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更
新

の
講
義
内
容

書
と
活
字
言
語(

唐
顔
眞
卿
と
明
朝
体
文
字)

16

萩
原

義
雄

書
に
関
す
る
書
物
及
び
雑
誌
は
、
過
去
現
在
を
含
め
て
数
多
く
出
版
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
雑
誌
「
書
苑
」
に

つ
い
て
焦
点
を
当
て
て
み
る
に
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
と
時
代
を
次
い
で
、
書
の
諸
事
象
に
つ
い
て
の
記
事
を
掲
載
し

て
き
て
い
る
。
当
時
と
し
て
は
画
像
印
画
の
余
り
よ
く
な
い
な
か
で
、
活
字
文
字
と
と
も
に
書
作
品
を
多
数
載
せ
て
い

る
こ
と
は
嬉
し
い
。
こ
こ
に
も
日
本
語
と
し
て
、
「
書
か
ら
み
た
日
本
の
こ
と
ば
」
の
特
徴
を
位
置
づ
け
る
に
ふ
さ
わ

し
い
内
容
が
多
く
散
見
す
る
こ
と
を
以
て
、
こ
の
時
間
の
提
議
題
目
と
し
て
み
た
。

日
本
の
書
と
は
「
縦
書
き
」
な
り

日
本
の
書
を
知
る
う
え
で
、
京
都
大
学
国
文
学
教
授
で
あ
ら
れ
た
吉
澤
義
則
博
士
の
書
に
対
す
る
一
言
が
耳
に
響
い

て
く
る
。

「
明
治
天
皇
の
御
製
に

甜
を
さ
な
く
も

選
び
け
る
か
な

執
る
筆
の

力
は
我
に

あ
る
べ
き
も
の
を

と
あ
る
。
書
は
決
し
て
筆
端
の
藝
で
も
な
け
れ
ば
、
小
手
先
の
技
で
も
無
い
。
全
人
格
を
さ
な
が
ら
に
打
出
し
た

姿
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
先
づ
己
を
深
め
な
け
れ
ば
、
書
ば
か
り
深
く
な
る
筈
は
無
い
も
の
で
あ
る
」
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〔
「
書
の
友
」
昭
和
十
五
年
一
月
號
〕

の
な
か
に
、
日
本
の
書
が
将
来
進
む
べ
き
道
の
極
意
を
こ
の
よ
う
に
提
言
さ
れ
た
。
こ
の
書
論
は
、
戦
後
日
本
の
書
道

が
歩
む
道
と
は
一
線
が
引
か
れ
て
い
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
流
れ
は
戦
後
六
十
年
を
経
過
し
た
昨
今
、
ど

の
よ
う
な
方
向
で
若
い
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
く
か
と
い
う
局
面
に
立
っ
た
と
き
、
人
の
内
面
に
及
ぶ
日
本
の
書
が
今

後
ど
う
活
か
さ
れ
る
の
か
を
こ
こ
に
見
定
め
て
お
き
た
い
と
い
う
心
が
動
く
か
ら
だ
。
日
本
人
の
社
会
組
織
は
凡
て
の

こ
と
に
右
習
い
方
式
が
多
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
無
か
ろ
う
。
こ
の
世
界
に
ヒ
ト
し
て
の
個
性
は
全
く
働
か
な
い
。
単

一
主
義
に
一
辺
倒
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
部
内
で
回
覧
さ
れ
る
書
類
一
つ
で
も
、
現
在
は
縦
書
き
で
書

記
し
た
も
の
は
一
切
受
け
入
れ
な
い
と
い
う
。
と
に
か
く
、
横
書
き
の
書
類
に
統
一
傾
向
に
あ
る
。
あ
る
意
味
で
の
読

む
思
考
意
欲
を
と
て
つ
も
な
く
変
え
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
の
は
私
の
感
性
だ
け
が
こ
う
観
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か

…
…
。
こ
う
し
て
、
手
書
き
で
は
な
く
、
ワ
ー
プ
ロ
入
力
す
る
と
き
も
、
縦
書
き
入
力
を
専
一
に
し
て
い
る
私
に
す
れ

ば
、
横
書
き
入
力
が
ど
ん
な
に
思
考
回
路
に
そ
ぐ
わ
な
い
か
を
こ
れ
ま
で
の
経
験
が
示
唆
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
実

際
に
、
一
時
期
私
自
身
も
横
書
き
入
力
を
実
施
し
て
い
た
が
、
こ
の
方
法
で
は
長
続
き
し
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た

か
ら
だ
。
気
づ
い
た
ら
愈
々
横
書
き
を
辞
め
た
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
し
っ
か
り
改
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
、
い
わ
ば

深
い
底
な
し
沼
に
ず
る
ず
る
と
脚
を
取
ら
れ
る
ま
で
前
進
す
る
よ
り
は
、
そ
の
場
を
一
刻
も
早
く
撤
退
し
て
本
来
通
る

べ
き
で
あ
っ
た
道
を
選
ぶ
、
こ
の
勇
気
が
今
の
私
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
日
本
の
書
記
言
語
文
化
に
は
必
要
だ
と
い
う

こ
と
を
痛
感
す
る
か
ら
で
あ
る
。

書
の
能
力
開
発
は
、
一
辺
倒
主
義
で
い
く
必
要
は
さ
ら
さ
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
横
書
き
あ
り
、
縦
書
き
あ
り
で
い
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
私
は
ど
う
も
自
分
が
横
書
き
派
で
は
な
く
、
縦
書
き
派
で
あ
る
こ
と
に
漸
く
遅
ま
き

な
が
ら
も
気
づ
か
さ
れ
た
日
本
人
の
一
人
な
の
で
あ
る
。
異
国
イ
タ
リ
ア
、
ロ
ー
マ
で
の
研
究
生
活
が
こ
の
難
儀
な
問

題
を
助
長
し
て
い
く
と
っ
か
か
り
と
も
な
っ
た
か
ら
不
思
議
だ
。
あ
の
と
き
、
縦
書
き
の
日
本
の
書
物
に
私
は
朝
か
ら

晩
ま
で
と
っ
ぷ
り
使
っ
て
い
た
。
パ
ソ
コ
ン
に
常
備
し
た
資
料
も
多
く
縦
書
き
な
の
に
、
打
ち
出
す
画
面
が
横
で
疲
労
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が
増
し
て
い
く
一
方
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
或
日
辞
め
て
、
素
直
に
資
料
の
縦
書
き
に
順
っ
て
打
ち
出
し
て
い
く
こ
と
に

し
た
。
実
に
滑
ら
か
に
こ
と
ば
が
整
っ
て
い
く
こ
と
に
気
づ
き
は
じ
め
た
か
ら
だ
。
こ
の
書
き
方
向
を
チ
ェ
ン
ジ
し
た

こ
と
の
経
緯
が
書
の
は
じ
め
に
こ
と
わ
り
た
か
っ
た
主
旨
で
も
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
ど
こ
が
ど
う
違
う
の
か
を
言
い
置

く
こ
と
も
大
切
で
あ
ろ
う
か
ら
次
に
気
づ
き
の
観
点
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

縦
書
き
に
し
た
こ
と

新
聞
や
文
芸
雑
誌
の
多
く
は
、
今
も
日
本
で
は
縦
書
き
を
貫
い
て
い
る
。
で
も
、
そ
の
新
聞
や
文
芸
雑
誌
で
も
金
銭

が
絡
む
広
告
媒
体
類
は
、
横
書
き
文
字
が
躍
る
か
ら
言
わ
ず
も
が
な
か
も
知
れ
な
い
。
慥
か
に
目
に
飛
び
込
む
素
早
さ

で
は
横
書
き
に
勝
る
も
の
は
な
い
よ
う
だ
。
瞬
間
的
洞
察
力
は
、
タ
テ
よ
り
ヨ
コ
が
勝
る
。
だ
が
、
深
慮
的
洞
察
力
は
、

ヨ
コ
よ
り
も
タ
テ
が
勝
る
こ
と
を
こ
こ
に
お
伝
え
し
て
お
こ
う
。
記
憶
の
消
え
ゆ
く
速
度
を
測
定
し
て
測
っ
た
と
き
、

「
萱
艸
」
と
「
勿
忘
草
」
の
話
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
こ
の
タ
テ
と
ヨ
コ
の
書
記
方
法
は
、
こ
の
影
響
を
真
っ

わ
す
れ
ぐ
さ

わ
す
れ
な
ぐ
さ

向
か
ら
知
ら
し
め
て
い
る
こ
と
が
判
っ
た
。
素
速
く
見
て
即
座
に
忘
れ
た
い
の
で
あ
れ
ば
「
横
書
き
」
に
限
る
。
じ
っ

く
り
読
ん
で
心
の
奥
底
に
留
め
置
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
「
縦
書
き
」
を
お
奨
め
す
る
次
第
で
あ
る
。
人
に
は
、

一
刻
も
早
く
忘
れ
た
い
と
思
う
気
持
ち
と
、
い
つ
ま
で
も
心
に
し
ま
っ
て
お
き
た
い
と
願
う
正
に
裏
腹
な
気
持
ち
が
働

い
て
い
る
か
ら
だ
。
私
た
ち
日
本
人
は
こ
の
両
用
を
実
に
旨
く
使
い
分
け
て
き
た
。

覚
え
書
き
ノ
ー
ト
に
近
い
書
記
資
料
を
企
て
た
と
き
、
横
書
き
を
選
ぶ
か
多
少
時
間
が
余
計
に
か
か
ろ
う
が
縦
書
き

を
選
択
す
る
自
由
さ
が
ま
ず
あ
る
。

次
に
、
文
字
の
バ
ラ
ン
ス
が
も
の
を
言
い
始
め
る
。
こ
れ
は
手
書
き
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
そ
の
極
度
は
顕
著
と
な
る
。

た
と
え
ば
、
「
十
」
の
文
字
だ
が
、
イ
タ
リ
ア
に
い
る
時
、
私
は
こ
の
「
十
」
は
「
十
字
架
」
の
対
象
で
も
あ
っ
た
か
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ら
、
常
に
脳
裏
に
焼
き
付
い
て
い
た
。
こ
の
「
十
」
文
字
が
必
ず
し
も
バ
ラ
ン
ス
よ
く
真
ん
中
に
な
く
て
も
漢
字
の
美

的
バ
ラ
ン
ス
は
揺
る
が
な
い
。
実
際
、
五
世
紀
に
書
写
さ
れ
た
「
十
」
文
字
は
左
寄
り
で
あ
っ
た
が
、「
｜
」
棒
と
「
―
」

棒
の
長
短
の
長
さ
を
以
て
安
定
し
た
「
天
地
」
の
枠
取
り
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
凡
て
横
に
し
て
書
き
出
す
と
、

こ
の
天
地
の
感
覚
的
な
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
、
文
字
は
見
事
に
バ
ラ
バ
ラ
に
総
崩
れ
し
て
並
び
始
め
る
。
天
地
の
意
識

は
建
築
工
学
で
は
も
っ
と
も
崇
高
な
も
の
を
意
識
す
る
。
バ
ベ
ル
の
塔
の
よ
う
に
縦
に
高
く
組
み
、
積
み
上
げ
て
い
く

芸
術
性
溢
れ
る
空
間
が
求
め
ら
る
の
も
そ
の
た
め
に
他
な
る
ま
い
と
気
づ
か
さ
れ
た
。
漢
字
の
縦
書
き
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
叡
智
あ
る
建
築
物
に
等
し
い
。
逆
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
文
字
を
横
書
き
に
求
め
た
世
界
が
私
の
な
か
で
見
え
て
き
た

の
だ
。
日
本
は
地
べ
た
に
這
い
蹲
る
よ
う
に
平
た
く
凡
て
を
上
に
構
築
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
強
い
て
天
地
を
意

識
し
た
構
築
物
は
仏
教
建
築
で
あ
る
五
重
塔
に
他
な
ら
な
い
。
実
に
特
殊
な
建
築
様
式
で
あ
り
、
見
上
げ
は
す
る
も
の

の
こ
こ
に
は
人
は
住
ま
い
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
故
に
苦
心
惨
憺
し
て
本
邦
の
宮
大
工
職
人
は
、
こ
の
建
物
を
日
本
で

再
現
し
た
。
そ
れ
は
、
逆
に
ヨ
ー
ロ
ー
ッ
パ
の
人
た
ち
が
私
た
ち
の
意
図
も
簡
単
に
書
き
出
す
こ
の
縦
書
き
文
字
に
悩

む
に
似
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
私
は
こ
の
時
そ
ん
な
気
が
し
た
。

第
三
に
横
書
き
の
文
章
に
は
図
絵
や
写
真
画
が
不
可
欠
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
縦
書
き
で
書
い
た
文
章
に
は
さ
ほ

ど
図
絵
を
意
識
さ
せ
な
い
。
敢
え
て
カ
ラ
フ
ル
な
図
式
を
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
ず
と
も
そ
の
書
き
手
の
意
図
を
読
み
取
る

能
力
が
最
初
か
ら
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
喩
え
て
い
え
ば
、
託
卵
鳥
の
よ
う
な
遺
伝
子
組
織
コ
ー
ド
が
組
み
込
ま
れ

い
る
の
が
こ
の
縦
書
き
の
文
章
で
あ
る
と
私
は
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
智
慧
あ
る
先
人
に
教
育
さ
れ

つ
つ
、
形
成
さ
れ
て
い
く
文
章
が
横
書
き
に
潜
ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
、
私
は
自
分
の
書
い
た
文
章
の
あ
ち
ら

こ
ち
ら
に
図
絵
を
挿
入
し
て
い
た
か
ら
だ
。
図
絵
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
ば
表
現
こ
そ
が
縦
書
き
に
あ
る
こ
と
を
伝
え

て
お
こ
う
。

こ
の
三
つ
の
出
来
事
が
私
を
し
て
「
縦
書
き
」
で
書
記
す
る
こ
と
を
選
択
位
置
づ
け
さ
せ
た
所
以
で
あ
る
。
あ
な
た

方
は
、
こ
の
こ
と
を
聞
い
て
、
今
後
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
臨
む
か
は
、
今
の
私
に
は
図
れ
な
い
が
記
憶
の
片
隅
に
留
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め
お
い
て
欲
し
い
。

活
版
印
刷
字
本
の
流
れ

活
字
文
化
を
知
る
に
は
、
東
京
に
住
ん
で
い
る
人
で
あ
れ
ば
一
度
は
観
て
欲
し
い
場
所
が
あ
る
。
飯
田
橋
に
あ
る
「
印

刷
博
物
館
」
で
あ
る
。
活
字
の
始
ま
り
を
間
近
に
観
て
知
る
絶
好
の
場
所
だ
か
ら
だ
。
日
本
に
印
刷
さ
れ
た
資
料
は
、

百
萬
塔
（
天
平
宝
字
八
年
）
の
陀
羅
尼
經
で
あ
る
。
こ
れ
は
木
版
刷
り
の
最
古
の
資
料
で
あ
る
。
經
典
を
こ
う
し
て
版

七

六

四

だ

ら

に

き

ょ

う

木
に
刻
む
こ
と
で
、
大
量
の
国
分
寺
奉
納
の
た
め
の
經
文
を
た
や
す
く
し
て
行
っ
た
。
仏
教
の
經
典
類
が
書
冩
さ
れ
る

の
と
同
じ
よ
う
に
版
木
に
彫
ら
れ
刷
り
出
さ
れ
て
行
っ
た
。
古
版
本
と
し
て
興
福
寺
の
春
日
版
（
巻
子
本
装
幀
）
と
法

隆
寺
の
法
隆
寺
版
（
粘
葉
本
装
幀
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。
法
隆
寺
版
は
、
聖
德
太
子
信
仰
に
基
づ
く
内
容
と
な
っ
て
い

る
。
平
安
時
代
中
期
に
は
そ
の
隆
盛
を
見
る
の
で
あ
る
。
中
世
日
本
に
は
高
野
山
版
・
根
来
版
・
西
大
寺
版
が
加
わ
っ

て
そ
の
資
料
も
増
加
す
る
。
今
日
そ
う
し
た
活
版
印
刷
さ
れ
た
資
料
が
罹
災
や
人
災
な
ど
を
免
れ
て
目
に
入
る
の
は
稀

で
あ
る
が
、
観
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
人
は
、
是
非
一
生
に
一
度
は
自
分
の
眼
で
見
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
日
本
の
戦
国

時
代
を
治
め
た
天
正
一
八
年
の
比
、
西
洋
か
ら
活
字
印
刷
技
術
が
も
た
ら
さ
れ
、
日
本
の
天
草
に
據
点
と
し
た
天
草
学

林
の
宣
教
師
た
ち
が
出
版
し
た
天
草
版
〔
吉
利
支
丹
版
〕
資
料
が
出
版
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
中
世
日
本
語
を
知
る
意
味

で
も
実
に
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
邦
の
『
平
家
物
語
』『
金
句
集
』『
落
葉
集
』『
和
漢
朗
詠
集
』『
太

平
記
』
と
云
っ
た
日
本
の
書
物
だ
け
で
は
な
く
、『
エ
ソ
ポ
の
フ
ァ
ブ
ラ
ス
の
物
語
』（
後
に
、
国
字
本
『
伊
曾
保
物
語
』

が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
外
に
も
『
ド
チ
リ
ィ
ナ
キ
リ
シ
タ
ン
』
な
ど
数
十
種
が
此
地
で
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
な

か
で
も
、
『
日
葡
辞
書
』
の
編
纂
は
圧
巻
な
も
の
が
あ
る
。
日
本
語
の
発
音
表
記
を
ロ
ー
マ
字
化
し
て
い
た
こ
と
で
、

日
本
の
国
語
資
料
と
し
て
も
画
期
的
な
検
証
を
遺
し
て
い
る
か
ら
だ
。
さ
ら
に
は
、
朝
鮮
半
島
で
鋳
造
さ
れ
た
金
属
活
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字
が
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
に
伴
い
、
朝
鮮
半
島
か
ら
の
文
物
の
一
つ
と
し
て
日
本
に
渡
来
し
て
、
一
時
大
阪
城
に
収

納
さ
れ
後
に
帝
に
寄
進
し
て
い
る
。
こ
の
朝
鮮
活
字
を
徳
川
家
康
は
喉
か
ら
手
を
出
す
思
い
で
欲
し
が
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
も
時
の
権
力
者
と
な
っ
た
家
康
が
ど
う
に
か
こ
う
に
か
手
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
人
の
歴
史
に

見
る
思
惑
と
い
う
も
の
は
適
え
ら
れ
る
も
の
だ
と
思
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。
こ
の
朝
鮮
活
字
版
で
編
纂
し
た
資
料
が
『
古

文
孝
經
』
（
後
陽
成
天
皇
勅
版
）
の
伏
見
版
、
そ
し
て
隠
居
先
の
駿
河
（
現
在
の
静
岡
県
）
で
銅
製
の
活
字
で
刷
り
出

し
た
駿
河
版
が
登
場
し
、銅
と
木
に
刻
ん
で
彫
り
だ
し
た
活
字
約
十
一
万
個
相
當
を
用
い
て
『
大
蔵
一
覧
集
』（
慶
長
二
〇

た
い
ぞ
う
い
ち
ら
ん
し
ゅ
う

一

六

一

五

年
刊
）
や
『
群
書
治
要
』
（
元
和
二
年
刊
）
五
十
卷
等
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
活
字
を
背
景
に
活
版
文
化
は

ぐ

ん

し

ょ

ち

よ

う

一

六

一

六

手
書
き
の
書
冩
資
料
を
遙
か
に
凌
ぐ
勢
い
で
刊
行
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
組
み
版
活
字
が
二
十
年
足

ら
ず
の
年
月
で
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
か
ら
寛
永
七
年
を
境
目
と
し
て
刷
り
版
活
字
に
突
如
変
貌
を
遂
げ
る
経
緯
は

定
か
で
な
い
が
そ
の
製
造
方
法
は
出
版
と
い
う
業
界
の
な
か
で
置
換
さ
れ
て
い
る
。
板
木
刷
り
の
技
術
職
人
が
勢
い
を

増
し
た
理
由
に
は
、
漢
字
の
傍
ら
に
振
り
仮
名
を
付
す
技
術
が
日
本
語
の
場
合
特
に
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
が
尤
も
大
き

な
要
因
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
る
。
江
戸
時
代
の
板
木
印
刷
は
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
に
振
り
仮
名
を
添
え
て
読
め
る

技
術
を
巧
み
に
表
現
し
、
図
会
も
名
所
図
会
・
絵
本
画
像
入
り
の
作
品
群
が
京
都
・
大
坂
・
江
戸
と
い
う
三
都
の
版
元

を
代
表
格
元
締
め
に
据
え
て
、
全
国
各
地
の
有
力
大
名
の
お
膝
元
で
出
版
文
化
に
広
が
り
を
見
せ
て
い
く
。
組
活
字
は

一
度
組
ん
だ
も
の
が
時
季
を
置
い
て
再
版
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
日
本
語
の
流
暢
な
連
綿
文
字
の
印
刷
に
は
適
し

て
い
な
か
っ
た
。
江
戸
三
〇
〇
年
は
こ
う
し
て
刷
り
版
印
刷
で
大
量
に
書
物
が
作
ら
れ
、
武
家
の
み
で
は
な
く
町
民
の

読
む
活
字
意
識
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。
読
本
・
洒
落
本
・
黄
表
紙
（
青
本
）
、
赤
本
と
い
っ
た
書
物
が
飛
ぶ
よ
う
に

よ
み
ほ
ん

し

ゃ

れ

ほ

ん

き

び

ょ

う

し

あ
か
ほ
ん

売
れ
、
「
絵
草
紙
屋
」
が
「
浮
世
絵
」
と
同
時
に
狂
歌
絵
本
を
製
造
販
売
す
る
の
で
あ
る
。
都
に
上
っ
た
地
方
人
が
国

元
へ
の
土
産
と
し
た
の
も
こ
う
し
た
刷
り
版
に
よ
る
読
み
物
で
あ
っ
た
。
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「
明
朝
体
文
字
」
に
つ
い
て

こ
の
板
木
活
字
か
ら
再
び
鉛
字
に
替
わ
り
、
中
国
の
明
朝
字
体
が
こ
と
ば
の
表
示
に
用
い
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
時
期

が
日
本
江
戸
末
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
隆
盛
を
迎
え
る
の
で
あ
り
、
こ
と
ば
の
辞
書
と
し
て
、
今
ま
で
の
漢
字
で
は
『
玉

篇
』
、
語
で
は
『
節
用
集
』
で
あ
っ
た
も
の
が
意
味
を
理
解
し
、
語
や
漢
字
だ
け
で
な
く
、
こ
と
ば
の
意
味
や
そ
の
用

例
を
具
体
的
に
網
羅
し
た
西
洋
国
語
辞
書
と
も
云
う
べ
き
ヘ
ボ
ン
編
『
和
英
語
林
集
成
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
初
版

か
ら
三
版
ま
で
が
現
存
す
る
。
こ
の
複
製
と
し
て
、
講
談
社
学
術
文
庫
か
ら
出
版
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
が
、
現
在
で
は

新
刊
本
の
書
店
で
見
る
こ
と
は
久
し
く
な
い
。
古
本
屋
で
も
高
値
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
手
の
活
字
本
は
、
鉛
組
み

版
で
磨
ら
れ
、
日
本
の
資
料
で
は
、
江
戸
時
代
の
狩
谷
棭
齋
編
『
箋
注
倭
名
類
聚
鈔
』
を
孫
弟
子
筋
の
森
立
之
が
明
治

に
和
綴
じ
本
装
幀
の
活
字
版
と
し
て
刊
行
し
て
い
る
。

明
朝
体
文
字
の
特
徴
は
二
つ
あ
る
。「
ウ
ロ
コ
【
▲
】」
形
と
い
う

「

一
」

漢
字
の
末
尾
部
分
を
尖
ら
せ
る
表
記
形
態
で
「
鯖
の
尾
」
と
云
い
う
が
、
こ
の
形
態
も
お
よ
そ
九
類
に
区
分
さ
れ
て
い

る
。
も
う
一
つ
の
特
徴
が
「
い
な
ご
尻
」
形
で
、

「

違
」

「
下
」
「
年
」「
不
」「
牢
」

と
し
、
縱
画
の
筆
の
止
め
お
さ
め
を
「
い
な
ご
尻
」
と
云
う
。

井
上
ひ
さ
し
『
東
京
セ
ブ
ン
ロ
ー
ズ
』
の
活
字
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井
上
ひ
さ
し
『
東
京
セ
ブ
ン
ロ
ー
ズ
』
〔
文
藝
春
秋
刊
→
文
春
文
庫
上
下
二
册
〕
は
、
八
〇
〇
頁
（
原
稿
用
紙
一
五

〇
〇
枚
）
に
及
ぶ
大
作
で
あ
り
、「
正
字
正
か
な
」
で
組
ま
れ
た
小
説
な
の
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
、「
別
冊
文
藝
春
秋
」

一
五
九
号
か
ら
二
一
九
号
に
途
中
、
中
断
は
あ
る
が
連
載
さ
れ
た
作
品
で
、
連
載
時
期
は
、
活
字
組
版
か
ら
電
算
写
植

（
凸
版

）
へ
の
移
行
期
で
あ
る
が
、
雑
誌
掲
載
時
に
も
「
正
字
正
か
な
」
を
以
て
組
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
「
正

C
T
S

字
正
か
な
」
と
は
、「
旧
字
旧
か
な
」
の
蔑
称
意
識
を
嫌
っ
た
戦
後
の
呼
び
名
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
よ
う
。「
旧
字

体
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
と
分
け
て
表
現
し
た
方
が
よ
り
わ
か
り
す
い
用
語
で
あ
る
。

１
こ
の
な
か
で
、「
こ
と
わ
る
【
断
・
斷
】
」
は
、「
こ
と
は
る
」〔
六
七
八
頁
〕
か
と
い
う
問
題
が
想
起
さ
れ
よ
う
。

歴
史
的
仮
名
遣
い
で
は
「
こ
と
わ
る
」
が
実
は
正
し
い
。

漢
字
表
記
で
は
「
斷
つ
て
貰
ひ
た
く
も
あ
つ
て
」〔
下

③
〕「
日
本
人
お
斷
り
」〔
下

⑯
〕「
交
際
は
斷
つ
て
」

115

161

〔
下

①
〕
が
あ
る
。

304

２
「
天
臺
宗
」〔
七
四
四
頁
、
下

⑰
〕
は
、
正
式
名
称
を
み
て
も
「
天
台
宗
」
、「
台
」
字
が
正
し
い
。

371

他
に
地
名
に
「
駿
河
臺
」〔
下

⑧
〕「
仙
臺
」
〔
下

⑧
〕。

66

341

通
常
の
熟
語
で
は
、
「
卓
袱
臺
」
〔
上

⑩
〕
。
「
實
驗
臺
」
〔
下

⑯
〕
。
「
番
臺
」
〔
下

⑩
〕
。
「
舞
臺
」
〔
下

173

113

72

84

⑫
〕
。
「
一
臺
半
」
〔
下

④
〕
。
「
臺
所
」
〔
下

⑤
・
下

③
〕
。「
飯
臺
」
〔
下

⑫
〕
。
「
前
臺
北
帝
國
大
學
總
長

た
い
ほ
く

166

171

222

302

安
藤
正
次
」〔
下

④
〕
。

370

３
「
高
島
屋
」〔
四
九
頁
〕
「
髙
島
屋
百
貨
店
」
〔
三
〇
八
頁
・
文
庫
一
五
五
頁
〕
は
、「
髙
島
屋
」
と
「
た
か
」
は

梯
子
形
の
字
「
髙
」
を
用
い
る
。

他
に
人
名
「
高
橋
さ
ん
」〔
上

⑱
〕
こ
と
「
高
橋
昭
一
」〔
下

⑰
〕
や
地
名
「
高
輪
」〔
下

③
〕。

171

63

183

通
常
の
熟
語
で
は
、「
高
速
度
囘
轉
」〔
上

⑪
〕
。「
高
壓
線
」〔
下

⑮
・
下

①
〕
。「
高
官
」〔
上

⑦
〕
。「
高

144

79

80

170

級
將
校
」
〔
下

⑦
・
下

⑦
〕
。
「
高
等
女
學
校
」
〔
上

⑨
⑬
〕
。
「
第
一
高
等
學
校
」
〔
上

⑤
〕
。
「
東
京
驛
高

176

356

170

171
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等
女
學
校
」
〔
上

③
〕
「
東
京
女
子
高
等
師
範
」
〔
下

⑥
〕
。
「
高
等
師
範
」
〔
下

⑧
〕
。
「
高
級
お
役
人
」
〔
下

169

178

178

⑪
・

⑧
〕
。「
日
本
最
高
の
ホ
テ
ル
」〔
下

⑥
〕
。「
崇
高
な
」
〔
下

⑭
〕
。「
高
級
役
人
」〔
下

⑭
〕。

349

384

358

372

387

４
「
佛
」
と
「
仏
」
の
意
識
的
意
味
の
使
い
分
け
を
「
い
か
に
佛
の
源
さ
ん
で
も
、
怒
つ
た
で
せ
う
な
」
〔
下
369

⑥
〕
の
用
い
方
で
は
見
え
て
い
な
い
。

井
下
ひ
さ
し
さ
ん
は
、
こ
う
し
た
旧
字
体
及
び
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
あ
ま
り
に
も
強
く
反
応
す
る
意
識
か
ら
過
度
の

文
字
遣
い
や
字
体
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

其
の
他

文
春
文
庫
（
上
卷
部
分
）
か
ら
検
索
し
た
語
一
覧

◆
四
つ
仮
名
表
記
の
語

「
み
づ
お
ち
」
〔
上

⑨
〕
。
「
お
ぢ
い
さ
ん
」
〔
上

②
⑥
〕
。
「
ぢ
や
あ
、
」
〔
上

⑥
〕
。
「
ラ
ヂ
オ
」
〔
上

②
〕
〔
上

141

143

222

110

⑦
⑧
⑫
⑬
〕〔
上

⑬
〕〔
上

⑭
〕
。
「
エ
ン
ヂ
ン
」
〔
上

⑮
〕

114

158

223

223

☆
洋
語
漢
字
表
記
の
語

「
丁
抹
の
王
子
」〔
上

⑤
〕
。「
燐
寸
」〔
上

⑪
〕。

デ
ン
マ
ー
ク

マ

ツ

チ

164

328

文
春
文
庫
（
下
卷
部
分
）
か
ら
検
索
し
た
語
一
覧

□
「
お
・
オ
」
と
「
を
・
ヲ
」
表
記
の
語

「
一
昨
日
」〔
下

④
〕
。「
一
昨
昨
日
日
」〔
下

⑪
〕
。「
夫
婦
煙
管
」〔
下

⑨
〕
。「
一
昨
年
」〔
下

⑱
〕
。「
乳
母
日
傘
」

を

と

と

ひ

さ

き

を

と

と

ひ

め

を

と

お

と

と

し

お

ん

ば

ひ

が

さ

53

228

234

379

〔
下

⑰
〕
。

381

◆
四
つ
仮
名
表
記
の
語
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「
お
や
ぢ
さ
ん
」〔
下

②
⑧
⑯
⑱
〕
。
「
づ
か
づ
か
と
」〔
下

⑤
〕
。
「
す
る
ん
ぢ
や
な
か
つ
た
」〔
下

⑰
〕。

30

53

53

「
蛞
蝓
」
〔
下

⑭
〕
。
「
む
づ
か
し
い
字
」〔
下

⑭
〕
。「
ラ
ヂ
オ
」〔
下

⑰
・
下

⑭
・
下

⑭
・
下

⑩
⑪
⑫
⑬

な
め
く
ぢ

23

114

71

78

117

213

⑬
⑮
・
下

②
〕
。「
ス
タ
ヂ
オ
」〔
下

②
・
下

⑦
⑪
・

⑪
・

⑭
⑯
⑯
・
下

⑫
〕
。「
直
接
に
」〔
下

⑮
〕
。「
直

ぢ

か

ぢ
か

224

160

161

217

223

224

227

に
」〔
下

④
〕。

309

「
蛇
の
道
は
蛇
」〔
下

⑯
〕
。
「
肥
後
芋
莖
」〔
下

⑥
〕
。
「
色
白
」
〔
下

⑩
〕
。
「
玉
に
瑕
」〔
下

⑩
〕。

じ
や

へ
び

ひ

ご

ず

い

き

い
ろ
じ
ろ

き
ず

22

32

39

46

◇
略
語
の
仮
名
遣
い
語

「
ラ
ク
チ
ヤ
ウ
の
女
た
ち
」
〔
下

⑦
⑫
〕「
ラ
ク
チ
ヤ
ウ
組
」〔
下

⑦
⑧
〕
→
「
有
樂
町
」
の
巻
頭
省
略
語
。

75

76

※
現
在
の
私
た
ち
は
、「
有
楽
町
」
と
表
記
す
る
。
「
有
樂
町
」
と
は
表
示
し
た
も
の
を
探
す
方
が
む
つ
か
し
い
。

「
有
樂
町
層
の
微
小
古
生
物
學
的
研
究
」
と
い
う
論
文
名
が
あ
る
。

『
茶
道
正
傳
集
』
の
作
者
で
あ
る
「
織
田
有
樂
」
と
い
う
人
物
名

→

h
ttp

://u
ra

k
u

sa
dou.jp/
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次
に
文
字
表
記
の
意
識
を
知
る
う
え
で
、面
白
い
場
面
を
井
上
ひ
さ
し
さ
ん
が
載
せ
て
い
る
か
ら
紹
介
し
て
お
こ
う
。

○
「
教
科
書
と
い
ふ
と
？
」
「
み
ん
な
で
國
語
の
勉
強
を
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
な
の
さ
。
昔
と
つ
た
杵
柄
と
い
ふ
の

か
ね
、
と
も
ゑ
さ
ん
て
教
へ
る
の
が
と
て
も
上
手
な
ん
だ
」
い
ふ
か
早
い
か
、
お
仙
ち
や
ん
は
奥
と
の
境
の
鴨
居

に
ぶ
ら
下
げ
て
あ
つ
た
小
さ
な
黑
板
に
寄
つ
て
、
「
ニ
カ
イ
の
女
は
木
が
ヘ
ン
だ
、
ロ
ロ
タ
イ
チ
の
イ
ヌ
、
サ
ム

ラ
イ
の
フ
エ
は
イ
チ
イ
ン
チ
」
と
唱
へ
な
が
ら
、
櫻
、
獸
、
壽
と
漢
字
を
三
つ
書
い
た
。
た
し
か
に
櫻
は
二
貝
の

女
は
木
が
偏
で
あ
る
し
、
獸
を
分
解
す
れ
ば
ロ
ロ
タ
イ
チ
の
イ
ヌ
に
な
り
、
壽
も
同
じ
原
理
で
あ
る
。
「
ね
、
覺

え
易
い
ぢ
や
な
い
か
。
あ
た
し
、
商
賣
柄
も
あ
つ
て
、
壽
と
い
ふ
字
を
よ
く
使
つ
た
も
の
よ
。
で
も
そ
の
た
び
に

忘
れ
て
字
引
き
の
御
厄
介
に
な
つ
て
ば
か
り
ゐ
た
わ
。
で
も
、
サ
ム
ラ
イ
の
フ
エ
は
イ
チ
イ
ン
チ
と
覺
え
た
か
ら

は
も
う
忘
れ
な
い
。
と
も
ゑ
さ
ん
か
ら
か
う
い
ふ
の
た
く
さ
ん
教
へ
て
貰
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
」
「
口
唱
記
憶
法
と

い
ふ
ん
で
す
よ
。
漢
字
は
む
づ
か
し
く
て
、
覺
え
に
く
い
。
漢
字
學
習
は
地
獄
の
責
め
苦
だ
と
い
ふ
方
が
多
い
け

ど
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
ん
で
す
。
樂
し
く
勉
強
す
る
や
り
方
は
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
」

聞
い
て
ゐ
る
う
ち
に
思
ひ
つ
い
た
こ
と
が
あ
る
。
と
も
ゑ
さ
ん
に
ホ
ー
ル
課
長
の
理
論
が
論
破
で
き
る
だ
ら
う
か
。

「
日
本
か
ら
一
切
の
文
字
が
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
て
も
大
丈
夫
だ
と
い
ふ
意
見
を
ど
う
思
ひ
ま
す
か
。
文
字
が
な

く
な
つ
て
も
話
し
言
葉
が
殘
る
か
ら
一
向
に
構
は
な
い
と
い
ふ
ん
で
す
な
」「
愚
論
で
す
わ
」「
ど
う
し
て
で
せ
う
」

「
話
し
言
葉
は
必
ず
變
化
し
ま
す
。
變
る
運
命
に
あ
る
ん
で
す
。
で
も
書
き
言
葉
は
そ
の
話
し
言
葉
の
變
化
を
超

え
た
次
元
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
を
直
接
的
に
、
そ
し
て
視
覺
的
に
、
は
つ
き
り
し
た
形
で
表
す
こ
と
が
で
き
ま

す
わ
。
な
ん
だ
か
む
づ
か
し
い
言
ひ
方
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
…
…
言
ひ
直
し
ま
す
。
話
し
言
葉
は
も
と
も
と
變

つ
て
當
り
前
な
ん
で
す
。
ふ
は
ふ
は
し
て
ゐ
て
自
由
自
在
、
そ
れ
が
話
し
言
葉
。
書
き
言
葉
の
方
は
殘
り
ま
す
。

た
と
へ
る
な
ら
話
し
言
葉
は
船
で
、
書
き
言
葉
は
錨
で
せ
う
か
。
錨
が
あ
る
お
か
げ
で
船
は
流
さ
れ
ず
に
す
み
ま

す
」「
な
る
ほ
ど
」
「
で
す
か
ら
、
書
き
言
葉
の
お
か
げ
で
、
時
間
的
に
は
、
何
百
、
何
千
年
に
も
わ
た
つ
て
綿
々

と
文
化
が
傳
へ
ら
れ
る
わ
け
で
す
し
、
空
間
的
に
は
一
億
の
同
胞
と
交
渉
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
書
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き
言
葉
は
、
今
を
遠
い
未
來
へ
と
繫
ぐ
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
仕
事
は
話
し
言
葉
に
は
む
づ
か
し
い
ん
ぢ
や
な
い

か
し
ら
。
で
す
か
ら
文
字
が
な
く
て
も
日
本
語
が
殘
る
な
ん
て
樂
觀
的
す
ぎ
る
わ
」
「
ロ
ー
マ
字
も
書
き
言
葉
で

せ
う
。
漢
字
や
假
名
を
や
め
て
ロ
ー
マ
字
に
す
る
と
い
ふ
の
は
ど
う
で
す
」
「
で
す
か
ら
そ
れ
で
は
縱
の
、
時
間

的
な
繋
が
り
が
斷
た
れ
て
し
ま
ひ
ま
す
。
未
來
の
日
本
人
に
昔
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
す
」

こ
の
と
も
ゑ
さ
ん
と
新
聞
社
に
出
て
お
い
で
の
高
橋
さ
ん
が
こ
つ
ち
に
つ
い
て
ゐ
て
く
れ
る
な
ら
ホ
ー
ル
課
長
の

理
論
に
勝
て
る
か
も
し
れ
な
い
。〔
文
春
文
庫
下
卷

④
～

④
〕

188

190

○
「
岐
阜
に
愛
媛
、
栃
木
、
茨
城
、
ど
れ
も
字
畫
が
多
い
し
、
讀
み
も
難
し
い
地
名
の
や
う
に
見
え
ま
す
が
、
そ

の
縣
に
住
む
人
間
に
と
つ
て
は
ち
つ
と
も
難
し
い
こ
と
な
ぞ
あ
り
や
し
ま
せ
ん
」高
橋
さ
ん
は
こ
つ
ち
を
遮
つ
て
、

拾
ひ
上
げ
た
小
枝
で
地
面
に
「
巖
」
と
い
ふ
字
を
書
い
た
。
「
わ
た
し
の
名
前
に
し
て
も
さ
う
で
、
高
橋
巖
の
巖

の
字
な
ど
は
小
學
一
年
生
の
と
き
か
ら
ち
や
ん
と
書
け
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
こ
で
字
畫
の
多
い
の
が
た
く
さ
ん
あ
る

か
ら
漢
字
は
難
し
い
な
ど
と
い
ふ
の
は
取
る
に
足
ら
ぬ
俗
論
で
す
」〔

⑮
～

②
〕

202

203

○
「
字
畫
の
多
い
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
漢
字
は
難
し
い
と
い
ふ
の
は
取
る
に
足
ら
ぬ
俗
論
で
す
」
午
後
二
時
、

東
京
放
送
會
館
五
階
の
Ｃ
Ｉ
Ｅ
言
語
課
に
現
れ
た
ロ
バ
ー
ト
・
キ
ン
グ
・
ホ
ー
ル
少
佐
に
か
う
議
論
を
仕
掛
け

た
。
も
ち
ろ
ん
、
昨
日
、
權
現
樣
で
高
橋
さ
ん
か
ら
教
は
つ
た
こ
と
の
受
け
賣
り
だ
。
「
よ
ろ
し
い
で
す
か
、
少

佐
。
日
本
の
小
學
一
年
生
で
も
、
た
と
へ
ば
、
鯱
や
湊
や
錦
や
邱
と
い
ふ
字
が
讀
め
る
し
、
ま
た
書
け
も
す
る

し
や
ち

み
な
と

き
う

ん
で
す
よ
」
少
佐
用
の
机
の
備
へ
付
け
の
便
箋
に
少
佐
愛
用
の
パ
ー
カ
ー
萬
年
筆
で
そ
れ
ら
の
字
を
書
い
て
見
せ

た
。
「
小
學
一
年
生
に
な
ぜ
そ
ん
な
藝
當
が
で
き
る
の
か
。
じ
つ
は
こ
れ
ら
の
漢
字
は
小
學
生
の
大
好
き
な
力
士

の
四
股
名
な
ん
で
す
。
ラ
ヂ
オ
や
新
聞
で
、
鯱
ノ
里
、
出
羽
湊
、
九
州
錦
、
大
邱
山
と
い
ふ
四
股
名
を
初
中
終
、

く

す

に

し

き

だ
い
き
う
ざ
ん

し
よ
つ
ち
ゆ
う

讀
み
か
つ
聞
く
。
だ
か
ら
連
中
に
は
難
し
い
と
は
思
へ
な
い
」「
お
も
し
ろ
い
話
で
す
ね
」〔
下
卷

⑤
～
⑯
〕

203

○
「
ま
た
、
彼
等
は
、
壇
、
襷
、
櫓
、
掬
、
蹴
と
い
つ
た
漢
字
も
難
な
く
讀
み
ま
す
し
、
中
に
は
書
く
こ
と
の
で

き
る
子
も
を
り
ま
す
。
小
學
一
年
生
が
で
す
よ
。
信
じ
ら
れ
ま
す
か
」「
そ
の
秘
密
は
…
…
」〔
下
卷

②
③
〕

204


