
の
講
義
内
容

文
字
の
は
な
し
と
音
訓
に
つ
い
て

02

―
文
字
資
料(

漢
字
・ひ
ら
が
な
・カ
タ
カ
ナ
・ロ
ー
マ
字)

か
ら
日
本
語
學
資
料
へ―

萩
原

義
雄

日
本
最
古
の
文
献
資
料
と
は

私
た
ち
人
類
が
言
語
活
動
を
開
始
し
た
と
き
、
話
す
＝
聞
く
こ
と
、
書
く
＝
読
む
こ
と
を
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
始
め
た
の
か

興
味
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
な
か
で
、
話
す
＝
聞
く
こ
と
の
言
語
形
態
は
一
過
性
に
す
ぎ
ず
、
露
の
如
く
消
滅
し
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
書
く
＝

読
む
こ
と
の
言
語
形
態
は
、
後
世
に
継
承
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
後
者
の
書
く
＝
読
む
こ
と
の
言
語
形
態

を
素
に
つ
い
て
話
を
進
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

漢
字
を
用
い
た
日
本
語
表
記
の
遺
品
と
し
て
は
、
五
世
紀
半
頃
の
二
種
の
「
金
石
文
」
、
紙
の
資
料
と
し
て
は
、
聖
德
太
子
自
筆

本
『
法
華
義
疏(

ほ
つ
け
ぎ
し
よ)

』
〔
御
物
、
推
古
天
皇
二
十
三
年(

西
暦
六
一
五)

〕
や
後
の
『
日
本
書
紀
』
所
載
の
『
十
七
條
憲
法
』

が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
『
法
華
義
疏
』
の
料
紙
は
、
中
国
の
唐
紙
を
用
い
て
い
て
、
未
だ
本
邦
で
は
和
紙
の
生
産
が
で
き
ず
、
輸

入
し
た
高
価
な
品
物
の
一
つ
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
こ
に
尤
も
最
古
の
日
本
に
現
存
す
る
墨
書
文
献
資
料
と
し
て
、
今
日
ま
で

維
持
保
存
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
書
記
者
が
聖
德
太
子
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
亊
の
真
偽
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、
未

だ
定
説
を
見
な
い
資
料
で
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
書
記
文
字
に
つ
い
て
は
、
当
代
の
四
六
駢
儷
体
の
文
章
的
特
徴
を
表
出
さ

せ
て
い
る
こ
と
は
声
に
出
し
て
読
ん
で
見
れ
ば
お
わ
か
り
に
な
る
で
し
ょ
う
。

《
参
考
資
料
》
紙
★
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
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日
本
最
古
の
文
字

古
代
日
本
人
は
、
文
字
を
用
い
て
い
な
か
っ
た
と
云
い
ま
す
が
、
果
た
し
て
本
統
に
文
字
言
語
と
無
縁
な
世
界
に
あ
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
？
よ
く
、
文
字
が
使
え
な
か
っ
た
の
で
口
誦
に
よ
り
伝
え
て
き
た
と
云
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
実
際
、
日
本
の
古
代
神
話
を
ま

と
め
た
『
古
事
記
』
〔
和
銅
四
年(

七
一
一)

九
月
十
八
日
〕
に
は
、
「
臣
安
萬
侶
」
が
「
稗
田
阿
礼
」
の
口
誦
す
る
内
容
を
記
録
し
た
。

二
行
目
の
一
八
文
字
目
か
ら
訓
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

然
。
上
古
之
時
。
言
意
竝
朴
。
敷
レ

文
構
コ
ト

句
。
於
レ

字
即
難
。
已
因
レ

訓
述
者
。
詞
不
レ

逮
レ

心
。
全
以
レ

シ
カ
ル
ニ

シ

ヤ

ウ

コ

ノ

ト

キ

ゲ

ン

ヰ

ナ
ラ
ビ
ニ
ボ
ク
シ
テ

シ

キ

ブ
ン
ヲ
カ
マ
フ
ル

ク

ヲ

オ
イ
テ

ジ

ニ
ス
ナ
ハ
チ
カ
タ
シ

ス
デ
ニ
ヨ
リ
テ

ク
ン
ニ
ノ
ベ
タ
ル
モ
ノ
ハ

コ
ト
バ

ズ

ヲ
ヨ
バ

コ
コ
ロ
ニ

マ
ツ
タ
ク
モ
チ
テ

音

連

者
。
事
趣
更
長
。
是
以
今
。
或
一
句
之
中
。
交
二

用
音
訓
一

。
或
一
事
之
内
。
全
以
レ

訓
録
。

オ
ン
ヲ
ツ
ラ
ネ
タ
ル
モ
ノ
ハ

コ
ト
ノ
オ
モ
ム
キ
サ
ラ
ニ
ナ
ガ
シ

コ
コ
ヲ

モ

テ

イ

マ

ア
ル
ヒ
ハ
イ

チ

ク

ノ

ウ

チ

マ
ヂ
ヘ

モ
チ
ヒ
ヲ
ン
ク
ン
ヲ

ア
ル
ヒ
ハ
イ

チ

ジ

ノ

ウ

チ

マ
ツ
タ
ク
モ

テ

ク
ン
ヲ
シ
ル
ス

と
、
こ
の
よ
う
な
日
本
語
に
於
け
る
こ
と
ば
表
現
の
有
様
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
『
古
事
記
』
は
、
中
国
の
漢
字
音
を

以
て
、
日
本
語
の
音
に
当
て
は
め
て
表
記
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
よ
り
少
し
前
に
は
『
人
麻
呂
歌
集
』
が
編
纂
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ

す
が
は
、
今
日
伝
来
す
る
も
の
と
し
て
は
新
し
い
い
わ
ば
後
世
の
写
し
で
し
か
な
い
の
で
、
そ
の
文
字
形
態
様
相
を
知
る
手
が
か
り

と
し
て
は
、
直
接
こ
の
表
記
字
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
非
漢
文
で
あ
る
漢
式
和
文
の
特
徴
と
も
い
え
る
文
字
と

文
章
が
成
り
立
つ
そ
の
過
程
を
確
認
す
る
大
切
さ
は
幾
分
な
り
と
も
遺
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
訓
読
の
う
え
に
成
る
こ
の
漢
式
和

文
を
完
成
さ
せ
て
い
く
、
そ
の
到
達
し
た
結
果
が
現
行
の
日
本
語
文
と
な
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
漢
字
を
訓
読
す
る
と
き
、
そ
こ
に
日
本
語
の
助
詞
や
助
動
詞
が
読
み
添
え
ら
れ
、
一
定
の
文
章
と
し
て
表
現
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。
漢
字
の
習
学
に
つ
い
て
は
、
考
古
学
発
掘
調
査
に
基
づ
く
「
音
義
木
簡
」
が
資
料
と
し
て
今
世
紀
活
用
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
木
簡
と
し
て
、
①
七
世
紀
後
半
の
滋
賀
県
北
大
津
遺
跡
出
土
木
簡
（
林
紀
昭
・
近
藤
滋

「
北
大
津
遺
跡
出
土
木
簡
」
滋
賀
大
国
文

号
）
や
、
②
八
世
紀
の
徳
島
県
観
音
寺
遺
跡
出
土
木
簡
（
木
簡
学
会
『
日
本
古
代

16

木
簡
集
成
』
東
京
大
学
出
版
会
刋
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
①
の
木
簡
に
は
、
「
創
」
の
文
字
を
「創

阿
佐
ム
加
ム
移
母
」

フ

ア

ザ

ム

カ

ム

ヤ

モ

と
和
訓
を
万
葉
が
な
表
記
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
「
賛
」
の
文
字
を
「
賛

田
須
久
」
と
訓
読
し
て
い
ま
す
。
②
の
木
簡
に
も
「
椿
」
の

サ
ン

タ

ス

ク

チ
ン

文
字
を
「
椿

ツ
婆
木
」
と
和
訓
を
万
葉
が
な
表
記
し
て
い
る
の
で
す
。
近
年
で
は
、
奈
良
の
長
屋
王
家
木
簡
（
三
万
六
千
点
以

上
）
が
徐
々
に
一
般
公
開
さ
れ
、
そ
の
貴
重
な
文
字
を
今
世
紀
に
具
現
化
し
て
き
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
、
こ
の
『
古
事
記
』
が
編

纂
さ
れ
た
時
代
に
等
し
い
資
料
で
あ
る
た
め
、
文
字
比
較
検
証
の
う
え
で
も
と
っ
も
有
効
な
一
級
資
料
な
の
で
す
。

《
参
考
資
料
》

◎
紀
田
順
一
郎
著
『
日
本
の
書
物
』
―
太
古
の
ロ
マ
ン
『
古
事
記
』
―
〔勉
誠
出
版
二
〇
〇
六
年
刊
〕

１
、
『
古
事
記
』
太
古
の
ロ
マ
ン
。[

１
４
頁]

。
古
代
→
「
吾
と
汝
と
天
の
下
」
「
日
本
神
話
の
独
創
性
」
「
原
稿
用
紙
六
十
枚
の
原

典
」

http
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/
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_ko

jiki0
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tm
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◎
神
野
志
隆
光
著
『
漢
字
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
古
事
記
』
〔
東
京
大
学
出
版
会
二
〇
〇
七
年
二
月
刊
〕

『
古
事
記
』
は
、
本
文
を
訓
主
体
で
、
歌
を
音
仮
名
で
書
く
と
い
う
書
き
方
を
文
字
の
技
術
的
環
境
か
ら
選
択
し
ま
し
た
。
そ

http://www.komazawa-u.ac.jp/%7Ehagi/kokugo_kojiki01.html


れ
は
、
散
文
と
歌
と
の
違
い
に
つ
い
て
自
覚
し
て
成
り
立
た
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
（
中
略
）
訓
に
よ
る
叙
述
と
、
音
仮
名
に
よ
る
歌
の

表
現
と
が
、
張
り
合
う
よ
う
に
し
て
、
い
わ
ば
叙
述
を
複
線
化
し
て
い
る
の
が
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
『
古
事
記
』
の
レ
ベ
ル
だ
と
見
る

べ
き
で
す
。
〔

頁
参
照
〕

70

今
日
は
、
こ
の
文
字
の
起
源
、
そ
し
て
現
代
の
日
本
列
島
に
ど
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
文
字
が
伝
播
し
て
い
っ
た
の
か
？
、
そ
の
大

概
を
話
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
！

『
古
事
記
』の
上
卷
に
、

か
れ
二
柱
の
神
天
の
浮
橋
に
立
し
て
。
そ
の
沼
矛
を
さ
し
お
ろ
し
て
か
き
た
ま
へ
バ
。
塩
許
袁
呂
許
袁
呂
邇
か
き
な
し
て
。
ひ

ふ
た
は
し
ら

か
み
あ
ま

う

き

は
し

た
た

ぬ

ほ

こ

し
ほ

こ

ほ

ろ

こ

ほ

ろ

に

き
あ
げ
た
ま
ふ
と
き
に
。
そ
の
矛
の
末
よ
り
し
た
だ
る
塩
。
つ
も
り
て
嶋
と
な
る
。
こ
れ
淤
能
碁
呂
嶋
な
り
。

ほ
こ

さ
き

し
ほ

し
ま

お

の

ご

ろ

し

ま

と
「
し
ほ
【塩
】
」
の
語
が
見
え
て
い
ま
す
。

※
「し
ほ
【
塩
】
」と
い
う
文
字
を
例
に
し
て
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大
陸
中
国
で
の
「
し
ほ
」
の
文
字
は
、
正
字
の
「
鹽
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
俗
字
で
表
記
す
る
と
、
「
塩
」
と
な
る
の
で
す
が
、
こ
の
「
塩
」

文
字
が
大
陸
か
ら
朝
鮮
半
島
を
経
て
日
本
列
島
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
表
記
字
が
些
か
異
な
る
文
字
表
記
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
本
日
こ
こ
で
学
び
ま
し
た
。

で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
、
同
一
の
文
字
を
変
容
さ
せ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
？

本
日
は
、
時
間
の
関
係
で
取
り
上
げ
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
こ
れ
ら
の
異
な
る
文
字
表
記
（
＝
「
異
体

字
」
）
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
に
も
取
り
上
げ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
に
「
国
」
の
文
字
が
あ
り
ま
す
。
正
字
は
「
國
」
そ
し
て
、
俗
字
と

し
て
「
国
」
の
文
字
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
古
く
は
「
箘
」
と
表
記
し
ま
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
講
義
の
時
に
触
れ
る
こ
と

に
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
中
国
の
秦
の
始
皇
帝
は
、
文
字
を
以
て
国
を
統
治
す
る
政
策
の
意
味
で
、
多
く
の
漢
字
文
字
を
変
容
さ
せ
た
人
物
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
に
「
つ
み
」
と
い
う
漢
字
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
以
前
は
、
「
辜
」
と
表
記
し
て
「
つ
み
」
と
訓
む
の
が

定
ま
っ
た
文
字
で
し
た
。
こ
の
文
字
を
「
皇
帝
」
の
文
字
に
類
似
す
る
こ
と
か
ら
、
現
代
わ
た
し
た
ち
が
用
い
て
い
る
「
罪
」
の
文
字
改

め
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
現
代
の
国
家
事
業
の
ひ
と
つ
に
国
語
審
議
会
が
正
字
を
別
字
で
代
用
す
る
と
い
う
文
字
政
策
を
実
施
し

て
き
た
の
も
似
通
っ
て
い
ま
す
。

《參
考
と
す
る
語
句
》

金
石
文

布
帛
文

竹
簡
・
木
簡

唐
紙
・
和
紙

洋
紙

電
子
ペ
ー
パ
ー

《
今
後
の
課
題
》

日
本
の
最
古
の
神
話
で
あ
る
『
古
事
記
』
に
は
、
原
本
は
残
存
し
て
い
ま
せ
ん
。
最
古
の
資
料
と
し
て
、
鎌
倉
時
代
の
古
写
本
が

名
古
屋
の
眞
福
寺
に
伝
来
し
て
い
ま
す
。
こ
の
、
国
宝
『
古
事
記
』
の
本
文
〔
写
本
類
〕
と
電
子
印
影
さ
れ
た
資
料
や
こ
の
内
容
を

活
字
入
力
し
た
文
献
資
料
を
今
後
ど
の
よ
う
に
私
た
ち
は
見
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
？
。
そ
し
て
、
海
外
で
の
碩
学
研
究
の
現
況

は
ど
の
よ
う
な
展
開
に
入
っ
て
い
る
の
か
を
今
後
精
確
に
見
つ
め
問
い
直
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

http://www.komazawa-u.ac.jp/%7Ehagi/bunken-sihonomoji.htm
http://www.komazawa-u.ac.jp/%7Ehagi/ko_shihonomoji.pdf

