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序
章
　
日
本
語
に
は
正
書
法
が
な
い

正
書
法
と
は
何
か

　
ⅵ正
書
法(orthography)
」
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
、
あ
ま
り
目
に
し
た
り
、
耳
に
し
た
り
す
る
こ
と
の

な
い
表
現
で
あ
る
。
英
語
「orthography

」
の
「ortho-

」
は
「
正
」、「-graphy

」
は
「
書
く
方
式
」
で
あ

る
の
で
、
そ
こ
か
ら
考
え
れ
ば
、「
正
書
法
」
と
は
「
正
し
く
書
く
方
式
＝
正
し
い
書
き
方
」
で
あ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
「
正
書
法
」
が
日
本
語
に
は
な
い
、
と
い
う
の
が
本
書
の
書
名
で
あ
る
。
書
名
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
本
書
の
テ
ー
マ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
序
章
に
お
い
て
、「
正
書
法
」
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、「
正
書
法
」
は
、
言
語
単
位
と
し
て
の
「
語
」
を
対
象
と
し
て
い
る
。
原
理
的
に
は
、「
文
」
を
正

し
い
方
式
に
従
っ
て
書
く
、
あ
る
い
は
、「
文
章
」
を
正
し
い
方
式
に
従
っ
て
書
く
と
い
う
こ
と
を
「
正
書

法
」
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
ま
ず
は
語
を
単
位
と
し
た
正
し
い
書
き
方
が
「
正
書
法
」
で
あ
る

こ
と
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。
ま
た
、「
上
手
な
書
き
方
」
で
は
な
く
「
正
し
い
書
き
方
」
で
あ
る
こ
と
に
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も
留
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
言
語
を
特
定
し
な
け
れ
ば
、
具
体
的
に
「
正
書
法
」
を
話
題
に
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
と
は
言
語
が
異
な
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
「
正
書

法
」
が
あ
る
。
ま
た
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
英
語
の
書
き
方
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
書
き
方
と
を
重
ね
合
わ
せ

る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　
次
に
、「
正
書
法
」
に
お
い
て
は
、「
正
」
と
い
う
こ
と
が
重
要
に
な
る
。「
正
＝
正
し
い
書
き
方
」
が
あ

る
と
い
う
こ
と
は
「
誤
＝
誤
っ
た
書
き
方
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
日
本
語
の
「
キ
ク

(

聞)

」
に
あ
た
る
語
を
英
語
で
は
「listen

」
と
書
く
。
こ
の
「
書
く
」
と
い
う
こ
と
も
も
う
少
し
考
え
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
英
語
の
場
合
に
語
を
「
書
く
」
と
い
う
の
は
、
少
々
ま
わ
り
く
ど
く
い
え
ば
、
英
語
を
書

く
た
め
の
文
字
で
あ
る
ロ
ー
マ
字(R

om
an

alphabet)

を
、
あ
る
決
ま
っ
た
順
に
並
べ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「listen

」
と
「silent

」
と
は
、
使
っ
て
い
る
ロ
ー
マ
字
の
種
類
は
ま
っ
た
く
等
し
い
が
、
並
び
順
が
異
な
る
。

並
び
順
が
異
な
れ
ば
別
の
単
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
英
語
「listen

」
は
こ
の
順
に
ロ
ー
マ
字
を
並
べ
る

一
つ
の
書
き
方
し
か
な
い
。
語
の
書
き
方
が
一
つ
し
か
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
書
き
方
は
「
誤
り
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル(L

ew
is

C
arroll)

ⅳ不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』
の
第
九
章
の
末
尾
近
く
に
、“

T
hat’s

the
reason

they’re
called

lessons,─
the

G
ryphon

rem
arked:┣because

they
lessen

from
day

to
day.”

(〈

「
だ
か
ら
こ
そ
レ
ッ
ス
ン
っ
て
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
こ
ん
ど
は
グ
リ
フ
ォ
ン
が
こ
う
い
っ
た
。「
一
日
一
日
と
減
っ
て

レ
ッ
ス
ン

い
く

�



ん
だ
か
ら
な
」〉

北
村
太
郎
訳
『
ふ
し
ぎ
の
国
の
ア
リ
ス
』
一
九
九
二
年
刊
、
集
英
社
文
庫
、
一
六
二
頁)

と
い
う
行く

だ

り
が
あ

る
。「lesson

」
と
「lessen

」
と
が
同
音
で
あ
る
こ
と
を
使
っ
た
表
現
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
異
な
る
語

の
発
音
が
同
一
、
す
な
わ
ち
、「
同
音
異
語
」
が
綴
り
方
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

文
字
が
、
こ
の
場
合
で
い
え
ば
、「
o
」
で
あ
る
か
「
e
」
で
あ
る
か
が
語
の
識
別
に(

つ
よ
く)

関
与
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。〈

減
る〉

と
い
う
語
義
の
語
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
「lessen

」
と
書
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
正
書
法
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
現
時
点
で
み
て
、
と
い
う
限
定
を
つ
け
た
述
べ
方
に
し
て
お
く
が
、
ロ
ー
マ
字
の
よ
う
な
表

音
文
字
も
、
発
音
し
た
ま
ま
に
書
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
発
音
が
同
じ
で
も
綴
り
が
異
な
る
こ
と

は
あ
る
。

　
日
本
語
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
「
カ
ス
ミ(

霞)

」
と
い
う
語
は
、
平
仮
名
で
書
く
の
で
あ
れ
ば
「
か
す

み
」
と
、
日
本
語
を
書
く
た
め
の
文
字
で
あ
る
平
仮
名
を
こ
の
順
で
並
べ
る
し
か
な
い
。「
カ
ス
ミ
」
を
書

く
つ
も
り
で
、「
す
み
か
」
と
書
い
た
ら
、
別
の
語
に
な
る
。
こ
れ
は
英
語
と
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、「
カ

ス
ミ
」
と
い
う
語
は
つ
ね
に
平
仮
名
で
「
か
す
み
」
と
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
現
代
で

あ
れ
ば
、
む
し
ろ
「
霞
」
の
よ
う
に
、
表
語
文
字
＝
表
意
文
字
で
あ
る
漢
字
で
書
く
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
片
仮
名
で
「
カ
ス
ミ
」
と
書
い
て
も
よ
い
。「
書
い
て
も
よ
い
」
と
い
う
の
は
「
誤
り
」
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
は
ロ
ー
マ
字
で
「kasum

i

」
と
書
い
て
も
「
誤
り
」
と
は
い
え
な
い
。
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複
数
の
文
字
種

　
ⅵカ
ス
ミ
」
は
『
万
葉
集
』
に
も
使
わ
れ
て
い
る
語
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
で
は
、「
佐さ

保ほ

山や
ま

に
た
な
び
く

霞(

多
奈
引
霞)

見
る
ご
と
に
妹い
も

を
思
ひ
出い

で
泣
か
ぬ
日
は
な
し
ⅶ(

巻
三
・
四
七
三)

の
よ
う
に
、
現
在
と
同
じ

よ
う
に
漢
字
「
霞
」
一
字
で
和
語
「
カ
ス
ミ
」
を
表
わ
す
場
合
と
、「
霞
立
つ(

可
須
美
多
都)

春
の
初
め
を

今
日
の
ご
と
見
む
と
思
へ
ば
楽
し
と
そ
思も

ふ(

多
努
之
等
曽
毛
布)

ⅶ(

巻
二
十
・
四
三
棚
棚)

の
よ
う
に
、
三
音

節
語
で
あ
る
「
カ
ス
ミ
」
の
一
音
節
ず
つ
に
「
可
須
美
」
と
漢
字
を
あ
て
る
書
き
方
の
両
様
が
み
ら
れ
る
。

『
古
事
記
』
に
は
、「
イ
ヅ
シ
ヲ
ト
メ(

伊
豆
志
袁
登
売)

」
と
い
う
女
性
神
に
求
婚
す
る
、「
ア
キ
ヤ
マ
ノ
シ

タ
ビ
ヲ
ト
コ(

秋
山
之
下
氷
壮
夫)
」
と
「
ハ
ル
ヤ
マ
ノ
カ
ス
ミ
ヲ
ト
コ(

春
山
之
霞
壮
夫)

」
と
い
う
兄
弟
の

神
が
登
場
す
る
が
、「
カ
ス
ミ
」
に
は
や
は
り
「
霞
」
字
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。「
カ
ス
ミ
」
を
漢
字
で
「
可

須
美
」
と
書
く
の
は
漢
字
を
「
万
葉
仮
名
」
と
し
て
使
っ
て
書
い
た
こ
と
に
な
る
。「
万
葉
仮
名
」
に
つ
い

て
は
第
一
章
で
詳
し
く
採
り
上
げ
る
。

　
ⅵカ
ス
ミ
」
と
い
う
語
を
仮
名
で
書
く
と
い
う
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
書
き
方
は
一
通
り
で
あ

る
。
平
成
二
十
二
年
十
一
月
三
十
日
に
内
閣
告
示
さ
れ
た
、
新
し
い
「
常
用
漢
字
表
ⅶ(

以
下
、
こ
れ
を
新

「
常
用
漢
字
表
」
と
呼
び
、
昭
和
五
十
六
年
十
月
一
日
に
内
閣
告
示
さ
れ
た
も
の
を
旧
「
常
用
漢
字
表
」
と

呼
ぶ
こ
と
に
す
る)

に
「
霞
」
字
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
小
学
校
の
漢
字
の
試
験
で
「
カ
ス
ミ
を
漢

�



字
で
書
き
な
さ
い
」
と
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
仮
に
そ
う
し
た
漢
字
の
試
験
が
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、「
霞
」
字
が
正
し
い
と
判
断
さ
れ
、「
霧
」
字
は
誤
り
と
な
る
。
仮
名
で
書
き
な
さ
い
、
漢
字
で
書

き
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
れ
ば
正
誤
も
決
ま
る
。
そ
れ
は
、
つ
ま
り
、
使
う
文
字
の
種
類
＝

文
字
種
が
決
ま
っ
て
い
れ
ば
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
語
に
正
書
法
が
な
い
の
は
、

文
字
化
す
る
に
あ
た
っ
て
使
う
文
字
の
種
類
が
、
仮
名(

平
仮
名
・
片
仮
名)

、
漢
字
と
複
数
あ
る
こ
と
に
ま

ず
は
起
因
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
あ
る
語
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
平
仮
名
で
書
く
か
、
片
仮
名
で
書
く
か
、
漢
字
で
書
く
か
、
と
い
う
こ
と

は
、
現
代
で
あ
れ
ば
、
多
く
の
人
が
こ
の
よ
う
に
書
く
と
い
う
書
き
方
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
絶
対
に

そ
う
書
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。「
多
く
の
人
が
こ
の
よ
う
に
書
く
」
と
い
う
書
き

方
を
仮
に
「
標
準
的
表
記
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
と
、
現
代
は
「
標
準
的
表
記
」
が
ほ
ぼ
確
立
し
て
い
る
時

期
と
い
え
る
。
し
か
し
「
標
準
的
表
記
」
は
「
正
書
法
」
で
は
な
い
。「
正
書
法
」
と
は
こ
れ
以
外
の
書
き

方
は
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
あ
る
書
き
方
に
関
し
て
、
○
か
′
か

が
決
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
標
準
的
表
記
」
が
確
立
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
に
照
ら
し
て
、
あ
る

書
き
方
に
関
し
て
、「
普
通
は
そ
う
は
書
か
な
い
」
と
か
「
お
か
し
な
書
き
方
だ
」
と
思
う
こ
と
が
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
を
「
間
違
っ
て
い
る
」
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
そ
こ
に
「
標
準
的
表
記
」
と
「
正
書
法
」
と
の
違

い
が
あ
る
。
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ⅵあ
る
語
を
書
く
」
と
表
現
し
た
場
合
の
「
書
く
」
を
「(

音
声
言
語
の)

文
字
化
」
と
表
現
し
て
み
る
。

そ
う
す
る
と
、
文
字
化
さ
れ
た
も
の
か
ら
、
書
き
手
が
意
図
し
て
い
た
語(

＝
音
声
言
語)

が
「
復
元
」
で
き

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
字
化
さ
れ
た
も
の
を
み
た
百
人
全
員
が
、
書
き
手
が
意
図
し
て
い
た
語
に
い
き
つ

く
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
が
、
そ
う
で
も
な
い
書
き
方
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
逆
に
、
書
き
手
が
意
図
し

て
い
た
語
に
百
人
の
誰
も
い
き
つ
く
こ
と
が
で
き
ず
に
、
別
の
語
に
百
人
が
い
き
つ
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の

書
き
方
は
そ
の
百
人
が
暮
ら
す
「
文
字
社
会
」
で
は
「
間
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
ⅵ標
準
的
表
記
」
が
か
な
り
な
「
固
さ
」
で
確
立
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
実
は
、
現
代
と
い
う
時
代
に

特
有
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
か
ら
、
ま
だ
百
年
も
た
っ
て
い
な
い
。
今
か
ら
百
年

前
は
一
九
一
三(

大
正
二)

年
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
原
理
的
に
も
、
ま
た
具
体
的
に
も
、
現
代
と
は
ま
っ

た
く
異
な
る
、
多
様
な
日
本
語
表
記
が
展
開
し
て
い
た
。
日
本
語
表
記
が
多
様
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

結
局
は
日
本
語
が
多
様
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
稿
者
は
そ
れ
が
よ
か
っ
た
と
主
張
す
る
わ
け
で

は
な
い
。
た
だ
、
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
は
知
っ
て
お
い
て
よ
い
し
、
知
っ
て
お
く
必
要
は
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
明
治
期
の
日
本
語
の
多
様
性
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
で
詳
し
く
述
べ
た
い
。

書
き
方
に
選
択
肢
が
あ
る

　
例
え
ば
、
新
「
常
用
漢
字
表
」
に
は
「
足
ⅶ・
ⅵ脚
」
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
両
者
に
「
あ
し
」
と
い
う
訓
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が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
和
語
「
ア
シ
」
を
漢
字
で
書
く
に
あ
た
っ
て
「
足
」
と
書
い
て
も
、

「
脚
」
と
書
い
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
分
は
こ
う
い
う
時
に
は
「
足
」
字
を
使
い
、
こ
う
い
う

時
に
は
「
脚
」
字
を
使
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
「
判
断
」
が
ひ
ろ
く
共
有
さ
れ
て
い

れ
ば
、
そ
の
使
い
方
が
「
標
準
的
表
記
」
に
近
づ
く
。
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
国
語
辞
書
の
中
に
は
、〈

足

首
か
ら
下
の
部
分〉

の
語
義
に
は
「
足
」
を
使
い
、〈

物
の
下
部
に
あ
っ
て
本
体
を
支
え
る
部
分〉

の
語
義
に

は
多
く
「
脚
」
を
使
う
、
な
ど
と
細
か
く
記
述
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
で
は
「
テ
ー
ブ
ル
の
足
」
と
書

い
て
は
い
け
な
い
か
、
と
い
え
ば
そ
う
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
、
や
は
り
「
正
誤
」
と
ま
で
は
い

え
な
い
。

　
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
整
理
す
る
。
ま
ず
日
本
語
を
書
く
、
つ
ま
り
文
字
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、

使
う
こ
と
が
で
き
る
文
字
種
が
複
数
あ
る
。
表
音
文
字
で
あ
る
仮
名
と
、
表
語
文
字
＝
表
意
文
字
で
あ
る
漢

字
と
い
う
、
語
に
あ
て
る
原
理
を
異
に
す
る
二
種
類
の
文
字
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
仮
名
に
も
平

仮
名
と
片
仮
名
と
二
種
類
あ
る
。
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
一
つ
、
あ
る
い
は
複
数
を
組
み
合
わ
せ
て
日
本
語
を

書
く
こ
と
が
で
き
る
。「
オ
ビ
ヤ
カ
ス
・
オ
ド
カ
ス
」
を
「
脅
か
す
」
と
書
く
の
は
、
漢
字
と
平
仮
名
と
を

混
ぜ
て
使
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
仮
名
で
書
く
か
、
仮
名
で
書
く
場
合
に
平
仮
名
で
書
く
か
、
片
仮
名
で
書
く
か
、
漢
字
の
み
で
書
く
か
、

漢
字
と
仮
名
と
を
混
ぜ
て
書
く
か
、
と
い
う
こ
と
が
原
理
的
に
は
選
べ
る
。
つ
ま
り
使
う
文
字
種
に
選
択
肢
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が
あ
る
。
ま
た
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
る
語
に
あ
て
る
漢
字
は
一
種
類
し
か
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
複
数

あ
る
場
合
も
あ
る
。
複
数
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
ま
た
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
も
選
択
肢
が
あ
る
。「
正
書

法
」
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
書
き
方
が
複
数
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
書
き
方
が
複
数
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

言
い
換
え
れ
ば
、「
書
き
方
に
選
択
肢
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

表
記
論
が
成
り
立
つ
言
語
と
成
り
立
た
な
い
言
語

　
ⅳ文
部
省
学
術
用
語
集
　
言
語
学
編
ⅴ(

一
九
九
七
年
日
本
学
術
振
興
会
発
行)

と
い
う
本
が
あ
る
。「
序
文
」
に

は
「
難
解
で
多
様
な
学
術
用
語
を
整
理
統
一
し
、
平
易
簡
明
な
も
の
に
す
る
こ
と
は
、
学
術
の
進
歩
と
そ
の

正
し
い
普
及
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
学
術
用
語
を
統
一
す
る
た
め
に
編
ま

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
第
一
部
が
和
英
の
部
、
第
二
部
が
英
和
の
部
と
な
っ
て
お
り
、
日
本
語
の
学
術
用
語

か
ら
そ
れ
に
対
応
す
る
英
語
、
英
語
の
学
術
用
語
か
ら
そ
れ
に
対
応
す
る
日
本
語
が
検
索
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
言
語
学
の
分
野
を
例
に
す
れ
ば
、「
音
韻
論
」
に
は
「phonology

」、「
形
態
論
」
に
は
「m

or-

phology

」、「
統
語
論
」
に
は
「syntax

」、「
意
味
論
」
に
は
「sem

antics

」
が
対
応
し
て
い
る
。「
表
記
」

に
は
「transcription

」、「
表
記(

法)

」
に
は
「notation
」
が
対
応
し
て
い
る
が
、「
表
記
論
」
と
い
う
項
目

は
項
目
そ
の
も
の
が
な
い
。
こ
れ
は
言
語
学
の
入
門
書
な
ど
で
も
同
様
で
、「
表
記
論
」
が
言
語
学
の
分
野

と
し
て
た
て
ら
れ
て
い
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い
。

	



　
ⅵ正
書
法
」
が
あ
る
言
語
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
書
き
方
が
一
通
り
で
、
選
択
肢
が
な
い
た
め
に
、
そ

こ
に
は
言
語
学
上
「
何
も
問
題
が
な
い
」
と
み
な
さ
れ
や
す
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
表
記
論
」
と
い
う

論
が
あ
ま
り
必
要
で
な
い
言
語
も(

少
な
か
ら
ず)

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
稿
者
は
、
こ
こ
か
ら
「
だ
か

ら
日
本
語
は
」
と
い
う
話
に
展
開
し
た
く
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
の
よ
う
に
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
よ
っ
て
文
字
化
を
お
こ
な
う
言
語
、
中
国
語
の
よ
う
に
、
原
則
と
し
て
一
つ
の
語
に
一
つ
の

漢
字
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
字
化
を
お
こ
な
う
言
語
、
と
は
原
理
的
に
異
な
る
文
字
化
が
日
本
語
に
お

い
て
は
ず
っ
と
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
、
そ
れ
を
注
視
す
る
こ
と
で
日
本
語
そ
の

も
の
に
つ
い
て
の
観
察
を
よ
り
深
い
も
の
に
し
た
い
と
思
う
。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
正
書
法
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
「
書
き
方
に
選
択
肢
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と

で
、「
選
択
肢
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
何
を
選
択
す
る
か
と
い
う
「
判
断
」
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。「
判
断
」
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
文
字
化
す
る
「
個
人
」
が
お
こ
な
う
こ
と
に
な
る
が
、
文
字
化
さ
れ

た
も
の
が
多
く
の
人
に
と
っ
て
「
よ
め
る
も
の
」
で
あ
る
た
め
に
は
そ
の
「
判
断
」
が
多
く
の
人
に
共
有
さ

れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、「
判
断
」
は
い
わ
ば
不
特
定
多
数
の
人
の
「
判
断
」
の
集
積
、
結

局
は
あ
る
時
代
や
あ
る
文
字
社
会
の
「
判
断
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
、
書
き
方
に
つ
い
て
の

「
判
断
」
と
日
本
語
そ
の
も
の
の
あ
り
か
た
と
は
関
係
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
。
本
書
に
副
題
は
つ
い
て
い

な
い
が
、
あ
え
て
つ
け
る
と
す
れ
ば
「
表
記
を
と
お
し
て
み
た
日
本
語
の
歴
史
」
と
な
る
だ
ろ
う
。「
表
記
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を
と
お
し
て
み
た
日
本
語
の
歴
史
」
は
「
日
本
語
の
歴
史
を
と
お
し
て
み
た
表
記
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
に
書
か
れ
た
『
平
家
物
語
』

　
印
刷
と
い
う
文
字
化
の
手
段
が
広
通
す
る
の
は
、
早
く
み
て
も
江
戸
期
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
で
あ
れ
ば
、

文
字
化
と
は
「
手
で
書
く
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
室
町
期
以
前
に
成
立
し
た
古
典
文
学
作
品
は
、
手
で
書
か
れ

た
写
本(m

anuscript)
と
し
て
現
在
に
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
書
き
写
そ
う
と
し
て
も
、
電

子
複
写
を
す
る
よ
う
に
、
同
じ
よ
う
に
は
写
せ
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
も
そ
も
文
献
を
手
で
書

き
写
す
に
あ
た
っ
て
の
「
ま
っ
た
く
同
じ
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
あ
る
も
の
と
あ
る
も
の
と
が
「
同
じ
」
で
あ
る
と
判
断
す
る
た
め
に
は
、
規
準
が
必
要
に
な
る
。

　
ⅳ平
家
物
語
』
は
異
本
が
多
い
こ
と
で
知
ら
れ
る
文
学
作
品
で
あ
る
が
、
内
容
や
成
立
過
程
で
は
な
く
て
、

「
書
き
方
」
に
着
目
し
た
場
合
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
書
か
れ
た
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
。
全
体
を
百
二
十
句

に
分
け
る
「
百
二
十
句
本
」
と
呼
ば
れ
る
テ
キ
ス
ト
の
場
合
、
そ
の
第
九
十
四
句
の
、
全
体
を
十
二
巻
と
す

る
テ
キ
ス
ト
の
場
合
に
は
そ
の
第
十
巻
の
「
海か

い

道ど
う

下く
だ
り」
と
呼
ば
れ
る
一
節
の
数
行
を
左
に
掲
げ
て
み
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
の
一
行
の
字
詰
め
を
そ
の
ま
ま
保
存
し
て
あ
る
。
Ａ
は
慶
應
義
塾
大
学
附
属
図
書
館
蔵

「
斯し

道ど
う

文
庫
本
」、
Ｂ
は
国
立
国
会
図
書
館
蔵
百
二
十
句
本
、
Ｃ
は
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
「
平
松
家
本
」

で
あ
る
。
Ｂ
は
濁
点
を
使
用
し
て
い
る
。
Ｂ
の
「〈

ハ〉

」
は
そ
の
箇
所
に
、
現
在
の
片
仮
名
「
ハ
」
と
ち
か
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