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は
じ
め
に

今
、
田
中
先
生
の
ご
講
演
で
、
漢
語
が
近
代
に
な
っ
て
一
気
に
増
え
、
そ
れ
が

だ
ん
だ
ん
日
本
語
の
な
か
に
落
ち
着
い
て
い
く
、
溶
け
込
ん
で
い
く
と
い
う
お
話

を
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
そ
の
前
段
階
、
つ
ま
り
、
漢
語
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
近

代
の
は
じ
ま
り
に
増
え
た
の
か
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
田
中
先
生
の
お
話
に
も
「
活
躍
」
が
翻
訳
語
で
は
な
い
か
と
い
う
大
変
示

唆
的
な
ご
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
漢
語
の
増
大
の
背
景
と
し
て
翻

訳
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
具
体
的
に
漢
語
の
増
大
に
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か

を
中
心
と
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
、
翻
訳
と
言
う
と
、
漢
文
の
訓
読
も
翻
訳
と
言
え
ば
翻
訳
で
す
が
、
こ
れ

は
文
字
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
ま
す
。
漢
字
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
そ
れ
を
ど
う

読
む
か
と
い
う
翻
訳
で
す
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
か
ら
日
本
語
へ
の
翻
訳
と

は
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
。
文
字
そ
の
も
の
が
変
わ
り
ま
す
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
か

ら
日
本
の
仮
名
と
か
漢
字
に
変
え
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
漢
文
を
読
み
下

す
な
り
、
書
き
下
す
な
り
す
る
の
と
は
大
き
く
異
な
る
翻
訳
で
す
。
そ
の
意
味
で
、

多
く
の
日
本
語
話
者
に
と
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
と
の
出
会
い
は
、
漢
文
と
の
出
会

い
と
は
違
っ
た
翻
訳
と
い
う
営
み
を
要
請
し
た
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
翻
訳
の
な
か
で
近
世
に
な
っ
て
最
初
に

広
く
行
わ
れ
た
の
は
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
の
翻
訳
で

す
。
長
崎
に
お
け
る
貿
易
の
た
め
の
通
訳
だ
け
で

は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
蘭
学
が
さ
か
ん
に
な
る
に
つ

れ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
の
翻
訳
も
多
く
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
で
は
、
そ
の
翻
訳
に
使

わ
れ
た
日
本
語
文
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
オ
ラ
ン
ダ
語
は
ど
の
よ
う
な
日
本

語
に
翻
訳
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

と
言
い
ま
す
の
は
、
近
代
以
前
の
日
本
語
に

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
体
が
あ
っ
て
、
そ
の
使
用
範

囲
や
内
容
に
よ
っ
て
、
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い

た
か
ら
で
す
。
現
在
の
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
漢

字
平
仮
名
交
り
の
口
語
体
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の

と
は
状
況
が
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
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そ
う
し
た
文
体
の
違
い
に
着
目
し
な
が
ら
、
蘭
和
辞
典
か
ら
英
華
辞
典
へ
、
古

典
漢
語
か
ら
近
代
の
学
術
漢
語
へ
と
い
う
二
つ
の
流
れ
を
軸
に
、
新
し
い
世
界
の

こ
と
ば
と
し
て
の
漢
字
表
現
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
．
蘭
学
の
翻
訳

ａ
．『
解
体
新
書
』（
一
七
七
四
）

『
解
体
新
書
』
を
ご
存
知
の
方
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
オ
ラ
ン
ダ
語
の
医
書

『
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
』
を
杉
田
玄
白
（
一
七
三
三
〜
一
八
一
七
）・
前
野
良
沢

ら
が
翻
訳
し
た
も
の
で
、
現
物
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
す
が
（
図
1
）、
漢
文
で
訳

さ
れ
て
い
ま
す
。『
解
体
新
書
』
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
漢
文
へ
の
翻
訳
、
正
確
に

い
う
と
、
日
本
語
で
翻
訳
し
て
、
そ
れ
を
漢
文
に
直
し
て
、
つ
ま
り
漢
作
文
を
し

た
も
の
で
す
。

で
は
な
ぜ
、
漢
文
で
訳
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
の
ち
に
大

槻
如
電（
一
八
四
五
〜
一
九
三
一
）が
杉
田
玄
白
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、
次
の
よ
う

に
言
っ
て
い
ま
す
。
大
意
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、「
オ
ラ
ン
ダ
語
の
医
学
を
広
め
た

い
が
、
医
者
た
ち
は
み
ん
な
、
い
わ
ゆ
る
漢
方
を
奉
じ
て
い
る
か
ら
、
ま
ず
そ
の
根

本
、
つ
ま
り
中
国
か
ら
変
え
な
い
と
ダ
メ
だ
。
漢
文
で
訳
せ
ば
、
こ
れ
が
中
国
に
伝

わ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
向
こ
う
の
医
者
た
ち
も
目
を
覚
ま
す
こ
と
が
で
き
る
」と
。

言
っ
て
み
れ
ば
、
当
時
の
彼
ら
に
と
っ
て
は
漢
文
が
知
的
世
界
に
お
け
る
普
遍

的
な
言
語
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
と
同
時
に
、
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
は
書
い
て
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
古
典
的
な
言
語
で
も
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
漢
文
に
は
伝
統

が
あ
り
ま
す
。『
論
語
』
や
『
孟
子
』
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
古
い
書
物
を
学
ん

で
、
読
み
書
き
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
が
漢
文
で
す
。
そ
し
て
、
広
が
り
で
言
う

と
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
は
漢
字
漢
文
の
流
通
圏
で
、
漢
文
は
東
ア
ジ
ア
全
体
を
覆

う
普
遍
的
な
書
き
言
葉
で
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
翻
訳
も
、
一
つ
の
基
準
が
漢
文

に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。

ｂ
．『
和
蘭
辞
彙
』（
一
八
五
五
〜
五
八
）

も
う
一
つ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
翻
訳
は
、
中
国
が
先
行
し
て
い
ま
し
た
。
中
国

に
や
っ
て
き
た
宣
教
師
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
を
、
当
然
、『
聖
書
』
も
含
ま
れ

ま
す
が
、
漢
文
に
翻
訳
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
日
本
に
は
い
っ
て
き
た
と
い
う
流

れ
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
今
風
に
言
う
と
グ
ロ
ー
バ
ル
と
言
う
の
で
し
ょ

う
か
、
翻
訳
の
言
語
は
漢
文
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
語
と
日
本
語
の
対
訳
辞
書
『
和
蘭
辞
彙
』
を
よ
く 図１　解体新書（国立国会図書館蔵 引用）
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見
る
と
（
図
2
）、
漢
文
で
は
な
く
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
で
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
の
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
が
漢
文
の
読
み
下
し
風
か
と
言
う
と
、
そ
う

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
図
2
の
最
後
の
行
に
「
仕
癖
ハ
二
番
目
ノ
性
質

ナ
リ
」
と
あ
り
ま
す
。
今
だ
と
、「
習
慣
は
第
二
の
天
性
な
り
」
と
訳
す
と
こ
ろ
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。『
広
辞
苑
』
な
ど
の
辞
書
に
も
、「
習
慣
は
第
二
の
天
性
な

り
」
と
い
う
成
語
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
今
の
私
た
ち

は
、
こ
の
「
仕
癖
」
と
い
う
言
葉
は
、
普
通
は
使
い
ま
せ
ん
。「
習
慣
」
の
ほ
う
が

一
般
的
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

当
時
、「
仕
癖
は
」
と
い
う
訳
語
の
世
界
が
一
方
で
は
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

古
典
と
通
俗
で
分
け
る
な
ら
、
通
俗
的
な
こ
と
ば
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
の
蘭
日
辞

典
は
、
長
崎
の
通
詞
た
ち
が
中
心
に
な
っ
て
訳
し
て
い
ま
す
の
で
、
漢
文
風
よ
り
、

彼
ら
が
日
常
交
わ
す
書
き
こ
と
ば
の
世
界
に
よ
り
近
い
こ
と
ば
が
使
用
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
仕
癖
ハ
二
番
目
ノ
性
質
ナ
リ
」
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
こ
と
わ
ざ
の
よ
う
な
も
の

を
訳
し
た
も
の
で
す
が
、
漢
文
の
世
界
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。

「
習
与
性
成
」
で
す
。「
な
ら
い
せ
い
と
な
る
」
と
、
だ
い
た
い
は
訓
読
す
る
か
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
は
『
尚
書
』
と
い
う
中
国
の
古
典
に
出
て
き
ま
す
。
ま
た
、「
習
慣

若
自
然
」、「
習
慣
は
自
然
の
ご
と
し
」
と
い
う
こ
と
ば
も
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
は

『
孔
子
家
語
』
と
い
う
書
物
が
出
典
で
す
。『
尚
書
』
は
押
し
も
押
さ
れ
も
し
な
い
五

経
の
う
ち
の
一
つ
で
す
し
、『
孔
子
家
語
』
も
、
孔
子
の
言
行
や
逸
話
が
書
か
れ
て

い
ま
す
か
ら
、
よ
く
読
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
漢
籍
の
な
か
に
も
こ
の
よ
う
に
対
応

す
る
文
章
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
「
仕
癖
ハ
二
番
目
ノ
性
質
ナ
リ
」

と
訳
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
現
在
は
、
む
し
ろ
漢
文
に
近
い
よ
う
な
こ
と
ば
で
私
た
ち
は
理
解

し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
古
典
的
な
訳
と
通
俗
文
的
な
訳
の
二
種
類
が
あ
り
、
現

在
は
ど
う
も
古
典
漢
文
的
な
訳
の
こ
と
ば
を
受
け
継
い
で
い
る
と
、
こ
こ
か
ら
判

断
で
き
そ
う
な
の
で
す
が
、
結
論
を
急
ぐ
前
に
、
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
ま

し
ょ
う
。

ｃ
．
漢
文
の
修
辞

ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』（
一
七
一
九
）
の
は
じ

め
て
の
日
本
語
訳
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
で
す
。
黒く
ろ

田だ

麹き
く

廬ろ

と
い
う
洋
学
者
に
よ

る
も
の
で
、
英
語
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ
の
翻
訳
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ

語
か
ら
訳
し
た
草
稿
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
原
稿
を
照
ら
し
あ
わ
せ
る
と
、
ど

の
よ
う
に
翻
訳
の
文
章
、
訳
文
を
練
り
上
げ
て
い
っ
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。
ご
覧

い
た
だ
き
た
い
の
が
、
図
3
で
す
。
四
行
目
に
「
瞽
者
ノ
杖
ヲ
失
ヒ
暗
路
二
燭
ノ

滅
ル
如
シ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
草
稿
に
は
「
渡
ニ
船
ナ
キ
如
ク
」
と
書
か
れ
て
い
ま

す
。「
渡
ニ
船
ナ
ク
」
は
、
さ
き
ほ
ど
見
た
よ
う
な
オ
ラ
ン
ダ
語
と
日
本
語
の
対
訳

辞
書
の
文
体
で
す
。
漢
文
よ
り
も
日
本
語
に
近
い
文
体
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、

「
暗
路
ニ
燭
ノ
滅
ル
如
シ
」
は
非
常
に
漢
文
的
で
す
。

図２　和蘭字彙（『和蘭字彙』
早稲田大学出版部 , 1974  引用）
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福
沢
諭
吉（
一
八
三
五
〜
一
九
〇
一
）

は
、
こ
う
し
た
現
象
を
見
て
、
こ
れ
は

洋
学
者
た
ち
が
装
い
を
凝
ら
し
た
か
っ

た
、
つ
ま
り
、
漢
学
者
に
対
抗
し
た

か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
言
い
ま
す
。
通

俗
的
な
文
体
で
は
漢
学
者
に
軽
ん
じ
ら

れ
か
ね
な
い
。
漢
文
的
な
言
葉
を
使
っ

た
ほ
う
が
見
栄
え
は
よ
く
な
る
。
そ
の

た
め
に
苦
労
し
て
漢
語
を
用
い
て
翻
訳
を
し
た
の
だ
と
言
う
の
で
す
。

「
江
戸
の
洋
学
社
会
を
見
る
に
、
著
訳
の
書
、
固
よ
り
多
く
し
て
何
れ
も
仮
名

交
じ
り
の
文
体
な
れ
ど
も
、
動
も
す
れ
ば
漢
語
を
用
い
て
行
文
の
正
雅
な
る
を
貴

び
、
之
が
為
め
に
著
訳
者
は
原
書
の
文
法
を
読
砕
き
て
文
意
を
解
す
る
は
容
易
な

れ
ど
も
穏
当
の
訳
字
を
得
る
こ
と
難
く
し
て
、
学
者
の
苦
み
は
専
ら
こ
の
辺
に
在

る
の
み
。
其
事
情
を
丸
出
し
に
云
へ
ば
、
漢
学
流
行
の
世
の
中
に
洋
書
を
訳
し
洋

説
を
説
く
に
文
の
俗
な
る
は
見
苦
し
と
て
、
云
は
ゝ
漢
学
者
に
向
て
容
を
装
う
も

の
ゝ
如
し
」﹇
福
沢
諭
吉
「
福
沢
全
集
緒
言
」一
八
九
七
﹈

確
か
に
そ
う
し
た
側
面
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
漢
学
者
へ
の
対

抗
の
た
め
に
、
通
俗
よ
り
も
古
典
を
重
ん
じ
る
よ
う
な
傾
向
が
洋
学
者
に
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
福
沢
は
、
そ
れ
が
明
治
期
に
お
け
る
漢
語
の
氾
濫
の
原
因
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
し
か
し
、
私
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う

と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
次
の『
英
華
辞
典
』の
到
来
、
第
三
の
漢
字
語
と
い
う

視
点
で
す
。

二
．『
英
華
辞
典
』と
近
代
学
術
用
語

ａ
．『
英
華
辞
典
』
の
奔
流

こ
こ
で
一
つ
、
小
さ
い
こ
と
の
よ
う
に
見
え
て
重
要
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
オ

ラ
ン
ダ
語
と
漢
文
の
対
訳
辞
書
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
こ
か

で
作
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
印
刷
物
と
し
て
広
く
流
通
し
て
い
る
も

の
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
長
崎
の
通
詞
た
ち
は
『
蘭
仏
辞
典
』
を
も
と

に
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
語
と
日
本
語
の
辞
書
を
コ
ツ
コ
ツ
と
作
っ
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
英
語
に
関
し
て
は
、
中
国
や
そ
の
周
辺
に
や
っ
て
き
た
宣
教
師
た

ち
が
英
語
と
中
国
語
の
対
訳
辞
書
、
つ
ま
り
『
英
華
辞
典
』
を
た
く
さ
ん
作
っ
て
い

て
、
そ
れ
が
日
本
に
ど
ん
ど
ん
は
い
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
大
き
い
こ
と
で
す
。

日
本
で
も
広
く
使
わ
れ
たW

. Lobscheid

（
一
八
二
二
〜
没
年
未
詳
）の『
英
華

字
典
』
を
見
る
と
（
図
4
）、「
あ
れ
？
」
と
思
わ
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。
前
の
ほ
う

か
ら
順
に
読
ん
で
い
く
と
、「
規
矩
」「
風
俗
」
と
か
普
通
の
漢
語
だ
な
ぁ
と
き
て
、

「
幇
襯
人
」、
今
の
中
国
語
で
読
む
と
「bang chen ren

」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
中
国
の
俗
語
で
す
。
古
典
的
な
漢
語
し
か
知
ら
な
い
人
に
は
多
分
わ

か
り
ま
せ
ん
。「
幇
襯
人
」
の
右
側
に
書
い
て
あ
る
ロ
ー
マ
字
は
、
広
東
語
と
当
時

図３　『魯敏孫漂荒紀事』（京
都大学附属図書館蔵 引用）
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の
標
準
語
を
発
音
表
記
し
た
も
の
で
す
。

見
慣
れ
な
い
字
も
あ
り
ま
す
。
口
偏
に
吾
の
「
唔
」
は
、
広
東
語
の
方
言
を
表

す
文
字
で
、
広
東
語
の
否
定
辞
で
す
。
こ
れ
は
普
通
の
漢
文
の
知
識
で
は
わ
か
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
口
偏
に
既
と
い
う
字
（「

」）
は
、
今
の
日
本
語
で
言
う
と
「
○

○
的
」
の
「
的
」
で
す
。
中
国
語
で
は
、「
私
の
友
達
」
は
「
我
的
朋
友
」（w

o de 

peng you

）
で
す
が
、「
的
」
と
い
う
字
は
「
の
」
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
れ
を
広
東

語
だ
と
「

」
で
表
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
辞
典
は
広
州
で
作
ら
れ
て
い
る
地
域

性
も
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
ば
が
は
め
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

伝
統
的
な
辞
書
か
ら
す
れ
ば
、
か
な
り
乱
暴
で
す
。
古
典
の
経
典
に
載
っ
て
い
る

よ
う
な
言
葉
も
あ
れ
ば
、
口
語
的
な
こ
と
ば
、
さ
ら
に
方
言
的
な
こ
と
ば
も
あ
り

ま
す
。
元
来
、
こ
と
ば
は
、
さ
き
ほ
ど
の
田
中
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う

に
、
階
層
と
い
う
か
秩
序
、
層
を
な
し
て
い
ま
す
。
そ
の
秩
序
が
言
っ
て
み
れ
ば
破

壊
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
ん
で
も

あ
り
の
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に「
習
慣

自
然
と
な
る
」
と
古
典
籍
の
こ

と
ば
も
出
て
い
ま
す
。
そ
し
て

注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

は
、『
英
華
辞
典
』
以
前
の
中

国
の
辞
書
や
語
彙
集
に
は
、
必

ず
出
典
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
図
5
は『
佩は
い

文ぶ
ん

韻い
ん

府ぷ

』
と
い
う
、
中
国
で
よ
く
使

わ
れ
て
い
た
辞
書
、
と
い
う
よ

り
「
韻
書
」
と
言
っ
て
、
詩
に
使
う
言
葉
を
集
め
た
語
彙
集
で
す
が
、
こ
こ
で
四
角

で
囲
っ
て
あ
る
の
は
書
名
で
す
。「
重
瞳
」と
い
う
熟
語
が
見
え
ま
す
が
、「
淮
南
子
」

や「
史
記
」
は
書
名
で
、
そ
の
下
に
用
例
が
書
い
て
あ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
必

ず
出
典
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
と
ば
に
出
典
が
あ
る
の
は
古
典
語
の
世
界
で
す
。

翻
っ
て
、『
英
華
辞
典
』
を
見
る
と
、
出
典
が
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
破
天
荒

な
辞
書
が
や
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
英
語
が
た
く
さ
ん
は
い
っ
て
き
た

と
い
う
よ
う
に
、
ど
う
し
て
も
『
英
華
辞
典
』
に
つ
い
て
は
思
い
が
ち
で
す
が
、
そ

う
で
は
な
く
、『
英
華
辞
典
』
は
英
語
と
漢
語
が
セ
ッ
ト
に
し
て
や
っ
て
き
ま
す
。

セ
ッ
ト
で
す
。
し
か
も
、
漢
語
の
階
層
が
破
壊
さ
れ
た
状
態
で
や
っ
て
き
ま
す
。

ｂ
．『
哲
学
字
彙
』

こ
れ
が
新
し
い
こ
と
ば
を
作
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
古
典
の

図4　英華字典（California Digital Library蔵 , 
http://www.cdlib.org/   引用）

図５　佩文韻府（齋藤蔵　引用）



44

「
こ
れ
は
経
書
の
ど
こ
そ
こ
に
あ
っ
て
」
と
い
う
縛
り
か
ら
、
漢
語
が
解
き
放
た
れ

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
か
。
た
と
え
ば
、

井
上
哲
次
郎
（
一
八
五
六
〜
一
九
四
四
）
が
明
治
一
四
（
一
八
八
一
）
年
に
東
京
大

学
か
ら
出
版
し
た
『
哲
学
字
彙
』
と
い
う
、
哲
学
と
い
う
よ
り
学
術
の
た
め
の
英
語

と
の
対
訳
語
彙
集
を
編
纂
し
て
、
そ
の
序
文
を
書
い
て
い
ま
す
。
興
味
深
い
の
は
、

次
の
部
分
で
す
（
図
6
）。

ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
訳
語
の
な
か
で
、
こ
れ
は
『
英
華
辞
典
』
も
多
分
含
ま
れ
て

い
ま
す
が
、
妥
当
な
も
の
を
採
用
し
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
彼
ら
が
新

た
に
訳
語
を
定
め
る
と
き
、『
佩
文
韻
府
』
と
か
『
淵
鑑
類
函
』『
五
車
韻
瑞
』
の
他

に
も
い
ろ
い
ろ
な
本
を
使
っ
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
紹
介
し
た
『
佩

文
韻
府
』
も
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
た
め
、
こ
の
序
文
だ
け
見
る
と
、
当
然
、
私
た

ち
は
、
古
典
語
の
流
れ
を
く
ん
で
い
る
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
た
と
え
ば
「C

oexistence

」
に
は
「
倶
有
」
と
い
う
訳
が
つ
け
て

あ
り
ま
す
が
（
図
7
）、
こ
れ
は
古
典
と
は
意
味
が
つ
な
が
ら
な
い
の
で
す
。「
倶

有
」
は
『
倶
舎
論
』
に
載
っ
て
い
ま
す
し
、
唐
の
杜
甫
（
七
一
二
〜
七
七
〇
）
の
詩

に
も
あ
る
と
言
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
杜
甫
の
詩
を
引
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
杜

甫
の
詩
で
は
、「
学
識
は
皆
あ
っ
た
」
と
い
う
、
訓
読
す
る
と
「
と
も
に
あ
り
」
と

い
う
意
味
の
「
倶
有
」
で
す
。
こ
れ
は
「coexistence

」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
倶

舎
論
』
も
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
出
典
が
書
い
て
あ
る
よ
う
に
見
え
て
、

こ
れ
も
さ
き
ほ
ど
の
田
中
先
生
の
お
話
と
も
通
じ
る
と
思
い
ま
す
が
、
外
形
的

な
部
分
は
一
致
し
て
い
ま
す
。
な
に
か
典
拠
ら
し
く
載
せ
て
い
る
の
で
す
が
、

「coexistence

」
に
対
応
す
る
文
字
と
し
て
「
倶
有
」
を
新
た
に
定
義
し
直
し
て

い
る
の
で
す
。
い
っ
た
ん
古
典
か
ら
離
れ
た
、
ふ
わ
ふ
わ
浮
い
て
い
る
と
言
う
と

ち
ょ
っ
と
語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
縛
り
か
ら
離
れ
た
漢
語
を
、
も
う

一
回
、
英
語
を
中
心
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
に
結
び
つ
け
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ

の
作
業
が
、『
哲
学
字
彙
』（
一
八
八
一
）の
よ
う
な
語
彙
集
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

ｃ
．
英
文
漢
訳

も
う
一
つ
別
の
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
中
村
正
直
（
一
八
三
二
〜
九
一
）
が
東

京
大
学
で
ど
ん
な
授
業
を
し
た
か
を
報
告
し
て
い
ま
す
。
当
時
も
、
成
果
報
告
書

み
た
い
な
も
の
を
書
か
な
き
ゃ
い
け
な
か
っ
た
わ
け
で
、
授
業
の
報
告
を
書
い
て

い
る
わ
け
で
す
。

「
毎
月
大
約
二
三
次
ハ
作
文
ヲ
試
ミ
タ
リ
、
ソ
ノ
文
ハ
之
ヲ
添
削
シ
或
ハ
評
語

ヲ
加
ヘ
以
テ
之
ヲ
奨
励
セ
リ
、
文
題
ハ
我
ヨ
リ
出
ス
コ
ト
ア
レ
ド
モ
、
大
抵
ハ

図６　哲学字彙（国立国会図書館蔵　引用）

図７　哲学字彙（国立国会図書館蔵　引用）
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学
生
ヲ
シ
テ
平
日
ソ
ノ
読
メ
ル
英
書
ヨ
リ
一
二
章
ヲ
抽
キ
出
シ
、
漢
文
ヲ
以
テ

翻
訳
ナ
サ
シ
メ
タ
リ
、
コ
レ
ハ
余
少
シ
ク
英
書
ニ
通
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
該
学

生
固
ヨ
リ
英
学
ヲ
可
ナ
リ
ニ
能
ク
ス
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
カ
ク
ノ
如
キ
課
業
ハ
後

来
ニ
至
リ
英
漢
対
比
ス
ル
訳
文
ヲ
造
ル
ノ
特
ニ
補
益
ア
ル
ベ
シ
ト
思
ヘ
ル
ナ
リ
、

又
目
今
ノ
利
便
ニ
モ
漢
文
ヲ
作
リ
ナ
ガ
ラ
ニ
英
文
モ
細
読
シ
訳
語
ヲ
考
求
シ
得

ベ
ク
、
功
力
分
レ
ズ
シ
テ
一
挙
両
得
ノ
益
ア
ル
ベ
シ
ト
思
ヒ
タ
ル
ガ
故
ナ
リ
、

学
生
モ
コ
ノ
挙
ヲ
喜
ビ
、
勉
強
シ
テ
従
事
セ
シ
カ
バ
一
学
年
ノ
終
ニ
ハ
大
ニ
進

歩
ヲ
見
ハ
シ
、
余
ガ
意
ヲ
満
足
ナ
サ
シ
メ
タ
リ
」﹇
中
村
正
直
「
年
報
」（「
東
京

大
学
第
一
年
報
」
起
明
治
十
三
年
九
月
止
同
十
四
年
十
二
月
）﹈

こ
れ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
英
語
を
漢
文
で
翻
訳
さ
せ
て
い
ま
す
。
漢
作
文
を

や
ら
せ
て
い
る
わ
け
で
す
。
も
と
も
と
漢
文
を
作
文
す
る
の
は
、
古
典
籍
を
読
ん

で
、
漢
籍
を
読
ん
で
、
読
み
ぬ
い
て
、
文
章
を
作
る
こ
と
で
す
。
韓
愈
（
七
六
八

〜
八
二
四
）
や
柳
宗
元
（
七
七
三
〜
八
一
九
）
の
文
章
を
読
ん
で
、
漢
文
を
作
る
の

が
ま
っ
と
う
な
や
り
方
で
す
。
古
典
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
中
村
正
直
は
、
も
と
も
と
昌
平
坂
学
問
所
で
漢
学
を
修
め
、
イ
ギ

リ
ス
に
行
っ
て
英
語
も
も
ち
ろ
ん
で
き
た
学
者
で
す
が
、
英
語
を
漢
文
に
翻
訳
し

ろ
と
い
う
わ
け
で
す
。
ベ
ー
ス
と
な
る
言
葉
は
、
古
典
で
は
な
く
英
語
に
置
き
換

わ
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
か
た
ち
で
の
漢
文
と
い
う
意
識
が
こ
こ
に
出

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
変
に
興
味
深
い
こ
と
で
す
。

三
．
新
し
い
世
界
の
こ
と
ば

ａ
．『
西
国
立
志
編
』（
一
八
七
○
〜
七
一
）

中
村
正
直
が
翻
訳
し
た『
西
国
立
志
編　

原
名
自
助
論
』
と
い
う
明
治
期
の
大
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
に
も
、「
習
慣
ハ
第
二
ノ
天
性
」
と
し
て
「
人
ノ
品
行
ハ
．
善
キ
習
慣

ノ
力
ニ
頼
ル
コ
ト
．
細
々
ナ
ラ
ズ
．
故
ニ
善
キ
習
慣
ヲ
養
ナ
ヒ
長
ズ
レ
ハ
．
善
ニ

進
ミ
．
悪
ニ
遠
ザ
カ
ル
為
ノ
大
裨
益
ト
ナ
ル
ナ
リ
．
常
言
ニ
曰
ク
．
人
ハ
習
慣
ノ

一
塊
肉
ニ
シ
テ
．
習
慣
ハ
第
二
ノ
天
性
ナ
リ
ト
．」（
第
十
三
編
）
と
出
て
き
ま
す
。

A
nd here it m

ay be observed how
 greatly the character m

ay be 

strengthened and supported by the cultivation of good habits. M
an, 

it has been said, is a bundle of habits; and habit is second nature.

（C
hapter X

Ⅲ

）

「
習
慣
ハ
第
二
ノ
天
性
ナ
リ
」の
英
文
は「habit is second nature

」で
す
。
中

村
の
言
う「
習
慣
」
と
い
う
の
は
、
さ
き
ほ
ど
あ
げ
た『
孔
子
家
語
』に
で
て
き
ま
す

か
ら
、
そ
れ
を
出
典
と
し
て
も
よ
い
は
ず
で
す
が
、
こ
こ
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
英
語
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
出
て
き
て
い
ま
す
。『
西
国
立
志
編
』出
版
以
降

の
多
く
の
読
者
に
と
っ
て
、「
習
慣
ハ
第
二
ノ
天
性
」は
中
国
の
古
典
を
思
い
出
さ
せ

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
こ
のSam

uel Sm
iles

（
一
八
一
二
〜

一
九
〇
四
）の『Self H

elp

』（
一
八
五
九
）の『
自
助
論
』が
、
中
国
の
古
典
に
代
わ
っ

て
、
出
典
と
し
て
す
り
か
わ
っ
た
、
置
き
換
わ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
し
て
、
私
た
ち
が
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
や
い
ろ
い
ろ
な
辞
書
で
「
習
慣
」
を

引
く
と
、「
習
慣
は
第
二
の
天
性
ナ
リ
」
が
で
て
き
ま
す
。
近
代
日
本
語
に
な
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
が
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
う
や
っ
て
作
ら
れ
た
漢
語
が
、
私
た
ち
の
世
界
で
ど
の
よ
う
な
新
し
さ
を

持
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ｂ
．
科
学
の
こ
と
ば

さ
き
ほ
ど
、『
哲
学
字
彙
』
が
学
術
用
語
の
翻
訳
語
彙
集
で
あ
っ
た
と
お
話
し
し
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ま
し
た
が
、
や
は
り
、
新
し
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
、
と
り
わ
け
自
然
科
学
の
導

入
は
、
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
知
識
を
日
本
列
島
と
い
う
空
間
に
も
た
ら
し
ま
し

た
。
そ
の
訳
文
、
翻
訳
の
文
章
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
ち
ょ
っ
と
見
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

A
rchibald G

eikie
（
一
八
三
五
〜
一
九
二
四
）
と
い
う
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
自

然
地
理
学
者
が
、
自
然
地
理
学
に
つ
い
て
の
初
歩
的
な
教
科
書
、“E

lem
entary 

Lessons in Physical G
eography”

を
一
八
八
六
年
に
著
し
て
い
ま
す
。
こ
の

G
eography

を
当
時
は
「
地
文
学
」
と
訳
し
て
い
ま
し
た
。『
藝
氏
地
文
学
』
と
い

う
書
名
で
も
訳
さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
藝
氏
」
は
、G

eikie

の
こ
と
で
す
。

面
白
い
こ
と
に
、
同
じ
年
に
訳
本
が
二
種
類
出
て
い
ま
す
。
で
、
微
妙
に
違
い

ま
す
。

「
雲
昇
騰
シ
テ
大
気
ノ
上
層
ニ
至
リ
、
恆
風
界
中
ニ
入
レ
バ
、
飛
龍
ノ
勢
ヲ
以

テ
、
千
里
ニ
行
流
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
春
日
好
風
ノ
候
、
仰
ギ
テ
天
ヲ
見
レ
バ
、
白

雲
ノ
大
空
ヲ
飛
行
ス
ル
影
ノ
、
大
地
ヲ
急
遽
ス
ル
コ
ト
速
ナ
ル
ア
リ
、
試
ニ
此
速

力
ヲ
測
量
ス
レ
バ
、
一
時
間
ニ
シ
テ
三
四
十
里
ヲ
急
飛
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ベ
シ
、
／

又
雲
形
ヲ
視
ル
ニ
、
或
ハ
蒼
狗
ノ
如
ク
、
或
ハ
龍
鱗
ノ
如
、
故
ニ
其
大
ナ
ル
ハ
、

山
嶽
ノ
如
シ
、
其
細
微
ナ
ル
ハ
、
春
水
ニ
似
タ
リ
、
蓋
シ
雲
原
ト
無
心
ナ
リ
、
而

シ
テ
斯
ノ
如
キ
形
状
ヲ
呈
ス
ル
ハ
、
前
段
ニ
所
謂
大
気
ニ
不
断
ノ
流
動
ア
ル
ニ
因

ル
ナ
リ
」﹇
富
士
谷
孝
雄
訳
補
『
中
学
校
師
範
学
校
教
科
用
書　

藝
氏
地
文
学
』（
文

部
省
編
輯
局
、
一
八
八
七
）、
第
十
章
「
大
気
の
乾
湿
」﹈

「
第
廿
二
節　

雲
若
シ
上
層
ノ
気
流
中
ニ
生
ズ
ル
カ
又
ハ
上
昇
シ
テ
之
ニ
漂
到
ス

ル
ト
キ
ハ
偉
大
ナ
ル
速
力
ヲ
以
テ
長
大
ノ
距
離
を
延
單
ス
東
風
遅
々
春
光
駘
蕩
ノ

時
ニ
在
リ
テ
ハ
其
歩
頗
ル
緩
慢
ナ
ル
カ
如
シ
ト
雖
ト
モ
亦
其
陰
影
ノ
岡
原
上
ヲ
通

過
ス
ル
速
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
其
速
力
ハ
一
時
間
ニ
八
十
「
マ
イ
ル
」
乃

至
百
二
十
「
マ
イ
ル
」
ノ
割
ナ
ル
ヲ
知
ル
ナ
リ
地
上
ヨ
リ
之
ヲ
望
見
ス
レ
ハ
其
動
揺

時
々
廣
狭
ヲ
變
ジ
互
ニ
上
下
回
轉
シ
テ
小
大
窮
リ
ナ
ク
以
テ
大
気
ノ
中
ニ
不
朽
ノ

運
動
ア
ル
コ
ト
ヲ
証
明
ス
」﹇
志
賀
重
昴
校
閲
・
島
田
豊
訳
述
・
三
浦
應
訂
校
『
地

文
学
』
上
（
共
益
商
社
、
一
八
八
七
）、
第
十
章
「
空
気
の
湿
気
」﹈

原
文
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

22. W
hen clouds enter or are form

ed in one of the upper steady air -

currents they are borne along, som
etim

es for great distances and at 

a great rate. O
n a breezy spring day, they m

ay be seen sailing across 

the sky at w
hat m

ay seem
 a leisurely pace, w

hich, how
ever, by the 

rate at w
hich their sw

iftly -m
oving shadow

s fly across hill and plain, is 

proved to be som
etim

es m
ore than 80 or even 120 m

iles an hour. T
hey 

can be w
atched continually changing shape and size as they m

ove 

along, rolling in huge folds over each other, som
etim

es lessening and 

som
etim

es increasing, and in all these m
ovem

ents testifying to the 

ceaseless turm
oil of the atm

osphere in w
hich they are suspended.  

ち
な
み
に
、
上
の
富
士
谷
孝
雄
は
当
時
の
東
京
大
学
の
地
質
学
の
先
生
で
、
教

科
書
と
し
て
訳
し
て
い
ま
す
。
も
う
一
つ
の
島
田
豊
は
英
語
の
翻
訳
家
で
、
い
ろ

い
ろ
な
本
を
訳
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
両
者
の
訳
文
を
見
る
と
、
前
者
は
、
な
ん
と

い
う
か
漢
文
の
よ
う
で
、
た
と
え
ば
、
前
者
は
「
飛
龍
ノ
勢
い
き
お
いヲ
以
テ
」、
後
者
は

「
偉
大
ナ
ル
速
力
ヲ
以
テ
」
と
し
て
い
ま
す
。
英
語
で
は
、「
飛
龍
」
と
あ
る
の
で

「
ド
ラ
ゴ
ン
」
と
書
い
て
あ
る
の
か
し
ら
と
思
っ
て
見
て
も
、「
ド
ラ
ゴ
ン
」
は
当
然

で
て
き
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
富
士
谷
先
生
は
漢
文
調
で
訳
し
、
島
田
さ
ん
は
、
ど

ち
ら
か
と
言
え
ば
直
訳
調
で
訳
し
て
い
ま
す
。
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細
か
く
見
て
い
く
と
、
明
治
期
で
は
、
大
量
の
翻
訳
語
を
導
入
し
て
、
漢
字
片

仮
名
交
じ
り
の
文
語
体
を
駆
使
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
の
空
間
を
作
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
古
典
か
ら
離
れ
た
漢
語
を
自
由
に
使
う
過
程
で
、
あ

え
て
古
典
語
に
近
い
格
調
を
求
め
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
一
方
で
、
で
き
る
だ

け
直
訳
的
な
、
英
語
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
文
体
で
書
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
必
ず
し
も
一
枚
岩
と
い
う
か
、
一
つ
の
ト
ー
ン
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
直
訳

調
の
な
か
に
も
、
漢
文
的
な
言
い
回
し
が
は
い
っ
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
偏
差
、

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
文
体
が
試
さ
れ
る
な

か
で
、
近
代
の
新
し
い
こ
と
ば
の
空
間
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
科
学
の
翻
訳
の
こ
と
ば
が
、
意
外
に
大
き
な
位
置
を
占

め
て
い
ま
す
。

ｃ
．
空
気
・
大
気
・
雰
囲
気

科
学
の
こ
と
ば
が
、
私
た
ち
の
日
常
語
に
は
い
っ
て
い
る
例
を
、
最
後
に
お
示

し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
き
ほ
ど
の
原
文
を
見
て
お
気
づ
き
に
な
ら
れ
た
で

し
ょ
う
か
。「air

」
と
い
う
単
語
を
、
上
の
例
で
は
「
大

気
」
と
訳
し
、
下
の
例
で
は
「
空
気
」
と
訳
し
て
い
ま

す
。「
大
気
」
と
「
空
気
」
で
す
。

こ
こ
に
は
出
て
い
ま
せ
ん
が
、「air

」
で
は
な
く

「atm
osphere

」
に
は
、
当
時
三
つ
の
訳
が
あ
り
ま
し

た
。
多
く
は
今
で
も「
空
気
」
を
使
い
ま
す
が
、「
空
気
」

と「
大
気
」と
、
も
う
一
つ「
雰
囲
気
」で
す
。
今
私
た
ち

は
、「
雰
囲
気
」
は
科
学
用
語
と
し
て
は
ご
く
稀
に
と
い

う
か
、
使
っ
て
い
る
科
学
の
論
文
は
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
般
の
人
に

と
っ
て
科
学
用
語
で
あ
る
よ
り
、
む
し
ろ
日
常
の
言
葉
で
す
。「
こ
の
店
は
雰
囲
気

が
あ
る
」
と
か
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
地
球
の
周
り
を
覆
っ
て
い
る
の
は「
大
気
」

で
す
よ
ね
。「
こ
の
店
に
は
大
気
が
あ
る
」
と
は
言
わ
ず
、「
こ
の
店
に
は
雰
囲
気
が

あ
る
」
と
言
い
ま
す
。
ま
た
、「
地
球
の
周
り
は
雰
囲
気
で
覆
わ
れ
て
い
る
」
と
は
あ

ま
り
言
わ
な
い
で
す
よ
ね
。
し
か
し
、
明
治
の
初
年
、
幕
末
で
は
そ
の
よ
う
な
言
い

方
を
し
て
い
ま
し
た
。「
雰
囲
気
」は
、
科
学
の
言
葉
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

青
地
林
宗
（
一
七
七
五
〜
一
八
三
三
）
の『
気
海
観
瀾
』（
一
八
二
七
）
に
は
「
雰

囲
」
と
あ
り
ま
す
。

「
地
球
為
気
海
中
之
一
大
体
、
亦
有
所
自
発
之
気
、
周
囲
其
外
、
此
謂
之
雰
囲
。

﹇
…
﹈
雰
囲
之
低
処
、
即
是
地
面
」

こ
れ
は
地
球
の
大
気
と
い
う
か
周
り
の
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
あ
る
の
が
、「
雰

囲
」
な
わ
け
で
す
。
こ
の
「
雰
囲
」
の
低
い
と
こ
ろ
が
地
面
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
、
小
幡
篤
次
郎
（
一
八
四
二
〜
一
九
〇
五
）
と
い
う

慶
応
の
人
の『
博
物
新
編
補
遺
』（
一
八
六
九
）
に
「
雰
囲
気
論
」
が
あ
り
、
そ
こ
に

は
「
世
人
常
ニ
空
気
ト
唱
ヘ
学
者
之
ヲ
雰
囲
気
ト
名
ク
ル
一
種
ノ
気
状
ア
リ
テ
地

球
ノ
全
周
ヲ
包
メ
リ
」、
つ
ま
り
、「
こ
れ
は
一
般
に
は
「
空
気
」
と
い
う
が
、
学
者

は
「
雰
囲
気
」
と
い
う
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
純
然
た
る
科
学
用
語
と

し
て
「
雰
囲
気
」
は
登
場
し
た
ん
で
す
ね
。

こ
れ
も
さ
き
ほ
ど
の
田
中
先
生
の
お
話
に
通
じ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
い
ろ

い
ろ
な
脈
絡
が
あ
っ
て
、
最
終
的
に
私
た
ち
は
「
空
気
」
と
「
大
気
」
と
「
雰
囲
気
」

と
を
そ
れ
ぞ
れ
違
う
よ
う
に
使
い
分
け
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
、

こ
う
し
た
言
葉
の
ド
ラ
マ
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
私
の
お
話
は
こ

こ
で
閉
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


