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漢
字
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
こ
と
ば

─
─
漢
語
そ
の
も
の
を
学
習
す
る
た
め
の

　
　
漢
字
辞
典
『
全
訳
　
漢
辞
海
』

　
『
全
訳　

漢
辞
海
』
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
初
版
が
刊

行
さ
れ
ま
し
た
。
す
で
に
長
澤
規
矩
也
先
生
の
『
新
明

解
漢
和
辞
典
』
な
ど
漢
和
辞
典
出
版
の
長
い
歴
史
を
も

つ
小
社
と
し
て
満
を
持
し
て
世
に
問
う
た
新
し
い
漢
和

辞
典
で
し
た
が
、
誠
に
幸
い
な
こ
と
に
、
読
者
の
み
な

さ
ま
に
好
評
を
も
っ
て
受
け
入
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
、
必
ず
し
も
好
調
と
は
言
え
な
い
出
版
環
境
の
な

か
、
二
〇
〇
六
年
に
は
『
第
二
版
』
を
、
そ
し
て
、

二
〇
一
一
年
に
は
『
第
三
版
』
を
刊
行
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
漢
和
辞
典
と
い
う
堅
実
で
は
あ
る
も
の
の

特
に
注
目
を
集
め
る
こ
と
も
少
な
い
と
思
わ
れ
る
辞
典

で
、
こ
の
よ
う
な
短
期
間
に
版
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き

た
と
い
う
の
も
、『
漢
辞
海
』
の
先
進
的
な
編
集
方
針

が
幅
広
い
読
者
の
み
な
さ
ま
の
御
支
持
に
つ
な
が
っ
た

か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
、
担
当
編
集
部
と
し
て
誠
に

あ
り
が
た
く
受
け
止
め
て
お
り
ま
す
。

　

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
入
社
早
々
に
計
画
中
の
純
新

刊
漢
和
辞
典
の
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
、
編
集
担
当
と
し
て

『
漢
辞
海
』
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
早
く
も

二
十
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
漢
和
辞
典
は
も
と
よ
り
辞
書
編
集
の
経
験

も
な
い
新
入
編
集
部
員
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
よ

う
な
〝
素
人
〞
で
あ
っ
た
こ
と
が
か
え
っ
て
良
か
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
専
門
的
な
教
育
を
受
け
て
い
れ

ば
、
つ
ま
ら
ぬ
先
入
観
が
編
集
方
針
の
具
体
化
の
う
え

で
も
障
害
に
な
っ
た
こ
と
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
漢
和
辞
典
に
対
し
て
白
紙
の
状
態
で
臨
ん
だ
新
人

編
集
担
当
は
、
先
生
方
の
先
進
的
な
編
集
方
針
を
そ
の

ま
ま
素
晴
ら
し
い
も
の
と
し
て
受
け
止
め
、
そ
れ
を
読

者
の
み
な
さ
ま
に
わ
か
り
や
す
い
か
た
ち
で
御
提
示
す

る
こ
と
に
、自
分
の
使
命
を
見
出
し
ま
し
た
。
正
に『
漢

辞
海
』
と
と
も
に
歩
ん
だ
二
十
年
で
し
た
。

何
も
無
い
と
こ
ろ
か
ら
す
べ
て
手
作
り
で

作
り
上
げ
た
辞
典

　
『
漢
辞
海
』
は
純
新
刊
の
辞
典
で
す
。

　

中
国
学
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
戸
川
芳
郎
（
と
が

わ
よ
し
お
）
先
生
に
御
監
修
と
し
て
御
指
導
を
賜
り
つ

つ
、
同
じ
く
気
鋭
の
研
究
者
で
あ
る
佐
藤
進
先
生
と
濱

口
富
士
雄
先
生
の
編
者
お
二
人
を
中
心
に
、
多
く
の
先

生
方
や
ご
協
力
者
の
英
知
と
努
力
を
結
集
し
て
編
集
さ

れ
ま
し
た
。

　

編
集
に
当
た
っ
て
は
、
従
来
の
漢
和
辞
典
が
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
な
漢
字
を
単
に
和
訓
に
置
き
換
え
て
理
解

し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
漢
語
と
し
て

漢
字
を
捉
え
、
的
確
な
例
文
を
掲
げ
て
、
実
際
の
文
脈

に
そ
っ
て
語
義
を
読
解
す
る
こ
と
を
編
集
方
針
の
柱
と

し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
古
漢
語
を
品
詞
別
に
分

類
し
、
文
法
を
踏
ま
え
た
解
説
を
施
し
、
こ
れ
に
訓
も

合
わ
せ
て
示
し
た
う
え
で
、
用
例
に
は
書
き
下
し
文
を

辞
書
作
り
の
現
場
か
ら
　
そ
の
②

『
全
訳
　
漢
辞
海
』

武
田
　
京

辞
書
出
版
部
　
国
語
辞
書
第
三
編
集
室

　『
全
訳
　
漢
辞
海
』編
集
長
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く
、
先
生
方
も
相
当
に
御
苦
心
を
重
ね
ら
れ
た
も
の
と

思
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
次
第
で
、
編
集
開
始
当
初
は
数
年
後
の

刊
行
を
意
図
し
て
い
た
も
の
の
、
原
稿
の
執
筆
に
は
大

変
な
時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
り
、
刊
行
日
程
も
度
々

の
延
期
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
方
、
長
期
に
及
ぶ
編
集
期
間
の
な
か
で
は
、
貴
重

な
参
考
文
献
で
あ
る
中
国
の
『
漢
語
大
詞
典
』
全
十
三

巻
が
完
結
し
、
ま
た
台
湾
の
中
央
研
究
院
を
は
じ
め
と

す
る
多
く
の
漢
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
徐
々
に
完
備
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
編
集
環
境
も
格
段
の
進
歩
を
遂
げ
て

い
っ
た
こ
と
は
む
し
ろ
大
き
な
収
穫
で
も
あ
り
ま
し

た
。
原
典
確
認
な
ど
、
以
前
で
あ
れ
ば
相
当
な
困
難
と

労
力
・
時
間
を
要
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど

が
、
現
在
で
は
自
分
の
デ
ス
ク
の
う
え
で
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
時
代
の
変
化
も
最
大

限
に
活
用
し
な
が
ら
、
つ
い
に
二
〇
〇
〇
年
、
刊
行
の

と
き
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

刊
行
当
初
、
編
者
の
先
生
方
は
じ
め
編
集
部
も
そ
の

編
集
方
針
に
は
確
信
を
も
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
果
た

し
て
そ
れ
が
読
者
の
御
支
持
を
得
る
に
至
る
の
か
、
予

断
を
許
さ
な
い
と
こ
ろ
で
し
た
が
、
そ
の
後
の
読
者
の

御
支
持
と
順
調
な
発
展
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
で
、
誠

に
幸
い
で
あ
っ
た
と
日
々
噛
み
し
め
て
お
り
ま
す
。

　
『
漢
辞
海
』
は
、
当
初
の
編
集
方
針
の
段
階
か
ら
、

漢
文
読
解
の
た
め
の
古
漢
語
辞
典
と
し
て
の
側
面
と
同

時
に
、
現
代
日
本
に
お
け
る
漢
和
辞
典
と
し
て
、
常
用

漢
字
表
を
は
じ
め
、
人
名
用
漢
字
表
、
表
外
漢
字
字
体

表
、
J
I
S
コ
ー
ド
な
ど
の
漢
字
コ
ー
ド
や
名
付
け
を

す
る
際
の
名
乗
り
な
ど
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
。『
第

二
版
』
で
は
、
人
名
用
漢
字
の
大
幅
拡
充
や
表
外
漢
字

字
体
表
を
踏
ま
え
た
改
訂
を
施
し
、
二
〇
一
一
年
春
の

『
第
三
版
』
で
は
、
前
年
末
に
二
十
九
年
ぶ
り
に
改
定

さ
れ
た
「
常
用
漢
字
表
」
の
改
訂
を
待
っ
た
う
え
で
、

最
速
の
刊
行
を
実
現
し
ま
し
た
。
現
在
お
手
元
に
お
届

け
し
て
お
り
ま
す
『
第
三
版
』
で
は
、
そ
の
成
果
と
し

て
、
新
し
い
常
用
漢
字
に
は
「
★
」
印
を
付
し
て
、
一

目
瞭
然
で
わ
か
る
よ
う
に
お
示
し
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
に
、
漢
和
辞
典
に
求
め
ら
れ
る
多
く
の
側

面
を
常
に
意
識
し
、
も
っ
と
も
良
い
形
で
読
者
の
み
な

さ
ま
に
お
届
け
す
る
と
い
う
こ
と
を
常
に
意
識
し
て
、

今
日
も
編
集
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。

読
者
の
み
な
さ
ま
と
と
も
に

　

日
本
で
最
初
の
近
代
的
な
漢
和
辞
典『
漢
和
大
字
典
』

が
小
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
三
〔
明
治
38
〕

年
）
の
こ
と
で
し
た
。
百
年
の
時
を
経
て
、『
全
訳　

漢
辞
海
』
の
よ
う
な
画
期
的
な
漢
和
辞
典
を
刊
行
す
る

こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
も
、
小
社
で
あ
る
か
ら
こ
そ

で
き
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
、
読
者
の
み
な

さ
ま
の
長
年
に
わ
た
る
御
支
持
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の

賜
物
で
あ
る
と
実
感
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
読
者
の
み
な
さ
ま
と
と
も
に
、
よ
り
良
い
辞

書
を
生
み
出
し
、
育
て
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

『漢和大字典』（右）と『全訳　漢辞海』（左）

添
え
て
、
現
代
日
本
語
訳
で
全
訳
を
施
す
こ
と
と
し
ま

し
た
。
こ
れ
だ
け
で
、
従
来
の
漢
和
辞
典
と
は
一
線
を

画
す
漢
和
辞
典
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た

だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

必
然
的
に
、
従
来
の
漢
和
辞
典
で
は
参
考
に
な
る
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
中
国
に
お
け
る
最
新
研
究

を
ま
ず
第
一
に
踏
ま
え
な
が
ら
、
収
録
語
数
─
親
字

一
万
強
、
熟
語
五
万
語
以
上
─
の
す
べ
て
を
新
た
に
書

き
起
こ
す
こ
と
が
必
要
で
し
た
。
何
度
と
な
く
編
集
会

議
を
開
催
し
、
編
集
方
針
を
練
り
込
み
な
が
ら
、
そ
れ

に
基
づ
い
て
、収
録
す
る
親
字
・
熟
語
の
選
定
を
行
い
、

執
筆
協
力
を
し
て
い
た
だ
け
る
先
生
方
へ
御
依
頼
し
、

正
に
一
か
ら
原
稿
を
揃
え
て
い
き
ま
し
た
。
既
存
の
漢

和
辞
典
を
換
骨
奪
胎
す
れ
ば
出
来
上
が
る
原
稿
で
は
な
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