮
名
・
訓

仮
名
を
い
ち
は
や
く
実
用
化
し
、
日
本
語
を
記
す
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
れ
に

更
に
カ
タ
カ
ナ
・
変
体
仮
名
が
加
わ
る
。
こ
れ
ら
表
記
記
号
の
多
様
化
は
、
当

然
文
体
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
変
体
漢
文
を
生
承
出
し
、
仮
名
文
体
を
生
み
、

よ
り
自
由
な
日
本
語
表
現
の
方
法
へ
と
歩
を
進
め
て
い
っ
た
。
そ
の
背
後
に

は
、
右
に
述
べ
た
諸
氏
の
見
解
の
通
り
「
文
字
の
呪
術
」
が
与
っ
て
重
要
な
意

山
田
直
巳
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味
が
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
傾
向
は
歴
史
を
通
し
て
見
ら
れ
る
質
の
も
の
だ
と
網

野
氏
は
、
右
著
の
別
の
部
分
で
述
べ
て
い
る
。

更
に
、
文
字
と
歴
史
の
係
り
は
極
め
て
重
要
な
こ
と
を
提
起
し
て
い
る
だ
ろ

う
。
古
橋
氏
が
、
右
論
の
中
で
、

国
家
が
必
要
と
す
る
の
は
時
間
と
空
間
の
両
方
を
傭
戯
す
る
歴
史
だ
。

王
家
の
歴
史
は
口
承
で
も
あ
り
う
る
。
世
界
に
は
同
時
に
さ
ま
ざ
ま
の
事

象
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
傭
傲
で
き
て
こ
そ
国
家
の
歴
史
た
り
う
る
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
世
界
に
起
き
た
す
べ
て
の
事
象
を
納
め
る
こ
と
こ
そ
が
、
国

家
の
権
威
を
保
証
し
え
た
。
い
わ
ゆ
る
編
年
体
と
い
う
年
月
日
ご
と
に
で

き
ご
と
を
記
し
て
い
く
文
体
が
そ
れ
で
あ
る
。

と
記
し
、
文
字
の
果
た
し
た
歴
史
に
お
け
る
役
割
の
見
取
り
図
を
描
い
て
お
ら

れ
る
。
ま
さ
に
総
量
と
し
て
全
体
像
を
提
示
す
る
そ
の
器
が
必
要
だ
。
そ
の
原

器
こ
そ
が
文
字
で
あ
り
、
そ
れ
の
運
用
の
あ
り
方
と
し
て
の
文
体
が
大
き
な
問

題
で
あ
っ
た
。
我
灸
の
祖
先
は
、
そ
こ
に
大
き
な
努
力
を
払
い
苦
闘
し
て
き
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
に
「
文
字
の
呪
能
」
と
い
い
、
「
聖
な
る
世
界
に
つ
な
が
る

大
切
な
記
号
」
と
あ
っ
た
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
日
本
書
紀
の
シ
ス
テ
ム
は
成
立

し
え
な
い
。
網
野
氏
が
、
「
文
明
の
窓
口
（
文
字
を
）
」
と
し
た
と
述
べ
、
古
橋
氏

が
古
代
の
日
本
は
、
「
こ
の
世
の
も
の
は
神
の
世
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
世
界
観
に
基
づ
い
て
、
外
国
文
化
を
容
易
に
受
け
入
れ
た
」
と
受

容
過
程
を
想
定
し
た
よ
う
に
、
日
本
書
紀
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
文
字
の
位
置

は
、
背
後
か
ら
呪
的
・
神
話
的
裏
付
け
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
い

わ
ば
日
本
書
紀
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
言
葉
は
、
過
渡
期
の
言
葉
で
あ
り
、
呪

的
・
神
話
的
要
素
を
引
き
ず
り
な
が
ら
、
同
時
に
律
令
の
言
葉
に
匹
敵
す
る
シ

ス
テ
ム
の
言
葉
と
も
な
り
え
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
右
の
日
本
書
紀
の
言
葉
は
、
漢
文
体
を
正
格
の
形
で
採
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
（
世
界
）
を
一
望
の
元
に
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
村
落
し
琴
ヘ
ル
に
お
け
る
「
語
り
（
声
あ
る
い
は
音
声
）
」

（４）

か
ら
国
家
レ
ベ
ル
の
歴
史
へ
と
変
貌
し
て
い
く
も
の
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
同
時

に
そ
れ
は
村
落
共
同
体
レ
ベ
ル
の
「
特
殊
」
か
ら
国
家
レ
ベ
ル
の
「
普
遍
」
へ

と
い
う
傾
き
を
言
葉
の
質
と
し
て
示
し
て
い
た
。

右
の
「
世
界
」
を
一
望
の
元
に
捉
え
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
漢
語
漢

文
が
そ
の
機
軸
と
な
る
こ
と
は
当
然
だ
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
る
事
実
が
外
部
の

史
料
（
資
料
）
に
よ
っ
て
傍
証
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
右
の
思
考
か
ら
は
重
要
に

な
っ
て
く
る
。
神
功
・
応
神
・
雄
略
・
継
体
・
欽
明
な
ど
の
諸
巻
に
係
っ
て
、

「
百
済
記
」
「
百
済
新
撰
」
「
百
済
本
記
」
な
ど
が
（
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
は
議
論

が
あ
る
が
）
引
用
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
右
を
裏
書
き
し
て
い
よ
う
。
同
時
に

こ
れ
ら
は
、
東
ア
ジ
ア
の
中
の
日
本
が
、
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
に
な
る
か
も

（５）

明
ら
か
に
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
即
ち
、
中
国
に
対
し
て
は
調
貢
、
百
済
に
対

（６）

し
て
は
日
本
に
従
属
す
る
も
の
と
い
う
立
場
を
明
確
に
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
史
記
」
「
漢
書
」
「
後
漢
書
」
「
三
国
志
」
「
梁
書
」
「
晴
書
」
等
に
基

づ
く
移
し
い
潤
色
・
引
用
に
よ
っ
て
日
本
書
紀
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
注
意

を
要
す
る
。
日
本
書
紀
に
あ
っ
て
、
書
く
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
典
拠
あ
る
詞
句

を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
修
辞
を
磨
き
上
げ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
右
に
述

べ
た
「
普
遍
性
」
を
支
え
る
の
は
、
基
準
と
な
る
中
国
史
書
の
枠
組
み
、
こ
と

ば
、
潤
色
の
あ
り
か
た
だ
っ
た
。
そ
れ
が
高
度
に
達
成
さ
れ
る
こ
と
が
普
遍
性

へ
の
途
で
も
あ
っ
た
。
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一
、
訓
注
の
意
味
す
る
も
の

日
本
書
紀
の
訓
注
に
つ
い
て
は
、
『
書
紀
集
解
』
な
ど
が
『
日
本
書
紀
私
記
』

あ
る
い
は
後
世
の
窟
入
と
見
る
立
場
を
取
り
、
ま
た
坂
本
太
郎
氏
を
初
め
と
す

る方急篝自溌を取る。そしてこの注記についての壽は平安

（８）

朝
の
講
書
に
始
ま
る
と
い
う
。
し
か
し
小
島
憲
之
氏
は
、
結
論
的
に
次
の
よ
う

に述べられた。

要
す
る
に
、
「
書
紀
集
解
」
の
如
く
「
有
下
考
二
私
記
撹
入
一
柵
之
者
上
…
…

文
例
不
し
穏
故
也
」
（
総
論
）
と
云
っ
て
、
注
の
多
く
を
切
り
捨
て
た
も
の

や
、
或
は
養
老
奏
上
時
に
は
注
は
な
か
っ
た
と
見
る
説
に
は
賛
成
で
き
な

い
。
す
な
わ
ち
述
作
過
程
に
於
て
、
新
古
の
注
の
別
が
あ
っ
た
に
し
て

も
、
こ
れ
は
養
老
四
年
奏
上
以
前
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
含
め
て
注

の
あ
る
も
の
を
奏
上
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

とされた。

ま
た
、
大
野
晋
氏
は
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
を
研
究
す
る
上
で
の
、
日
本
書
紀

の
訓
注
の
重
要
性
を
説
い
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

日
本
書
紀
の
歌
謡
と
訓
注
と
の
仮
名
は
、
一
方
先
行
文
献
を
う
け
つ
つ

も
、
他
方
新
し
い
字
音
と
新
し
い
字
種
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
際
立
た
せ
な

が
ら
、
当
時
普
及
し
て
ゐ
た
古
事
記
・
万
葉
集
の
系
統
の
仮
名
の
流
れ
に

対
立
し
た
独
自
の
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
万
葉
仮
名
の
歴
史
の

上に特立してゐる。（『上代仮名遣の研究』八頁）

と
強
調
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
日
本
書
紀
の
訓
注
を
「
音
韻
・
清
濁
」
等
の

研
究
を
す
る
上
で
採
用
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
い
っ
て
い
る
の
だ
。
訓
注
の
存

在
に
対
す
る
基
本
的
認
識
は
右
に
尽
き
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
そ
れ
で
は
、
日
本
書
紀
の
訓
注
の
具
体
に
目
を
向
け
よ
う
。
以
下
訓
注

本
文
は
す
べ
て
岩
波
古
典
大
系
日
本
書
紀
に
従
う
。

側
至
貴
日
尊
。
自
餘
日
命
。
並
訓
美
挙
等
也
。
下
皆
効
此
。

側
顧
砺
之
間
。
此
云
美
屡
摩
沙
可
梨
爾
。

側
上
古
時
俗
、
號
鞆
謂
褒
武
多
。
（
応
神
即
位
前
紀
）

側
故
俗
人
諺
日
、
佐
歴
阿
摩
者
、
其
是
縁
也
。
（
応
神
三
年
十
一
月
）

伺
故
時
人
號
濱
藻
、
謂
奈
能
利
曾
毛
也
。
（
允
恭
紀
十
一
年
三
月
）

㈲梛毘騰耶蟠腰餌。此古語未詳也。（雄略元年三月）

例
蝶
嵐
、
人
名
。
此
云
須
我
屡
。
（
雄
略
六
年
三
月
）

側
一
云
、
禺
豆
母
利
麻
佐
、
皆
盈
積
之
貌
也
。
（
雄
略
十
五
年
）

側
言
吾
夫
何
怜
突
、
此
云
阿
我
圖
摩
播
耶
。
（
仁
賢
六
年
九
月
）

側
鹿
父
、
人
名
也
。
俗
呼
父
為
河
曾
。
（
仁
賢
六
年
九
月
）

伽
謂
海
中
嶋
曲
崎
岸
也
。
俗
云
美
佐
祁
。
（
継
体
二
十
三
年
三
月
）

⑫
田
身
山
名
。
此
云
大
務
。
（
斉
明
二
年
）

日
本
書
紀
の
訓
注
の
パ
タ
ー
ン
は
、
右
の
い
ず
れ
か
に
属
し
、
総
数
三
百
三
十

一
箇
条
を
数
え
る
。
四
○
パ
ー
セ
ン
ト
は
神
代
巻
に
集
中
し
、
神
武
巻
に
一
五

パ
ー
セ
ン
ト
、
孝
徳
巻
に
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
顕
宗
巻
に
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
っ

た
分
布
を
持
ち
、
二
五
天
皇
紀
に
注
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
場
合
は
本
文

と
同
字
で
書
か
れ
、
ま
た
あ
る
場
合
は
割
注
（
細
字
）
の
形
で
書
き
込
ま
れ
、

そ
の
役
割
は
多
様
で
あ
る
。

側
側
側
伽
の
如
く
に
、
「
俗
」
に
ど
う
云
わ
れ
て
い
る
か
を
注
し
、
側
佃
の

よ
う
に
「
上
古
」
と
い
う
時
を
指
定
し
、
い
の
よ
う
に
「
諺
」
に
、
例
側
姻
の

よ
う
に
「
人
名
・
山
名
」
で
あ
る
こ
と
を
指
定
す
る
。
ま
た
川
側
の
よ
う
に
訓

読
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
注
の
。
ハ
タ
ー
ン
と
し
て
は
、
川
側
の
形
の
も
の
が
全

体
の
九
○
。
〈
-
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
る
。

つ
ま
り
右
に
示
し
た
パ
タ
ー
ン
の
あ
り
よ
う
は
、
多
様
で
あ
る
と
は
い
え
、
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仙
側
に
ほ
と
ん
ど
尽
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
右
の
訓
注
の
あ
り

方
は
、
多
様
な
言
葉
が
多
様
な
素
材
の
中
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
支
持
す

る
。
日
本
書
紀
の
言
葉
の
特
徴
の
一
つ
の
多
様
性
を
こ
の
面
か
ら
も
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

訓
注
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
い
き
た
い
。
特
に
問
題
と
な
り
う
る
の

は
、
仙
側
の
よ
う
な
形
を
持
っ
た
訓
注
が
和
語
と
漢
語
の
葛
藤
を
通
し
て
具
体

化
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
そ
の
言
葉
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。

中
国
の
ま
つ
と
う
な
史
書
の
あ
り
方
と
い
え
ば
、
『
漢
書
経
籍
志
』
の
如
き

も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
当
然
そ
の
文
体
や
言
葉
の
必
然
に
し
た
が
っ
て
、
述

作
し
て
い
き
た
い
と
史
生
は
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
中
国
語
と
し
て
の
格
調
高
い

文
、
あ
る
べ
き
姿
に
合
致
さ
せ
た
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
伝
で
格
調
を

上
げ
れ
ば
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
即
ち
そ
の
部
分
か
ら
意
味
不
明
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
。
た
だ
ち
に
訓
注
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
史
生
の
葛
藤
苦
悩

は
尽
き
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

神
代
（
上
）
か
ら
仙
側
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
訓
注
の
い
く
つ
か
を
引
い
て

承る。④
可
美
此
云
子
麻
時

何
瑛
玉
也
此
日
努

例
柱
此
云
美
簸
旨
擢

伺
瑞
此
云
彌
圖

鯏
可
愛
此
云
哀

右
諸
例
は
対
象
と
な
る
語
を
何
と
訓
む
か
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
。
訓
注
の

中
で
も
短
く
構
造
も
単
純
な
も
の
で
あ
る
。
㈹
の
場
合
で
見
れ
ば
、
「
可
美
」

と
い
う
漢
語
に
対
応
す
べ
き
和
語
は
、
「
干
麻
時
」
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
㈱
は
同
じ
く
「
可
愛
」
と
い
う
漢
語
に
対
応
す
る
「
哀
」
と
い
う
和
語

の
存
在
を
言
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
共
に
和
語
は
万
葉
仮
名
で
、
一
字
一
音
形
式

の
表
記
法
が
取
ら
れ
る
。
日
本
書
紀
の
述
作
者
に
と
っ
て
は
「
可
美
」
「
瓊
」

「
瑞
」
な
ど
の
漢
語
は
、
遠
か
ら
ず
訓
め
な
い
語
に
な
っ
て
い
く
こ
と
、
あ
る

い
は
当
該
語
を
漢
文
体
で
記
す
場
合
、
「
可
美
」
「
柱
」
「
可
愛
」
と
表
記
す
る

（９）

外
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

アハゾＯ中
に
は
大
変
苦
し
い
漢
語
も
あ
る
。

㈲
不
須
也
凶
目
汚
稜
此
云
伊
健
之
居
梅
枳
枳
多
健
枳
。

佃
吹
棄
気
噴
之
狭
霧
此
云
浮
枳
干
都
屡
伊
浮
岐
能
佐
擬
理
。

枌
塘
塘
此
云
奴
健
等
母
母
由
羅
爾
。

い
ず
れ
も
神
代
（
上
）
の
注
の
用
例
だ
が
、
こ
れ
は
か
な
り
異
例
な
文
字
用
法

で
あ
り
、
漢
語
と
し
て
も
熟
さ
な
い
。
右
の
場
合
こ
の
訓
注
が
無
け
れ
ば
全
く

訓
む
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
相
当
な
無
理
を
重
ね
て
い
る
わ
け

で
、
和
語
を
漢
語
化
す
る
こ
と
の
困
難
さ
が
こ
う
い
っ
た
姿
を
取
っ
て
現
れ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
特
に
㈱
の
「
轌
塘
」
な
ど
擬
音
語
を
表
そ
う
と
し
て
い
る

わ
け
で
、
神
武
巻
の
「
怡
美
過
怡
美
過
過
音
倭
」
、
応
神
巻
の
「
訓
嘘
此
云
佐

塵
寶
玖
」
な
ど
と
比
較
し
て
大
変
興
味
深
い
。
擬
態
語
・
擬
音
語
を
漢
文
脈
の

中
に
い
か
に
し
て
取
り
入
れ
て
い
く
か
、
い
わ
ば
漢
訳
の
努
力
と
し
て
、
こ
れ

ら
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
岩
波
古
典
体
系
の
日
本
書
紀
の
補
注
が
、
「
訓
は

説
文
に
誇
也
と
あ
る
。
嘘
は
唯
異
之
言
と
あ
り
、
嘘
は
乱
声
の
貌
・
上
を
そ
し

り
、
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
言
葉
を
放
つ
意
。
」
と
述
べ
、
「
佐
歴
寶
玖
」
の
漢
訳
過

程
を
明
か
し
て
い
る
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
訓
注
も
あ
る
。

伽
娚
哉
此
云
阿
那
而
恵
夜
。

例
顧
晒
之
間
此
云
美
屡
摩
沙
可
利
爾
。
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文字と言葉あるいは和語と漢語の葛藤

伽
猿
泉
之
竈
此
云
譽
母
都
俳
遇
比
。

㈲
絶
妻
之
誓
此
云
許
等
度
。

例
誓
約
之
中
此
云
宇
気
譽
能
美
僻
箇
。

㈲
重
播
種
子
此
云
璽
枳
磨
枳
。

㈲
顕
神
明
之
瀝
談
此
云
歌
牟
鴬
可
利
。

例
太
諄
辞
此
云
布
斗
能
理
斗
。

右
は
す
べ
て
神
代
（
上
）
か
ら
取
っ
た
用
例
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
訓
注
の

意
味
を
漢
文
で
説
明
し
て
い
る
と
い
っ
た
態
で
あ
る
。
側
阿
那
而
恵
夜
、
伽
譽

母
都
俳
遇
比
、
制
許
等
度
、
同
歌
牟
鴦
可
利
な
ど
と
記
さ
れ
た
言
葉
は
、
万
葉

仮
名
で
表
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
語
と
し
て
の
そ
の
発
音
を
知
り
う
る

が
、
時
代
の
変
遷
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。
そ
う
い
う
可
能

性
が
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
表
音
文
字
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
の
限
界
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
本
文
側
を
見
る
こ
と
で
、
い
わ
ば
現
代
人
が
字
引

を
引
く
よ
う
に
、
そ
の
意
味
を
知
り
う
る
。
「
此
云
○
○
」
の
「
○
○
」
を
見

出
し
語
と
し
た
辞
書
の
体
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
訓
注
で
あ
っ
た
。

仰
の
訓
注
で
「
娚
哉
」
と
「
阿
那
而
恵
夜
」
の
対
応
関
係
を
見
る
と
「
餅
」

は
美
し
い
、
な
ま
め
か
し
い
の
意
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
等
号
で
結
ば
れ
る
の

は
、
「
阿
那
而
恵
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
「
哉
」
と
「
夜
」

と
の
等
号
関
係
も
見
え
て
こ
よ
う
し
、
「
阿
那
而
恵
」
の
「
阿
那
」
と
「
而
恵
」

の
関
係
も
ま
た
「
枅
哉
」
の
漢
語
表
現
か
ら
了
解
さ
れ
る
よ
う
組
糸
立
て
ら
れ

て
い
た
。
例
の
場
合
も
「
顧
明
之
間
」
は
、
振
り
向
き
顧
承
る
間
（
折
り
）
と

い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
「
美
屡
摩
沙
可
利
爾
」
と
の
対
応
で
は
次
の
よ
う
な

こ
と
が
言
え
よ
う
。
「
顧
砺
」
と
「
美
屡
」
、
「
間
」
と
「
摩
沙
可
利
」
と
の
対

応
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
”
の
場
合
は
「
痕
泉
之
竈
」
と
あ
り
、
「
喰
泉
」

が
「
譽
母
都
」
に
、
「
竈
」
が
「
俳
遇
比
」
と
各
々
対
応
す
る
。
「
猿
泉
」
は

「
黄
泉
」
か
ら
の
派
生
連
想
で
あ
ろ
う
し
、
従
っ
て
「
痕
泉
」
は
「
地
下
の
泉
、

死
者
の
行
く
と
こ
ろ
の
食
事
」
と
い
う
ふ
う
に
結
合
し
て
い
く
。
「
俳
遇
比
」

は
「
竈
」
で
ず
ば
り
表
現
し
た
。
こ
こ
に
は
微
妙
な
ズ
レ
が
見
ら
れ
る
。
「
俳

遇
比
」
は
「
竈
」
と
関
わ
る
が
、
「
俳
・
遇
比
」
と
ぶ
て
「
食
う
」
に
連
接
す
る

（皿）

と
は
言
う
も
の
の
、
直
接
に
つ
な
が
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
観
点
か
ら
見
れ

ば
、
「
顧
晒
之
間
」
の
場
合
に
も
靭
か
の
齪
蹄
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
文
と
訓
注
と
の
対
応
関
係
は
、
単
純
な
訓
読
の
場
合
を
除
い
て
、
常
に
こ
の

よ
う
な
微
妙
さ
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
訓
注
が
元
来
説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
本
文
と
訓
読
の
関

係
は
、
翻
訳
と
い
う
契
機
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
お
り
、
訳
す
と
は
結
局
客
観
化

す
る
こ
と
で
あ
り
、
説
明
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
「
布
斗
能
理
斗
」
「
歌
牟
驚
可
利
」
は
な
ぜ
漢
語
に
直
さ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
涌
く
。
そ
の
解
答
は
、
漢
文
表
現
の
中
に
和

語
表
現
が
安
定
し
て
定
着
で
き
に
く
い
か
ら
だ
、
と
い
え
よ
う
か
。
ど
う
し
て

も
「
太
諄
群
」
「
顕
神
明
之
遇
談
」
と
漢
語
表
現
に
翻
訳
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
漢
文
の
文
体
と
し
て
の
格
調
が
維
持
さ
れ
る
た
め
に
不
可
欠

で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
理
由
付
け
が
で
き
よ
う
か
。

こ
う
し
て
中
国
の
歴
史
書
に
比
肩
し
う
る
史
書
と
す
べ
く
漢
文
化
を
徹
底
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
和
語
か
ら
は
離
れ
て
し
ま
う
。
し
か
も
文
字
あ
る
い
は
表
現

は
、
文
化
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
漢
語
（
文
）
表
現
と
和
語
（
文
）
表
現

は
厳
密
な
つ
き
合
わ
せ
を
す
れ
ば
、
い
ず
れ
い
さ
さ
か
の
齪
蹄
は
免
れ
ぬ
。
そ

こ
ま
で
言
わ
な
い
に
し
て
も
、
中
国
語
な
い
し
漢
文
脈
の
中
に
日
本
の
諸
事
を

書
き
込
も
う
と
す
れ
ば
、
元
来
説
明
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
そ
の

ま
ま
訳
す
こ
と
が
で
き
な
い
語
に
は
、
漢
文
で
独
自
の
立
場
に
立
っ
た
理
解
な

い
し
解
釈
を
展
開
す
る
外
な
か
っ
た
。
側
か
ら
例
ま
で
の
訓
注
の
諸
例
が
教
え
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特集・日本書紀

る
こ
と
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

注
（
１
）
白
川
静
『
漢
字
百
話
』
「
記
号
の
体
系
」
の
章
参
照
。

（
２
）
網
野
善
彦
『
日
本
論
の
視
座
』
「
国
家
の
文
書
主
義
と
文
字
受
容
の
内
発
性
」

の章参照。

（
３
）
古
橋
信
孝
「
文
字
と
万
葉
集
」
『
古
代
文
学
釦
号
』

（
４
）
例
え
ば
、
編
年
体
に
よ
っ
て
、
で
き
ご
と
や
伝
承
を
し
か
る
べ
き
位
置
に
配

置
し
て
、
構
造
化
し
て
い
く
な
ど
と
い
う
の
も
そ
れ
に
当
た
る
。
要
す
る
に
不

可
逆
的
時
間
の
成
立
、
と
い
う
こ
と
だ
。

（
５
）
『
日
本
文
芸
史
』
（
一
七
三
頁
）

（
６
）
斉
明
紀
に
、
「
是
歳
、
飛
鳥
の
岡
本
に
、
更
に
宮
地
を
定
む
。
時
に
高
麗
・

百
済
・
新
羅
、
並
び
に
使
を
遣
わ
し
て
調
進
る
・
」
（
斉
明
二
年
是
歳
）
な
ど
と

い
う
記
事
も
あ
り
、
視
線
が
外
に
向
い
て
お
り
、
あ
る
い
は
ア
ジ
ア
世
界
に
お

け
る
日
本
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
の
存
在
を
確
認
で
き
る
。

（
７
）
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
（
上
）
二
九
九
頁
以
降
。

（
８
）
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
８
』
「
日
本
書
紀
私
記
」
（
丁
本
）
一
九
八
頁
の
問
答

を参照。

（
９
）
『
岩
波
講
座
日
本
語
叩
』
（
一
七
’
一
八
頁
）

（
ｍ
）
岩
波
古
典
大
系
日
本
書
紀
当
該
条
の
補
注
に
、
「
喰
泉
」
に
関
す
る
論
及
が

あ
る
。
参
照
を
願
い
た
い
。

付
記

私
の
事
情
で
意
を
尽
せ
な
い
結
果
に
な
り
ま
し
た
こ
と
を
、
編
集
委
員
の
方

々
に
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
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