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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
漢
字
受
容
の
初
期
形
態
に
つ
い
て
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東
日
本
国
際
大
学
東
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研
究
所
准
教
授　

関　

沢　

和　

泉

Ⅰ　

は
じ
め
に

　

フ
ラ
ン
ス
の
精
神
分
析
家
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
は
、
一
九
六
三
年

と
一
九
七
一
年
の
二
度
来
日
し
、
そ
れ
ぞ
れ
感
想
を
直
後
の
セ
ミ

ネ
ー
ル
（
参
加
者
に
よ
る
質
疑
応
答
や
発
表
も
含
ま
れ
る
が
、
基
本
的
に

は
日
本
の
制
度
で
言
う
講
義
に
近
い
）
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
（
以
下
、

基
本
的
な
情
報
は
佐
々
木
（
二
〇
〇
七
）、
第
二
部
に
よ
る
）。
と
り
わ
け

二
度
目
の
来
日
は
、
ラ
カ
ン
に
、
文
字
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
、
デ
ィ
ス

ク
ー
ル
と
無
意
識
の
関
係
と
い
う
彼
の
精
神
分
析
理
論
の
基
本
的
な

要
素
に
つ
い
て
再
考
の
機
会
を
与
え
た
様
で
あ
り
、
小
論
「
リ
チ
ュ

ラ
テ
ー
ル
」
と
し
て
、
そ
の
一
部
が
早
く
に
出
版
さ
れ
た
一
九
七
〇

年
か
ら
一
九
七
一
年
の
一
八
番
目
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
だ
け
で
な
く
、
彼

の
主
著
で
あ
る
『
エ
ク
リ
』
が
邦
訳
さ
れ
る
際
に
寄
せ
ら
れ
た
日
本

の
読
者
へ
の
序
文
の
「
日
本
人
に
は
精
神
分
析
は
必
要
な
い
」
と
い

う
テ
ー
ゼ
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。

　

し
か
し
私
達
が
こ
こ
で
ラ
カ
ン
の
来
日
か
ら
始
め
た
の
は
、
記
号

学
者
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
香
り
の
強
い
日
本

論
か
ら
距
離
を
取
ろ
う
と
し
つ
つ
彼
が
展
開
し
て
い
る
日
本
文
化
論

の
全
体
を
取
り
上
げ
る
た
め
で
は
な
く
、
そ
こ
で
ラ
カ
ン
が
「
日
本

人
に
は
精
神
分
析
は
必
要
な
い
」
と
結
論
す
る
際
に
、
彼
が
日
本
に

お
け
る
漢
字
の
あ
り
方
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
が
重
要
な
鍵
と

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
分
か
り
に
く
い
文
章
で
も
あ
る
た
め
、

長
め
に
引
用
し
て
み
た
い
。
ラ
カ
ン
は
そ
の
序
文
を
次
の
様
に
始
め

て
い
る
。

　

私
〔
の
本
〕
が
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
、
私

は
戸
惑
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
私
に
可
能
な
範
囲
で
で

す
が
、
か
じ
っ
た
こ
と
の
あ
る
言
語
だ
か
ら
で
す
。

　

私
は
、こ
の
言
語
を
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
。
こ
の
言
語
は
、
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非
常
に
洗
練
さ
れ
た
社
会
的
な
絆
を
そ
の
談デ

ィ
ス
ク
ー
ル話

の
う
ち
に
保
持

し
ま
す
が
、
そ
の
完
璧
さ
を
、
私
は
知
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
ら
が
日
本
語
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
知
識
が
あ

る
こ
と
が
、
ま
ず
示
さ
れ
て
い
る
（
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
は
現
在Lacan

（
二
〇
〇
一
）
に
、
邦
訳
は
ラ
カ
ン
（
一
九
七
二
）
だ
が
、
以
下
文
脈
に

合
わ
せ
て
邦
訳
は
多
少
修
正
し
て
い
る
）。
そ
し
て
、
彼
の
談デ

ィ
ス
ク
ー
ル話

に
つ
い

て
の
理
論
を
少
し
ば
か
り
展
開
し
た
後
、
次
の
様
に
続
け
る
。

　

無
意
識
と
い
う
も
の
―
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か

を
知
る
た
め
に
は
、
こ
の
『
エ書

か
れ
た
も
の

ク
リ
』
に
「
ロ
ー
マ
講
演
」
と

し
て
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
談デ

ィ
ス
ク
ー
ル話

を
読
ん
で
く
だ
さ
い
―
は

言ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
活
動
（un langage

）
と
し
て
構
造
化
さ
れ
て
い
る
、
と

私
は
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

無
意
識
は
、
日
本
語
が
形
作
ら
れ
る
際
の
割
れ
目
を
完
璧
に

塞
ぐ
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
完
璧
で

あ
る
の
で
、
私
は
、
あ
る
日
本
女
性
が
機
知
〔
訳
注　

フ
ロ
イ

ト
と
ラ
カ
ン
に
お
い
て
は
、
意
図
せ
ず
し
て
、
無
意
識
の
真
理
を
明

ら
か
に
す
る
言
葉
の
戯
れ
、
あ
る
種
の
言
葉
遊
び
、
掛
詞
、
駄
洒
落
〕

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
〔
期
せ
ず
し
て
〕
顕
わ
に

す
る
場
面
（la découverte

）
に
居
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
そ
れ
は
大
人
の
日
本
女
性
で
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
の
は
、
日
本
に
お
い
て
、
機
知

は
、
普
段
あ
た
り
ま
え
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
談
話
と
拡
が
り
を

同
じ
く
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
日
本
語
と
い
う

言ラ
ン
グ語

に
住
ま
う
住
人
の
誰
一
人
と
し
て
精
神
分
析
さ
れ
る
こ
と

を
必
要
と
し
な
い
の
で
す
。
た
だ
し
、パ
チ
ン
コ
や
ス
ロ
ッ
ト
・

マ
シ
ー
ン
と
の
関
係
を
整
理
し
、
あ
る
い
は
よ
り
端
的
に
機
械

仕
掛
け
で
あ
る
か
の
よ
う
な
顧
客
達
と
の
関
係
を
調
整
す
る
と

い
っ
た
目
的
を
除
け
ば
。

　

真
に
話
す
存
在
に
と
っ
て
は
、「
訓
読
み
」〔
が
、
実
の
と
こ

ろ
何
〕
を
〔
言
わ
ん
と
し
て
い
る
か
〕
註
釈
す
る
の
に
、「
音
読
み
」

で
十
分
な
の
で
す
。
音
読
み
と
訓
読
み
を
繋
ぎ
合
わ
せ
る
ペ
ン

チ
〔
で
あ
る
漢
字
〕
は
、
真
に
話
す
存
在
の
幸
い
（bien-être

）

で
す
。
と
い
う
の
も
、
お
か
げ
で
音
読
み
・
訓
読
み
は
〔
圧
着

さ
れ
〕、
焼
き
た
て
の
ワ
ッ
フ
ル
菓
子
の
ご
と
く
作
り
た
て
で

出
て
く
る
か
ら
で
す
。

　

ど
の
よ
う
な
人
々
も
、
自
ら
の
言ラ

ン
グ語

の
な
か
で
中
国
語
を
話

す
―
―
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
言
語
を
、
中
国
語
を
通
し
て

話
さ
れ
る
言
語
（dialecte

）〔
訳
注　

dialecte 

を
、
語
源
を
意

識
し
た
表
現
と
見
て
訳
す
〕
と
す
る
―
―
な
ど
と
い
う
幸
運
は
も

ち
ま
せ
ん
し
、
何
よ
り
も
―
―
そ
し
て
よ
り
重
要
な
点
で
す
が

―
―
、
全
く
異
な
っ
た
言
語
か
ら
文

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

字
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ

り
、
思
考
な
い
し
無
意
識
か
ら
言パ

ロ
ー
ル葉

へ
の
距
離
を
、
ど
ん
な
瞬
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間
で
あ
っ
て
も
明
ら
か
（tangible

）
に
し
て
く
れ
る
よ
う
に

し
た
こ
と
な
ど
な
い
の
で
す
。
…
…

〔
傍
線
お
よ
び
〔　

〕
内
の
注
記
は
筆
者
に
よ
る
〕

　

ラ
カ
ン
に
よ
れ
ば
、（
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
限
り
で
）
日
本
語
以

外
で
は
、
稀
に
し
か
起
こ
ら
な
い
、
無
意
識
の
真
実
を
顕
わ
に
す
る

言
語
活
動
で
あ
る
機
知
が
、
日
本
語
で
は
極
め
て
日
常
的
な
発
話
の

ほ
ぼ
す
べ
て
を
覆
う
か
の
よ
う
に
生
じ
て
い
る
、
と
い
う
の
も
、
精

神
分
析
が
そ
れ
ぞ
れ
の
発
話
を
分
析
す
る
ま
で
も
な
く
、
漢
字
が
ペ

ン
チ
と
し
て
「
訓
読
み
」
と
「
音
読
み
」
を
繋
ぎ
止
め
て
い
る
こ
と

で
「
音
読
み
」
が
「
訓
読
み
」
を
註
釈
し
て
く
れ
る
か
ら
だ
、
と
言

う
の
で
あ
る
。

　

何
故
「
音
読
み
」
が
「
訓
読
み
」
を
註
釈
す
る
の
で
あ
り
、
逆
で

は
な
い
か
、
と
い
う
点
は
確
か
に
分
か
り
に
く
い
。
と
い
う
の
も
、

お
そ
ら
く
直
観
的
に
日
本
語
話
者
が
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
会
話
の

中
で
耳
に
し
た
だ
け
で
は
分
か
り
に
く
い
漢
語
表
現
を
、
訓
読
み
で

言
い
換
え
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
註
釈
の
方

向
性
の
問
題
に
つ
い
て
、『
エ
ク
リ
』翻
訳
者
で
あ
る
佐
々
木
孝
次
は
、

翻
訳
か
ら
三
〇
年
以
上
を
経
て
こ
の
序
文
を
解
説
す
る
際
に
、
こ
こ

で
ラ
カ
ン
は
日
本
語
話
者
が
思
い
浮
か
べ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
の
逆
を

示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
音
読
み
」
と
「
訓
読
み
」
は
相
互
に

註
釈
す
る
と
い
う
意
味
だ
と
し
て
い
る（
佐
々
木（
二
〇
〇
七
）、二
六
六

頁
）。

　

し
か
し
、
よ
り
説
得
的
な
解
釈
は
、
評
論
家
山
城
む
つ
み
が
「
文

学
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（
山
城
（
一
九
九
五
＝
二
〇
〇
九
）、
一
七
七
―

二
二
八
頁
）
で
提
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
彼
は
、
例
え

ば
「
よ
む
」
と
い
う
音
が
、「
読
む
」
で
あ
り
「
詠
む
」
で
あ
り
、

他
に
も
多
く
の
漢
字
が
あ
て
ら
れ
て
き
た
事
実
に
触
れ
、
た
と
え
そ

れ
ら
が
語
源
と
し
て
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、「
う
た
を
よ
む
」
と
聞

け
ば
「
歌
を
詠
む
」
と
理
解
さ
れ
、「
歌
を
読
む
」
と
は
通
常
理
解

さ
れ
な
い
、
つ
ま
り
別
の
言
葉
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
こ
そ
ラ
カ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
問
題
で

は
な
い
か
、
と
し
て
、
次
の
様
に
ラ
カ
ン
の
主
旨
を
要
約
し
て
い
る
。

…
…
日
本
語
に
お
い
て
は
〈
訓
読
み
に
よ
る
音
読
み
の
註
釈
〉

と
〈
音
読
み
に
よ
る
訓
読
み
の
註
釈
〉
と
両
方
の
可
能
性
が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
カ
ン
が
特
に
後
者
に
注
目
し
た
の
は

な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
と
問
う
こ
と
で
気
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
音

読
み
に
よ
り
訓
読
み
を
註
釈
す
る
と
い
う
場
合
、
こ
の
註
釈
に

お
い
て
隠
れ
た
核
と
な
っ
て
い
る
の
が
文
字
の
機
能
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。「
よ
む
」
と
い
う
音
声
の
下
に
は
外
来
の
文
字

（
読
、
詠
、
数
、
節
、
誦
、
訓
な
ど
の
漢
字
）
の
力
が
暗
に
働
い

て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
音
読
み
は
訓
読
み
を
註
釈
す
る
の
に

十
分
」
た
り
う
る
。（
同
、
一
八
〇
頁
）
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す
な
わ
ち
、
ラ
カ
ン
が
こ
こ
で
音
読
み
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
漢

字
の
外
来
の
文
字
と
し
て
意
味
を
担
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
側
面
で

あ
り
、
訓
読
み
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
日
常
の
話
に
お
い
て
語
が

出
現
す
る
際
の
音
声
的
側
面
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
山
城
は
分
析
を
展
開
し
、
日
本
の
訓
読
と
い
う
シ
ス
テ
ム

は
、
日
本
語
の
音
声
を
外
来
の
文
字
と
構
文
で
書
く
こ
と
で
、
日
本

語
の
「
文
」
に
、あ
る
分
裂
を
導
入
す
る
だ
け
で
な
く
、外
来
の
「
文
」

化
を
、
そ
の
異
質
性
を
緩
和
し
つ
つ
同
化
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
な
の
で

は
な
い
か
、
と
結
論
し
て
い
る

１
。
こ
こ
に
は
、
確
か
に
な
る
ほ
ど

と
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

　

日
本
語
と
呼
ば
れ
る
言
語
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
日
本
語
と
今
日

呼
ば
れ
て
い
る
言
語
が
形
作
ら
れ
て
い
く
中
で
、
漢
字
が
ど
の
よ
う

な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
、
思
想
的
観
点

か
ら
例
え
ば
子
安
（
二
〇
〇
三
）
と
い
っ
た
詳
細
な
分
析
が
存
在
し

て
い
る
。
漢
字
と
日
本
語
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
は
、
こ
う

し
た
内
在
的
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
今
回
漢
字
を
問
題
に
し
た
い
の
は
、
や
や
異
な
っ
た
観

点
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ラ
テ
ン
・
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
表
記
さ

れ
る
フ
ラ
ン
ス
語
を
母
語
と
す
る
上
述
の
ラ
カ
ン
は
、
主
体
と
の
関

係
で
こ
と
ば
と
文
字
が
果
た
す
役
割
に
大
き
な
重
要
性
を
認
め
て
い

た
が
、
何
故
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
日
本
語
の
表
記
体
系
に
、
何
か
奇
妙

な
も
の
、
精
神
分
析
を
不
要
と
さ
せ
る
ほ
ど
特
異
な
も
の
を
感
じ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
背
景
が
ラ
カ
ン
に
、
日
本
に
お
け
る

漢
字
の
働
き
に
文
字
の
あ
り
方
と
し
て
特
殊
な
点
を
見
い
だ
さ
せ
た

の
だ
ろ
う
か
。
ラ
カ
ン
は
や
や
独
自
に
作
り
直
さ
れ
て
い
る
と
は
い

え
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
ロ
ー
マ
ン
・
ヤ
ー
コ

ブ
ソ
ン
に
由
来
す
る
現
代
の
言
語
学
的
・
記
号
学
的
な
知
識
を
背
景

と
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

こ
に
は
、
ど
こ
か
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
影
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
し

て
、
同
意
す
る
に
せ
よ
、
反
論
す
る
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
議
論
を
前

提
と
し
て
語
る
際
、
私
達
も
ま
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
視
線
に

／
を
同
化
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ラ
カ
ン
が
こ
う
し
た
分
析
を
記
し
て
い
た
の
と
同
じ
頃
、
フ
ラ
ン

ス
の
哲
学
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
も
、
直
接
日
本
語
に
お
け
る
漢
字

の
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
・

表
音
文
字
を
用
い
る
文
化
圏
の
哲
学
者
達
が
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と

は
違
う
文
字
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
に
ど
の
よ
う
に
魅
了
さ
れ
つ
つ

も
否
定
し
て
き
た
か
を
様
々
な
機
会
に
分
析
し
て
い
る 

―
― 

例
え

ば
、
原
著
が
一
九
六
七
年
に
出
版
さ
れ
た
『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ

い
て
』
や
一
九
七
二
年
の
『
哲
学
の
余
白
』
に
お
い
て
。
デ
リ
ダ
自

身
の
慎
重
な
分
析
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
の
は
別
の
機
会
と
し
た
い

が
、
こ
の
時
期
の
彼
が
し
ば
し
ば
肯
定
的
に
援
用
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
は
、
中
国
の
漢
字
に
あ
る
種
の
理
想
的
書
記
シ
ス
テ
ム
を
見
て
い
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る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
同
様
の
こ
と
は
、

そ
の
少
し
前
の
宣
教
師
達
が
書
い
た
も
の
に
見
出
す
こ
と
が
出
来

る
。
で
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
要
素
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
う

で
な
い
に
せ
よ
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
よ
る
言
語
の
表
記
を
当
た
り

前
と
し
て
き
た
人
達
に
、
漢
字
と
い
う
も
の
は
ど
の
よ
う
に
映
っ
た

の
か
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
以
前
の
最
初
の
接
触
に

ま
で
遡
っ
て
確
認
す
る
こ
と
で
、
将
来
描
か
れ
る
べ
き
長
い
系
譜
へ

と
開
い
て
み
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

　

だ
が
、
こ
の
問
題
は
、
単
に
哲
学
的
・
思
想
的
な
問
題
に
留
ま
る

も
の
で
は
な
い
。

　

現
在
、日
本
語
教
育
の
現
場
に
お
い
て
は
、い
わ
ゆ
る「
非
漢
字
圏
」

の
学
生
に
、
ど
の
よ
う
に
漢
字
を
教
え
る
か
が
大
き
な
問
題
と
な
っ

て
い
る
。
非
漢
字
圏
の
学
生
が
直
面
す
る
困
難
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
学
習
の
初
期
に
、
曜
日
を
漢
字
で
ど
の
よ

う
に
書
く
か
を
学
習
し
た
際
に
、「
き
」
と
い
う
音
は
全
て
「
木
」
と
、

「
か
」
は
「
火
」
と
書
く
の
だ
と
理
解
し
て
し
ま
い
、
文
中
の
す
べ

て
の
「
き
」
と
「
か
」
の
音
を
「
木
」
と
「
火
」
で
書
い
て
し
ま
う

と
い
っ
た
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る（
ヴ
ォ
ル
ビ
ヨ
ワ（
二
〇
一
四
ｂ
）、

一
〇
二
頁
）。
ま
た
、
例
え
ば
「
人
」
と
い
う
漢
字
を
「
ひ
と
」
と
し

て
学
習
し
た
後
、「
日
本
人
」や「
三
人
」を
学
習
し
て
い
く
際
に「
人
」

と
い
う
漢
字
の
読
み
方
の
違
い
に
学
生
が
混
乱
す
る
が
、
そ
こ
に
は

そ
も
そ
も
「
音
読
み
」「
訓
読
み
」
と
い
う
概
念
自
体
の
理
解
が
困

難
で
あ
る
と
い
う
問
題
が
存
在
し
て
い
る
と
も
報
告
さ
れ
る
（
カ
イ

ザ
ー
（
二
〇
〇
二
）、
三
九
―
四
〇
頁
）。
実
際
に
、
日
本
語
非
母
語
話

者
、
と
り
わ
け
「
非
漢
字
圏
」
の
学
生
に
日
本
語
を
教
え
た
際
に
、

そ
う
し
た
問
題
に
直
面
し
た
こ
と
が
あ
る
教
師
は
少
な
く
な
い
だ
ろ

う
。
こ
こ
に
は
（
日
本
語
に
お
け
る
）
漢
字
の
、表
音
文
字
（
音
節
文
字
）

圏
出
身
者
に
と
っ
て
の
捉
え
が
た
い
姿
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
、
表
意
的
な
記
号
と
さ
れ
る
漢
字
自

体
が
潜
在
的
に
有
し
て
い
る
論
理
的
構
造
を
明
示
化
す
る
こ
と

で
、
学
習
者
の
習
得
を
容
易
に
す
る
と
言
う
研
究
も
進
ん
で
い
る

（
例
え
ば
ヴ
ォ
ル
ビ
ヨ
ワ
（
二
〇
一
四
ａ
）、
山
田
ボ
ヒ
ネ
ッ
ク
頼
子
が
中

心
に
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
し
て
実
装
さ
れ
た K

anjiK
reativ http://w

w
w

.

kanjikreativ.com
/ 

等
）。
こ
う
し
た
研
究
・
実
践
は
大
き
な
成
果
を

あ
げ
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
が
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
（
表
音
文
字
）
を
用

い
て
い
る
文
化
圏
の
哲
学
者
達
が
、
漢
字
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た

の
か
、
そ
の
最
初
の
接
触
の
場
面
を
追
う
こ
と
は
、
表
音
文
字
を
表

記
に
用
い
て
い
る
文
化
圏
の
出
身
者
が
、漢
字
を
前
に
し
た
場
合
に
、

そ
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
う
る
の
か
の
モ
デ
ル
を
示
し
て
く

れ
る
の
で
あ
り
、
西
洋
が
漢
字
に
最
初
に
接
触
し
た
際
の
記
録
を
追

う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
実
用
的
な
観
点
か
ら
も
無
駄
で
は
な
い
と
思

わ
れ
る
。
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Ⅱ　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
書
字
記
号

　

以
下
で
見
て
い
く
漢
字
受
容
の
背
景
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
遡

る
書
字
記
号
観
が
あ
る
（
こ
こ
で
は
書
か
れ
た
記
号
に
つ
い
て
書
字
記

号
と
い
う
表
記
を
用
い
る
）。
そ
れ
は
長
い
間
、
西
洋
の
言
語
観
、
記

号
観
を
規
定
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
次
章
以
降
、
と
り
わ
け
Ⅳ
章

と
Ⅴ
章
の
前
提
と
な
る
議
論
で
あ
る
た
め
、
簡
単
に
確
認
し
た
い
。

　

問
題
と
な
る
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
命
題
論
』
冒
頭
部
で

あ
る
。
こ
の
著
作
は
、（
他
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
著
作
」
と
同
様
に
）

タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
も
問
題
が
あ
り
、
実
際
に
西
洋
で
長
く
読
ま
れ

た
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
ラ
テ
ン
語
訳
に
お
け
る
翻
訳
表
現
の
問
題
も
あ

る
が

２
、
こ
こ
で
は
冒
頭
部
に
お
け
る
書
字
記
号
と
音
声
記
号
と
心

的
イ
メ
ー
ジ
、そ
し
て
外
的
事
物
の
関
係
を
簡
単
に
取
り
上
げ
た
い
。

『
命
題
論
』
は
探
究
す
る
主
題
に
つ
い
て
語
る
短
い
導
入
の
後
、
次

の
様
に
続
く
。

　

声
に
出
し
て
話
さ
れ
る
言
葉
は
、
魂
に
お
い
て
受
動
的
に
起

こ
っ
て
い
る
も
の
の
符
号
で
あ
り
、
書
か
れ
て
い
る
言
葉
は
、

声
に
出
し
て
話
さ
れ
る
言
葉
の
符
号
で
あ
る
。
そ
し
て
文
字
が

す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
同
じ
で
は
な
い
よ
う
に
、
音
声
も
す
べ

て
の
人
に
と
っ
て
同
じ
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
音
声
は

第
一
に
、
魂
が
も
つ
受
動
的
な
も
の
の
記
号
で
あ
る
が
、
こ
の

受
動
的
な
も
の
は
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
同
じ
も
の
で
あ
る
。

ま
た
魂
が
も
つ
受
動
的
な
も
の
は
事
物
・
事
態
の
類
似
物
で
あ

る
が
、
事
物
・
事
態
は
も
と
よ
り
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
同
じ

も
の
で
あ
る
（16a3 -8

、
早
瀬
邦
訳
（
二
〇
一
三
）、
一
一
二
頁
に

よ
る
）。

　

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
様
々
な
解
釈
が
あ
り
、
厳
密
に
は
個
々
の

説
の
検
討
が
必
要
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
最
も
一
般
的
と
考
え
ら
れ

て
い
る
解
釈
に
従
っ
て
ま
と
め
て
み
よ
う
（
早
瀬
邦
訳
（
二
〇
一
三
）、

補
注
Ａ
参
照
）。

①
事
物
・
事
態
は
万
人
に
と
っ
て
共
通
で
あ
る
。

② 

そ
う
し
た
事
物
・
事
態
の
印
象
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
事
物
・

事
態
と
形
相
を
同
じ
く
す
る
（
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
図
式

で
は
理
解
さ
れ
て
い
る
）
魂
に
お
け
る
受
動
的
に
起
こ
っ
て
い

る
も
の
（
概
念
、
心
的
イ
メ
ー
ジ
）
も
ま
た
万
人
に
共
通
で
あ

る
。

③ 

し
か
し
、
音
声
記
号
は
、
そ
う
し
た
心
的
イ
メ
ー
ジ
の
記
号

で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
が
記
号
で
あ
る
の
は
言
語
共
同
体

に
お
け
る
規
約
に
よ
る
の
で
あ
り
、
実
際
に
諸
言
語
が
異

な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
万
人
に
共
通
で
は
な
い
。

④ 
ま
た
書
字
記
号
は
、
音
声
記
号
の
記
号
で
あ
り
、
や
は
り
万

人
に
共
通
で
は
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
の
記
述
の
順
番
は
や
や
転

倒
し
て
い
る
が
、
事
物
が
認
識
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
音
声
記
号
が
、
次

い
で
書
字
記
号
が
と
い
う
順
序
で
二
種
の
言
語
記
号
が
導
出
さ
れ
て

く
る
関
係
が
描
か
れ
て
い
る
。こ
こ
で
今
回
の
議
論
に
重
要
な
の
は
、

書
字
記
号
は
あ
く
ま
で
も
音
声
記
号
の
記
号
な
の
で
あ
り
、
音
声
記

号
が
心
的
イ
メ
ー
ジ
の
直
接
的
な
記
号
で
あ
る
の
と
は
異
な
り
、
常

に
音
声
記
号
を
媒
介
し
て
機
能
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
点
で
あ

る
。
一
般
に
ク
ラ
チ
ュ
ロ
ス
的
と
言
わ
れ
る
事
物
の
本
性
を
自
然
に

（
直
接
的
に
）
表
わ
し
て
い
る
言
語
（
が
存
在
す
る
は
ず
だ
）
と
い
う

観
点
を
避
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は 

―
― 

す
な
わ
ち
、

や
や
単
純
化
し
て
現
代
的
な
用
語
を
用
い
れ
ば
、
言
語
記
号
は
恣
意

的
な
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は 

―
―
、こ
の
よ
う
に
し
て
書
字
記
号
は
、万
人
に
共
通
の
心
的
イ
メ
ー

ジ
か
ら
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
の
元
と
な
る
事
物
・
事
態
か
ら
、
二
重

に
離
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
書
字
記
号
は
あ
く
ま
で
も
音

声
記
号
の
記
号
で
し
か
な
く
、
書
字
記
号
が
記
号
と
し
て
機
能
す
る

に
は
、
必
ず
音
声
記
号
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
な
書
字
記
号
理
解
は
、
一
字
一
字
が
音
声
を
表

わ
す
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
的
な
書
字
記
号
に
特
有
の
も
の
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
句
読
点
が
発
達
し
て
お
ら
ず
、
黙
読
の
習

慣
も
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
古
代
に
お
け
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
姿

を
反
映
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
Ⅳ

章
、
Ⅴ
章
で
見
て
い
く
よ
う
に
、
漢
字
を
前
に
し
て
、
こ
う
し
た
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
図
式
は
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

同
時
に
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
図
式
は
堅
固
な
も
の
と
し
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
書
字
記
号
観
の
基
礎
に
残
り
続
け
る
こ
と
と
な
る
。

Ⅲ　

現
代
の
言
語
学
に
お
け
る
漢
字

　

思
想
史
的
な
観
点
か
ら
は
寄
り
道
と
な
る
が
、
こ
こ
で
、
現
代
の

言
語
学
に
お
い
て
、
漢
字
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
、
そ

の
一
端
を
確
認
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
前
節
で
見
た
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
お
け
る
書
字
記
号
の
問
題
と
よ
く
似
た
構
図
が
現
代
の
（
第

二
）
言
語
習
得
理
論
で
も
問
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

私
達
は
、
前
節
で
、
長
ら
く
西
洋
の
記
号
観
・
言
語
観
を
規
定
し

続
け
た
（
そ
し
て
規
定
し
続
け
て
い
る
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
観
点

に
お
い
て
、
書
か
れ
た
語
（
書
字
記
号
）
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
音
声

と
し
て
の
語
（
音
声
記
号
）
を
指
示
・
意
味
表
示
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
れ
は
、
書
か
れ
た
語
は
、
心
的
な
意
味
表
象

へ
と
直
接
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
旦
音
声
表
象
を
介
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
で
は
、
現
代
の
言
語
学
的
な

研
究
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
書
か
れ
た
言
葉
、
と
り
わ
け
漢
字
は
ど
の

よ
う
な
経
路
で
、
意
味
す
る
言
語
記
号
と
し
て
私
達
に
よ
っ
て
処
理

さ
れ
、
機
能
す
る
に
至
る
の
だ
ろ
う
か
。
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は
じ
め
に
、
文
字
が
現
代
の
言
語
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
分
類

さ
れ
て
い
る
か
を
簡
単
に
確
認
し
た
い
。
実
は
異
な
っ
た
基
準
に
よ

り
幾
つ
か
の
分
類
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、瀬
田
（
二
〇
〇
九
、一
五
五

―
一
五
六
頁
）
に
拠
れ
ば
、
次
の
様
な
分
類
が
一
般
的
だ
と
言
う
。

絵
文
字　
　

事
物
を
そ
れ
と
分
か
る
よ
う
に
書
い
た
絵
。

表
意
文
字　

 

事
物
（
あ
る
い
は
そ
）
の
概
念
を
表
す
文
字
で
、
絵

文
字
を
起
源
と
し
て
い
て
も
、
元
に
な
っ
た
事
物
を

表
わ
し
て
い
る
と
分
か
ら
な
い
ほ
ど
変
形
さ
れ
て
い

る
。
一
般
に
は
漢
字
が
代
表
例
と
さ
れ
る
が
そ
れ
が

適
切
か
は
議
論
も
あ
る
。

表
音
文
字　

 

音
声
の
み
を
表
わ
す
。
た
だ
し
一
文
字
が
一
音
素
を

表
わ
す
単
音
文
字
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
と
、
日
本
語

の
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
の
よ
う
に
一
文
字
が
一
音

節
を
表
わ
す
音
節
文
字
が
あ
る
。

表
語
文
字　

 

一
文
字
が
一
語
を
表
わ
す
も
の
を
言
う
。
た
と
え
ば

§
（
英
語
で
はsection

）
や
漢
字
が
そ
う
で
あ
る
と

言
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
た
だ
し
漢
字
の
場
合
は
一

文
字
が
一
語
を
表
わ
さ
な
い
場
合
も
あ
る
た
め
厳
密

に
は
適
切
で
な
い
場
合
も
あ
る
。

　

他
に
、
表
語
文
字
、
音
節
文
字
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
文
字
と
い
う

三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
の
分
類
を
提
案
す
る
者
、
思
考
文
字
（
言
語

を
越
え
て
観
念
を
伝
え
る
）
と
音
声
文
字
の
二
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
分
類
す

る
者
、
音
を
書
き
記
す
と
い
う
観
点
か
ら
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
、
音

節
文
字
、
表
語
音
節
文
字
（
漢
字
は
こ
こ
に
入
る
）
に
分
類
す
る
提
案

な
ど
が
あ
る
（
同
、
一
五
六
頁
）。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
点
が
二
点
あ
る
。
第
一
に
、
漢
字
の
位
置
は

こ
う
し
た
現
代
の
言
語
学
に
お
け
る
文
字
の
分
類
の
中
で
も
、
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト（
単
音
文
字
）に
比
べ
不
安
定
で
あ
る
と
言
う
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
表
意
文
字
と
表
語
文
字
に
分
類
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
の
分
類

に
は
異
論
も
あ
る
。
こ
の
不
安
定
な
状
況
は
、
こ
の
後
の
章
で
の
揺

れ
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
分
類
が
基
本
的
に
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
的
な
音
声
を
表
わ
す
文
字
を
前
提
と
し
、
そ
こ
か
ら
他
の
種

類
の
文
字
を
記
述
す
る
と
い
う
歴
史
に
由
来
す
る
こ
と
に
よ
る
と
思

わ
れ
る
。
第
二
に
、
そ
う
し
た
混
乱
が
あ
る
中
で
、
文
字
と
し
て
の

漢
字
の
理
解
に
は「
語
を
示
し
て
い
る
」と
い
う
理
解
と
、「
事
物
（
あ

る
い
は
そ
）
の
観
念
を
表
わ
し
て
い
る
」
と
い
う
、
少
な
く
と
も
二

つ
の
理
解
の
方
向
性
が
あ
る
と
言
う
点
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
理
解

は
、
Ⅳ
章
で
扱
う
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
の
漢
字
観
と
、
Ⅴ
章
で
扱

う
『
コ
イ
ン
ブ
ラ
註
解
』
に
お
け
る
漢
字
観
に
ほ
ぼ
対
応
し
て
お
り
、

後
に
見
る
よ
う
に
、
西
洋
世
界
に
お
け
る
漢
字
と
の
接
触
初
期
か
ら

存
在
す
る
揺
れ
で
あ
る
が
、
そ
の
痕
跡
が
現
在
で
も
見
ら
れ
る
の
で
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あ
る
。

　

第
二
言
語
学
習
の
場
面
に
戻
ろ
う
。

　

主
に
英
語
の
第
二
言
語
習
得
の
研
究
を
行
っ
て
い
る
門
田
修
平

は
、
日
本
語
の
漢
字
に
関
し
て
、
英
語
と
の
比
較
で
興
味
深
い
研
究

を
残
し
て
い
る
（
門
田
（
二
〇
〇
六
）、
第
六
章
）。
現
代
に
お
け
る
実

験
を
通
じ
た
言
語
学
的
研
究
で
は
あ
る
が
、
こ
の
研
究
は
、
以
下
で

検
討
す
る
過
去
の
思
想
が
何
を
問
題
に
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
の
一
つ
の
補
助
線
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
現
代
の
言
語
学
に
お
い
て
、
私
達
の
脳
内
に
は
自
ら
が

知
っ
て
い
る
語
彙
の
情
報
（
意
味
に
関
わ
る
情
報
や
構
文
に
関
わ
る
情

報
）
を
集
め
た
「
心
的
辞
書
（
メ
ン
タ
ル
レ
キ
シ
コ
ン
）」
と
呼
ば
れ

る
あ
る
種
の
辞
書
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
私
達
が

何
ら
か
の
発
話
を
聞
き
、あ
る
い
は
何
ら
か
の
文
章
を
読
ん
だ
際
に
、

こ
の
辞
書
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
語
の

意
味
等
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ

で
門
田
（
二
〇
〇
六
）
が
実
験
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
は
、（
耳
で
語
を
聞
く
の
で
は
な
く
）書
か
れ
た
英
語
の
語（
綴
り
）

を
見
た
際
に
、
私
達
は
、
一
度
そ
れ
を
（
実
際
に
発
話
し
な
く
て
も
脳

内
で
の
処
理
と
し
て
）
音
韻
表
象
（
あ
る
言
語
で
言
語
的
な
単
位
と
し
て

理
解
さ
れ
る
音
声
の
表
象
）
と
し
て
変
換
し
た
後
に
、
そ
う
し
た
音
韻

表
象
を
通
し
て
心
的
辞
書
に
ア
ク
セ
ス
し
意
味
へ
と
変
換
し
て
い
る

の
か
、
そ
れ
と
も
視
覚
的
な
情
報
を
音
声
的
な
情
報
に
変
換
す
る
こ

と
な
く
、
視
覚
的
な
デ
ー
タ
を
元
に
直
接
心
的
辞
書
に
ア
ク
セ
ス
し

意
味
へ
と
変
換
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
彼
は
、
音

声
情
報
を
通
じ
た
ル
ー
ト
を
「
音
韻
符
号
化
ル
ー
ト
」
と
呼
び
、
視

覚
的
ル
ー
ト
を
「
直
接
的
視
覚
ル
ー
ト
」
と
呼
び
、
こ
う
し
た
二
重

の
ル
ー
ト
が
、
書
か
れ
た
も
の
を
私
達
が
処
理
す
る
た
め
に
心
的
辞

書
に
ア
ク
セ
ス
す
る
際
に
存
在
し
て
い
る
と
仮
説
を
立
て
て
い
る
。

さ
ら
に
、
同
じ
問
題
が
漢
字
の
場
合
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
の
か
も
実
験
し
て
い
る
。

　

実
験
の
結
果
は
大
変
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。結
論
と
し
て
は
、

英
語
の
場
合
も
、漢
字
の
場
合
も
、ど
ち
ら
も「
音
韻
符
号
化
ル
ー
ト
」

「
直
接
的
視
覚
ル
ー
ト
」
の
両
者
が
機
能
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
の
場

合
も
「
音
韻
符
号
化
ル
ー
ト
」
が
基
本
的
な
ル
ー
ト
で
あ
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
通
常
は
「
音
韻
符
号

化
ル
ー
ト
」
が
活
性
化
さ
れ
、
こ
ち
ら
が
主
に
機
能
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
特
に
英
語
の
場
合
は
、
音
韻
符
号
化
ル
ー
ト
の
方
が
処

理
の
速
度
が
速
い
。
し
か
し
英
語
の
場
合
も「
音
韻
符
号
化
ル
ー
ト
」

の
活
動
が
何
ら
か
の
理
由
で
阻
害
さ
れ
る
と
、「
直
接
的
視
覚
ル
ー

ト
」
が
活
性
化
す
る
こ
と
が
あ
る
（
同
、一
五
〇
―
一
五
一
頁
）。
で
は
、

漢
字
の
場
合
は
ど
う
か
。
漢
字
の
場
合
も
両
方
の
ル
ー
ト
が
機
能
し

て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
漢
字
の
場
合
は
、
音
韻
符

号
化
ル
ー
ト
の
方
に
処
理
の
速
度
が
極
め
て
速
い
と
い
う
事
実
は
確
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認
さ
れ
ず
、
や
や
速
い
と
い
う
程
度
に
留
ま
る
。
ま
た
、
英
語
の
場

合
と
は
違
っ
た
形
で
「
直
接
的
視
覚
ル
ー
ト
」
が
何
ら
か
の
機
能
を

果
た
し
て
い
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
（
同
、
一
六
三
―
一
六
五
頁
）。

　

前
者
の
英
語
の
場
合
の
結
果
は
、
確
か
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
示

し
、
西
洋
の
言
語
思
想
の
枠
組
み
の
中
で
長
い
間
支
配
的
で
あ
っ
た

「
書
字
記
号
は
音
声
（
表
象
）
を
意
味
表
示
す
る
」
と
い
う
構
図
が
、

実
験
的
に
も
あ
る
程
度
支
持
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。し
か
し
、

そ
こ
で
は
同
時
に
そ
う
で
は
な
い
ル
ー
ト
、
す
な
わ
ち
視
覚
的
表
象

が
直
接
意
味
（
心
的
辞
書
）
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
可
能
性
も
潜
在
的

に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。ま
た
漢
字
の
場
合
は
、

視
覚
的
表
象
か
ら
直
接
意
味
（
心
的
辞
書
）
に
繋
が
っ
て
い
る
可
能

性
が
示
唆
さ
れ
つ
つ
も
、
や
は
り
音
韻
表
象
を
介
し
た
ル
ー
ト
が
重

要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
結
果
は
、

脳
内
の
過
程
に
お
い
て
、
確
か
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
よ
る
表
記
と

漢
字
に
よ
る
表
記
の
間
に
何
ら
か
の
処
理
の
違
い
が
あ
る
こ
と
を
示

し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
基
本
的
な
処
理
は
共
有
さ
れ
て

い
る 

―
― 

具
体
的
に
は
、
特
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
（
英
語
）
に
お

い
て
も
文
字
が
直
接
意
味
を
表
示
す
る
経
路
が
あ
り
、
そ
し
て
漢
字

に
お
い
て
も
音
韻
的
経
路
が
重
要
で
あ
る 

―
― 

と
い
う
実
験
結
果

は
、
両
者
が
質
的
に
全
く
異
な
っ
た
記
号
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
を
明
ら
か
に
し
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
そ
れ
以
外
の
文
字
を
全
く

異
な
っ
た
原
理
に
よ
る
文
字
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
象
す
る
こ
と
に

潜
む
危
険
性
を
警
告
し
て
く
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
以
下
で
見
て

い
く
よ
う
な
西
洋
の
哲
学
者
に
よ
る
漢
字
に
対
す
る
理
解
の
仕
方
に

は
、
や
は
り
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
当
然
の
前
提
と
し
、
そ
こ
か
ら
漢

字
を
見
た
場
合
の
視
線
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
を

警
告
し
て
い
る
。

　

以
上
の
研
究
は
、
脳
内
で
の
処
理
を
実
験
を
通
し
て
再
構
築
す
る

も
の
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
実
験
と
検
証
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
は

あ
る
が
、こ
れ
ら
に
よ
っ
て
改
め
て
確
保
さ
れ
た
「『
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
を
当
た
り
前
と
す
る
立
場
か
ら
の
視
線
』
を
相
対
化
す
る
立
場
」

か
ら
、
以
下
、
具
体
的
な
テ
キ
ス
ト
の
検
討
に
入
っ
て
い
き
た
い
。

Ⅳ　

最
初
の
出
会
い
―
―
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
の
時
代

　

は
じ
ま
り
は
十
三
世
紀
で
あ
る
。

　

こ
の
最
初
の
接
触
に
つ
い
て
は
、
実
存
主
義
の
時
代
に
至
る
ま
で

の
東
西
文
化
交
流
を
中
国
哲
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
の
接
触
の

過
程
と
し
て
描
い
た
『
中
国
哲
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
』
上
下

巻
の
著
者
堀
池
信
夫
が
、
や
は
り
出
発
点
と
し
て
描
い
て
い
る
（
堀

池（
一
九
九
六
）、同（
二
〇
〇
二
））。
何
故
こ
の
時
代
が
出
発
点
な
の
か
。

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
し
た
物
的
・
文
化
的
交
流
は
確
か
に
存
在
し
て

い
た
が
、
こ
の
時
代
に
元
、
ま
た
モ
ン
ゴ
ル
の
帝
国
に
よ
る
人
的
交

流
が
深
ま
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
中
で
、
十
一
世
紀
以
降
存

在
し
て
は
い
た
が
、
必
ず
し
も
客
観
的
と
は
言
え
な
か
っ
た
様
々
な
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東
方
の
情
報
が
、
プ
ラ
ノ
・
カ
ル
ピ
ニ
の
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
や
リ
ュ
ブ

リ
ュ
ク
・
ギ
ョ
ー
ム
ら
の
旅
行
記
に
よ
り
、
新
た
に
、
よ
り
正
確
な

形
で
書
き
換
え
ら
れ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る（
堀
池（
一
九
九
六
）、一
四

―
一
九
頁
）。
そ
う
し
た
中
で
、中
世
に
お
け
る
記
号
学
の
分
野
で
も
、

ま
た
学
問
全
般
に
お
け
る
経
験
的
な
要
素
を
強
調
し
た
人
物
と
し
て

も
知
ら
れ
る
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
は
、
自
身
は
実
際
に
は
東
方
に

足
を
運
ば
な
か
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
よ
り
正
確
な
情
報
を
利
用

し
て
、
東
方
の
諸
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
比
較
し
、
あ
る
種
の
比
較

宗
教
学
の
よ
う
な
分
析
さ
え
行
っ
て
い
る（
同
、一
三
四
―
一
五
二
頁
）。

そ
れ
も
ま
た
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
点
に
つ

い
て
は
先
ほ
ど
か
ら
言
及
し
て
い
る
堀
池
（
一
九
九
六
）
に
詳
細
な

分
析
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
主
題
で
あ
る
中
国
の
漢
字
に

焦
点
を
絞
り
た
い
。

　

当
時
の
教
皇
に
求
め
ら
れ
て
送
っ
た
『
大
著
作
』
と
呼
ば
れ
る
代

表
作
の
中
で
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
は
、
情
報
源
と
し
て
リ
ュ
ブ

リ
ュ
ク
・
ギ
ョ
ー
ム
の
旅
行
記
『
イ
テ
ィ
ネ
ラ
リ
ウ
ム
』
に
大
部
分

依
拠
し
つ
つ
も
、
当
時
の
記
号
理
論
・
言
語
理
論
の
第
一
人
者
の
一

人
で
あ
る
彼
ら
し
く
、
資
料
の
少
な
い
中
で
は
、
そ
れ
な
り
に
正

当
な
漢
字
の
記
述
を
試
み
て
い
る
。
基
本
的
に
は
リ
ュ
ブ
リ
ュ
ク
・

ギ
ョ
ー
ム
の
成
果
で
も
あ
る
の
だ
が
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
の
記

述
に
即
し
て
見
て
み
よ
う
。
ベ
ー
コ
ン
は
、
ま
ず
タ
ル
タ
ル
（
モ
ン

ゴ
ル
）
の
文
字
に
つ
い
て
記
述
し
た
後
、
次
の
様
に
続
け
て
い
る
。

　

チ
ベ
ッ
ト
の
人
達
は
私
達
と
同
様
に
書
き
、
私
達
の
も
の
に
類

似
し
た
形
態
〔
の
文
字
〕（figura

）
を
有
し
て
い
る
。
タ
ン
グ
ー

ト
の
人
々
は
、
ア
ラ
ビ
ア
の
人
達
と
同
様
に
、
右
か
ら
左
へ
と

書
く
が
、
上
に
伸
び
る
線
が
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
。
東
方
の

キ
タ
イ
〔
中
国
〕
の
人
々
は
、
画
家
が
絵
を
描
く
の
に
使
う
筆

（punctorium

）
を
使
っ
て
書
き
、
一
つ
の
文
字
（figura

）
の

内
に
複
数
の
構
成
要
素
（plures literae

）
を
書
き
込
み
、
こ

れ
ら
の
構
成
要
素
〔
の
総
体
〕
が
一
つ
の
語
を
表
現
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
多
く
の
構
成
要
素
を
〔
自
身
の
内
に
〕
同

時
に
含
み
持
っ
て
い
る
文
字
記
号
（characteres

）
が
生
じ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
は
真
の
文
字
記
号
（veri 

characteres

）
で
あ
り
、
構
成
要
素
か
ら
合
成
さ
れ
る
点
で
自

然
学
的
と
い
っ
て
も
良
い
も
の
で
あ
り
、〔
そ
の
一
つ
一
つ
が
〕

語
〔
と
し
て
〕
の
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

T
hebeth scribunt sicut nos, et habent figuras sim

iles 
nostris. T

angut scribunt a dextra in sinistram
, sicut 

A
rabes, sed m

ultiplicant lineas ascendendo. Cathai 
orientales scribunt cum

 punctorio quo pingunt 
pictores, et faciunt in una figura plures literas 
com

prehendentes unam
 dictionem

, et ex hoc veniunt 
characteres qui habent m

ultas literas sim
ul; unde 
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veri characteres, et physici sunt com
positi ex literis, 

et habent sensum
 dictionum

.
（
ラ
テ
ン
語
原
文　

三
七
四
頁
、
英
訳　

三
八
九
頁
、
邦
訳　

堀
池

（
一
九
九
六
）、
一
二
五
頁
。
た
だ
し
英
訳
と
邦
訳
は
、
ラ
テ
ン
語
の

dictio

を
英
語
のsentence

の
意
と
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
、

ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
の
真
意
を
伝
え
損
ね
て
い
る
。）

　

当
時
の
言
語
理
論
で
用
い
ら
れ
る
用
語
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
近

代
語
へ
の
翻
訳
が
難
し
い
文
章
だ
が
、
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
筆
に

よ
っ
て
書
か
れ
る
と
い
う
以
外
に
、
漢
字
の
次
の
よ
う
な
特
徴
で
あ

る
。① 

こ
こ
で
構
成
要
素
と
訳
し
たlitera

は
、
確
か
に
ラ
テ
ン
語
に

お
け
る
文
字
の
意
味
で
は
あ
る
が
、
ラ
テ
ン
語
文
法
家
で
あ
る

プ
リ
ス
キ
ア
ヌ
ス
の
伝
統
で
は
「
そ
れ
以
上
分
割
で
き
な
い
一

つ
の
音
声
を
表
わ
す
最
小
単
位
」
の
意
で
あ
り
、
人
間
音
声
の

構
成
要
素
の
記
号
で
あ
り
、
分
節
化
さ
れ
た
音
声
の
像
で
あ
る

（
プ
リ
ス
キ
ア
ヌ
ス
『
文
法
教
程
』、
第
一
巻
、「litera

」
の
章
）。

② 

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
「
一
つ
の
形
態
（figura

）
＝
一
つ
の
構

成
要
素
」
と
い
う
構
造
を
持
つ
の
に
対
し
、
漢
字
は
、
一
つ
の

形
態
の
内
に
、
そ
う
し
た
構
成
要
素
を
複
数
、
し
か
も
同
時
に

含
ん
で
い
る
。

 

③ 

こ
う
し
て
一
つ
の
形
態
に
含
ま
れ
た
複
数
の
構
成
要
素
は
全
体

と
し
て
一
つ
の
語
（dictio

）
を
表
現
し
て
い
る
。

④ 

こ
の
よ
う
な
漢
字
の
こ
と
を
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
は

character

と
呼
ん
で
い
る
（
仮
に
区
別
の
た
め
文
字
記
号
と
訳

し
て
お
く
）。
こ
れ
は
、構
成
要
素
か
ら
合
成
さ
れ
て
い
る
点
で
、

自
然
が
要
素
（
元
素
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
で
あ

り
、
自
然
学
的
（physici

）
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
（
プ
リ
ス

キ
ア
ヌ
ス
が
、litera

を
元
素
（elem

entum

）
の
し
る
し
（nota

）

と
言
っ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）。

　

こ
う
し
た
記
述
を
総
合
す
る
と
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
が
次
の

様
に
理
解
し
て
い
る
可
能
性
は
存
在
す
る
。
一
つ
の
漢
字
は
、
複
数

の
構
成
要
素 

―
― 

そ
の
一
つ
一
つ
が
一
つ
の
音
声
を
示
す 

―
―
を

含
み
込
み
、
ラ
テ
ン
語
で
あ
れ
ばdictio

（
デ
ィ
ク
テ
ィ
オ
ー
）
と
六

つ
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
書
か
れ
る
語
を
、「
詞
」
と
い
う
一
つ
の

形
で
表
わ
し
て
い
る
、言
い
換
え
れ
ば
、漢
字
は
そ
の
各
部
分
が「
ｄ
」

「
ｉ
」「
ｃ
」「
ｔ
」「
ｉ
」「
ｏ
」
と
い
っ
た
様
な
個
々
の
音
声
（
音
韻
）

を
表
わ
し
て
い
る
、
と
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
確
か
に
漢
字
の
構
造

の
理
解
と
し
て
は
誤
解
を
含
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
一
つ
の
漢

字
が
必
ず
一
つ
の
意
味
を
持
つ
語
に
対
応
す
る
と
読
ま
れ
る
記
述
も

問
題
を
含
ま
な
い
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ロ
ジ
ャ
ー
・

ベ
ー
コ
ン
は
、
漢
字
は
単
な
る
絵
文
字
で
は
な
く
、
構
成
す
る
部
分
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に
分
解
さ
れ
得
る
こ
と
を
理
解
し
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
は
異
な
っ

て
は
い
る
が
、
あ
る
合
理
的
な
構
造
、
自
然
学
的
と
言
っ
て
も
良
い

組
み
立
て
を
有
す
る
が
故
に
、
真
の
文
字
記
号character

と
呼
ば

れ
る
に
値
す
る
と
記
述
し
て
い
る

３
。こ
れ
は
、
ラ
テ
ン
・
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
と
は
異
な
る
文
字
で
あ
る
漢
字
の
原
理
を
、
合
理
的
な
も
の

と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
の
異
文
化
に
対
す

る
関
心
の
あ
り
方
と
し
て
注
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ

で
示
さ
れ
て
い
る
定
義
が 
―
― 
構
成
要
素
が
音
声
的
な
も
の
で
あ

る
か
は
お
く
と
し
て 

―
― 

第
Ⅲ
章
で
確
認
し
た
現
代
言
語
学
に
お

け
る
漢
字
の
「
表
語
文
字
」
理
解
と
類
似
し
て
い
る
点
は
、ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
文
化
圏
に
お
け
る
漢
字
理
解
の
一
つ
の
類
型
の
端
緒
と
し
て

も
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
十
三
世
紀
の
、
恐
ら
く
ほ
ぼ
最
初
の
漢
字

と
の
出
会
い
の
記
録
に
お
い
て
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
形
で
、
た
と

え
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
視
点
か
ら
で
あ
る
に
せ
よ
、
か
な
り
踏
み
込

ん
だ
理
解
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
は
、
特
に
漢
字
に
言
及
し
て
で
は

な
く
、
音
声
的
言
語
記
号
一
般
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
、
Ⅱ
章
で
確

認
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
見
解
、す
な
わ
ち
音
声
的
言
語
記
号
は
、

第
一
に
私
達
の
中
の
心
的
イ
メ
ー
ジ
を
意
味
表
示
し
、
そ
れ
を
媒
介

と
し
て
外
的
事
物
を
意
味
す
る
と
い
う
三
項
図
式
に
対
し
て
、
記
号

は
直
接
事
物
を
表
示
す
る
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
点
で
、
新

た
な
道
を
踏
み
出
し
て
い
る
（Com

pendium
 studii theologiae, ed. 

1988, pars II, ch. 2, 

§59-60, pp. 68-70

）。
こ
う
し
た
記
号
観
の
変
化

が
漢
字
の
理
解
と
ど
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
、
今

後
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

Ⅴ　
『
コ
イ
ン
ブ
ラ
註
解
』
に
お
け
る
転
換

　

時
代
は
下
り
十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
初
頭
に
入
る
。
宣
教
師

た
ち
が
多
く
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
行
き
来
す
る
時
代
に
、
東
方

の
文
化
に
つ
い
て
も
新
た
な
情
報
が
数
多
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
た
ら

さ
れ
る
。
そ
の
中
で
、
漢
字
に
つ
い
て
も
以
前
よ
り
も
詳
細
な
情
報

を
得
た
上
で
、
後
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
繋
が
る
漢
字
観
が
形
成
さ
れ

る
。
そ
う
し
た
時
代
に
お
い
て
成
立
し
た
の
が『
コ
イ
ン
ブ
ラ
註
解
』

で
あ
り
、西
洋
思
想
史
上
で
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
だ
け
で
な
く
、

こ
れ
は
部
分
的
に
漢
文
訳
さ
れ
る
こ
と
で
、
東
西
文
化
交
流
史
の
上

で
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

『
コ
イ
ン
ブ
ラ
註
解
』
と
は
何
か
。

　

こ
の
註
解
書
は
、
コ
イ
ン
ブ
ラ
大
学
の
自
由
学
芸
学
部
周
辺
に
集

ま
っ
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
達
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
、
当
時
も
大
学
周

辺
で
学
問
の
基
礎
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
続
け
て
い
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
一
連
の
著
作
に
対
す
る
八
巻
に
及
ぶ
註
釈
書
で
あ
る
。
こ
れ
は

一
五
五
五
年
に
コ
イ
ン
ブ
ラ
大
学
で
哲
学
を
教
え
て
い
た
フ
ォ
ン
セ

カ
に
遡
る
内
容
を
持
ち
、
さ
ら
に
若
い
世
代
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
達
に
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よ
っ
て
コ
イ
ン
ブ
ラ
大
学
周
辺
で
発
展
さ
せ
ら
れ
た
議
論
の
成
果
が

取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
十
二
～
十
三
世
紀
以
来
の
盛

期
ス
コ
ラ
学
の
伝
統
を
丁
寧
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
加
え
て
、
こ
う

し
た
内
容
は
無
秩
序
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
新
し
い

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
の
方
針
に
従
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
点
で

（D
oyle

（2001

）
の
序
文
を
参
照
）、
学
問
の
歴
史
に
と
っ
て
も
新
た

な
一
歩
を
開
く
も
の
で
あ
る

４
。ま
た
、
内
容
に
つ
い
て
も
、
そ
れ

以
前
の
大
学
に
お
け
る
書
物
で
は
、
一
般
的
に
他
の
（
古
い
）
書
物

を
通
し
て
の
言
及
が
中
心
で
あ
っ
た
異
文
化
の
出
来
事
に
対
し
て
、

中
国
や
日
本
の
文
化
や
、
イ
ン
ド
で
の
出
来
事
へ
の
言
及
等
、
イ
エ

ズ
ス
会
の
活
動
を
通
じ
て
集
め
ら
れ
た
同
時
代
的
な
新
し
い
情
報
が

盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
当
時
の
学
問
の
開
か
れ
た
状
況
の
一
端
を
知

る
こ
と
が
出
来
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
一
連
の
註
解
書
は
大
き
な
反
響
を
呼

び
、
様
々
に
版
が
重
ね
ら
れ
、
広
く
流
通
す
る
。
ス
コ
ラ
哲
学
的
な

要
素
へ
の
親
近
感
を
示
す
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た

伝
統
へ
の
反
発
で
知
ら
れ
る
デ
カ
ル
ト
も
、
ま
た
こ
の
註
解
書
に
言

及
し
て
い
る
（
同
、
二
〇
頁
）。
ま
た
広
く
流
通
し
た
と
い
う
範
囲
に

は
宣
教
先
の
土
地
も
含
ま
れ
、
実
際
に
ど
の
程
度
読
ま
れ
た
か
に
つ

い
て
は
疑
問
が
あ
る
よ
う
だ
が
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の『
カ
テ
ゴ
リ
ー

論
』
に
当
た
る
範
囲
は
、
漢
文
訳
も
さ
れ
て
い
る
（
存
在
を
巡
る
語

法
の
翻
訳
を
詳
細
に
検
討
し
た
深
澤
（
一
九
八
六
）
を
参
照
。
ま
た
当
時

の
接
触
状
況
に
つ
い
て
はK

urtz

（2011

）
の
第
一
章
が
詳
し
い
）。

　

そ
う
し
た
『
コ
イ
ン
ブ
ラ
註
解
』
に
漢
字
へ
の
言
及
が
登
場
す
る

の
は
、
一
六
〇
六
年
に
正
式
な
初
版
が
八
巻
の
シ
リ
ー
ズ
の
最
後
に

出
版
さ
れ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
に
つ
い
て
註
解
す
る
巻
の

内
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
命
題
論
』
を
註
解
し
て
い
る
部
分
で
あ

る
。
先
に
Ⅱ
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、『
命
題
論
』
冒
頭
部
は
（
言
語
）

記
号
が
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
か
を
冒
頭
で
述
べ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
伝
統
的
に
、
そ
の
部
分
へ
の
註
解
で
記
号
の
あ
り
方
に
つ
い
て

様
々
な
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
。『
コ
イ
ン
ブ
ラ
註
解
』
に
お
い
て
も

そ
れ
は
同
様
で
あ
り
、
漢
字
へ
の
言
及
は
そ
の
内
、
第
三
問
題
「
音

声
記
号
と
書
字
記
号
（scriptura

）
の
意
味
表
示
作
用
に
つ
い
てD

e 
vocum

, scripturarum
 significatione

」
の
第
四
項
「 

書
か
れ
た

も
の
は
音
声
記
号
を
意
味
表
示
す
る
の
か
。
ま
た
そ
の
場
合
ど
の
よ

う
に
か A

n scripta significant voces, et quo m
odo?

」
に
現

わ
れ
る
。
第
三
問
題
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
音
声
が
記
号
と
し
て

意
味
表
示
を
行
う
と
は
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
か
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
に
付
随
し
て
、
書
か
れ
た
も
の
が
意
味
表
示
す
る

と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
か
が
第
四
項
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

的
な
図
式
を
前
提
と
し
つ
つ
、
数
多
く
の
異
論
と
共
に
検
討
さ
れ
て

い
る
。
ス
コ
ラ
的
な
討
論
ス
タ
イ
ル
の
書
物
の
一
般
的
な
ス
タ
イ
ル

と
し
て
、
著
者
達
の
見
解
と
、
そ
れ
に
対
す
る
異
論
、
ま
た
そ
れ
に
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対
す
る
異
論
回
答
が
続
く
構
成
と
な
っ
て
い
る
が
、
漢
字
に
つ
い
て

の
言
及
は
「
書
か
れ
た
も
の
は
、
音
声
記
号
が
事
物
を
意
味
表
示
す

る
の
と
同
様
の
意
味
表
示
作
用
に
よ
る
、
た
だ
し
音
声
記
号
は
内
在

的
に
、
書
字
記
号
は
外
在
的
に
」
と
い
う
著
者
達
の
見
解
に
対
す
る

二
つ
目
の
異
論
と
し
て
現
わ
れ
る
。

　

二
つ
目
に
次
の
様
な
異
論
が
提
示
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

象
形
文
字
（
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
）
は
、
フ
ィ
チ
ー
ノ
が
プ
ラ
ト
ン

の
『
ピ
レ
ボ
ス
註
解
』
二
九
章
で
説
明
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
を

発
明
し
た
ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
ラ
の
後
を
受
け
た
カ
ル
デ
ア
人
達
に

よ
っ
て
、
ま
た
メ
ル
ク
リ
ウ
ス
を
発
明
者
と
す
る
エ
ジ
プ
ト
人

達
に
よ
っ
て
使
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
ま
た
今
日
、
中
国
と
日

本
の
人
々
に
よ
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
字
は
、
何

ら
音
声
を
指
し
示
す
こ
と
な
く
、
事
物
を
意
味
表
示
す
る
。
そ

れ
故
、
こ
れ
ら
の
文
字
は
固
有
の
意
味
表
示
を
有
し
、
ま
た
そ

れ
は
文
字
自
身
に
内
在
的
な
の
で
あ
る
、
と
。

　

O
ppones secundo. Scripturae hierogliphicae 

（quibus utebantur Chaldaei sequuti Zoroastrem
 

eorum
 inventorem

, et A
egyptii, inventore M

ercurio, 
ut author est M

arsilius F
icinus in Platonem

 de 
sum

m
o bono cap. 29. et utuntur hodie Sinarum

, 
et Iaponiorum

 populi

） im
m

ediate significant res 

nullas indicando voces;  ergo habent peculiarem
 

significationem
, et sibi intrinsecam

.

（D
oyle

（2001

）、

一
〇
八
頁
）

　

こ
の
異
論
は
、
著
者
達
の
見
解 

―
― 

先
に
確
認
さ
れ
た
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
図
式
に
従
い
、
書
か
れ
た
も
の
が
記
号
と
し
て
機
能
す

る
た
め
に
は
音
声
記
号
を
経
由
す
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
媒
介
と
す

る
必
要
が
あ
る 

―
― 

に
対
し
、
異
論
が
象
形
文
字
と
呼
ぶ
も
の
を

反
例
と
し
て
持
ち
出
し
て
い
る
。
こ
こ
で
象
形
文
字
と
呼
ば
れ
る
の

は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
、
極
一
部
の
著
作
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く

き
ち
ん
と
し
た
形
で
再
び
読
ま
れ
始
め
た
プ
ラ
ト
ン
へ
の
フ
ィ
チ
ー

ノ
の
註
解
を
引
用
し
つ
つ
、
カ
ル
デ
ア
人
、
エ
ジ
プ
ト
人
達
が
用
い

て
い
た
も
の
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
、
今
日
、
中
国
と
日
本
で
使
わ
れ

て
い
る
と
さ
れ
る
書
字
記
号
で
あ
る
。
そ
し
て
異
論
は
、
そ
れ
ら
の

文
字
は
、
音
声
を
指
し
示
す
こ
と
な
く
、
事
物
を
意
味
表
示
す
る
の

だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
書
か
れ
た
も
の
に
固
有
の
意
味
表
示
作
用
が
あ

り
、
そ
れ
は
音
声
を
媒
介
し
な
い
点
で
、
自
ら
に
内
在
す
る
意
味
表

示
作
用
で
あ
る
の
だ
、
と
結
論
す
る
。

　

こ
こ
ま
で
で
あ
れ
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
エ
ジ
プ
ト
的
な
神

秘
へ
の
言
及
に
、
中
国
と
日
本
の
同
時
代
的
知
見
が
加
わ
り
は
し
た

も
の
の
、
理
論
的
に
そ
れ
ほ
ど
興
味
深
い
も
の
は
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
印
象
を
持
つ
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
に
続
く
著
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者
達
の
反
論
は
、
象
形
文
字
の
意
味
表
示
作
用
を
次
の
様
に
解
釈
す

る
形
で
提
示
さ
れ
る
。

　

答
え
て
言
お
う
。
先
ほ
ど
言
及
さ
れ
た
す
べ
て
の
記
号
は
、

本
来
的
な
意
味
で
は
書
字
記
号
（scripturae

）
で
は
な
く
、
事

物
を
直
接
的
に
意
味
表
示
す
る
た
め
に
案
出
さ
れ
た
あ
る
種
の

図
形
（quaedam

 figurae

）
な
の
だ
。
同
じ
よ
う
に
算
術
に
お

け
る
数
は
事
物
の
確
固
と
し
た
総
数
を
意
味
表
示
す
る
の
で
あ

り
、
数
学
者
達
〔
当
時
は
天
文
学
も
そ
の
一
分
野
で
あ
る
〕
の
用

い
る
図
形
（im

agines

）
は
天
体
や
星
座
を
意
味
表
示
す
る
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
こ
で
私
達
は
、後
に
引
用
す
る
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・

マ
グ
ヌ
ス
や
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
述
べ
る
よ
う
に
、
書
字
記

号
（scriptura

）
と
い
う
名
で
、
部
分
な
い
し
構
成
要
素
が
組

み
合
わ
さ
っ
て
生
じ
る
も
の
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
だ
。

　

Respondetur om
nia illa signa, quae afferuntur, 

non esse proprie scripturas;sed quasdam
 figuras 

inventas ad significandas res im
m

ediate. A
d eum

 
m

odum
 A

rithm
eticorum

 num
eri significant certam

 
rerum

 sum
m

am
, et M

athem
aticorum

 im
agines, 

planetas, constellationesque repraesentant. 

　

A
t nobis hoc loco, ut non est serm

o nisi de voce 

dearticulata, sicuti ait A
lbertus, et A

ugustinus infra 
citandi, ita nom

ine scripturae intelligim
us eam

, quae 
coalescit ex partibus, seu literis.

（
同
）

　

最
終
的
に 

―
― 

そ
し
て
や
や
先
を
急
ぐ
か
の
よ
う
に 

―
― 

先

の
異
論
が
持
ち
出
し
た
象
形
文
字
の
反
例
と
し
て
の
資
格
は
、
そ
れ

ら
は
こ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
書
字
記
号
で
は
な
い
と
い
う
形

で
否
認
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
否
認
の
身
振
り
も
含
め

て
、
漢
字
を
含
む
象
形
文
字
と
彼
ら
が
見
な
す
も
の
に
つ
い
て
の
興

味
深
い
見
解
が
現
わ
れ
て
い
る
。
要
約
し
て
み
よ
う
。

① 

異
論
が
「
象
形
文
字
」
と
し
て
提
示
し
た
も
の
は
、
書
字
記
号

（scriptura

）
で
は
な
く
、あ
る
種
の
図
形
（figurae

）
で
あ
る
。

② 

あ
る
種
の
図
形
で
あ
る
と
は
、
そ
の
意
味
表
示
作
用
が
算
術
に

お
け
る
数
、
天
文
学
に
お
け
る
図
形
（im

agines

）
と
同
様
で

あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

③ 

そ
れ
ら
の
図
形
は
、
音
声
記
号
な
し
に
（
音
声
的
な
回
路
を
経
由

す
る
こ
と
な
く
）
直
接
事
物
を
意
味
表
示
す
る
も
の
と
し
て
案

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
形
で
直
接
的
な
意
味
表

示
作
用
を
持
つ
。

 

④ 

他
方
、こ
こ
で
書
字
記
号
と
い
う
名
で
検
討
し
て
い
る
も
の
は
、

部
分
な
い
し
構
成
要
素
（literae

）
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
構
成
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さ
れ
る
タ
イ
プ
の
も
の
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
よ
う
な
も
の
に

限
定
さ
れ
る
。

　

つ
ま
り
、著
者
達
は
、自
分
達
が
論
じ
て
い
る
の
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
の
よ
う
な
各
部
分
が
音
声
を
表
現
し
、
そ
れ
ら
が
結
合
し
て
一
つ

の
語
と
な
る
と
い
う
構
成
を
持
つ
書
字
記
号
の
こ
と
で
あ
る
と
し
、

象
形
文
字
は
そ
う
し
た
記
号
で
は
な
い
と
し
て
、
そ
の
反
例
と
し
て

の
成
立
を
否
認
す
る
。
つ
ま
り
、
漢
字
を
含
む
象
形
文
字
に
、
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
同
等
の
地
位
を
認
め
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
先
に
見

た
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
の
よ
う
な
形
で
、
漢
字
を
表
語
文
字
と
理

解
す
る
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
で
は
、
漢
字
を
あ
る
種
の
絵
文
字

と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
方

で
天
文
学
に
お
け
る
図
形
に
も
言
及
し
つ
つ
も
、
算
術
に
お
け
る
数

の
よ
う
な
も
の
と
も
し
て
い
る
点
で
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
見
解
を
提

示
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
算
術
に
お
け
る

数
と
実
際
の
事
物
の
間
に
は
端
的
な
類
比
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
か
ら
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
音
声
記
号
を
介
さ
な
い
記

号
と
し
て
、
直
接
事
物
を
意
味
表
示
し
て
い
る
と
い
う
点
が
重
要
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
著
者
等
は
こ
こ
で
そ
う
し
た
性
質
を
積
極
的

に
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
見
解
は
、
や
が
て

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
二
進
法
の
原
理
を
具
現
化
し
た
も
の
と
し
て

の
易
の
再
発
見
と
漢
字
の
礼
賛
と
、
漢
字
の
理
解
に
つ
い
て
は
基

本
的
な
見
解
を
一
に
し
て
い
る
。
現
代
的
な
分
類
と
の
関
係
を
あ
え

て
語
れ
ば
、
表
意
文
字
あ
る
い
は
思
考
文
字
と
い
う
分
類
が
近
い
も

の
だ
ろ
う
が

５
、
漢
字
（
象
形
文
字
）
に
厳
密
な
意
味
で
の
書
字
記
号

と
い
う
地
位
は
否
定
し
な
が
ら
も
、
数
学
的
な
記
号
に
近
い
も
の
だ

と
語
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
を
操
作
す
る
こ
と
で
あ
る
種
の
知
を
得
る

こ
と
が
出
来
る
よ
う
な
記
号
と
し
て
の
地
位
を
認
め
て
い
る
の
で
あ

る
。

Ⅵ　

終
わ
り
に

　

Ⅴ
章
で
確
認
さ
れ
た
、
漢
字
を
数
学
的
記
号
に
類
似
し
た
も
の
と

考
え
る
視
点
は
、
や
が
て
易
に
二
進
法
の
一
つ
の
実
現
を
見
る
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
そ
の
よ
う
な

起
源
か
ら
発
展
し
た
も
の
と
し
て
漢
字
を
礼
賛
す
る
。
だ
が
そ
う
し

た
文
字
観
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
こ
そ
精
神
に
ふ
さ
わ
し
い
文
字
で

あ
る
と
考
え
る
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
、
激
し
く
非
難
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
漢
字
や
象
形
文
字
否
定
の
原
型
も
、

そ
れ
ら
の
文
字
性
を
否
定
し
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
は
異
な
っ
て
こ

こ
で
本
来
言
及
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
排
除
す
る
形
で
『
コ
イ
ン

ブ
ラ
註
解
』
は
、
す
で
に
潜
在
的
に
含
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
の
そ
の

後
の
展
開
に
つ
い
て
は
機
会
が
あ
れ
ば
改
め
て
論
じ
た
い
が
、
基
本

的
な
ラ
イ
ン
は
第
Ⅰ
章
で
言
及
し
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
て
い
る
（『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
』、『
哲
学
の
余
白
』）。
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私
達
が
本
稿
で
確
認
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
比
較
的
良
く
知
ら
れ

た
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
対
し
て
、
そ
れ
以
前
の
段
階
で
、
そ
う
し
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
形
作
る
こ
と
に
な
る
下
地
は
既
に
作
ら
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
の
控
え
め
な
が
ら
驚
き
を

秘
め
た
分
析
、
あ
る
い
は
『
コ
イ
ン
ブ
ラ
註
解
』
に
お
け
る
数
学
的

記
号
に
類
比
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
漢
字
（
象
形
文
字
）、
し
か
し
同

時
に
そ
の
議
論
か
ら
の
周
到
な
排
除
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
う
し
た
驚

き
に
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
は
全
く
異
な
っ
た
原

理
に
よ
る
も
の
と
し
て
漢
字
を
把
握
す
る
、
あ
る
種
の
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ズ
ム
的
視
線
が
導
入
さ
れ
る
危
険
も
存
在
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
Ⅲ
章
で
は
、
現
代
の
言
語
学
に
お
け
る
実
験
が
示
唆

す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
文
字
と
し
て
の
漢
字
と
文
字
と
し
て
の
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
処
理
は
、
両
者
と
も
意
識
に
上
ら
な
い
レ
ベ
ル
に

お
い
て
は
、
必
ず
し
も
全
く
異
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
音
韻
表
象

を
経
由
す
る
ル
ー
ト
と
、
視
覚
表
象
か
ら
直
接
に
辞
書
に
ア
ク
セ
ス

す
る
二
つ
存
在
す
る
経
路
を
ど
ち
ら
も
が
利
用
さ
れ
て
お
り
、た
だ
、

そ
れ
ら
の
内
ど
ち
ら
が
よ
り
活
性
化
さ
れ
る
か
と
い
う
タ
イ
プ
の
違

い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

他
方
、Ⅳ
章
、Ⅴ
章
で
確
認
し
て
き
た
中
世
、大
航
海
時
代
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
・
神
学
者
達
の
漢
字
観
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
文

化
の
中
で
育
っ
た
人
間
の
意
識
に
対
し
て
、
漢
字
が
ど
の
よ
う
に
現

わ
れ
理
解
さ
れ
る
か
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
Ⅲ
章
で
確

認
し
た
現
代
の
言
語
学
に
お
け
る
文
字
の
分
類
に
お
け
る
漢
字
の
揺

れ
の
あ
る
二
重
の
位
置 

―
― 

一
方
で
、
表
語
文
字
で
あ
り
、
他
方

で
表
意
文
字
で
あ
る 

―
― 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
Ⅳ
章
と
Ⅴ
章
の
漢
字
観

に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
文
化
圏
の

視
線
に
対
し
て
漢
字
が
ど
の
よ
う
に
映
る
か
の
基
本
的
ラ
イ
ン
は
、

か
な
り
初
期
の
接
触
時
点
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
あ
ま
り
変
化
し
て

い
な
い
様
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
現
代
の
言
語
学
に
お
い
て
も
、
漢

字
を
理
解
す
る
視
線
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
漢
字
と
の
接
触
の

長
い
伝
統
に
規
定
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

以
上
の
短
い
探
究
か
ら
結
論
で
き
る
こ
と
は
、
私
達
が
理
論
的

に
、
あ
る
い
は
日
本
語
教
育
と
言
っ
た
実
践
的
な
観
点
か
ら
、
人
間

言
語
の
一
つ
の
表
記
の
様
式
と
し
て
の
漢
字
に
つ
い
て
考
察
す
る
際

に
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
文
化
圏
の
視
線
に
映
ず

る
漢
字
像
が
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
も
、
そ

れ
ら
が
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
視
線
に
陥
る
危
険
に
留
意
し
て
、
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
中
心
と
し
た
文
字
観
が
打
ち
立
て
る
傾
向
が
あ
る

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
漢
字
と
の
過
度
の
対
立
と
は
異
な
っ
た
道
を
探

究
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
の
予
備

作
業
と
し
て
、
現
代
の
言
語
理
論
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
長
い
伝
統

に
注
意
深
く
踏
み
込
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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〈
注
〉

１ 
な
お
ラ
カ
ン
の
文
字
論
に
お
け
る
日
本
語
の
位
置
を
よ
り
正
確
に
把

握
す
る
た
め
に
は
、「
リ
チ
ュ
ラ
テ
ー
ル
」
と
し
て
出
版
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
講
義
（
セ
ミ
ネ
ー
ル
）
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
山
城

（
二
〇
〇
五
）
は
「
リ
チ
ュ
ラ
テ
ー
ル
」
の
問
題
を
検
討
し
て
い
る
。

２ 

こ
れ
ま
で
の
論
争
を
総
括
し
た
邦
語
文
献
と
し
て
、周
藤
（
二
〇
〇
七
）

を
参
照
。

３ 

残
念
な
が
ら
彼
は
こ
の
論
点
を
こ
れ
以
上
展
開
し
て
は
い
な
い
が
、

次
の
章
で
見
る
よ
う
な
、
漢
字
を
数
学
的
記
号
と
類
似
し
た
も
の
と

見
る
視
線
と
同
様
に
、
自
然
界
の
構
造
を
写
し
取
る
よ
う
な
記
号
と

し
て
把
握
し
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。Character

と
い
う

語
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
ま
で
繋
が
る
系
譜
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
で

あ
る
。

４ 

確
か
に
中
世
の
大
学
に
お
い
て
も
、
大
学
の
課
程
に
お
い
て
、
講
読

さ
れ
る
べ
き
書
物
は
指
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
教
科
書
と
呼
ぶ
の

で
あ
れ
ば
、
教
科
書
は
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
、
あ
る
分
野
で
講
読

さ
れ
る
べ
き
書
物
に
対
す
る
標
準
的
な
註
解
が
成
立
し
て
い
れ
ば
、

そ
れ
も
共
に
参
照
さ
れ
、
実
質
的
に
教
科
書
と
呼
べ
る
も
の
が
存
在

し
て
い
た
と
言
う
こ
と
は
出
来
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
哲
学
的
諸
学

問
全
体
を
あ
る
理
念
に
基
づ
い
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
組
み
立
て

る
と
い
う
こ
と
は
、
一
連
の
『
コ
イ
ン
ブ
ラ
註
解
』
に
お
い
て
始
ま
っ

た
出
来
事
だ
と
思
わ
れ
る
。

５ 

も
ち
ろ
ん
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
現
代
的
な
文
字
の
分
類
で
は
書
字

記
号
が
直
接
外
的
事
物
を
指
し
示
す
と
い
う
訳
で
は
な
い
が
、
ス
コ

ラ
的
用
法
に
お
い
て
、
事
物
（res

）
は
、
外
的
事
物
と
概
念
的
な
心

の
中
の
事
物
の
両
方
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
く
、
大
き
く
乖
離
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
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