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歴
史
上
「
リ
ン
ガ
フ
ラ
ン
カ
」
と
さ
れ

た
言
語
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
国
や
民

族
を
越
え
た
共
通
言
語
の
こ
と
で
、
古
代

か
ら
中
世
に
か
け
て
は
ギ
リ
シ
ア
語
や
ラ

テ
ン
語
、
漢
文
な
ど
が
そ
の
役
割
を
果
た

し
、
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
交
に
お
い
て

は
フ
ラ
ン
ス
語
が
多
用
さ
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
現
代
、
事
実
上
の
世
界
共
通
語
と

な
っ
て
い
る
の
が
英
語
で
す
。

　

英
語
は
数
奇
な
歴
史
を
持
つ
言
語
と
い

え
ま
す
。
発
祥
地
は
現
代
の
ド
イ
ツ
と
デ

ン
マ
ー
ク
の
国
境
に
近
い
ユ
ト
ラ
ン
ド
半

島
南
部
。
5
世
紀
半
ば
、
こ
こ
か
ら
海
を

渡
っ
て
ブ
リ
テ
ン
島
に
住
み
着
い
た
ア
ン

グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
人
が
、
そ
れ
ま
で
土
着
の

言
葉
だ
っ
た
ケ
ル
ト
語
を
片
隅
に
押
し
や

り
、
徐
々
に
英
語
の
原
型
を
形
成
し
ま
し

た
。

　

と
こ
ろ
が
、
1
0
6
6
年
に
イ
ギ
リ
ス

全
土
が
フ
ラ
ン
ス
に
占
領
さ
れ
る
と
、
英

語
は
一
転
し
て
支
配
者
の
言
語
で
あ
る
フ

ラ
ン
ス
語
に
屈
服
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
し
か

し
、
そ
れ
で
も
し
ぶ
と
く
生
き
残
っ
た
う

え
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
単
語
を
大
量
に
取
り

込
む
こ
と
で
、
結
果
的
に
言
語
と
し
て
の

多
面
性
と
表
現
力
を
飛
躍
的
に
高
め
ま
し

た
。

　

い
ち
早
く
産
業
革
命
に
成
功
し
た
イ
ギ

リ
ス
は
や
が
て
最
強
の
海
洋
国
家
と
し
て

世
界
の
至
る
と
こ
ろ
に
植
民
地
を
獲
得

し
、
日
の
沈
ま
ぬ
帝
国
と
呼
ば
れ
る
ま
で

に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
英
語
も

世
界
に
広
ま
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
20
世
紀

の
2
度
の
世
界
大
戦
を
経
て
世
界
の
覇
権

が
今
度
は
ア
メ
リ
カ
に
移
っ
た
こ
と
や
、

国
際
連
合
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
本
部
を
置

い
た
こ
と
な
ど
で
、
英
語
の
国
際
的
地
位

は
絶
対
的
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

　

近
年
こ
れ
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
の
が

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
で
す
。
世
界
の

ウ
ェ
ブ
上
で
の
英
語
の
シ
ェ
ア
は
5
割
を

超
え
ま
す
が
、
こ
と
学
術
論
文
や
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
に
関
し
て
は
さ
ら
に
圧
倒
的
割

合
を
占
め
ま
す
。

　

私
事
な
が
ら
、
昨
年
5
月
に
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
を
訪
問
し
た
際
、
英
語
力
の
著
し
い

衰
え
を
痛
感
し
、
一
念
発
起
し
て
英
語
学

習
を
始
め
ま
し
た
。
今
年
の
6
月
に
挑
戦

し
た
英
語
の
検
定
試
験
で
は
あ
え
な
く
不

合
格
と
な
り
ま
し
た
が
、
再
起
を
期
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

国
語
が
大
切
な
の
は
当
然
と
し
て
、
来

年
か
ら
は
小
学
校
で
も
英
語
が
正
式
の
教

科
と
な
る
な
ど
、
そ
の
必
要
性
は
さ
ら
に

高
ま
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

豊
臣
秀
吉
が
天
下
を
統
一
し
、
江
戸

幕
府
に
よ
る
泰
平
の
世
が
実
現
す
る

時
代
の
変
革
期
に
、
益
田
氏
と
吉
見
氏

の
明
暗
は
大
き
く
分
か
れ
ま
す
。

　

両
氏
が
属
し
て
い
た
毛
利
氏
は
、
慶け
い

長ち
ょ
う五

（
一
六
〇
〇
）
年
の
関
ヶ
原
後
に

領
地
を
大
き
く
削
ら
れ
、
周す
お
う防

・
長な
が
と門

（
山
口
県
）の
み
を
認
め
ら
れ
ま
す
。
そ

し
て
、
毛
利
氏
は
萩
を
本
拠
に
定
め
ま

し
た
が
、
た
だ
で
さ
え
領
地
が
大
き
く

削
減
さ
れ
た
上
に
、
関
ヶ
原
の
合
戦
に

先
だ
っ
て
領
地
か
ら
す
で
に
そ
の
年

の
税
を
徴
収
し
て
い
た
た
め
、
新
た
に

そ
の
領
地
に
入
っ
て
き
た
大
名
た
ち

か
ら
税
の
返
還
を
求
め
ら
れ
、
大
き
な

財
政
問
題
を
抱
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
の
問
題
解
決
に
あ
た
っ
た
の
が

益
田
元も
と
よ
し祥

で
し
た
。
元
祥
は
、
毛
利
氏

家
臣
団
に
そ
れ
ぞ
れ
の
領
地
の
削
減

を
説
得
し
、
財
政
の
建
て
直
し
に
成
功

し
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
元
祥
は
、
徳
川

家
康
か
ら
大
名
に
す
る
と
い
う
誘
い

を
受
け
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
断
っ

て
毛
利
氏
に
従
っ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら

に
関
ヶ
原
以
前
に
、
益
田
氏
領
の
所
領

替
え
が
検
討
さ
れ
た
際
、
元
祥
は
自
ら

所
領
替
え
先
の
希
望
を
述
べ
て
い
ま

す
。
他
の
多
く
の
領
主
た
ち
が
所
領
替

え
に
抵
抗
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ

れ
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
す
。
元
祥
は

時
代
の
変
革
期
に
う
ま
く
対
応
し
、
毛

利
輝て
る
も
と元
の
信
頼
を
得
て
、
江
戸
時
代
に

益
田
家
が
長ち
ょ
う
し
ゅ
う州
藩
の
永え
い
だ
い代
家が
ろ
う老
家
と

な
る
基
礎
を
築
き
ま
し
た
。

　

一
方
で
、
吉
見
氏
は
こ
の
時
代
の
変

革
に
う
ま
く
対
応
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
原
因
は
様
々
考
え
ら
れ
ま
す
。
吉

見
氏
に
と
っ
て
、
毛
利
氏
は
と
も
に
大

内
氏
を
滅
ぼ
し
た
同
盟
相
手
で
あ
り
、

同
格
意
識
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。
特
に
萩
は
自
力
で
占
領
し
た
地

域
で
あ
り
、
そ
こ
に
毛
利
氏
が
本
拠
を

か
ま
え
た
こ
と
は
面
白
く
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と
も

あ
っ
て
か
、
吉
見
広ひ
ろ
な
が長

は
毛
利
氏
に
対

し
て
反
抗
的
な
態
度
を
と
り
続
け
ま

し
た
。
そ
れ
は
、当
時
の
「
か
ぶ
き
者
」

（
江
戸
時
代
初
期
に
流
行
し
た
反
体
制

的
行
動
を
と
る
社
会
風
潮
）
の
影
響
を

受
け
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
広
長
の
態
度
は
問
題

視
さ
れ
、
最
終
的
に
広
長
は
自
殺
に
追

い
込
ま
れ
ま
し
た
。
吉
見
家
は
広
長
の

姉
妹
と
縁
組
み
し
た
、
吉き
っ
か
わ川

広ひ
ろ
い
え家

の
二

男
（
吉
見
政ま
さ
は
る春
、
の
ち
に
毛
利
就な
り
よ
り頼
）

が
相
続
し
、
大
野
毛
利
家
と
し
て
存
続

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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