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評
　
中
国
の
学
界
で
は
︑
こ
こ
十
数
年
間
︑﹁
漢
文
学
﹂
と
い
う
用
語
は
ち
ょ
っ

と
し
た
流
行
語
に
な
っ
た
観
が
あ
る
︒
書
名
に
こ
の
三
文
字
を
銘
打
っ
た
単

行
本
だ
け
を
見
て
も
︑
王
暁
平
著
﹃
亜
洲
漢
文
学
﹄（
二
〇
〇
九
年
）
を
は
じ

め
︑
高
文
漢
・
韓
梅
著
﹃
東
亜
漢
文
学
関
係
研
究
﹄（
二
〇
一
〇
年
）
や
陳
福

康
著
﹃
日
本
漢
文
学
史
﹄（
二
〇
一
一
年
）︑
そ
れ
か
ら
金
程
宇
著
﹃
東
亜
漢

文
学
論
考
﹄（
二
〇
一
三
年
）
な
ど
︑
す
で
に
何
種
類
も
出
て
い
る
︒
ま
た

﹁
中
国
知
網
﹂（
C
N
K
I
）
を
検
索
し
て
み
る
と
︑
関
連
の
学
術
論
文
が
年

間
三
︑四
十
本
ぐ
ら
い
の
ペ
ー
ス
で
量
産
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
分
か
る
︒
こ
れ

か
ら
書
評
す
る
王
宝
平
主
編
﹃
東
亜
視
域
中
的
漢
文
学
研
究
﹄（
以
下
﹃
東
亜

視
域
﹄
と
略
す
︒﹁
視
域
﹂
と
は
視
野
︑
視
角
の
意
）
は
︑
言
わ
ず
も
が
な
こ
の

流
行
と
密
接
に
関
係
す
る
一
冊
に
他
な
ら
な
い
︒

　
こ
こ
で
い
う
﹁
漢
文
学
﹂
は
︑
日
本
の
﹁
カ
ン
ブ
ン
ガ
ク
﹂
と
漢
字
表
記

こ
そ
同
じ
だ
が
︑
両
者
の
外
延
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
︑
ま
ず

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
例
え
ば
右
の
諸
書
は
︑
い
ず
れ
も
中
国
大
陸

以
外
の
国
々
︱
︱
た
と
え
ば
日
本
︑
韓
国
︑
あ
る
い
は
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
︱
︱

に
現
存
す
る
漢
文
の
書
籍
や
作
品
を
研
究
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
︑
ま
た

﹁
亜
洲
漢
文
学
﹂
や
﹁
東
亜
漢
文
学
﹂
と
い
っ
て
も
︑
お
お
む
ね
中
国
本
土
の

作
品
は
研
究
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
︒
類
似
の
用
語
と
し
て
︑﹁
域
外
漢

籍
研
究
﹂
と
い
う
も
の
も
あ
る
が
︑﹁
域
外
﹂
の
二
文
字
が
端
的
に
示
し
て
い

る
よ
う
に
︑
要
す
る
に
中
国
周
辺
諸
国
の
漢
文
資
料
を
目
玉
と
し
て
扱
っ
た

と
こ
ろ
に
︑
漢
文
学
研
究
の
特
色
が
現
れ
て
い
る
︒

　
蛇
足
か
も
し
れ
な
い
が
︑
日
本
の
﹁
漢
文
学
﹂
は
も
っ
ぱ
ら
中
国
古
来
の

文
学
や
中
国
古
典
文
学
︑
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
︒
や
や
こ
し
い
こ

と
に
︑
こ
ち
ら
の
用
法
も
早
く
か
ら
大
陸
に
輸
入
さ
れ
︑
し
か
も
現
代
中
国
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語
に
根
付
い
た
の
で
あ
る
︒
魯
迅
の
﹃
漢
文
学
史
綱
要
﹄（
一
九
二
六
年
）
に

お
け
る
﹁
漢
文
学
﹂
の
用
法
は
そ
の
典
型
だ
が
︑
近
年
で
は
﹁
英
漢
文
学
翻

訳
﹂
や
﹁
蒙
漢
文
学
交
流
﹂
の
よ
う
に
︑
中
国
文
学
全
般
を
指
す
用
語
と
し

て
使
わ
れ
た
例
も
少
な
く
な
い
︒
本
稿
は
︑
こ
ち
ら
の
﹁
漢
文
学
﹂
に
触
れ

な
い
︒

　
先
に
挙
げ
た
一
連
の
単
行
本
の
な
か
で
︑
評
者
が
最
初
に
読
ん
だ
の
は
︑

王
小
平
著
﹃
亜
洲
漢
文
学
﹄
で
あ
っ
た
︒
日
︑
韓
︑
越
諸
国
の
漢
詩
や
漢
文

小
説
を
縦
横
無
尽
に
論
じ
る
そ
の
研
究
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
に
︑
た
い
へ
ん

感
動
し
た
覚
え
が
あ
る
︒
ま
た
︑
日
本
現
存
の
中
国
逸
書
を
数
多
く
見
つ
け

出
し
︑
数
十
種
類
の
書
物
を
一
大
叢
書
に
し
て
景
印
出
版
し
た
金
程
宇
氏
の

仕
事
に
も
︑
た
い
へ
ん
敬
服
し
た
（﹃
和
刻
本
古
逸
書
叢
刊
﹄
二
〇
一
二
年
）︒

最
近
で
は
︑
研
究
蓄
積
の
急
速
な
増
大
に
戸
惑
っ
た
り
︑
新
し
い
成
果
の
把

握
が
い
よ
い
よ
困
難
だ
と
感
じ
た
り
も
し
て
い
る
︒

　
昨
年
︑
域
外
漢
籍
研
究
の
提
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
る
張
博
偉
氏
（
南
京
大

学
）
が
﹃
東
亜
漢
文
学
研
究
的
方
法
与
実
践
﹄（
中
華
書
局
︑
二
〇
一
七
年
）

と
い
う
書
を
出
し
た
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑﹁
域
外
漢
籍
﹂
に
関
す
る
近
年
の
研

究
は
︑﹁
新
材
料
・
新
問
題
・
新
方
法
﹂
の
三
段
階
に
お
い
て
旧
来
の
古
典
学

研
究
と
一
線
を
画
す
る
と
い
う
︒﹁
新
材
料
﹂
と
は
文
献
を
収
集
・
整
理
・
紹

介
す
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
こ
の
段
階
で
は
諸
地
域
の
漢
籍
を
一
つ
の
ま
と
ま

り
と
し
て
捉
え
た
こ
と
で
︑
個
別
の
文
献
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
く
︑

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
か
ら
二
つ
目
の
﹁
新
問
題
﹂
と
は
︑﹁
中
国
文

学
﹂﹁
日
本
文
学
﹂
と
い
っ
た
国
別
の
壁
を
取
り
壊
し
て
︑
新
し
い
問
題
提
起

を
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
三
番
目
の
﹁
新
方
法
﹂
は
い
さ
さ
か
分
か
り
に
く

か
っ
た
が
︑
張
氏
が
提
唱
す
る
﹁
方
法
と
し
て
の
漢
字
文
化
圏
﹂
を
考
え
る

と
︑
要
す
る
に
近
代
以
来
の
欧
米
中
心
主
義
的
な
偏
り
を
是
正
し
て
︑
漢
籍

研
究
に
適
す
る
独
自
な
方
法
論
を
構
築
し
よ
う
︑
と
い
う
こ
と
か
と
思
わ
れ

る
︒

　
張
氏
が
い
う
﹁
新
材
料
・
新
問
題
・
新
方
法
﹂
は
︑
近
年
の
域
外
漢
籍
研

究
に
対
し
て
︑
中
国
文
学
研
究
者
側
の
意
気
揚
々
た
る
宣
言
と
で
も
称
せ
よ

う
︒
実
際
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
︒
こ
の
三
段
階
説
を
念
頭
に
置
き
︑

以
下
︑﹃
東
亜
視
域
﹄
を
俎そ
じ
ょ
う上

に
載
せ
て
そ
の
一
端
を
見
て
み
よ
う
︒

　﹃
東
亜
視
域
﹄
は
︑
二
〇
一
二
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
に
か
け
て
︑

浙
江
工
商
大
学
（
在
杭
州
）
日
本
語
言
文
化
学
院
と
二
松
学
舎
大
学
日
本
漢

文
教
育
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
共
同
主
催
に
よ
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
東

亜
漢
文
学
研
究
　
回
顧
と
展
望
﹂
に
寄
せ
た
三
十
七
本
の
報
告
の
内
︑
計

二
十
九
本
を
集
め
た
論
文
集
で
あ
る
︒
四
八
〇
頁
と
い
う
か
な
り
分
厚
い
分

量
は
︑
同
書
の
内
容
の
充
実
を
物
語
っ
て
い
る
︒

　
編
者
は
︑
浙
江
工
商
大
学
の
王
宝
平
氏
で
あ
る
︒
氏
は
近
代
中
日
文
化
交

流
史
お
よ
び
書
誌
学
の
分
野
で
多
く
の
業
績
を
挙
げ
た
研
究
者
で
あ
り
︑
な

が
ら
く
中
国
の
日
本
研
究
を
牽
引
し
て
き
た
一
人
で
も
あ
る
︒
十
数
種
類
に

も
及
ぶ
著
書
の
中
で
︑
代
表
作
の
﹃
清
代
中
日
学
術
交
流
の
研
究
﹄（
汲
古
書
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院
︑
二
〇
〇
五
年
）
は
日
本
語
で
書
か
れ
た
も
の
で
︑
関
西
大
学
に
提
出
さ
れ

た
博
士
論
文
で
も
あ
る
︒
一
昨
年
︑
か
の
浩こ
う

瀚か
ん

な
﹃
大
河
内
文
書
﹄
計
八
種

七
十
八
巻
七
十
六
冊
を
︑﹃
日
本
蔵
晩
清
中
日
韓
筆
談
資
料
　
大
河
内
文
書
﹄

（
浙
江
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
一
六
）
と
い
う
題
を
つ
け
︑
す
べ
て
カ
ラ
ー
で
景

印
出
版
し
た
こ
と
は
︑
氏
が
成
し
遂
げ
た
大
き
な
仕
事
と
い
え
よ
う
︒
日
本

語
言
文
化
学
院
の
長
を
長
年
務
め
た
氏
は
︑
こ
こ
二
十
数
年
間
︑
日
本
文
化

や
日
中
文
化
交
流
を
テ
ー
マ
と
す
る
研
究
集
会
を
数
多
く
主
催
し
た
︒
評
者

は
院
生
の
頃
か
ら
そ
れ
ら
の
会
議
に
し
ば
し
ば
足
を
運
び
︑
多
く
の
こ
と
を

学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
︒

　
さ
て
︑
中
国
文
学
研
究
者
た
ち
が
巻
き
起
こ
し
た
漢
文
学
研
究
の
ブ
ー
ム

を
︑
日
本
研
究
者
の
王
氏
は
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
の
か
︒
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
︑﹃
東
亜
視
域
﹄
の
中
で
明
言
が
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
同
書
の
﹁
あ
と
が

き
﹂
を
読
む
と
︑﹁
域
外
漢
文
資
料
の
調
査
と
研
究
﹂
は
今
や
﹁
顕
学
﹂
に

な
っ
た
と
い
う
事
実
を
︑
氏
が
過
分
な
ほ
ど
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
︒
そ
し
て
研
究
集
会
の
開
催
理
由
に
つ
い
て
︑﹁
学
術
の
時
流
に
乗
り

遅
れ
な
い
た
め
︑
研
究
最
前
線
に
ド
ッ
キ
ン
グ
す
る
た
め
﹂
云う
ん

々ぬ
ん

と
す
こ
し

言
葉
を
濁
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
︑
漢
文
学
ブ
ー
ム
の
中
で
日
本
研
究
者

の
影
が
薄
い
と
い
う
危
機
感
を
︑
氏
が
抱
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
評
者

は
忖そ
ん

度た
く

す
る
︒

　
そ
し
て
論
文
執
筆
陣
の
構
成
を
見
る
と
︑
い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
目
下
の
漢

文
学
研
究
に
メ
ス
を
入
れ
よ
う
と
い
う
編
者
の
意
図
が
よ
り
は
っ
き
り
と
現

れ
て
い
る
︒
執
筆
者
は
︑
中
国
国
内
の
研
究
者
十
八
名
︑
日
本
在
住
の
中
国

人
研
究
者
二
名
︑
台
湾
の
研
究
者
三
名
︑
日
本
人
学
者
五
名
︑
ア
メ
リ
カ
の

大
学
に
在
籍
す
る
研
究
者
一
名
な
ど
︑
ま
さ
に
多
士
済
々
で
あ
る
︒
各
人
の

専
門
分
野
が
さ
ま
ざ
ま
で
︑
共
通
点
を
強
い
て
言
え
ば
︑
漢
籍
を
研
究
材
料

と
し
て
利
用
し
た
と
い
う
点
だ
け
だ
っ
た
︒
こ
う
い
う
ふ
う
に
み
る
と
︑﹃
東

亜
視
域
﹄
は
東
ア
ジ
ア
漢
文
学
に
対
す
る
学
際
的
な
研
究
を
目
指
し
た
も
の

と
い
え
る
︒

　
同
書
に
収
録
さ
れ
た
二
十
九
本
の
論
文
は
︑
編
者
に
よ
っ
て
四
つ
に
分
類

さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
﹁
東
亜
漢
文
学
総
合
研
究
﹂（
八
篇
）
と
﹁
東
亜
漢

文
学
個
案
研
究
﹂（
八
篇
）︑﹁
東
亜
漢
文
学
交
流
研
究
﹂（
七
篇
）︑﹁
東
亜
漢

文
学
小
説
研
究
﹂（
六
篇
）
と
あ
る
︒
一
読
し
て
い
ち
ば
ん
印
象
に
残
っ
た
の

は
︑
何
よ
り
も
テ
ー
マ
の
豊
富
さ
で
あ
る
︒
檀
君
神
話
の
由
来
を
考
察
し
た

も
の
が
あ
れ
ば
︑﹃
日
本
書
記
﹄
成
立
の
文
献
上
の
特
質
を
論
じ
た
も
の
も
あ

る
︒
禅
文
学
の
受
容
︑
禅
僧
の
墨
跡
を
取
り
上
げ
た
も
の
が
あ
れ
ば
︑
ベ
ト

ナ
ム
漢
文
小
説
の
出
版
事
情
に
注
目
し
た
も
の
も
あ
る
︒
中
国
文
人
の
日
本

旅
行
記
を
取
り
上
げ
た
も
の
が
あ
れ
ば
︑
明
治
漢
詩
人
の
中
国
体
験
を
説
き

明
か
そ
う
と
す
る
も
の
も
あ
る
︒
時
代
で
い
う
と
上
下
二
千
年
︑
空
間
で
い

う
と
東
西
五
千
キ
ロ
︑
つ
ま
り
東
ア
ジ
ア
の
全
時
代
と
全
地
域
を
カ
バ
ー
し

て
い
る
の
で
あ
る
︒
二
十
世
紀
以
前
の
東
ア
ジ
ア
に
存
在
し
て
い
た
漢
文
世

界
の
広
が
り
を
知
る
に
は
︑
ま
さ
に
好
個
の
読
み
物
で
あ
ろ
う
︒
も
っ
と
も
︑

こ
れ
ら
の
報
告
を
一
々
取
り
上
げ
て
臧ぞ
う

否ひ

す
る
こ
と
は
︑
評
者
の
力
で
は
到
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底
で
き
な
い
︒
以
下
︑
気
に
な
っ
た
点
だ
け
を
述
べ
て
責
め
を
塞ふ
た

ぎ
た
い
︒

　　﹃
東
亜
視
域
﹄
の
中
で
評
者
が
最
初
に
注
目
し
た
の
は
︑
漢
文
学
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
の
学
術
史
に
関
連
す
る
一
連
の
論
考
で
あ
る
︒
上
述
し
た
よ
う
に
︑

周
辺
諸
国
の
漢
籍
に
対
す
る
研
究
が
中
国
の
学
界
で
脚
光
を
浴
び
て
か
ら
す

で
に
十
年
以
上
経
ち
︑
そ
の
ブ
ー
ム
が
今
も
な
お
続
い
て
い
る
︒
に
も
か
か

わ
ら
ず
︑
そ
れ
に
対
す
る
学
術
的
な
反
省
は
︑
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
が
︑
ま
だ
不
十
分
だ
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
︒
こ
の
問

題
に
対
し
て
︑
本
書
は
い
く
つ
か
の
角
度
か
ら
有
益
な
反
省
材
料
を
提
供
し

て
い
る
︒

　
王
宝
平
氏
の
論
文
﹁
近
百
年
来
中
国
人
編
日
本
漢
詩
述
略
﹂
は
︑
陳
鴻
誥

編
﹃
日
本
同
人
詩
選
﹄（
一
八
八
三
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
の
百
三
十
年
の

間
に
︑
中
国
人
の
手
に
よ
っ
て
編
纂
・
出
版
さ
れ
た
日
本
漢
詩
集
計
二
十
一

部
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
︒
驚
い
た
こ
と
に
︑
こ
れ
ら
の
詩
集
を
編
ん
だ

人
物
に
は
詩
客
文
人
あ
る
い
は
人
文
学
研
究
者
の
ほ
か
︑
い
く
さ
に
明
け
暮

れ
た
軍
閥
（
斉
燮
元
﹃
日
本
漢
詩
選
録
﹄︑
一
九
二
五
年
）
や
︑
バ
リ
バ
リ
の
役

所
高
官
（
王
長
春
﹃
和
詩
選
﹄︑
一
九
四
二
年
）
と
い
っ
た
意
外
な
顔
も
含
ま
れ

る
︒
か
つ
て
田
舎
の
青
年
だ
っ
た
毛
沢
東
が
幕
末
の
僧
・
月
性
の
詩
句
﹁
男

児
︑
志
を
立
て
︑
郷
関
を
出
づ
﹂
を
高
吟
し
て
故
郷
を
去
り
︑
や
が
て
革
命

運
動
に
身
を
投
じ
た
︑
と
い
う
逸
話
が
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
事
例
と
あ
わ
せ

て
考
え
る
と
︑
近
代
中
国
社
会
に
及
ぼ
し
た
日
本
漢
詩
の
影
響
は
実
に
興
味

深
い
も
の
が
あ
る
︒
さ
ら
に
改
革
開
放
後
の
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
︑
日

本
の
漢
詩
に
対
す
る
中
国
人
の
関
心
が
ふ
た
た
び
高
ま
り
︑
つ
い
に
﹃
域
外

詞
選
﹄（
一
九
八
一
年
）
の
よ
う
な
四
万
冊
も
売
れ
た
ヒ
ッ
ト
作
が
現
れ
た

（
三
七
八
頁
）︒
と
に
か
く
日
本
の
漢
詩
に
対
す
る
中
国
人
の
関
心
は
け
っ
し

て
近
年
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
に
対
す
る
鑑
賞
と
研
究
の
歴
史
は

思
い
の
ほ
か
早
か
っ
た
︒
全
体
像
を
摑
も
う
と
す
る
な
ら
︑
百
年
以
上
の
タ

イ
ム
ス
パ
ン
が
必
要
で
あ
り
︑
埋
も
れ
た
先
駆
者
の
存
在
も
見
逃
し
て
は
い

け
な
い
︒
王
論
文
は
︑
こ
の
よ
う
に
日
本
の
漢
文
学
と
中
国
社
会
と
の
関
わ

り
の
一
端
を
示
し
た
と
同
時
に
︑
通
時
的
な
考
察
の
重
要
さ
を
説
い
た
の
で

あ
る
︒

　
一
方
︑
三
人
の
台
湾
人
学
者
は
︑
各
人
が
歩
ん
だ
漢
文
学
研
究
の
道
程
お

よ
び
そ
こ
か
ら
得
た
知
見
を
報
告
し
て
い
る
︒
陳
益
源
論
文
は
︑
こ
の
半
世

紀
以
来
の
台
湾
人
研
究
者
に
よ
る
ベ
ト
ナ
ム
漢
籍
の
整
理
と
研
究
の
い
き
さ

つ
を
回
顧
し
つ
つ
︑
ベ
ト
ナ
ム
漢
籍
が
如
何
に
重
要
で
あ
る
か
を
力
説
す
る
︒

そ
れ
か
ら
王
国
良
論
文
と
王
三
慶
論
文
は
共
に
漢
文
小
説
に
光
を
あ
て
た
も

の
で
︑
主
と
し
て
当
事
者
の
立
場
か
ら
﹃
越
南
漢
文
小
説
叢
刊
﹄（
一
九
八
七

年
）
や
﹃
日
本
漢
文
小
説
叢
刊
﹄（
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
大
部
の
資
料
集
を
ど

の
よ
う
に
編
ん
だ
か
を
詳
し
く
紹
介
す
る
︒
思
う
に
︑
台
湾
の
漢
文
学
研
究

は
︑
中
国
国
内
の
そ
れ
に
比
べ
て
︑
発
足
の
時
期
が
十
年
以
上
も
早
い
だ
け

で
な
く
︑
文
献
の
収
集
や
共
同
研
究
の
組
織･

実
施
な
ど
の
面
に
お
い
て
も

優
れ
た
も
の
が
あ
り
︑
む
ろ
ん
研
究
成
果
の
蓄
積
も
厚
い
︒
台
湾
で
培
つ
ち
か
わ
れ
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た
経
験
と
成
果
は
︑
中
国
国
内
の
研
究
者
に
果
た
し
て
ど
の
ぐ
ら
い
意
識
さ

れ
︑
吸
収
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
事
実
︑
王
国
良
氏
は
近
年
中
国
国
内
で
出

版
さ
れ
た
日
本
漢
文
小
説
の
研
究
書
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
研
究
の
浅
さ
を
率

直
に
指
摘
し
て
い
る
（
四
〇
三
頁
）︒
ち
ょ
っ
と
耳
の
痛
い
話
だ
が
︑
日
本
漢

文
学
の
研
究
を
志
す
者
に
と
っ
て
は
傾
聴
す
べ
き
意
見
で
あ
る
︒

　
同
じ
く
外
部
か
ら
の
発
言
と
し
て
︑
日
本
の
視
点
に
拠
っ
た
報
告
も
あ
る
︒

そ
の
一
つ
︑﹁
漢
文
学
﹂
と
い
う
概
念
が
中
国
語
圏
で
き
ち
ん
と
整
理
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
を
問
題
視
し
︑
明
治
期
の
日
本
人
が
こ
の
概
念
を
ど
の
よ
う
に

創
出
し
た
か
を
考
察
し
た
の
が
︑
杜
軼
文
氏
の
論
文
﹁
試
論
明
治
時
期
日
人

的
漢
文
学
意
識
﹂
で
あ
る
︒
杜
氏
は
﹁
漢
学
﹂﹁
漢
文
﹂﹁
漢
詩
﹂
な
ど
の
和

製
漢
語
の
意
味
変
遷
を
追
跡
し
︑
そ
の
う
え
東
京
大
学
に
お
け
る
﹁
漢
文
学

科
﹂
設
立
の
経
緯
や
︑﹁
漢
文
学
﹂
と
﹁
支
那
文
学
﹂
と
の
関
係
︑
日
本
人
が

著
し
た
中
国
文
学
史
に
見
え
る
﹁
漢
文
学
﹂
意
識
な
ど
を
も
論
じ
て
い
る
︒

そ
こ
で
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
の
は
︑
中
国
の
古
典
を
純
粋
な
外
国
文
学
と
見

る
の
で
は
な
く
︑
日
本
文
学
の
源
流
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
い
う
︑

明
治
知
識
人
た
ち
が
共
有
し
て
い
た
漢
文
学
意
識
で
あ
る
︒
日
本
の
中
国
文

学
史
研
究
が
世
界
に
先
駆
け
て
発
達
し
た
こ
と
も
︑
実
は
こ
の
よ
う
な
意
識

と
深
く
関
係
し
て
い
る
︑
と
杜
氏
は
指
摘
す
る
︒

　
杜
論
文
の
ほ
か
に
︑
日
本
人
研
究
者
に
よ
る
数
篇
の
報
告
も
収
め
ら
れ
て

い
る
︒
つ
ま
り
藤
原
敦
光
﹃
三
教
勘
注
抄
﹄
を
対
象
と
し
て
︑
平
安
時
代
人

の
漢
文
研
究
法
を
考
証
し
た
河
野
貴
美
子
論
文
︑
近
代
日
本
漢
文
学
研
究
の

先
駆
者
の
一
人
で
あ
る
柿
村
重
松
の
事
跡
を
発
掘
し
た
町
泉
寿
郎
論
文
︑
倉

石
武
四
郎
著
﹃
本
邦
に
お
け
る
支
那
学
の
発
達
﹄
の
文
化
史
的
意
味
を
説
い

た
佐
藤
進
論
文
︑
石
崎
又
造
﹃
近
世
日
本
支
那
俗
語
文
学
史
﹄
の
特
色
を
分

析
し
た
川
辺
雄
大
論
文
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
論
考
は
そ
れ
ぞ
れ
日
本
漢
文
学

の
一
局
面
を
細
か
く
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
ま
と
め
て
読
ん
で
い
く
と
︑

日
本
の
漢
文
学
が
た
ど
っ
た
道
程
︑
な
か
ん
ず
く
学
問
の
中
心
か
ら
周
辺
へ

と
追
い
や
ら
れ
て
い
く
凋
ち
ょ
う
ら
く落

の
過
程
が
何
と
な
く
見
え
た
よ
う
な
気
が
す
る
︒

そ
の
中
で
日
本
漢
文
学
が
置
か
れ
て
い
る
現
状
に
つ
い
て
︑
川
辺
氏
は
さ
ら

に
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︒
つ
ま
り
中
国
で
日
本
漢
文
学
は
域
外
漢
籍
と
位

置
づ
け
ら
れ
︑
中
国
文
学
の
一
部
と
看
做
さ
れ
る
が
︑
日
本
で
は
︑
漢
文
学

は
ち
ょ
う
ど
国
文
学
と
中
国
文
学
の
間
に
挟
ま
れ
て
︑
ど
ち
ら
か
ら
も
あ
ま

り
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
苦
し
い
立
場
に
あ
る
（
四
四
二
頁
）︒
漢
文

学
に
対
す
る
認
識
も
位
置
づ
け
も
︑
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
社
会
環
境
も
︑
国
に

よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
︑
こ
こ
で
思
い
知
ら
さ
れ
る
︒

　
そ
う
い
え
ば
︑
こ
こ
数
年
日
本
の
漢
文
や
漢
詩
関
連
の
研
究
が
ず
い
ぶ
ん

中
国
に
紹
介
さ
れ
た
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ
に
対
す
る
日
本
側
の
反
響

は
今
ひ
と
つ
大
き
く
な
か
っ
た
こ
と
を
︑
不
思
議
に
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
︒

今
こ
こ
で
理
由
を
考
え
る
と
︑
や
は
り
漢
文
学
に
対
す
る
認
識
の
差
お
よ
び

社
会
環
境
の
差
が
大
き
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
と
も
あ
れ
︑
中
国
の
漢
文

学
研
究
が
抱
え
て
い
る
問
題
点
を
浮
上
さ
せ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
ま
ず

﹃
東
亜
視
域
﹄
を
評
価
し
た
い
︒
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も
う
一
つ
︑
評
者
が
同
書
に
注
目
し
た
の
は
︑
目
下
の
漢
文
学
研
究
で
脚

光
を
浴
び
て
い
る
研
究
者
た
ち
の
報
告
で
あ
る
︒
こ
の
方
面
で
は
︑
王
暁
平

氏
の
論
文
﹁
日
本
漢
文
学
と
文
化
翻
訳
﹂
を
は
じ
め
︑
孫
虎
堂
氏
の
論
文

﹁
日
本
漢
文
小
説
研
究
理
路
芻
議
﹂
お
よ
び
孫
文
氏
の
論
文
﹁〝
漢
籍
比
較
文

献
学
〟
芻
議
﹂
な
ど
が
あ
る
が
︑
な
か
で
も
王
暁
平
論
文
は
力
作
で
︑﹃
東
亜

視
域
﹄
の
巻
頭
に
飾
ら
れ
て
い
る
︒
同
論
文
は
日
本
漢
文
学
の
﹁
二
重
性
格
﹂︑

つ
ま
り
中
国
文
学
の
外
観
と
日
本
文
学
の
内
実
を
兼
有
す
る
こ
と
に
着
眼
し
︑

﹁
日
本
文
学
的
性
格
﹂
の
部
分
を
無
視
し
て
真
の
作
品
理
解
が
成
立
し
な
い
と

主
張
す
る
︒
論
文
の
見
所
は
な
ん
と
言
っ
て
も
作
者
の
博
学
ぶ
り
で
︑
例
え

ば
﹃
源
氏
物
語
﹄
関
連
の
漢
文
作
品
と
し
て
︑
作
者
不
詳
の
﹃
賦
光
源
物
語

詩
﹄
や
江
馬
細
香
の
漢
詩
﹁
読
紫
史
﹂
三
首
︑
さ
ら
に
菊
池
三
渓
の
﹃
訳
準

綺
語
﹄
な
ど
︑
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
知
ら
れ
て
い
な
い
資
料
を
引
用
し
て
評

者
を
驚
か
せ
た
︒
し
か
も
こ
れ
ら
の
作
品
か
ら
滲に
じ

み
出
て
い
る
い
わ
ゆ
る

﹁
和
臭
﹂
に
対
し
て
︑
王
氏
は
わ
ざ
わ
ざ
響
き
の
良
い
﹁
外
意
﹂
と
い
う
造
語

に
言
い
換
え
︑
漢
文
学
の
﹁
新
成
員
﹂﹁
新
気
象
﹂
と
し
て
む
し
ろ
プ
ラ
ス
に

捉
え
て
い
る
（
一
七
頁
）︒

　
王
暁
平
氏
は
も
と
も
と
多
く
の
業
績
を
残
し
た
中
国
文
学
者
で
あ
る
︒
氏

の
視
線
は
︑
し
か
し
今
や
中
国
文
学
研
究
の
領
域
を
確
実
に
超
え
て
い
る
︒

中
国
文
学
研
究
の
立
場
に
拘
泥
せ
ず
︑
日
本
文
化
に
立
脚
し
て
漢
文
作
品
を

理
解
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
た
氏
の
主
張
は
︑
今
後
の
漢
文
学
研
究
に

果
た
し
て
新
生
面
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
評
者
は
こ
の
点
に
関

し
て
楽
観
的
で
あ
り
︑
ま
た
中
国
の
日
本
研
究
も
同
時
に
活
発
化
し
て
い
く

こ
と
を
期
待
す
る
︒

　﹃
東
亜
視
域
﹄
の
中
で
注
目
に
値
す
る
論
考
は
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
あ
る
︒

平
安
期
の
日
本
文
人
と
渤
海
国
使
節
と
の
唱
酬
を
考
察
し
た
高
兵
兵
論
文
と

李
美
子
論
文
︑
朝
鮮
と
琉
球
の
文
学
交
流
を
考
察
し
た
張
源
哲
論
文
︑
南
宋

の
禅
文
学
と
五
山
文
学
と
の
関
わ
り
を
論
じ
た
黄
啓
江
論
文
は
︑
い
ず
れ
も

実
証
に
立
脚
し
た
堅
実
な
研
究
で
あ
り
︑
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
人
的
交
流
と

書
籍
交
流
の
知
ら
れ
ざ
る
側
面
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
張

博
偉
氏
の
三
段
階
説
を
借
り
て
言
う
と
︑
こ
れ
ら
の
論
考
は
漢
文
学
研
究
に

﹁
新
材
料
﹂
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
︒

　
そ
れ
か
ら
﹃
日
本
書
紀
﹄
成
立
の
謎
を
巡
っ
て
︑
森
博
達
説
に
真
正
面
か

ら
反
論
す
る
井
上
亘
氏
の
﹁
日
本
書
紀
の
謎
は
解
け
た
か
﹂
も
た
い
へ
ん
力

の
込
も
っ
た
論
考
で
あ
る
︒
中
国
音
韻
学
の
知
識
を
駆
使
し
て
日
本
漢
籍
の

分
析
に
挑
む
井
上
氏
の
研
究
手
法
は
︑
域
外
漢
籍
研
究
の
目
線
か
ら
い
う
と
︑

﹁
新
方
法
﹂
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
音
韻
学
は
も
と
も
と
中
国
人
学
者
の

御
家
芸
で
は
な
い
か
と
い
う
不
確
か
な
印
象
を
持
っ
て
い
た
が
︑
そ
れ
を
自

家
薬
籠
中
に
す
る
日
本
人
研
究
者
が
い
る
こ
と
に
︑
正
直
驚
い
た
︒
こ
の
学

問
の
刺
激
に
富
む
大
論
争
に
︑
音
韻
学
に
明
る
い
中
国
人
研
究
者
も
ぜ
ひ
参

戦
し
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

　
全
体
の
印
象
と
し
て
︑﹃
東
亜
視
域
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
論
文
は
︑
読
み

ご
た
え
の
あ
る
も
の
が
四
分
の
三
以
上
を
占
め
て
い
る
︒
中
国
の
漢
文
学
研
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究
お
よ
び
日
本
文
化
研
究
の
現
状
に
関
心
を
持
つ
読
者
に
は
︑
一
読
し
て
ほ

し
い
一
冊
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
実
証
性
の
乏
し
い
報
告
︑
文
献
調
査
が
不

十
分
な
報
告
︑
あ
る
い
は
中
国
国
内
の
大
学
院
修
士
論
文
程
度
の
も
の
が
︑

何
本
か
混
じ
り
込
ん
で
い
る
︒
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
集
で
あ
る
以
上
︑
仕

方
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
本
書
の
傷
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

賢
明
な
読
者
に
は
︑
そ
れ
ら
を
読
み
飛
ば
す
こ
と
を
薦
め
た
い
︒

　﹃
東
亜
視
域
﹄
を
読
む
時
︑
新
し
い
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
と
︑
し
ば
し
ば
見
慣

れ
ぬ
人
名
や
書
名
に
出
く
わ
し
た
︒
漢
文
世
界
の
広
さ
と
奥
深
さ
を
あ
ら
た

め
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
と
同
時
に
︑
こ
れ
ら
の
用
語
が
せ
っ
か
く
一
冊
の
書

物
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
せ
め
て
人
名
索
引
と
書
名
索
引
の

よ
う
な
ア
イ
テ
ム
を
つ
け
て
ほ
し
か
っ
た
︑
と
も
思
っ
た
︒
事
実
︑
中
国
で

出
版
さ
れ
た
学
術
書
の
中
に
は
︑
索
引
が
つ
い
て
い
な
い
も
の
が
け
っ
こ
う

あ
る
︒
知
識
の
範
囲
を
読
者
に
簡
潔
に
伝
え
る
た
め
︑
あ
る
い
は
読
者
に
効

率
的
に
利
用
し
て
も
ら
う
た
め
︑
や
は
り
あ
る
ほ
う
が
良
か
ろ
う
︒




