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一　

共
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ

通
語
と
し
て
の
漢
字
・
漢
文

　

世
界
史
は
東
か
ら
西
へ
と
発
展
し
た
と
嘯
く
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
象
形
文
字
か
ら
表
音
文
字
へ
の
「
進
化
」
を
文
明
の
発
展
過
程
に
重
ね
合

わ
せ
る
。
ゆ
え
に
、
か
れ
に
と
っ
て
表
音
文
字
こ
そ
が
文
字
の
理
想
的
な
形
態
で
あ
る
。「
表
音
文
字
の
ほ
う
が
文
句
な
く
知
的
で
あ
る
。

知
性
に
固
有
の
、
知
性
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
、
観
念
の
表
現
形
式
た
る
「
単
語
」
は
、
表
音
文
字
に
お
い
て
こ
そ
意
識
に
も
た
ら
さ

れ
、
反
省
の
対
象
と
な
る）

1

（
注

」。

　

し
か
し
、
西
洋
の
文
字
が
表
意
性
を
捨
て
て
完
全
な
表
音
化
に
至
っ
た
の
は
、
ま
っ
た
く
の
偶
然
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
多
数
の
民

族
が
興
亡
し
た
古
代
地
中
海
世
界
に
お
い
て
、
各
民
族
が
自
分
た
ち
の
言
葉
を
表
記
す
る
た
め
に
、
言
語
を
異
に
す
る
他
民
族
の
文
字
の

借
用
と
適
用
を
く
り
か
え
し
た
結
果
で
あ
る
か
ら
だ
。

　

他
方
、
漢
字
は
、
殷
代
の
甲
骨
文
に
す
で
に
仮
借
字
や
形
声
字
が
あ
ま
ね
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
初
期
段
階
か
ら
表
音
的
な
機
能

を
具
え
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
完
全
な
表
音
化
の
方
向
へ
と
進
む
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
民
族
的
同
一
性
に
よ
る
も
の
で

は
む
ろ
ん
な
い
。
元
や
清
の
よ
う
な
異
民
族
に
よ
る
征
服
王
朝
さ
え
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
実
際
、
両
王
朝
と
も
漢
字
を
排
除
し
よ
う
と
し

た
。
だ
が
結
局
は
、
漢
字
の
力
に
屈
し
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
両
王
朝
は
体
制
の
維
持
の
た
め
に
漢
字
を
使
い
続
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
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た
。
か
く
て
漢
字
お
よ
び
漢
文
は
、
古
代
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
書
記
言
語
と
し
て
の
基
本
的
な
体
系
を
変
え
る
こ
と
な
く
維
持
し
て

き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
的
事
実
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
言
語
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
き
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
つ
い
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
漢
字
は
、
東
洋
に
先
ん
じ
て
近
代
化
を
遂
げ
た
西
洋
に
と
っ
て
、
遅
れ
た
文
明

の
象
徴
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
漢
字
の
非
合
理
性
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
い
る
。

〔
中
国
の
〕
文
字

0

0

の
性
質
か
ら
し
て
学
問
の
発
展
を
大
き
く
阻
害
す
る
も
の
で
す
。
い
や
、
む
し
ろ
逆
で
、
真
の
学
問
的
関
心
が
な

か
っ
た
た
め
に
、
思
想
と
表
現
と
伝
達
に
ふ
さ
わ
し
い
道
具
が
作
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。（
…
…
）
一

見
す
る
と
、
漢
字
は
大
き
な
利
点
を
そ
な
え
て
い
る
か
に
見
え
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
偉
人
た
ち
が
感
心
し
て

い
ま
す
。
が
、
利
点
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
。
文
字
と
そ
れ
ら
が
あ
ら
わ
す
音
を
比
較
し
た
だ
け
で
そ
の
欠
点
は
あ
き
ら
か
で
、
文
字

と
音
が
分
離
し
て
い
る
中
国
語
で
は
、
そ
の
む
す
び
つ
き
が
き
わ
め
て
不
完
全
で
す）

2

（
注

。

　

こ
う
し
た
見
方
に
反
し
て
、
和
辻
哲
郎
は
中
国
が
文
化
的
同
一
性
を
維
持
し
て
き
た
「
窮
極
の
根
拠
」
を
漢
字
に
帰
し
て
い
る
。
少
し

長
く
な
る
が
、
煩
を
厭
わ
ず
引
用
し
よ
う
。

言
語
は
必
ず
し
も
音
声
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

表
現
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
音
声
を
表
示
す
る
記
号
の
み
が
文
字
な
の
で
は

な
い
。
音
声
の
媒
介
を
経
ず
に
直
接
に
意
味
を
現
わ
し
て
も
、
そ
れ
は
文
字
と
し
て
の
資
格
に
欠
く
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
も
し
か
か

る
形
象
が
使
用
上
に
お
い
て
も
大
な
る
不
便
な
く
作
り
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
文
字
と
し
て
は
む
し
ろ
そ
の
本
質
に
忠
な
る
も

の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
漢
字
は
直
観
性
と
抽
象
性
と
の
適
度
な
る
交
錯
に
よ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
か
か
る
形
象
と
し
て
成
功
し
た
も
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の
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
ひ
と
た
び
か
か
る
文
字
が
成
立
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
音
綴
文
字
と
は
は
な
は
だ
し
く
異
な
っ
た
効

用
を
発
揮
し
始
め
る
。
す
な
わ
ち
同
一
の
文
字
が
音
声
的
に
異
な
っ
た
言
語
を
表
現
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
語
が
地
方
的

に
い
か
に
異
な
っ
た
訛
り
を
帯
び
て
来
よ
う
と
も
、
文
字
的
表
現
に
お
い
て
は
常
に
同
一
で
あ
り
得
る
。
ま
た
時
代
的
に
発
音
が
変

遷
し
て
行
っ
て
も
、
文
字
は
毫
も
変
わ
ら
な
い
で
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
漢
字
の
機
能
の
ゆ
え
に
、
シ
ナ
の
地
域
に
お
け
る

方
言
の
著
し
い
相
違
や
、
ま
た
時
代
的
な
著
し
い
言
語
の
変
遷
が
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
隠
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ

る
。
現
代
の
シ
ナ
に
お
い
て
、
も
し
語
ら
れ
る
通
り
に
音
表
文
字
を
も
っ
て
現
わ
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
言
語
の
多
様
な
る
こ
と
は
現

代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
比
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
も
し
シ
ナ
の
古
語
が
音
表
文
字
を
も
っ
て
記
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
先
秦
や
秦

漢
や
唐
宋
な
ど
の
言
語
が
現
代
の
言
語
と
異
な
る
こ
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
や
ラ
テ
ン
語
や
ゲ
ル
マ
ン
語
が
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
と
異

な
る
に
譲
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
漢
字
は
こ
れ
ら
一
切
の
相
違
を
貫
ぬ
い
て
共
通
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
書
か
れ
た
言

葉
」
が
地
方
的
時
代
的
に
同
一
な
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
シ
ナ
の
地
域
に
お
い
て
は
二
千
数
百
年
の
間
同
一
の
言
語
が
支
配
し

た
。
こ
れ
は
一
つ
の
文
化
圏
の
統
一
を
示
す
も
の
と
し
て
は
、
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
有
力
な
も
の
に
見
え
る
。
こ
こ
に
我
々

は
先
秦
の
文
化
や
漢
文
化
が
一
つ
の
文
化
の
異
な
っ
た
時
代

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
考
え
ら
れ
る
窮
極
の
根
拠
を
見
い
だ
し
得
る
と
思
う）

3

（
注

。

　

つ
ま
り
和
辻
は
、
中
国
と
い
う
政
治
的
統
一
体
の
存
在
に
よ
っ
て
漢
字
が
生
き
延
び
て
き
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
逆
に
、
漢
字
の
お
か

げ
で
そ
の
体
制
が
命
脈
を
保
っ
て
き
た
と
い
う
の
だ
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
漢
字
が
異
質
な
文
化
を
統
合
す
る
力
を
も
つ
と
い
う
点
で

あ
る
。
そ
れ
は
音
声
言
語
を
異
に
す
る
異
民
族
を
も
同
質
の
文
化
に
包
含
す
る
力
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
中
国
は
、
た
と
え
征
服
王
朝

に
よ
る
支
配
を
た
び
た
び
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
続
性
を
保
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
漢
字
は
、
朝
鮮
、

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
、
日
本
な
ど
の
周
辺
諸
国
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
、
東
ア
ジ
ア
に
一
大
文
化
圏
を
築
く
に
至
っ
た
。
漢
字
・
漢
文
と
い
う
共
通
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の
書
記
言
語
、
い
わ
ば
共
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ

通
語
に
よ
っ
て
、
中
国
で
育
ま
れ
蓄
積
さ
れ
た
膨
大
な
知
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
ま
た
そ
れ
は
、
漢
字
・
漢
文
に
よ
る
書
字
が
否
応
な
し
に
政
治
的
な
力
を
孕
む
こ
と
を
意
味
す
る
。
中
国
歴
代
王
朝
は
、
漢

字
・
漢
文
を
統
治
の
原
理
と
し
て
利
用
し
て
き
た
の
だ
か
ら
。
法
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
文
字
を
媒
体
に
し
て
異
質
な
他
者
を
馴
致
す

る
。
次
節
で
論
じ
る
よ
う
に
、
こ
の
書
字
の
力
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
文
明
を
維
持
し
て
き
た
の
が
「
史
」
に
淵
源
す
る
官

僚
層
で
あ
っ
た
。

　

わ
れ
わ
れ
が
関
心
を
寄
せ
る
「
芸
術
」
と
し
て
の
書
も
、
こ
の
政
治
的
な
力
と
無
関
係
に
は
存
在
し
え
な
い
。
実
際
、
わ
た
し
た
ち
が

鑑
賞
の
対
象
と
す
る
書
の
作
品
の
多
く
は
政
治
的
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
政
治
的
な
も
の
は
美
的
な
ヴ
ェ
ー
ル
を
ま
と
っ
て
掲
げ
ら
れ

る
。
書
の
芸
術
性
は
、
政
治
性
と
隠
微
な
共
犯
関
係
に
あ
る
の
だ
。

　

ま
た
、
ど
の
よ
う
な
書
が
す
ぐ
れ
、
あ
る
い
は
劣
っ
て
い
る
の
か
を
判
断
す
る
「
美
学
」
も
、
つ
ね
に
政
治
的
な
も
の
と
の
力
学
関
係

に
お
い
て
存
す
る
。
む
し
ろ
、
そ
こ
に
生
じ
る
緊
張
こ
そ
が
中
国
の
書
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
条
件
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
力
の
源
泉
で
も
あ

る
。
そ
れ
を
無
視
す
る
な
ら
、
書
の
本
質
を
見
誤
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

二　
「
史
」
と
書
字

　

し
た
が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
偏
見
に
満
ち
た
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
が
、
一
面
の
真
実
を
言
い
当
て
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。中

国
人
の
よ
う
な
精
神
形
成
の
停
滞
し
た
民
族
に
と
っ
て
し
か
、
象
形
文
字
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
種
の
書
き
こ
と
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ば
を
読
み
書
き
で
き
る
の
は
、
精
神
文
化
を
自
分
た
ち
だ
け
の
占
有
物
と
す
る
、
ご
く
一
部
の
特
権
階
級
に
限
ら
れ
る）

4

（
注

。

　

習
得
が
困
難
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
書
字
の
能
力
を
身
に
つ
け
た
者
は
、
そ
れ
を
独
占
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
力
を
も
っ
た
。
そ
れ
は
専
門

的
な
知
識
で
あ
り
技
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
支
え
た
の
が
、「
史
」
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
官
僚
層
の
存
在
で
あ
る
。

　

中
国
古
代
の
伝
説
に
よ
れ
ば
、
漢
字
を
発
明
し
た
蒼
頡
は
黄
帝
に
仕
え
る
「
史
」（
書
記
官
）
で
あ
っ
た
と
い
う）

5

（
注

。
殷
代
以
来
、
文
字

の
取
り
扱
い
は
特
定
の
職
能
集
団
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
か
れ
ら
が
そ
の
知
識
と
技
能
を
独
占
し
て
い
た
。
殷
代
の
甲
骨
文
は
た
ん
に
宗
教

的
な
占
い
の
記
録
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
祭
司
長
た
る
王
が
神
託
を
受
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
を
執
り
行
っ
た
記
録
で
も
あ
る
。
こ
の
文

字
を
記
し
た
者
た
ち
が
い
か
な
る
立
場
に
あ
っ
て
、
何
と
呼
ば
れ
て
い
た
か
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
の
ち
に
「
史
」
と
呼
ば
れ
る

職
掌
と
の
繋
が
り
を
想
定
す
る
こ
と
は
な
お
可
能
だ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
、
春
秋
時
代
の
晋
国
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
《
侯
馬
盟
書
》
に
は
、「
巫
」「
覡げ
き

」「
祝
」
と
い
っ
た
巫
術
（
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ

ム
）
的
な
起
源
を
も
つ
神
官
と
並
ん
で
「
史
」
と
い
う
職
官
が
記
さ
れ
て
い
る
。
平
㔟
隆
郎
に
よ
れ
ば
、「
こ
れ
ら
は
、
祭
祀
を
司
る
者

た
ち
で
あ
る
。
本
来
盟
誓
参
加
者
が
所
属
し
た
国
の
祭
祀
の
場
で
、
祭
祀
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
の
「
史
」
が
（
…
…
）
文
字
書
き

で
あ
る
。
そ
う
し
た
者
た
ち
が
各
国
に
い
る
か
ら
、
盟
誓
を
行
っ
た
後
、
盟
書
を
作
っ
て
持
ち
帰
り
、
祭
祀
の
場
で
内
容
が
確
認
で
き

る
）
6

（
注

」。
か
れ
ら
が
執
り
行
う
祭
祀
の
場
に
お
い
て
、
神
の
下
に
諸
侯
間
で
盟
誓
が
交
わ
さ
れ
、
盟
書
と
し
て
記
録
が
残
さ
れ
た
。
こ
こ
か

ら
、
太
古
の
宗
教
観
念
が
希
薄
化
し
、
す
で
に
実
務
的
な
書
記
官
と
し
て
の
「
史
」
と
い
う
名
称
が
一
般
化
し
た
春
秋
時
代
に
も
、
な
お

あ
る
種
の
呪
術
的
な
技
能
を
有
す
る
神
官
と
し
て
の
観
念
が
残
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
か
れ
ら
「
史
」
こ
そ
が
〝
書
家
〞
の
祖
で
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
。
宮
崎
市
定
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
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後
世
、
最
古
の
権
威
あ
る
史
料
と
し
て
尊
崇
さ
れ
た
『
書
経
』
の
各
篇
は
、
い
ず
れ
も
帝
王
の
史
官
の
手
に
な
っ
た
記
録
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
。
中
国
の
文
字
と
い
う
も
の
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
史
官
が
世
襲
的
に
掌
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
帝
王
の
記
録
た
る

『
書
経
』
が
永
く
後
世
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
私
の
個
人
的
な
考
え
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
模
範
文
と
し
て
保
存
さ
れ
、
文
字
を
習
う

手
本
と
し
て
用
い
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
帝
王
個
人
の
み
な
ら
ず
、
国
家
の
大
事
に
関
す
る
祭
祀
や
軍
令

で
あ
り
、
少
し
く
文
字
を
置
き
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
場
合
に
応
用
さ
れ
え
た
も
の
で
あ
ろ
う）

7

（
注
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周
王
朝
の
官
制
を
記
し
た
と
さ
れ
る
『
周
礼
』
に
は
、
祭
祀
官
を
列
記
し
た
「
春
官
」
の
も
と
に
、
書
記
官
の
長
で
あ
る
「
大
史
」
を

は
じ
め
、「
小
史
」「
内
史
」「
外
史
」「
御
史
」
と
い
っ
た
史
官
の
職
制
が
み
え
る
。
む
ろ
ん
『
周
礼
』
は
、
実
際
に
は
戦
国
時
代
に
成
っ

た
書
物
で
あ
り
、
儒
家
が
潤
色
を
加
え
た
理
想
の
官
制
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
漢
に
儒
教
が
国
家
の
正
統
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

し
て
認
め
ら
れ
て
以
降
、
そ
う
し
た
「
史
」
の
観
念
が
受
け
継
が
れ
た
。『
説
文
解
字
』
序
に
「
尉
律
に
、
学
僮
十
七
已
上
、
始
め
て
試

み
、
書
九
千
字
を
諷
籀
す
れ
ば
、
乃
ち
史
為
る
を
得
。
又
た
八
体
を
以
て
之
に
試
み
、
郡
は
大
史
に
移
し
并
せ
て
課
し
、
最
な
る
者
は
以

て
尚
書
令
と
為
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
秦
漢
の
頃
、
史
と
し
て
採
用
さ
れ
る
に
は
、
九
千
字
に
及
ぶ
法
律
の
文
章
を
暗
記
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
し
か
も
大
史
と
な
る
に
は
八
つ
の
書
体
を
書
き
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
「
八
体
」
と
は
、

許
慎
が
「
秦
の
八
体
」
と
呼
ぶ
も
の
で
、
大
篆
、
小
篆
、
刻
符
、
虫
書
、
摹
印
、
署
書
、
殳し
ゆ

書
、
隷
書
を
い
う
。
そ
の
名
か
ら
想
像
さ
れ

る
よ
う
に
、
正
式
な
書
体
で
あ
る
大
篆
・
小
篆
と
実
用
通
行
体
の
隷
書
の
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
・
媒
体
に
応
じ
て
異
な
る
書
体
が
用

い
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
体
に
固
有
の
〝
書
法
〞
を
も
同
時
に
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
。
許
慎
は
、
当
時
す
で
に
伝
統
的
な
「
小
学
」（
文
字
の
知
識
）
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
だ
が
、
官
吏
と

し
て
立
つ
た
め
に
正
統
な
書
体
と
書
法
に
精
通
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
、
隋
代
に
成
立
し
、
清
朝
が
滅
ぶ
ま
で
続
い
た
官
吏
登
用
制
度
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で
あ
る
科
挙
に
お
い
て
も
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
一
握
り
の
識
字
層
は
、
書
物
に
記
さ
れ
た
知
識
を

占
有
し
、
文
書
行
政
に
よ
る
上
意
下
達
の
強
固
な
官
僚
制
を
支
え
た
。
か
れ
ら
は
、
古
代
に
お
い
て
は
祭
司
で
あ
り
、
秦
漢
以
降
は
官
僚

で
あ
っ
た
。

　
「
史
」「
吏
」「
事
」
は
い
ず
れ
も
「
史
」
を
構
成
要
素
に
含
む
同
系
の
文
字
で
あ
る
。『
説
文
』
で
は
、「
史
」
は
「
事
を
記
す
者
な

り
」、「
吏
」
は
「
人
を
治
む
る
者
な
り
」、「
事
」
は
「
職
な
り
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
字
源
的
に
い
っ
て
も
、
官
吏
の
祖
は
史

で
あ
る
。
官
僚
の
力
は
、
何
よ
り
も
書
字
の
知
識
と
技
能
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。

　

史
は
歴
史
を
記
す
こ
と
に
対
し
て
非
常
な
執
念
を
燃
や
し
た
。
中
国
ほ
ど
史
書
が
著
さ
れ
て
き
た
文
明
は
ほ
か
に
な
い
。『
礼
記
』
玉

藻
に
「
動
け
ば
則
ち
左
史
之
を
書
し
、
云
え
ば
則
ち
右
史
之
を
書
す
」
と
い
い
、『
漢
書
』
芸
文
志
に
「
古
の
王
者
に
世
よ
史
官
有
り
。

君
の
挙
は
必
ず
書
す
。
言
行
を
慎
み
法
式
を
昭
か
に
す
る
所
以
な
り
。
左
史
は
言
を
記
し
、
右
史
は
事
を
記
す
。
事
を
春
秋
と
為
し
、
言

を
尚
書
と
為
す
。
帝
王
、
之
に
同
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
莫
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
古
来
、
史
は
権
力
者
の
言
動
を
逐
一
記
録
し
た
。『
尚
書
』

の
な
か
の
「
周
書
」
や
、『
逸
周
書
』
と
し
て
伝
わ
る
文
献
は
、
そ
う
し
た
史
た
ち
に
よ
る
周
王
朝
の
記
録
に
基
づ
い
て
い
る
。
春
秋
時

代
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
周
王
室
の
独
占
的
な
知
識
で
あ
っ
た
漢
字
が
広
域
的
に
普
及
し
、
各
国
で
歴
史
が
記
録
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
記
録
は
、
戦
国
時
代
に
書
物
の
形
に
ま
と
め
ら
れ
、
魯
の
年
代
記
『
春
秋
』
や
魏
の
『
竹
書
紀
年
』
な
ど
、
今

日
そ
の
一
部
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

史
は
、
少
な
く
と
も
建
前
上
は
、
王
に
と
っ
て
不
都
合
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
あ
り
の
ま
ま
に
事
実
を
記
し
伝
え
る
こ
と
を
本
分
と
し

た
。『
左
伝
』
は
、
権
力
者
の
圧
力
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、
事
実
を
記
録
す
る
こ
と
に
命
を
か
け
た
大
史
三
兄
弟
の
話
を
伝
え
て
い
る

（
襄
公
二
十
五
年
）。
春
秋
時
代
、
斉
の
崔さ
い

杼ち
よ

は
、
か
れ
が
主
君
の
荘
公
を
殺
し
た
こ
と
を
記
録
に
書
い
た
大
史
を
殺
し
た
。
兄
の
後
を
継

い
だ
弟
も
同
じ
こ
と
を
書
い
た
の
で
、
崔
杼
は
こ
の
弟
も
殺
し
た
。
と
こ
ろ
が
か
れ
ら
の
末
弟
が
み
た
び
同
じ
こ
と
を
書
き
記
し
た
の
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で
、
つ
い
に
崔
杼
は
こ
れ
を
許
し
た
。
大
史
兄
弟
が
殺
さ
れ
た
と
聞
い
た
別
の
史
が
竹
簡
を
も
っ
て
駆
け
つ
け
た
が
、
す
で
に
正
し
く
記

録
さ
れ
た
こ
と
を
聞
い
て
帰
っ
て
い
っ
た
と
い
う）

8

（
注

。

　

こ
の
よ
う
な
古
代
の
史
官
の
エ
ー
ト
ス
は
、
後
世
の
歴
史
家
た
ち
に
も
受
け
継
が
れ
た
。
後
漢
の
明
帝
以
降
、
皇
帝
の
挙
動
は
「
起
居

注
」
と
し
て
記
録
さ
れ
、
正
史
を
書
く
た
め
の
基
礎
史
料
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
皇
帝
が
求
め
て
も
閲
覧
が
か
な
わ
な
か
っ
た
と
い
う
。

た
と
え
ば
唐
の
太
宗
は
、
諌
議
大
夫
で
あ
り
起
居
注
の
主
管
で
も
あ
っ
た
褚
遂
良
に
そ
の
記
録
を
見
せ
て
く
れ
な
い
か
と
尋
ね
た
と
こ

ろ
、「
今
の
起
居
は
、
古
の
左
右
史
に
し
て
、
以
て
人
君
の
言
行
を
記
す
。
善
悪
必
ず
書
し
、
人
主
の
非
法
を
為
さ
ざ
ら
ん
こ
と
を
庶こ
い

幾ね
が

う
。
帝
王
の
躬み

、
自
ら
史
を
観
る
を
聞
か
ず）

9

（
注

」
と
諫
め
ら
れ
た
と
い
う
（『
貞
観
政
要
』
論
文
史
や
『
旧
唐
書
』
巻
八
十
・
褚
遂
良
伝
な

ど
に
み
え
る
）。

　

司
馬
遷
の
『
史
記
』
以
降
、
各
王
朝
の
歴
史
は
、
つ
づ
く
王
朝
に
お
い
て
正
史
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
が
定
着
し
た
。
そ
れ
は
あ

る
程
度
は
権
力
者
に
よ
る
恣
意
的
な
捏
造
や
粉
飾
を
防
ぎ
、
歴
史
記
録
の
客
観
性
を
担
保
す
る
仕
組
み
と
し
て
機
能
し
た
。
の
み
な
ら

ず
、
歴
代
の
皇
帝
は
つ
ね
に
後
世
の
評
価
に
晒
さ
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て
政
治
を
執
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
太
宗

は
「
朕
、
若
し
事
を
制
し
令
を
出
し
、
人
に
益
有
る
者
は
、
史
則
ち
之
を
書
し
、
不
朽
と
為
る
に
足
ら
ん
。
若
し
事
、
古
を
師
と
せ
ず
、

政
を
乱
り
物
を
害
せ
ば
、
詞
藻
〔
す
ぐ
れ
た
詩
文
〕
有
り
と
雖
も
、
終
に
後
代
の
笑
い
を
貽の
こ

さ
ん
」（『
貞
観
政
要
』
論
文
史
）
と
述
べ
て

い
る
。
こ
う
し
た
権
力
者
の
倫
理
は
、
近
代
西
洋
の
知
識
人
の
目
に
も
驚
嘆
す
べ
き
も
の
と
し
て
映
っ
た
よ
う
だ
。
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
以

来
の
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
た
ち
の
報
告
を
通
し
て
中
国
文
化
の
実
態
に
触
れ
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
清
の
康
煕
帝
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
書
い
て
い
る）

10

（
注

。

現
在
に
お
い
て
す
べ
て
の
権
力
を
も
っ
て
い
る
偉
大
な
皇
帝
が
、
後
代
の
人
間
に
対
し
て
宗
教
的
な
ま
で
の
恐
れ
を
抱
き
、
ヨ
ー
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ロ
ッ
パ
の
皇
帝
が
等
族
会
議
や
議
会
を
気
に
す
る
以
上
に
、
正
史
に
載
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
記
述
を
気
に
し
、
皇
帝
の
治
世
を
記
す

た
め
の
材
料
の
蒐
集
を
任
と
す
る
史
官
が
、
後
世
の
そ
し
り
を
よ
ぶ
恐
れ
の
あ
る
記
録
を
、
い
っ
た
ん
密
封
さ
れ
れ
ば
も
う
誰
も
手

が
触
れ
ら
れ
な
い
箱
に
し
ま
い
込
み
は
し
な
い
か
と
真
剣
に
う
れ
え
て
い
る
の
を
み
る
こ
と
ほ
ど
報
告
の
し
が
い
が
あ
る
こ
と
が
他

に
あ
る
だ
ろ
う
か）

11

（
注

。

　

中
国
の
史
官
が
絶
対
的
な
権
力
を
握
る
皇
帝
を
も
抑
制
し
う
る
ほ
ど
の
力
を
も
ち
え
た
の
は
、
書
字
の
力
に
よ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
中
国
に
お
け
る
武
官
に
対
す
る
文
官
の
優
位
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
騎
士
が
貴
族
階
級
に
属
し
た
こ
と
や
、
日
本
で
は
鎌
倉
時

代
以
降
、
武
家
が
政
権
を
握
り
、
武
士
の
身
分
が
高
か
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
特
異
な
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
孔
子
以

来
、
殷
王
朝
を
武
力
で
倒
し
た
武
王
で
は
な
く
、
周
王
朝
の
礼
楽
制
度
を
築
き
上
げ
た
文
王
お
よ
び
そ
れ
を
補
佐
し
た
周
公
が
尊
敬
の
対

象
と
さ
れ
た
。『
論
語
』
に
は
、
孔
子
が
理
想
と
し
た
周
王
朝
の
文
化
の
理
念
を
「
文
」
と
名
指
し
、「
道
」
と
並
ん
で
重
ん
じ
て
い
る
こ

と
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
前
近
代
の
中
国
に
お
い
て
は
、「
武
」
よ
り
も
「
文
」
が
尊
重
さ
れ
、
実
際
に
力
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。

　

異
民
族
に
よ
る
征
服
王
朝
は
武
力
に
よ
っ
て
前
王
朝
を
滅
ぼ
し
た
が
、
権
力
を
手
に
す
る
と
漢
民
族
の
文
化
を
尊
重
し
、
多
く
は
そ
れ

に
順
応
し
よ
う
と
努
め
た
。
こ
れ
は
、
一
面
か
ら
み
れ
ば
、「
夷
狄
」
に
よ
る
「
中
華
」
へ
の
憧
憬
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
別
の
面
か

ら
み
れ
ば
、
行
政
を
担
う
文
官
の
官
僚
層
が
強
固
に
存
在
し
て
お
り
、
い
か
な
る
強
大
な
権
力
を
も
っ
て
し
て
も
か
れ
ら
を
斥
け
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
モ
ン
ゴ
ル
人
に
よ
る
征
服
王
朝
で
あ
る
元
は
折
衷
的
な
漢
化
政
策
を
採
っ
た
が
、
科

挙
を
排
し
、
新
た
に
パ
ク
パ
文
字
（
パ
ス
パ
文
字
）
を
国
字
に
定
め
、
諸
機
関
の
長
官
に
す
べ
て
モ
ン
ゴ
ル
人
を
充
て
る
な
ど
し
て
、
既

存
の
官
僚
層
の
力
を
抑
え
よ
う
と
し
た
。
だ
が
結
局
、
パ
ク
パ
文
字
は
ほ
と
ん
ど
実
用
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
結
局
は
従
来
通
り
漢
字

を
使
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
国
家
運
営
に
お
い
て
は
、
実
際
に
行
政
を
担
う
文
官
か
ら
な
る
官
僚
層
に
依
存
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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各
時
代
に
お
け
る
主
な
書
の
担
い
手
は
、
殷
周
か
ら
春
秋
に
か
け
て
は
神
官
、
戦
国
か
ら
秦
漢
で
は
史
官
、
魏
晋
南
北
朝
か
ら
隋
唐
で

は
貴
族
、
宋
以
降
は
科
挙
官
僚
と
い
う
よ
う
に
変
遷
し
て
き
た
。
し
か
し
、
か
れ
ら
が
い
ず
れ
も
国
家
の
統
治
を
支
え
る
実
質
的
な
官
僚

層
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
書
は
、
か
れ
ら
が
国
家
統
治
の
た
め
に
維
持
し
た
書
字
文
化
に
付
随
的
に
存
在
し
た
の
で
あ

り
、
ま
た
、
基
本
的
に
そ
の
限
り
で
尊
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
無
名
の
工
人
に
よ
る
書
は
蔑
ま
れ
、
批
評
の
対
象
に
も
さ
れ
な

か
っ
た
。

　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
先
の
引
用
の
す
ぐ
後
で
、
や
は
り
康
煕
帝
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

彼
は
中
国
の
あ
ら
ゆ
る
学
問
を
子
供
の
と
き
か
ら
、
驚
く
べ
き
勤
勉
さ
で
習
得
し
た
の
で
、
栄
誉
と
官
位
を
与
え
る
た
め
の
官
吏
登

用
試
験
に
お
い
て
、
す
ぐ
れ
た
試
験
官
ぶ
り
を
発
揮
し
た
。
ま
た
彼
は
自
ら
の
意
見
を
、
す
ば
ら
し
い
筆
蹟
で
（
こ
れ
は
中
国
人
の

間
で
は
最
高
の
教
養
を
も
っ
て
い
る
こ
と
の
あ
か
し
で
あ
る
）
書
く
こ
と
が
で
き
た）

12

（
注

。

　

い
ま
や
そ
の
よ
う
な
共
通
認
識
は
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
が
、
か
つ
て
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
い
て
、
書
を
善
く
す
る
こ
と
は

「
最
高
の
教
養
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
あ
か
し
」
で
あ
っ
た
。

三　

書
字
の
貶
下

　

こ
う
し
た
書
字
文
化
の
歴
史
に
鑑
み
れ
ば
、
中
国
に
お
い
て
、
文
字
や
書
く
こ
と
の
価
値
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
思
想
が
育
ま
れ
て
き

た
と
考
え
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
い
わ
ゆ
る
中
国
哲
学
の
伝
統
に
お
い
て
、
書
字
の
問
題
は
ほ
と
ん
ど
ま
と
も
に
論
じ
ら
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れ
て
こ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
書
字
に
つ
い
て
否
定
的
な
思
想
の
伝
統
が
強
固
に
存
在
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
荘
子
』
天
道

に
つ
ぎ
の
よ
う
な
章
節
が
あ
る）

13

（
注

。

世
の
道
に
貴
ぶ
所
の
者
は
書
な
り
。
書
は
語
に
過
ぎ
ず
。
語
は
貴
ぶ
有
り
。
語
の
貴
ぶ
所
の
者
は
意
な
り
。
意
は
随
う
所
有
り
。
意

の
随
う
所
の
者
は
、
言
を
以
て
伝
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
而
も
世
は
因
り
て
言
を
貴
び
、
書
を
伝
う
。
世
は
之
を
貴
ぶ
と
雖
も
、
我

猶
お
貴
ぶ
に
足
ら
ず
と
す
る
な
り
。
其
の
貴
ぶ
べ
き
に
非
ざ
る
を
貴
ぶ
が
為
な
り
。

　

こ
こ
で
い
う
「
書
」
と
は
、
文
字
な
い
し
書
物
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
通
し
て
学
ば
れ
る
知
識
を
指
し
、「
語
」
と
「
言
」
は
と
も
に

声
に
よ
る
言
葉
す
な
わ
ち
音
声
言
語
を
指
す
と
解
し
う
る
。
つ
ま
り
、「
書
」
は
「
語
」
な
い
し
「
言
」
を
書
き
留
め
る
道
具
に
す
ぎ
ず
、

ま
た
「
語
」
に
お
い
て
大
切
な
の
は
「
意
」
を
伝
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
意
」
は
「
言
」
に
よ
っ
て
は
伝
え
ら
れ
ず
、
ま
し
て

や
「
書
」
を
貴
ぶ
の
は
論
外
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
主
張
は
儒
家
を
主
た
る
標
的
と
し
た
批
判
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
当
の
儒
家
の
経
典
と
さ
れ
る
『
易
経
』
繋
辞
下
伝
の

「
子
曰
く
、
書
は
言
を
尽
く
さ
ず
、
言
は
意
を
尽
く
さ
ず
」
と
い
う
一
節
に
も
ほ
ぼ
同
型
の
思
想
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。
た

だ
し
、
後
者
は
た
ん
に
言
語
や
文
字
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
聖
人
が
作
っ
た
「
象
」
が
そ
れ
ら
を
超
え
て
「
意
」
を
表
現
し
伝
達
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
主
張
す
る
。「
然
ら
ば
す
な
わ
ち
聖
人
の
意
は
、
そ
れ
見
る
べ
か
ら
ざ
る
か
。
子
曰
く
、
聖
人
象
を
立
て
て
以

て
意
を
尽
く
し
、
卦
を
設
け
て
以
て
情
偽
を
尽
く
し
、
辞
を
繋
け
て
以
て
言
を
尽
く
し
、
変
じ
て
之
を
通
じ
て
以
て
利
を
尽
く
し
、
之
を

鼓
し
之
を
舞
し
て
以
て
神
を
尽
く
す
、
と
」。
つ
ま
り
、『
易
経
』
繋
辞
下
伝
の
こ
の
部
分
は
、『
荘
子
』
の
言
語
哲
学
を
「
象
」
の
導
入

に
よ
っ
て
揚
棄
す
る
も
の
と
し
て
も
読
め
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
『
荘
子
』
と
『
易
経
』
に
共
通
す
る
の
は
、「
意
」
│
「
言
」
│
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「
書
」
と
い
う
階
層
的
な
言
語
観
で
あ
っ
て
、「
書
」
が
見
下
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
『
荘
子
』
と
同
じ
く
淮
南
王
劉
安
の
主
導
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
『
淮
南
子
』
本
経
訓
に
み
え
る
「
蒼
頡
の
書
を
造
る
や
、
天
は
粟

を
雨
ふ
ら
せ
、
鬼
は
夜
哭
す
」
と
い
う
神
話
的
伝
説
は
、「
偽
の
生
ず
る
に
及
ん
で
、
知
を
飾
り
て
以
て
愚
を
驚
か
す
」
と
い
う
上
文
と

高
誘
の
注
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
文
字
と
い
う
新
し
い
技
術
が
人
々
を
堕
落
さ
せ
た
こ
と
を
象
徴
的
に
物
語
る
。
こ
こ
に
プ
ラ
ト
ン
の
『
パ

イ
ド
ロ
ス
』
の
一
節
を
注
釈
と
し
て
挿
入
し
て
も
違
和
感
は
な
い
だ
ろ
う
。

人
々
が
こ
の
文
字
と
い
う
も
の
を
学
ぶ
と
、
記
憶
力
の
訓
練
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
人
た
ち
の
魂
の
中
に
は
、
忘
れ
っ

ぽ
い
性
質
が
植
え
つ
け
ら
れ
る
（
…
…
）。
そ
れ
は
ほ
か
で
も
な
い
、
彼
ら
は
、
書
い
た
も
の
を
信
頼
し
て
、
も
の
を
思
い
出
す
た

め
に
、
自
分
以
外
の
も
の
に
彫
り
つ
け
ら
れ
た
し
る
し
に
よ
っ
て
外
か
ら
思
い
出
す
よ
う
に
な
り
、
自
分
で
自
分
の
力
に
よ
っ
て
内

か
ら
思
い
出
す
こ
と
を
し
な
い
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
じ
じ
つ
、
あ
な
た
が
発
明
し
た
の
は
、
記
憶
の
秘
訣
で
は
な
く
て
、
想

起
の
秘
訣
な
の
だ
。
ま
た
他
方
、
あ
な
た
が
こ
れ
を
学
ぶ
人
た
ち
に
与
え
る
知
恵
と
い
う
の
は
、
知
恵
の
外
見
で
あ
っ
て
、
真
実
の

知
恵
で
は
な
い）

14

（
注

。

　

中
国
に
お
い
て
、
文
字
や
書
に
対
す
る
否
定
的
な
見
方
は
、
そ
の
後
も
長
く
受
け
継
が
れ
た
。
の
ち
に
禅
仏
教
が
「
不
立
文
字
」
を
唱

え
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
思
想
の
系
譜
に
位
置
づ
け
う
る
。

　

プ
ラ
ト
ン
は
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
に
お
い
て
、「
も
の
を
知
っ
て
い
る
人
が
語
る
、
生
命
を
も
ち
、
魂
を
も
っ
た
言
葉
」
に
対
比
さ
せ
る

か
た
ち
で
、「
書
か
れ
た
言
葉
は
、
こ
れ
の
影
で
あ
る）

15

（
注

」
と
登
場
人
物
に
語
ら
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
プ
ラ
ト
ン
は
、
書
か
れ
た
言
葉
が
も

つ
負
の
側
面
を
あ
れ
こ
れ
挙
げ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
書
か
れ
た
言
葉
は
、
絵
画
と
同
じ
よ
う
に
、
何
か
を
尋
ね
て
み
て
も
「
い
と
も
尊
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大
に
沈
黙
し
て
答
え
な
い）

16

（
注

」。
さ
ら
に
「
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
ひ
と
た
び
書
き
も
の
に
さ
れ
る
と
、
ど
ん
な
言
葉
で
も
、
そ
れ
を
理
解

す
る
人
々
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
、
ぜ
ん
ぜ
ん
不
適
当
な
人
々
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
お
か
ま
い
な
し
に
、
転
々
と
め
ぐ
り
歩
く
。
そ
し

て
、
ぜ
ひ
話
し
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
々
に
だ
け
話
し
か
け
、
そ
う
で
な
い
人
々
に
は
黙
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ

や
ま
っ
て
取
り
あ
つ
か
わ
れ
た
り
、
不
当
に
の
の
し
ら
れ
た
り
し
た
と
き
に
は
、
い
つ
で
も
、
父
親
で
あ
る
書
い
た
本
人
の
た
す
け
を
必

要
と
す
る
。
自
分
だ
け
の
力
で
は
、
身
を
ま
も
る
こ
と
も
自
分
を
た
す
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
か
ら）

17

（
注

」。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
が
表
音
文
字
の
優
位
を
説
く
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
西
洋
哲
学
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。

（
…
…
）
表
音
文
字
の
読
み
書
き
の
学
習
が
測
り
し
れ
な
い
ほ
ど
の
貴
重
な
教
育
手
段
と
な
る
（
…
…
）。
と
い
う
の
も
、
そ
の
学

習
に
際
し
て
、
精
神
は
感
覚
的
な
具
体
物
か
ら
も
っ
と
形
式
的
な
も
の
│
│
音
と
な
っ
た
単
語
や
、
そ
の
抽
象
的
な
要
素
│
│
へ
と

注
意
を
む
け
、
内
面
性
の
土
台
を
主
観
の
う
ち
に
据
え
て
純
化
す
る
、
と
い
う
本
質
的
な
作
業
に
と
り
か
か
る
か
ら
で
あ
る）

18

（
注

。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
文
字
は
あ
く
ま
で
声
の
代
替
物
に
す
ぎ
な
い
。
か
れ
は
、
声
の
直
接
的
再
現
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
表
音
文
字

を
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
思
想
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
言
語
学
の
体
系
か
ら
文
字
を
捨
象
し
た
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い
る
。「
言
語
と
書
〔
文
字
〕
と
は

二
つ
の
分
明
な
記
号
体
系
で
あ
る
。
後
者
の
唯
一
の
存
在
理
由
は
、
前
者
を
表
記
す
る
こ
と
だ
。
言
語
学
の
対
象
は
、
書
か
れ
た
語
と
話

さ
れ
た
語
と
の
結
合
で
あ
る
、
と
は
定
義
さ
れ
な
い
。
後
者
の
み
で
そ
の
対
象
を
な
す
の
で
あ
る）

19

（
注

」。

　

こ
う
し
た
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
西
洋
思
想
の
系
譜
に
「
音
声
中
心
主
義
」
を
暴
き
出
し
た
の
が
デ
リ
ダ
で
あ
っ
た
。「
形
而
上
学
の
全
歴

史
は
フ
ォ
ネ
ー
〔
声
〕
の
必
然
的
特
権
を
前
提
と
し
て
い
る）

20

（
注

」。
声
あ
る
い
は
音パ

ロ

ー

ル

声
言
語
は
、
精
神
あ
る
い
は
イ
デ
ア
に
直
接
無
媒
介
的
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に
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
特
権
化
さ
れ
、
そ
の
逆
に
、
文エ
ク
リ
チ
ユ
ー
ル

字
言
語
は
つ
ね
に
外
在
的
な
い
し
副
次
的
な
も
の
と
し
て
見
下
さ
れ
て
き
た
と

デ
リ
ダ
は
い
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
は
別
に
西
洋
に
固
有
の
言
語
観
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
中
国
の
伝

統
的
な
言
語
観
に
も
似
た
よ
う
な
思
想
の
脈
流
が
あ
っ
た
の
だ
。

　

で
は
、
中
国
の
言
語
思
想
は
、
文
字
や
書
を
見
下
す
と
い
う
思
想
の
系
譜
に
対
し
て
、
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
提
出
し
て
き
た
の
だ
ろ
う

か
。
じ
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
中
国
哲
学
の
本
流
に
お
い
て
、
文
字
や
書
を
積
極
的
に
評
価
す
る
も
の
は
見
い
だ
し
が
た
い
。
た
と
え
ば
『
易

経
』
を
注
釈
し
た
王
弼
は
、
同
書
「
繋
辞
下
伝
」
の
「
言
は
意
を
尽
く
さ
ず
」
と
い
う
論
を
継
承
発
展
さ
せ
、「
意
」
と
「
言
」
と
を
媒

介
さ
せ
る
も
の
と
し
て
「
象
」
を
位
置
づ
け
た
。

夫
れ
象
は
意
よ
り
出
づ
る
者
な
り
。
言
は
象
を
明
ら
か
に
す
る
者
な
り
。
意
を
尽
く
す
に
象
に
若
く
は
莫
く
、
象
を
尽
く
す
に
言
に

若
く
は
莫
し
。
言
は
象
よ
り
生
ず
、
故
に
言
を
尋
ね
て
以
て
象
を
観
る
べ
し
。
象
は
意
よ
り
生
ず
、
故
に
象
を
尋
ね
て
以
て
意
を
観

る
べ
し
。（『
周
易
略
例
』
名
象
）

　

し
か
し
、
こ
こ
で
あ
ら
た
に
提
示
さ
れ
た
「
意
」
│
「
象
」
│
「
言
」
と
い
う
階
層
性
に
お
い
て
、
注
釈
で
あ
る
か
ら
当
然
と
は
い

え
、「
意
」
│
「
言
」
の
主
従
関
係
は
ま
っ
た
く
揺
ら
ぐ
こ
と
な
く
、
そ
こ
で
「
書
」
な
い
し
「
文
」
は
完
全
に
捨
象
さ
れ
て
い
る
。

　

中
国
に
お
い
て
、
言
語
思
想
に
関
連
づ
け
つ
つ
「
文
」
や
「
書
」
を
積
極
的
に
価
値
づ
け
よ
う
と
し
た
の
は
、
哲
学
の
領
域
に
お
い
て

で
は
な
か
っ
た
。
断
片
的
あ
る
い
は
萌
芽
的
な
か
た
ち
で
あ
れ
、
そ
う
し
た
試
み
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
、
文
字
論
、
文
学
論
、
書
論
と

い
っ
た
、
思
想
哲
学
の
本
流
か
ら
す
れ
ば
む
し
ろ
周
縁
的
な
領
域
に
お
い
て
で
あ
る
。

　

だ
が
、
文
字
文
化
に
支
え
ら
れ
て
き
た
中
国
の
言
語
思
想
と
い
う
も
の
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
書
字
の
問
題
を
抜
き
に
す
る
こ



－78（●）－

書字（エクリチュール）の力学

－78（83）－

と
は
果
た
し
て
可
能
だ
ろ
う
か
。
書
字
に
ま
つ
わ
る
思
想
を
文
字
論
、
文
学
論
、
書
論
に
尋
ね
る
な
ら
、
そ
こ
に
ま
っ
た
く
独
特
な
る
言

語
哲
学
の
地
平
が
拓
か
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

付
記

　

本
稿
は
、
稿
者
の
博
士
論
文
『
書
法
思
想
史
研
究
試
論
│
│
文
と
書
を
軸
に
し
て
』（
二
〇
一
五
年
）
の
「
結
論
│
│
文
と
書
の
力
」（
未
公
刊
）
を
も

と
に
、
加
筆
修
正
の
上
、
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

注注
1　

ヘ
ー
ゲ
ル
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
第
四
五
九
節
、『
精
神
哲
学
│
│
哲
学
の
集
大
成
・
要
綱　

第
三
部
』
長
谷
川
宏
訳
、
作
品
社
、
二
〇
〇
六

年
、
二
九
四
頁
。

注
2　

ヘ
ー
ゲ
ル
『
歴
史
哲
学
講
義
』
上
、
長
谷
川
宏
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
年
、
二
二
二
│
二
二
四
頁
。
強
調
は
原
文
。

注
3　

和
辻
哲
郎
『
孔
子
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
年
、
二
七
│
二
九
頁
。
傍
点
は
原
文
。

注
4　

ヘ
ー
ゲ
ル
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
第
四
五
九
節
、
二
九
四
頁
。

注
5　

高
野
義
弘
に
よ
れ
ば
、
甲
骨
文
に
み
え
る
「
史
」
は
、
固
有
名
や
使
者
の
意
味
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
書
記
官
と
し
て
の
意
味
に
は
用
い
ら
れ

て
い
な
い
。
書
記
官
を
意
味
す
る
「
史
」
は
、
西
周
中
期
以
降
の
金
文
に
は
じ
め
て
現
れ
る
（「
甲
骨
文
史
料
の
集
計
・
分
析
を
中
心
と
す
る
史
字

の
再
解
釈
」『
歴
史
学
研
究
』
第
九
一
六
号
、
青
木
書
店
、
二
〇
一
四
年
）。

注
6　

平
㔟
隆
郎
『
都
市
国
家
か
ら
中
華
へ
』
中
国
の
歴
史
、
講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
、
二
一
三
頁
。

注
7　

宮
崎
市
定
「
中
国
の
歴
史
思
想
」、
礪
波
護
編
『
中
国
文
明
論
集
』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
五
年
、
二
五
九
頁
。

注
8　
「
大
史
書
し
て
曰
く
、
崔
杼
其
の
君
を
弑
す
、
と
。
崔
子
之
を
殺
す
。
其
の
弟
、
嗣
ぎ
て
書
す
。
而
し
て
死
す
る
者
二
人
。
其
の
弟
、
又
書
す
。
す

な
わ
ち
之
を
舎ゆ

る

す
。
南
史
氏
、
大
史
尽
く
死
せ
り
と
聞
き
、
簡
を
執
り
て
以
て
往
く
。
既
に
書
せ
り
と
聞
き
、
乃
ち
還
る
」（
鎌
田
正
『
春
秋
左
氏
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伝
』
三
、「
新
釈
漢
文
大
系
」
三
二
、
明
治
書
院
、
一
九
七
七
年
、
一
〇
四
九
頁
）。

注
9　

原
田
種
成
『
貞
観
政
要
』
下
、「
新
釈
漢
文
大
系
」
九
六
、
明
治
書
院
、
一
九
七
九
年
、
五
六
五
頁
。

注
10　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
中
国
へ
の
関
心
が
示
す
と
お
り
、
当
時
（
一
七
世
紀
末
）
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
一
般
に
中
国
文
化
に
対
す
る
尊
敬
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
一
八
世
紀
に
入
る
と
、
法
王
庁
の
方
針
を
受
け
て
イ
エ
ズ
ス
会
の
布
教
活
動
は
衰
退
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
中
国
を
軽
視
す
る
風
潮
が
広

ま
っ
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
な
あ
か
ら
さ
ま
な
蔑
視
へ
と
至
る
の
で
あ
る
。

注
11　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
『
最
新
中
国
情
報
』
序
文
、『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
著
作
集
』
一
〇
、
山
下
正
男
ほ
か
訳
、
工
作
舎
、
一
九
九
一
年
、
九
七
頁
。

注
12　

同
前
、
九
八
頁
。

注
13　
「
天
道
」
篇
は
、
前
漢
末
に
淮
南
王
劉
安
に
よ
っ
て
『
荘
子
』
が
編
纂
さ
れ
た
際
、「
外
篇
」
に
分
け
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
荘
子
自
身
の
言

葉
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
池
田
知
久
は
、「『
荘
子
』
と
い
う
書
物
が
、
一
人
も
し
く
は
少
数
の
思
想
家
が
一
時
も
し
く
は
短
時
に
書
き
上
げ

た
も
の
で
は
な
く
、
多
数
の
道
家
系
の
思
想
家
た
ち
が
戦
国
時
代
中
期
〜
前
漢
時
代
、
武
帝
期
の
約
二
百
年
間
に
、
書
き
継
い
で
成
っ
た
全
集
の

一
種
で
あ
る
こ
と
は
、
今
日
す
で
に
十
分
に
明
ら
か
だ
」（「『
荘
子
』
の
思
想
・
作
者
・
書
物
」、
森
三
樹
三
郎
訳
『
荘
子
』
Ⅰ
、
中
公
ク
ラ
シ
ッ

ク
ス
、
二
〇
〇
一
年
、
三
四
│
三
五
頁
）
と
い
う
。

注
14　

プ
ラ
ト
ン
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
一
六
四
頁
。

注
15　

同
前
、
一
六
七
頁
。

注
16　

同
前
、
一
六
六
頁
。

注
17　

同
前
。

注
18　

ヘ
ー
ゲ
ル
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
第
四
五
九
節
、
二
九
六
頁
。

注
19　

フ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
『
一
般
言
語
学
講
義
』
小
林
英
夫
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
〇
年
、
四
五
頁
。

注
20　

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
声
と
現
象
』
林
好
雄
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
、
三
二
頁
。


