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更
新

文
字
の
修
得
と
習
学

萩
原

義
雄

か
な
に
つ
い
て

文
字
を
習
学
す
る
こ
と
を
「
手
習
い
」
と
言
い
ま
す
。
「
手
習
い
」
に
は
ど
の
よ
う
な
文
字
を
教
え
て
い
る
の
か
、
そ
の
手
掛
か
り

と
な
る
記
述
が
『
宇
津
保
物
語
』(

国
譲
之
卷
・
上)

に
見
え
ま
す
。

か
ゝ
る
ほ
ど
に
、
「
右
大
将
殿
よ
り
」
と
て
、
手
本
四
巻
色
々
の
色
紙
に
書
き
て
、
花
の
枝
に
付
け
て
孫
王
の
君
の
許
に
御
文

い
ろ

し

き

し

え
だ

つ

そ
ん
わ
う

も
と

し
て
有
り
。
（
中
畧
）
見
給
へば
、
黄
ば
み
た
る
色
紙
に
書
き
て
、
山
吹
に
付
け
た
る
は
真
の
手
、
春
の
字
、
青
き
色
紙
に
書
き

み

き

し

き

し

か

や
ま
ぶ
き

つ

し

て

は
る

じ

あ
を

し

き

し

か

て
松
に
付
け
た
る
は
草
に
て
、
夏
の
字
、
赤
き
色
紙
に
書
き
て
夘
の
花
に
付
け
た
る
は
仮
名
、
初
に
は
男
手
、
放

書
に
書

ま
つ

つ

さ
う

な
つ

じ

あ
か

し

き

し

か

う

は
な

つ

か

な

は
じ
め

を
と
こ

は
な
ち
が
き

か

き
て
、
同
じ
文
字
を
さ
ま
ざ
ま
に
か
へて
書
け
り
。
〔大
系
本
三
・
一
〇
一
①
～
一
〇
二
頁
②
〕

お
な

も

じ

か

こ
れ
は
、
主
人
公
の
清
原
仲
忠
が
、
若
宮
の
手
習
い
を
は
じ
め
る
に
用
い
る
手
本
四
巻
を
書
い
た
と
こ
ろ
で
す
。
「
真
」
は
楷
書
、

「
草
」
は
漢
字
を
く
ず
し
た
草
書
、
春
夏
の
字
を
楷
書
と
草
書
の
両
様
で
示
し
、
お
手
本
と
し
て
お
上
げ
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
つ

ぎ
に
「
男
手
」
「
女
手
」で
も
な
い
赤
い
色
紙
に
書
か
れ
た
「仮
名
」
の
表
記
手
法
が
そ
の
書
き
樣
な
の
で
す
。

か

な

こ
こ
で
「
男
手
」
と
は
、
前
に
学
習
し
た
一
字
一
音
式
の
「
万
葉
仮
名
」
を
言
う
よ
う
で
す
。
す
べ
て
漢
字
で
表
記
さ
れ
て
い
ま
す

を
の
こ
で

か
ら
、
男
性
専
用
の
文
字
す
な
わ
ち
漢
字
、
漢
文
と
い
っ
た
捉
え
方
な
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
「
女
手
」
は
、
女
性
専
用
の
文

を
ん
な
で

字
と
い
う
こ
と
で
、
後
の
「
平
仮
名
」
に
な
り
ま
す
。
『
枕
草
子
』
や
『
源
氏
物
語
』
な
ど
の
王
朝
女
流
文
学
作
品
に
は
、
「
か
な
・か
ん

な
」
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
男
手
」
と
「
女
手
」
の
文
字
以
外
に
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
「
草
仮
名
」
と
呼
ば
れ
る
表
記
手
法
が

存
在
し
た
よ
う
で
す
。
さ
ら
に
、
『
宇
津
保
物
語
』
に
は
、
「
片
仮
名
・
葦
手
」
な
ど
の
文
字
表
記
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
片
仮
名
」

は
、
漢
字
の
一
部
使
用
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た
こ
と
は
す
で
に
紹
介
し
ま
し
た
。
も
一
つ
の
「
葦
手
」
に
つ
い
て
は
、
貴

あ

し

で

族
階
級
の
人
々
に
も
て
は
や
さ
れ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
実
体
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
文
字
遊

戲
の
な
か
で
発
達
し
た
文
字
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
平
安
朝
の
貴
族
社
会
で
流
行
は
す

る
も
の
の
、
後
世
に
引
き
継
が
れ
て
い
か
な
い
文
字
と
い
う
こ
と
か
ら
も
遊
び
文
字
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

万
葉
仮
名
の
表
記
は
日
常
茶
飯
事
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
「
木
簡
」
が
示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
に
は
、
和
歌
を
表
記
し
た
と

思
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

津
久
余
余
美
宇
我
礼
□
□
□
…
…(

月
夜
よ
み
う
か
れ
…
…)

田
延
之
比
等
等
等
流
刀
毛
意
夜
志
己
己
呂
曽(

絶
え
し
人
と
取
る
と
も
同
じ
心
ぞ)

＊
こ
の
木
簡
資
料
は
、
天
平
十
七
年(

七
四
五)

四
月
か
ら
十
九
年
八
月
ま
で
の
三
年
間
に
集
中
し
て
い
ま
す
。

和
歌
を
記
し
た
と
思
え
る
木
簡
が
そ
れ
も
年
月
が
は
っ
き
り
し
た
形
で
見
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
た
と
え
断
片
的
資
料
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
貴
重
な
内
容
を
示
し
て
い
ま
す
。
俗
世
間
に
い
う
平
仮
名
は
弘
法
大
師
空
海
が
作
り
、
片
仮
名
は
吉
備
真
備
が
作
っ
た

な
ど
と
言
っ
た
こ
と
が
い
か
に
誤
っ
た
説
で
あ
っ
た
か
を
知
ら
し
め
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
か
な
文
字
を
女
性
が
使
用
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
と
き
に
、
男
性
が
こ
れ
を
眞
似
て
書
く
こ
と
も
あ
り
う
る
わ

け
で
す
。
こ
の
か
な
文
字
で
書
い
た
最
初
の
日
記
を
こ
の
世
に
遺
し
た
人
物
こ
そ
が
、
あ
の
『
古
今
和
歌
集
』
の
選
者
の
一
人
で
あ
る

紀
貫
之
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
今
日
に
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

当
代
一
流
と
言
わ
れ
た
紀
貫
之
は
、
愛
娘
を
任
地
で
亡
く
し
、
そ
の
悲
し
み
を
乗
り
越
え
る
手
段
と
し
て
娘
に
換
わ
っ
て
旅
の

日
記
を
綴
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
あ
の
『
土
左
日
記
』(

九
三
四
年
十
二
月
―
九
三
五
年
二
月
の
記
事)

で
す
。
こ
の
書
き
出
し
は
、

を
と
こ
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
、
を
む
な
も
し
て
み
ん
と
て
す
る
な
り

男
の
自
分
が
女
の
手
で
日
記
を
書
く
と
い
う
あ
る
種
の
宣
言
文
で
す
。
こ
の
日
記
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
数
は
、
一
万
二



千
五
百
字
。
使
用
漢
字
数
は
わ
ず
か
六
十
二
字
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
文
字
通
り
、
娘
の
心
魂
で
つ
づ
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
創
作
方
法
が
や
が
て
、
女
流
日
記
文
學
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
ち
な
み
に
、
女
性
の
手
で
最
初

に
成
っ
た
作
品
は
何
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
道
綱
の
母
で
あ
る
藤
原
倫
寧
の
女
の
書
い
た
『
蜻
蛉
日
記
』で
あ
り
ま
し
た
。

貴
族
階
級
と
こ
と
ば
教
育

紀
貫
之
は
、
平
安
朝
時
代
を
代
表
す
る
歌
人
で
も
あ
り
ま
す
。
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
た
の
か
、
そ
し
て

教
養
の
必
要
性
は
ど
こ
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
た
の
か
を
次
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
で
す
。
学
問
の
発
展
と
普
及
は
、

こ
と
ば
の
問
題
に
密
接
に
関
与
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
平
安
時
代
の
学
問
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
少
し
く
考
え
て
み
よ
う
と
思
い

ま
す
。

天
皇
は
位
に
つ
く
ま
で
は
、
大
學
寮
の
長
官
と
い
う
地
位
に
あ
り
ま
す
。
い
ま
の
文
部
大
臣
で
あ
り
、
東
京
大
學
学
長
と
い
っ
た

文
教
最
高
責
任
者
と
い
う
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
政
治
を
掌
る
に
必
要
な
學
問
・
教
育
に
熱
心
に
な
る
の
も
当
然
の
こ
と
で
す
。

中
国
か
ら
得
た
知
識
を
ふ
ん
だ
ん
に
日
本
の
政
治
に
取
り
入
れ
て
い
く
姿
勢
が
こ
の
學
問
教
育
の
な
か
で
培
わ
れ
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

天
平
勝
寶
三
年(

七
五
一)

に
編
纂
さ
れ
た
『
懐
風
藻
』
と
い
う
日
本
最
初
の
漢
詩
文
集
の
序
文
に
次

の
よ
う
な
文
章
が
見
え
て
い
ま
す
。

風
を
調
へ
俗
を
化
む
る
こ
と
は
、
文
よ
り
尚
き
こ
と
は
く
、
德
を
潤
ら
し
身
を
光
ら
す
こ
と
は
、

ふ
り

と
ゝ
の

よ

す
ゝ

ぶ
ん

た
ふ
と

と
く

ぬ

て

孰
か
學
よ
り
先
な
ら
む
と
。
爰
に
則
ち
庠

序
を
建
て
茂
才
を
徴
し
、
五
禮
を
定
め
、
百
度
を

い
づ
れ

が
く

こ
ゝ

す
な
は

し
や
う
じ
よ

た

も

さ

い

め

ご

ら

い

ひ
や
く
ど

興
し
た
ま
ふ
。
〔
大
系
五
九
頁
〕

お
こ

こ
こ
で
云
う
「
庠
序
」
は
、
学
校
。
「
茂
才
」
は
、
秀
才
の
意
味
で
す
。
世
の
中
が
進
歩
・
発
展
し
て
い
く

た
め
に
は
「
文
」
、
そ
し
て
、
「
學
」
が
い
か
に
大
切
で
あ
り
、
必
要
で
あ
っ
た
か
を
歴
史
は
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し

た
精
神
や
政
策
を
継
続
し
、
遣
唐
使
の
派
遣
、
大
學
・
國
學
を
造
り
、
學
問
の
奨
励
が
奬
め
ら
れ
て
き
た
の
で
す
。

大
學
で
は
「
明
経
道
」
と
「
文
章
道
」
の
二
つ
が
中
心
で
、
中
国
の
古
典
学
習
と
漢
詩
文
の
創
作
が
主
た
る
學
問
で
し
た
。
『
論

語
』
『
孝
経
』
『
爾
雅
』
『
文
選
』
『
白
氏
文
集
』
『
史
記
』
『
三
國
志
』
な
ど
が
テ
キ
ス
ト
で
す
。
そ
し
て
、
平
安
時
代
に
な
る
と
「
文
章

道
」
に
力
が
注
が
れ
る
よ
う
に
な
り
、
多
く
の
創
作
が
編
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
一
冊
の
書
籍
を
す
べ
て
習
学
す
る
か
わ
り
に
、

い
わ
ゆ
る
、
さ
わ
り
の
部
分
を
使
い
易
く
類
別
し
た
「
模
範
文
例
集
」
や
「
用
語
集
」
と
い
っ
た
も
の
が
考
案
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
成

句
や
故
事
な
ど
を
学
習
し
や
す
く
編
纂
し
て
い
る
の
が
そ
れ
で
す
。
以
下
に
、
現
在
に
伝
来
す
る
金
言
集
の
書
を
示
し
て
お
き
ま

す
。○

『祕
府
略
』(

天
長
八
年(

八
三
一))

滋
野
貞
主
、
一
千
巻(

現
存
は
数
巻)

○
『
口
遊
』

(

天
祿
元
年(

九
七
〇))

源
為
憲

○
『
世
俗
諺
文
』(

寛
弘
四
年(

一
〇
〇
七))

源
為
憲

○
『
掌
中
歴
』(

十
一
世
紀
頃)

三
善
為
康



○
『
作
文
大
体
』(

十
世
紀
頃)

編
者
未
詳

こ
の
な
か
で
、
俗
諺
を
記
し
集
め
た
の
が
『
世
俗
諺
文
』
で
、
「
千
載
一
遇
」
「
大
噐
晩
成
」
「
傍
若
無
人
」
「
切
磋
琢
磨
」
な
ど
と
い

っ
た
現
代
人
も
な
じ
み
の
深
い
言
葉
が
多
く
見
い
出
せ
る
の
が
特
徴
と
云
え
ま
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
ば
が
行
動
の
拠
り
所
と
な

り
、
規
範
と
な
っ
て
日
常
生
活
の
上
に
活
用
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
そ
し
て
、
出
典
は
漢
籍
及
び
佛
典
が
主
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
私
學
で
の
教
育
も
生
ま
れ
て
お
り
ま
し
た
。
綜
藝
種
智
院(

天
長
五
年(

八
二
八)

空
海)

、
勧
学
院(

弘
仁
八
年(

一
二
一

二)

藤
原
冬
嗣)

、
奨
学
院(
元
慶
五
年(

八
八
一)

在
原
行
平)

な
ど
の
私
立
学
校
も
創
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
書
く
こ

と
の
重
要
性
か
ら
「
往
来
物
」
が
編
纂
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
の
が
文
章
博
士
と
し
て
有
名
な
藤
原
明
衡

(

九
八
九
ー
一
〇
六
五)

の
編
纂
に
成
る
『
明
衡
往
来
』(

雲
州
消
息
と
も)

で
、
模
範
と
な
る
書
簡
文
を
編
集
し
た
も
の
で
す
が
、
日

常
の
諸
行
事
・
儀
式
・
有
職
故
実
・
民
間
風
習
な
ど
の
知
識
の
習
得
に
も
考
慮
し
て
編
集
さ
れ
て
い
ま
す
。
百
科
知
識
を
も
り
こ

ん
だ
教
科
書
で
す
。
ま
た
、
習
学
の
効
果
を
も
考
慮
し
て
、
排
列
に
も
特
別
の
気
配
り
を
感
じ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

佛
教
界
と
こ
と
ば
教
育

ま
た
、
平
安
遷
都
に
し
て
南
都
諸
宗
か
ら
独
立
し
た
天
台
の
最
澄(

七
六
七
―
八
二
二)

、
真
言
の
空
海(

七
七
四
―
八
三
五)

が
開
い
た
両
寺
院
及
び
他
宗
の
高
学
僧
と
檀
那
で
あ
る
天
皇
及
び
貴
族
た
ち
と
の
修
學
上
の
関
わ
り
も
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
き

ま
す
。
そ
の
事
例
と
し
て
、
道
鏡
の
専
恣
を
悪
み
山
に
隠
遁
し
た
法
相
宗
の
玄
賓
僧
都(

七
三
九
以
前
―
八
一
八)

は
、
桓
武
天

皇
の
晩
年
に
伯
耆
国
か
ら
召
し
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
嵯
峨
天
皇
は
即
位
し
た
後
に
、
毎
年
の
よ
う
に
玄
賓
に
書
を
送
っ
て
存
問
し
、

玄
賓
の
示
寂
す
る
弘
仁
九
年
ま
で
法
服
や
施
物
を
送
っ
て
い
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
す
。
嵯
峨
天
皇
の
弘
仁
期
の
唐
風
文
化
を

彩
っ
た
漢
詩
・
漢
文
集
と
し
て
、
『
凌
雲
集
』
『
文
華
秀
麗
集
』
『
経
国
集
』
と
い
っ
た
勅
撰
集
が
表
出
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
清
和
天

皇
の
貞
觀
期(

八
五
〇
年
頃)

に
な
る
と
唐
風
退
廃
文
化
の
兆
し
が
私
家
集
の
類
を
以
て
表
出
し
て
き
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
文

化
の
私
人
化
的
色
彩
を
表
出
し
て
く
る
時
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
、
前
回
ま
で
繰
り
返
し
触
れ
て
き
た
「
か
な
文
字
」
の
創
出
の

原
点
と
も
云
え
る
「
五
十
音
図
」
の
制
作
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
の
も
事
実
で
す
。
何
人
か
の
創
意
に
は
、
ま
ず
悉
曇
学
の
素
養
が

必
要
で
す
。
こ
の
結
実
に
は
眞
言
密
教
が
寄
与
し
て
い
ま
す
。
独
創
性
溢
れ
る
意
図
を
も
っ
て
一
つ
の
卓
越
し
た
個
性
で
制
作
さ

れ
な
が
ら
、
そ
の
人
物
と
成
立
年
代
を
知
り
得
な
い
の
は
遺
憾
な
こ
と
で
す
。
こ
の
な
か
で
「
か
な
文
字
」
は
一
部
寺
院
か
ら
宮
廷

貴
族
に
受
け
渡
さ
れ
、
果
て
は
宮
廷
に
仕
え
る
女
流
文
学
者
の
人
た
ち
に
だ
け
、
私
的
に
温
存
さ
れ
続
け
て
い
た
の
で
す
。
六
歌

仙
の
第
一
に
数
え
ら
れ
る
天
台
の
名
僧
遍
照(

良
岑
宗
貞
八
一
六
―
八
九
〇)

は
、
こ
の
視
野
に
置
い
て
お
き
た
い
人
物
で
す
。
さ

ら
に
は
、
小
野
篁
、
在
原
業
平(

八
二
五
―
八
八
〇)

が
い
ま
す
。
こ
う
し
た
文
化
氣
運
の
流
れ
を
明
確
な
位
置
づ
け
と
し
た
の
が

菅
原
道
真
公(

八
四
五
―
九
〇
三)

の
「
遣
唐
使
の
停
止
」
と
い
う
建
議
で
し
た
。
彼
の
撰
集
で
あ
る
『
新
撰
万
葉
集
』
は
、
漢
字
文

体
の
歌
集
で
あ
り
、
時
近
く
し
て
勅
撰
さ
れ
た
『
古
今
和
歌
集
』
は
か
な
文
体
の
歌
集
で
す
。
こ
の
選
者
で
あ
る
紀
貫
之
は
承
平
・

天
慶
の
乱
前
夜
で
あ
る
二
十
年
後
に
か
な
文
体
の
「
を
と
こ
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
を
ん
な
も
し
て
み
む
と
す
る
な
り
」
の

冒
頭
文
で
知
ら
れ
る
『
土
左
日
記
』
を
書
き
上
げ
ま
す
。
逆
に
乱
の
首
謀
者
平
将
門
を
綴
っ
た
『
将
門
記
』
は
将
門
に
ゆ
か
り
あ
る

東
国
僧
が
事
の
顚
末
を
漢
文
体
で
叙
述
し
て
い
ま
す
。
国
風
文
化
と
い
う
狭
間
で
見
え
隠
れ
す
る
両
様
の
作
品
群
に
そ
の
源
流

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

〈
補
遺
Ｈ
Ｐ
一
覧
〉
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教
育
の
教
科
書
と
し
て
の
徃
來
物

こ
の
よ
う
な
檀
那
で
あ
る
貴
族
と
寺
僧
に
よ
る
問
答
形
式
の
書
簡
の
や
り
と
り
を
集
大
成
し
た
寺
徃
來
と
し
て
は
、
十
一
世

紀
の
後
半
で
す
が
、
清
水
寺
の
別
當
定

深(

応
徳
三
年(

一
〇
八
六))

ー
嘉
承
元
年(

一

べ
つ
と
う
じ
よ
う
し
ん

一
〇
六)

頃)

が
編
纂
し
た
『
東
山
徃
來
』(

一
〇
八
六
～
一
一
〇
六
年)

が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
も
、
日
常
生
活
に
関
連
し
た
仏
教
諸
法
式
や
諸
行
事
の
取
り
扱
い
方
の
こ
と

を
在
俗
に
分
か
り
や
す
く
説
き
明
か
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
と
は
い
っ
て
も
、

こ
れ
ら
古
徃
来
と
云
わ
れ
る
文
献
資
料
は
、
全
て
の
文
字
が
漢
字
を
用
い
た
漢
文
体

で
書
写
さ
れ
、
訓
読
点
な
ど
が
あ
っ
て
も
、
見
た
目
に
は
実
に
と
つ
き
に
く
い
形
態
を

現
代
の
私
た
ち
に
は
見
え
て
し
ま
い
敬
遠
さ
れ
が
ち
な
内
容
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
古
徃
來
が
実
は
後
代
の
作
品
の
基
盤
と
な
っ
て
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
初

期
に
な
り
ま
す
と
数
多
く
の
古
徃
來
が
更
に
登
場
し
て
き
ま
す
。

そ
の
代
表
的
な
資
料
と
し
て
は
、
『
鎌
倉
徃
來
』
『
冨
士
野
徃
來
』
『
釋
氏
徃
來
』

『
尺
素
徃
來
』
な
ど
が
知
ら
れ
、
こ
の
後
、
尤
も
長
期
に
亘
っ
て
普
及
を
遂
げ
る
の
が

せ
き
そ
お
う

ら
い

『
庭
訓
往
來
』
は
、
現
存
古
写
本
中
、
至
徳
三
年
書
写
の
島
根
県
出
雲
に
あ
る
神
門
寺

て
い
き
ん
の
お
う
ら
い

本
が
世
に
知
ら
れ
た
資
料
で
す
。
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徃
來
物
の
語
彙
を
所
収
す
る
古
辞
書

こ
う
し
た
、
書
簡
往
復
を
ま
と
め
た
徃
來
物
と
呼
ば
れ
る
教
科
書
に
付
随
す
る
形
で
不
十
分
さ
を
補
足
す
る
意
味
か
ら
、
国

語
辞
典
、
漢
和
字
書
の
編
纂
が
成
さ
れ
る
の
も
当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
平
安
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
古
辞
書
を
列
挙
し
て
み
る
と
、

○
『
篆
隸
萬
象
名
義
』
空
海
（
三
〇
巻
、
九
世
紀
）

○
『新
撰
字
鏡
』

僧
昌
住(

十
二
巻
、
十
世
紀)

○
『
倭
名
類
聚
抄
』

源
順(

十
巻
、
十
世
紀)

○
『
類
聚
名
義
抄
』

編
者
未
詳(

三
巻
、
十
一
世
紀)

○
『
色
葉
字
類
抄
』

橘
忠
兼(

三
巻
、
十
二
世
紀)

こ
れ
ら
の
辞
書
を
総
称
し
て
、
「
古
辞
書
」
と
呼
び
ま
す
。
こ
れ
ら
の
「
古
辞
書
」
に
つ
い
て
は
、
次
に
「yestu

d
y

」
を
最
大
に
利
用

し
な
が
ら
逐
次
自
ら
が
真
摯
に
学
習
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
き
っ
と
大
き
な
知
力
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

文
献
資
料
に
見
え
る
漢
文
訓
読
法

最
後
に
も
一
つ
、
漢
文
訓
読
に
よ
る
日
本
語
的
中
国
語
の
学
習
方
法
で
す
。
平
安
時
代
に
は
仏
家
と
博
士
家
に
お
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
独
自
の
訓
読
点
法
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
「
ヲ
コ
ト
点
」
と
い
う
符
号
に
よ
る
漢
文
認
識
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
に
応
じ
て
修
學
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
資
料
を
総
称
し
て
、
「
訓
点
資
料
」
と
云
い
ま
す
。
こ
れ
も
れ
っ
き
と
し
た
日
本
語
な
の
で
す
。
本
年
、
岩
波
新

書
か
ら
山
口
仲
美
さ
ん
が
『
日
本
の
歴
史
』と
い
う
本
を
お
出
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。



こ
の
本
の
な
か
で
、
「
漢
文
訓
読
」
に
つ
い
て

「
日
本
人
が
中
国
語
で
書
か
れ
た
文
章
を
消
化
吸
収
す
る
た
め
、
一
種
の
翻
訳
方
法
で
す
。
漢
字
に
日
本
語
の
読
み
を
あ

て
は
め
て
受
け
入
れ
た
た
め
に
可
能
に
な
っ
た
、
巧
妙
な
翻
訳
方
法
。
《
中
略
》
原
文
の
漢
文
に
符
号
を
書
き
込
み
、
助
詞
・

助
動
詞
な
ど
を
書
き
込
ん
で
、
翻
訳
完
了
で
す
。
新
た
に
、
日
本
語
の
文
章
を
書
き
起
こ
し
た
り
し
な
い
。
翻
訳
に
必
要
な

作
業
を
一
つ
抜
か
し
た
、
誠
に
効
率
的
な
消
化
吸
収
方
法
で
す
。
だ
か
ら
、
日
本
人
は
短
時
間
に
漢
文
の
内
容
を
吸
収
で

き
た
の
で
す
」
〔
五
六
頁
〕

と
滑
ら
か
に
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
読
を
お
勧
め
し
ま
す
。

《
補
記
》

※
「
え
」
の
変
体
仮
名
に
は
、
漢
字
に
遡
る
と
「
江
」
「
衣
」
「
盈
」
「
要
」
の
四
種
類
が
あ
り
、
万
葉
仮
名
か
ら
考
え
て
「衣
・
盈
」
が
ア
行
、
「江
・要
」が
ヤ
行
の
は
ず
で
す
が
、
一
〇
世
紀
前
半
ま
で
の

平
仮
名
文
献
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
こ
ろ
二
種
類
の
「
え
」
を
区
別
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
す
。
古
い
平
仮
名
資
料
と
し
て
現
在
知
ら
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
以
下
の
よ
う
な

も
の
が
あ
り
ま
す
。

讃
岐
国
戸
籍
帳
端
書
「有

年

申

文
」(

八
六
七
年)

一
部
平
仮
名
に
類
似
す
る

あ
り
と
し
ま
う
し
ぶ
み

教
王
護
国
寺
檜
扇
橋
落
書

(

八
七
七
年)

ホ
ネ
中
三
枚
に
平
仮
名
類
似
字
が
あ
る

因
幡
国
司
解
案
紙
背
仮
名
消
息

(

十
世
紀
初)

六
行
半

清
涼
寺
釈
迦
如
来
像
胎
内
文
書

(

九
三
八
年)

二
行
半

醍
醐
寺
五
重
塔
天
井
板
落
書

(

九
五
一
年)

こ
の
う
ち
、
因
幡
国
司
解
案
紙
背
仮
名
消
息
に
は
「
江
」
が
一
回
で
て
き
ま
す
。
ヤ
行
の
エ
が
期
待
さ
れ
る
場
所
な
の
で
合
っ
て
い
ま
す
が
、
ア
行
の
エ
が
一
回
も
出
て
こ
な
い
の
で
こ
れ
だ
け
で

は
何
と
も
い
え
ま
せ
ん
。

左
の
図
絵
「
有
年
申
文
」
に
つ
い
て
、
萱
の
り
子
さ
ん
が
「
仮
名
書
の
萌
芽
期
に
お
け
る
造
形
と
運
筆
」
の
な
か
で｢

末
之
」
と
「
奈
毛
」
「
末
比
」
な
ど
所
々
で
連
綿
線
が
現
れ
て
い
る
。
各
文
字
の
最

終
画
の
収
筆
は
、
次
に
続
く
文
字
の
始
筆
へ
向
け
て
放
た
れ
て
い
る
。
こ
の
収
筆
部
分
の
運
筆
は
、
そ
の
前
の
部
分
と
連
動
し
た
円
転
す
る
動
き
の
延
長
上
に
現
れ
て
き
て
い
る
。
連
綿
部
の
運
筆
で

は
、
前
の
文
字
の
実
画
と
次
の
文
字
の
実
画
を
つ
な
ぐ
際
に
、
一
旦
紙
面
か
ら

筆
を
離
す
と
い
う
動
作
が
省
略
さ
れ
る
。
実
線
で
つ
な
が
れ
た
部
分
を
み
る

と
「
奈
毛
」
で
は
楷
書
の
筆
順
に
よ
る
「
毛
」
で
は
な
く
、
草
書
の
筆
順
が
と
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
筆
順
に
よ
っ
て
、｢

奈
毛
」
の
部
分
の
運
筆
経
路
は
短
縮
さ
れ

る
」
〔
神
戸
大
学
表
現
研
究
第
二
卷
第
一
号
所
収
〕
と
説
明
し
て
い
ま
す
。

※
実
際
、
「
草
仮
名
」で
表
記
さ
れ
た
最
古
の
文
献
資
料
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
上
野
国
立
博
物
館
藏
『
秋
萩
帖
』
→
『
秋
萩
帖
』
を
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

◇
解
説

草
仮
名
の
遺
品
と
し
て
著
名
な
本
巻
は
、
“
あ
き
は
ぎ
の
云
々
”
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の
書
出
し
か
ら
「
秋
萩
帖
」
の
名
が
あ
る
。
第
一
紙
と
第
二
紙
以
下
は
筆
者
を
異
に
し
、
和
歌
四
十
八
首
を
草
仮
名
で
書
い
た
後
、
巻
末
部
分
に
は
王
羲
之
書
状
の
臨
書
が
あ
る
。
紙
背
に
伏
見

天
皇
の
花
押
が
あ
り
、
そ
の
遺
愛
の
品
と
知
ら
れ
る
。

◇
解
説

「
玄
賓
僧
都
」備
中
国
に
お
け
る
玄
賓
生
誕
地
伝
説
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