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こ
と
ば
の
意
味
と
こ
こ
ろ 

  

語
源
に
学
ぶ 

    

〝
父
〟
と
い
う
漢
字 

 

父
と
い
う
字
は
、
漢
字
の
最
も
古
い
解
説
書
で
あ
る
説
文
（
著
者
許
慎
は
一
世
紀
に
活
躍
し
た
人
）
に

よ
り
ま
す
と
、
古
い
形
は

で
あ
り
、
そ
れ
は
「
又
（
手
の
形
）
と

（
杖
の
形
）
と
の
合
字
」
で
あ

る
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
手
に
杖
を
持
つ
」
形

で
あ
り
、
そ
れ
は
「
一
家
を
率
い
、
教
え
導
く
家
長
を
意
味

す
る
文
字
で
あ
る
」
と
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
構
造
は
、
〝
政
〟
や
〝
教
〟
の
〝
攵
〟
の
部
分
と
同

じ
も
の
で
あ
っ
て
、
「
国
民
を
〝
正
義
〟
に
導
く
」
の
が

〝
政
〟
で
あ
り
、「
子
供
を
教
え
導
く
」
の
が
〝
教
〟
で
す
が
、

そ
の
〝
教
え
導
く
〟
意
味
は
〝
攵
〟
に
あ
る
の
で
す
。
こ
う
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し
て
み
ま
す
と
、「
当
時
の
〝
父
〟
は
、
一
家
を
統
率
し
、
家
族
を
教
導
す
る
権
威
と
責
任
を
持
っ
て
い

た
」
こ
と
に
な
り
ま
す
。
従
っ
て
、
論
語
の
「
父
父
た
り
」
と
い
う
言
葉
は
、「
父
た
る
者
が
、
一
家
を

統
率
し
、
家
庭
を
教
導
す
る
権
威
と
責
任
を
全
う
す
る
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
と

こ
ろ
で
、今
の
〝
父
〟
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。数
年
前
、あ
る
雑
誌
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
中
学
生
の
狂
歌
。 

「
家
庭
と
は
父
厳
し
く
て
母
優
し
、
そ
れ
で
い
い
の
だ
。
う
ち
は
違
う
が
（
中
二
男
）」 

「
人
並
み
に
叱
ら
れ
て
み
た
い
時
も
あ
る
、
俺
の
親
爺
は
俺
が
怖
い
の
か
（
中
二
男
）」 

「
心
か
ら
す
が
り
つ
こ
う
と
す
る
時
に
、
い
つ
も
父
さ
ん
逃
げ
て
し
ま
う
よ
（
中
一
女
）」 

な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
家
の
主
人
と
し
て
、
家
族
を
教
え
導
く
権
威
を
全
く
失
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
父
親
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
で
は
、
一
家
が
幸
福
に
な
れ
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。「
地

獄
だ
な
、
心
通
じ
ぬ
人
た
ち
が
い
や
で
も
同
じ
家
に
住
む
と
は
（
中
二
男
）」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
う
ち

は
ま
だ
よ
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
無
力
の
父
親
だ
と
、
そ
の
う
ち
に
一
家
は
ほ
ん
と
の
地
獄
に
陥
り
か 

  ね
ま
せ
ん
。 

ど
ん
な
子
供
で
も
、
心
の
奥
底
で
は
、
甘
い
父
親
よ
り
も
、
厳
し
い
、
指
導
力
の
あ
る
父
親
を
望
ん
で

い
る
も
の
で
す
。
〝
父
〟
と
い
う
字
に
ふ
さ
わ
し
い
父
親
で
あ
る
よ
う
に
、
父
た
る
者
、
努
力
し
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。 

 

〝
母
〟
と
い
う
漢
字 

 

母
と
い
う
字
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
説
文
で
は
、
古
い
字
形
は

と
な
っ
て
い
て
、「
母
は
、
女
と
い

う
字
を
基
礎
に
作
ら
れ
た
字
で
あ
っ
て
、
婦
人
が
乳
児
を
抱
い
て
い
る
形
を
象
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
説

明
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
は
一
般
に
「
〝
女
〟
に
加
え
ら
れ
た
〝

〟
は
〝
乳
房
〟
を
表
わ
し

た
も
の
で
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 



ことばの意味とこころ 語源に学ぶ 

- 3 - 

説
文
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
字
形
は
〝
篆
文
〟
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
が
、そ
れ
よ
り
も
古
い
字
形
で
あ

る
〝
金
文
〟
や
〝
甲
骨
文
〟
を
見
ま
す
と
、
〝

〟
は
明
ら
か
に
乳
房
を
表
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま

す
。
〝
増
韻
〟
と
い
う
字
典
に
よ
り
ま
す
と
、「
母 ぼ

は
慕 ぼ

と
い
う
言
葉
か
ら
来
て
い
る
。
〝
嬰
児
の
慕
う

所
の
人
〟
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
あ
る
」
と
解
説
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
乳
児
の
慕
う
所
は
「
母
親
の
乳
房
」
で
す
か

ら
、母
と
い
う
字
の
〝

〟
が
乳
房
を
表
わ
し
て
い
る
と

い
う
説
明
は
、
よ
く
納
得
で
き
ま
す
。 

説
文
で
は
「
母
は
牧
と
い
う
言
葉
か
ら
来
て
い
る
」
と

解
説
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
牧
は
牧
畜
の
牧
で
「
子
を
生
ま

せ
養
い
育
て
る
」
と
い
う
意
味
の
字
で
す
。
昔
、
中
国
で

は
、
州
の
長
官
を
〝
牧
〟
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
人 

 

 民
を
養
育
す
る
の
が
そ
の
任
務
だ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
〝
牧
師
〟
と
い
う
言
葉
は
、「
精

神
の
面
で
人
々
を
養
い
育
て
る
師
表
た
る
べ
き
人
」
と
い
う
意
味
で
作
ら
れ
た
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
母

と
牧
で
は
音
が
全
く
違
う
、
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
牧
を
ボ
ク
と
書
き
表
わ
し
て
も
、
ほ
ん

と
う
の
音
は
ボ
ッ
と
言
っ
て
、
耳
で
聞
く
限
り
、
同
じ
音
と
言
え
る
の
で
す
。 

さ
て
、
母
と
い
う
字
は
、
一
つ
は
「
乳
児
の
慕
う
人
」
で
あ
る
と
言
い
、
一
つ
は
「
子
を
生
み
育
て
る

人
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
母
た
る
者
の
本
質
を
よ
く
表
現
し
た
文
字
だ
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
今
の
母
親
に
は
「
自
分
の
乳
房
で
子
供
を
養
い
育
て
て
い
る
」
母
親
が
少
な
い
よ
う
で

す
。
そ
れ
で
果
た
し
て
母
親
と
言
え
る
の
か
、
こ
れ
は
大
い
に
考
え
、
反
省
す
べ
き
問
題
だ
と
私
は
思
う

の
で
す
。 
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〝
教
師
〟
と
い
う
漢
字 

 

教
の
古
い
形
は
敎
で
す
が
、
そ
れ
は
斅
の
略
字
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
學
（
学
）
の
本
字
も
斅
だ

と
い
う
説
が
あ
っ
て
、
〝
教
〟
と
〝
学
〟
と
は
元
は

同
じ
言
葉
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

中
国
の
最
も
古
い
書
物
に
も
、「
教
学
相
長
ず
（
教

え
る
こ
と
と
学
ぶ
こ
と
の
両
方
で
人
間
が
磨
か
れ

る
意
）」
や
「
教
ふ
る
は
学
ぶ
こ
と
の
半
ば
な
り
」

と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
教
と
学
と
は

表
裏
一
体
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
。 

さ
て
教
は
、
學
の
意
味
の
孝
と
、
軽
く
た
た
い
て 

 

 警
告
す
る
意
味
の
攵
と
の
合
字
で
す
。

は
線
を
交
差
さ
せ
た
形
で
、
音
は
交 コ

ウ

、
な
ま
っ
て
キ
ョ
ウ

で
す
。
自
分
よ
り
優
れ
た
人 ●

と
交
わ
っ
て
、
そ
の
美
点
を
ま ●

ね ●

る ●

（
古
語
は
ま ●

ね ●

ぶ ●

で
、
ま ●

な ●

ぶ ●

の
古
語

で
も
あ
る
）
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。〔
效
は
〝
ま
ね
る
〟
〝
ま
な
ぶ
〟
意
味
の
字
〕 

つ
ま
り
、
敎
と
は
「
自
ら
学
ぼ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
上
か
ら
指
導
助
言
を
与
え
る
」
こ
と
で
、
や
る

気
の
な
い
者
に
道
理
を
説
き
聞
か
せ
た
り
、
知
識
を
詰
め
込
む
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

師
は
𠂤
と
帀
と
の
合
字
で
す
。
𠂤
は
堆
（
タ
イ
・
ス
イ
）
の
本
字
で
小
高
い
丘
を
象
っ
た
字
。
帀
は

（
之 ゆ

く

の
古
い
形
）
を
逆
さ
に
し
た
形
の
字
で
、
〝
行
っ
て
返
る
〟
つ
ま
り
〝
め
ぐ
る
〟
意
味
の
字
で
す
。

だ
か
ら
、
師
は
「
丘
を
と
り
ま
く
ほ
ど
の
大
軍
」
と
い
う
意
味
で
、
軍
団
の
単
位
の
う
ち
最
大
の
も
の
の

称
に
な
り
ま
し
た
。
周
代
の
軍
制
で
は
、
五
人
を
伍
、
五
伍
を
両
、
四
両
を
卒
、
五
卒
を
旅
、
五
旅
を
師

と
言
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
師
は
二
千
五
百
人
の
軍
団
で
す
。（
旧
日
本
軍
で
も
師
団
、
旅
団
の
称
が
用
い

ら
れ
ま
し
た
）。
さ
て
、
軍
隊
を
率
い
る
者
を
〝
帥
〟
と
言
い
ま
す
が
、
帥 ス

イ

は
率 ス

イ

と
同
音
同
語
で
す
。
今
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の
〝
教
師
〟
の
師
の
用
法
は
、
こ
の
〝
帥su

i→
si

〟
の
借
用
で
「
人
々
を
教
え
導
く
も
の
」
の
称
と
な

っ
た
も
の
で
す
。
周
の
制
度
で
最
高
位
の
三
公
の
ひ
と
つ
に
〝
大
師
〟
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
衆
人

を
教
え
導
く
」
天
下
第
一
等
の
高
徳
者
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
官
位
で
す
。
教
師
と
は
そ
う
い
う
大
変
な

栄
誉
あ
る
名
称
な
の
で
す
。 

 

〝
子
供
〟
と
い
う
漢
字 

 

子
と
い
う
漢
字
は
、
両
手
を
広
げ
た
赤
ち
ゃ
ん
の
形
を
象
っ
た
字
（

）
で
す
。
手
が
二
つ
あ
る
の

に
足
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
お
む
つ
に
包
ま
れ
た
、
ま
だ
歩
け
な
い
赤
ち
ゃ
ん
で
あ
る
こ
と
を
表

わ
し
た
も
の
で
す
。 

だ
か
ら
、
子
供
の
本
義
は
、
〝
赤
子
〟
〝
小
児
〟
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
中
国
で
は
、 

  古
く
か
ら
「
成
人
男
子
の
美
称
」
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
孔
子
・
孟
子
・
老
子
な
ど
の
〝
子
〟
が
そ

う
で
す
。
こ
れ
は
、
子
路
・
子
貢
・
子
夏
と
い
う
よ
う
に
逆
さ
に
も
使
わ
れ
ま
し
た
。 

ま
た
、「
師
の
称
」
に
も
用
い
ら
れ
て
い
て
、
論
語
で
「
子
曰
く
」
と
い
う
時
の
“
子
”
は
孔
子
を
指

し
て
い
ま
す
が
、「
先
生
」
と
い
う
く
ら
い
の
意
味
で

す
。 わ

が
国
で
は
、
古
く
は
小
野
妹
子
の
例
の
よ
う
に
男

子
の
美
称
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
が
、
定
子
・
彰
子

の
よ
う
に
高
貴
な
女
性
の
名
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
明
治
以
降
は
一
般
の
女
性
の
名
に
専
ら
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

供
は
、
説
文
に
は
、
亻
と
共
の
形
声
字
だ
と
あ
り
ま
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す
。
共
は
、
廿
（
二
十
）
と

廾

（

・
両
手
で
捧
げ
る
形
）
の
会
意
字
で
、
多
く
の
人
が
そ
ろ
っ
て

両
手
を
挙
げ
、
大
切
な
物
を
と ●

も ●

に ●

捧
げ
る
こ
と
を
表
わ
し
た
字
で
す
。（
そ
の
と
き
の
心
が
恭
で
す
）

だ
か
ら
、「
と
も

●

●

に
す
る
」
が
本
義
で
す
。 

供
は
、「
と
も
に
す
る
人 ●

」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、「
お
と ●

も ●

（
従
者
）」
と
い
う
意
味
に
も

用
い
ら
れ
、
わ
が
国
で
は
〝
と
も
〟
〝
ど
も
〟
と
も
読
ま
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
複
数
を
表
わ
す
接
尾
語
の

〝
ど
も
〟
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
複
数
の
接
尾
語
に
は
、
〝
ど
も
〟
と
〝
た
ち
〟
と

あ
り
ま
す
。
前
者
は
謙
譲
、
後
者
は
尊
敬
の
意
味
を
持
ち
ま
す
。 

昔
は
、「
う
ち
の
子
ど
も

●

●…
…

」「
よ
そ
の
お
子
た
ち

●

●…
…

」
と
い
う
よ
う
に
使
い
分
け
た
も
の
で
す
。

今
は
「
子
供
」
と
い
う
表
記
か
ら
、「
こ
ど
も
」
は
一
つ
の
言
葉
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、「
子
供
た
ち
」
と

い
う
言
い
方
が
少
し
も
怪
し
ま
れ
な
い
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

   

〝
遊
〟
と
い
う
漢
字 

 

遊
と
い
う
字
は
、「
あ
そ
ぶ
」
と
読
ま
れ
て
い
る
字
で
す
が
、
そ
の
意
味
は
「
決
ま
っ
た
場
所
に
と
ど

ま
ら
ず
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
歩
き
回
る
」
と
い
う
意
味
の
字
で
す
。 

遊
の
発
音
は
、
悠 ゆ

う

で
す
。
だ
か
ら
、
悠
と
い
う
字
の
「
の
ん
び
り
と
し
て
と
ら
わ
れ
な
い
」
と
い
う
意

味
が
、
こ
の
〝
遊
〟
と
い
う
字
に
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
遊
と
は
悠
の
心
に
基
づ
く
行
為
で

あ
り
、
悠
の
心
が
行
動
と
な
っ
て
外
に
現
れ
た
も
の
が
〝
遊
〟
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。「
遊
牧
」

と
い
う
言
葉
は
、
牧
人
が
、
一
か
所
に
定
住
し
な
い
で
、
水
や
草
の
あ
る
土
地
を
追
っ
て
移
り
住
み
な
が

ら
牧
畜
に
従
事
す
る
こ
と
」
を
表
わ
し
た
言
葉
で
す
が
、
こ
の
〝
遊
〟
は
、
そ
の
意
味
を
よ
く
表
し
て
い

る
と
思
い
ま
す
。 

遊
と
い
う
字
は
説
文
に
は
見
え
ま
せ
ん
。
游
と
斿
と
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
、

施

と
汓
の
形
声
字
だ
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と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、「
斿
」
が
本
字
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
游
と
変
わ
り
、
ま
た
遊
と
な
っ
た

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

旅

は
、

で
、
旗
竿
に
着
け
ら
れ
た
吹
き
流
し
が
風
に
飜
っ
て
い
る
形
を
、
実
に
よ
く
表
わ
し
て

い
ま
す
ね
。
旒

り
ゅ
う

と
い
う
字
は
、
そ
の
「
吹
き
流
し
」
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
旗
は
、
其 み

（
箕
の
本
字
）

の
よ
う
に
長
方
形
を
し
た
旗
の
こ
と
（
つ
い
で
に
言

う
と
、
碁 ●

や
将
棋 ●

は
、
長
方
形
の
盤
を
使
う
の
で
こ

の
称
が
あ
る
）
で
す
。
旄 ぼ

う

は
、
毛
の
飾
り
の
あ
る
旗

で
す
。
そ
の
他
、
旌 せ

い

や
旛 ば

ん

と
い
う
旗
も
あ
り
ま
す
。

汓
は
「
水
面
を
浮 ●

上
し
て
進
む
」
こ
と
、
つ
ま
り
「
泳

ぐ
」
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
斿
は
（
游
・
遊
）
は
「
旗

が
泳
ぐ
」
こ
と
で
あ
り
、
説
文
に
も
「
旗
が
風
に
吹 

 

 き
流
さ
れ
る
こ
と
」
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
説
明
に
続
い
て
、「
古
い
字
は

辶子

で
あ
る
」
と
書

か
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
〝
遊
〟
の
本
字
か
と
思
わ
れ
ま
す
。（
ま
た
、
䢊 ユ

ウ

と
い
う
字
も
あ
り
ま
す
。）
辶
の

古
い
形
は
辵
で
、

（
道
）
の
略
形

→

彳
と
、
足
の
略
形
疋
と
の
合
字
で
す
。「
道
を
歩
く
」
意
味

の
部
首
で
す
か
ら
。
遊
は
「
子
供
が
道
で
吹
き
流
し
の
旗
の
よ
う
に
踊
る
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。 

 

〝
言
葉
〟
と
い
う
漢
字 

 

〝
言
葉
〟
と
い
う
言
葉
は
、
漢
語
で
は
な
く
て
、
わ
が
国
で
作
ら
れ
た
言
葉
で
す
。
わ
が
国
で
は
昔
、

言
葉
の
こ
と
を
単
に
〝
こ
と
〟
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
出
来
事
の
意
味
の
〝
こ
と
〟
を
も
表
わ
す
言

葉
で
し
た
。
そ
れ
は
、
昔
の
人
た
ち
は
、
口
に
出
し
た
言 こ

と

は
そ
の
ま
ま
現
実
の
事 こ

と

と
な
る
と
信
じ
て
い

た
し
、
ま
た
、
事 こ

と

は
必
ず
言 こ

と

で
し
か
表
現
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
し
た
。 
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と
こ
ろ
が
、
漢
字
を
使
っ
て
こ
れ
を
表
現
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
と
、
必
然
的
に
言
と
事
と
い
う
分
離

が
生
じ
、奈
良
時
代
に
は
、
耳
で
聞
い
て
は
同
じ
〝
こ
と
〟
が
目
で
は
区
別
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

平
安
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
言
を
〝
木 こ

の
葉
〟
に
見
立
て
て
〝
言 こ

と

の
葉
〟
と
い
う
言
い
方
が
生
じ
、
耳
で

聞
い
て
も
〝
事
〟
と
区
別
が
つ
く
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。“
言
葉
”
は
、
そ
の
言
と
葉
と
を
直
接
つ
な
げ
た

も
の
で
す
。
さ
て
、
言
と
い
う
字
は
、
説
文
に
よ
り
ま

す
と
、
口
と
辛 け

ん

と
の
形
声
字
だ
と
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

辛 け
ん

は
二
（
上
の
古
い
字
）
と
干
と
の
会
意
字
で
、「
上

を
干 お

か

す
こ
と
」
で
す
か
ら
、
言
は
、
口
を
干 お

か

し
て
出
て

く
る
言
葉
」
を
表
わ
し
た
会
意
字
と
見
た
方
が
よ
い
と

思
い
ま
す
。
つ
い
で
に
言
い
ま
す
と
、
昔
は
、
言
の
口 

 

 の
中
に
、・
を
加
え
て
、
口
の
中
か
ら
出
て
く
る
〝
音
声
〟
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
葉
と
い
う
字
は
、
説

文
に
よ
り
ま
す
と
、
艸 く

さ

（
草
の
古
い
字
で
、
こ
れ
が
十十

と
な
り
、
今
の
艹
に
な
っ
た
）
と
枼 よ

う

と
の
形
声

字
で
、「
草
木
の
葉
の
こ
と
」
だ
と
あ
り
ま
す
。 

枼
は
、
木
と
世
と
の
形
声
字
で
、「
薄
い
」
と
い
う
意
味
の
字
だ
と
あ
り
ま
す
が
、
私
は
、「
木
の
葉
」

が
本
義
で
、
木
の
葉
の
薄
い
こ
と
か
ら
「
薄
い
」
と
い
う
意
味
が
生
じ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

世
は
十
を
三
つ
重
ね
た
字
で
、
説
文
に
は
「
三
十
年
を
一
世
と
な
す
」
と
あ
り
ま
す
。
人
間
は
、
三
十

年
で
「
代
が
わ
り
」
を
す
る
の
で
、
世
を
世
代
と
い
う
意
味
に
使
う
わ
け
で
す
。
さ
て
、
木
の
葉
は
、
毎

年
代
が
わ
り
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
世
と
木
と
で
「
木
の
葉
」
を
表
わ
し
た
の
だ
、
と
私
は
思
う
の
で

す
。 
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〝
戦
争
〟
と
い
う
漢
字 

 

戦
（
戰
）
と
い
う
字
は
、
例
の
説
文
に
よ
り
ま
す
と
「
戈 ほ

こ

（
人
を
刺
し
殺
す
た
め
の
武
器
）
と
單 せ

ん

と

の
形 〇

声 ○

字 ○

」
で
あ
り
、「
戦
士
が
武
器
を
振
る
っ
て
敵
と
打
ち
合
う
」
意
味
の
字
だ
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。 

単
（
單
）
は
音
が
セ
ン
（
ゼ
ン
）
も
し
く
は
タ
ン
（
ダ
ン
）
で
、
吅
と

甲

の
合
字
で
す
。
吅
は
、

口
が
二
つ
並
ん
で
い
る
形
で
、「
意
見
を
た
た
か
わ
せ
る
」「
相
手
の
不
正
を
と
が
め
る
」
意
味
の
字
で
、

音
は
ケ
ン
も
し
く
は
カ
ン
で
す
。
こ
の
ケ
ン
が
セ
ン
（
喧→

宣
）
に
、
カ
ン
が
タ
ン
（
漢→

嘆
）
に
変
化

し
ま
し
た
。
単
に
「
相
手
の
不
正
を
と
が
め
る
」
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
戦
と
い
う
字
は
「
相
手
の
不

正
を
と
が
め
、
そ
れ
に
相
手
が
従
わ
な
い
の
で
、
最
後
の
手
段
と
し
て
武
力
に
訴
え
る
」
と
い
う
意
味
の

字
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
会 ○

意 ○

形 ○

声 ○

字 ○

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
戦
は
「
相
手
と
力
を
競
う
」
も
の
で

す
か
ら
、
一
般
に
「
力
や
技
を
競
う
」
こ
と
の
意
味
に
用
い
ら
れ
、「
巨
人
・
阪
神
戦
」
と
い
う
よ
う
に
、 

  力
や
技
を
競
う
た
め
の
〝
試
合
〟
の
意
味
に
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。争（
爭
）と
い
う
字
は
、

説
文
に
は
、「
丨
と
爫
又

の
会
意
字
」
だ
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
丨
は
何
か
の
も
の
を
表
わ
し
た
字
で
、

爫
と
又
（

）
と
は
ど
ち
ら
も
〝
手
〟
を
表
わ
し
た
字
で
す
か
ら
、
争
と
い
う
字
は
「
二
人
の
人
が
、
一

つ
の
物
を
、
お
互
い
に
自
分
の
物
に
し
よ
う
と
、
引
っ
ぱ
り
あ
う
」
と
い
う
意
味
の
字
だ
、
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
肀
は
、
聿
（
書
、
律
）
や
帚
（
掃
）
と
同

じ
構
造
で
、「
手
に
物
を
握
り
持
つ
」
形
の
字
と
見
る

こ
と
が
出
来
ま
す
。
そ
う
す
る
と
爭
は
肀
に
爫
（
爪
）

つ
ま
り
手
が
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
爭
は
「
人
が

手
に
し
て
い
る
物
を
、
他
の
者
が
奪
お
う
と
し
て
こ
れ

に
手
を
掛
け
た
形
」
と
見
る
こ
と
が
出
来
、
会
意
形
成
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字
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
自
分
の
物
に
し
よ
う
と
し
て
人
と
張
り
あ
う
」
意
味
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
で
は
、「
論
争
」「
競
争
」
な
ど
、
広
く
「
張
り
あ
う
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

〝
健
康
〟
と
い
う
漢
字 

 

健
と
い
う
漢
字
は
、
例
の
説
文
に
よ
り
ま
す
と
、
人 ひ

と

と
建 け

ん

と
の
形
声
字
で
、「
強
い―

―

し
っ
か
り
と

し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
の
字
だ
と
あ
り
ま
す
。 

し
か
し
、
建
と
い
う
字
は
、
律 ○

と
廷 ○

と
の
会
意
字
で
、「
朝
廷 ○

の
律 ○

令
を
制
定
す
る
（
立
て
る
）」
と
い

う
意
味
か
ら
「
き
ま
り
を
し
っ
か
り
と
打
ち
立
て
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
従
っ
て
、
健
は
「
人
が
き
ま

り
の
良
い
生
活
を
打
ち
立
て
る
」
と
い
う
意
味
で
、「
体
が
強
い
」
こ
と
を
表
わ
し
た
と
見
る
こ
と
が
出 

  来
ま
す
の
で
、
会
意
兼
形
声
字
と
し
た
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。 

健
は
「
体
が
強
い
」
こ
と
が
本
義
だ
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
が
、
今
は
広
く
「
勢
い
が
良
い
」
と

い
う
意
味
に
使
わ
れ
ま
す
。「
健
筆
」
は
、
筆
の
勢
い
が
良
い
と
い
う
意
味
で
、「
文
章
を
書
く
の
が
上
手
」

と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
ま
す
。「
健
忘
」
は
、
忘
れ
方

が
激
し
い
こ
と
で
、「
よ
く
物
忘
れ
を
す
る
」
意
味
に

使
わ
れ
ま
す
。
康
と
い
う
字
は
、
古
い
字
形
は

で
、

説
文
に
は
、
米 こ

め

と
庚 こ

う

と
の
形
声
字
だ
と
あ
り
ま
す
。
庚

は
手
に
杵
（
き
ね
）
を
持
つ
こ
と
を
表
わ
し
た
字
で
、

「
穀
物
を
搗 つ

く
」
こ
と
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。 

従
っ
て
、
康
と
い
う
字
は
、「
も
み
米
を
搗
い
て
、

も
み
が
ら
や
ぬ
か
を
取
り
除
く
仕
事
」
を
表
わ
し
た
字
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で
す
。 

つ
ま
り
、
今
の
「
糠
（
も
み
ぬ
か
）」
の
本
字
で
、
初
め
は
〝
ぬ
か
〟
の
意
味
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
後
に
「
㝩
は
（
や
す
し
）」
の
代
用
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
康
は
〝
や
す
し
〟
だ
け
に
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

そ
れ
で
、
〝
ぬ
か
〟
を
表
わ
す
た
め
に
「
糠
」
と
い
う
字
を
作
っ
た
わ
け
で
す
。 

㝩
と
い
う
字
は
、
説
文
に
は
、
家
と
康
と
の
形
声
字
だ
と
あ
り
ま
す
が
、
家
に
女
が
い
る
の
で
〝
や
す

ら
か
〟
で
あ
る
と
い
う
「
安
」
が
会
意
字
で
あ
る
よ
う
に
、「
家
に
康
（
食
べ
物
）
が
十
分
に
あ
る
の
で

“
や
す
ら
か
〟
で
あ
る
」
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
の
で
、
会
意
兼
形
声
字
と
し
た
方
が
よ
い
と
思
い

ま
す
。 


