
メ
ル
マ
ガ
「
頂
門
の
一
針
」
に
書
い
た
こ
と

上
西
俊
雄

（
末
尾
に
目
次
）

「
お
上
に
傳
へ
て
く
れ
」！
？

或
る
集
り
で
『
日
本
語
が
亡
び
る
と
き
│
│

英
語
の
世
紀
の
中
で
』
が
話
題
に
な
っ
た
。
評

價
す
る
と
い
ふ
人
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
日
本
語

が
亡
び
る
と
す
れ
ば
内
部
か
ら
だ
と
す
る
長
老

の
發
言
で
を
は
っ
た
。
か
う
い
ふ
の
が
却
っ
て

質
が
惡
い
と
長
老
は
仰
せ
に
な
る
。

孫
が
テ
レ
ビ
で
覺
え
て
「
戀
の
バ
カ
ン
ス
」
を

歌
ふ
。
バ
カ
ン
ス
を
ア
バ
ン
ス
と
言
ふ
。
娘
が

そ
れ
を
バ
カ
ン
ス
と
正
さ
う
と
す
る
。「
そ
ん
な

こ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
で
は
な
い
か
」
と
ヂ
ヂ
。

ヂ
ヂ
は
先
日
近
所
で
猿
を
見
か
け
た
。
そ
の
話

を
し
た
と
こ
ろ
孫
が
「
こ
の
猿
ど
う
な
っ
た
の
」

と
訊
く
。「
こ
の
」
で
は
な
く
「
そ
の
」
と
訂
正

し
た
の
で
娘
が
興
が
っ
た
。
ヂ
ヂ
は
單
語
の
問

題
と
コ
ソ
ア
ド
や
テ
ニ
ヲ
ハ
の
問
題
は
違
ふ
と

思
っ
て
ゐ
る
の
で
す
。

麻
生
さ
ん
の
の
は
單
語
の
問
題
。
文
法
か
ら

み
て
日
本
人
か
し
ら
と
疑
ひ
た
く
な
る
識
者
は

多
い
。「
靖
國
を
參
拜
す
る
」、「
西
歐
を
あ
こ
が

れ
る
」、「
何
々
を
鑑
み
る
」
等
、「
に
」
と
い
ふ

と
こ
ろ
を
「
を
」
と
い
ふ
人
が
増
え
て
ゐ
る
。
英

語
の
得
意
な
人
に
多
い
や
う
な
氣
が
す
る
。

た
け
し
の
演
じ
た
東
條
英
機
の
ド
ラ
マ
で
近

衞
公
が
辭
意
を
漏
ら
す
シ
ー
ン
で
「
お
上
に
傳

へ
て
く
れ
」。
日
本
語
は
す
で
に
こ
ん
な
程
度
な

の
だ
。

ぼ
や
が
三
件
續
い
た
が
い
づ
れ
で
も
「
怪
我

人
は
ゐ
な
か
っ
た
」
と
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
。
普
通

な
ら
「
怪
我
人
は
な
か
っ
た
」
と
い
ふ
と
こ
ろ
。

「
怪
我
人
は
ゐ
な
か
っ
た
」
と
い
へ
ば
、
定
冠
詞

が
つ
く
と
こ
ろ
だ
。
娘
に
汚
水
を
注
射
し
よ
う

と
し
た
女
性
の
自
宅
で
「
少
な
く
と
も
一
本
の

注
射
器
が
み
つ
か
っ
た
」。
こ
の
「
少
な
く
と
も
」

は
一
體
ど
こ
か
ら
で
て
く
る
の
だ
ら
う
か
。
だ

ん
だ
ん
と
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
な
日
本
人
が
増
え
て
、

數
の
こ
と
を
過
剩
に
意
識
し
た
た
め
な
の
だ
ら

う
か
。

♦
1406(20.12.26)

英
語
教
育
に
つ
い
て

•

前
田
さ
ん
の
議
論
が
公
教
育
の
議
論
と
一

緒
く
た
に
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
一
筆
し
ま
す
。

公
教
育
で
は
始
め
て
ア
メ
リ
カ
の
土
を
踏
ん

だ
時
點
で
の
前
田
さ
ん
の
レ
ベ
ル
に
な
っ
て
ゐ

れ
ば
十
分
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
い
や
十
二
分

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

英
語
教
育
の
效
果
が
惡
い
の
は
確
か
だ
と
思

ひ
ま
す
。
英
語
教
育
の
效
果
が
惡
け
れ
ば
ま
づ

方
法
が
問
は
れ
る
べ
き
。
小
學
校
英
語
教
育
を

答
申
し
た
委
員
に
は
、
非
效
率
な
英
語
教
育
の

責
任
を
問
は
れ
る
べ
き
、
英
語
教
師
養
成
機
關

の
人
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

英
語
教
育
と
い
ふ
藥
を
の
ま
せ
て
も
な
か
な

か
效
果
が
な
い
、
ど
う
し
た
も
の
か
と
相
談
し

た
ら
、
も
っ
と
大
量
に
服
用
さ
せ
な
さ
い
と
い

ふ
の
が
小
學
校
か
ら
の
英
語
教
育
。
相
談
し
た

相
手
が
業
者
で
あ
っ
た
。
麻
藥
賣
人
と
ど
こ
が

違
ふ
か
と
言
へ
ば
、
惡
事
を
働
い
て
ゐ
る
意
識

が
な
い
こ
と
だ
と
、
さ
う
見
え
て
く
る
。

小
學
校
か
ら
始
め
る
の
か
、
中
學
校
か
ら
始

め
る
の
か
、
い
づ
れ
に
し
て
も
入
門
期
に
何
を

ど
う
教
へ
る
か
は
き
は
め
て
重
要
で
あ
る
は
ず
。

も
し
小
學
校
か
ら
と
い
ふ
こ
と
に
す
る
の
な
ら
、

中
學
校
の
英
語
教
育
は
既
に
入
門
期
の
教
へ
方

と
異
な
る
べ
き
だ
。
さ
う
言
っ
た
議
論
が
な
い

の
は
初
手
か
ら
方
法
論
が
拔
け
落
ち
て
ゐ
る
か

ら
だ
。

こ
の
こ
と
を
訴
え
た
小
論
が
あ
り
ま
す
。（
洋

泉
社
『
英
語
は
日
本
人
教
師
だ
か
ら
教
へ
ら
れ

る
』）
一
二
部
が
三
重
大
學
奧
村
晴
彦
教
授
主
宰

のTE X

の
サ
イ
ト
で
公
開
で
す
。
御
一
讀
頂
け

れ
ば
あ
り
が
た
い
。

今
は
み未
ぞ
う曾
う有
の
と
き
、
農
村
が
疲
弊
し
て
季

節
勞
働
者
を
吸
收
す
る
餘
力
が
な
け
れ
ば
役
場

の
臨
時
職
員
に
採
用
す
る
な
ど
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
無
意
味
な
出
費
は
止
め
る
べ
き
だ
。
誰

も
が
思
ふ
の
は
裁
判
員
制
度
に
違
ひ
な
い
。
私

1



の
場
合
は
Ａ
Ｌ
Ｔ
だ
。

『
日
本
語
が
亡
び
る
と
き
│
│
英
語
の
世
紀

の
中
で
』
も
、
前
田
さ
ん
の
説
く
と
こ
ろ
も
、
物

理
や
數
學
ま
で
英
語
で
教
へ
る
べ
き
だ
と
す
る

風
潮
に
棹
差
す
結
果
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思
ふ
わ
け
で
す
。

¯
1406(20.12.26)

•

（
一
四
〇
七
號
（
十
二
月
二
十
七
日
）
の
反

響
欄
に
前
田
さ
ん
の
返
事
。
書
出
し
が
「
上
西
樣

の
學
歴
も
職
歴
も
存
じ
上
げ
て
お
り
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
權
威
者
に
反
論
し
よ
う
と
は
思
ひ
ま

せ
ん
」。）

前
田
さ
ん
は
常
連
の
寄
稿
者
で
い
ら
っ
し
ゃ

る
。
そ
れ
だ
け
で
敬
意
を
抱
い
て
を
り
ま
す
が

い
つ
も
紙
面
で
お
目
に
か
か
っ
て
ゐ
る
う
ち
に

身
近
に
感
じ
る
や
う
に
な
っ
て
を
り
ま
し
た
た

め
「
さ
ん
」
付
け
に
致
し
ま
し
た
。
さ
う
お
呼

び
し
ま
す
こ
と
を
お
許
し
願
ひ
ま
す
。
手
前
の

こ
と
も
さ
う
呼
ん
で
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
。

前
田
さ
ん
が
有
り
餘
る
英
語
力
を
持
つ
と
書

か
れ
た
と
き
、
さ
う
自
負
な
さ
る
だ
け
の
人
で

あ
る
の
だ
と
素
直
に
受
取
り
ま
し
た
。
さ
う
い

ふ
前
田
さ
ん
の
英
語
教
育
に
つ
い
て
の
發
言
に

は
説
得
力
が
あ
り
ま
す
。
公
教
育
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
て
お
い
で
の
こ
と
も
き
は
め
て
ま
っ
と

う
だ
理
解
し
て
ゐ
ま
す
。

し
か
し
、
御
論
は
英
會
話
の
能
力
を
磨
く
方

法
の
解
説
で
も
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
部
分
が
讀

ま
せ
る
。
今
の
時
代
、
そ
の
部
分
し
か
見
な
い

人
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
の
危
惧
を
述
べ
た

の
で
し
た
。

と
こ
ろ
で
學
歴
な
ど
屁
の
突
っ
張
り
に
も
な

ら
ぬ
こ
と
、
前
田
さ
ん
な
ら
ご
存
知
の
は
ず
。
職

歴
も
買
い
か
ぶ
り
で
す
。
し
か
し
そ
ん
な
事
情

を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
リ
ネ
ン
を
人
前
で
洗

ふ
こ
と
に
な
る
。

東
京
法
令
出
版
『
月
刊
國
語
教
育
』（
平
成
十

八
年
十
月
號
）
所
載
の
小
文
で
「
昔
、
出
版
社

時
代
に
或
る
企
畫
が
ど
う
し
て
も
通
ら
な
か
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
顧
問
格
の
大
學
教
授
の
眼
鏡

に
叶
は
な
か
っ
た
た
め
だ
と
い
ふ
こ
と
は
後
に

な
っ
て
知
っ
た
」
と
書
き
ま
し
た
。
御
推
察
願

ひ
ま
す
。

そ
れ
で
個
人
的
に
文
部
省
に
意
見
書
を
提
出

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
梨
の
つ
ぶ

て
。
御
案
内
し
た
小
著
は
そ
の
延
長
で
す
。
三

十
年
か
か
っ
て
も
、
恐
ら
く
文
部
省
の
役
人
の

誰
一
人
讀
ん
で
ゐ
な
い
の
だ
と
思
ふ
次
第
。
當

方
の
主
張
は
疊
の
上
の
水
練
。
實
踐
を
踏
ま
へ

て
の
方
か
ら
同
じ
主
張
だ
と
言
は
れ
て
權
威
づ

け
ら
れ
た
氣
持
で
ゐ
る
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
。

小
著
の
ネ
ッ
ト
で
の
最
初
の
評
は
、
途
中
ま

で
は
さ
う
だ
さ
う
だ
と
思
ひ
な
が
ら
讀
ん
だ
け

れ
ど
、
突
然
難
し
い
議
論
に
な
る
。
著
者
は
編

集
者
上
が
り
ら
し
い
が
惡
い
癖
が
も
ろ
に
出
た
、

ト
ン
ド
モ
本
だ
と
い
ふ
も
の
で
し
た
。
今
回
公

開
し
た
部
分
は
こ
の
讀
み
や
す
い
部
分
。

こ
こ
で
書
い
た
こ
と
は
我
々
に
假
名
が
あ
り
、

發
音
記
號
が
あ
る
こ
と
が
英
語
教
育
の
效
率
の

惡
さ
の
疫
學
的
原
因
だ
と
い
ふ
こ
と
。
そ
れ
を
論

じ
る
に
は
發
音
記
號
が
必
要
。
そ
れ
でTE X

で

組
ん
だ
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
は
奧
村
先
生
の

TE X

の
サ
イ
ト
の
自
著
紹
介
に
書
き
ま
し
た
。

な
ほ
四
部
よ
り
な
る
小
著
の
三
部
ま
で
公
開
と

あ
る
の
は
間
違
で
す
。

翌
年
、
岩
佐
充
則
と
い
ふ
人
が
讀
書
日
記
（
十

七
年
三
月
十
八
日
）
で
小
著
を
取
り
上
げ
た
中

に
「
こ
の
書
を
買
っ
た
き
っ
か
け
は
、
先
日
、
Ｂ

Ｂ
Ｃ
の
報
道
の
中
で
、
英
國
で
も
移
民
の
子
供

が
増
え
て
ゐ
る
が
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
發
音

を
し
っ
か
り
教
へ
る
教
育
方
法
を
導
入
し
た
ら
、

大
き
な
成
果
が
現
れ
て
ゐ
る
と
の
事
例
が
紹
介

さ
れ
て
ゐ
た
か
ら
だ
。」
と
あ
り
ま
す
。

本
國
で
も
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
重
要
性
は
忘

れ
去
ら
れ
て
ゐ
た
ら
し
い
。
權
威
で
な
く
異
端

で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
小
著
の
後
段
で
次
の
や

う
に
書
き
ま
し
た
。

大
事
な
こ
と
は
教
師
自
身
の
理
解
で
あ
り
、

納
得
で
あ
る
。
自
信
も
そ
こ
か
ら
生
れ
る
。
自

信
が
な
け
れ
ば
權
威
は
保
て
な
い
。
磁
性
體

の
極
小
磁
石
の
方
向
が
そ
ろ
っ
て
強
力
な
磁

石
に
な
る
。
こ
の
峠
に
立
て
ば
、
こ
れ
ま
で

の
知
識
が
整
理
さ
れ
て
、
よ
り
強
い
も
の
に

2



な
っ
た
は
ず
だ
。

教
師
は
方
法
的
に
訓
練
す
れ
ば
よ
く
、
さ
ほ
ど

の
熟
練
は
必
要
な
い
と
考
へ
て
ゐ
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
北
郷
山
人
の
詳
細
な
紹
介
（
山
人
の

サ
イ
ト
の
小
字
報
「
近
況
」
十
六
年
四
月
二
十

五
日
）
で
は
、
や
は
り
さ
う
簡
單
で
は
な
い
だ

ら
う
と
あ
り
ま
す
。
是
非
ど
こ
か
で
や
っ
て
貰

ひ
た
い
も
の
で
す
。

國
語
教
育
が
大
事
だ
と
い
ふ
人
が
あ
る
。
樋

口
一
葉
も
で
き
れ
ば
原
文
で
教
へ
る
べ
き
だ
と
。

こ
の
「
で
き
れ
ば
」
と
い
ふ
の
が
判
ら
な
い
。
歴

史
的
假
名
遣
が
難
し
い
と
考
へ
て
を
ら
れ
る
の

だ
ら
う
か
。
何
時
に
な
っ
て
切
替
へ
る
の
か
。
文

部
省
が
表
音
主
義
者
に
乘
っ
取
ら
れ
て
か
ら
、
國

語
教
育
は
ワ
行
音
、
ハ
行
轉
呼
音
、
ヂ
ヅ
を
追
放

し
た
ま
ま
だ
か
ら
、
何
時
に
な
っ
て
も
切
替
へ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
切
替
へ
る
な
ら
五
十
音

圖
を
し
っ
か
り
教
へ
て
か
ら
や
る
べ
き
だ
。
で

は
何
時
五
十
音
圖
を
教
へ
る
べ
き
な
の
か
。

文
部
省
が
歴
史
的
假
名
遣
を
否
定
し
よ
う
と

す
る
の
な
ら
、
假
名
遣
の
優
劣
を
論
じ
る
こ
と

が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
五
十
音
圖
を
ご

ま
か
し
て
ゐ
て
は
そ
れ
す
ら
不
可
能
な
の
で
す
。

我
國
の
社
會
及
び
政
治
を
論
ず
る
ブ
ロ
グ

SH
ISA

K
U

で
慣
れ
な
い
英
語
に
せ
よ
假
名
遣

を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
五
十
音
圖
に
對

應
す
る
翻
字
式
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

英
語
の
場
合
は
綴
り
を
假
名
で
教
へ
る
ま
で

は
し
な
い
し
、
ロ
ー
マ
字
の
と
き
に
使
ふ
は
ず
の

な
い
Ｑ
や
Ｘ
ま
で
教
へ
る
の
だ
ら
う
け
れ
ど
音

聲
と
文
字
と
は
切
離
さ
れ
た
ま
ま
。
だ
か
ら
こ
そ

小
學
校
へ
英
語
教
育
を
導
入
し
な
が
ら
、
中
學
校

の
英
語
教
育
は
そ
の
ま
ま
と
い
ふ
こ
と
が
可
能

な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

¯
1408(20.12.28)

敗
戰
日
本
に
殘
っ
て
ゐ
た
も
の

麻
生
内
閣
總
理
大
臣
の
年
頭
所
感
に
「
六
十

年
前
、
昭
和
の
先
人
た
ち
は
、
戰
爭
に
よ
っ
て

す
べ
て
を
失
ひ
、
占
領
下
の
新
年
を
迎
へ
ま
し

た
。」
と
あ
る
。
す
べ
て
を
失
っ
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。

昨
年
何
十
年
ぶ
り
に
連
絡
が
あ
っ
た
友
人
が

か
う
書
い
て
き
た
。

社
内
資
料
を
調
べ
て
ゐ
る
と
き
に
、
敗
戰

後
、
會
社
宛
の
文
書
の
封
筒
に
變
色
し
た
シ
ー

ル
ら
し
き
も
の
を
見
か
け
た
。
ぼ
ろ
ぼ
ろ
な

の
で
、
簡
單
に
剥
が
れ
た
の
を
、
そ
の
ま
ま
捨

て
よ
う
と
し
た
が
、
何
か
文
字
が
書
か
れ
て

あ
っ
た
の
で
、
改
め
て
文
字
を
讀
ん
で
み
る

と
、「occupied

japan

」
と
書
か
れ
て
あ
っ

た
。
そ
れ
で
も
何
も
感
じ
な
か
っ
た
が
、
し

ば
ら
く
經
っ
て
か
ら
氣
付
い
た
。
何
者
か
が
、

會
社
宛
の
封
書
を
《
開
封
》
し
、
し
か
も
そ

の
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と

に
氣
付
い
た
。
即
ち
、
通
信
が
何
者
か
に
よ
っ

て
監
視
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
し
か
も
英
文
表
記
の
シ
ー
ル
が
使
用
さ

れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
占
領
軍
に
よ
っ

て
、
通
信
が
監
視
・
檢
閲
さ
れ
て
ゐ
る
と
い

ふ
こ
と
だ
。

ハ
ッ
と
氣
付
い
た
こ
と
は
、
昭
和
二
十
年

八
月
の
「
終
戰
」
時
の
首
都
圈
の
私
鐵
の
交

通
網
の
姿
だ
っ
た
。
東
か
ら
東
急
電
鐵(

大
東

急
電
鐵
と
も
稱
さ
れ
る
。
京
濱
急
行
、
小
田

急
、
京
王
帝
都
を
合
併
し
て
ゐ
た)

、
西
武
鐵

道
、
東
武
鐵
道
、
京
成
電
鐵
が
東
京
郊
外
に

あ
っ
た
。
そ
し
て
山
手
線
の
内
側
に
は
、
地

上
交
通
機
關
は
東
京
市
電
、
地
下
に
は
營
團

地
下
鐵
に
よ
る
地
下
鐵(

現
實
に
は
銀
座
線
の

み)

。
乘
合
自
動
車(

バ
ス)

、
タ
ク
シ
ー
も
、

そ
れ
ぞ
れ
上
記
の
交
通
機
關
に
統
合
さ
れ
て

ゐ
た
。
な
お
、
上
記
の
他
に
、
當
時
の
陸
上

交
通
の
王
者
・
日
本
國
有
鐵
道
が
あ
っ
た
。

こ
こ
で
何
を
言
ひ
た
い
の
か
と
言
へ
ば
、
戰

後
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
敗
戰
直
後
の
日

本
に
つ
い
て
「
ゼ
ロ
か
ら
の
出
發
」
と
い
ふ

表
現
が
使
は
れ
る
が
、
そ
れ
は
と
ん
で
も
な

い
嘘
っ
ぱ
ち
だ
と
い
ふ
こ
と
だ
。
上
記
の
交

通
機
關
を
見
て
も
わ
か
る
や
う
に
、
敗
戰
直

後
の
首
都
圈
に
は
、
立
派
な
交
通
網
が
完
備

3



さ
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
だ
。
鐵
・
銅
・
ゴ

ム
、
電
氣
・
ガ
ソ
リ
ン
な
ど
必
需
物
資
が
ほ

と
ん
ど
缺
乏
し
て
ゐ
た
が
、
と
に
か
く
交
通

機
關
は
立
派
に
存
在
し
て
ゐ
た
。
更
に
、
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
、
戰
爭
か
ら
の
復

員
者
の
こ
と
だ
。
彼
等
が
、
敗
戰
後
外
地
か
ら

引
き
揚
げ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
常
に

上
質(

人
間
に
對
し
失
禮
な
表
現
だ
が)

の
勞

働
力
が
供
給
さ
れ
た
こ
と
だ
。
日
本
語
で
意

思
疎
通
が
可
能
で
あ
り
、
規
律
を
重
ん
じ
る

人
間
の
社
會
復
歸
が
、
敗
戰
後
の
日
本
の
經

濟
の
復
興
に
ど
れ
ほ
ど
大
き
か
っ
た
か
、
ど

う
も
ま
だ
十
分
に
説
明
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
り
、
日
本
語
が
し
っ
か
り
し
て
ゐ
た
。
こ

の
點
も
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
今
や

國
語
力
の
劣
化
は
大
臣
の
語
彙
（
漢
語
を
知
ら

な
い
）
や
假
名
遣
に
表
れ
て
ゐ
る
。
簡
單
な
漢
語

を
説
明
す
る
の
に
英
語
に
頼
る
人
も
あ
る
。
文

部
省
に
巣
食
ふ
表
音
主
義
者
の
せ
い
だ
。
表
音

主
義
者
は
ロ
ー
マ
字
化
を
目
指
し
た
。
ロ
ー
マ

字
で
書
き
表
せ
な
い
字
母
を
削
り
込
ん
だ
の
が

缺
損
五
十
音
圖
で
缺
損
五
十
音
圖
で
書
く
の
が

現
代
假
名
遣
で
あ
り
、
芭
蕉
の
句
は
「
古
池
や

買
は
ず
に
飛
び
込
む
見
な
い
音
」
だ
。
も
と
も

と
前
提
と
し
た
ロ
ー
マ
字
方
式
に
問
題
が
あ
っ

た
こ
と
は
、
日
米
の
圖
書
目
録
で
さ
へ
同
一
方

式
で
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
だ
。

大
晦
日
の
東
京
Ｍ
Ｘ
テ
レ
ビ
で
改
憲
問
題
が

話
題
に
な
っ
た
。
押
し
付
け
憲
法
で
な
く
押
し

頂
き
憲
法
だ
と
西
部
先
生
は
仰
せ
に
な
る
。
今

の
憲
法
は
傳
統
に
繋
が
っ
た
表
記
。
改
憲
の

結
果
、
押
し
頂
き
表
記
に
な
る
の
は
御
免
だ
。

♦
1417(21.1.6)

ロ
ー
マ
字

•

一
四
一
五
號
（
一
月
四
日
）
反
響
欄
の
投
稿

で
「
日
本
文
字
」
と
い
ふ
の
が
あ
る
が
意
味
が

判
ら
な
い
。
日
本
文
字
と
い
へ
ば
假
名
し
か
な

い
。
假
名
の
次
に
思
ひ
つ
く
の
は
國
字
。
つ
ま
り

峠
、
榊
、
畑
、
瓩
、
働
な
ど
日
本
で
作
ら
れ
た
漢

字
。
そ
れ
か
ら
國
内
專
用
の
新
字
體
。
漢
字
圈

か
ら
の
留
學
生
に
と
っ
て
は
頭
の
痛
い
問
題
だ

ら
う
。
日
本
式
ロ
ー
マ
字
でti

で
チ
、si

で
シ

を
表
す
類
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
日
本
人
相
手
の

表
記
。
日
本
文
字
と
言
は
れ
て
思
ひ
つ
く
の
は

そ
ん
な
程
度
。
そ
の
他
に
辭
書
學
で
い
ふfaux

am
is

（
僞
り
の
友
）
と
い
ふ
問
題
も
あ
る
。
汽

車
の
つ
も
り
が
自
動
車
で
あ
っ
た
り
、
手
紙
の

つ
も
り
が
チ
リ
紙
で
あ
っ
た
り
す
る
類
。
登
録

商
標
の
問
題
を
離
れ
て
言
へ
ば
、
田
母
神
さ
ん

の
問
題
の
場
合
、
侵
略
がfaux

am
is

で
あ
る

と
い
ふ
事
情
も
働
い
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
侵
掠
の

掠
は
表
外
字
。
侵
略
は
代
用
表
記
。
掠
に
は
「
か

す
め
と
る
」
と
い
ふ
訓
が
あ
っ
た
が
略
に
は
な

い
。
そ
の
た
め
村
山
さ
ん
な
ど
は
、
輕
い
氣
持

で
、
つ
ま
り
戰
場
が
中
國
領
土
で
あ
っ
た
と
い

ふ
意
味
で
言
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
代
用
術
語

の
問
題
に
つ
い
て
は
眞
道
重
明
さ
ん
の
サ
イ
ト

の
水
産
雜
記(

三)

に
あ
る
「
濫
獲
」
か
「
亂
獲
」

か?

に
寄
稿
し
た
意
見
書
で
觸
れ
た
。
中
國
が

も
と
も
と
金
の
た
め
な
ら
何
で
も
あ
り
の
「
パ

ク
リ
」
社
會
で
あ
る
の
な
ら
、
日
本
文
字
な
る
も

の
に
よ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
や
う
に
も
思
は

れ
な
い
の
で
す
が
、
日
本
文
字
の
意
味
を
知
り

た
く
一
筆
す
る
次
第
で
す
。

¯
1416(21.1.5)

•

一
四
一
六
號
反
響
欄
で
日
本
文
字
と
い
ふ

語
の
意
味
す
る
で
あ
ら
う
と
こ
ろ
を
い
ろ
い
ろ

擧
げ
て
「
日
本
式
ロ
ー
マ
字
でti

で
チ
、si

で

シ
を
表
す
類
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
日
本
人
相
手

の
表
記
」
と
書
い
た
と
こ
ろ
一
四
一
八
號
に
長

い
書
込
み
が
あ
っ
た
。
ヘ
ボ
ン
式
を
主
張
し
て

ゐ
る
と
受
取
ら
れ
た
ら
し
い
。

ヘ
ボ
ン
式
と
日
本
式
と
の
間
に
は
烈
し
い
論

爭
が
あ
っ
た
の
で
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
の
問

題
で
あ
る
か
の
や
う
に
思
ひ
こ
む
人
が
あ
る
の

は
仕
方
が
な
い
。

手
前
の
案
は
翻
字
式
ロ
ー
マ
字
。
擴
張
ヘ
ボ

ン
式
と
稱
し
て
ゐ
ま
す
が
五
十
音
圖
に
こ
だ
は

る
點
で
は
日
本
式
以
上
。
で
す
か
ら
擴
張
日
本

式
と
稱
し
て
も
よ
か
っ
た
。
か
つ
て
日
本
式
の

4



人
に
案
内
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

長
文
の
返
事
の
書
出
し
に
「
實
地
で
壓
倒
的

優
位
を
保
つ
ヘ
ボ
ン
式
で
す
が
、
こ
の
方
式
を

擁
護
す
る
論
文
は
あ
ま
り
な
く
」
と
あ
っ
た
こ

と
を
覺
え
て
ゐ
ま
す
。
末
尾
に
「
ご
提
案
は
よ
い

刺
激
に
な
り
ま
す
。」
と
あ
り
ま
し
た
。
相
手
は

Sanzusseiki-no-M
ori

を
主
宰
す
るX

em
bho

氏
。Sanzusseiki-no-M

ori
のR

om
azi

no

K
usari

のY
orim

iti

にW
atasi

no
K

oku-

goron

と
い
ふ
リ
ン
ク
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ

に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
平
文
で
書
け
ば
「
擴
張

ヘ
ボ
ン
式
を
推
す
方
。
メ
ー
ル
で
意
見
を
鬪
は

せ
た
な
か
」
と
あ
り
ま
す
。

我
國
の
社
會
及
び
政
治
を
論
ず
る
ブ
ロ
グ

SH
ISA

K
U

に
慣
れ
な
い
英
語
で
ロ
ー
マ
字
の

こ
と
を
書
い
た
。
こ
れ
が
日
本
式
批
判
と
し
て

は
一
番
判
り
や
す
い
と
思
ひ
ま
す
。
讀
ん
で
頂

け
る
と
あ
り
が
た
い
。

¯
1419(21.1.9)

•

ロ
ー
マ
字
の
こ
と
が
話
題
に
な
っ
て
ゐ
る
。

英
語w

ikipedia

のrom
anization

の
解
説

の
冒
頭
は
か
う
だ
。

In
linguistics,

rom
anization

(or
la-

tinization,
also

spelled
rom

anisation

or
latinisation)

is
the

representation
of

a
w

ritten
w

ord
or

spoken
speech

w
ith

the
R

om
an

(L
atin)

alphabet,or
a

sys-

tem
for

doing
so,

w
here

the
original

w
ord

or
language

uses
a

different
w

rit-

ing
system

(or
none).

M
ethods

of
ro-

m
anization

include
transliteration,for

representing
w

ritten
text,

and
tran-

scription,
for

representing
the

spoken

w
ord.

T
he

latter
can

be
subdivided

into
phonem

ic
transcription,

w
hich

records
the

phonem
es

or
units

of
se-

m
antic

m
eaning

in
speech,

and
m

ore

strict
phonetic

transcription,
w

hich

records
speech

sounds
w

ith
precision.

E
ach

rom
anization

has
its

ow
n

set
of

rules
for

pronunciation
of

the
rom

an-

ized
w

ords.

ロ
ー
マ
字
は
翻
字
式
（transliteration

）
と

表
音
式
と
に
大
別
さ
れ
、
表
音
式
は
音
韻
論
的

表
記
と
音
聲
學
的
表
記
と
に
分
け
ら
れ
る
と
あ

る
。
從
來
，
我
國
で
行
は
れ
て
き
た
の
は
表
音

式
で
あ
っ
た
。
ヘ
ボ
ン
式
も
日
本
式
も
表
音
式

だ
。
ヘ
ボ
ン
式
は
タ
行
の
子
音
をt,ch,ts

と

書
分
け
る
が
日
本
式
はt

で
通
す
。
そ
れ
で
日

本
式
の
こ
と
を
音
韻
論
的
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
。

同
じt

で
あ
っ
て
も
後
續
の
母
音
に
よ
っ
て
自

づ
と
異
な
る
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。

日
本
語
を
知
ら
な
い
人
に
對
し
て
ロ
ー
マ
字

で
日
本
語
の
音
を
示
す
場
合
は
音
韻
表
記
は
結

構
面
倒
だ
。t

の
音
價
は
後
續
の
母
音
に
よ
っ
て

異
な
る
。
も
し
長
音
な
る
も
の
を
認
め
る
と
日

本
語
の
音
韻
は
五
音
で
な
く
十
と
い
ふ
こ
と
に

な
る
。
延
引
記
號
を
コ
ロ
ン
で
表
せ
ば
、i

と

i:

の
場
合
のt

は
英
語
のch

で
あ
りu

とu:

の
場
合
は
英
語
のts
で
あ
りa

a:
e

e:
o

o:

の
場
合
は
英
語
のt

で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な

ら
うし

か
し
、
音
韻
論
的
と
い
ふ
こ
と
も
さ
う
徹

底
し
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
式
と
言
へ

ど
も
促
音
は
調
音
點
ご
と
に
異
な
る
字
母
を
當

て
る
。
つ
ま
り
音
聲
學
的
表
記
だ
。

ヘ
ボ
ン
式
が
音
聲
學
的
表
記
か
と
い
ふ
と
ジ

ヂ
の
兩
方
にji

を
當
て
、
ズ
ヅ
の
兩
方
にzu

を
當
て
て
ゐ
る
點
で
は
音
韻
論
的
だ
と
言
へ
る

か
も
し
れ
な
い
。
實
際
は
英
語
のj

は
破
擦
音

で
あ
り
、
英
語
のz

は
摩
擦
音
だ
。

擴
張
ヘ
ボ
ン
式
は
翻
字
式
だ
。
假
名
を
轉
寫

す
る
の
だ
か
ら
長
音
と
い
ふ
も
の
は
な
い
。

表
音
式
と
言
へ
ど
も
、
假
名
を
無
視
す
る
わ

け
に
は
行
か
な
い
。
或
る
意
味
で
假
名
の
轉
寫

で
し
か
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
で
假
名
遣
が
問
題

に
な
る
。

ISO
3602

は
長
音
を
認
め
て
ゐ
た
。
し
か

し
そ
れ
に
準
據
す
る
と
さ
れ
る
國
會
圖
書
館
の

Japan/M
arc

は
變
更
に
な
っ
て
ゐ
た
。
但
し
、

あ
ら
か
じ
め
假
名
に
つ
い
て
は
前
處
理
を
す
る

こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
。
國
立
國
會
圖
書
館
「
圖

書
館
員
の
方
へ
」
の
カ
ナ
表
記
要
領
を
參
照
さ

5



れ
た
い
。

國
語
問
題
協
議
會
報
『
國
語
國
字
』
第
百
八

十
八
號
所
載
の
小
文
「
に
ぎ
た
ま
の
ロ
ー
マ
字
」

の
一
部
を
お
目
に
か
け
ま
す
。

現
代
假
名
遣
の
ア
キ
レ
ス
腱
は
四
假
名
で

す
が
、
ロ
ー
マ
字
で
は
長
音
が
問
題
で
す
。
東

京
都
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
説
明
は
「
ヘ

ボ
ン
式
で
長
音
は
表
記
し
な
い
」。
ヘ
ボ
ン
は

長
音
を
表
記
し
た
。
だ
か
ら
、「
ヘ
ボ
ン
式
で

な
い
の
で
長
音
を
表
記
し
な
い
」
と
言
ふ
べ

き
で
す
。「
大
阪
」
と
い
ふ
の
に
長
音
は
あ
る

の
で
せ
う
か
。「
大
」
が
さ
う
だ
と
す
る
と
、

「
大
阪
」
はsaka

と
書
く
と
い
ふ
こ
と
な
の

か
。
も
ち
ろ
ん
さ
う
で
は
な
い
。ōsaka

と

書
く
と
こ
ろ
をosaka

と
書
く
と
言
ひ
た
い

だ
け
な
の
で
せ
う
が
、
こ
れ
が
非
常
に
難
し

い
の
で
す
。
長
音
な
る
も
の
は
ヘ
ボ
ン
式
や

訓
令
式
で
書
い
て
み
て
は
じ
め
て
存
在
す
る

も
の
だ
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、
精
確
に
言

は
う
と
す
る
と
「
ヘ
ボ
ン
式
で
書
い
て
み
て
、

マ
ク
ロ
ン
付
の
字
母
が
出
現
し
た
ら
、
マ
ク

ロ
ン
無
し
の
字
母
に
置
換
す
る
」
と
で
も
言

ふ
よ
り
な
い
。

外
務
省
も
國
土
交
通
省
も
、
ヘ
ボ
ン
式
を

標
榜
し
な
が
ら
、
マ
ク
ロ
ン
を
落
と
す
こ
と

を
標
準
だ
と
し
た
。
我
々
が
普
通
に
ヘ
ボ
ン

式
と
い
ふ
の
は
、『
和
英
語
林
集
成
』
第
三
版

の
方
式
な
の
で
、
正
確
に
は
修
正
ヘ
ボ
ン
式

の
こ
と
。
わ
れ
わ
れ
は
、
修
正
ヘ
ボ
ン
式
を

正
し
く
用
ゐ
ず
マ
ク
ロ
ン
を
落
と
し
た
上
に

名
稱
も
ヘ
ボ
ン
式
と
略
し
て
ゐ
る
わ
け
で
す
。

だ
か
ら
、
外
國
の
人
は
マ
ク
ロ
ン
の
無
い
の

が
ヘ
ボ
ン
式
だ
と
錯
覺
し
て
し
ま
っ
た
。

最
近
、
パ
ソ
コ
ン
で
マ
ク
ロ
ン
付
の
字
母

の
使
用
が
可
能
に
な
り
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア

で
は
マ
ク
ロ
ン
を
用
ゐ
る
こ
と
を
も
っ
て
修

正
ヘ
ボ
ン
式
（
以
下
新
米
國
式
と
す
る
）
と

稱
し
て
ゐ
る
。
名
稱
の
混
亂
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
ほ
か
に
も
問
題
が
あ
る
。
ヘ
ボ
ン
式

で
は
撥
音
をm

n

と
文
脈
に
よ
っ
て
切
替
へ

る
の
で
す
が
、
新
米
國
式
はn

だ
け
で
通
す
。

し
か
し
何
よ
り
の
問
題
は
、
一
體
ど
う
い
ふ

假
名
を
長
音
と
看
做
す
か
と
い
ふ
こ
と
が
一

定
し
て
ゐ
な
い
こ
と
で
、
日
本
人
と
判
斷
が

分
か
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
。
現
代
假

名
遣
を
轉
寫
し
て
示
せ
ば
オ
列
長
音
に
はou

とoo

の
二
つ
が
あ
り
ま
す
が
、
後
者
だ
け

を
長
音
だ
と
み
てō

と
し
、
前
者
はou

の

ま
ま
と
す
べ
き
だ
と
す
る
論
が
あ
る
か
ら
で

す
。
つ
ま
り
「
大
阪
」
はōsaka

で
「
歐
米
」

はoubei

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
表
音
方

式
で
あ
り
な
が
ら
假
名
を
前
提
と
し
て
論
じ

る
か
ら
か
か
る
問
題
が
生
じ
て
く
る
。

ヘ
ボ
ン
式
は
五
十
音
圖
の
ジ
の
と
こ
ろ
と

ヂ
の
と
こ
ろ
にji

を
繰
り
返
し
掲
げ
て
ゐ
ま

す
が
、
こ
れ
が
間
違
ひ
。
ジ
ヂ
を
同
一
の
音

韻
と
し
て
ゐ
る
の
で
す
か
ら
、ji

の
出
現
は

一
回
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
一
回
の

ji

に
對
し
て
ジ
ヂ
二
つ
の
假
名
を
當
て
る
の

は
か
ま
は
な
い
。
音
韻
數
が
異
な
る
の
だ
か

ら
五
十
音
圖
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
上
、
ヘ

ボ
ン
式
も
訓
令
式
も
長
音
と
い
ふ
こ
と
を
立

て
る
。
長
母
音
短
母
音
と
い
ふ
の
が
音
韻
論

的
區
別
だ
と
す
る
と
、
日
本
語
は
十
母
音
體

系
だ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
到
底
信
じ
ら
れ

る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

擴
張
ヘ
ボ
ン
式
は
最
初
假
名
漢
字
變
換
の

た
め
に
工
夫
し
た
も
の
でji

を
ヂ
、zu

を
ズ

に
限
定
し
、
新
た
に
ジ
にzhi

ヅ
にdzu

を

導
入
し
た
。
そ
れ
か
ら
ワ
行
子
音
と
ハ
行
轉

呼
音
（
語
中
のh

）
は
區
切
り
符
號
で
あ
っ

て
ア
段
で
の
み
兩
唇
半
母
音
の
渡
り
音
と
し

て
實
現
さ
れ
る
と
規
定
し
、
ワ
行
子
音
はw

で
、
語
中
のh

は
逆
ア
ポ
ス
ト
ロ
フ
ィ（‘

）
で

表
記
す
る
こ
と
と
し
た
。
同
じ
區
切
り
符
號

で
も
、
ワ
行
の
場
合
は
音
節
間
の
そ
れ
で
あ

り
、
語
中
のh

は
音
節
内
部
の
そ
れ
だ
と
い

ふ
違
ひ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
解
釋
規
則

と
い
ふ
の
を
顯
在
化
し
て
、eu

はE
urope

の
そ
れ
の
や
う
に
、au

はautum
n

の
そ

れ
の
や
う
に
發
音
す
る
と
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
語
中
のh

の
存
在
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
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い
。iu

の
場
合
にi

が
半
母
音
化
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
敢
て
觸
れ
て
を
り
ま
せ
ん
。

戰
後
の
國
語
國
字
問
題
は
表
音
派
對
表
意

派
の
爭
ひ
で
あ
っ
た
や
う
に
言
は
れ
ま
す
が
、

表
音
派
實
は
眞
に
表
音
と
い
ふ
こ
と
を
理
解

し
て
ゐ
な
か
っ
た
。
傳
統
的
假
名
遣
こ
そ
表

音
性
と
い
ふ
機
能
に
お
い
て
も
正
し
か
っ
た

の
で
す
。
あ
る
時
代
の
音
韻
（
共
時
態
）
を

基
準
と
し
て
他
を
否
定
す
る
の
で
な
く
、
素

直
に
傳
統
の
眞
實
（
汎
時
態
）
に
添
っ
て
み

れ
ば
善
か
っ
た
。

以
上
、
ご
參
考
ま
で
に

¯
1424(09.1.13)

姓
名
の
順
序

一
四
一
八
號
（
一
月
七
日
）
反
響
欄
の
荒
木
純

夫
さ
ん
の
「
日
本
語
の
表
記
と
數
値
表
現
」
を
見

て
み
た
。
句
讀
點
は
横
書
の
場
合
、（
。）
と
（
，)

と
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
ら
し
い
（JIS

Z
8301

）。

こ
れ
は
知
ら
な
か
っ
た
。
句
讀
點
と
言
へ
ば
誰

で
も
（
。）
と
（
、）
だ
と
思
ふ
だ
ら
う
。
縱
組

と
横
組
で
そ
ん
な
も
の
を
別
に
す
る
と
不
便
で

は
な
い
か
。（
，)

の
こ
と
を
讀
點
だ
と
書
い
た

辭
書
が
あ
る
と
も
思
は
れ
な
い
。
こ
れ
は
コ
ン

マ
と
か
カ
ン
マ
と
か
い
ふ
も
の
だ
。
句
讀
點
に

當
た
る
も
の
は
歐
文
で
は
ピ
リ
カ
ン
マ
。
假
名

漢
字
變
換
で
も
句
讀
點
と
ピ
リ
カ
ン
マ
は
對
で
、

ど
ち
ら
を
標
準
と
す
る
か
を
選
擇
で
き
る
や
う

に
な
っ
て
ゐ
る
。

讀
點
に
コ
ン
マ
を
用
ゐ
た
文
書
に
お
目
に
か

か
っ
た
記
憶
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
誤
植

か
物
を
知
ら
な
い
人
の
作
成
し
た
も
の
だ
く
ら

い
に
考
へ
て
ゐ
た
。

横
組
で
句
讀
點
を
一
切
使
は
ず
ピ
リ
カ
ン
マ

で
代
用
す
る
場
合
が
あ
る
。
但
し
そ
の
場
合
、
空

白
を
入
れ
る
こ
と
が
前
提
だ
。
ピ
リ
オ
ド
の
場

合
は
小
數
點
な
ど
空
白
を
入
れ
て
は
い
け
な
い

場
合
が
あ
る
。
字
母
を
節
約
し
よ
う
と
し
て
句

讀
點
の
廢
止
を
考
へ
た
も
の
の
、
さ
う
は
で
き

な
い
と
覺
っ
て
妥
協
し
た
結
果
な
の
で
あ
ら
う

か
。
と
に
か
く
役
所
の
横
書
き
の
文
書
で
も
句

讀
點
は
句
讀
點
の
ま
ま
が
普
通
だ
と
思
ふ
。

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
の
法
則
通
り
、
こ
れ
で
役
所

に
ま
た
仕
事
が
出
來
た
と
す
る
の
は
僻
目
に
過

ぎ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
ど
う
し
て
も
現
代
假

名
遣
や
當
用
漢
字
表
で
國
民
の
表
記
を
監
視
し

つ
づ
け
る
文
化
廳
の
こ
と
を
聯
想
し
て
し
ま
ふ
。

『
言
葉
に
關
す
る
問
答
集
』
總
集
編
な
ど
全

く
無
駄
な
こ
と
だ
と
思
ふ
の
だ
が
、
こ
れ
が
な

け
れ
ば
教
師
は
試
驗
の
採
點
す
ら
で
き
な
い
だ

ら
う
。

役
所
が
決
め
た
こ
と
だ
か
ら
正
し
い
と
は
限

ら
な
い
。
役
所
も
間
違
へ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ

の
判
り
や
す
い
例
が
ロ
ー
マ
字
書
き
の
姓
名
の

順
序
だ
。

一
四
二
一
號
（
一
月
十
一
日
）
反
響
欄
で
も

採
り
上
げ
ら
れ
て
ゐ
た
が
文
部
科
學
省
の
國
際

社
會
に
對
應
す
る
日
本
語
の
在
り
方(

答
申)

に

は
「
ロ
ー
マ
字
表
記
に
お
い
て
も
「
姓
―
名
」
の

順
（
例
へ
ばY

am
ada

H
aruo

）
と
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。
な
ほ
、
從
來
の
慣
習
に
基
づ
く

誤
解
を
防
ぐ
た
め
に
、
姓
を
す
べ
て
大
文
字
と

す
るY

A
M

A
D

A
H

aruo

）、
姓
と
名
の
間
に
コ

ン
マ
を
打
つ
（Y

am
ada,

H
aruo

）
な
ど
の
方

法
で
、「
姓
―
名
」
の
構
造
を
示
す
こ
と
も
考
へ

ら
れ
る
。」
と
あ
る
。

實
際
、
國
會
議
員
會
館
の
扉
の
議
員
名
の
表

記
は
こ
の
最
後
の
方
法
だ
。
し
か
し
、
辭
書
を

あ
る
程
度
つ
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
人
な
ら
、M

t

やSt

な
ど
、
配
列
に
無
關
係
な
部
分
を
後
置
す

る
場
合
に
コ
ン
マ
を
用
ゐ
る
こ
と
を
知
っ
て
ゐ

る
は
ず
だ
。
コ
ン
マ
は
前
後
を
入
替
へ
た
と
い

ふ
意
味
。
姓
で
竝
べ
る
場
合
、
英
米
人
で
あ
れ

ば
轉
倒
し
た
表
記
に
な
る
か
ら
當
然
コ
ン
マ
を

入
れ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
眞
似
を
す
る
と
い
ふ

の
な
ら
、
こ
れ
ま
で
の
慣
用
以
上
の
英
米
追
從

だ
。
議
員
會
館
の
轉
倒
し
た
表
記
は
外
國
人
に

は
逆
の
意
味
に
受
取
ら
れ
る
か
、
コ
ン
マ
の
意

味
も
知
ら
ぬ
の
か
と
侮
り
を
受
け
る
こ
と
に
な

ら
う
。

¯
1425(21.1.15)
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常
用
漢
字
表
な
ど
廢
止
す
る
に
限
る

一
月
十
六
日
、
ニ
ュ
ヨ
ー
ク
で
飛
行
機
が
ハ

ド
ソ
ン
河
に
不
時
着
し
た
。
鳥
が
衝
突
し
た
た

め
だ
と
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
言
ふ
。
一
瞬
ど
ん
な

大
型
の
鳥
な
の
だ
ら
う
と
思
っ
た
。
飛
行
機
が

鳥
の
群
に
突
っ
込
ん
で
何
羽
も
エ
ン
ジ
ン
に
吸

ひ
込
ま
れ
た
た
め
だ
ら
う
。

strike

を
譯
し
た
も
の
だ
ら
う
が
「
衝
突
」
と

い
ふ
語
に
對
す
る
感
じ
方
が
ま
る
で
違
ふ
。
漢

字
制
限
下
の
教
育
で
育
っ
た
せ
い
だ
。

私
も
漢
字
制
限
下
で
育
っ
た
世
代
の
一
人
だ

が
、
子
供
の
頃
の
本
は
戰
前
に
刊
行
さ
れ
た
も

の
し
か
な
か
っ
た
。
今
の
人
は
漢
字
制
限
下
で

刊
行
さ
れ
た
本
し
か
知
ら
な
い
は
ず
だ
。

十
七
日
の
新
聞
に
常
用
漢
字
表
改
訂
原
案
な

る
も
の
が
出
た
。「
銑
錘
勺
匁
脹
」
の
五
字
を
削

除
し
、
新
た
に
百
九
十
一
字
を
追
加
す
る
と
の

こ
と
。
廣
く
一
般
か
ら
異
見
を
募
集
し
最
終
的
に

平
成
二
十
二
年
二
月
頃
に
結
論
を
出
す
と
い
ふ
。

削
除
候
補
を
み
れ
ば
過
去
の
こ
と
は
言
語
空

間
か
ら
も
削
除
し
て
構
は
な
い
と
い
ふ
安
易
さ

が
窺
へ
る
。
こ
れ
で
テ
レ
ビ
の
時
代
劇
が
ま
た

一
層
つ
ま
ら
な
く
な
る
こ
と
請
合
ひ
だ
。

漢
字
が
技
術
的
桎
梏
と
感
じ
ら
れ
て
ゐ
た
時

代
に
あ
っ
て
は
漢
字
制
限
論
者
の
意
圖
に
掬
す

べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し

今
そ
の
桎
梏
は
な
い
。
だ
か
ら
常
用
漢
字
表
の

改
訂
作
業
な
ど
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
の
法
則
に
よ
っ

て
し
か
説
明
で
き
な
い
だ
ら
う
。
一
般
の
國
民

は
無
視
す
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
教
育
界
は
混
亂

す
る
だ
ら
う
。

漢
字
の
こ
と
は
あ
ま
り
關
心
が
な
い
の
で
、
假

名
遣
の
例
を
擧
げ
る
と
、
絆
は
戰
前
キ
ヅ
ナ
で

あ
っ
た
。
昭
和
二
十
一
年
の
「
現
代
か
な
づ
か

ひ
」
で
キ
ズ
ナ
と
な
り
、
昭
和
六
十
一
年
の
「
現

代
假
名
遣
」
で
キ
ヅ
ナ
で
も
キ
ズ
ナ
で
も
よ
く

な
っ
た
。

手
許
の
國
語
辭
書
（
平
成
十
四
年
刊
行
）
で

は
當
然
の
こ
と
な
が
ら
キ
ズ
ナ
で
立
項
さ
れ
て

ゐ
て
キ
ヅ
ナ
で
引
き
當
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

平
成
七
年
發
行
の
『
言
葉
に
關
す
る
問
答
集
』

總
集
編
に
は
次
の
や
う
に
あ
る
。（
引
用
も
支
障

の
な
い
限
り
傳
統
的
表
記
）

「
ず
」
と
「
づ
」
の
書
き
分
け
も
、
基
本

的
に
は
前
書
「
じ
」
と
「
ぢ
」
の
書
き
分
け

と
同
じ
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
原
則
と
し
て

「
ず
」
を
用
ゐ
る
中
で
、「
同
音
の
連
呼
に
よ
っ

て
生
じ
た
ヅ
」
と
「
２
語
の
聯
合
に
よ
っ
て

生
じ
た
ヅ
」
の
２
つ
が
例
外
で
、「
づ
」
で
書

き
表
す
。

ま
づ
、「
同
音
の
連
呼
」は
、「
つ
づ
み（
鼓
）」

「
つ
づ
く
（
續
く
）」
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。

歴
史
的
假
名
遣
で
「
ひ
と
つ
づ
つ
」
と
書
く

と
同
音
の
連
呼
の
や
う
で
あ
る
が
、
こ
の
「
ず

つ
」
は
い
つ
も
「
つ
」
で
終
わ
る
數
詞
の
後

に
付
く
わ
け
で
は
な
く
、「
十
ず
つ
」「
少
し

ず
つ
」「
半
分
ず
つ
」
な
ど
と
も
用
ゐ
ら
れ
る

の
で
、
同
音
の
連
呼
と
は
言
へ
な
い
。

次
に
、「
２
語
の
聯
合
」
で
あ
る
が
、「
こ

ど
も
づ
く
え
（
子
供
机
）」、「
き
づ
か
れ
（
氣

疲
れ
）」
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
ず
つ
」
は
、
今
日
「
つ
つ
」
と
言
ふ
こ
と
が

な
く
、
常
に
濁
音
で
現
れ
る
の
で
、
２
語
の

聯
合
と
は
し
難
い
。
そ
こ
で
、「
ず
つ
」、「
一

つ
ず
つ
」
と
書
く
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
２

語
の
聯
合
に
つ
い
て
は
、
實
際
問
題
と
し
て
、

語
の
構
成
に
對
す
る
分
析
の
仕
方
で
相
違
も

出
る
。

「
現
代
か
な
づ
か
ひ
」
で
は
、
次
の
や
う

な
語
は
「
２
語
の
聯
合
」
と
認
め
、「
づ
」
を

用
ゐ
る
こ
と
と
し
て
ゐ
る
。

あ
い
そ
づ
か
し
か
た
づ
く
こ

と
づ
て
た
づ
な
等

ま
た
、
次
の
や
う
な
語
は
、
現
代
語
と
し

て
語
構
成
の
分
析
的
意
識
が
な
い
も
の
と
し
、

「
ず
」
を
用
ゐ
る
こ
と
と
し
て
ゐ
る
。

う
な
ず
く
お
と
ず
れ
お
の
ず

か
ら
き
ず
な
等

要
す
る
に
、「
た
づ
な
」
に
「
づ
」
を
用
ゐ

「
き
ず
な
」
に
「
ず
」
を
用
ゐ
る
あ
た
り
が
そ

の
境
目
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
昭
和
六
十
一
年
の
現
代
假
名
遣
以

8



前
の
考
へ
方
が
平
成
に
な
っ
て
か
ら
再
度
公
的

參
考
資
料
と
し
て
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
わ
け
だ
。

似
た
や
う
な
こ
と
は
漢
字
に
も
あ
る
。break

rank
を
手
許
の
英
和
辭
典
は
「
落
後
す
る
」
と

書
く
。
手
許
の
國
語
辭
典
で
は
「
落
伍
す
る
」
だ
。

た
だ
し
「
伍
」
に
は
常
用
漢
字
表
に
な
い
字
で

あ
る
と
の
印
が
つ
い
て
ゐ
て
「
落
後
」
は
代
用

表
記
だ
と
あ
る
。

「
落
後
」
は
別
の
意
味
の
語
だ
か
ら
、
こ
れ

が
代
用
表
記
と
さ
れ
る
に
つ
い
て
は
何
か
文
部

省
の
方
で
決
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
に
違
ひ
な
い
。

そ
れ
が
何
時
で
あ
り
、
何
時
沙
汰
止
み
に
な
っ

た
の
か
を
つ
ま
び
ら
か
に
し
な
い
が
、
英
和
辭

典
の
表
記
は
、
そ
の
と
き
の
國
語
辭
典
に
從
っ

た
た
め
だ
ら
う
。

英
和
辭
典
が
文
部
省
の
表
記
改
革
に
さ
う
丁

寧
に
付
合
っ
て
來
た
可
能
性
は
な
い
か
ら
だ
。
小

學
生
用
國
語
辭
典
は
今
で
も
代
用
表
記
だ
。
ど
う

も
表
記
に
關
す
る
朝
令
暮
改
の
結
果
が
時
差
と

な
っ
て
小
學
生
用
國
語
辭
典
や
英
和
辭
典
に
殘
っ

て
ゐ
る
や
う
だ
。
役
所
が
言
語
の
運
用
を
指
圖

し
よ
う
と
い
ふ
の
が
間
違
ひ
だ
っ
た
。
常
用
漢
字

表
な
ど
廢
止
す
る
に
限
る
。♦

1428(21.1.19)

Ａ
Ｌ
Ｔ
は
廃
止
す
べ
し

一
四
〇
六
號
の
反
響
欄
で
Ａ
Ｌ
Ｔ
は
廢
止
す

べ
き
だ
と
書
い
た
。
補
足
し
た
い
。
Ａ
Ｌ
Ｔ
は
も

と
も
と
黒
字
減
ら
し
の
た
め
に
は
じ
ま
っ
た
と

さ
れ
る
も
の
。
ネ
ッ
ト
で
調
べ
る
と
か
う
あ
る
。

Ａ
Ｌ
Ｔ
受
け
入
れ
の
母
體
に
な
っ
たJE

T

P
rogram

が
、P

laza

合
意
（
昭
和
六
十
年
）

お
よ
び
前
川
レ
ポ
ー
ト
（
昭
和
六
十
一
年
）
を

背
景
に
、
日
米
貿
易
摩
擦
を
解
消
す
る
手
段

と
し
て
、
外
務
省
の
主
導
で
成
立
し
た
こ
と

は
確
か
な
や
う
で
す
。···

下
記
の
高
橋
美
津

子
氏
（
通
譯
・
翻
譯
家
・
英
語
教
育
者
）
が
神

戸
松
蔭
大
學
に
提
出
さ
れ
た
學
位
論
文
の
五

十
八
頁
（
論
文
ペ
イ
ジ
で
は
四
十
七
頁
）
に

は
、
明
確
に
書
か
れ
て
ゐ
ま
す
。

實
際
に
はw

hite
elephant

（
お
荷
物
）
で

あ
り
、
自
分
達
が
何
の
役
に
立
っ
て
ゐ
る
の
か

納
得
で
き
な
い
ま
ま
に
歸
國
す
る
人
も
あ
る
は

ず
だ
。
國
費
を
投
じ
て
自
國
を
侮
蔑
す
る
外
國

人
を
育
て
る
結
果
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い

か
。
グ
ー
グ
ル
で
「
外
國
人
指
導
助
手
」
と
「
效

果
的
活
用
」
と
をand

檢
索
す
る
と
膨
大
な
數

の
ヒ
ッ
ト
が
あ
る
。
ま
だ
方
法
が
檢
討
中
で
あ

る
こ
と
を
窺
は
せ
る
も
の
だ
。

語
學
教
育
が
た
と
へ
華
道
や
茶
道
の
や
う
な

實
技
教
育
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
ん
ど
は
如

何
な
る
流
儀
か
が
問
題
に
な
る
か
ら
出
身
地
な

ど
を
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

語
學
教
育
が
實
技
教
育
で
あ
る
と
す
る
と
、
た

と
へ
ばw

ritten
E

nglish

で
あ
れ
ば
字
の
上
手

下
手
が
問
題
に
な
る
筈
だ
。
し
か
し
、
視
覺
言

語
と
し
て
の
英
語
で
は
字
は
正
し
い
か
間
違
っ

て
ゐ
る
か
で
あ
っ
て
、
上
手
下
手
は
ま
た
別
の

問
題
だ
。spoken

E
nglish

で
も
そ
の
や
う
な

單
位
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
、
小
著

で
訴
へ
た
こ
と
で
し
た
。

高
給
を
拂
っ
て
で
も
し
っ
か
り
し
た
外
國
人

教
師
に
習
ふ
べ
き
レ
ベ
ル
も
あ
る
の
か
も
知
れ

な
い
。
し
か
し
公
教
育
の
場
合
に
は
廢
止
す
る

の
が
よ
い
と
思
ふ
。

¯
1431(21.1.22)

オ
バ
マ
は
黒
人
に
あ
ら
ず

前
田
さ
ん
の
ひ
そ
み
に
な
ら
っ
て
セ
ン
タ
ー

試
驗
の
英
語
の
問
題
を
み
て
み
た
。
そ
れ
で
思
っ

た
こ
と
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
目
は
同
一
の
綴
り

を
含
む
複
數
の
語
を
擧
げ
て
、
該
綴
り
の
發
音

の
他
と
異
な
る
語
を
を
選
べ
と
い
ふ
問
題
に
つ

い
て
。

一
四
〇
六
號
反
響
欄
で
小
論
を
讀
ん
で
欲
し

い
と
書
い
た
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
第
一
部
と
第

二
部
。
後
段
に
次
の
や
う
に
書
い
た
。

試
驗
問
題
に
「
次
の
語
の
う
ち
で
下
線
部

分
の
發
音
が
異
な
る
語
を
選
べ
」
と
い
ふ
の

が
あ
る
。
發
音
の
こ
と
を
紙
に
書
か
せ
て
何

に
な
る
か
と
い
ふ
批
判
を
聞
く
こ
と
が
あ
る

9



が
、
こ
れ
は
言
ひ
換
へ
る
と
「
次
の
語
の
う

ち
シ
ボ
レ
ス
は
ど
れ
か
」
と
い
ふ
こ
と
だ
。
つ

ま
り
は
英
語
の
綴
り
の
文
法
の
知
識
を
試
し

て
ゐ
る
わ
け
で
、
英
語
の
習
熟
度
を
知
る
ま

こ
と
に
格
好
な
問
題
だ
と
い
へ
る
。

順
序
が
逆
に
な
る
が
、
シ
ボ
レ
ス
に
つ
い
て

は
次
の
や
う
に
書
い
た
。

舊
約
聖
書
に
次
の
よ
う
な
件
が
あ
る
。

A
nd

w
hen

any
of

the
fugitives

of

E
phraim

said,”L
et

m
e

go
over,”

the

m
en

of
G

ilead
said

to
him

,
”A

re

you
an

E
phraim

ite?”
W

hen
he

said,

”N
o,”

they
said

to
him

,
”T

hen
say

Shibboleth,”
and

he
said

”Sibbo-

leth,”
for

he
could

not
pronounce

it
right;

then
they

seized
him

and

slew
him

at
the

fords
of

the
Jor-

dan:
and

there
fell

at
that

tim
e

of

the
E

phraim
ites

forty
and

tw
o

thou-

sand.
(Judges

12:5-6)

エ
フ
ラ
イ
ム
を
逃
げ
出
し
た
者
が
、「
渡

ら
せ
て
ほ
し
い
」
と
言
っ
て
來
る
と
、
ギ

レ
ア
ド
人
は
、「
あ
な
た
は
エ
フ
ラ
イ
ム
人

か
」
と
尋
ね
、
「
さ
う
で
は
な
い
」
と
答

へ
る
と
、「
で
は
シ
イ
ボ
レ
ト
と
言
っ
て
み

よ
」
と
言
い
、
そ
の
人
が
正
し
く
發
音
で

き
ず
、「
シ
ボ
レ
ト
」
と
言
ふ
と
、
直
ち
に

捕
ら
へ
、
そ
の
ヨ
ル
ダ
ン
の
渡
し
場
で
亡

き
者
に
し
た
。
そ
の
と
き
エ
フ
ラ
イ
ム
人

四
萬
二
千
人
が
倒
さ
れ
た
。

私
な
ら
シ
ボ
レ
ト
は
チ
ボ
レ
ト
と
譯
し
た

い
と
こ
ろ
だ
が
、
と
に
か
く
シ
ボ
レ
ス
は
部
族

に
よ
っ
て
發
音
が
微
妙
に
異
な
る
語
だ
っ
た
。

こ
の
故
事
に
由
來
し
て
、
シ
ボ
レ
ス
は
合

言
葉
と
い
ふ
意
味
で
使
は
れ
る
。

筆
者
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
辭
書
學
會
の
セ
ミ
ナ
ー

で
、
外
國
人
を
し
て
發
音
を
惑
は
せ
る
よ
う

な
綴
り
の
語
をshibboleth

と
呼
ぶ
こ
と
を

提
唱
し
た
こ
と
が
あ
る
。
シ
ボ
レ
ス
と
み
る

か
ど
う
か
は
、
綴
り
の
文
法
を
ど
こ
ま
で
み
る

か
と
い
ふ
こ
と
と
表
裏
を
な
す
こ
と
で
あ
る
。

以
下
に
そ
の
例
を
掲
げ
る
。

break,
great,

steak,
yea;

bear,
pear,

sw
ear,

tear
(v.),

w
ear

...

だ
か
ら
こ
の
種
の
問
題
に
も
教
育
的
效
果
が

あ
る
と
信
ず
る
次
第
。

さ
て
二
つ
目
で
あ
る
が
、
あ
る
程
度
の
長
さ

の
英
文
を
掲
げ
た
問
題
の
中
に
學
習
者
は
す
べ

か
ら
く
英
々
辭
典
を
使
ふ
べ
し
と
す
る
も
の
が

あ
っ
て
、
我
が
意
を
得
た
り
と
い
ふ
氣
が
し
た
。

英
和
辭
典
で
譯
語
（
對
當
日
本
語
）
を
見
る
だ

け
で
は
、
英
單
語
の
意
味
を
正
し
く
知
る
こ
と

は
難
し
い
。
英
々
辭
典
な
らw

ater

が
日
本
語

で
湯
で
も
水
で
も
あ
る
こ
と
が
が
判
る
と
い
ふ

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
聯
想
が
跳
ぶ
の
で
あ
る
が
、
今
は
さ

う
牧
歌
的
な
時
代
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
思

ふ
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
湯
の
こ
と
を
水
と
呼

ぶ
や
か
ら
が
出
て
き
は
し
な
い
か
と
い
ふ
こ
と

だ
。
か
つ
て
、「
勝
つ
」
と
い
ふ
の
は
「
負
け
る
」

と
對
の
語
で
あ
っ
た
。w

in
the

race

は
「
一

等
に
な
る
」
と
か
、「
優
勝
す
る
」
と
か
譯
す
し

か
な
か
っ
た
。
今
は
競
技
で
一
番
に
な
る
こ
と

を
「
勝
つ
」
と
い
ふ
。
日
本
語
が
變
っ
た
わ
け

だ
。
オ
バ
ラ
は
本
來
日
本
語
で
言
へ
ば
黒
人
で

は
な
い
。
ど
う
考
へ
て
も
混
血
で
あ
っ
て
、
我
々

か
ら
み
れ
ば
白
人
の
血
も
入
っ
て
ゐ
る
の
だ
か

ら
、
白
人
と
呼
ぶ
こ
と
も
同
等
に
可
能
で
あ
ら

う
。
一
滴
で
も
黒
人
の
血
が
混
ざ
っ
て
ゐ
れ
ば

黒
人
に
分
類
す
る
が
ご
と
き
極
論
が
あ
る
の
は

米
國
の
特
殊
事
情
。
そ
れ
を
我
國
が
受
賣
り
す

る
こ
と
は
な
い
。
第
一
、
我
國
に
は
外
國
人
を

皮
膚
の
色
で
區
別
す
る
理
由
な
ど
な
い
の
だ
か

ら
、
黒
人
大
統
領
な
ど
と
形
容
詞
を
關
す
る
こ

と
は
端
か
ら
無
用
の
は
ず
だ
。

オ
バ
マ
大
統
領
の
執
務
第
一
日
目
の
こ
と
を

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
「
事
實
上
の
初
日
」

と
言
っ
た
。
事
實
上
（de

facto

）
は
法
律
上

（de
jure

）
と
對
の
語
。
ま
だ
正
式
の
大
統
領
で

は
な
い
の
か
と
思
っ
た
ら
、
宣
誓
の
や
り
な
ほ

10



し
が
あ
っ
た
か
ら
な
ほ
さ
ら
や
や
こ
し
く
な
っ

た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
も
、
日
本
語
が
ぞ
ろ
っ

ぺ
い
に
な
っ
て
き
て
ゐ
る
證
左
に
や
う
に
感
じ

ら
れ
る
。

英
語
教
師
に
は
國
語
力
が
必
要
だ
と
強
く
思

ふ
次
第
。

¯
1434(21.1.25)

J
y
u
n
ich

i

は
變
だ

一
四
三
七
號
所
載
の
「
Ｉ
Ｔ
化
高
齡
者
の
恐

怖
」
に
「
ア
メ
リ
カ
で
は
躊
躇
ふ
こ
と
な
く
外

國
人
が
全
員
自
宅
に
Ｐ
Ｃ
を
置
き
、
メ
ー
ル
・

ア
ド
レ
ス
を
持
っ
て
ゐ
る
前
提
で
新
た
な
ヴ
ィ

ザ
を
與
へ
る
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
た
」
と
あ
る
。

ハ
ー
ド
に
つ
い
て
は
彼
我
に
差
が
あ
る
と
は
思

は
れ
な
い
の
だ
が
、
メ
ー
ル
・
ア
ド
レ
ス
と
な

る
と
大
き
な
違
ひ
が
あ
る
。

そ
れ
は
ロ
ー
マ
字
の
方
式
が
確
立
し
て
な
く
、

名
前
の
音
も
し
く
は
假
名
が
わ
か
っ
て
も
、
ロ
ー

マ
字
表
記
は
ま
っ
た
く
見
當
が
つ
か
な
い
と
い

ふ
こ
と
。
ロ
ー
マ
字
方
式
が
確
立
し
て
ゐ
な
い
こ

と
は
外
國
人
に
と
っ
て
も
や
っ
か
い
だ
と
、
こ
れ

は
朝
日
新
聞
社
「A

E
R

A

」（
平
成
十
二
年
七
月

十
七
日
號
）
の
「E

ye
on

Japan

」
でA

ndrew

H
orvat

と
い
ふ
人
が
述
べ
て
ゐ
る
こ
と
だ
。
次

の
や
う
な
箇
所
が
あ
る
。

W
hen

m
y

friend
Junichigave

m
e

his

e-m
ail

address,
I

w
as

in
for

a
shock.

H
is

nam
e

w
as

spelled
“jyunichi.”

j

とy

の
結
び
つ
き
な
ど
考
へ
る
こ
と
も
で
き

な
い
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
る
。
マ
行
や

ラ
行
に
濁
點
が
つ
い
た
や
う
な
も
の
と
言
へ
ば

よ
い
だ
ら
う
か
。
英
語
母
語
話
者
は
さ
う
い
ふ

感
覺
を
も
っ
て
ゐ
る
わ
け
だ
。

ホ
ロ
ヴ
ァ
ッ
ト
氏
は
ま
た
次
の
や
う
に
書
く
。

T
oday,rom

ajiis
the

language
ofthe

Internet.
Japanese

softw
are

engineers

w
ho

cannot
input

in
rom

aji
are

un-

able
to

com
pete

w
ith

Indian,
F
ilipino

or
bilingualIsraeliengineers,w

ho
have

learned
the

L
atin

alphabet
properly.

W
orse

yet,
Japanese

com
panies

w
hose

Internet
addresses

are
spelled

according
to

no
know

n
system

w
ill

lose
business.

Such
losses

m
ay

already

have
cost

Japanese
com

panies
trillions

of
yen.

ロ
ー
マ
字
の
せ
い
で
何
兆
圓
も
の
損
失
だ
と

い
ふ
の
だ
。
確
か
に
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
電
話

で
簡
單
に
傳
へ
あ
へ
る
人
に
で
あ
ふ
こ
と
な
ど

め
っ
た
に
な
い
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
表
音
文

字
で
あ
る
と
い
ふ
根
本
的
訓
練
が
な
い
か
らj

とy
の
結
び
つ
き
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
こ
と

も
な
い
わ
け
だ
。
英
語
教
育
の
前
に
ロ
ー
マ
字

教
育
が
あ
る
。
ぜ
ひ
ロ
ー
マ
字
の
方
式
に
つ
い

て
檢
討
し
て
ほ
し
い
。

¯
1439(21.2.1)

「
障
害
者
」
の
表
記
に
つ
い
て

一
三
七
四
號
（
二
十
年
十
一
月
九
日
）
の
反

響
欄
で
平
井
さ
ん
が
「
障
が
い
者
」
と
い
ふ
表

記
の
こ
と
を
問
題
に
さ
れ
た
。

障
碍
者
の
「
碍
」
の
字
の
使
用
を
制
限
し
た
た

め
に
代
用
表
記
の
障
害
者
と
し
た
と
こ
ろ
、
害

は
障
碍
者
を
邪
魔
者
に
し
て
ゐ
る
や
う
だ
か
か

ら
と
、「
障
が
い
者
」
と
表
記
す
る
、
そ
の
氣
持
は

判
る
が
と
、
何
時
も
の
平
井
さ
ん
と
し
て
は
や

や
齒
切
れ
が
惡
い
け
れ
ど
、
こ
の
よ
う
な
愚
を

繰
り
返
し
て
日
本
語
を
壞
す
の
だ
が
、
ど
う
せ

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
令
だ
ら
う
と
い
ふ
と
こ
ろ
、
ど
う

も
さ
う
で
は
な
く
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
便
乘
し
て
表
音

主
義
者
が
や
っ
た
こ
と
の
や
う
に
思
は
れ
て
な

ら
な
い
。
醫
療
用
語
が
判
り
に
く
い
か
ら
と
、
言

換
へ
案
を
考
へ
る
役
所
が
今
で
も
あ
る
か
ら
だ
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
次
の
號
に
こ
の
問
題
に
つ

い
て
埼
玉
の
Ｎ
生
さ
ん
か
ら
、
何
か
別
の
表
現

を
工
夫
し
た
ら
だ
う
か
と
い
ふ
提
案
が
あ
っ
た
。

そ
れ
が
結
局
傳
統
を
斷
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
と

思
ふ
。
第
一
、
判
り
や
す
い
こ
と
が
そ
れ
ほ
ど

大
事
な
こ
と
な
の
だ
ら
う
か
。
醫
療
用
語
な
ど

11



は
判
り
や
す
さ
よ
り
精
確
で
あ
る
こ
と
が
重
要

だ
ら
う
し
、
專
門
術
語
が
一
般
の
人
に
通
じ
な

い
こ
と
に
も
效
能
が
あ
る
の
だ
と
思
ふ
。
食
事

時
の
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
、「
刺
し
殺
す
」
と
判
り
や

す
く
言
ふ
よ
り
「
刺
殺
」
と
漢
語
で
言
っ
て
も

ら
っ
た
方
が
よ
い
。

¯
1377(20.11.11)

王
樣
は
裸
だ

麻
生
内
閣
が
た
う
と
う
議
員
定
數
削
減
の
こ

と
ま
で
言
ひ
だ
し
た
。
國
語
問
題
も
自
分
達
の

保
身
を
考
へ
ず
に
や
っ
て
も
ら
ひ
た
い
も
の
だ
。

國
語
審
議
會
で
な
く
、
今
は
文
化
審
議
會
國

語
分
科
會
と
言
ふ
ら
し
い
け
れ
ど
、
委
員
は
國

立
國
語
研
究
所
出
身
者
で
あ
っ
た
り
、
大
學
の

人
で
あ
っ
た
り
、
と
に
か
く
文
部
當
局
の
人
が

多
い
。
戰
後
の
國
語
行
政
の
基
本
の
と
こ
ろ
を

質
問
し
た
り
す
る
や
う
な
人
は
排
除
し
て
あ
る

筈
だ
。

一
月
二
十
九
日
の
文
化
審
議
會
總
會
で
里
中

滿
智
子
委
員
が
地
面
は
ヂ
メ
ン
で
は
な
い
か
と

素
人
の
や
う
な
質
問
を
し
た
の
は
當
局
と
し
て

は
豫
想
外
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
い
ぶ
か
し

く
思
っ
て
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
ら
彼
女
は
著
作
權

分
科
會
分
屬
で
あ
っ
た
。
里
中
委
員
の
質
問
に

對
す
る
回
答
は
「
現
代
假
名
遣
ひ
は
多
く
の
人

が
分
り
や
す
い
書
き
方
を
定
め
て
ゐ
る
。
知
識

の
あ
る
人
ほ
ど
矛
盾
を
感
ず
る
」
と
い
ふ
も
の
。

友
人
は
「
現
代
假
名
遣
で
執
筆
す
る
に
は
馬
鹿

に
な
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
す
ね
。

い
や
大
變
だ
。
私
は
死
ん
で
も
御
免
で
す
よ
。」

と
言
ふ
。
い
や
、
矛
盾
を
感
ず
る
の
に
知
識
は

必
要
な
い
。
里
中
委
員
は
「
王
樣
は
裸
だ
」
と

叫
ん
だ
だ
け
の
こ
と
。
文
部
省
式
は
分
り
易
く

は
な
い
。
單
に
假
名
字
母
を
節
約
す
る
こ
と
が

大
事
だ
と
い
ふ
考
へ
を
刷
り
込
ん
で
矛
盾
を
矛

盾
だ
と
感
じ
な
く
し
て
ゐ
る
だ
け
だ
。
膨
大
な

國
費
を
投
じ
て
國
語
の
感
覺
の
狂
っ
た
國
語
教

師
を
育
て
、
全
國
民
の
感
覺
を
狂
は
せ
て
ゐ
る

の
が
今
の
公
教
育
だ
。
國
語
の
感
覺
を
ま
だ
損

ね
て
ゐ
な
い
人
も
、
つ
ま
り
變
な
知
識
の
な
い

人
な
ら
誰
で
も
矛
盾
を
感
じ
る
は
ず
だ
。

文
部
當
局
の
寄
っ
て
立
つ
究
極
の
も
の
は
ヂ

と
ジ
と
は
同
音
だ
と
い
ふ
こ
と
。
ロ
ー
マ
字
で

書
き
分
け
な
い
か
ら
だ
。
假
名
以
上
に
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
の
方
が
破
擦
音
と
摩
擦
音
の
區
別
は
鋭

い
。
そ
れ
を
區
別
し
な
い
ロ
ー
マ
字
の
方
式
に

こ
そ
問
題
が
あ
っ
た
。
表
音
主
義
者
は
音
を
主

と
し
表
記
を
從
と
し
た
か
ら
、
國
語
の
先
生
は

教
へ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
。
戰
前
の
や
う
に

正
書
法
（
語
に
よ
っ
て
同
音
の
假
名
を
書
き
分

け
る
）
と
い
ふ
こ
と
が
な
い
。
そ
の
や
う
な
も

の
に
煩
は
せ
ら
れ
な
く
て
も
よ
し
と
し
た
の
だ
。

だ
か
ら
國
語
を
教
へ
る
は
ず
が
内
容
ば
か
り
を

問
題
に
す
る
。
一
度
、
小
學
校
の
國
語
の
研
究

授
業
を
見
る
機
會
が
あ
っ
た
が
、
驚
い
た
の
は

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
ふ
こ
と
を
標
榜
し

て
ゐ
た
こ
と
と
、
太
郎
や
花
子
の
行
動
の
意
味

を
問
ふ
一
種
道
徳
教
育
の
や
う
な
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
。
試
驗
問
題
は
作
成
す
る
の
も
大
變
だ

ら
う
が
採
點
す
る
と
な
る
と
な
ほ
大
變
だ
ら
う

と
感
じ
た
も
の
だ
。
三
つ
の
教
室
を
見
た
が
ど

こ
で
も
文
字
の
書
き
方
や
讀
み
方
を
教
へ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。

實
際
、
音
聲
が
基
本
で
あ
り
、
言
語
が
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
も
の
で
あ
れ
ば
文
字

の
必
要
は
な
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
水

平
方
向
の
も
の
、
同
時
代
だ
け
が
問
題
だ
。
文

字
は
垂
直
方
向
の
も
の
、
傳
達
を
可
能
に
す
る
。

人
類
に
はD

N
A

に
蓄
積
さ
れ
た
情
報
の
ほ
か

に
、
外
部
記
憶
裝
置
に
蓄
積
さ
れ
た
膨
大
な
情

報
が
あ
る
。
そ
の
利
用
法
を
次
世
代
に
傳
へ
る

こ
と
、
教
育
と
は
さ
う
い
ふ
も
の
で
は
な
い
の

か
。
常
用
漢
字
表
に
お
け
る
削
除
候
補
を
み
れ

ば
、
文
部
科
學
省
は
さ
う
考
へ
て
ゐ
な
い
の
だ
。

假
名
字
母
の
節
約
の
結
果
、
戰
前
の
漢
和
辭

典
で
ヂ
で
あ
っ
た
「
地
」
の
音
が
今
は
殆
ど
の
漢

和
辭
典
で
ジ
だ
。
前
に
常
用
漢
字
表
を
廢
止
す

べ
し
と
書
い
た
が
、
も
し
廢
止
す
れ
ば
漢
和
辭

典
も
作
り
か
へ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
常
用
漢

字
表
を
廢
止
す
れ
ば
デ
ー
タ
ー
檢
索
で
字
體
の

違
ひ
を
氣
に
せ
ず
に
濟
む
し
、
漢
字
圈
か
ら
の
留

學
生
に
と
っ
て
も
朗
報
で
あ
ら
う
が
、
教
科
書
を
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は
じ
め
國
語
辭
典
や
漢
和
辭
典
の
改
定
な
ど
膨

大
な
作
業
を
伴
ふ
こ
と
を
覺
悟
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
出
版
業
や
印
刷
業
に
と
っ
て
の
内
需
擴
大
と

み
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

¯
1445(21.2.8)

J
y
u
n
ich

i

は
變
だ
（
二
）

（
一
四
四
五
號
反
響
欄
に
「
私
達
、
日
本
人

の
感
性
か
ら
言
ひ
ま
す
と
、ju

（
ジ
ュ
）
とjyu

（
ジ
ュ
）
ど
ち
ら
で
も
、
構
は
な
い
や
う
に
思
ひ

ま
す
。
た
し
か
に
、jyu

は
、y

が
入
っ
て
ゐ
る

分
、
ュ
音
が
ダ
ブ
る
や
う
な
氣
も
し
ま
す
が
、
名

前
で
、
博
、
博
史
、
こ
れ
は
、
ど
ち
ら
も
、
ヒ
ロ

シ
で
す
が
、
最
初
、
博
史
を
見
た
時
、
ヒ
ロ
シ

シ
？

と
思
っ
た
が
、
こ
れ
で
ヒ
ロ
シ
と
讀
む
ん

だ
と
聞
い
て
納
得
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

ん
な
ふ
う
に
考
へ
て
い
け
ば
、ju

とjyu

の
差

異
は
氣
に
な
り
ま
せ
ん
。
最
近
は
、
日
本
食
が

世
界
的
な
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
ゐ
る
や
う
で
す
が
、

以
上
の
よ
う
な
日
本
的
感
性
も
日
本
語
の
ロ
ー

マ
字
表
記
の
世
界
に
、
も
っ
と
自
信
を
も
っ
て

取
り
入
れ
て
ほ
し
い
と
思
ひ
ま
し
た
。
さ
ら
に

本
音
を
申
し
上
げ
る
と
、ju

よ
り
も
、jyu

と

表
記
す
る
方
が
日
本
人
に
は
表
記
し
や
す
い
や

う
に
も
思
へ
る
の
で
す
。···

英
語
のknow

の

k

が
音
と
し
て
脱
落
し
て
い
る
や
う
に
、
あ
る

事
情
が
あ
っ
て
、jyu

のy

は
、zyu

の
形
式

に
倣
っ
た
だ
け
で
、
實
際
上
は
、jyu

のy

の

音
は
音
と
し
て
は
脱
落
し
て
考
へ
る
と
説
明
し

て
、
違
和
感
を
感
じ
る
外
國
人
の
方
に
、
納
得
し

て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。
日
本
語
の
音
韻

事
情
か
ら
そ
の
よ
う
な
表
記
に
な
っ
て
し
ま
う

自
然
な
事
情
を
、
そ
の
や
う
に
説
明
す
る
こ
と

で
、
誤
解
な
く
納
得
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は

な
い
か
と
筆
者
は
思
ふ
の
で
す
。」
と
の
投
稿
）

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
はletter

、
こ
れ
は
は
元
來

音
の
單
位
を
も
意
味
し
た
。
で
す
か
ら
一
字
一

字
發
音
し
て
行
く
。
さ
う
す
る
とj

の
あ
と
のy

で
つ
ま
づ
く
と
い
ふ
だ
け
の
こ
と
。
英
語
も
も

ち
ろ
ん
こ
れ
が
原
則
。
御
説
に
從
へ
ば
日
本
人

に
學
び
や
す
い
よ
う
に
英
語
を
變
へ
て
し
ま
っ

て
か
ま
は
な
い
で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
に
な

る
。
も
ち
ろ
ん
、
英
語
だ
と
こ
の
原
則
が
貫
徹
し

て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
。
閉
鎖
音
に
始
ま
る
重

子
音
は
該
子
音
が
流
音
で
な
い
限
り
頭
の
閉
鎖

音
を
發
音
し
な
い
と
い
ふ
規
則
が
あ
る
か
ら
で

す
。know

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。gnom

on,

bdellium
,

C
tenoid,

knight,
pneum

onia,

psychology,
ptom

ain,
xylophone

な
ど
す

べ
て
さ
う
な
の
で
す
。true,plural

で
は
發
音

す
る
。

せ
め
て
ロ
ー
マ
字
の
や
う
な
場
合
は
規
則
は

簡
單
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
な
ら
ま
だ
し
も
、

ロ
ー
マ
字
の
場
合
に
わ
ざ
わ
ざ
規
則
を
複
雜
に

す
る
必
要
は
な
い
と
思
ふ
の
で
す
。

我
々
は
親
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
母
國

も
母
語
も
、
そ
こ
に
生
ま
れ
落
ち
る
も
の
。
外
國

語
を
學
ぶ
場
合
も
、
謙
虚
に
そ
れ
を
受
け
い
れ

る
し
か
な
い
。
表
音
主
義
者
は
さ
う
は
考
へ
な

い
。
常
に
リ
セ
ッ
ト
し
て
そ
の
時
點
で
最
適
な

も
の
を
求
め
て
行
か
う
と
す
る
わ
け
で
す
。
常

用
漢
字
表
の
改
定
が
永
遠
に
繰
り
返
さ
れ
る
の

は
そ
の
た
め
で
す
。
傳
統
を
そ
の
ま
ま
に
、
そ

れ
に
寄
り
さ
ふ
と
い
ふ
こ
と
を
し
な
い
。
さ
う

し
て
み
る
と
、
そ
の
合
理
性
が
わ
か
る
は
ず
な

の
で
す
が
。

ホ
ル
バ
ッ
ト
氏
が
損
失
を
兆
の
單
位
と
さ
れ

た
の
は
平
成
十
二
年
。
今
は
如
何
ほ
ど
に
な
る

の
で
せ
う
か
。
な
ほ
ホ
ル
バ
ッ
ト
氏
は
ヘ
ボ
ン

式
の
缺
陷
は
お
わ
か
り
で
な
か
っ
た
。
だ
か
ら

假
名
の
問
題
を
拔
き
に
し
て
の
算
定
。
假
名
の

た
め
に
國
語
教
育
が
被
っ
て
ゐ
る
損
失
は
は
か

り
知
れ
な
い
。
試
驗
問
題
の
こ
と
を
書
い
た
の

は
そ
の
た
め
で
す
。

¯
1446(21.2.9)

J
y
u
n
ich

i

は
變
だ
（
三
）

子
供
は
ロ
ー
マ
字
の
こ
と
を
英
語
と
い
ふ
こ

と
が
あ
る
。
文
字
と
言
語
は
ま
っ
た
く
別
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
言
ひ
方
は
間
違
ひ
だ
。
し
か
し

何
が
し
か
の
眞
理
を
含
ん
で
ゐ
る
と
も
言
へ
る
。

と
に
か
く
ロ
ー
マ
字
教
育
と
英
語
教
育
は
密
接

な
關
係
が
あ
る
の
は
事
實
だ
。
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し
か
し
、
今
の
ロ
ー
マ
字
教
育
は
そ
ん
な
こ

と
に
は
斟
酌
し
な
い
。
純
一
をJyunichi

の
や

う
に
綴
る
人
も
あ
る
の
は
そ
の
結
果
だ
と
思
ふ
。

し
か
し
、
こ
の
や
う
な
綴
り
はj

とy

の
結
び

つ
き
か
ら
し
て
英
語
母
語
話
者
に
は
不
可
能
だ

と
い
ふ
こ
と
を
書
い
た
（1439

號09.2.1

）。

こ
れ
に
對
し
て
新
埼
玉
さ
ん
よ
り
「jyu

で

も
か
ま
は
な
い
で
は
な
い
か
。
い
や
む
し
ろju

よ
りjyu

の
方
が
日
本
人
に
と
っ
て
は
自
然
な

の
だ
。
こ
の
や
う
な
日
本
人
の
ロ
ー
マ
字
表
記

を
積
極
的
に
認
め
る
べ
き
だ
」
と
い
ふ
趣
旨
の

主
張
が
あ
っ
た
（1445

號09.2.8

）。

そ
れ
で
「
日
本
人
に
學
び
や
す
い
よ
う
に
英

語
を
變
へ
て
し
ま
っ
て
構
わ
な
い
で
は
な
い
か

と
い
ふ
こ
と
に
な
る
」

と
書
い
た
（
一
四
四

六
號
）。

し
か
し
、
そ
の
や
う
な
こ
と
は
こ
と
は
言
っ

て
な
い
と
仰
せ
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
や
う

な
發
言
は
な
い
。
た
だ
御
主
張
の
筋
を
追
っ
て

い
く
と
、
英
語
を
改
良
し
て
構
は
な
い
と
い
ふ

主
張
と
同
じ
こ
と
に
な
る
と
思
っ
た
次
第
。
し

か
し
今
回
の
御
主
張
を
拜
見
し
て
、
筋
が
見
え

て
ゐ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
英
語
と
ロ
ー

マ
字
と
で
は
單
音
文
字
に
よ
る
表
記
と
い
ふ
點

で
も
共
通
で
は
な
い
と
さ
れ
る
の
だ
。
こ
れ
は

「
英
語
と
日
本
語
の
音
韻
の
言
語
上
の
差
異
に
起

因
す
る
表
記
差
異
」
以
前
の
問
題
の
筈
。

で
は
そ
も
そ
も
何
故
英
語
の
表
記
の
こ
と
を

問
題
に
さ
れ
た
の
か
。
一
般
に
外
國
語
の
入
門

書
は
最
初
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
一
覽
表
を
掲

げ
、
字
母
の
名
前(nom

en)

、
形(figura)

、
音

價(potestas)

と
を
説
明
す
る
。
さ
う
で
な
い

の
は
英
語
だ
け
だ
。
要
す
る
に
英
語
が
單
音
文

字
表
記
だ
と
い
ふ
認
識
は
一
般
に
薄
い
。
ロ
ー

マ
字
を
單
音
文
字
と
せ
ず
、
恣
意
的
記
號
と
み

て
、
そ
の
意
味
は
假
名
と
の
關
係
で
別
に
規
定

す
る
、
こ
れ
が
實
際
に
行
は
れ
て
ゐ
る
方
法
で

あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。
そ
れ
で
英
語
の
學
習
の

と
き
も
そ
れ
で
や
る
と
な
る
と
非
常
に
效
率
の

惡
い
も
の
に
な
る
。
英
語
の
力
が
つ
い
て
き
て
、

ど
う
も
ロ
ー
マ
字
と
は
違
ふ
や
う
だ
と
氣
づ
く

と1447
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夕
刊)

反
響
欄
の
松
戸
市

在
住
の
異
邦
人
子
の
奧
方
の
や
う
に
「
ロ
ー
マ

字
を
習
は
な
け
れ
ば
良
か
っ
た
」
と
い
ふ
氣
持

に
な
る
の
は
當
然
だ
。

歐
米
人
で
ラ
テ
ン
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
本
來

と
す
る
複
數
の
言
語
を
操
る
人
の
場
合
、
大
抵

は
訛
る
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
氣
が
す
る
。
つ

ま
りletter

を
媒
介
に
し
て
干
渉
が
起
こ
る
だ

ら
う
と
思
ふ
。

英
語
に
つ
い
て
單
音
文
字
に
よ
る
表
記
で
あ

る
と
い
ふ
こ
と
に
御
異
論
は
な
い
の
か
。
ま
た

ロ
ー
マ
字
が
單
音
文
字
に
よ
る
表
記
で
な
い
と

し
た
場
合
、
一
體
い
か
な
る
原
則
に
基
づ
き
、
ど

の
や
う
な
人
が
用
ゐ
る
も
の
な
の
か
。
も
し
外

國
人
に
説
明
す
る
と
し
て
假
名
が
使
へ
な
い
と

き
は
ど
の
や
う
に
説
明
な
さ
る
お
つ
も
り
な
の

か
。
い
や
そ
も
そ
も
單
音
文
字
に
よ
る
表
記
と

い
ふ
も
の
を
ど
の
や
う
に
お
考
へ
な
の
か
。

單
音
文
字
表
記
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
は

「letter

が
音
の
單
位
で
も
あ
っ
た
」
と
い
ふ
こ

と
以
上
の
こ
と
は
書
い
て
ゐ
な
い
。
單
音
文
字

で
は
音
價
と
名
前
は
原
則
的
に
同
一
だ
。
い
や

單
音
文
字
に
限
ら
な
い
。
音
節
文
字
つ
ま
り
假

名
で
も
同
樣
。
イ
ロ
ハ
の
イ
の
字
の
名
前
は
イ

で
あ
る
こ
と
明
白
。abc

のa

が
エ
イ
で
あ
る

の
は
、a

の
字
の
開
音
節
に
お
け
る
音
そ
の
も

の
だ
。
子
音
の
場
合
は
名
前
と
し
て
自
然
に
あ

る
響
き
（
母
音
）
を
伴
ふ
。p

やt

の
名
前
は
、

そ
れ
ぞ
れpe

te

だ
。
こ
のe

は
英
語
の
開
音

節
で
は
イ
ー
だ
か
ら
字
母
の
名
前
は
即
ち
ピ
ー
、

テ
ィ
ー
だ
。s

の
場
合
はe

が
前
に
つ
い
てes

だ
。e

の
閉
音
節
に
お
け
る
音
價
は
エ
だ
か
らs

の
名
前
は
エ
ス
だ
。

j

の
名
前
はja

だ
。
こ
こ
にj

の
特
殊
性
が

す
で
に
あ
る
。
ま
たy

の
名
前
はw

i

だ
。
こ

こ
に
も
特
殊
性
が
あ
る
。
か
う
い
っ
た
こ
と
が

わ
か
っ
て
來
る
と
、
ま
た
御
主
張
さ
れ
る
綴
り

の
合
理
性
も
見
え
方
が
違
っ
て
來
る
か
も
し
れ

な
い
。

そ
れ
か
ら
、jyu

の
合
理
性
は
昭
和
二
十
年

代
の
人
な
ら
わ
か
る
筈
だ
と
の
御
主
張
は
、
別
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の
世
代
の
人
は
又
そ
の
世
代
な
り
に
最
適
な
方

式
を
工
夫
す
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
る
の
か
。
い
や
、

訓
令
式
に
も
ヘ
ボ
ン
式
に
も
な
いjyu

と
い
ふ

表
記
が
合
理
的
で
あ
る
と
す
る
授
業
を
も
し
受

け
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
き
は
め
て
特
殊

な
經
驗
で
、
お
手
前
の
教
室
だ
け
だ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
全
國
は
お
ろ
か
全
校
に
及
ぼ
す
の

も
勇
氣
が
い
る
や
う
に
思
ふ
も
の
で
す
。
い
や
、

こ
こ
の
議
論
は
、
そ
も
そ
も
、
教
へ
る
場
合
の

方
式
に
つ
い
て
も
等
し
く
考
へ
る
こ
と
で
は
な

い
の
か
。
も
し
さ
う
で
あ
れ
ば
御
自
分
の
授
業

の
體
驗
は
い
っ
た
ん
括
弧
に
く
く
っ
て
議
論
の

場
に
持
ち
出
す
べ
き
で
は
な
い
筈
。

な
ほ
、
ジ
ィ
と
い
ふ
表
記
で
す
が
、
こ
れ
が

何
を
表
す
の
か
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。
昨
年
、

岩
波
書
店
に
質
問
の
葉
書
を
出
し
た
こ
と
が
あ

る
。
次
の
や
う
な
も
の
で
す
。

先
日
、
孫
へ
の
土
産
に
『
ナ
ル
ニ
ア
國
物

語
』
を
求
め
て
讀
ん
で
き
か
せ
よ
う
と
し
て

の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
冒
頭
の
人
名
表
記
に
つ

ま
づ
い
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
ル
ー
シ
ィ
と
い

ふ
名
前
で
す
。
こ
れ
は
如
何
な
る
音
を
表
し

て
ゐ
る
の
で
せ
う
か
。
瀬
田
貞
二
先
生
の
原

稿
か
ら
さ
う
な
っ
て
ゐ
る
の
で
せ
う
か
。
ル
ー

ス
ィ
か
ル
ー
シ
ー
な
ら
判
る
の
で
す
が
、
ル
ー

シ
ィ
ば
か
り
は
見
當
が
附
き
ま
せ
ん
。

當
方
、
擴
張
ヘ
ボ
ン
式
な
る
翻
字
式
ロ
ー

マ
字
を
提
唱
し
て
ゐ
て
、
五
十
音
圖
に
あ
る

も
の
は
悉
く
翻
字
で
き
る
方
法
だ
と
自
負
し

て
を
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
ば
か
り
は
思
案
の

外
で
御
座
い
ま
し
た
。
諭
吉
は
ミ
ッ
ヅ
ル
カ

ラ
ッ
ス
と
書
い
て
ゐ
た
の
に
ミ
ッ
ズ
ル
カ
ラ
ッ

ス
と
書
い
て
ゐ
た
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
北
郷
山
人
の
サ
イ
ト
の
月

譚
「
遠
景
」（
十
七
年
四
月
十
日
）
を
參
照
い

た
だ
け
れ
ば
さ
い
は
ひ
で
す
。
云
々

な
ほ
、
三
文
字
に
よ
る
拗
音
表
記
は
自
然
に

身
に
つ
く
と
仰
せ
で
す
が
、
幼
兒
を
み
て
ゐ
る

と
な
か
な
か
さ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
だ
よ
ち

よ
ち
あ
る
き
の
段
階
で
は
必
ず
三
文
字
を
別
々

に
讀
む
。
歴
史
的
假
名
遣
で
二
文
字
の
方
が
簡

單
か
も
し
れ
な
い
。
謠
曲
で
曾
我
十
郎
の
十
は

ジ
フ
。
現
代
假
名
遣
だ
と
ジ
ュ
ウ
と
三
文
字
か

も
知
れ
な
い
。
こ
の
最
初
の
音
を
ジ
と
發
音
し

な
い
と
何
度
も
直
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
を
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
。

現
代
假
名
遣
は
各
自
最
適
な
表
記
を
工
夫
で

き
る
の
が
原
則
な
の
で
バ
ベ
ル
の
塔
を
招
來
し

た
わ
け
だ
が
、
ロ
ー
マ
字
で
は
、
そ
れ
に
輪
を

か
け
て
大
變
な
状
態
だ
。
吉
祥
寺
の
場
合
、
チ

にti,
chi

、
ジ
ョ
ー
にzyou,

zyo,
zyō,

zyô,

jou,jo,jō,jô,jyou,jyo,jyō,jyô

ヂ
にzi,

ji
の
組
合
せ
で
四
十
八
通
り
の
表
記
が
あ
る
こ

と
に
な
る
。

外
國
人
は
ロ
ー
マ
字
を
單
音
文
字
表
記
と
見

る
。
異
な
る
綴
り
は
異
な
る
音
を
表
す
わ
け
で
、

つ
ま
り
別
の
地
名
に
な
る
。
い
づ
れ
に
し
て
も

さ
う
覺
悟
す
べ
き
だ
と
思
ふ
。
も
っ
と
も
、
こ

の
覺
悟
は
今
の
爲
政
者
に
も
な
い
の
で
す
が..

以
上
筋
が
見
え
な
い
ま
ま
に
一
筆
致
し
ま
し

た
。
妄
言
多
謝
。

最
後
に
、
當
方
の
舌
足
ら
ず
だ
っ
た
と
思
ふ

と
こ
ろ
を
少
し
補
足
し
ま
す
。

用
語
で
は
流
音
と
閉
鎖
音
。
流
音
はliquid

の
譯
語
。r

とl

の
總
稱
。
閉
鎖
音
は
破
裂
音
と

言
は
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
閉
鎖
し
た
も
の

が
破
裂
し
て
音
と
な
る
。
母
音
が
續
け
ば
破
裂

音
と
な
る
。
子
音
が
續
け
ば
破
裂
し
な
い
。
こ
の

傾
向
が
あ
る
か
ら
重
子
音
の
と
き
に
最
初
の
閉

鎖
音
が
消
滅
す
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
。
流
音

は
純
粋
の
子
音
と
異
な
り
母
音
的
機
能
を
持
っ

て
ゐ
る
わ
け
だ
。

國
語
表
記
に
準
へ
て
言
へ
ば
英
語
の
綴
り
は

歴
史
的
假
名
遣
で
現
代
假
名
遣
に
當
た
る
の
は

發
音
記
號
に
よ
る
表
記
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
う
。

音
を
基
本
と
し
た
發
音
表
記
は
一
つ
の
語
に
對

し
て
種
々
異
な
る
も
の
に
な
る
。
現
代
假
名
遣

も
方
言
に
よ
る
書
き
分
け
を
一
部
認
め
て
ゐ
た

こ
と
も
あ
る
が
、
と
に
か
く
「
表
記
の
ぶ
れ
」
を

許
容
す
る
。
英
語
の
綴
り
に
も
規
則
が
あ
る
の
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で
は
と
考
へ
た
も
の
の
一
つ
が
閉
鎖
音
に
始
ま

る
重
子
音
の
こ
と
で
あ
っ
た
。xylophone

に

つ
い
て
言
へ
ば
、x

はk+
s

こ
れ
が
、
強
母
音

の
前
で
は
有
聲
化
す
る
の
でg+

z

こ
のg

が

發
音
さ
れ
ず
ザ
イ
ロ
フ
ォ
ン
と
な
る
わ
け
で
す
。

つ
い
で
な
が
らanxious

の
場
合
はank

sious

と
な
る
。
前
半
のn
はk
の
前
な
の
で
軟
口
蓋

鼻
音
と
な
る
。
語
尾
のous
は
全
體
と
し
て
弱

化
し
ア
ス
と
な
る
。
弱
母
音
の
前
のi

は
口
蓋

化
し
、
直
前
の
齒
莖
音
を
同
化
す
る
の
で
シ
ャ

ス
と
な
る
。
そ
れ
で
結
局
ア
ン
ク
シ
ャ
ス
と
な

る
わ
け
だ
。
つ
ま
りxylophone

もanksious

も
發
音
記
號
で
書
け
ば
全
く
異
な
る
表
記
に
な

る
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
組
み
立
て
て
説
明
で

き
な
い
發
音
で
は
な
い
。

語
末
のous

が
ア
ス
だ
と
書
い
た
が
母
音
連

續
は
單
一
の
母
音
を
表
す
こ
と
が
多
い
。
ロ
ド

リ
ゲ
ス
の
場
合
を
見
る
と
、
ア
ク
セ
ン
ト
符
號

を
用
ゐ
て
母
音
連
續
を
た
た
み
込
ん
で
ゐ
る
。
こ

の
方
式
で
表
さ
れ
た
も
の
を
一
般
に
長
母
音
と

呼
ぶ
が
、
ど
う
も
母
音
連
續
を
減
ら
す
の
が
本

來
の
機
能
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
い

ふ
の
も
、
日
本
語
の
母
音
連
續
は
た
た
み
込
ん

で
よ
い
場
合
と
さ
う
で
な
い
場
合
が
明
確
に
區

別
さ
れ
て
ゐ
た
か
ら
だ
し
、
ま
た
用
ゐ
ら
れ
た

ア
ク
セ
ン
ト
符
號
に
は
二
種
類
あ
っ
て
、
元
來
は

長
短
二
種
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
示
す
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
だ
。

だ
か
ら
、
歴
史
的
假
名
遣
を
不
合
理
と
し

て
現
代
假
名
遣
な
る
も
の
に
切
り
替
へ
た
こ
と

が
、
か
へ
っ
て
合
理
性
を
損
な
い
、
ロ
ー
マ
字

に
翻
字
し
た
と
き
讀
み
に
く
い
も
の
と
な
っ
た
。

¯
1448(21.2.11)

文
部
官
僚
の
面
從
腹
背
を
こ
そ

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
一
日
土
曜
日
の
日

本
經
濟
新
聞
最
終
頁
の
文
化
欄
は
「
ネ
ッ
ト
時
代

の
書
き
言
葉
論
爭
」
と
い
ふ
題
で
國
語
の
未
來

を
め
ぐ
る
諸
氏
の
議
論
を
取
上
げ
て
ゐ
る
。
し

か
し
戰
後
の
國
語
行
政
に
觸
れ
た
も
の
が
な
い

の
が
不
思
議
だ
。

同
じ
日
の
夕
刊
一
面
の
コ
ラ
ム
「
あ
す
へ
の

話
題
」
は
物
理
學
者
に
し
て
俳
人
の
有
馬
朗
人

氏
の
「
教
師
の
情
熱
」。
濱
松
中
學
三
年
の
と
き

に
敗
戰
。
戰
災
で
燒
け
出
さ
れ
教
科
書
な
ど
は

全
く
な
く
、
ノ
ー
ト
も
か
ら
う
じ
て
手
に
入
れ

た
藁
半
紙
で
あ
っ
た
と
き
、
國
語
の
三
浦
利
三

郎
先
生
は
萬
葉
集
か
ら
授
業
を
始
め
ら
れ
た
由
。

三
浦
先
生
は
「
よ
く
聞
き
な
さ
い
」
と
言
っ

て
、「
籠
も
よ/

み
籠
も
ち/

掘
串
も
よ/

み
掘
串

持
ち
」
と
讀
み
、
漢
字
や
難
し
い
言
葉
を
黒
板

に
書
く
。「
書
き
な
さ
い
」
と
も
う
一
度
讀
み
上

げ
る
。
生
徒
は
一
生
懸
命
書
き
取
る
。
先
生
は

も
う
一
度
讀
み
上
げ
る
。
ち
ゃ
ん
と
書
き
取
っ

た
か
確
か
め
さ
せ
た
後
、
言
葉
の
意
味
や
、
歌

の
解
釋
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
話
を
付
け
加
へ
て
下

さ
る
。

か
う
や
っ
て
三
年
の
と
き
萬
葉
集
、
四
年
の
一

二
學
期
は
古
事
記
の
出
雲
神
話
の
一
部
と
日
本

武
尊
の
東
征
か
ら
白
鳥
に
な
る
ま
で
の
話
、
三

學
期
は
奧
の
細
道
の
初
め
を
學
ん
だ
と
い
ふ
。
教

科
書
は
な
く
、
先
生
の
聲
と
目
と
手
で
進
め
ら
れ

る
授
業
は
遲
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
が
、
一
語

一
語
が
心
や
體
に
し
み
こ
ん
で
い
っ
た
さ
う
だ
。

敗
戰
直
後
、
日
本
文
化
に
對
す
る
痛
烈
な
批

判
が
充
滿
し
、
萬
葉
集
、
特
に
古
事
記
は
、
誤

れ
る
皇
國
神
話
と
し
て
唾
棄
さ
れ
ん
ば
か
り
で

あ
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
に
も
か
か
は
ら
ず
三
浦

先
生
の
こ
の
や
う
な
授
業
を
受
け
た
お
蔭
で
萬

葉
集
の
歌
の
美
し
さ
、
古
事
記
神
話
の
面
白
さ
、

奧
の
細
道
の
素
晴
ら
し
さ
を
學
ぶ
こ
と
が
で
き

た
と
有
馬
氏
は
言
ふ
。

そ
し
て
、
教
師
の
情
熱
の
大
切
さ
、
教
育
は

量
の
多
寡
が
問
題
で
は
な
く
最
小
限
で
も
教
へ

た
こ
と
を
き
ち
ん
と
覺
え
さ
せ
、
そ
の
知
識
を

基
に
、
自
ら
學
び
考
へ
應
用
し
て
い
く
力
を
身

に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
だ
と
結
ん
で
を
ら
れ
る
。

で
は
今
の
授
業
は
ど
う
な
の
か
。
ま
づ
三
浦

先
生
の
や
う
な
存
在
は
難
し
く
な
っ
て
ゐ
る
と

思
は
れ
る
。
有
馬
氏
の
場
合
は
小
學
校
か
ら
歴

史
的
假
名
遣
で
教
は
っ
て
ゐ
た
こ
と
も
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
今
は
全
國
民
が
漢
字
を
初
め
、
歴
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史
的
假
名
遣
な
ど
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

て
刷
り
込
ま
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
國
語

教
師
と
な
る
と
一
層
そ
の
度
が
進
む
は
ず
だ
か

ら
だ
。

翌
二
十
二
日
の
テ
レ
ビ
朝
日
の
日
曜
討
論
、
出

席
は
櫻
井
よ
し
こ
、
西
部
邁
、
中
谷
巌
、
姜
尚

中
の
諸
氏
。
司
會
者
の
「
日
本
の
依
っ
て
立
つ

も
の
は
」
と
い
ふ
問
に
對
し
て
、
違
っ
た
表
現

な
が
ら
み
な
傳
統
の
こ
と
を
言
は
れ
た
し
、
中

に
は
國
語
の
こ
と
に
觸
れ
ら
れ
た
方
も
あ
っ
た

が
、
や
は
り
表
記
の
こ
と
へ
の
關
心
は
低
か
っ

た
。
と
い
ふ
の
も
、
姜
先
生
に
對
し
て
「
キ
ャ

ウ
先
生
」
と
い
ふ
呼
び
か
け
を
し
た
人
が
一
人

も
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
い
や
、
近
し
い
間
柄
で

あ
れ
ば
、
現
地
音
で
呼
ぶ
關
係
に
な
る
の
は
當

然
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
ア
メ
リ
カ
人

にJesus

を
イ
ェ
ス
ス
と
言
へ
と
い
ふ
人
は
あ

る
ま
い
。
ま
あ
キ
ャ
ウ
と
カ
ン
は
同
じ
漢
字
の

日
本
語
と
朝
鮮
語
に
よ
る
違
ひ
だ
か
ら
ま
だ
し

も
、
現
地
音
主
義
を
互
惠
主
義
で
や
る
な
ら
、
我

が
國
の
名
前
は
訓
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を

し
も
日
本
語
式
に
讀
め
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
か
。

「
ネ
ッ
ト
時
代
の
書
き
言
葉
論
爭
」
に
も
古

典
教
育
の
重
要
性
の
指
摘
は
あ
っ
た
し
、
元
文

部
大
臣
の
有
馬
朗
人
氏
を
は
じ
め
識
者
は
み
な

そ
の
こ
と
を
言
ふ
。
新
し
い
學
習
指
導
要
領
に

も
「
傳
統
的
な
言
語
文
化
に
關
す
る
事
項
」
と

し
て
、「
親
し
み
や
す
い
古
文
や
漢
文
、
近
代
以

降
の
文
語
調
の
文
章
に
つ
い
て
、
内
容
の
大
體

を
知
り
、
音
讀
す
る
こ
と
。
」
が
採
り
上
げ
ら

れ
た
。
で
は
す
べ
て
は
そ
の
方
向
に
向
か
っ
て

ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。

實
は
新
指
導
要
領
解
説
な
る
も
の
が
存
在
す

る
。
そ
の
中
に
「
神
話
・
傳
承
に
つ
い
て
は
、
古

事
記
、
日
本
書
紀
、
風
土
記
な
ど
に
描
か
れ
た

も
の
や
、
地
域
に
傳
は
る
傳
説
な
ど
が
教
材
と

し
て
考
へ
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
兒
童
の
發
達
の

段
階
や
初
め
て
古
典
を
學
習
す
る
こ
と
を
考
慮

し
、
易
し
く
書
き
換
へ
た
も
の
を
取
り
上
げ
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。」
と
あ
り
、
ま
た
「
古
典

を
解
説
し
た
文
章
を
讀
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
人
々
が
ど
の
や
う
な

も
の
の
見
方
や
感
じ
方
を
し
て
ゐ
た
の
か
、
傳

統
的
な
言
語
文
化
が
ど
の
や
う
に
變
遷
し
て
き

た
の
か
を
、
生
活
や
文
化
と
と
も
に
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
解
説
の
内
容
を
基
に
、
昔
の
人
々
の

生
活
や
文
化
な
ど
、
古
典
の
背
景
を
で
き
る
限

り
易
し
く
理
解
さ
せ
、
昔
の
人
の
も
の
の
見
方

や
感
じ
方
に
關
心
を
も
た
せ
た
り
、
現
代
人
の

も
の
の
見
方
や
感
じ
方
と
比
べ
た
り
し
て
、
古

典
へ
の
興
味
・
關
心
を
深
め
る
や
う
に
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。」
と
も
あ
る
。
要
す
る
に
内

容
を
問
題
に
し
て
ゐ
る
の
だ
。
國
語
は
形
式
の

問
題
。
ま
し
て
古
典
は
さ
う
だ
。
換
骨
奪
胎
も

極
ま
れ
り
と
い
ふ
べ
き
だ
ら
う
。

「
言
葉
は
、
時
間
の
經
過
に
よ
っ
て
變
化
す

る
。
兒
童
は
、
傳
統
的
な
言
語
文
化
に
觸
れ
る

う
ち
に
、
古
典
の
言
葉
の
中
に
は
、
自
分
た
ち

が
普
段
使
っ
て
ゐ
る
言
葉
と
は
同
じ
で
は
な
い

も
の
が
あ
る
こ
と
に
氣
付
く
。
そ
れ
が
「
時
間

の
經
過
に
よ
る
言
葉
の
變
化
」
の
結
果
で
あ
る

こ
と
を
押
さ
へ
、
自
分
た
ち
の
言
葉
へ
の
關
心

を
深
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
や
う
に
變
化
す
る

言
葉
の
特
質
に
氣
づ
く
こ
と
。」
と
い
ふ
と
こ

ろ
も
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
表
音
主
義
者
の
テ
ー
ゼ

だ
。
霞
ヶ
關
の
叛
亂
を
言
ふ
な
ら
、
文
部
官
僚

の
面
從
腹
背
を
こ
そ
問
題
に
す
べ
き
で
は
な
い

か
。

♦
1456(21.2.25)

「
未
曾
有
」
の
讀
み

未
曾
有
は
ミ
ゾ
ウ
ウ
と
讀
む
の
だ
と
思
っ
て

ゐ
た
け
れ
ど
、
我
が
假
名
漢
字
變
換
で
は
ミ
ゾ

ウ
で
な
い
と
變
換
さ
れ
な
い
。
ど
う
も
ミ
ゾ
ウ

と
い
ふ
の
が
正
し
い
と
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
だ
。
昭

和
十
四
年
の
遲
生
ま
れ
。
小
學
校
入
學
は
數
へ

で
八
歳
だ
か
ら
昭
和
二
十
一
年
。
戰
後
教
育
の

一
期
生
。
漢
文
は
少
し
し
か
教
は
っ
て
ゐ
な
い
。

高
校
の
と
き
に
廣
島
高
等
師
範
卒
と
い
ふ
老
先

生
の
ガ
リ
版
刷
り
の
教
材
に
よ
る
漢
文
の
補
講

が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ミ
ゾ
ウ
ウ
と
い
ふ
語
は

會
話
の
中
で
覺
え
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
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先
日
、
或
る
酒
席
で
未
曾
有
の
讀
み
を
話
題

に
し
た
と
こ
ろ
三
拍
に
讀
む
と
い
ふ
人
が
結
構

あ
っ
た
の
で
驚
い
た
。
講
談
社
『
大
字
典
』
に
は

「
曾
」
は
漢
音
ソ
ウ
、
呉
音
ゾ
ウ
と
あ
る
。
ミ
ゾ

ウ
で
は
「
有
」
が
落
ち
て
し
ま
ふ
。
し
か
し
、
三

省
堂
『
新
明
解
國
語
辭
典
』
に
は
ミ
ゾ
ウ
ウ
で
は

な
く
ミ
ゾ
ウ
で
立
項
さ
れ
て
ゐ
る
。
但
し
、
末
尾

に
「
最
近
は
、
歴
史
を
忘
れ
、
ミ
ゾ
ウ
と
い
ふ
文

字
讀
み
を
す
る
向
き
が
多
い
。
ミ
ゾ
ユ
ウ
も
誤

り
」
と
あ
る
。
辭
書
で
「
…
も
誤
り
」
と
あ
る
の

は
、
も
う
無
視
で
き
な
い
ほ
ど
一
般
に
行
は
れ

て
ゐ
る
こ
と
の
證
左
で
あ
る
か
ら
、
ミ
ゾ
ユ
ウ

も
ミ
ゾ
ウ
も
選
ぶ
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
何

故
誤
り
の
方
で
立
項
す
る
の
だ
ら
う
か
。
表
音

主
義
者
の
せ
い
だ
。
編
集
部
に
は
「
憂
鬱
」
と
い

ふ
語
が
無
い
と
問
合
せ
が
あ
る
由
。
ユ
ウ
ツ
で

引
く
の
だ
の
だ
さ
う
だ
。
最
近
、
早
す
ぎ
て
聞

き
づ
ら
い
こ
と
が
多
い
が
、
未
曾
有
が
す
で
に

さ
う
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。

¯
1491(21.3.27)

官
叩
き
の
風
潮

千
五
百
號
達
成
お
め
で
た
う
御
座
い
ま
す
。

卷
頭
記
事
「
海
千
山
千
を
知
ら
な
い
と
」
は

い
つ
も
な
が
ら
園
田
さ
ん
に
對
す
る
哀
惜
の
念

の
に
じ
み
で
た
も
の
。
今
の
政
治
家
の
た
め
に

爪
の
垢
で
も
殘
っ
て
ゐ
れ
ば
と
い
ふ
氣
持
に
な

り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
或
る
外
務
官
僚
が
「
海
千

山
千
」
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と
を
一
般

化
し
て
よ
け
れ
ば
、
高
學
歴
の
人
に
お
け
る
國

語
力
の
劣
化
は
す
で
に
當
時
か
ら
顯
著
で
あ
っ

た
わ
け
で
す
。

最
後
に
「
官
僚
を
使
い
こ
な
せ
る
海
千
山
千

は
與
野
黨
の
ど
こ
に
も
い
な
い
。
舐
め
ら
れ
っ

ぱ
な
し
だ
。」
と
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
や
う
な
官

僚
に
政
治
家
を
手
玉
に
と
る
や
う
な
藝
當
が
で

き
る
の
で
せ
う
か
。

千
五
百
二
號
卷
頭
記
事
「
マ
ス
コ
ミ
用
語
の

變
遷
」
は
世
の
師
表
た
る
人
々
の
用
語
が
如
何
に

意
味
と
乖
離
し
て
ゐ
る
か
を
説
い
た
も
の
。
不

透
明
と
い
ふ
表
現
に
つ
い
て
「
小
澤
が
辭
め
る

か
否
か
は
不
透
明
な
の
で
は
な
く
御
本
人
も
決

斷
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
の
だ
か
ら
不
透
明
と

い
ふ
べ
き
で
な
く
「
判
ら
な
い
」
と
書
く
べ
き

だ
」
と
い
ふ
あ
た
り
、
思
は
ず
膝
を
叩
き
ま
し

た
が
、
國
語
力
の
劣
化
は
官
僚
や
マ
ス
コ
ミ
だ

け
の
問
題
で
は
な
い
。
驥
尾
に
附
し
て
言
へ
ば

「
緊
張
感
を
も
っ
て
」
で
は
な
く
「
緊
張
し
て
」

と
言
っ
て
欲
し
い
し
、
説
明
責
任
と
い
ふ
言
葉

も
判
ら
な
い
。
ど
う
も
「
責
任
を
と
る
」
と
い

ふ
こ
と
と
は
異
な
る
や
う
だ
。「
緊
張
感
を
も
っ

て
」
だ
と
緊
張
す
る
こ
と
自
體
が
目
的
に
な
っ

て
し
ま
ふ
。

『
諸
君
』
五
月
號
で
長
谷
川
三
千
子
氏
が
水

村
美
苗
『
日
本
語
が
亡
び
る
と
き
』
を
取
り
上

げ
て
、
現
地
語
こ
そ
力
の
淵
源
で
あ
る
こ
と
を

説
い
て
を
ら
れ
る
が
、「
海
千
山
千
」
も
現
地
語

だ
。
さ
う
考
へ
て
み
れ
ば
、
今
評
判
の
「
犬
と
私

の10

の
約
束
」
の10
、
こ
れ
が
ト
ホ
で
な
く
、

山
堂
さ
ん
の
チ
ャ
ン
の
言
葉
で
ジ
フ
と
讀
ま
れ

て
ゐ
る
こ
と
の
異
常
さ
は
や
は
り
氣
に
な
っ
て

仕
方
が
な
い
。
戰
後
の
表
記
改
革
は
學
校
教
育

ば
か
り
で
な
く
家
庭
に
お
け
る
現
地
語
を
も
劣

化
さ
せ
た
。

千
五
百
二
號
の
山
堂
コ
ラ
ム
「
犬
も
食
は
な

い
男
の
涙
」
は
民
主
黨
代
表
た
る
１
番
バ
ッ
タ
ー

「
イ
チ
ロ
ー
！
」
の
涙
を
い
は
ば
ワ
ニ
の
涙
と
斷

じ
た
も
の
で
す
が
、
官
僚
作
文
の
狡
猾
さ
を
槍

玉
に
上
げ
て
、
公
務
員
制
度
改
革
の
實
が
あ
が

ら
な
い
こ
と
を
嘆
じ
て
を
ら
れ
る
。

官
僚
に
さ
う
言
は
れ
る
だ
け
の
こ
と
は
あ
る

の
で
せ
う
が
、
し
か
し
官
僚
の
抵
抗
は
絶
對
的

に
惡
だ
と
す
る
マ
ス
コ
ミ
の
論
調
と
同
じ
や
う

な
と
こ
ろ
が
氣
に
な
り
ま
す
。

昨
年
、
杉
竝
區
の
小
學
校
屋
上
で
採
光
用
天

窓
か
ら
生
徒
が
墜
落
し
た
。
そ
れ
で
役
所
が
指

示
し
た
對
策
に
は
落
下
を
防
ぐ
ネ
ッ
ト
を
張
れ

と
い
ふ
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
ネ
ッ
ト
に
つ
い

て
の
仕
樣
は
ど
う
な
っ
て
ゐ
る
の
か
。
強
度
の

經
年
變
化
は
天
窓
の
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
比

べ
て
ど
う
な
の
か
。
ネ
ッ
ト
を
張
る
と
い
ふ
こ

と
は
、
さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
で
の
遊
び
を
認
め
る

こ
と
に
通
じ
る
。
む
し
ろ
、
さ
う
い
ふ
箇
所
は
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危
險
で
あ
る
と
教
へ
る
に
如
く
は
な
い
の
で
は

な
い
か
。

官
僚
の
制
度
設
計
、
抵
抗
す
る
側
に
個
人
的

な
意
圖
の
働
く
餘
地
は
少
な
い
と
思
は
れ
ま
す
。

制
度
設
計
は
生
涯
賃
金
で
測
る
も
の
。
私
企
業

に
行
っ
て
巨
萬
の
富
を
稼
ぐ
頭
腦
を
國
家
經
營

の
方
に
も
っ
て
く
る
日
本
の
制
度
は
素
晴
ら
し

い
と
い
ふ
論
が
か
つ
て
は
あ
っ
た
。
制
度
疲
弊

が
起
き
て
ゐ
る
こ
と
も
あ
る
で
せ
う
が
、
結
局

は
運
用
の
問
題
。
た
だ
、
か
う
ま
で
官
僚
で
あ

る
こ
と
自
體
が
惡
で
あ
る
か
の
如
き
論
調
が
は

び
こ
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
狙
っ

た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
ふ
氣
が
し
ま
す
。

虎
は
死
し
て
皮
を
殘
し
、
人
は
死
し
て
名
を

殘
す
。
國
家
百
年
の
計
に
携
は
る
と
な
れ
ば
業

務
の
繼
續
の
た
め
に
省
益
を
主
張
す
る
場
合
も

あ
る
は
ず
。
天
窓
の
下
に
ネ
ッ
ト
を
張
れ
ば
か

え
っ
て
事
故
は
増
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

角
を
矯
め
て
牛
を
殺
す
で
は
な
い
が
、
人
材

確
保
は
ど
う
す
る
の
だ
ら
う
。
優
秀
な
人
間
に

官
僚
を
目
指
し
て
欲
し
い
が
、
海
外
留
學
な
ど

美
味
し
い
と
こ
ろ
を
つ
ま
ん
だ
だ
け
で
轉
身
し

官
叩
き
を
こ
と
と
す
る
人
が
増
え
さ
う
な
氣
が

す
る
。

¯
1507(21.4.8)

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
表
音
主
義
者

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
で
五
十
音
圖
に
つ
い
て
間
違
っ

た
（
と
思
ふ
）
こ
と
を
言
っ
て
ゐ
た
の
で
典
據
を

問
合
せ
た
が
、
ま
だ
返
事
が
な
い
。
偶
々
名
刺
を

貰
っ
て
ゐ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
研
究
所
の
人
に
メ
ー
ル

で
問
合
せ
た
ら
、
時
間
を
貸
し
て
欲
し
い
と
の

こ
と
。
と
に
か
く
默
殺
は
な
い
だ
ら
う
と
思
ふ
。

轉
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
の

契
約
を
破
棄
。
新
居
で
の
契
約
は
ま
だ
だ
。

息
子
が
契
約
し
て
な
い
局
を
見
る
の
を
氣
に

す
る
の
で
何
度
か
催
促
の
電
話
を
し
て
ゐ
る
。
問

合
せ
の
と
き
、
最
初
に
名
告
ら
う
と
す
る
と
不

要
だ
と
言
ふ
。
端
か
ら
聞
き
置
く
だ
け
の
態
度
。

（
平
成
十
九
年
二
月
五
日
の
最
初
の
問
合
せ
の
と

き
は
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
チ
ー
フ
と
い
ふ
人
が
出

て
き
て
互
に
名
告
っ
て
の
應
接
だ
っ
た
。
彼
女

は
文
書
で
傳
へ
た
と
言
ふ
）

も
っ
と
も
、
彼
女
に
教
は
っ
た
部
署
に
直
接

フ
ァ
ッ
ク
ス
送
信
し
た
際
に
「
本
日
十
五
日
の

朝
刊
に

″あ
る
あ
る
大
辭
典
″
の
デ
ー
タ
ー
捏

造
事
件
に
つ
い
て

″事
實
と
異
な
る
報
道
は
重

大
な
問
題
″
と
の
菅
總
務
大
臣
の
發
言
が
報
じ

ら
れ
て
ゐ
て
、
教
育
テ
レ
ビ
に
お
け
る
誤
っ
た

解
説
は
そ
の
比
で
は
な
い
と
思
ふ
云
々
」
と
書

い
た
の
は
少
し
き
つ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
か
ら
巡
回
し
て
き
た
人
、
出
る
の
が

遲
れ
て
歸
り
か
け
て
ゐ
た
の
を
追
ひ
か
け
て
事

情
を
説
明
し
た
。
二
度
め
に
來
た
人
は
え
ら
く

同
情
的
で
、
あ
と
で
遡
っ
て
請
求
さ
れ
な
い
や

う
に
な
っ
て
ゐ
る
か
を
氣
に
し
て
く
れ
た
。
そ

れ
以
來
、
引
繼
ぎ
が
あ
る
の
か
我
家
に
は
二
度

と
來
な
い
。
も
う
電
話
を
す
る
の
も
く
た
び
れ

た
。
も
っ
と
も
我
家
の
場
合
、
地
デ
ヂ
の
問
題

だ
け
な
の
で
甘
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
契
約
し
て
ゐ
る
と
き
は
ほ
と
ん
ど

見
な
か
っ
た
。
最
近
は
朝
の
連
ド
ラ
を
見
る
。「
つ

ば
さ
」
と
い
ふ
川
越
の
老
舖
和
菓
子
屋
甘
玉
堂

が
舞
臺
。
こ
の
扁
額
が
左
横
書
き
。
家
訓
な
の

か
一
意
專
心
と
彫
っ
て
あ
る
の
が
新
字
體
。
興

を
殺
ぐ
こ
と
お
び
た
だ
し
い
。
表
音
主
義
者
が

跋
扈
し
て
ゐ
る
と
感
じ
た
次
第
。

自
社
廣
告
で
絆
と
い
ふ
番
組
の
こ
と
が
出
る
。

こ
れ
が
キ
ズ
ナ
。
昭
和
六
十
一
年
の
現
代
假
名

遣
で
キ
ヅ
ナ
と
正
し
い
表
記
で
も
よ
く
な
っ
た

の
だ
が
、
昭
和
六
十
一
年
に
「
問
答
集
」
が
再
版

さ
れ
て
ゐ
て
、
そ
こ
で
は
昭
和
二
十
一
年
の
方

式
が
正
し
い
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
表
音
主
義
者
か

ら
す
れ
ば
昭
和
二
十
一
年
方
が
純
粋
の
は
ず
だ
。

表
音
主
義
者
は
過
去
を
否
定
す
る
だ
け
で
な

く
、
過
去
を
今
に
併
せ
て
作
り
替
へ
る
こ
と
に

痛
痒
を
感
じ
な
い
の
だ
。

臺
灣
統
治
時
代
に
つ
い
て
の
報
道
は
少
し
見

た
。
少
し
し
か
見
な
か
っ
た
の
は
、
む
か
む
か

し
て
途
中
で
止
め
た
か
ら
だ
。
日
本
語
の
授
業

を
、
日
本
語
を
強
制
し
た
と
言
ふ
。
植
民
地
に

お
け
る
言
語
教
育
を
か
う
い
ふ
目
で
捉
へ
る
の
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は
言
語
學
者
に
多
い
。
植
民
地
と
臺
灣
を
呼
ぶ

こ
と
自
體
が
問
題
で
は
な
い
の
か
。
臺
灣
に
は

日
本
國
民
と
し
て
一
視
同
仁
の
教
育
が
あ
っ
た
。

當
時
日
本
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
幸
せ
で
あ
っ
た

か
ど
う
か
は
別
問
題
だ
。
周
婉
窈
『
圖
説
臺
灣

の
歴
史
』（
濱
島
敦
俊
監
譯
・
石
川
豪
＋
中
西
美

貴
譯
、
平
凡
社
、2007
）
を
讀
ん
で
も
歸
屬
意

識
の
問
題
は
き
は
め
て
微
妙
だ
。

表
音
主
義
者
が
か
ね
て
の
主
張
に
忠
實
で
あ

れ
ば
、
歴
史
は
常
に
無
化
さ
れ
る
か
ら
、
臺
灣
が

日
本
の
版
圖
で
あ
っ
た
時
代
に
は
彼
ら
は
ま
っ

た
く
同
等
の
日
本
人
で
あ
っ
た
は
ず
で
は
な
い

か
。
そ
れ
に
十
七
世
紀
英
國
のL

evellers(

恐
ら

く
水
平
社
の
名
前
の
由
來)

の
主
張
に
、
今
風
に

言
へ
ば
、
言
語
教
育
こ
そ
弱
者
救
濟
の
根
幹
を

な
す
と
す
る
考
へ
が
あ
っ
た
と
讀
ん
だ
こ
と
が

あ
る
。
日
本
語
を
教
へ
る
こ
と
に
は
ま
っ
た
く

逆
の
側
面
も
あ
っ
た
わ
け
だ
。
總
務
大
臣
は
ど

う
思
ふ
だ
ら
う
。

¯
1508(21.4.9)

挨
拶
の
言
葉
も
知
ら
ん
も
ん
で

一
五
〇
七
號
所
載
の
恩
田
宗
氏
の
「
未
整
備

な
日
本
語
文
法
」
は
現
代
日
本
語
の
文
法
研
究

は
日
本
語
に
印
歐
語
（
特
に
英
語
）
の
文
法
を

あ
て
は
め
て
考
へ
る
所
か
ら
始
ま
っ
た
と
あ
る
。

そ
の
こ
と
の
意
味
を
考
へ
て
み
た
い
。
あ
ち

こ
ち
脱
線
ば
か
り
な
の
で
適
宜
、
中
見
出
し
を

つ
け
る
。

ま
づ
日
本
語
と
あ
る
と
こ
ろ
、
國
語
と
も
言

ふ
。
こ
の
二
つ
は
同
じ
も
の
を
指
し
て
ゐ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
日
本
語
は
外
か
ら
み
た
も
の
。

國
語
は
我
々
が
其
處
に
生
ま
れ
落
ち
た
も
の
で
、

内
か
ら
み
た
も
の
と
い
ふ
違
ひ
を
感
じ
る
。
西

歐
流
の
文
法
だ
と
一
層
内
か
ら
み
た
感
覺
が
お

ろ
そ
か
に
な
り
さ
う
な
氣
が
す
る
。

西
歐
流
の
文
法
で
特
に
英
語
と
あ
れ
ば
ソ
シ

ュ
ー
ル
以
降
の
構
造
主
義
、
特
に
音
韻
論
が
顯

著
だ
。
戰
後
の
國
語
行
政
を
領
導
し
た
人
も
昨

今
の
英
語
教
育
を
唱
へ
る
人
達
も
、
い
は
ゆ
る

表
音
主
義
者
。
本
來
傳
統
を
繋
ぐ
べ
き
表
記
を

共
時
態
に
依
據
し
て
初
期
化
す
る
傾
向
が
あ
る
。

文
法
と
い
ふ
語
を
辭
書
で
し
ら
べ
る
と
、
規

範
文
法
と
記
述
文
法
と
い
ふ
分
類
に
ぶ
つ
か
る
。

し
か
し
、
そ
の
前
に
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
に
は
、
そ

の
運
用
規
則
と
で
も
い
ふ
べ
き
玄
妙
な
も
の
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
玄
妙
な
も
の
を
文

法
と
呼
ぶ
な
ら
、
未
整
備
な
日
本
語
文
法
な
ど

と
い
ふ
も
の
は
な
い
。
ま
だ
十
分
に
記
述
さ
れ

て
ゐ
な
い
と
い
ふ
だ
け
だ
。

［
僭
在
的
文
法
］

た
ま
に
葬
禮
な
ど
で
田
舍
か
ら
出
て
き
た
年

寄
り
が
「
挨
拶
の
言
葉
も
知
ら
ん
も
ん
で
」
と

斷
っ
て
悔
や
み
を
述
べ
る
場
に
行
き
合
は
せ
る

こ
と
が
あ
る
が
、
實
に
見
事
な
言
葉
遣
ひ
だ
。
し

か
し
、
そ
の
や
う
な
言
葉
の
運
用
の
妙
を
す
べ

て
記
述
で
き
る
も
の
だ
ら
う
か
。
修
辭
に
屬
す

る
も
の
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
僭
在
的
文

法
と
い
ふ
も
の
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

B
.L

.

ウ
ォ
ー
フ
は
指
示
代
名
詞
の
や
う
に
コ

ソ
ア
ド
に
關
す
る
語
の
場
合
のth

は
有
聲
音

に
な
る
と
い
ふ
規
則
を
僭
在
的
文
法
の
例
に
擧

げ
た
。
つ
ま
りthing

の
場
合
のth
は
無
聲
音

で
、this

that
then

な
ど
のth

は
さ
う
で
な

い
と
い
ふ
わ
け
だ
。

國
語
の
場
合
、
地
名
は
漢
字
と
い
ふ
の
も
僭

在
的
文
法
か
も
し
れ
な
い
。
さ
い
た
ま
市
と
書

い
て
あ
る
と
、
漢
字
を
知
ら
な
い
兒
童
の
書
い

た
も
の
の
や
う
に
見
え
る
。
と
に
か
く
、
平
假

名
だ
と
鍵
括
弧
に
入
れ
て
地
の
文
と
區
別
し
て

な
い
と
讀
み
に
く
い
。

日
本
語
を
外
か
ら
み
る
と
、
こ
の
讀
み
に
く

い
と
い
ふ
感
じ
は
斟
酌
さ
れ
な
い
。
ソ
マ
リ
ア

沖
に
浮
ぶ
我
が
軍
艦
の
名
前
は
假
名
だ
。
漢
字

の
方
が
視
認
し
や
す
い
に
も
拘
ら
ず
だ
。
漢
字

だ
と
外
國
人
に
讀
め
な
い
で
は
な
い
か
と
い
ふ

の
だ
ら
う
か
。
外
國
人
の
た
め
に
は
ロ
ー
マ
字

が
併
記
さ
れ
て
ゐ
る
は
ず
だ
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

の
行
き
先
表
示
が
「
地
上
」
で
な
く
「
ち
じ
ょ

う
」
と
し
た
の
も
あ
る
。
子
供
に
も
判
る
や
う

に
の
つ
も
り
か
も
し
れ
な
い
が
、
年
寄
り
に
は

見
づ
ら
い
。
そ
れ
に
子
供
を
馬
鹿
に
し
て
は
い

け
な
い
。
子
供
だ
っ
て
複
雜
な
漢
字
の
方
が
模
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樣
と
し
て
區
別
し
や
す
い
の
だ
。

表
音
主
義
者
は
一
字
一
音
を
理
想
と
し
、
ヅ

と
ズ
の
書
分
け
を
不
要
と
し
た
。
小
堀
杏
奴
さ

ん
は
「
難
し
」
を
濁
ら
ず
に
ム
ツ
カ
シ
と
言
ふ
。

こ
れ
は
御
本
人
の
口
か
ら
聞
い
た
。
戰
前
の
ム

ヅ
カ
シ
と
い
ふ
表
記
は
ツ
と
ヅ
は
通
ず
る
と
い

ふ
日
本
語
の
文
法
に
適
っ
て
ゐ
た
。
表
音
主
義

者
は
そ
ん
な
こ
と
に
か
ま
ば
ず
ム
ズ
カ
シ
と
ム

ツ
カ
シ
に
分
け
た
。

ア
リ
ガ
タ
ク
の
音
便
ア
リ
ガ
タ
ウ
を
ア
リ
ガ

ト
ウ
と
し
、
四
段
動
詞
を
五
段
に
し
た
の
も
表

音
主
義
。
語
意
識
な
ど
問
題
に
し
な
い
。

長
音
と
い
ふ
も
の
は
あ
る
の
だ
ら
う
か
。
表

音
主
義
者
は
長
音
と
い
ふ
も
の
を
立
て
た
あ
げ

く
、
こ
ん
ど
は
、
そ
の
書
分
け
を
不
要
と
し
た
。

結
果
、
調
布
をchofu

と
書
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
靴
に
合
せ
て
踵
を
切
り
落
と
し
、
寢
臺

に
合
せ
て
手
足
を
切
る
や
り
方
だ
。
こ
の
痛
み

が
解
ら
な
い
の
だ
ら
う
か
。
表
音
主
義
者
は
單

に
字
母
節
約
論
者
な
の
だ
。

秋
葉
原
は
い
ろ
い
ろ
の
讀
み
方
が
あ
る
が
、
ち

ぢ
め
れ
ば
ア
キ
バ
だ
。
ア
キ
ハ
と
は
言
は
な
い
。

ど
ん
な
音
で
も
、
ま
た
は
ど
ん
な
音
の
組
合
せ

で
も
、
日
本
語
に
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
Ｎ

Ｈ
Ｋ
の
職
名
に
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
い
ふ
の
が
あ

る
。
デ
ィ
は
日
本
語
の
音
韻
な
の
か
。
韓
國
の
野

球
選
手
の
名
前
を
即
座
に
覺
え
た
り
で
き
た
だ

ら
う
か
。
李
さ
ん
は
イ
ー
さ
ん
で
も
ミ
ス
タ
ー

が
附
く
と
リ
ー
さ
ん
だ
。
ア
メ
リ
カ
人
にJesus

を
現
地
語
風
に
發
音
し
ろ
と
い
ふ
人
は
あ
る
ま

い
。
テ
レ
ビ
で
田
原
と
い
ふ
人
が
萬
景
峯
號
の

名
前
を
朝
鮮
語
風
に
發
音
し
よ
う
と
苦
勞
し
て

ゐ
た
の
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、
ど
う
し
て
、
そ

の
や
う
な
苦
行
の
道
を
選
ぶ
の
だ
ろ
う
。

未
整
備
な
文
法
に
よ
っ
て
戰
前
の
日
本
語
と

戰
後
の
日
本
語
の
間
に
楔
が
打
ち
込
ま
れ
た
。
か

く
し
て
我
々
が
持
つ
國
語
辭
典
は
、
現
代
日
本

語
の
も
の
で
し
か
あ
り
え
ず
、
外
國
人
へ
の
日

本
語
教
育
は
現
代
日
本
語
教
育
で
し
か
あ
り
得

な
い
。

と
こ
ろ
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
小
學
生
で
芭
蕉

を
、
高
校
生
で
川
端
康
成
を
學
習
し
て
ゐ
る
と

言
ふ
し
、
セ
ル
ビ
ア
で
は
古
事
記
の
譯
が
で
き

た
。
セ
ル
ビ
ア
で
日
本
語
を
學
習
す
る
目
的
の

第
一
は
日
本
文
化
を
知
る
た
め
だ
さ
う
だ
。
現

代
假
名
遣
で
教
へ
る
こ
と
の
意
味
は
何
な
の
だ

ら
う
。

［
敬
語
］

「
リ
ン
ゴ
と
柿
、
ど
っ
ち
が
良
い?

」
と
の
臺

所
か
ら
の
聲
に
「
柿
で
い
い
」
と
答
へ
て
「
重
い

思
ひ
を
し
て
買
っ
て
き
た
の
に
が
っ
か
り
だ
」
と

言
は
れ
た
こ
と
は
な
い
だ
ら
う
か
。
別
に
「
柿
で

我
慢
す
る
」
と
言
っ
た
つ
も
り
で
は
な
い
の
だ

が
、
い
は
ば
無
意
識
の
も
の
が
表
出
さ
れ
た
と

で
も
い
ふ
か
、
さ
う
言
は
れ
て
み
て
表
現
の
微

妙
さ
に
あ
ら
た
め
て
氣
づ
く
わ
け
だ
。
文
法
の

問
題
で
も
あ
ら
う
が
禮
の
問
題
で
も
あ
る
。
こ

の
や
う
な
微
妙
な
表
現
の
問
題
に
一
般
に
敬
語

と
い
は
れ
る
も
の
が
あ
る
。

戰
後
、
敬
語
を
封
建
制
の
遺
物
の
や
う
に
言

ふ
人
が
あ
っ
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
も
さ
う
考
へ
て
ゐ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
實
際
に
日
曜
討
論

で
司
會
者
の
客
（
政
府
高
官
や
公
黨
首
腦
）
に

對
す
る
詰
問
す
る
や
う
な
言
葉
づ
か
ひ
を
聞
く

と
い
つ
も
神
經
に
や
す
り
を
か
け
ら
れ
る
氣
が

す
る
。
恐
ら
く
司
會
者
自
身
尋
常
な
神
經
を
維

持
す
る
こ
と
は
難
し
い
は
ず
だ
。

天
正
遣
歐
少
年
使
節
を
發
案
し
た
ア
レ
シ
ャ

ン
ド
ロ
・
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ノ
第
一
囘
の
來
朝
の
際

そ
の
隨
員
と
し
て
の
行
動
を
共
に
し
た
ロ
レ
ン

ソ
・
ノ
ヂ
ア
は
日
本
語
に
關
し
て
次
の
や
う
に

記
し
て
ゐ
る
（
土
井
忠
生
『
吉
利
支
丹
論
攷
』）

言
語
は
あ
ら
ゆ
る
言
語
の
中
で
最
も
豐
富

で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
多
く
の
點
で
グ
レ
ー

シ
ア
（
ギ
リ
シ
ャ
）
語
や
ラ
テ
ン
語
に
勝
っ
て

ゐ
て
、
同
一
の
事
柄
を
言
ひ
表
は
す
た
め
の

無
數
の
單
語
と
言
ひ
方
と
が
あ
る
。
從
っ
て
、

そ
れ
を
學
ぶ
の
に
爲
す
べ
き
こ
と
が
多
く
、
二

十
年
以
上
こ
の
地
で
生
活
し
た
わ
が
會
の
者

ば
か
り
で
な
く
、
本
國
人
で
さ
へ
新
し
く
學

ぶ
べ
き
知
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
更
に
ま
た
、

如
何
な
る
言
語
に
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
だ
と
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私
は
信
ず
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
言
葉
と
共

に
修
辭
法
と
立
派
な
教
養
を
學
ぶ
の
で
あ
る
。

大
人
に
話
す
か
子
供
に
話
す
か
、
目
上
に
話

す
か
目
下
に
話
す
か
に
よ
っ
て
、
如
何
に
話

す
べ
き
か
の
判
斷
が
即
座
に
で
き
、
誰
と
話

す
場
合
に
も
必
ず
守
る
べ
き
禮
儀
を
わ
き
ま

へ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
使
ふ
べ
き
特
定
の

動
詞
や
名
詞
、
言
ひ
方
が
あ
る
の
を
知
っ
た

の
で
な
け
れ
ば
、
誰
し
も
日
本
語
が
わ
か
っ

た
と
は
言
ひ
得
な
い
。

敬
語
は
畏
敬
の
念
を
も
っ
て
見
ら
れ
て
ゐ
た

の
だ
。
敬
語
の
一
番
の
文
法
的
歸
納
は
待
遇
關

係
の
指
示
だ
。
日
曜
討
論
の
場
合
に
氣
に
な
る

の
は
そ
の
せ
い
だ
。「
客
席
に
も
の
を
お
か
れ
た

ま
ま
席
を
立
た
れ
な
い
で
下
さ
い
」
と
い
ふ
表

示
を
み
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
は

不
要
だ
。「
も
の
を
お
い
た
ま
ま
立
た
な
い
で
下

さ
い
」
で
な
い
と
か
へ
っ
て
變
だ
ら
う
。

［
膠
着
語
］

表
音
主
義
者
は
歐
米
流
に
單
語
に
分
け
て
書

く
こ
と
は
何
で
も
な
い
と
考
へ
て
ゐ
る
や
う
だ
。

實
際
に
ロ
ー
マ
字
で
轉
寫
し
て
み
る
と
單
語
に

分
け
る
と
い
ふ
の
は
非
常
に
苦
し
い
。
し
か
し
、

通
常
の
ロ
ー
マ
字
で
は
單
語
單
位
で
分
節
し
な

け
れ
ば
母
音
連
續
が
多
く
て
讀
む
に
堪
へ
な
い
。

擴
張
ヘ
ボ
ン
式
で
歴
史
的
假
名
遣
を
轉
寫
す
れ

ば
母
音
連
續
の
問
題
が
な
い
の
で
文
節
單
位
の

分
か
ち
書
き
が
可
能
だ
。
そ
れ
で
ど
ん
ど
ん
長

く
な
っ
た
。

た
と
へ
ば
桐
壺
の
冒
頭
は
高
千
穗
大
學
教
授

澁
谷
榮
一
氏
に
よ
る
と
次
の
や
う
に
な
る
。

Idure
no

ohom
-tokinika,nyougo,kaui

am
ata

saburahitam
ahikeru

naka
ni,ito

yam
gotonaki

kiha
ni

ha
ara

nu
ga,

sug-

urete
tokim

eki
tam

ahu
ari

keri.

こ
れ
は
日
本
式
だ
。

ヘ
ボ
ン
式
な
ら
次
の
や
う
に
な
ら
う
。

Izure
no

oontokinika,nyōgo,kōiam
-

ata
saburaitam

aikeru
naka

ni,ito
yam

-

gotonakikiw
a

niw
a

ara
nu

ga,sugurete

tokim
eki

tam
au

ari
keri.

擴
張
ヘ
ボ
ン
式
だ
と
次
の
や
う
に
な
る
。

Idzureno
o‘ontokinika,

nyougo,
kaui

am
ata

sabura‘itam
a‘ikeru

nakani,
ito

yangotonaki
ki‘ani‘a

aranuga,
sugurete

tokim
ekitam

a‘u
arikeri.

文
節
單
位
の
區
切
り
方
だ
。
か
う
し
て
み
る

と
日
本
語
が
膠
着
語
に
分
類
さ
れ
た
の
も
む
べ

な
る
か
な
と
思
は
ざ
る
を
得
な
い
。

［
英
語
の
影
響
］

私
は
戰
後
教
育
の
一
期
生
だ
が
、
國
文
法
と

い
ふ
の
は
習
っ
た
記
憶
が
な
い
。
友
人
と
話
し

て
ゐ
て
氣
づ
い
た
こ
と
は
、
文
法
は
英
語
の
教

師
に
教
は
っ
た
と
い
ふ
こ
と
だ
。
古
文
の
文
法

は
教
は
っ
た
。
係
り
結
び
な
ど
法
則
が
き
ち
っ

と
當
て
は
ま
る
の
が
嬉
し
か
っ
た
こ
と
を
覺
え

て
ゐ
る
。

恩
田
氏
に
よ
れ
ば
大
野
晋
は
日
本
語
文
法
は

學
問
と
し
て
ま
だ
整
っ
て
ゐ
な
い
と
し
て
「
日

本
語
で
育
っ
た
人
間
が
自
分
の
言
語
を
深
く
反

省
し
、
自
分
で
自
分
の
文
法
を
組
織
立
て
て
い

く
以
外
に
方
法
が
な
い
」
と
い
ふ
趣
旨
の
こ
と

を
述
べ
て
ゐ
る
と
の
こ
と
。

事
態
は
惡
化
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
ふ
。
國
語

教
師
は
古
文
も
國
語
學
も
履
修
し
な
く
と
も
小

學
校
の
教
師
に
な
れ
る
も
の
ら
し
い
。
英
語
の

教
師
は
國
語
の
こ
と
ま
で
見
据
え
て
教
へ
る
力

が
あ
る
だ
ら
う
か
。
國
語
の
先
生
も
、
文
法
は

英
語
で
教
は
っ
た
も
の
が
頭
に
殘
っ
て
ゐ
る
は

ず
だ
。
だ
か
ら
主
語
術
語
の
し
っ
か
り
し
た
文

を
造
れ
と
教
へ
て
ゐ
る
可
能
性
が
あ
る
。

臺
風
の
被
害
の
報
道
で
近
ご
ろ
は
「
三
人
が
行

方
不
明
」
と
い
ふ
表
現
を
き
く
。
か
つ
て
は
「
行

方
不
明
三
名
」
だ
っ
た
。
火
事
が
あ
る
と
、「
怪
我

人
が
ゐ
な
か
っ
た
」
と
言
ふ
。「
怪
我
人
は
な
か
っ

た
」
で
な
い
と
變
だ
。「
怪
我
人
が
」
は
定
冠
詞
が

つ
く
や
う
に
構
想
し
て
ゐ
る
と
き
で
あ
り
、「
ゐ

な
か
っ
た
」
は
意
志
の
あ
る
主
語
に
對
し
て
用
ゐ

る
も
の
で
、
發
生
し
た
か
ど
う
か
の
場
合
に
は
馴

染
ま
な
い
や
う
に
思
ふ
。

♦
1512(21.4.13)
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ワ
ヰ
ウ
ヱ
ヲ

山
堂
コ
ラ
ム
、
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
テ

キ
屋
の
口
上
よ
ろ
し
く
「
政
治
家
二
世
三
世
が
、

政
治
家
繼
ぐ
の
は
ナ
ニ
ヌ
ネ
ノ
。
漸
く
オ
ラ
に

も
ワ
イ
ウ
エ
ヲ
。
政
治
家
こ
の
ご
ろ
金
持
で
、
ま

つ
り
ご
と
を
や
る
よ
り
も
、
儲
け
る
こ
と
ば
か

り
考
へ
る
。
そ
ん
な
卑
し
い
商
賣
に
、
政
治
が

な
れ
ば
世
の
中
の
、
政
治
不
信
が
募
る
だ
け
。」

（1518

號
所
載
）
と
あ
る
の
は
正
に
聲
に
出
し

て
讀
み
た
い
名
文
。
望
蜀
を
言
へ
ば
ワ
イ
ウ
エ

ヲ
で
な
く
ワ
ヰ
ウ
ヱ
ヲ
と
し
て
欲
し
か
っ
た
。

も
っ
と
も
ヰ
や
ヱ
の
入
力
は
存
外
難
し
い
。
團

地
の
自
治
會
で
柳
や
こ
ゑ
ん
師
匠
に
來
て
も
ら
っ

た
と
き
は
案
内
文
を
ど
う
し
て
も
入
力
で
き
な

か
っ
た
。
慣
れ
な
い
マ
ッ
ク
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

今
で
は
我
が
パ
ソ
コ
ン
は
誰
も
知
ら
な
い
擴
張

ヘ
ボ
ン
式
。
ヰ
や
ヱ
はw

iw
e

と
簡
單
な
れ
ど

ウ
ィ
や
ウ
ェ
はw

w
iw

w
e

と
せ
ね
ば
な
ら
ずji

で
は
ヂ
に
し
か
な
ら
ぬ
の
が
慣
れ
な
い
人
に
は

難
し
い
。

か
く
し
て
今
や
、
我
が
パ
ソ
コ
ン
は
我
し
か
使

へ
ず
、
我
も
他
人
樣
の
パ
ソ
コ
ン
は
使
へ
な
い
。

普
通
人
は
世
間
に
自
分
を
合
せ
る
。
普
通
で

な
い
人
は
世
間
を
自
分
に
合
せ
よ
う
と
す
る
。
し

か
り
し
か
う
し
て
世
の
進
歩
な
る
も
の
は
す
べ

か
ら
く
普
通
で
な
い
人
の
御
蔭
な
の
だ
さ
う
だ

が
、
か
う
い
ふ
の
は
引
か
れ
者
の
小
唄
で
せ
う

ね
。

¯
1519(21.4.20)

Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
便
乗
し
た
國
語
學
者
た
ち

「
修
身
教
育
を
復
活
せ
よ
」
と
平
井
さ
ん
は

仰
せ
に
な
る
（
一
五
二
一
號
）。
國
史
、
地
理
と

併
せ
て
こ
の
三
教
科
が
廢
止
に
な
っ
た
の
は
Ｇ

Ｈ
Ｑ
の
命
令
が
あ
っ
た
た
め
だ
。

私
は
國
語
教
育
の
こ
と
言
ひ
た
い
。
い
か
な

占
領
軍
で
も
國
語
を
廢
止
す
る
こ
と
は
考
へ
な

か
っ
た
。
表
記
を
問
題
に
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
Ｇ

Ｈ
Ｑ
は
日
本
語
を
ロ
ー
マ
字
化
し
よ
う
と
し
た
。

ロ
ー
マ
字
化
を
阻
止
す
る
た
め
の
妥
協
策
が
戰

後
の
表
記
改
革
だ
っ
た
と
毎
日
新
聞
は
傳
へ
る

（
平
成
十
八
年
四
月
八
日
「
戰
後
六
十
年
の
原

點
」）。
そ
の
妥
協
が
問
題
だ
っ
た
。

漢
字
を
廢
止
す
べ
き
だ
と
す
る
主
張
は
幕
末

か
ら
あ
っ
た
し
、
表
音
的
主
張
は
戰
前
か
ら
あ
っ

た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
ロ
ー
マ
字
化
の
意
圖
が
ど
こ
ま

で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
戰
後
の
表
記
改

革
は
表
音
主
義
者
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
方
針
に
便
乘
し

た
も
の
と
み
る
べ
き
も
の
の
や
う
に
思
は
れ
る
。

と
こ
ろ
で
歴
史
的
假
名
で
あ
っ
て
も
假
名
は

假
名
。
表
音
主
義
者
か
ら
す
れ
ば
漢
字
こ
そ
問

題
で
あ
っ
て
假
名
遣
の
こ
と
は
二
の
次
で
あ
っ

た
は
ず
だ
。
戰
前
の
も
の
を
復
刊
す
る
と
き
、
新

し
い
表
記
に
す
る
こ
と
が
行
は
れ
た
。
で
は
、
そ

の
際
、
漢
字
を
假
名
に
開
く
こ
と
が
眞
っ
先
に

行
は
れ
た
か
と
言
ふ
と
、
さ
う
で
は
な
か
っ
た
。

漢
字
よ
り
先
に
假
名
字
母
の
制
限
が
行
は
れ
た

の
で
あ
る
。

森
田
草
平
が
漱
石
全
集
の
編
集
に
つ
い
て
送

假
名
を
ど
う
す
る
か
を
論
じ
た
と
こ
ろ
に
「
違

い
棚
だ
の
、
乘
り
手
だ
の
、
振
り
假
名
だ
の
と

い
う
よ
う
な
、
動
詞
と
名
詞
と
か
ら
出
來
た
複

合
名
詞
で
は
、
動
詞
の
語
尾
の
「
ひ
」
や
「
り
」

は
だ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
あ
る
。「
違
ひ

棚
」
で
な
け
れ
ば
動
詞
の
語
尾
の
「
ひ
」
は
意

味
を
な
さ
な
い
。

假
名
の
問
題
は
重
要
で
な
か
っ
た
筈
だ
か
、
修

正
作
業
が
簡
單
で
あ
っ
た
が
た
め
に
完
璧
に
な

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
恐
ら
く
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
意
圖
を
超

え
、
文
部
當
局
の
豫
想
を
超
え
た
結
果
だ
ら
う
。

修
身
教
育
は
修
身
と
い
ふ
科
目
の
授
業
で
の

み
、
い
や
學
校
で
の
み
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
は
ず
だ
。

假
名
字
母
の
制
限
は
國
語
教
材
か
ら
記
紀
萬

葉
か
ら
淨
瑠
璃
歌
舞
伎
俚
諺
に
到
る
豐
か
な
文

語
の
世
界
を
閉
出
し
た
だ
け
で
は
な
い
。

戰
前
の
家
庭
は
文
語
に
溢
れ
て
ゐ
た
。
子
供

は
伊
呂
波
歌
留
多
で
口
調
の
よ
い
文
句
を
覺
え

た
も
の
だ
。

敗
戰
時
、
飯
が
滿
足
に
食
へ
な
か
っ
た
こ
ろ
、

母
が
口
に
し
た
の
は
「
武
士
は
喰
は
ね
ど
高
楊

枝
」
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
先
代
萩
の
話
も
よ
く
聽
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い
た
。
出
て
く
る
科
白
は
「
腹
が
減
っ
て
も
ひ

も
じ
う
な
い
」
だ
。
孟
母
三
遷
の
教
へ
と
か
、
渇

し
て
も
盜
泉
の
水
を
飮
ま
ず
な
ど
と
い
ふ
蒙
求

の
教
へ
も
よ
く
聽
か
さ
れ
た
。
さ
う
い
ふ
者
か

ら
み
れ
ば
、
假
名
字
母
の
制
限
は
キ
リ
ス
ト
教

圈
か
ら
聖
書
を
奪
ひ
、
イ
ス
ラ
ム
社
會
で
コ
ー

ラ
ン
を
禁
じ
る
こ
と
に
等
し
い
。

假
名
字
母
の
制
限
の
結
果
、
國
語
の
先
生
は

「
い
」「
ひ
」「
ゐ
」
の
書
分
け
を
教
へ
る
必
要
は

な
く
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
漢
字
も
系
統
的
に
教

へ
る
こ
と
が
事
實
上
禁
じ
ら
れ
た
の
で
（
新
字

體
で
示
偏
を
ど
う
教
へ
ろ
と
い
ふ
の
だ
）、
先
生

は
專
ら
内
容
だ
け
を
教
へ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

れ
が
如
何
な
る
結
果
を
齎
し
た
か
。

學
力
テ
ス
ト
（
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一

日
）
の
問
題
を
み
て
み
よ
う
。
小
學
校
國
語
Ａ
は

基
礎
知
識
を
試
す
も
の
だ
さ
う
だ
が
、
其
の
四

番
に
實
驗
が
あ
る
。
實
驗
の
目
的
は
水
に
溶
か

し
た
食
鹽
の
重
さ
は
ど
う
な
る
か
と
い
ふ
も
の
。

準
備
段
階
で
、「
水
百
グ
ラ
ム
を
は
か
り
と
る
」

と
い
ふ
表
現
が
あ
る
。「
は
か
り
と
る
」
と
い
ふ

表
現
は
子
供
に
通
じ
る
の
だ
ら
う
か
。「
容
器
に

百
グ
ラ
ム
の
水
を
入
れ
る
」
と
い
ふ
の
が
普
通

で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
食
鹽
二
十
グ
ラ
ム
を
入

れ
て
重
さ
を
は
か
り
、
つ
い
で
食
鹽
を
溶
か
し

た
後
の
食
鹽
水
を
は
か
っ
て
比
べ
る
の
だ
。

無
造
作
に
「
食
鹽
水
」
と
い
ふ
語
が
出
て
く

る
。
ま
さ
か
、
食
鹽
が
溶
け
た
だ
け
で
重
さ
が

變
る
わ
け
が
な
い
か
ら
、
食
鹽
水
と
い
ふ
の
は

何
か
も
っ
と
別
の
も
の
を
加
へ
た
も
の
か
も
し

れ
な
い
と
惱
ん
で
し
ま
ひ
さ
う
だ
。

眞
面
目
な
子
供
だ
っ
た
ら
、
溶
か
す
と
き
の

棒
に
く
っ
つ
い
て
取
り
出
さ
れ
た
分
だ
け
水
は

減
っ
て
ゐ
る
は
ず
だ
か
ら
、
も
し
非
常
に
精
密

な
秤
が
あ
れ
ば
、
少
し
輕
い
結
果
が
出
る
は
ず

だ
と
思
ふ
だ
ら
う
。

内
容
ば
か
り
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
わ

け
だ
が
單
に
理
解
力
を
調
べ
る
た
め
の
も
の
。
無

内
容
に
な
る
の
は
當
然
。

實
驗
の
結
果
、「
食
鹽
は
、
水
に
溶
け
て
も
そ

の
重
さ
は
な
く
な
ら
な
い
と
考
へ
た
」
と
あ
る
。

馬
鹿
馬
鹿
し
い
と
言
へ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
此

所
は
「
考
へ
た
」
と
結
ぶ
べ
き
で
は
な
く
、「
食

鹽
は
水
に
溶
け
て
も
そ
の
重
さ
は
な
く
な
ら
な

い
こ
と
が
解
っ
た
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
。
我
々

は
國
語
教
育
の
崩
壞
の
現
場
に
立
會
っ
て
ゐ
る

わ
け
だ
。
せ
め
て
問
題
文
く
ら
い
は
き
ち
ん
と

し
て
欲
し
い
と
望
む
な
ど
詮
な
い
こ
と
か
も
知

れ
な
い
。

♦
1524(21.4.24)

韓
国
人
の
名
前
の
呼
び
方

金
正
日
を
キ
ン
セ
イ
ジ
ツ
で
な
く
キ
ム
ジ
ョ

ン
イ
ル
と
言
ひ
、
萬
景
峯
を
バ
ン
ケ
イ
ホ
ウ
で

な
く
マ
ン
ギ
ョ
ン
ボ
ン
と
言
ふ
の
は
日
本
語
と

し
て
無
理
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
過
て
る
表
音
主

義
の
せ
い
で
は
あ
る
。

或
る
外
務
省
の
役
人
に
尋
ね
た
ら
互
惠
主
義

だ
ら
う
と
い
ふ
。
キ
ン
と
キ
ム
、
マ
ン
と
バ
ン

は
我
國
の
字
音
で
通
ふ
と
こ
ろ
が
あ
る
け
れ
ど
、

我
國
の
名
前
に
は
訓
も
あ
る
か
ら
、
日
本
語
式

に
讀
む
の
は
さ
ぞ
辛
い
は
ず
だ
が
、
も
っ
ぱ
ら

ハ
ン
グ
ル
で
表
記
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
音
と
訓

の
違
ひ
は
な
い
か
ら
成
立
つ
こ
と
な
の
か
と
勝

手
に
理
解
し
て
ゐ
た
。

一
四
六
六
號
所
載
「
朴
正
煕
政
治
の
再
評
價
」

の
次
の
箇
所

日
本
語
讀
み
は
「
ぼ
く
・
せ
い
き
」。
日
本

名
は
高
木
正
雄
（
た
か
ぎ
ま
さ
を
）（
│
一

九
四
五
年
）。
日
本
で
は
昭
和
五
十
九
年
の
全

斗
煥
大
統
領
訪
日
を
契
機
に
韓
國
人
人
名
の

現
地
讀
み
化
が
行
は
れ
る
や
う
に
な
り
、
漢

字
表
記
の
ま
ま
で
「
パ
ク
・
チ
ョ
ン
ヒ
」
と

韓
國
語
讀
み
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

を
讀
ん
だ
と
き
、
こ
れ
が
互
惠
主
義
の
典
據
だ

ら
う
と
思
っ
た
次
第
。
そ
れ
に
し
て
も
、
常
用
漢

字
音
訓
表
に
よ
っ
て
漢
字
の
讀
み
を
制
限
し
て

ゐ
る
文
部
省
方
式
と
は
背
馳
す
る
や
り
か
た
だ
。

も
っ
と
も
、
文
化
廳
の
役
人
は
人
名
は
別
だ

と
辯
解
す
る
か
も
知
れ
な
い
。「
先
生
が
名
前
を

呼
べ
な
い
子
供
た
ち
」（『
週
刊
文
春
』
二
十
一

年
四
月
二
十
三
日
）
か
ら
幾
つ
か
擧
げ
る
と
強
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運
（
男
子
ら
っ
き
い
）、
愛
聲
（
女
子
あ
の
ん
）、

希
友
（
男
子
き
っ
と
）、
楓
（
女
子
は
い
じ
）、
天

使
（
男
子
み
か
え
る
）、
綺
亞
羅
（
女
子
て
ぃ
あ

ら
）、
英
雄
（
男
子
ひ
い
ろ
）、
劍
（
男
子
ぶ
れ

い
ど
）、
星
鈴
（
女
子
き
ら
り
）
と
、
ま
あ
こ
ん

な
具
合
だ
。

こ
れ
が
漢
字
教
育
を
怠
っ
た
こ
と
の
つ
け
な

の
だ
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
表
音
主
義
者
は
混
亂
が
進

む
こ
と
に
よ
っ
て
漢
字
は
不
便
だ
と
い
ふ
與
論

が
釀
成
さ
れ
る
の
を
ま
っ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
。

最
近
、
或
る
若
者
が
泥
醉
し
た
あ
げ
く
深
夜

の
公
園
で
裸
體
で
ゐ
た
と
こ
ろ
説
諭
で
濟
ま
ず

ト
ラ
箱
入
り
？

と
な
っ
て
話
題
に
な
っ
た
。
そ

れ
で
知
っ
た
こ
と
だ
が
、
若
者
は
韓
國
で
は
チ
ョ

ナ
ン
カ
ン
と
呼
ば
れ
て
ゐ
て
日
本
語
式
で
な
い
。

昭
和
五
十
九
年
の
約
束
が
雙
務
的
で
あ
っ
た
と

し
た
ら
、
あ
ち
ら
で
は
我
國
の
や
う
に
は
役
所

の
威
令
が
行
は
れ
て
ゐ
な
い
わ
け
だ
。

正
朔
を
奉
じ
る
と
い
ふ
言
葉
が
あ
る
。
古
代

中
國
で
新
し
い
王
が
立
て
ば
暦
を
改
め
た
こ
と

か
ら
、
そ
の
統
治
に
服
す
る
こ
と
を
い
ふ
。
言

語
に
つ
い
て
こ
の
片
務
的
状
況
は
何
と
呼
ぶ
べ

き
だ
ら
う
。

¯
1526(21.4.26)

「
確
實
性
が
高
い
」
は
變
だ

「
大
流
行
、
確
實
性
高
い
」、
こ
れ
は
豚
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
か
ら
變
異
し
た
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
に
つ
い
て
の
記
事
の
見
出
し
で
あ
る
が
、

記
事
を
讀
め
ば
、
こ
れ
が
舛
添
要
一
厚
生
勞
働

大
臣
の
發
言
「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
（
世
界
的
大
流

行
）
に
な
る
確
實
性
が
極
め
て
高
く
な
っ
て
ゐ

る
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

大
臣
の
發
言
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
注
記
が
あ

る
の
は
親
切
だ
。
で
き
れ
ば
注
記
の
必
要
の
な

い
言
葉
を
用
ゐ
て
貰
ひ
た
い
。
さ
う
言
へ
ば
、
こ

の
と
こ
ろ
や
た
ら
フ
ェ
ー
ズ
と
い
ふ
言
葉
も
き

く
。
英
語
で
は
な
い
か
と
見
當
を
つ
け
て
辭
書

で
引
か
う
に
も
も
と
の
綴
り
が
判
ら
な
い
。
危

機
管
理
で
は
一
瞬
の
誤
解
が
事
故
に
つ
な
が
る
。

是
非
、
日
本
語
專
一
に
願
ひ
た
い
も
の
だ
。

さ
て
、「
確
實
性
が
高
い
」
で
あ
る
が
、
こ
の

言
ひ
方
は
變
だ
。
考
へ
て
み
れ
ば
、
こ
の
言
ひ

方
が
變
だ
と
い
ふ
こ
と
は
誰
に
も
判
る
は
ず
だ
。

す
ぐ
に
變
だ
と
思
ふ
の
は
、
辭
書
出
版
社
に
ゐ

た
た
め
の
癖
で
因
果
と
い
ふ
よ
り
仕
方
が
な
い
。

確
率
が
高
い
と
い
ふ
場
合
は
蓋
然
性
が
高
い
と

い
ふ
。
し
か
し
蓋
然
性
は
日
常
語
で
は
な
い
の

で
、
可
能
性
が
高
い
と
い
ふ
の
が
普
通
だ
ら
う
。

確
實
性
も
日
常
語
で
は
な
い
。
確
實
性
と
は

「
確
實
だ
」
を
名
詞
的
に
表
現
し
た
も
の
だ
と
思

ふ
。
も
の
ご
と
は
確
實
で
あ
る
か
な
い
か
の
ど

ち
ら
か
だ
ら
う
。
だ
か
ら
「
確
實
性
が
高
い
」
と

い
ふ
表
現
は
變
だ
と
感
じ
た
の
だ
。

麻
生
さ
ん
が
國
語
力
の
問
題
に
注
意
を
喚
起

し
て
く
れ
た
の
で
、
國
語
の
こ
と
が
よ
く
話
題

に
な
る
や
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
知

識
の
問
題
な
の
だ
ら
う
か
。

さ
う
考
へ
て
思
ひ
出
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ま

だ
昭
和
で
あ
っ
た
か
平
成
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ

た
か
、
或
る
席
で
太
田
行
藏
と
い
ふ
方
が
當
日

の
東
京
新
聞
「
筆
洗
」
に
長
谷
の
大
佛
の
手
に

て
ん
と
う
蟲
が
「
日
が
な
と
ま
っ
て
ゐ
た
」
と

あ
っ
た
こ
と
を
引
い
て
「
日
が
な
一
日
」
で
な

け
れ
ば
變
だ
と
、
世
の
師
表
た
る
人
の
國
語
力

の
衰
へ
を
慨
嘆
さ
れ
た
。

歸
宅
し
て
此
の
話
を
し
た
と
こ
ろ
、
家
人
も

筆
洗
を
讀
ん
で
ゐ
て
氣
づ
い
た
さ
う
だ
が
、
恐

ら
く
一
日
中
眺
め
て
ゐ
た
上
で
の
表
現
で
な
い
、

そ
の
後
ろ
め
た
さ
が
表
れ
た
も
の
だ
ら
う
と
言

ふ
。
成
る
程
と
思
っ
た
の
で
、
其
の
日
英
語
の

こ
と
で
尋
ね
ら
れ
て
調
べ
た
こ
と
を
お
知
ら
せ

す
る
葉
書
の
端
に
書
き
加
へ
て
お
い
た
と
こ
ろ
、

葉
書
の
内
容
を
披
露
し
て
よ
い
か
と
の
電
話
を

頂
い
た
の
で
あ
っ
た
。
補
聽
器
を
介
し
て
の
電

話
と
い
ふ
の
も
始
め
て
で
あ
っ
た
が
、
葉
書
の

内
容
に
つ
い
て
も
斷
り
を
入
れ
る
作
法
に
肅
然

と
し
た
こ
と
を
覺
え
て
ゐ
る
。

今
、
太
田
行
藏
先
生
に
つ
い
て
ネ
ッ
ト
で
調

べ
た
ら
前
田
嘉
則
氏
の
サ
イ
ト
「
言
葉
の
救
は

れ
」
の
「
歌
人
太
田
行
藏
の
金
田
一
京
助
評
」
の

一
節
が
出
て
き
た
。
前
田
嘉
則
氏
は
正
字
正
假
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名
遣
の
人
。
し
か
し
引
用
は
原
文
通
り
だ
。
當

方
は
假
名
遣
と
字
體
に
つ
い
て
原
文
通
り
と
い

ふ
こ
だ
は
り
は
し
な
い
。
以
下
、
前
田
嘉
則
氏

の
サ
イ
ト
か
ら
の
引
用
。

金
田
一
の
ご
ま
か
し
癖
に
つ
い
て
、
太
田

は
か
う
記
し
て
ゐ
る
。

慣
れ
と
い
ふ
も
の
は
恐
ろ
し
い
も
の
だ
。

い
く
ら
平
安
朝
式
が
好
ま
し
い
と
言
っ
て
、

今
日
あ
の
や
う
な
格
好
を
し
た
ら
た
い
へ

ん
で
あ
ら
う
し
、
言
葉
だ
っ
て
、
今
、『
さ

こ
そ
侍
ら
め
』『
い
と
を
か
し
う
な
む
』
な

ど
言
っ
た
ら
、
氣
ち
が
ひ
か
と
思
は
れ
や

う
か
ら
、
つ
づ
り
方
だ
っ
て
、『
て
ふ
て
ふ
』

『
け
ふ
』『
あ
ふ
み
』
の
國
、『
と
ほ
た
ふ
み
』

の
國
で
は
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
以
外
の
何
物

で
も
な
い
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
を
思
は
ず
、

こ
れ
を
當
り
前
に
思
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

ど
こ
の
世
界
に
、
千
年
前
の
人
の
書
い
た

つ
づ
り
方
を
、
今
日
、
小
學
校
の
子
供
ら

に
ま
で
朝
夕
の
實
用
に
さ
せ
て
い
る
文
明

國
が
あ
る
こ
と
か
。

こ
ん
な
話
し
方
が
ウ
ソ
で
あ
る
こ
と
は
、

最
近
で
は
福
田
恆
存
氏
が
よ
く
よ
く
君
に

言
っ
た
は
ず
だ
。『
さ
こ
そ
侍
ら
め
』
と
言

ひ
た
く
て
現
代
か
な
づ
か
い
に
反
對
し
て

ゐ
る
人
が
あ
る
と
思
ふ
か
。
し
か
も
あ
り

さ
う
に
思
は
せ
や
う
と
し
て
ゐ
る
。
千
年

前
の
書
き
方
で
も
、
通
用
す
れ
ば
い
い
で

は
な
い
か
。
通
用
し
な
い
も
の
は
改
め
て

き
て
ゐ
る
。
な
ぜ
日
本
で
は
外
國
ほ
ど
昔

と
今
と
に
ち
が
ひ
が
な
い
か
の
理
由
を
、
君

自
身
も
、

一
千
年
間
の
綴
り
方
を
今
日
な
ほ
守

る
と
い
ふ
國
は
世
界
に
類
の
な
い
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
が
東
海
に
隔
絶

し
て
、
他
民
族
の
侵
略
を
蒙
ら
ず
、
古
今

の
變
化
が
、
諸
外
國
に
見
ら
れ
な
い
ほ

ど
小
さ
い
か
ら
で
あ
る
（
ラ
ヂ
オ
新
書

（
七
十
一
）「
國
語
の
變
遷
」
一
六
三
頁
）。

と
言
っ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。
君
が
か
う

言
っ
て
か
ら
、
ま
だ
十
五
年
ば
か
り
し
か

た
た
な
い
。
君
の
こ
の
ご
ろ
は
、
世
の
中

の
風
向
き
次
第
で
何
で
も
都
合
の
い
い
こ

と
を
言
ふ
人
だ
と
い
ふ
こ
と
を
自
分
で
證

明
す
る
や
う
な
も
の
だ
。
學
説
も
日
進
月

歩
だ
な
ど
と
言
ふ
な
。
過
去
の
歴
史
事
實

が
日
進
月
歩
す
る
と
思
ふ
か
。

金
田
一
君
。
僕
は
君
に
こ
ん
な
こ
と
を

言
ひ
た
く
な
い
。
し
か
し
多
く
の
人
の
だ

ま
さ
れ
る
の
は
默
っ
て
見
て
は
ゐ
ら
れ
な

い
。
君
は
そ
の
あ
と
の
は
う
で
、

發
音
が
同
じ
も
の
で
も
、
語
に
よ
っ

て
書
き
方
が
ち
が
ふ
こ
と
は
、
ど
こ
の

國
に
も
あ
っ
て
、
そ
れ
を
一
語
一
語
學

ぶ
の
が
國
語
教
育
だ
か
ら
、
そ
れ
く
ら

い
の
困
難
は
避
け
る
べ
き
で
は
な
い
の

で
あ
る
。（
一
六
六
頁
）

と
も
言
っ
て
ゐ
る
。『
ど
こ
に
も
そ
ん
な
國

は
な
い
』
と
い
ふ
の
と
、『
ど
こ
の
國
に
も

あ
る
』
と
い
ふ
の
と
で
は
全
く
反
對
だ
が
、

そ
れ
が
同
じ
人
の
口
か
ら
時
代
が
ち
が
へ

ば
何
の
良
心
的
反
省
も
な
し
に
、
大
手
を

ふ
っ
て
出
て
く
る
。（
中
略
）

君
と
い
ふ
人
間
は
、
時
世
時
節
で
何
で

も
言
ふ
と
い
ふ
證
據
に
な
る
だ
ら
う
。（
前

掲
書
　
六
「
風
向
き
次
第
」）

こ
の
逐
語
的
な
批
評
は
き
は
め
て
説
得
的

で
、
金
田
一
は
何
も
反
論
は
で
き
な
い
。
事

實
し
て
ゐ
な
い
。
變
節
漢
は
、
詭
辯
の
常
態

で
あ
る
か
ら
、
ま
つ
た
く
そ
の
通
り
な
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
太
田
の
批
評
に
は
、
快

哉
を
叫
び
た
く
な
る
。
福
田
恆
存
は
平
和
問

題
で
は
孤
立
無
援
で
あ
つ
た
が
、
國
語
問
題

に
お
い
て
は
、
こ
れ
ほ
ど
に
後
方
支
援
は
あ

つ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
で
あ
る
。
私
た
ち
日

本
人
は
、
自
分
の
頭
で
考
へ
な
い
か
ら
、
變

節
漢
の
言
葉
を
見
拔
け
ず
、「
時
世
時
節
で
何

で
も
言
う
」
ウ
ソ
に
騙
さ
れ
て
し
ま
ふ
の
で

あ
る
。「
過
去
の
歴
史
事
實
が
日
進
月
歩
す
る

と
思
う
か
」、
私
も
ま
た
今
さ
う
叫
び
た
い
。

今
、
私
で
も
「
さ
こ
そ
侍
ら
め
」
と
言
へ
な
ど
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と
言
ふ
の
で
は
な
い
。
た
だ
假
名
遣
ひ
に
歴

史
性
を
持
た
せ
よ
と
言
ひ
た
い
だ
け
で
あ
る
。

以
上
が
前
田
嘉
則
氏
の
サ
イ
ト
か
ら
の
引
用

で
あ
る
。
先
年
、
も
と
都
廳
に
ゐ
た
友
人
の
紹
介

で
箱
根
の
望
月
莊
と
い
ふ
宿
に
一
泊
し
た
こ
と

が
あ
る
。
金
田
一
京
助
の
愛
用
し
た
宿
で
あ
っ

た
。
京
助
の
詠
ん
だ
歌
が
掲
げ
て
あ
っ
た
の
で

知
っ
た
。
今
更
あ
ら
た
め
て
い
ふ
の
も
無
知
を

さ
ら
け
だ
す
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
や
っ
き

と
な
っ
て
歴
史
的
假
名
遣
の
非
を
な
ら
し
た
京

助
で
あ
っ
て
も
興
が
の
れ
ば
三
十
一
文
字
を
ひ

ね
っ
た
の
だ
。
勿
論
正
し
い
假
名
遣
だ
。
我
が
母

校
の
校
歌
も
國
語
教
師
の
作
詞
だ
っ
た
。
か
つ

て
の
國
語
教
師
の
國
語
力
を
あ
ら
た
め
て
思
ふ
。

戰
後
育
成
さ
れ
た
教
師
は
假
名
遣
も
知
ら
な

い
。
そ
の
教
師
に
教
は
っ
た
政
治
家
の
國
語
力

な
ど
語
る
も
愚
か
だ
ら
う
。
し
か
し
、「
確
實
性

が
高
い
」
は
國
語
力
の
問
題
で
は
な
い
。
誠
實
さ

の
問
題
な
の
だ
。
ど
う
考
へ
た
っ
て
無
理
で
あ

る
か
、
ま
た
は
問
題
の
性
質
も
解
明
さ
れ
て
ゐ

な
い
時
期
に
「
一
年
後
に
解
決
し
ま
す
」
と
無
造

作
に
言
ふ
。
そ
の
癖
が
出
た
と
言
ふ
べ
き
だ
ら

う
。
ゆ
っ
く
り
と
言
葉
の
意
味
を
考
へ
て
話
す

こ
と
か
ら
始
め
て
欲
し
い
。

♦
1534(21.5.3)

ロ
ー
マ
字
を
や
っ
て
み
る
べ
き
だ
っ
た

八
日
、
歸
り
の
機
内
で
み
た
朝
日
新
聞
の
コ

ラ
ム
に
《
作
家
の
井
上
ひ
さ
し
さ
ん
が
週
刊
朝

日
で
、
オ
バ
マ
米
大
統
領
の
核
軍
縮
演
説
を
評

價
し
て
ゐ
た
。
原
爆
を
落
と
し
た
の
は
誰
か
と

い
ふ
主
語
を
は
っ
き
り
語
っ
て
ゐ
る
か
ら
だ
と

い
ふ
。「
核
を
使
用
し
た
唯
一
の
保
有
國
と
し
て

行
動
す
る
道
義
的
責
任
が
あ
る
」
と
述
べ
た
く

だ
り
に
つ
い
て
で
あ
る
。
日
本
語
は
主
語
が
あ

い
ま
い
だ
。》
と
あ
っ
た
。

原
爆
死
亡
者
慰
靈
碑
の
碑
文
「
過
ち
は
繰
返
し

ま
せ
ぬ
か
ら
」
の
主
語
を
も
し
顯
現
化
す
れ
ば
、

一
人
稱
複
數
で
あ
る
こ
と
は
間
違
ひ
な
い
。
そ

し
て
、
そ
れ
は
人
類
一
般
を
意
味
し
た
は
ず
だ
。

こ
の
表
現
が
米
國
が
民
間
人
大
量
虐
殺
の
戰

爭
犯
罪
國
家
で
あ
る
こ
と
を
隱
蔽
す
る
の
に
一

定
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
事
實
だ
と
思
ふ
。

我
々
は
歴
史
を
學
ば
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
イ

ラ
ク
や
ア
フ
ガ
ン
で
民
間
人
が
死
ん
だ
こ
と
が

ニ
ュ
ー
ス
に
な
る
と
始
め
て
何
や
ら
ダ
ブ
ル
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
る
の
だ
。

し
か
し
朝
日
新
聞
の
や
う
に
「
主
語
が
あ
い

ま
い
だ
」
と
國
語
の
せ
い
に
す
る
の
は
二
重
に

自
虐
的
だ
と
思
ふ
。

本
日
（
十
一
日
）
の
日
本
經
濟
新
聞
、
ド
コ

モ
の
全
面
廣
告
の
文
句
は
《「
氣
づ
き
」
が
仕
事

を
變
へ
て
い
く
》
で
、
二
面
の
記
事
の
見
出
し

は
《
自
民
、「
き
ず
な
」
復
活
期
す
》
だ
。
ド
コ

モ
の
廣
告
に
は
ロ
ー
マ
字
でK

IZ
U

K
I

と
な
っ

て
ゐ
る
。
文
部
省
の
ロ
ー
マ
字
で
は
ヅ
を
表
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
假
名
字
母
の
ヅ
の

使
用
を
制
限
し
た
。

一
五
三
九
號
所
載
「
日
本
が
占
領
さ
れ
た
八

年
間
」
昭
和
二
十
三
年
の
と
こ
ろ
に
日
本
語
の

ロ
ー
マ
字
化
（
斷
念
）
と
題
し
て
次
の
や
う
な

こ
と
が
書
い
て
あ
る
。

ヂ
ョ
ン
・
ペ
ル
ゼ
ル
と
い
う
若
い
將
校
の
發

案
で
、
日
本
語
を
ロ
ー
マ
字
表
記
に
し
よ
う
と

す
る
計
畫
が
起
さ
れ
た
。
目
的
は
日
本
人
の
識

字
率
を
高
め
る
た
め
。
と
こ
ろ
が
識
字
率
を
調

べ
て
み
る
百
パ
ー
セ
ン
ト
に
近
か
っ
た
。
調
査

に
携
は
っ
た
東
大
助
手
柴
田
武
は
ペ
ル
ゼ
ル
に

呼
び
出
さ
れ
、
遠
回
し
に
「
字
が
讀
め
な
い
人

が
非
常
に
多
い
と
い
ふ
ふ
う
に
し
て
く
れ
な
い

と
困
る
」
と
言
は
れ
た
が
、「
調
査
結
果
は
捻
ぢ

曲
げ
ら
れ
な
い
」
と
突
っ
ぱ
ね
、
ペ
ル
ゼ
ル
も

そ
れ
以
上
の
無
理
押
し
は
し
な
か
っ
た
と
い
ふ
。

柴
田
先
生
に
品
川
の
ホ
テ
ル
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク

で
お
目
に
か
か
り
擴
張
ヘ
ボ
ン
式
に
つ
い
て
聽

い
て
も
ら
っ
た
の
は
平
成
十
七
年
十
一
月
三
十

日
。
識
字
率
調
査
と
の
こ
と
な
ど
知
ら
な
か
っ
た

の
で
訊
ね
て
も
み
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
現

代
假
名
遣
が
ロ
ー
マ
字
化
の
た
め
の
一
里
塚
と

し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ

と
思
ふ
。
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ロ
ー
マ
字
化
を
や
っ
て
み
る
べ
き
だ
っ
た
。
さ

う
し
た
ら
と
っ
く
に
不
合
理
さ
が
明
ら
か
に
な
っ

て
ゐ
た
は
ず
だ
。

¯
1544(21.5.12)

新
常
用
漢
字
表
案
、
應
募
意
見
は
す
べ

て
公
開
す
べ
き
だ

朝
日
新
聞
五
月
十
八
日
朝
刊
二
十
一
面
の
文

化
欄
を
讀
む
と
新
常
用
漢
字
表
案
に
對
す
る
應

募
意
見
が
公
開
に
な
っ
た
と
あ
る
が
ネ
ッ
ト
で

み
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
文
化
廳
に
問
合
は
せ

る
と
漢
字
小
委
員
會
で
資
料
と
し
て
配
布
し
た

と
の
こ
と
。
但
し
、
す
べ
て
の
應
募
意
見
を
配

布
し
た
わ
け
で
な
く
、
ま
た
將
來
、
ネ
ッ
ト
で

公
開
す
る
場
合
も
す
べ
て
を
公
開
す
る
こ
と
は

な
い
だ
ら
う
と
の
こ
と
。

す
べ
て
を
公
開
す
べ
き
だ
。
文
部
當
局
の
フ
ィ

ル
タ
ー
を
く
ぐ
っ
た
意
見
だ
け
を
恰
も
す
べ
て

の
意
見
で
あ
る
か
の
や
う
に
報
道
し
て
ゐ
れ
ば
、

恐
ら
く
、
さ
う
い
ふ
意
見
し
か
な
い
は
ず
だ
と

記
者
も
役
人
も
思
ひ
こ
ん
で
し
ま
ふ
だ
ら
う
。

朝
日
の
報
道
に
は
「
表
内
の
字
體
に
二
重
の

基
準
が
あ
る
の
は
を
か
し
い
」
と
い
っ
た
反
對

意
見
が
「
國
語
施
策
の
一
貫
性
を
保
つ
に
は
遡

な
ど
の
印
刷
標
準
字
體
を
採
用
す
べ
き
だ
」
と

い
っ
た
贊
成
意
見
を
上
回
っ
た
と
あ
る
。
こ
の

報
道
も
不
思
議
だ
。
こ
の
二
つ
の
意
見
は
對
立

す
る
も
の
で
な
い
。
表
内
に
二
重
の
基
準
が
あ

る
と
い
ふ
の
は
、
し
ん
に
ゅ
う
の
點
を
一
つ
に

す
る
か
二
つ
に
す
る
か
の
問
題
だ
。

間
違
っ
て
も
ら
っ
て
は
困
る
が
、
漢
字
全
廢

の
一
里
塚
と
し
て
例
外
的
に
使
用
を
認
め
ら
れ

た
の
が
表
内
字
で
あ
り
、
そ
れ
も
一
畫
で
も
減

じ
よ
う
と
し
た
結
果
が
一
點
し
ん
に
ょ
う
だ
っ

た
は
ず
だ
。「
表
内
の
字
體
に
二
重
の
基
準
が
あ

る
の
は
を
か
し
い
」
の
で
は
な
く
、
表
の
内
外

で
字
體
に
二
重
の
基
準
が
あ
る
の
が
を
か
し
い

の
で
あ
り
不
便
な
の
だ
。
常
用
漢
字
表
を
廢
止

す
る
の
が
一
擧
に
で
き
な
い
の
な
ら
せ
め
て
字

體
に
つ
い
て
は
戰
前
の
形
を
本
則
と
し
て
、
新

字
體
は
一
種
の
筆
記
體
と
し
て
許
容
す
る
や
う

な
方
策
を
考
へ
て
貰
ひ
た
い
。
漢
字
の
書
取
り

で
正
字
を
書
い
た
ら
間
違
ひ
だ
と
す
る
こ
と
も

な
く
な
る
し
漢
和
辭
典
の
引
き
方
を
教
へ
る
に

も
デ
ー
タ
ー
を
檢
索
す
る
に
も
裨
益
す
る
と
こ

ろ
大
で
あ
ら
う
。

¯
1553(21.5.21)

文
部
科
學
省
は
エ
イ
リ
ア
ン
に
乘
っ
取

ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ら
う
か

出
版
社
へ
入
社
し
た
と
き
に
現
代
假
名
遣
を

身
に
つ
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ま
で

假
名
遣
の
こ
と
を
考
へ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
戰

前
の
本
で
も
戰
後
の
本
で
も
讀
む
の
に
不
自
由

は
な
く
、
讀
ん
だ
あ
と
で
假
名
遣
が
ど
ち
ら
で

あ
る
か
な
ど
訊
か
れ
て
も
判
ら
な
い
の
が
實
際

で
あ
っ
た
が
、
歴
史
的
假
名
遣
を
書
く
こ
と
は

で
き
ず
、
現
代
假
名
遣
で
書
い
て
ゐ
る
つ
も
り

で
あ
っ
た
。

し
か
し
著
者
の
假
名
遣
を
文
部
省
式
に
合
ふ

や
う
に
修
正
す
る
作
業
の
た
め
に
は
意
識
的
に

現
代
假
名
遣
な
る
も
の
を
身
に
つ
け
る
必
要
が

あ
る
。
そ
れ
で
文
部
省
の
決
め
た
も
の
を
讀
ん

で
み
た
。

讀
ん
で
み
る
と
判
ら
な
い
こ
と
が
判
っ
た
。
そ

れ
か
ら
、
漢
字
を
表
意
文
字
と
言
ふ
が
、
表
語
文

字
と
い
ふ
べ
き
だ
と
思
っ
た
。
何
年
か
後
に
、
表

語
文
字
と
い
ふ
こ
と
は
河
野
六
郎
先
生
の
言
ひ

だ
さ
れ
た
こ
と
だ
と
い
ふ
こ
と
を
聞
い
た
。
今

は
わ
り
と
普
通
に
見
か
け
る
表
現
だ
。

日
經
新
聞
五
月
二
十
四
日
の
文
化
欄
に
俳
人

宇
多
喜
代
子
は
國
東
中
學
で
「
こ
と
ば
は
だ
れ

の
持
ち
物
で
も
な
い
の
だ
か
ら
、
自
由
に
つ
か
っ

て
い
い
の
だ
」
と
述
べ
た
と
あ
る
。
漢
字
は
表
語

文
字
で
あ
り
、
漢
字
制
限
は
語
の
制
限
で
あ
っ

た
。
障
碍
者
を
障
害
者
と
書
換
へ
た
結
果
、
こ

の
語
が
つ
か
ひ
に
く
く
な
っ
た
こ
と
を
考
へ
て

み
て
ほ
し
い
。

と
に
か
く
、
學
校
で
漢
字
教
育
は
な
い
が
し

ろ
に
さ
れ
た
。
漢
字
檢
定
協
會
と
い
ふ
の
が
あ

る
ら
し
い
。
文
藝
春
秋
四
月
號
の
高
島
俊
男
の

批
判
を
讀
む
と
首
を
傾
げ
る
點
が
あ
る
こ
と
は

確
か
で
あ
る
が
、
儲
け
す
ぎ
て
顰
蹙
を
か
っ
て
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ゐ
る
の
は
漢
字
教
育
が
商
賣
に
な
る
く
ら
い
面

白
い
と
い
ふ
こ
と
を
證
明
し
た
わ
け
だ
。

文
部
省
が
公
教
育
で
漢
字
教
育
を
な
い
が
し

ろ
に
し
、
漢
字
檢
定
協
會
の
や
う
な
と
こ
ろ
を

助
成
し
て
ゐ
る
の
は
變
で
は
な
い
か
。

そ
の
公
教
育
の
實
體
を
見
る
機
會
が
あ
っ
た
。

或
る
小
學
校
の
運
動
會
だ
。
１
年
生
が
見
事
な

マ
ス
ゲ
ー
ム
を
や
る
。
入
學
以
來
連
日
體
育
の

授
業
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
２
年
生
の

マ
ス
ゲ
ー
ム
は
班
編
成
。
班
ご
と
の
生
徒
の
名

簿
ま
で
印
刷
し
た
も
の
ま
で
あ
る
。
こ
れ
が
全

員
假
名
表
記
。

男
女
の
區
別
が
な
い
。
徒
競
走
は
あ
ら
か
じ
め

同
じ
速
さ
の
生
徒
を
組
分
け
し
た
と
み
え
て
、
競

爭
す
る
組
ご
と
に
名
前
が
讀
み
上
げ
ら
れ
る
。
準

備
も
大
變
だ
っ
た
に
違
ひ
な
い
。
我
々
の
頃
は
、

そ
の
と
き
竝
ん
だ
順
で
組
合
せ
は
決
ま
っ
た
。

運
動
會
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
「
１
人
ひ
と
り

が
″全
力
で
豐
か
さ
を
表
現
す
る
″″協
力
し
て

つ
く
り
あ
げ
る
″
と
い
ふ
め
あ
て
を
も
っ
て
取

組
ん
で
參
り
ま
し
た
」
と
あ
る
。「
め
あ
て
」
と

い
ふ
語
を
使
ふ
べ
き
と
こ
ろ
で
は
あ
る
ま
い
。

「
め
あ
て
を
も
っ
て
」
と
い
へ
は
「
目
印
に
し

て
、
た
よ
り
に
し
て
」
と
い
ふ
意
味
だ
と
思
ふ
。

目
的
と
か
目
標
と
な
ぜ
書
か
な
い
の
だ
ら
う
。

協
力
と
い
ふ
表
現
だ
が
、
校
長
先
生
の
開
會

の
際
の
言
葉
に
「
み
ん
な
協
力
し
て
競
爭
し
ま

せ
う
」
と
い
ふ
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
か
あ
ら
ぬ

か
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
に
よ
る
綱
引
き
で
、
左
右
入
換
へ

て
も
う
一
度
の
と
き
に
「
で
き
れ
ば
引
分
け
に

も
っ
て
行
き
た
い
の
で
、
先
程
勝
っ
た
赤
組
の

方
よ
ろ
し
く
お
願
ひ
し
ま
す
」
と
い
ふ
ア
ナ
ウ

ン
ス
が
あ
っ
た
。
普
通
な
ら
、「
先
程
負
け
た
白

組
、
今
度
は
頑
張
っ
て
下
さ
い
」
だ
ら
う
。
こ

れ
で
は
生
徒
に
八
百
長
を
教
へ
る
こ
と
に
な
る
。

皆
が
仲
良
く
な
る
の
な
ら
八
百
長
も
正
し
い
わ

け
だ
。

號
令
の
か
け
方
も
變
だ
っ
た
。「
氣
を
つ
け
」

は
あ
る
が
「
直
れ
」
が
な
い
。
す
ぐ
に
だ
ら
だ

ら
し
て
し
ま
ふ
。
か
う
い
ふ
こ
と
は
教
師
養
成

の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

玉
入
れ
の
と
き
、
幾
つ
入
っ
た
か
數
へ
る
の

に
「
１
つ
、
２
つ
」
と10

ま
で
は
和
語
で
２
桁

に
な
っ
て
か
ら
漢
語
に
な
る
の
が
普
通
だ
と
思

ふ
が
、
こ
の
學
校
で
は
最
初
か
ら
漢
語
だ
。
今

の
學
校
教
育
で
は
ア
イ
ウ
エ
ヲ
順
だ
か
ら
イ
ロ

ハ
順
は
覺
え
る
必
要
は
な
い
と
、
覺
え
る
こ
と

を
減
ら
す
や
う
に
、
生
徒
に
易
し
く
し
て
ゐ
る

つ
も
り
な
の
だ
ら
う
。

さ
う
言
へ
ば
徒
競
走
も
１
年
生
は50

米
、
２

年
生
は80

米
、
４
年
生
は90

米
、
５
年
６
年

で
初
め
て100

米
で
あ
っ
た
。

選
手
宣
誓
の
や
う
な
も
の
も
大
勢
が
前
に
で

て
、
一
言
づ
つ
述
べ
る
形
式
。
要
す
る
に
、
人

權
教
育
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
に
ほ
ひ
芬
々
た
る

も
の
が
あ
っ
た
。

父
兄
の
中
に
も
困
っ
た
と
思
っ
て
ゐ
る
人
が

あ
る
に
違
ひ
な
い
け
れ
ど
、
子
供
が
人
質
に
取

ら
れ
て
ゐ
る
わ
け
だ
か
ら
下
手
な
こ
と
は
言
ひ

だ
せ
な
い
の
だ
と
思
ふ
。

お
ん
ば
育
ち
は
３
文
安
い
と
い
ふ
が
、
そ
れ

ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
お
ま
け
に
英
語
も
や
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ら
う
。

「
破
綻
し
た
流
感
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
一
五
五

二
號
）
に
「「
日
本
の
官
僚
は
有
能
だ
と
よ
く
言

は
れ
る
が
、
今
回
の
騷
動
で
見
え
て
き
た
彼
ら

の
レ
ベ
ル
は
、
そ
の
評
價
に
値
し
な
い
」
と
あ

る
が
、
厚
労
省
の
役
人
は
そ
れ
で
も
舵
を
切
る
。

文
部
行
政
の
結
果
は
何
世
代
も
經
た
な
け
れ

ば
判
明
し
な
い
。
だ
か
ら
戰
後
の
表
音
主
義
が

そ
の
ま
ま
續
い
て
ゐ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
こ

の
や
う
な
段
階
に
ま
で
進
化
を
遂
げ
て
ゐ
る
こ

と
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
當
局
も
知
ら
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
と
も
文
部
科
學
省
は
エ

イ
リ
ア
ン
に
乘
っ
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ら

う
か
。

¯
1556(21.5.25)

Ｎ
Ｈ
Ｋ
抗
議
行
動
に
參
加
し
て

Ｎ
Ｈ
Ｋ
を
正
す
會
の
こ
と
、
受
信
契
約
を
破

棄
し
て
ゐ
る
の
で
參
加
す
る
資
格
が
な
い
と
諦

め
て
ゐ
ま
す
。
せ
め
て
も
と
五
月
三
十
日
の
Ｎ
Ｈ

Ｋ
抗
議
集
會
に
は
ハ
チ
公
前
の
集
會
か
ら
參
加
。
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日
章
旗
、
草
莽
掘
起
と
い
ふ
幟
、
緑
の
模
樣

の
旗
が
あ
る
。「
頂
門
の
一
針
」
で
知
っ
て
來
た

と
言
っ
て
も
「
頂
門
の
一
針
」
を
知
っ
て
ゐ
る
人

が
ゐ
な
い
。
プ
ラ
カ
ー
ド
か
何
か
持
っ
て
欲
し

い
言
は
れ
て
緑
の
模
樣
の
旗
を
持
っ
た
。
チ
ャ

ン
ネ
ル
櫻
の
旗
か
と
思
っ
た
が
臺
灣
旗
で
あ
る

こ
と
を
後
で
知
っ
た
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
取
材
を
受
け
た
柯
徳
三
さ
ん
が
録

音
で
參
加
。「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
臺
灣
に
あ
れ
ば
燒
討
ち

に
遭
っ
た
と
こ
ろ
だ
」
と
い
ふ
意
味
の
言
葉
が

耳
に
殘
っ
た
。

そ
れ
か
ら
代
々
木
公
園
け
や
き
竝
木
中
央
と

い
ふ
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
脇
の
と
こ
ろ
に
移
動
。
ど
ん
ど

ん
人
が
増
え
る
。
札
幌
醫
科
大
學
高
田
純
教
授

の
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
ロ
マ
ン
を
煽
っ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ

は
、
核
實
驗
場
で
あ
る
こ
と
を
隱
し
た
僞
裝
番

組
だ
」
は
代
讀
。
加
瀬
英
昭
氏
の
話
も
き
け
た
。

や
が
て
デ
モ
行
進
に
う
つ
る
た
め
に
二
組
四

列
縱
隊
に
竝
び
直
す
。
列
が
ど
ん
ど
ん
延
び
て

行
く
が
、
我
々
の
と
こ
ろ
に
な
る
と
動
き
だ
す

ま
で
團
子
状
態
。
そ
れ
を
チ
ャ
ン
ネ
ル
櫻
の
水

島
さ
ん
が
列
の
數
を
數
へ
て
い
く
。
隨
分
控
へ

め
な
數
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
實
際

に
動
き
だ
し
て
み
る
と
、
我
々
の
と
こ
ろ
か
ら

も
後
ろ
ま
で
見
通
せ
な
い
。

皆
、
日
の
丸
の
小
旗
や
風
船
を
持
つ
。
結
構

若
い
人
が
多
い
。
訊
い
て
み
る
と
ネ
ッ
ト
で
知
っ

て
の
參
加
と
の
こ
と
。
飮
み
過
ぎ
て
腹
具
合
が

惡
く
、
朝
も
晝
も
絶
食
だ
と
言
っ
た
ら
飴
を
く

れ
た
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
周
り
を
廻
っ
て
代
々
木
公
園
の
脇

の
小
さ
な
公
園
で
隊
列
を
解
く
。
旗
竿
を4

時

間
ほ
ど
も
っ
て
ゐ
た
こ
と
に
な
る
。
雨
が
降
ら

な
か
っ
た
の
で
助
か
っ
た
。
そ
れ
で
を
は
り
か
と

思
っ
た
ら
、
今
度
は
め
い
め
い
の
自
由
行
動
だ
と

い
ふ
。
結
構
大
勢
の
人
が
取
っ
て
返
す
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

の
構
内
に
入
っ
て
抗
議
し
た
人
も
か
な
り
あ
っ

た
。
結
局
デ
モ
コ
ー
ス
を
往
復
し
た
わ
け
だ
。

國
語
の
問
題
で
Ｎ
Ｈ
Ｋ
を
批
判
す
る
人
に
は

出
逢
は
な
か
っ
た
。

友
人
か
ら
こ
ん
な
メ
ー
ル
が
屆
い
た
。

今
日
六
月
二
日
の
夜
十
時
五
十
分
か
ら
十

一
時
ま
で
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
總
合
テ
レ
ビ
「
あ
の
人

に
あ
い
た
い
」
は
志
賀
直
哉
で
し
た
。
番
組
の

中
で
志
賀
自
身
に
よ
る
朗
讀
に
合
せ
て
、
小

説
の
一
節
が
字
幕
に
出
ま
し
た
が
、
會
話
が

國
語
假
名
遣
（
歴
史
的
假
名
遣
）
で
、
地
の
文

が
「
現
代
假
名
遣
い
」
と
い
ふ
代
物
で
し
た
。

志
賀
が
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
は
ず
は
無
い
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
假
名
遣
を
愚
弄
し
て
ゐ
ま
す
。
視

聽
者
を
な
め
き
つ
て
ゐ
ま
す
。

つ
い
で
な
が
ら
思
っ
た
こ
と
。

日
の
丸
の
小
旗
を
も
っ
た
若
者
に
日
の
丸
の

位
置
を
訊
ね
て
み
た
と
こ
ろ
、
布
地
の
中
心
よ

り
竿
の
方
に
幾
分
寄
っ
て
ゐ
る
は
ず
だ
と
い
ふ
。

少
し
竿
寄
り
で
あ
る
こ
と
は
我
々
の
世
代
は
皆

知
っ
て
ゐ
た
。
小
旗
を
作
っ
て
み
る
と
の
り
し

ろ
の
分
だ
け
竿
寄
り
に
な
る
の
は
仕
方
が
な
い
。

百
分
の
一
な
ど
と
い
ふ
の
は
ど
う
で
も
よ
い
の

だ
と
思
ふ
。
萬
國
旗
な
ど
も
細
か
い
寸
法
に
は

こ
だ
は
ら
ず
世
界
中
縱
横
を
同
じ
寸
法
に
つ
く

る
は
ず
だ
。

國
家
國
旗
法
で
明
治
三
年
の
太
政
官
布
告
第

五
十
七
號
を
廢
し
、「
當
分
の
間
（
略
）
寸
法
の

割
合
に
つ
い
て
縱
を
横
の
十
分
の
七
と
し
、
か

つ
、
日
章
の
中
心
の
位
置
に
つ
い
て
旗
の
中
心

か
ら
旗
竿
側
に
横
の
長
さ
の
百
分
の
一
偏
し
た

位
置
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
な
ほ

し
て
ゐ
る
が
、
當
分
の
間
と
は
い
つ
ま
で
を
い

ふ
の
だ
ら
う
。
と
に
か
く
こ
こ
で
も
傳
統
が
斷

た
れ
た
。

¯
1570(21.6.8)

漢
字
は
嫌
ひ
だ
っ
た

世
の
中
に
絶
え
て
漢
字
の
な
か
り
せ
ば
春
の

心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
。
戰
後
教
育
の
第
一
期

生
。
漢
字
は
嫌
い
で
嫌
い
で
な
ら
な
か
っ
た
。
書

く
の
も
嫌
い
だ
っ
た
。
今
以
っ
て
ま
と
も
に
字

が
書
け
な
い
。

本
が
あ
ま
り
無
く
、
主
と
し
て
戰
前
の
本
を

讀
ん
で
育
っ
た
せ
い
で
、
漢
字
を
讀
む
の
に
は

不
自
由
し
な
か
っ
た
が
、
漢
和
字
典
を
引
く
の

は
苦
手
だ
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
が
音
訓
索
引
で
間
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に
あ
っ
た
の
は
、
今
に
し
て
思
へ
ば
、
形
聲
字

が
多
か
っ
た
か
ら
な
の
だ
。

テ
レ
ビ
で
相
當
な
人
が
、
他
人
事
を
タ
ニ
ン

ゴ
ト
と
讀
む
。
も
し
當
字
と
い
ふ
こ
と
を
説
明

す
る
な
ら
ヒ
ト
ゴ
ト
を
人
事
と
書
く
こ
と
は
で

き
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ほ
ど
恰
好
な
例
は
な

い
と
思
ふ
が
、
さ
う
い
ふ
こ
と
も
教
へ
て
は
ゐ

な
い
の
だ
ら
う
。
後
輩
が
有
名
出
版
社
か
ら
出

し
た
本
、
直
接
教
へ
を
受
け
た
人
に
對
し
て
私

淑
と
い
ふ
表
現
を
用
ゐ
て
ゐ
て
、
そ
の
師
に
當

る
人
が
序
文
を
寄
せ
て
ゐ
る
。
序
文
を
頼
ん
だ

側
も
頼
ま
れ
た
側
も
編
集
者
も
辭
書
で
「
私
淑
」

の
意
味
を
調
べ
た
こ
と
が
な
い
の
だ
。

五
月
二
十
七
日
の
日
本
經
濟
新
聞
に
よ
る
と

小
學
生
用
の
國
語
辭
典
が
賣
れ
て
ゐ
る
と
の
こ

と
。
し
か
し
、
そ
こ
で
採
り
上
げ
ら
れ
て
ゐ
る

辭
書
は
一
つ
と
し
て
五
十
音
の
假
名
を
網
羅
し

た
も
の
が
な
い
。
ワ
行
の
ヲ
は
あ
る
に
は
あ
る

が
、
助
詞
「
を
」
の
た
め
で
、
ヰ
や
ヱ
に
到
っ

て
は
完
全
無
視
だ
。
長
じ
て
戰
前
の
も
の
を
讀

み
本
物
の
辭
書
を
引
き
た
く
な
っ
た
ら
ど
う
す

れ
ば
よ
い
の
か
。
子
供
は
背
伸
び
し
た
が
る
も

の
だ
。
語
彙
は
大
き
い
方
が
よ
い
。

文
字
の
大
き
さ
は
ど
う
か
。
こ
れ
も
子
供
の

方
が
視
力
が
よ
い
の
だ
か
ら
、
子
供
用
の
辭
書

は
文
字
が
大
き
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ

の
は
商
業
主
義
だ
と
、
確
か
シ
ド
ニ
ー
・
ラ
ン

ド
ー
も
言
っ
て
ゐ
る
。

少
し
脱
線
し
た
が
、
と
に
か
く
字
を
書
く
の

は
大
の
苦
手
だ
。
必
要
は
發
明
の
母
。
タ
イ
プ
ラ

イ
タ
ー
の
發
明
者
は
き
っ
と
字
を
書
く
の
が
下

手
な
人
だ
っ
た
に
違
ひ
な
い
。
ワ
ー
プ
ロ
や
パ

ソ
コ
ン
が
生
ま
れ
て
救
は
れ
た
思
ひ
の
人
は
多

い
は
ず
だ
。
し
か
し
奇
麗
に
書
く
こ
と
が
で
き

る
や
う
に
な
る
と
字
の
間
違
ひ
が
判
然
と
す
る
。

パ
ソ
コ
ン
で
打
っ
て
ゐ
る
と
き
は
誤
魔
化
せ

て
も
、
宅
急
便
の
宛
先
を
書
く
と
き
な
ど
字
を

書
け
な
い
こ
と
が
あ
る
。
さ
う
い
ふ
と
き
は
い

い
加
減
に
書
く
。
讀
む
方
で
適
當
に
判
讀
し
て

く
れ
る
か
ら
だ
。
ヘ
ン
リ
ー
・
ブ
ラ
ッ
ド
レ
ー

は
「
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
と
の
關
係
に
つ
い

て
」
の
中
で

何
年
も
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
新
聞
の
死

亡
廣
告
で
「
友
人
諸
氏(friends)

に
お
知
ら

せ
す
る
」
と
始
め
る
べ
き
と
こ
ろ
を
一
字
の

違
ひ
で
「
惡
魔
諸
氏(fiends)

」
と
な
つ
て
ゐ

た
こ
と
が
あ
る
。
切
り
拔
い
て
裏
打
ち
し
た

も
の
を
大
勢
の
人
に
見
せ
て
み
た
が
、
何
度

も
讀
み
返
し
な
が
ら
誰
も
誤
植
に
氣
づ
か
な

か
つ
た
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
ゐ
る
。
こ
れ
も
同
じ
現
象
に
つ
い
て

述
べ
た
も
の
だ
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現
代
「
虎
は
良
く
て

も
鷹
は
ダ
メ
？

～
常
用
漢
字
大
論
爭
～
」(

六

月
十
九
日)
で
生
徒
を
生
從
と
書
き
、
卒
業
を
率

業
と
書
く
例
が
出
て
き
た
。
今
の
人
は
字
を
間

違
っ
て
ゐ
る
く
せ
に
し
っ
か
り
書
け
る
の
だ
。
と

ん
で
も
な
い
事
態
だ
と
思
ふ
。
漢
字
教
育
が
な

さ
れ
て
な
い
、
い
や
本
末
を
取
違
へ
た
教
育
が

な
さ
れ
て
ゐ
る
わ
け
だ
。
漢
字
制
限
を
す
る
か

ら
こ
ん
な
結
果
に
な
る
。
似
た
や
う
な
字
は
竝

べ
て
言
語
學
で
い
ふ
辨
別
的
特
徴
を
教
へ
る
し

か
な
い
。

筆
者
は
鹿
兒
島
育
ち
で
三
鷹
市
に
長
年
住
ん

で
ゐ
た
け
れ
ど
「
鹿
」
も
「
鷹
」
も
常
用
漢
字

で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
今
度
の
新
常
用
漢
字
表

の
問
題
が
報
じ
ら
れ
る
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
。

子
供
の
頃
讀
ん
だ
大
佛
次
郎
の
『
赤
穗
浪
士
』

に
大
石
無
人
と
い
ふ
坊
主
頭
の
男
が
出
て
く
る
。

腕
も
立
つ
が
口
も
達
者
。
口
で
負
け
た
奧
州
上

杉
家
の
息
の
か
か
っ
た
男
の
科
白
か
ら

「
だ
ま
れ
だ
ま
れ
」

「
ふ
ウ
む
。
口
に
年
貢
で
も
か
か
る
と
い

ふ
の
か
」

「···

」

「
そ
り
ゃ
ア
江
戸
ぢ
ゃ
ア
聞
か
な
い
話
だ
。

多
分
ず
っ
と
北
の
國
の
話
だ
な
」

覺
え
て
ゐ
る
の
は
此
所
だ
け
で
あ
る
が
、
米

澤
藩
よ
り
現
代
日
本
の
規
制
が
嚴
し
い
の
は
税

金
で
な
く
使
用
禁
止
に
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
だ
。

文
化
廳
は
使
用
禁
止
だ
と
は
言
は
な
い
だ
ら
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う
が
、「
外
來
語
の
表
記
」
に
用
ゐ
る
假
名
と
符

號
の
表
に
は
ヂ
も
ヅ
も
な
い
。

福
原
麟
太
郎
の
や
う
に
ヂ
ョ
ン
ソ
ン
大
博
士

と
書
く
に
は
ど
れ
ほ
ど
の
年
貢
を
納
め
れ
ば
よ

い
の
か
。
か
か
る
こ
と
は
多
數
決
で
な
く
權
威

に
よ
っ
て
決
め
る
べ
き
だ
と
思
ふ
。
岡
崎
久
彦

氏
に
擴
張
ヘ
ボ
ン
式
に
つ
い
て
訊
か
れ
て
「ji

で

ジ
は
な
い
で
せ
う
」
と
言
ひ
を
は
ら
ぬ
う
ち
に
、

「
成
る
程
、ji

で
ジ
は
フ
ラ
ン
ス
語
式
で
英
語
式

な
ら
ヂ
だ
」
と
納
得
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

鹿
兒
島
縣
人
も
三
鷹
市
民
も
常
用
漢
字
表
外

字
の
使
用
を
強
ひ
ら
れ
て
ゐ
た
。
表
外
字
を
使

ふ
と
な
る
と
字
體
の
統
一
上
、
總
べ
て
舊
字
體

に
す
る
し
か
な
い
。
鹿
兒
島
や
三
鷹
市
で
は
大

手
を
ふ
っ
て
常
用
漢
字
表
を
無
視
す
れ
ば
よ
い

の
だ
。
殘
念
な
が
ら
「
鹿
（
カ
）」
が
常
用
漢
字

表
に
取
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
三
鷹
市
は

是
非
こ
の
特
權
を
大
事
に
し
て
欲
し
い
。

平
井
さ
ん
が
秋
波
の
讀
み
に
つ
い
て
觸
れ
て

お
い
で
だ
。
こ
の
語
を
私
が
知
っ
た
の
は
ル
ビ

附
の
小
説
の
中
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
記
憶
に

な
い
。
し
か
し
比
喩
義
の
場
合
に
は
音
讀
し
て

意
味
を
遠
ざ
け
る
と
い
ふ
感
覺
は
も
う
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
さ
う
す
る
と
、
ル
ビ
な
し
で

も
シ
ウ
ハ
と
讀
ん
だ
だ
ら
う
こ
と
は
十
分
考
へ

ら
れ
る
。
こ
の
感
覺
、
今
の
人
に
は
あ
ま
り
な

い
や
う
で
、「
山
積
」
を
比
喩
義
の
場
合
で
も
ヤ

マ
ヅ
ミ
と
讀
む
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
ゐ
る
。
實
に

耳
ざ
は
り
だ
。
つ
い
で
に
言
へ
ば
、「
冷
水
を
浴

び
せ
か
け
ら
れ
る
」
は
比
喩
義
で
レ
イ
ス
イ
だ

け
れ
ど
、「
年
寄
り
の
冷
水
」
は
全
體
と
し
て
の

意
味
が
比
喩
的
に
用
ゐ
ら
れ
る
の
で
、
要
素
の

冷
水
は
具
象
的
で
ヒ
ヤ
ミ
ヅ
な
の
だ
と
思
ふ
。

子
供
の
名
前
に
秋
波
と
し
た
人
が
あ
る
。
ア

キ
バ
と
讀
ま
せ
る
つ
も
り
だ
ら
う
か
。
辭
典
で

意
味
を
調
べ
て
ゐ
た
ら
避
け
た
に
違
ひ
な
い
。

日
本
經
濟
新
聞
六
月
十
五
日
夕
刊
に
慶
大
・

シ
ャ
ー
プ
基
礎
實
驗
成
功
と
し
て
映
像
や
文
書

が
千
年
保
存
で
き
る
や
う
に
な
っ
た
と
あ
る
。
表

音
主
義
者
の
や
う
に
次
々
と
表
記
を
變
へ
て
よ

い
と
な
れ
ば
文
書
の
千
年
保
存
に
何
の
意
味
が

あ
ら
う
。
文
部
省
は
垂
直
方
向
の
傳
達
に
無
關

心
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
水
平
方
向
の
通

信
に
於
て
も
新
字
體
の
や
う
に
外
國
語
を
學
ぶ

場
合
の
こ
と
も
、
外
國
人
が
日
本
語
を
學
ぶ
場

合
の
こ
と
も
斟
酌
し
な
か
っ
た
。

國
家
國
旗
法
に
お
け
る
日
章
旗
の
仕
樣
の

變
更
も
世
界
中
の
國
に
き
ち
ん
と
通
知
し

た
の
だ
ら
う
か
。
い
さ
さ
か
疑
問
で
あ
る
。

¯
1579(21.6.17)

英
語
教
育
に
成
功
し
た
は
な
し

前
田
さ
ん
の
御
論
は
い
つ
も
成
る
ほ
ど
と
思

ひ
、
特
に
英
語
教
育
に
つ
い
て
の
論
は
さ
う
だ

と
思
ひ
な
が
ら
讀
ん
で
を
り
ま
す
。
荒
木
さ
ん

が
一
五
七
九
號
で
前
田
さ
ん
の
書
か
れ
た
こ
と

引
い
て
國
際
人
の
十
分
條
件
と
い
ふ
の
を
書
か

れ
た
。

荒
木
さ
ん
の
書
か
れ
る
も
の
も
成
る
程
と
思

ふ
の
で
す
が
、
理
系
の
人
ら
し
く
犀
利
と
い
ふ

の
か
緻
密
。
し
か
し
今
回
は
氣
に
な
る
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
し
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
の
こ
と
。
英

語
は
必
要
條
件
で
す
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り

は
し
ま
す
ま
い
か
。

英
語
が
出
來
や
う
と
出
來
な
か
ら
う
と
、
國

際
人
で
あ
る
か
な
い
か
は
別
だ
と
い
ふ
だ
け
で

は
足
り
な
い
。
國
際
人
で
な
い
人
が
英
語
が
出

來
る
や
う
に
な
る
こ
と
は
、
そ
の
個
人
に
と
っ

て
は
よ
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
國
際
的

に
日
本
の
評
價
を
下
げ
る
結
果
に
な
る
こ
と
が

あ
る
。

前
田
さ
ん
が
一
五
七
三
號
で
テ
レ
朝
が
特
ダ

ネ
と
し
て
報
じ
た
金
正
男
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
英

語
に
つ
い
て
書
か
れ
た
こ
と
に
も
通
じ
る
こ
と
。

高
位
高
官
の
人
を
相
手
に
取
材
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
相
手
の
言
語
の
使
ひ
手
を
差
し
向
け
る
の

が
ま
づ
も
っ
て
禮
儀
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
我

國
で
朝
鮮
語
の
使
ひ
手
を
探
す
こ
と
が
難
し
い

と
は
言
へ
な
い
。

英
語
を
む
や
み
に
教
へ
る
の
は
考
へ
物
だ
と

思
ふ
や
う
に
な
っ
た
の
は
、
或
る
縣
の
高
等
學
校

英
語
教
育
研
究
大
會
で
研
究
授
業
を
み
た
か
ら
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で
す
。
教
科
書
の
内
容
が
、
い
は
ば
白
人
が
白
馬

に
ま
た
が
っ
た
王
子
樣
よ
ろ
し
く
差
別
さ
れ
て

ゐ
る
級
友
の
黒
人
を
助
け
る
と
い
ふ
話
だ
っ
た
。

國
際
人
で
な
い
人
を
地
方
人
と
呼
べ
ば
、
今

の
英
語
教
育
は
日
本
風
地
方
人
を
米
國
風
地
方

人
に
變
へ
る
だ
け
で
は
な
い
か
。
或
る
大
學
教

授
、
三
人
の
息
子
の
英
語
教
育
に
成
功
し
た
た

め
、
三
人
は
米
國
人
と
結
婚
し
て
米
國
で
暮
ら

し
て
を
り
、
孫
に
會
ふ
の
も
簡
單
で
は
な
い
と

い
ふ
話
が
あ
り
ま
す
。

財
政
が
嚴
し
く
な
っ
て
か
ら
言
ひ
だ
せ
ば
却
っ

て
や
り
に
く
く
な
る
。
今
の
内
に
小
學
校
の
英

語
教
育
もA

LT

も
止
め
て
貰
ひ
た
い
も
の
で

す
。

¯
1580(21.6.18)

英
語
教
育
に
成
功
し
た
は
な
し
（
二
）

前
田
さ
ん
荒
木
さ
ん
御
兩
所
の
英
語
教
育
に

つ
い
て
の
御
發
言
、
い
つ
も
さ
う
だ
と
思
っ
て

拜
見
し
て
ゐ
ま
す
。

荒
木
さ
ん
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
の
經
驗
を
も
と

に
發
言
な
さ
っ
た
と
き
（
一
五
七
九
）、
用
語
の

こ
と
で
御
主
張
が
弱
く
受
取
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
、
補
強
の
つ
も
り
で
敷
衍
し
た
と
こ
ろ

（
一
五
八
〇
）、
文
脈
か
ら
必
ず
し
も
さ
う
は
映

ら
な
か
っ
た
や
う
で
批
判
を
受
け
た
（
一
五
八

四
）
し
、
ま
た
前
田
さ
ん
は
結
論
が
必
要
な
ら

と
條
件
つ
き
な
が
ら
前
田
氏
に
近
い
と
言
は
れ

る
（
一
五
八
五
）。

御
兩
所
の
驥
尾
に
附
し
て
述
べ
よ
う
と
し
た

こ
と
、
結
局
は
少
し
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
勿
論
、
お
二
人
の
や
う
に
英
語
を

實
務
で
使
ふ
立
場
に
ゐ
た
こ
と
が
な
い
の
で
當

然
と
言
へ
ば
當
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
、
少
し
外
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
こ

ろ
ま
で
書
い
て
み
た
い
。

ポ
ー
ラ
ン
ド
や
韓
國
の
例
が
擧
げ
て
あ
っ
た
。

ど
ち
ら
も
、
獨
自
の
言
語
を
も
つ
歴
史
の
あ
る

文
化
圈
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
や
朝
鮮
語
が
で
き
れ

ば
必
ず
し
も
英
語
の
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い

か
と
い
ふ
考
へ
は
す
で
に
古
い
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
契
約
書
が
英
語
だ
と
な
れ
ば
、
確
か
に

英
語
は
必
須
な
の
だ
。

韓
國
な
ら
鄰
國
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
な
れ
ば
途

中
い
ろ
い
ろ
の
國
を
通
る
。
そ
こ
で
體
調
が
惡

く
な
っ
た
ら
日
本
語
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
は
通

じ
な
い
場
合
が
あ
る
。
さ
う
い
ふ
と
き
は
英
語

が
必
要
だ
と
い
ふ
こ
と
。
こ
れ
も
よ
く
判
り
ま

す
。
し
か
し
體
調
を
説
明
す
る
と
な
る
と
母
語

で
も
容
易
で
は
な
い
。
英
語
の
能
力
を
御
兩
所

レ
ベ
ル
ま
で
身
に
つ
け
る
の
は
容
易
で
は
な
い

と
思
ふ
の
で
す
。

自
動
翻
譯
機
と
い
ふ
の
が
結
構
役
に
立
つ
も

の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
現
在
ど
の
程
度
に
便
利
に
な
っ
て
ゐ
る
の

か
。
自
動
翻
譯
機
が
發
達
す
れ
ば
、
こ
の
意
味

で
の
英
語
の
必
要
性
は
小
さ
く
な
る
可
能
性
が

あ
る
。

な
ほ
、
國
際
人
と
い
ふ
こ
と
、
異
文
化
に
對
す

る
し
な
や
か
さ
と
い
ふ
か
、
頭
の
柔
軟
さ
、
も
の

の
考
へ
方
の
問
題
の
や
う
に
考
へ
て
ゐ
て
、
あ

ま
り
實
務
の
こ
と
を
考
へ
て
ゐ
ま
せ
ん
で
し
た
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
が
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
高
等
中
學
校

で
行
っ
た
講
演
で
「
精
神
に
柔
軟
性
を
も
た
せ
、

精
神
が
自
分
の
知
っ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
知
ら
な

い
こ
と
へ
た
や
す
く
移
れ
る
や
う
に
し
、
あ
る

分
野
で
手
に
入
れ
た
正
確
さ
を
至
る
所
に
利
用

す
る
や
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て

ゐ
る
の
は
古
典
教
育
の
こ
と
。
實
務
的
な
效
果

は
端
か
ら
考
慮
さ
れ
て
な
い
わ
け
で
す
。
公
教

育
で
語
學
教
育
を
や
る
根
本
的
理
由
は
、
や
は

り
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

Ｅ
Ｕ
の
や
う
な
場
合
、
多
言
語
に
對
應
す
る

た
め
の
コ
ス
ト
は
相
當
な
も
の
に
な
ら
う
。
共

通
言
語
が
一
つ
あ
れ
ば
便
利
だ
と
思
ふ
人
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
英
語
な
ら
ど
こ
で
も

通
用
す
る
と
な
る
と
遠
か
ら
ず
し
て
英
語
に
呑

み
込
ま
れ
て
し
ま
ふ
。

外
國
語
を
選
擇
す
る
場
合
、
枠
嵌
め
を
し
て
、

一
定
の
人
數
に
は
英
語
の
修
得
を
禁
ず
る
と
い

ふ
か
、
英
語
以
外
の
言
語
し
か
選
擇
さ
せ
な
い

方
法
を
講
ず
べ
き
だ
と
い
ふ
考
へ
が
Ｅ
Ｕ
に
は
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あ
る
と
す
る
解
説
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
つ

ま
り
英
語
の
通
じ
な
い
と
こ
ろ
が
ど
こ
か
に
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
考
へ
で
す
。
或
る
席

で
こ
の
話
を
し
た
と
こ
ろ
日
本
が
あ
る
か
ら
大

丈
夫
だ
と
請
合
は
れ
て
し
ま
っ
た
。

エ
ラ
ス
ム
ス
計
畫
が
そ
れ
な
の
か
ど
う
か
。
實

際
は
ど
う
な
っ
て
ゐ
る
の
で
せ
う
。

千
葉
大
學
で
は
未
修
既
修
に
語
學
を
分
け
る
。

ド
イ
ツ
語
は
未
修
科
目
。
英
語
は
既
修
科
目
。
三

年
生
で
留
學
で
き
る
能
力
の
學
生
は
既
修
の
英

語
專
攻
よ
り
未
修
の
ド
イ
ツ
語
の
方
が
人
數
が

多
い
と
い
ふ
報
告
が
あ
る
。

中
學
高
校
で
六
年
か
け
て
英
語
教
育
と
は
何

で
あ
る
の
か
。

高
等
學
校
英
語
研
究
大
會
で
看
た
（
一
五
八

四
）
研
究
授
業
は
音
聲
の
み
で
す
す
め
る
も
の

で
あ
っ
た
。
前
置
詞
が
脱
落
し
や
う
と
、m

の

と
こ
ろ
で
唇
を
閉
じ
て
ゐ
な
か
ら
う
と
お
か
ま

ひ
な
し
。
通
じ
れ
ば
よ
い
と
す
る
教
へ
方
な
の

だ
。
授
業
を
受
け
た
生
徒
の
英
語
力
が
幾
分
で

も
上
が
っ
た
と
は
ど
う
し
て
も
思
へ
な
い
代
物

で
あ
っ
た
。

小
學
校
か
ら
の
英
語
教
育
と
Ａ
Ｌ
Ｔ(assis-

tant
language

teacher)

は
即
刻
や
め
る
べ
き

だ
と
書
い
た
け
れ
ど
、
會
話
主
體
の
授
業
も
止

め
る
べ
き
だ
と
思
ふ
。

¯
1586(21.6.24)

故
人
献
金
で
の
謝
罪
、苗
字
の
こ
と
な
ど

•

主
宰
者
の
ア
メ
リ
カ
が
封
建
社
會
を
忌
避

し
て
き
た
逃
亡
者
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
あ
る

と
こ
ろ
、
そ
れ
だ
け
な
ら
ま
だ
し
も
、
流
刑
地

で
あ
っ
た
の
で
惡
黨
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い

で
せ
う
か
。

•

鳩
山
由
紀
夫
民
主
黨
代
表
が
政
治
資
金
收

支
報
告
書
に
故
人
の
名
前
が
獻
金
者
と
し
て
記

載
さ
れ
て
ゐ
こ
と
に
つ
い
て
「
國
民
に
御
心
配
、

御
迷
惑
を
掛
け
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
」
と
深
々

と
頭
を
下
げ
謝
罪
し
た
。

國
民
の
一
人
と
し
て
言
ふ
が
、
心
配
は
し
な

か
っ
た
し
迷
惑
も
掛
か
っ
た
と
は
ま
っ
た
く
思

は
な
い
。「
間
違
っ
た
こ
と
を
し
た
が
、
以
後
あ

ら
た
め
る
る
の
で
許
し
て
欲
し
い
」
と
い
ふ
か
、

祕
書
の
せ
い
で
あ
る
な
ら
、「
祕
書
が
間
違
を
犯

し
た
の
で
解
雇
し
た
。
不
明
を
恥
ぢ
る
」
と
で

も
言
ふ
べ
き
と
こ
ろ
だ
ら
う
。
も
し
祕
書
が
間

違
を
犯
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
故
人
名
義
の
と
こ

ろ
だ
け
で
な
く
、
生
き
て
ゐ
る
人
の
場
合
も
正

し
い
か
ど
う
か
疑
問
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
あ
た
り
に
つ
い
て
の
報
道
は
な
い
。

「
電
車
が
遲
れ
ま
し
た
こ
と
を
深
く
お
詫
び

申
上
げ
ま
す
」
と
よ
く
聽
く
が
、
二
分
程
度
の

遲
れ
だ
っ
た
り
す
る
か
ら
、
詫
び
る
と
い
ふ
こ

と
を
さ
う
ま
と
も
に
受
取
る
必
要
は
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
政
治
家
は
言
葉
が
商
賣
。
も
っ

と
言
葉
は
大
事
に
使
っ
て
欲
し
い
。

第
一
、
二
分
程
度
で
い
ち
い
ち
車
内
放
送
な

ど
迷
惑
な
だ
け
だ
が
、「
お
客
樣
を
案
内
し
た
た

め
」
な
ど
と
理
由
附
け
を
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

車
椅
子
で
案
内
さ
れ
た
客
を
思
ふ
と
居
た
た
ま

れ
な
い
。

•

一
五
九
二
號
所
載
「
苗
字
が
先
か
名
前
が

先
か
」
で
前
田
さ
ん
の
言
は
れ
る
と
こ
ろ
を
讀

む
ま
で
「
マ
イ
ケ
ル
さ
ん
」
が
變
だ
な
ど
と
氣

づ
か
な
か
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
マ
イ
ケ
ル
は
ミ

ハ
エ
ル
で
あ
り
天
使
ミ
カ
エ
ル
な
の
だ
か
ら
洗

禮
名
な
の
だ
。
苗
字
で
は
な
い
。
ヂ
ャ
ク
ソ
ン

さ
ん
と
呼
ぶ
べ
き
な
の
だ
。

名
前
を
直
接
呼
ば
れ
る
こ
と
を
忌
む
の
は
古

く
か
ら
あ
る
こ
と
で
、
本
當
の
名
前
を
呼
ぶ
と

魔
法
が
と
け
た
り
す
る
話
は
多
い
。
名
前
を
教

へ
る
こ
と
は
、
今
風
に
言
へ
ば
携
帶
電
話
の
番

號
を
教
へ
る
や
う
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

苗
字
は
形
容
詞
。
苗
字
で
呼
ぶ
方
が
婉
曲
的

で
丁
寧
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
清
水
の
次
郎
長

に
對
し
て
「
清
水
の
」
と
い
ふ
呼
掛
け
は
あ
ら

う
が
、
い
き
な
り
次
郎
長
は
喧
嘩
の
と
き
だ
。

歐
米
で
は
形
容
詞
は
後
廻
し
。
だ
か
ら
第
二

次
大
戰
はW

orld
W

ar
II

で
あ
り
、
エ
リ
ザ

ベ
ス
二
世
はE

lizabeth
II

と
な
る
の
だ
さ
う

だ
。
我
國
で
は
後
醍
醐
天
皇
と
か
後
白
河
天
皇

と
か
、
形
容
詞
部
分
が
先
に
な
る
。

私
は
英
語
を
實
務
に
つ
か
っ
た
こ
と
が
な
い
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が
、
英
文
で
手
紙
を
書
い
た
經
驗
は
あ
る
。
姓
名

の
順
序
を
換
へ
た
こ
と
が
な
い
。
但
し
、
初
め
て

の
相
手
の
場
合
は
必
ず
最
初
がfam

ily
nam

e

で
あ
る
こ
と
を
斷
る
こ
と
に
し
て
ゐ
た
。
姓
名

の
順
序
を
換
へ
る
の
が
通
例
と
さ
れ
て
ゐ
た
か

ら
だ
。

文
部
科
學
省
の
國
際
社
會
に
對
應
す
る
日
本

語
の
在
り
方(

答
申)

に
は
「
ロ
ー
マ
字
表
記

に
お
い
て
も
「
姓
―
名
」
の
順
（
例
へ
ばY

a-

m
ada

H
aruo

）
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
な

ほ
、
從
來
の
慣
習
に
基
づ
く
誤
解
を
防
ぐ
た
め

に
、
姓
を
す
べ
て
大
文
字
と
す
る
（Y

A
M

A
D

A

H
aruo

）、
姓
と
名
の
間
に
コ
ン
マ
を
打
つ
（Y

a-

m
ada,

H
aruo

）
な
ど
の
方
法
で
、「
姓
―
名
」

の
構
造
を
示
す
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る
。」
と
あ
る
。

「
コ
ン
マ
を
打
つ
」
の
は
順
序
を
入
換
へ
た
し
る

し
だ
か
ら
、
こ
の
注
記
は
間
違
ひ
だ
。

し
か
し
、
自
分
の
姓
名
の
順
序
に
無
關
心
で

あ
れ
ば
相
手
の
こ
と
に
對
し
て
の
意
識
も
薄
く

な
り
は
し
ま
い
か
。
今
、
英
米
人
の
書
い
た
も

の
で
も
日
本
人
の
姓
名
の
順
序
は
ま
ち
ま
ち
だ
。

前
田
さ
ん
は
「
英
語
に
は
我
が
國
と
は
異
な

る
姓
名
の
呼
び
方
が
あ
る
と
、
マ
ス
コ
ミ
が
先

づ
認
識
し
て
統
一
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
言
は
れ

る
。
私
は
そ
れ
に
、
我
々
が
外
國
語
で
名
告
る
と

き
姓
名
の
順
序
を
換
へ
る
慣
用
を
や
め
る
の
な

ら
、
マ
ス
コ
ミ
や
役
所
な
ど
期
日
を
決
め
て
や
る

べ
き
だ
と
つ
け
加
へ
た
い
。

¯
1593(21.7.2)

縱
書
か
横
書
か

縄
文
塾
の
中
村
忠
之
さ
ん
が
疑
問
と
な
さ
る

縱
書
か
横
書
か
の
問
題
、
一
知
半
解
な
が
ら
、

か
つ
て
教
育
新
聞
に
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
教
育
新
聞
と
「
私
の
國
語
論
」
とA

N
D

検
索

で
出
て
く
る
も
の
の
十
番
目
の
も
の
）
こ
こ
で

は
、
縱
書
の
場
合
の
横
文
字
の
こ
と
を
論
じ
た

の
で
し
た
が
、header

やfooter

の
こ
と
ま
で

は
考
へ
て
ゐ
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
文
字
な
ら
ば

問
題
は
な
い
の
で
す
が
、
小
文
字
の
場
合
に
、f

やh

ま
たy

やg

な
ど
で
行
間
の
調
節
が
難

し
い
。

要
す
る
に
小
文
字
を
寢
か
せ
て
組
む
と
、
行

間
を
一
定
に
す
る
こ
と
が
か
な
は
な
く
な
る
。
こ

の
こ
と
は
考
へ
て
ゐ
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
し
一

定
に
す
る
な
ら
、
相
當
行
間
を
大
き
く
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
せ
う
。

和
歐
混
植
で
な
い
か
、
歐
文
が
大
文
字
も
し

く
は
算
用
數
字
し
か
な
い
や
う
な
和
文
が
主
の

場
合
は
縱
組
で
あ
る
べ
き
だ
と
お
も
っ
て
ゐ
ま

す
。
個
々
の
字
が
縱
組
用
に
設
計
さ
れ
て
ゐ
る

の
で
、
行
間
が
横
組
の
場
合
よ
り
密
に
で
き
る

と
い
ふ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
紙
の
消
費
量
か
ら

す
れ
ば
縱
組
の
方
が
環
境
に
や
さ
し
い
。

時
事
通
信
の
記
者
が
小
著
を
讀
ん
で
「
縱
組

に
す
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
考
へ
な
が
ら
讀
む
に
は
縱
組
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
信
條
が
あ
っ
た
や
う
で
、
つ

ま
り
は
褒
め
言
葉
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

さ
う
い
ふ
主
張
を
、
あ
る
坊
さ
ん
か
ら
も
き

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
單
な
る
習
慣

の
問
題
な
の
か
ど
う
か
判
ら
な
い
。
判
ら
な
い

け
れ
ど
、
さ
う
で
な
い
と
す
る
根
據
も
な
い
。

も
し
本
を
出
す
機
會
が
あ
れ
ば
、
縱
組
に
し

た
い
と
思
っ
て
ゐ
ま
す
。

¯
1594(21.7.3)

國
語
と
外
國
語
の
錯
綜

一
五
九
四
號
「
英
語
に
ロ
ー
マ
字
は
邪
魔
」
は

ロ
ー
マ
字
だ
け
で
な
く
カ
タ
カ
ナ
表
記
も
英
語

教
育
上
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
だ
。
確

か
に
英
語
が
で
き
る
人
に
は
カ
タ
カ
ナ
よ
り
英

語
の
ま
ま
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

マ
イ
ケ
ル
さ
ん
と
呼
ぶ
の
が
變
だ
と
い
ふ
こ

と
は
す
ぐ
に
判
ら
な
か
っ
た
と
書
い
た
（
一
五

九
三
號
）。
マ
イ
ケ
ル
・
ヂ
ャ
ク
ソ
ン
と
い
ふ
名

前
で
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
に
思
ひ
浮
か
ば
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
が
、
英
語
の
ま
ま
にM

ichael

と
あ
れ
ば
、
天
使
ミ
カ
エ
ル
と
の
聯
想
は
容
易

で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

同
じ
や
う
な
こ
と
は
ロ
シ
ア
語
で
も
フ
ラ
ン

ス
語
で
も
あ
る
だ
ら
う
。
私
は
、
漢
字
圈
の
場
合

の
名
前
は
漢
字
で
書
い
て
ほ
し
い
と
思
ふ
。『
文

藝
春
秋
』
６
月
號
で
關
川
夏
央
氏
が
韓
國
の
野
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球
選
手
の
名
前
を
す
べ
て
漢
字
表
記
さ
れ
た
こ

と
に
す
こ
ぶ
る
感
心
し
た
。

し
か
し
、
ロ
シ
ア
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
の
人
は

さ
う
い
ふ
事
は
言
は
な
い
。
英
語
ほ
ど
一
般
的

で
な
い
と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
英

語
の
場
合
は
特
權
的
に
さ
う
い
ふ
主
張
が
で
き

る
の
か
と
い
ふ
疑
問
が
ま
づ
あ
る
。

英
語
以
外
の
外
國
語
は
英
語
を
マ
ス
タ
ー
し

て
か
ら
や
る
べ
き
だ
と
文
部
當
局
は
考
へ
て
ゐ

る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
る
言
語
の
綴
り
の

文
法
を
身
に
つ
け
る
と
い
ふ
の
は
容
易
で
は
な

く
、
ま
た
幾
つ
も
の
文
法
を
同
時
に
腦
中
に
格

納
し
て
ゐ
る
こ
と
も
難
儀
な
の
だ
と
思
ふ
。

だ
か
ら
ド
イ
ツ
語
專
攻
の
人
が
エ
ー
と
言
へ

ばA

で
は
な
くE

で
あ
っ
た
り
す
る
わ
け
だ
。

し
か
し
、
そ
の
上
で
言
ふ
の
だ
が
、
今
の
カ
タ

カ
ナ
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。

市
販
の
中
學
生
用
英
和
辭
典
の
發
音
表
記
は

カ
タ
カ
ナ
だ
。
カ
タ
カ
ナ
で
英
語
が
書
け
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
カ
タ
カ
ナ
の
使

用
に
制
限
が
あ
る
の
だ
。
文
化
廳
の
サ
イ
ト
で

「
國
語
施
策
情
報
シ
ス
テ
ム
」「
内
閣
告
示
・
内

閣
訓
令
」「
外
來
語
の
表
記
」
と
辿
る
と
「
外
來

語
の
表
記
に
用
ゐ
る
假
名
と
符
號
の
表
」
な
る

も
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
を
み
る
と

ヂ
も
ヅ
も
使
へ
な
い
こ
と
が
判
る
。

少
し
話
題
を
變
へ
る
が
、
最
近
或
る
席
で
臺

灣
を
植
民
地
で
あ
っ
と
い
ふ
事
自
體
間
違
ひ
だ

と
述
べ
た
ら
顰
蹙
を
か
っ
た
。

植
民
地
だ
か
ら
日
本
の
や
っ
た
こ
と
は
す
べ
て

惡
で
あ
っ
た
は
ず
だ
と
考
へ
る
人
は
多
い
。1593

號
の
當
時
の
ロ
ン
ド
ン
・
タ
イ
ム
ス
の
記
事
の

や
う
な
こ
と
を
知
る
人
は
ほ
と
ん
ど
な
い
だ
ら

う
。
そ
の
惡
と
さ
れ
る
一
つ
に
言
語
の
こ
と
が

あ
る
。

E
L
E

C
(E

nglish
L
anguage

E
ducation

C
ouncil)

の
會
報
『
英
語
展
望
』
第
八
十
九
號

（
昭
和
六
十
二
年
秋
季
號
）「
つ
づ
り
字
と
發
音
」

特
集
號
に
『
表
音
小
英
和
』
と
い
ふ
辭
書
の
方

法
に
つ
い
て
英
文
で
書
い
た
。
も
と
も
と
ロ
ン

ド
ン
大
學
の
ギ
ム
ソ
ン
教
授
宛
に
書
い
た
こ
と

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
最
初
は
か
う
だ
。

M
any

attem
pts

w
ere

m
ade

to
over-

com
e

the
seem

ing
discrepancy

be-

tw
een

E
nglish

spelling
and

pronunci-

ation
by

reform
ing

the
form

er
to

con-

form
to

the
latter

w
ith

an
expectation

of
orthoepic

side
effects.

orthoepic
side

effects

と
い
ふ
の
は
方
言
矯

正
の
こ
と
。
表
記
は
發
音
に
影
響
す
る
わ
け
だ
。

一
五
〇
八
號
にL

evellers

の
主
張
と
書
い
た
の

と
通
じ
る
。
方
言
矯
正
は
左
翼
の
主
張
で
あ
っ

た
。
こ
れ
はL

istener

で
讀
ん
だ
の
だ
っ
た
と

思
ふ
。
あ
っ
と
思
っ
た
こ
と
を
覺
え
て
ゐ
る
。

『
朝
鮮
人
が
日
本
人
を
あ
つ
か
う
の
６
ヶ
條

の
祕
訣
』（
一
五
八
三
號
）
と
い
ふ
の
は
完
全
な

る
漢
文
。
朝
鮮
は
庶
民
と
士
大
夫
と
言
葉
の
面

で
も
相
當
異
な
っ
て
ゐ
た
ら
し
い
。

SA
P

IO

（
二
十
一
年
六
月
二
十
四
日
號
）
に

水
間
正
憲
の
不
連
續
連
載
「
朝
日
新
聞
〈
朝
鮮

版
〉
の
研
究
」
第
四
彈
は
日
韓
併
合
以
降
の
こ

の
問
題
に
つ
い
て

「
言
葉
を
奪
っ
た
」
ど
こ
ろ
か
ハ
ン
グ
ル

を
廣
め
、
教
へ
た
の
は
日
本
だ
っ
た

と
し
て
、
次
の
や
う
に
言
ふ
。

總
督
府
の
文
盲
一
掃
運
動
と
し
て
取
上
げ

ら
れ
る
ま
で
公
教
育
で
ハ
ン
グ
ル
が
教
へ
ら

れ
た
と
す
る
記
録
は
な
い
。

儒
教
社
會
で
身
分
に
よ
る
格
差
が
大
き
く
、

二
つ
の
朝
鮮
語
で
放
送
し
た
。

日
本
語
を
解
す
る
人
、
一
九
一
三
年
で
千

人
中
六
・
〇
八
人
、
一
九
四
三
年
で
二
二
一
・

五
人
。
こ
れ
が
強
制
の
結
果
で
あ
ら
う
か
と

い
ふ
。

確
か
に
戰
時
下
一
九
四
一
年
二
月
發
令
の

國
民
學
校
令
に
は
朝
鮮
語
及
漢
文
の
授
業
は

な
い
。
し
か
し
學
校
に
よ
っ
て
は
隨
意
科
目

と
し
て
教
へ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に

教
育
令
や
學
校
令
の
對
象
外
だ
っ
た
師
範
學

校
で
は
終
戰
ま
で
毎
週
一
乃
至
二
時
間
の
朝
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鮮
語
教
育
が
實
施
さ
れ
て
ゐ
た
。

こ
れ
で
愕
然
と
す
る
の
は
、
我
國
の
あ
り
や

う
だ
。
教
員
養
成
課
程
に
は
國
語
音
韻
史
も
な

く
戰
後
の
表
記
改
革
に
つ
い
て
も
一
切
教
へ
な

い
ま
ま
に
小
學
校
の
教
師
と
し
て
送
り
出
し
て

ゐ
る
の
だ
。

我
々
は
米
國
の
植
民
地
で
は
な
い
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
姓
名
の
順
序
を
逆
に
す
る
こ
と
に

何
の
違
和
感
も
も
た
ず
、
昭
和
二
十
一
年
布
告

の
現
代
か
な
づ
か
ひ
に
は
あ
っ
た
注
意
書

［
ク
ヮ
・
カ
］［
グ
ヮ
・
ガ
］
お
よ
び
［
ヂ
・

ジ
］［
ヅ
・
ズ
］
を
い
ひ
分
け
て
ゐ
る
地
方
に

限
り
、
こ
れ
を
書
き
分
け
て
も
さ
し
つ
か
へ

な
い
。

す
ら
昭
和
六
十
一
年
の
改
訂
で
削
除
し
て
し
ま
っ

た
。
國
語
に
對
す
る
か
か
る
掣
肘
は
植
民
地
で

も
な
か
っ
た
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。

私
は
ハ
ワ
イ
に
行
っ
て
ハ
ワ
イ
語
の
復
活
運

動
に
協
力
す
る
氣
持
は
な
い
が
、
國
語
が
毀
れ

て
い
く
の
は
見
る
に
し
の
び
な
い
も
の
が
あ
る
。

今
の
子
供
は
五
十
音
圖
と
い
ふ
の
を
教
は
ら

な
い
。
假
名
の
表
だ
。
ロ
ー
マ
字
で
書
き
表
は

さ
な
い
ヰ
ヱ
が
な
い
の
は
勿
論
、
濁
音
の
表
で

も
ダ
行
は
ダ
デ
ド
だ
け
で
ヂ
も
ヅ
も
な
い
の
だ
。

玩
具
賣
場
に
い
っ
て
も
イ
ロ
ハ
歌
留
多
で
は
な

く
ア
イ
ウ
歌
留
多
だ
。
孫
の
運
動
會
、
玉
入
れ

で
和
語
で
數
へ
な
い
の
に
驚
い
た
。
ひ
い
、
ふ

う
、
み
い
と
唱
へ
る
の
と
異
な
り
、
一
つ
、
二
つ

と
言
ふ
と
き
は
和
を
意
識
す
る
や
う
な
氣
が
す

る
。
た
と
へ
て
言
へ
ば
、
ヒ
ト
リ
、
フ
タ
リ
と

い
ふ
の
と
同
じ
や
う
に
感
じ
る
と
い
ふ
こ
と
。

先
日
醉
っ
ぱ
ら
っ
て
自
轉
車
で
轉
倒
。
目
を

怪
我
し
て
病
院
に
行
っ
た
ら
、
も
の
が
二
重
に

見
え
た
。
眼
球
を
動
か
す
組
織
は
微
妙
だ
か
ら

レ
ン
ト
ゲ
ン
を
撮
ら
う
か
と
言
は
れ
た
。
そ
こ

ま
で
は
し
な
か
っ
た
。
和
語
、
漢
語
で
數
詞
が
二

と
ほ
り
あ
る
の
は
贅
澤
だ
と
、
今
の
文
部
省
の

表
音
主
義
者
（
字
母
節
約
主
義
者
）
は
考
へ
て

ゐ
る
や
う
だ
が
、
日
本
人
の
國
語
運
用
の
腦
内

組
織
は
微
妙
だ
か
ら
變
容
を
蒙
る
だ
ら
う
。
そ

れ
が
氣
に
な
る
。

♦
1595(21.7.4)

音
韻
體
系
に
併
せ
て
變
化
せ
ざ
る
を
得

な
い前

田
氏
の
カ
タ
カ
ナ
語
に
つ
い
て
の
論
（
一

五
九
四
號
）
に
觸
發
さ
れ
て
考
へ
た
こ
と
を
一

九
九
五
號
で
述
べ
た
。
同
じ
號
に
他
に
も
氏
の

論
を
受
け
た
も
の
、
そ
れ
に
對
し
て
氏
の
書
か

れ
た
も
の
な
ど
澤
山
あ
っ
て
、
主
宰
者
が
身
邊

雜
記
で
「
英
悟
、
ロ
ー
マ
字
、
カ
タ
カ
ナ
論
、
盛

ん
に
ご
意
見
を
出
し
合
っ
た
方
が
良
い
」
と
言

は
れ
た
ほ
ど
だ
。

氏
は
ま
た
一
九
九
五
號
で
「
英
語
に
關
す
る

論
議
が
盛
ん
に
な
り
、
背
中
を
伸
ば
し
て
姿
勢

を
正
し
く
し
て
讀
む
べ
き
投
稿
が
多
く
な
っ
た

の
は
良
い
こ
と
だ
」
と
し
て
カ
タ
カ
ナ
表
記
の

こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
を
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
マ
イ
ケ
ル
で
な
く
マ
イ
ク
ル
と

い
ふ
表
記
、
こ
れ
は
前
田
さ
ん
の
持
論
の
や
う

だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
異
論
が
あ
る
。

一
九
九
五
號
で
主
宰
者
が
引
か
れ
た
も
の
に
、

マ
ス
コ
ミ
各
社
が
東
京
で
會
合
し
ア
メ
リ
カ
大

統
領
候
補
の
呼
び
方
を
リ
ー
ガ
ン
か
ら
レ
ー
ガ

ン
に
改
め
た
例
が
あ
る
。

理
由
が
あ
っ
て
從
來
の
表
記
を
訂
正
す
る
、
さ

う
い
ふ
こ
と
に
す
べ
て
反
對
だ
と
い
ふ
わ
け
で

は
な
い
。R

egan

の
場
合
は
改
め
る
に
十
分
の

理
由
が
あ
っ
た
と
思
ふ
。
と
い
ふ
の
は
、
こ
れ

は
英
語
音
を
ど
う
轉
寫
す
べ
き
か
の
問
題
で
な

く
、
英
語
の
音
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
の

問
題
。
母
音
字e

は
イ
ー
か
エ
か
が
本
來
で
あ

る
か
ら
、R

egan

の
場
合
は
例
外
的
な
發
音
で

あ
っ
て
英
米
人
で
も
間
違
ふ
性
質
の
も
の
だ
。
こ

の
や
う
に
綴
り
か
ら
發
音
の
類
推
が
つ
か
な
い

や
う
な
綴
り
の
語
をshibboleth

と
呼
ぶ
こ
と

を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
辭
書
學
會
で
提
言
し
た
こ
と
が

あ
る
。

も
っ
と
もR

egan

は
語
（w

ord

）
で
な
く

名
（nam

e

）。
語
で
あ
れ
ばshibboleth

は
不

安
定
な
る
存
在
。
相
當
に
頻
度
が
高
く
な
け
れ

ば
、
綴
り
か
ら
類
推
で
き
る
發
音
に
變
化
し
て
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し
ま
ふ
可
能
性
が
あ
る
。shibboleth

の
例
を

擧
げ
れ
ば
、E

nglish

が
さ
う
だ
。
こ
れ
は
エ

ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
で
は
な
い
。

shibboleth

で
は
な
い
け
れ
ど
、
英
語
と
し

て
間
違
っ
て
ゐ
る
と
思
ふ
例
が
な
い
わ
け
で
は

な
い
。P

eter
M

ilw
ard

は
ピ
ー
タ
ー
・
ミ
ル

ワ
ー
ド
と
表
記
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ミ
ル
ウ
ォ
ー

ド
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
、
或
る
懇
親
會
で

御
本
人
に
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
ま
あ
、
そ
れ
は
さ

う
で
す
が
と
言
は
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か

し
パ
ソ
コ
ン
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
ワ
ー
ニ
ン
グ
と

あ
る
の
は
間
違
だ
と
言
ひ
た
い
。
こ
れ
は
「
擴

張
ヘ
ボ
ン
式
の
提
唱
」
の
最
後
に
、L

inux

を

リ
ナ
ッ
ク
ス
と
表
記
す
る
こ
と
の
問
題
な
ど
と

併
せ
て
書
い
た
。

も
う
一
つ
、
日
本
語
の
音
韻
と
し
て
ど
う
か

と
い
ふ
問
題
。

平
成
十
八
年
十
一
月
一
日
正
か
な
づ
か
い
の

會
發
行
の
『
か
な
づ
か
ひ
』
と
い
ふ
小
册
子
の
附

録
に
あ
る
五
十
音
圖
は
擴
張
ヘ
ボ
ン
式
の
ロ
ー

マ
字
表
で
あ
る
。
外
來
語
表
記
に
し
か
用
ゐ
ら

れ
な
い
假
名
と
國
語
音
韻
を
表
記
す
る
假
名
と

は
區
別
で
き
る
や
う
に
な
っ
て
ゐ
る
。
ヂ
ヅ
は

後
者
だ
が
ヴ
ァ
や
デ
ュ
は
前
者
だ
。
英
語
音
か

ら
す
れ
ばviolin

は
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
で
あ
る
べ

き
だ
が
、
一
度
バ
イ
オ
リ
ン
と
後
者
だ
け
で
表

記
さ
れ
る
形
が
行
は
れ
る
や
う
に
な
れ
ば
、
ヴ
ァ

の
方
に
固
執
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
考
へ
だ
。

さ
て
、
前
田
さ
ん
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
英
語

に
つ
き
す
ぎ
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
も
う
何
十
年
も
前

の
こ
と
だ
が
或
る
雜
誌
の
投
稿
欄
で
日
本
在
中

の
ア
メ
リ
カ
人
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
よ
り
カ
タ

カ
ナ
の
方
が
英
語
を
書
く
に
は
適
し
て
ゐ
る
と

實
際
に
や
っ
て
ゐ
た
の
を
讀
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。

確
か
に
英
語
だ
と
思
っ
て
讀
め
ば
英
語
と
し
て

讀
む
こ
と
が
で
き
た
。
彼
の
方
式
な
らM

ichael

は
マ
イ
ケ
ル
で
な
く
マ
イ
ク
ル
も
し
く
は
マ
イ

ク
ー
の
や
う
に
書
い
た
は
ず
だ
。

ロ
シ
ア
語
を
ロ
シ
ア
人
に
習
ふ
と
例
へ
ば
モ

ス
コ
ワ
で
あ
れ
ば
最
初
はM

oskva

を
音
節
ご

と
に
切
っ
て
「
モ
ー
、
ス
ク
ヴ
ァ
ー
」
と
教
へ
る
。

そ
れ
か
ら
一
語
に
つ
な
げ
て
「
マ
ス
ク
ヴ
ァ
ー
」

と
や
っ
て
み
せ
る
。

始
め
は
モ
ー
と
發
音
し
て
お
い
て
實
際
に
は

マ
に
な
る
。
こ
の
場
合
ア
ク
セ
ン
ト
は
第
二
音

節
に
あ
る
。
強
音
節
直
前
の
母
音o

は
弱
化
し

て
ア
と
發
音
さ
れ
る
と
い
ふ
規
則
が
働
い
て
ゐ

る
。
こ
の
音
質
の
違
ひ
を
母
語
話
者
は
意
識
し

な
い
。

英
語
に
も
弱
音
節
が
あ
る
。
弱
音
節
は
弱
音

節
と
し
て
發
音
す
る
こ
と
が
大
事
で
母
音
の
區

別
は
重
要
で
な
い
。
弱
音
節
は
す
べ
て
曖
昧
母

音
で
發
音
し
て
も
意
味
傳
達
に
支
障
は
な
い
と

さ
れ
る
。
曖
昧
母
音
と
は
發
音
記
號
で
はe

を

逆
さ
に
し
た
記
號
（
シ
ュ
ワ
ー
と
呼
ば
れ
る
）
で

表
わ
さ
れ
る
。

M
ichael

は
二
音
節
。
マ
イ
ケ
ル
で
は
四
音

節
に
な
っ
て
し
ま
ふ
。
第
二
音
節
は
弱
音
節
だ
。

最
後
のl

は
母
音
的
響
き
を
持
ち
、
單
獨
で
も

音
節
主
音
に
な
り
得
る
音
だ
。
し
た
が
っ
て
シ
ュ

ワ
ー
を
括
弧
に
入
れ
た
り
斜
體
に
し
た
り
し
て

省
略
可
能
と
す
る
表
記
も
あ
る
は
ず
だ
。
だ
か

ら
マ
イ
ク
ル
や
マ
イ
ク
ー
の
方
が
英
語
に
忠
實

だ
と
言
へ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
弱
母
音
を
母
音
の
質
ま
で
氣
に
し

て
書
分
け
れ
ば
收
拾
が
つ
か
な
く
な
る
。w

ith

の
發
音
を
十
四
通
り
も
載
せ
た
辭
典
が
あ
っ
て

話
題
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
程
だ
。
ち
ょ
っ
と

變
な
言
ひ
方
だ
が
、
表
記
は
楷
書
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
發
音
は
草
書
に
な
る
。
さ
う
納
得

し
て
か
か
れ
ば
マ
イ
ケ
ル
で
も
マ
イ
ク
ル
で
も

選
ぶ
と
こ
ろ
は
な
い
は
ず
だ
。
も
し
納
得
し
て

掛
か
ら
な
け
れ
ば
マ
イ
ク
ル
の
方
が
マ
イ
ケ
ル

よ
り
英
語
ら
し
く
響
く
だ
ら
う
と
期
待
す
る
の

は
無
理
だ
と
い
ふ
こ
と
は
マ
ー
イ
ー
ク
ー
ル
ー

と
音
節
單
位
で
發
音
し
て
み
る
と
判
る
は
ず
だ
。

日
本
語
は
等
時
拍
、
ど
だ
い
英
語
ら
し
く
發
音

す
れ
ば
な
ん
と
も
据
は
り
の
惡
い
も
の
に
な
る
。

英
語
で
何
故M

ichael

と
い
ふ
綴
り
の
ま
ま

で
よ
い
の
か
を
考
へ
て
み
て
ほ
し
い
。M

ichael

をae

の
字
母
に
戻
っ
て
、
マ
イ
ケ
ル
と
寫
し
た

こ
と
は
先
人
の
智
惠
で
あ
っ
た
と
い
ふ
べ
き
だ
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ら
う
。

今
、
手
許
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

P
O

D
(P

ocket
O

xford
D

ictionary)

の
古

い
版
の
卷
末
に
は
外
來
語
の
發
音
と
い
ふ
頁
が

あ
っ
て
、
殆
ど
フ
ラ
ン
ス
語
の
も
の
ば
か
り
だ
っ

た
と
思
ふ
け
れ
ど
、
原
語
の
發
音
と
、
そ
れ
が

英
語
化
さ
れ
た
場
合
の
發
音
と
が
竝
べ
て
あ
っ

た
。
こ
の
二
つ
が
ど
う
違
ふ
か
と
い
ふ
と
、
英

語
化
さ
れ
た
場
合
は
一
つ
一
つ
の
音
節
が
長
母

音
に
な
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ
れ
か
ら
鼻
母
音
が

母
音
プ
ラ
ス
鼻
音
と
い
ふ
形
に
な
る
こ
と
。

か
つ
てO

E
D

(O
xford

E
nglish

D
ictio-

nary)

のsupplem
ent

の
編
者B

urchfield

氏
の
講
演
が
紀
伊
國
屋
ホ
ー
ル
で
あ
っ
た
と
き
、

後
にH

ornby

の
辭
書
の
改
訂
を
や
る
こ
と
に

な
るC

ow
ie

氏
の
講
演
も
あ
っ
た
。
氏
の
發
音

に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
語
系
の
語
は
フ
ラ
ン
ス
語

そ
の
ま
ま
だ
っ
た
の
で
、
違
ふ
ぢ
ゃ
な
い
か
と

思
っ
た
こ
と
を
覺
え
て
ゐ
る
。
氏
は
フ
ラ
ン
ス

語
專
門
だ
っ
た
の
だ
。

と
に
か
く
、
或
る
言
語
音
は
、
別
の
言
語
に

入
っ
た
場
合
、
音
韻
體
系
に
併
せ
て
變
化
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
變
化
し
て
こ
そ
の
外
來
語
だ
。
更

に
言
へ
ば
、
意
味
ま
で
變
れ
ば
本
當
に
外
來
語

だ
と
思
ふ
。
さ
う
で
な
け
れ
ば
、
ま
だ
外
國
語

と
言
ふ
べ
き
だ
ら
う
。

弱
音
節
は
日
本
語
表
記
に
馴
染
ま
な
い
も
の

だ
と
思
ふ
。
實
は
拗
音
と
い
ふ
の
も
問
題
だ
と
思

ふ
。
琉
球
を
舊
假
名
の
轉
寫
で
書
け
ばriukiu

だ
。
少
し
端
折
っ
て
言
ふ
が
、
こ
の
母
音
直
前
の

i
(prevocalic

i)

は
子
音
化
し
て
ゐ
る
か
らy

と
す
べ
き
だ
と
す
る
の
が
現
代
假
名
遣
だ
。
そ

れ
でryukyu

と
な
っ
た
。
等
時
拍
か
ら
す
れ

ば
一
拍
分
の
持
續
が
失
は
れ
て
し
ま
っ
た
。
表

記
は
分
節
的
だ
。
そ
の
一
つ
一
つ
の
記
號
と
音

と
の
對
應
關
係
に
嚴
密
で
あ
ら
う
と
す
る
と
何

か
が
毀
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

臺
灣
の
こ
と
でL

ondon
T

im
es

の
サ
イ
ト

を
覗
い
て
み
た
。
一
七
八
五
年
の
創
刊
號
か
ら

讀
め
る
や
う
に
な
っ
て
ゐ
る
。
前
回
、『
英
語
展

望
』「
つ
づ
り
字
と
發
音
」
特
集
號
に
英
文
で
書

い
た
も
の
の
冒
頭
を
引
い
た
が
、
最
後
に
次
の

や
う
に
書
い
た
。

B
rook

told
m

ore
truth

than
he

m
eant

w
hen

he
said,

“the
pronunci-

ation
of

E
nglish

is
constantly

chang-

ing
and

w
e

have
reason

to
be

grateful

that
spelling

is
not

constantly
chang-

ing
along

w
ith

it.”

單
音
レ
ベ
ル
で
音
と
記
號
と
に
對
應
關
係
を

求
め
て
ゐ
た
ら
か
か
る
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ

た
。
今
、
文
部
省
が
一
部
の
漢
字
を
圍
い
込
ん
だ

う
へ
に
一
般
の
漢
字
と
字
體
を
變
へ
て
し
ま
っ

た
こ
と
が
、
こ
の
情
報
化
時
代
に
お
い
て
如
何

に
國
益
を
そ
こ
な
っ
て
ゐ
る
か
考
へ
て
み
て
ほ

し
い
。

い
や
、
そ
も
そ
も
我
國
に
は
戰
前
戰
後
を
通

じ
る
國
語
辭
典
す
ら
存
在
が
許
さ
れ
な
い
の
だ
。

教
育
の
荒
廢
は
當
然
だ
。
地
方
分
權
を
い
ふ
な

ら
、
文
部
行
政
か
ら
の
獨
立
を
主
張
し
て
欲
し

い
も
の
だ
。

な
ほ
、
ロ
ー
マ
字
も
問
題
だ
と
あ
る
。
訓
令

式
が
英
語
の
表
記
を
學
ぶ
の
に
邪
魔
に
な
る
こ

と
は
確
か
だ
。
で
は
ヘ
ボ
ン
式
な
ら
よ
い
の
か
。

わ
た
し
は
ヘ
ボ
ン
式
も
問
題
だ
と
思
ふ
。
特
に

ジ
にji

を
當
て
た
こ
と
は
問
題
だ
。j

で
始
る

語
の
發
音
を
英
和
辭
典
で
調
べ
る
と
語
頭
にd

が
あ
る
こ
と
が
判
る
筈
だ
。j

は
ダ
行
音
な
の

だ
。
英
語
で
綴
り
の
發
音
を
教
へ
る
な
らJ

の

名
前
は
ヂ
ェ
イ
に
す
る
よ
り
な
い
と
思
ふ
。
こ

の
あ
た
り
、
前
田
さ
ん
は
ど
う
お
考
へ
に
な
る

だ
ら
う
か

♦
1597(21.7.6)

發
音
論
考
察
若
干

一
五
九
八
號
でJ

の
名
前
が
ジ
ェ
イ
で
は
變

で
は
あ
る
ま
い
か
と
書
い
た
が
、
舌
足
ら
ず
で

あ
っ
た
。
ど
だ
い
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
字
母

（letter

）
の
名
前
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
異
常

な
の
だ
。
と
い
ふ
の
もletter

を
ラ
テ
ン
語
に

ま
で
遡
っ
て
み
れ
ば
記
さ
れ
た
記
號
と
い
ふ
意

味
だ
け
で
な
く
、
そ
の
記
號
の
表
す
音
の
意
味
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も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
字
母
は
そ
の

ま
ま
名
前
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
。

こ
の
こ
と
は
、
或
る
意
味
で
現
代
の
英
語
に

も
あ
っ
てvow

el

と
かconsonant

と
言
へ
ば

母
音
と
か
子
音
と
か
音
の
こ
と
の
や
う
で
も
あ

る
が
、
こ
れ
ら
は
同
時
に
書
か
れ
た
記
號
で
も

あ
る
の
で
、
英
和
辭
書
で
は
御
丁
寧
に
も
母
音

字
と
か
子
音
字
と
か
の
譯
語
も
竝
べ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

少
し
廻
り
道
か
も
し
れ
な
い
が
何
故
さ
う
考

へ
る
か
を
辿
っ
て
み
た
い
。
適
宜
小
見
出
し
を

た
て
る
。

［
音
と
訓
］

徳
川
家
に
ト
ク
セ
ン
ケ
と
ル
ビ
を
振
っ
た
も

の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
音
と
訓
と
讀
み
が
異

な
っ
て
も
同
じ
字
を
指
す
と
と
い
ふ
理
解
は
我
々

に
は
馴
染
み
の
も
の
だ
。
家
康
は
イ
ヘ
ヤ
ス
と

訓
で
讀
む
が
慶
喜
は
ケ
イ
キ
と
音
が
普
通
だ
。
訓

だ
と
ヨ
シ
ヒ
サ
で
あ
っ
た
り
ノ
リ
ヨ
シ
で
あ
っ

た
り
す
る
ら
し
い
。

か
う
い
ふ
例
を
考
へ
て
み
る
と
、
我
々
の
腦

中
の
あ
り
や
う
は
決
し
て
音
が
主
で
表
記
が
從

だ
と
ば
か
り
は
言
ふ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

［acronym

とliteration

］

英
語
に
も
さ
う
い
ふ
も
の
が
あ
る
と
思
ふ
。
例

へ
ば
略
語
が
さ
う
だ
。
略
語
は
通
常
の
意
味
の

語
と
異
な
り
、
意
味
を
指
し
示
す
わ
け
で
な
く
、

語
を
指
し
示
す
の
が
原
則
だ
。
だ
か
ら
一
つ
の

見
出
し
と
、
そ
の
語
の
觀
念
の
ま
と
ま
り
と
の

對
應
關
係
を
氣
に
す
る
必
要
が
な
い
。
例
を
擧

げ
れ
ば
耳
の
意
味
のear

と
穗
の
意
味
のear

は
別
の
語
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
語
に
二
つ
の
意

味
を
併
記
す
る
こ
と
は
し
な
い
。

と
こ
ろ
がL

SD

が
上
陸
用
舟
艇
母
艦（L

and-

ing
Ship

D
ock

）
で
あ
ら
う
と
、
幻
覺
劑
の
一

種
（L

ySergic
acid

D
iethylam

ide

）
で
あ

ら
う
と
一
つ
の
見
出
し
に
纏
め
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
意
味
で
は
な
く
綴
り
と
い
ふ
形
を
問

題
に
し
て
ゐ
て
觀
念
の
問
題
で
は
な
い
か
ら
だ
。

し
か
し
、
そ
の
形
の
使
用
頻
度
が
高
く
な
る
と
、

直
接
に
も
の
を
指
す
や
う
に
も
な
る
。N

A
T

O

(N
orth

A
tlantic

T
reaty

O
rganization)

も

そ
の
例
か
も
し
れ
な
い
。

か
う
い
ふ
略
語
をacronym

（
頭
字
語
）
と
言

ふ
こ
と
が
あ
る
が
、
本
來
のacronym

は
單
語

と
し
て
發
音
可
能
な
も
の
を
指
す
。
Ｌ
Ｓ
Ｄ
も
頭

字
の
組
合
せ
で
は
あ
る
が
一
字
づ
つ
字
母
の
名

前
を
讀
み
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
でliteration

と
呼
ん
で
區
別
す
る
。
こ
の
區
別
は
丸
善
の
『
學

鐙
』
昭
和
五
十
一
年
六
月
號
に
「W

ebster

大

英
語
辭
典
第
三
版
新
補
遺
六
千
語
」
の
紹
介
で

用
ゐ
た
の
が
我
國
で
は
は
じ
め
て
だ
と
思
ふ
。

頭
字
語
が
本
當
の
語
に
な
れ
ば
語
源
と
し
て
元

の
形
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
ふ
。Radio

D
etction

A
nd

R
anging

の
頭
文
字
を
竝
べ
た

radar

は
そ
の
例
だ
。
語
源
が
忘
れ
ら
れ
た
組
織
名
例

にU
N

IC
E

F
が
あ
る
。
一
九
四
六
年U

nited

N
ations

International
C

hildren’s
E

m
er-

gency
Fund

と
し
て
設
立
さ
れ
た
、
そ
の

acronym

だ
。
一
九
五
三
年U

nited
N

ations

C
hildren’s

Fund

に
な
っ
た
が
名
稱
は
そ
の
ま

ま
踏
襲
さ
れ
た
。

［N
A

T
O

］

英
語
を
母
語
と
す
る
人
の
發
音
を
假
名
に
寫

せ
ば
ネ
イ
ト
ウ
で
あ
る
こ
と
に
間
違
ひ
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
我
々
日
本
人
の
場
合

に
、
こ
れ
を
ナ
ー
ト
ー
と
い
ふ
の
は
英
語
的
感

覺
か
ら
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
外
れ
た
讀
み
方
で
は

な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
い
ふ
の
も
、
廣

口
母
音
の
レ
タ
ー
が
續
く
こ
と
も
廣
口
母
音
で

を
は
る
こ
と
も
英
語
的
で
な
く
、
そ
の
意
味
で
、

Y
O

K
O

H
A

M
A

の
や
う
に
一
音
節
づ
つ
區
切

る
や
う
な
發
音
は
十
分
考
へ
ら
れ
る
か
ら
だ
。

［P
ISA

］

こ
こ
は
第
一
一
八
三
號
で
書
い
た
こ
と
の
再

論
。P

ISA

は

P
rogram

m
e

for
Interna-

tional
Student

A
ssessm

ent

のacronym

だ
。
朝
日
新
聞
平
成
十
九
年
十
二
月
五
日
の
『
ニ

ュ
ー
ス
が
わ
か
ら
ん
』
にP

ISA

は
英
語
で
あ

る
が
佛
語
風
に
ピ
ザ
と
發
音
す
る
と
あ
る
。
ネ
ッ

ト
で
調
べ
る
と
ピ
サ
と
讀
む
人
が
多
い
。
彼
ら

は
間
違
っ
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
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Ｄ
の
本
部
は
パ
リ
。
だ
か
ら
日
本
人
は
フ
ラ
ン

ス
語
風
に
こ
れ
を
發
音
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
。

音
聲
が
一
次
的
で
文
字
は
音
聲
を
表
す
二
次

的
な
も
の
と
す
る
の
が
西
歐
言
語
學
の
主
張
。
し

か
し
、P

ISA

の
や
う
な
場
合
は
、
こ
の
大
文

字
で
綴
ら
れ
た
視
覺
上
の
語
形
こ
そ
一
次
的
で

あ
っ
て
、
音
聲
は
こ
の
視
覺
的
語
形
を
想
起
せ

し
め
る
た
め
に
働
く
二
次
的
な
も
の
だ
。
こ
の

綴
り
を
想
起
せ
し
め
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
讀

み
方
は
各
言
語
ご
と
に
癖
が
あ
る
。
英
語
で
も

佛
語
で
もs

は
有
聲
音
に
圍
ま
れ
れ
ば
同
化
し

てz

と
同
じ
發
音
に
な
る
こ
と
、
そ
れ
は
彼
ら

の
言
語
の
、
そ
の
限
り
で
は
缺
陷
と
い
ふ
べ
き

も
の
。
我
國
で
、
こ
れ
を
ピ
サ
と
讀
む
人
が
多

い
の
は
、
一
つ
に
は
そ
れ
が
、
ラ
テ
ン
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
の
元
來
の
讀
み
方
で
あ
り
、
そ
の
こ
と

を
ロ
ー
マ
字
を
通
し
て
學
ん
で
ゐ
る
か
ら
で
あ

る
が
、
も
う
一
つ
に
は
、
お
な
じ
み
の
米
國
風

イ
タ
リ
ア
料
理
の
名
前
と
區
別
す
る
に
も
都
合

が
好
い
か
ら
で
、
か
か
る
こ
と
を
、
さ
か
し
ら

を
た
て
て
間
違
で
あ
る
か
の
や
う
に
識
者
が
い

ふ
こ
と
こ
そ
問
題
。
戰
後
の
國
語
行
政
は
か
か

る
さ
か
し
ら
の
暴
走
し
た
結
果
だ
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
。

要
す
る
に
我
々
も
、N

A
T

O

な
らN

A
T

O

の
、P

ISA

な
らP

ISA

の
綴
り
を
想
起
せ
し

め
る
讀
み
方
を
す
れ
ば
よ
い
は
ず
だ
。
ロ
ー
マ

字
は
母
音
は
大
陸
式
で
子
音
は
英
語
式
と
い
ふ

の
が
大
原
則
。N

A
T

O

の
ナ
ト
ー
も
、P

ISA

の
ピ
サ
も
、
ロ
ー
マ
字
式
に
適
っ
た
讀
み
方
だ
。

も
し
ピ
ザ
と
讀
め
ば
私
だ
っ
た
らpiza

と
い
ふ

綴
り
を
考
へ
て
し
ま
ふ
だ
ら
う
。

た
だ
しliteration

と
な
る
と
こ
と
だ
。
字

母
の
名
前
ま
で
母
音
字
は
大
陸
式
と
す
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
も
し
大
陸
式
な
ら
エ
ー
はA

で
な
くE

で
あ
り
、
イ
ー
はE

で
な
くI

に

な
る
か
ら
だ
。

［
字
母
の
名
前
］

字
母
の
名
前
は
英
語
式
で
我
慢
し
て
も
ら
ふ

よ
り
し
か
た
が
な
い
。
す
る
とL

SD

は
エ
ル
エ

ス
デ
ー
で
な
く
エ
ル
エ
ス
デ
ィ
ー
と
な
る
。
デ
ィ

は
國
語
本
來
の
音
で
は
な
い
。
つ
ま
り
擴
張
五

十
音
圖
の
擴
張
部
分
の
カ
ナ
ま
で
援
用
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
國
語
本
來
の
部
分
が
役

立
つ
な
ら
ば
そ
の
方
が
よ
い
は
ず
だ
。

「
私
の
國
語
論
」
の
二
「
カ
タ
カ
ナ
語
の
問

題
」
に
次
の
や
う
に
書
い
た
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
日
本
語
を
ラ
テ
ン
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
轉
寫
し
た
と
き
、
ジ
をji

と

し
、
ヂ
をgi

と
し
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
でji

とgi

は
同
じ
音
を
表
す
。
し
か
し
書
き
分
け

が
徹
底
し
て
ゐ
る
の
で
ジ
と
ヂ
を
違
ふ
音
で

あ
っ
た
は
ず
だ
と
橋
本
進
吉
は
述
べ
て
ゐ
る
。

狹
口
母
音
の
前
のg

の
音
價
は
ソ
フ
トg

と

言
は
れ
る
が
、
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
摩
擦

音
で
英
語
で
は
破
擦
音
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
ゐ
る
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
顰
み
に
習
ふ

ま
で
も
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
場
合
は
ザ
行
音

で
英
語
の
場
合
は
ダ
行
音
に
す
べ
き
だ
ら
う
。
こ

の
場
合
、
音
が
ど
う
の
か
う
の
と
文
部
省
の
役

人
に
言
は
れ
た
く
な
け
れ
ば
、
區
別
す
る
方
が

情
報
的
に
價
値
が
大
き
い
と
い
ふ
だ
け
で
も
よ

い
か
も
し
れ
な
い
。

子
音
字
の
名
前
は
母
音
と
異
な
り
、
そ
の
表

す
音
に
な
に
が
し
か
の
響
き
が
伴
ふ
。
こ
の
響

き
は
母
音
字e

で
表
さ
れ
る
音
だ
。e

の
音
價

は
大
陸
式
で
は
エ
で
あ
る
が
、
英
語
の
場
合
は

も
う
一
つ
イ
ー
が
あ
っ
て
、
こ
の
二
つ
は
開
音

節
と
閉
音
節
に
分
布
し
て
ゐ
る
。
閉
音
節
と
は

子
音
で
閉
じ
た
音
節
。

例
へ
ば
、
字
母S

の
名
前
は
エ
ス
で
あ
る
こ

と
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
語
で
も
英
語
で
も
變
ら
な

い
。
し
か
し
字
母T

の
場
合
は
ド
イ
ツ
語
で
は

テ
ー
で
あ
り
、
英
語
で
は
テ
ィ
ー
に
な
る
。
そ

れ
ぞ
れ
に
字
母
の
名
前
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で

あ
ら
わ
せ
ばes

とte

だ
。
つ
ま
り
或
る
と
き

はe

が
前
に
つ
い
て
閉
音
節
と
な
り
、
或
る
と

き
は
後
ろ
に
つ
い
て
開
音
節
と
な
る
。

持
續
し
て
發
音
す
る
の
に
支
障
の
な
い
音
は

後
ろ
に
響
き
を
必
要
と
し
な
い
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
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ト
の
字
母
の
名
前
に
み
て
と
れ
る
こ
と
は
、
持

續
し
て
發
音
で
き
る
音
で
あ
る
か
な
い
か
が
大

き
な
違
ひ
と
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
だ
。
こ
の
こ
と

に
氣
づ
く
ま
で
隨
分
時
間
が
か
か
っ
た
が
、
さ

う
氣
づ
い
て
み
る
と
、
摩
擦
音
と
破
擦
音
の
違

ひ
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
と
っ
て
は
非
常
に
大

き
な
意
味
が
あ
る
と
思
は
れ
て
來
た
。

と
こ
ろ
で
、J

の
字
母
の
名
前
は
響
き
と
し

て
の
介
添
へ
と
し
て
標
準
のe
で
な
くa

だ
。

こ
れ
はg

が
廣
口
母
音
の
前
で
はhard
つ
ま

り
ガ
行
音
に
な
る
の
で
、
そ
れ
を
補
完
す
る
ヂ

の
子
音
だ
か
ら
だ
。
だ
か
ら
こ
こ
の
介
添
へ
の

響
き
はa

と
い
ふ
廣
口
母
音
を
あ
て
て
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
名
前
は
ヂ
ェ
イ
と
し
な
け
れ
ば
正

し
く
發
音
が
教
へ
ら
れ
な
い
と
思
は
れ
る
の
だ
。

い
や
、
少
し
欲
張
っ
て
ゐ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

發
音
だ
け
で
な
く
、
か
う
言
へ
ば
少
し
大
袈
裟

に
聞
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

に
僭
む
文
法
の
説
明
が
や
り
に
く
か
ら
う
。

j

の
字
母
と
し
て
の
名
前
の
介
添
へ
の
響
き
が

a

で
あ
れ
ば
、
當
然k

の
こ
と
に
も
聯
想
が
及

ぶ
筈
。k

の
名
前
も
例
外
的
。
本
來ke

と
い
ふ

名
前
の
字
母
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
狹
口
母

音
に
よ
る
口
蓋
化
に
よ
っ
て
、
こ
のk

はs

の

音
に
變
っ
た
。
つ
ま
りc

が
本
來k

の
音
を
表

し
て
ゐ
た
わ
け
だ
。
も
しc

の
音
價
が
最
初
か

らs

で
あ
れ
ば
介
添
へ
の
響
き
は
前
に
つ
い
た

筈
だ
。

國
語
音
韻
史
で
は
ヂ
と
ジ
、
ヅ
と
ズ
は
別
の

音
を
表
し
て
ゐ
た
が
、
い
つ
か
ら
か
、
そ
の
區

別
が
な
く
な
っ
た
と
す
る
。
ヘ
ボ
ン
は
和
英
語

林
集
成
で
ヂ
ジ
にj

を
當
て
、
ヅ
ズ
にdz

を

當
て
た
の
だ
か
ら
、
ダ
行
音
の
方
向
に
收
斂
し

た
と
み
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
。
だ
か
ら
ヘ
ボ
ン

の
ロ
ー
マ
字
を
前
提
に
し
て
字
母
を
刈
込
む
な

ら
禁
止
す
べ
き
は
ジ
ズ
で
あ
っ
た
。
戰
後
の
文

部
行
政
は
ボ
タ
ン
を
掛
け
違
っ
た
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
禁
止
す
る
必
要
が
ど
こ

に
あ
る
だ
ら
う
。
言
語
は
音
聲
が
基
本
。
音
聲

は
變
化
す
る
、
そ
の
變
化
に
從
っ
て
表
記
を
變

へ
る
べ
き
だ
と
す
る
の
が
表
音
主
義
者
の
論
だ

と
思
ふ
が
、
で
は
ま
た
音
聲
が
變
化
し
た
ら
ど

う
す
る
の
か
。
實
際
、
主
と
し
て
英
語
の
洪
水

の
や
う
な
流
入
に
よ
っ
て
四
つ
假
名
の
區
別
ど

こ
ろ
か
、
逆
の
方
向
に
動
い
て
戰
前
の
假
名
字

母
で
足
り
な
く
な
っ
た
の
が
實
體
だ
。

岩
波
文
庫
『
米
歐
回
覽
實
記
』
で
はG

eorge-

tow
n

は
ヂ
ョ
ー
ヂ
タ
ウ
ン
だ
。
福
原
麟
太
郎

先
生
はSam

uel
Johnson

の
こ
と
を
決
し
て

ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
書
く
こ
と
は
な
く
、
ヂ
ョ
ン
ソ

ン
大
博
士
で
通
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

語
學
の
入
門
期
に
は
レ
タ
ー
と
音
價
の
關
係

は
重
要
だ
。j

とch

が
有
聲
音
無
聲
音
の
關
係

に
あ
る
こ
と
を
外
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思

ふ
。
以
上
、j

の
名
前
を
ヂ
ェ
イ
と
す
べ
き
だ
と

す
る
理
由
を
述
べ
た
。

♦
1599(21.7.8)

憲
法
改
正
は
二
言
語
で

一
六
一
三
號
で
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
在
住
の
永
冶
ベ
ッ

ク
マ
ン
啓
子
さ
ん
が
一
時
歸
國
し
た
東
京
で
漢

字
驛
名
の
下
に
簡
體
字
と
ハ
ン
グ
ル
が
書
か
れ

て
ゐ
る
の
を
見
て
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
た
と
し
て
次
の
や
う
に
述
べ
て
お
い
で
だ
。

不
快
で
何
だ
か
怖
く
も
あ
り
同
時
に
腹
が

立
ち
、
こ
ん
な
バ
カ
な
事
は
許
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
く
、
直
ぐ
に
消
す
べ
き
で
あ
る
と
思
っ

た
。
外
國
人
に
分
か
り
易
い
表
示
を
考
慮
す

る
の
な
ら
ば
、
ロ
ー
マ
字
だ
け
で
十
分
で
あ

る
。（
中
略
）

觀
光
客
の
爲
と
言
ふ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
明

ら
か
に
詭
弁
で
あ
る
。（
中
略
）

も
し
も
、
ド
イ
ツ
の
驛
名
の
下
に
、
ド
イ

ツ
人
が
讀
め
な
い
ア
ラ
ビ
ア
語
や
ト
ル
コ
語

な
ど
が
書
か
れ
て
ゐ
た
と
し
た
ら
そ
ん
な
事

は
エ
イ
プ
リ
ル
フ
ー
ル
の
惡
い
冗
談
に
も
な

ら
ず
、
行
政
や
市
民
に
と
っ
て
も
考
へ
ら
れ

な
い
し
實
行
不
可
能
で
當
然
許
さ
れ
な
い
事

で
あ
る
。

そ
れ
が
、
今
日
本
で
實
際
に
起
き
て
ゐ
る

忌
々
し
き
出
來
事
で
あ
る
。
今
阻
止
し
な
け
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れ
ば
、
更
に
ウ
ィ
ル
ス
の
や
う
に
増
え
て
い

く
に
違
ひ
な
い
。

そ
し
て
話
は
ド
イ
ツ
の
科
學
番
組
で
見
た
實

驗
の
こ
と
に
及
ぶ
。
ビ
ー
カ
ー
に
水
を
入
れ
、
そ

の
中
に
蛙
を
入
れ
て
時
間
を
か
け
て
加
熱
し
て

い
く
と
い
ふ
も
の
。

水
温
が
適
當
に
上
が
り
暖
か
く
な
れ
ば
、
蛙

は
氣
持
よ
く
な
り
春
の
や
う
だ
と
感
じ
る
か
も

し
れ
な
い
、
そ
の
う
ち
夏
が
來
た
か
と
思
ひ
、
や

が
て
絶
え
ら
れ
な
い
温
度
に
な
り
致
死
熱
温
度

と
な
る
。

蛙
は
そ
の
危
機
的
状
況
に
氣
が
つ
か
な
い
の

か
、
氣
が
つ
い
た
時
は
飛
び
出
す
力
が
殘
っ
て

ゐ
な
か
っ
た
の
か
、
飛
び
出
し
て
逃
げ
や
う
と

し
な
く
、
そ
の
内
氣
を
失
ひ
茹
で
上
が
り
死
ん

で
し
ま
ふ
。

最
近
讀
ん
で
知
っ
た
こ
と
だ
が
、
河
野
與
一
は

戰
後
の
現
代
假
名
遣
や
當
用
漢
字
の
制
定
、
公

布
を
不
滿
だ
と
す
る
奧
方
を
「
ま
だ
い
い
方
だ

よ
。
日
本
語
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
な
か
っ
た
だ

け
で
も
ね
」
と
な
だ
め
ら
れ
た
由
。
し
か
し
、
使

用
禁
止
に
比
べ
れ
ば
我
慢
で
き
る
で
は
な
い
か

と
い
ふ
状
態
が
か
く
も
長
く
續
く
と
は
思
っ
て

ゐ
な
か
っ
た
に
違
ひ
な
い
。

文
部
省
の
人
だ
け
で
な
く
、
教
育
關
係
者
は

氣
持
よ
く
な
り
春
の
や
う
だ
と
感
じ
て
ゐ
る
の

だ
ら
う
か
、
或
は
茹
で
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
の

だ
ら
う
か
。
教
育
關
係
者
、
特
に
英
語
教
師
養

成
の
大
學
關
係
者
の
發
表
を
聽
く
機
會
が
何
度

も
あ
っ
た
が
、
行
政
の
民
度
は
、
そ
の
自
治
體

が
幾
つ
の
言
語
に
對
應
し
て
ゐ
る
か
に
比
例
す

る
と
い
ふ
が
如
き
論
が
多
か
っ
た
。

さ
う
い
ふ
學
者
が
教
育
や
行
政
に
口
を
出
せ

ば
ど
う
な
る
か
。
驛
名
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。

市
の
廣
報
に
も
ハ
ン
グ
ル
や
簡
體
字
が
踊
る
こ

と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
英
語
で
の
案
内
も
あ
る
。

錢
湯
に
あ
る
、
風
呂
の
入
り
方
の
説
明
の
ポ
ス

タ
ー
も
さ
う
だ
。
そ
の
英
語
が
大
分
怪
し
い
。

「
入
る
前
に
ご
覽
く
だ
さ
い
」
と
冒
頭
に
あ
る
と

こ
ろ
はL

ook

で
始
る
の
だ
。
い
ふ
ま
で
も
な

く
「
ご
覽
く
だ
さ
い
」
は
讀
ん
で
欲
し
い
と
い

ふ
こ
と
で
、
湯
殿
の
境
の
と
こ
ろ
に
張
っ
て
あ

る
か
ら
と
い
っ
て
裸
體
を
覗
け
と
い
ふ
こ
と
で

は
な
い
。

廣
報
な
ど
、
ハ
ン
グ
ル
や
簡
體
字
を
使
用
す
る

コ
ス
ト
は
相
當
な
も
の
だ
ら
う
が
誤
植
が
あ
っ

て
も
氣
づ
く
人
は
あ
る
ま
い
。
舊
字
體
に
す
れ

ば
簡
體
字
の
場
合
よ
り
裨
益
す
る
外
國
人
は
多

い
と
思
は
れ
る
が
、
さ
う
い
ふ
こ
と
を
指
摘
す

る
學
者
は
少
な
い
。

漢
字
檢
定
協
會
と
い
ふ
と
こ
ろ
の
試
驗
、
現

代
假
名
遣
新
字
體
が
基
本
な
の
だ
さ
う
だ
。
も

し
こ
の
檢
定
を
大
學
や
會
社
の
試
驗
な
ど
廣
く

日
本
中
で
採
用
さ
れ
る
と
な
る
と
、
河
野
與
一

は
大
き
く
間
違
っ
て
ゐ
た
と
言
は
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

い
や
あ
の
世
代
は
ま
だ
日
本
人
を
信
頼
し
て

ゐ
た
。
今
は
み
ん
な
春
の
や
う
だ
と
感
じ
て
ゐ

る
の
で
、
舊
字
體
で
書
い
た
り
歴
史
的
假
名
遣

で
書
い
た
り
す
る
だ
け
で
忌
避
さ
れ
る
。
こ
の

際
、
御
觸
れ
を
だ
し
て
、
舊
字
體
や
歴
史
的
假

名
遣
で
の
出
版
物
に
對
し
て
は
公
的
助
成
を
す

べ
き
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
も
し
く
は
、
一
定

の
割
合
で
傳
統
的
表
記
の
頁
を
設
け
る
こ
と
を

新
聞
に
義
務
づ
け
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

さ
う
で
な
け
れ
ば
、
皆
燒
け
死
ん
で
し
ま
ふ
こ

と
に
な
る
。

こ
と
に
重
要
な
の
は
憲
法
改
正
だ
。
今
の
憲

法
は
傳
統
的
表
記
。
こ
れ
に
對
し
て
文
化
廳
は

何
も
手
出
し
が
で
き
な
か
っ
た
。
も
し
憲
法
改

正
が
い
は
ゆ
る
現
代
假
名
遣
や
新
字
體
で
な
さ

れ
る
と
す
る
と
、
常
用
漢
字
表
は
ま
だ
こ
れ
か

ら
も
改
訂
が
續
く
も
の
で
あ
り
、
現
代
假
名
遣

も
四
假
名
な
ど
、
こ
れ
と
決
っ
て
ゐ
な
い
も
の

が
あ
る
。
そ
も
そ
も
文
部
省
方
式
は
永
遠
に
う

つ
り
ゆ
く
こ
と
が
基
本
な
の
だ
。
し
か
し
憲
法

は
文
化
廳
の
審
議
の
つ
ど
表
記
を
變
へ
る
べ
き

性
格
の
も
の
で
は
な
い
。

憲
法
改
正
は
傳
統
的
表
記
で
行
ふ
し
か
な
い

の
だ
が
、
さ
う
言
へ
ば
現
状
を
氣
持
よ
く
春
の

や
う
だ
と
感
じ
て
ゐ
る
人
々
か
ら
そ
っ
ぽ
を
向

か
れ
る
だ
ら
う
。
せ
め
て
二
言
語
方
式
、
つ
ま
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り
戰
前
の
表
記
と
文
部
省
方
式
の
二
本
立
て
に

す
べ
き
だ
。

¯
1614(21.7.21)

憲
法
改
正
は
二
言
語
で
（
二
）

（
一
六
一
五
號
で
岡
崎
渓
子
さ
ん
が
憲
法
改

正
は
新
か
な
づ
か
ひ
で
よ
い
と
述
べ
ら
れ
た
の

を
受
け
て
）

憲
法
改
正
問
題
と
表
記
の
問
題
と
は
一
應
別

次
元
の
問
題
と
す
べ
き
だ
と
思
ふ
。
少
な
く
と

も
、
憲
法
で
取
上
げ
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
に

關
し
て
表
記
は
中
立
的
だ
と
言
へ
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
つ
ま
り
傳
統
的
表
記
で
あ
ら
う
と
、

文
部
省
方
式
で
あ
ら
う
と
改
定
に
つ
い
て
十
分

議
論
が
可
能
な
は
ず
だ
。
だ
か
ら
、
こ
の
問
題

で
岡
崎
さ
ん
の
や
う
な
方
を
煩
は
す
こ
と
は
本

意
で
は
な
か
っ
た
。

少
し
補
っ
て
み
た
い
。

Ｄ
Ｎ
Ａ
を
設
計
圖
と
し
て
細
胞
が
生
物
個
體

を
組
立
て
る
（constitute

）
と
い
ふ
こ
と
に
な

ぞ
ら
へ
る
な
ら
國
を
組
立
て
、
國
の
形
（con-

stitution

）
を
決
め
る
の
は
國
民
で
、
國
民
に

と
っ
て
の
指
針
と
な
る
べ
き
は
先
祖
代
々
受
け

繼
が
れ
て
き
た
國
語
で
あ
り
神
話
で
あ
る
と
思

ふ
。
憲
法
（constitution

）
は
勝
れ
て
國
語
の

問
題
で
も
あ
る
。

戰
後
の
文
部
行
政
の
指
導
理
念
は
表
音
主
義

で
あ
っ
た
。
表
記
は
第
一
義
的
に
音
を
表
す
も

の
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
字
化
こ
そ
彼
ら
の
理
想
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
漢
字
制
限
は
漢
字
廢

止
に
到
る
た
め
の
移
行
措
置
で
あ
っ
た
し
、
ロ
ー

マ
字
で
書
き
分
け
ら
れ
な
い
假
名
字
母
を
不
要

と
し
た
缺
損
五
十
音
圖
の
た
め
に
工
夫
さ
れ
た

の
が
現
代
假
名
遣
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
假
名
遣
と
か
正
書
法
と
か

い
ふ
こ
と
は
社
會
的
慣
習
に
よ
っ
て
な
り
た
つ

も
の
だ
。
だ
か
ら
假
名
遣
に
は
本
來
歴
史
的
假

名
遣
し
か
な
い
。
現
代
假
名
遣
と
か
新
假
名
遣

と
か
言
ふ
の
は
形
容
矛
盾
。
表
音
主
義
者
に
よ

れ
ば
、
音
聲
は
時
代
に
よ
っ
て
變
は
る
か
ら
、
そ

の
時
代
時
代
で
新
規
に
考
へ
直
す
べ
き
だ
と
い

ふ
こ
と
に
な
る
。

現
代
假
名
遣
の
場
合
、
根
本
的
に
は
ど
の
表

記
が
正
し
い
と
い
ふ
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
さ

う
い
ふ
こ
と
に
煩
は
さ
れ
る
こ
と
を
不
要
と
し

た
も
の
だ
。
だ
か
ら
、
テ
ニ
ヲ
ハ
の
場
合
を
例

外
と
し
て
、
ワ
行
の
「
ゐ
」「
ゑ
」「
を
」
や
「
ぢ
」

「
づ
」
あ
る
い
は
ハ
行
轉
呼
音
を
用
ゐ
て
さ
へ
ゐ

な
け
れ
ば
、
現
代
假
名
遣
と
し
て
通
用
す
る
。

表
音
主
義
は
歴
史
的
表
記
を
破
壞
し
た
が
、
新

し
い
規
範
が
示
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
現
代

假
名
遣
の
缺
點
と
さ
れ
る
四
假
名
（
ヂ
と
ジ
、
ヅ

と
ズ
）
の
書
分
け
や
オ
列
長
音
（
公
理
は
コ
ウ

リ
、
氷
は
コ
オ
リ
）
は
ヘ
ボ
ン
式
や
訓
令
式
に

す
れ
ば
消
え
て
し
ま
ふ
問
題
。
ロ
ー
マ
字
化
の

必
要
性
が
強
調
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、

そ
の
ロ
ー
マ
字
化
も
日
米
の
間
で
す
ら
統
一
さ

れ
て
ゐ
な
い
の
だ
。
刹
那
主
義
だ
け
が
殘
っ
た
。

¯
1616(21.7.23)

十
年
か
け
て
戰
後
の
國
語
行
政
を
見
直

す
べ
き
だ

七
月
二
十
七
日
ワ
シ
ン
ト
ン
に
お
け
る
米
中

戰
略
經
濟
對
話
で
は
オ
バ
マ
大
統
領
が
孟
子
を

引
用
し
た
の
を
は
じ
め
米
側
に
支
那
先
哲
の
言
の

引
用
が
多
く
叩
頭
外
交
と
の
評
も
あ
る
ら
し
い
。

オ
バ
マ
大
統
領
の
引
用
は
最
初
「
山
道
は
人

が
歩
け
ば
道
に
な
る
が
、
歩
か
な
け
れ
ば
雜
草

で
ふ
さ
が
れ
る
」
と
い
ふ
譯
で
知
っ
た
。

岩
波
文
庫
『
孟
子
』
下
卷
四
百
七
頁
に
あ
る

山
徑
之
蹊
間

介
然
用
之
而
成
路

爲
間
不
用
即
茅
塞
之

に
當
る
も
の
の
や
う
だ
。「
兩
國
の
間
の
交
流
を

雜
草
で
塞
い
で
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
、
ま
こ

と
に
適
切
な
引
用
の
や
う
で
あ
る
が
、
實
は
こ

の
箇
所
は
「
孟
子
謂
高
子
曰
」
と
始
り
、
最
後

に
「
今
茅
塞
子
之
心
矣
」
と
結
ん
で
あ
る
も
の

で
、
弟
子
高
子
の
心
の
あ
り
や
う
を
諭
し
た
も

の
だ
。
そ
こ
ま
で
の
意
味
が
あ
る
の
か
ど
う
か
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は
判
ら
な
い
。
な
ほ
岩
波
文
庫
に
よ
れ
ば
一
行

目
末
尾
の
「
間
」
の
解
釋
は
一
樣
で
は
な
い
。

ク
リ
ン
ト
ン
國
務
長
官
は
「
人
々
の
心
が
一

つ
に
な
れ
ば
、
泰
山
を
移
す
こ
と
が
で
き
る
」
と

い
ふ
孔
子
の
言
葉
を
使
っ
た
と
す
る
ニ
ュ
ー
ス

も
あ
る
。
何
か
配
布
さ
れ
た
も
の
に
さ
う
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
中
國
語
で
「
人
心
斉
泰

山
移
」
の
こ
と
だ
と
い
ふ
こ
と
は
判
っ
た
が
『
論

語
』
に
あ
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
。
論
語
の
ア
ー

カ
イ
ブ
、
ネ
ッ
ト
で
見
つ
か
っ
た
一
つ
は
簡
體

字
な
の
で
見
て
も
判
ら
な
い
。
繁
體
字
の
方
は

文
字
コ
ー
ド
の
こ
と
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い

が
「
泰
山
」
で
は
何
も
出
て
こ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
中
國
に
短
期
留
學
し
た
經
驗
の
あ
る

ガ
イ
ト
ナ
ー
財
務
長
官
は
「
風
雨
同
舟
」
を
そ

の
ま
ま
原
語
で
用
ゐ
た
と
の
こ
と
。
我
々
な
ら

少
し
意
味
が
き
つ
く
な
る
が
「
呉
越
同
舟
」
の

方
が
馴
染
み
の
表
現
だ
。

ど
う
も
ア
メ
リ
カ
人
に
故
事
成
語
の
教
へ
を

受
け
て
ゐ
る
や
う
で
變
な
氣
が
す
る
。

三
十
日
の
夜
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
十
一
時
の
大
人
ド
リ

ル
と
い
ふ
番
組
「
こ
れ
で
い
い
の
か
ニ
ッ
ポ
ン

の
教
育
」
の
最
後
の
と
こ
ろ
を
見
た
。
ゆ
と
り

教
育
の
こ
と
が
話
題
だ
っ
た
ら
し
い
。
或
る
論

者
は
詰
込
み
教
育
が
必
要
だ
と
い
ふ
こ
と
を
否

定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
詰
込
む
中
身
が
問

題
だ
と
、
無
用
な
も
の
の
典
型
に
漢
文
を
あ
げ

た
の
で
あ
っ
た
。
英
語
の
や
う
に
役
立
つ
も
の

を
詰
込
む
べ
き
だ
と
言
ふ
の
だ
。

支
那
先
哲
の
思
想
も
英
語
を
通
じ
て
學
べ
ば

よ
い
と
い
ふ
こ
と
な
の
だ
ら
う
か
。
ど
ん
な
に

最
新
の
こ
と
を
教
へ
や
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
未

來
の
こ
と
を
教
へ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
所

詮
過
去
の
こ
と
し
か
教
へ
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
だ
。
た
だ
そ
れ
が
心
の
働
き
を
助
け
る
や
う

な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
重
要
だ
。

朝
日
新
聞
二
十
九
日
に
は
繁
體
字
復
活
の
兆

し
の
こ
と
が
大
き
く
報
じ
ら
れ
て
ゐ
る
。

臺
灣
が
正
字
體
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
ゐ
る
が
、
大
陸
中
國
で
「
今
後
十
年
か
け
簡

體
字
を
廢
止
し
、
繁
體
字
を
復
活
す
べ
し
」
と

い
ふ
や
う
な
意
見
が
公
然
と
唱
へ
ら
れ
る
や
う

に
な
っ
た
と
い
ふ
の
だ
。「
日
本
で
は
繁
體
字
を

主
體
に
獨
自
の
簡
略
字
も
併
用
し
て
ゐ
る
。
昭

和
二
十
一
年
に
米
國
の
方
針
も
あ
っ
て
漢
字
を

制
限
す
る
當
用
漢
字
表
を
定
め
、
獨
自
の
簡
易

字
體
を
導
入
」
の
結
果
が
こ
れ
な
の
だ
。

そ
の
當
用
漢
字
表
は
常
用
漢
字
表
と
な
り
新

常
用
漢
字
（
假
稱
）
が
目
下
審
議
中
だ
。
時
事

通
信
「
内
外
教
育
」
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
二
五

七
號
に
以
下
の
や
う
な
記
事
が
あ
る
。

し
ん
に
ゅ
う
な
ど
の
形
が
違
ふ
漢
字
を
混

在
さ
せ
た
「
新
常
用
漢
字
表
（
假
稱
）」
の
試

案
を
め
ぐ
り
、
文
化
廳
に
寄
せ
ら
れ
た
字
體

に
關
す
る
意
見
の
四
割
超
が
「
字
體
を
統
一

す
べ
き
だ
」
と
求
め
て
ゐ
た
こ
と
が
二
十
八

日
、
分
か
っ
た
。
文
化
審
議
會
漢
字
小
委
員

會
の
同
日
の
會
合
で
も
、
委
員
の
間
で
「
そ

ろ
へ
た
方
が
分
か
り
や
す
い
」「
混
在
を
認
め

な
い
と
情
報
機
器
の
對
應
で
問
題
が
生
じ
る
」

と
意
見
が
分
か
れ
、
議
論
が
紛
糾
し
た
。

現
行
の
常
用
漢
字
の
し
ん
に
ゅ
う
は
點
が

一
つ
だ
が
、
文
化
審
が
三
月
に
公
表
し
た
試

案
で
は
、
新
た
に
追
加
し
た
「
遡
」「
遜
」「
謎
」

を
書
籍
で
廣
く
使
は
れ
る
「
二
點
し
ん
に
ゅ

う
」
で
表
記
。「
餌
」「
餅
」
で
も
現
行
表
と

異
な
る
形
の
し
ょ
く
へ
ん
を
採
用
し
た
。

同
廳
が
四
月
ま
で
受
け
附
け
た
意
見
募
集

で
は
各
種
團
體
、
個
人
か
ら
約
二
百
二
十
件

が
集
ま
っ
た
。
字
體
へ
の
意
見
は
九
十
五
件

あ
り
、
う
ち
四
十
二
件
が
「
字
體
が
異
な
る

と
教
育
現
場
に
負
擔
が
掛
か
る
」「
調
和
を
圖

る
べ
き
だ
」
と
し
て
、
現
行
表
と
同
じ
字
體

に
そ
ろ
へ
る
や
う
求
め
た
。

漢
字
小
委
は
今
後
、
新
漢
字
表
の
案
を
練

り
直
し
、
來
年
二
月
に
は
文
化
審
と
し
て
答

申
す
る
豫
定
だ
。

常
用
漢
字
の
た
め
の
字
體
が
特
別
な
の
だ
か

ら
字
體
を
統
一
す
る
な
ら
、
一
點
し
ん
に
ゅ
う

を
捨
て
る
べ
き
だ
。
逆
の
方
向
を
と
る
く
ら
い

な
ら
常
用
漢
字
表
の
變
更
を
一
切
認
め
る
べ
き
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で
は
な
い
。
た
だ
し
さ
う
す
る
と
、
文
化
廳
の

仕
事
が
一
つ
減
っ
て
し
ま
ふ
。
霞
ヶ
關
の
無
駄

を
い
ふ
政
黨
は
な
ぜ
こ
の
問
題
を
取
上
げ
な
い

の
だ
ら
う
。

常
用
漢
字
表
は
廢
止
す
る
。「
し
ん
に
ゅ
う
」

は
二
點
を
正
體
と
す
る
が
、
十
年
か
け
て
戰
後

の
國
語
行
政
を
見
直
す
の
で
、
そ
の
間
は
一
點

で
も
間
違
ひ
と
は
し
な
い
と
す
れ
ば
す
む
こ
と

で
は
な
い
か
。

¯
1625(21.8.1)

裁
判
員
制
度
は
廢
絶
す
る
に
限
る

裁
判
員
制
度
、
マ
ス
コ
ミ
は
判
り
や
す
け
れ

ば
よ
し
と
い
ふ
態
度
だ
が
、
そ
れ
が
問
題
で
は

な
い
か
。

テ
レ
ビ
で
耳
に
し
た
限
り
で
は
言
葉
に
つ
い

て
す
こ
ぶ
る
い
い
加
減
だ
。「
被
害
者
に
對
し
て

刃
物
を
突
き
刺
し
た
」
と
い
ふ
表
現
が
あ
っ
た

と
い
ふ
が
、
よ
く
聽
い
て
み
る
と
「
被
害
者
に
刃

物
を
突
き
刺
し
た
」
と
い
ふ
こ
と
だ
っ
た
。「
に

對
し
て
」
な
ら
「
突
き
刺
し
た
」
は
「
突
き
出

し
た
」
と
同
じ
や
う
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

殺
意
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
問
題
だ
っ
た
ら

し
い
。
裁
判
官
の
用
ゐ
た
「
死
亡
さ
せ
る
」
と

い
ふ
表
現
は
易
し
く
言
ひ
替
へ
た
つ
も
り
か
も

し
れ
な
い
が
難
解
だ
。
量
刑
か
ら
す
る
と
確
定

的
殺
意
を
認
め
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
が
、
死
亡

と
い
ふ
結
果
を
状
況
に
ゆ
だ
ね
た
や
う
で
も
あ

り
、
さ
う
で
あ
る
な
ら
未
必
の
故
意
と
い
ふ
こ

と
に
な
り
は
し
な
い
か
。

「
被
害
者
に
刃
物
を
突
き
刺
し
た
」
と
い
ふ
表

現
が
被
告
の
自
發
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、
殺

意
は
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
ら
う
。
殺
意
が

あ
れ
ば
局
所
的
な
表
現
で
は
な
く
「
被
害
者
を

刺
し
た
」
だ
ら
う
。

奇
妙
に
感
じ
た
の
は
裁
判
員
の
被
告
に
對
す

る
言
葉
遣
ひ
。
す
こ
ぶ
る
丁
寧
な
の
だ
。
こ
こ

は
、「
役
儀
な
れ
ば
言
葉
を
憚
ら
ず
」
質
す
べ
き

と
こ
ろ
で
は
な
い
の
か
。
裁
判
官
が
指
南
し
て

ゐ
る
の
だ
ら
う
が
、
肝
心
の
こ
と
が
な
さ
れ
て

ゐ
な
い
氣
が
す
る
。

裁
く
も
の
が
裁
か
れ
る
者
に
對
し
て
權
威
と

し
て
高
み
に
た
つ
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
人
間
を

卑
小
な
る
も
の
と
し
て
み
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、

罪
を
犯
し
た
者
に
對
し
て
怒
り
を
覺
え
る
の
が

當
然
。
量
刑
に
も
影
響
す
る
は
ず
だ
。

裁
判
員
制
度
は
官
か
ら
民
へ
移
し
て
效
率
化

を
圖
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
效
率
の
點
で
い
へ

ば
全
く
逆
だ
。
そ
の
上
、
裁
判
の
權
威
を
損
な

ふ
の
だ
か
ら
採
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
今
は
未
曾

有
の
と
き
。
か
か
る
制
度
は
廢
絶
す
る
に
限
る

が
、
さ
し
あ
た
っ
て
施
行
中
止
を
考
へ
て
も
ら

ひ
た
い
。

¯
1633(21.8.8)

國
立
慰
靈
施
設
は
日
中
友
好
の
た
め
に
こ
そ
決

し
て
や
っ
て
は
な
ら
な
い

或
る
大
新
聞
の
コ
ラ
ム
で
政
黨
の
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
の
場
合
は
フ
ェ
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
り
、
マ

に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
け
ば
別
の
意
味
だ
と
書
い

て
あ
っ
た
。
日
本
語
に
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
る
區

別
が
あ
る
と
は
初
耳
だ
。
い
や
英
語
で
あ
れ
ば

語
頭
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
る
の
が
本
來
。
今
問

題
の
二
語
、
一
つ
は
語
末
にo

が
あ
る
。
つ
ま
り

m
anifest

とm
anifesto

だ
。
こ
のo

が
あ
る

の
は
外
來
語
の
印
。
こ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
て
語
末

の
方
、
最
後
の
一
つ
前
の
音
節(penultim

ate)

に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
く
。
だ
か
ら
假
名
に
轉
寫

す
る
な
ら
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
ウ
と
し
た
方
が
近
い

は
ず
だ
。

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
な
ら
明
白
な
と
い
ふ
意
味
。
し

か
し
ち
っ
と
も
明
白
で
は
な
い
。
天
氣
豫
報
が

當
ら
な
い
。
臺
風
の
進
路
豫
測
な
ど
も
、
氣
壓

配
置
の
變
動
に
よ
っ
て
ど
う
動
く
か
判
ら
な
い

か
ら
常
に
最
新
の
情
報
に
氣
を
つ
け
る
や
う
に

と
の
注
意
が
あ
る
の
が
普
通
。
民
主
黨
の
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
は
天
氣
豫
報
の
や
う
に
變
る
。
そ
れ

で
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
な
ど
と
い
ふ
變
な
外
來
語
が

廢
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
結
構
な
こ
と
だ
。

民
主
黨
は
國
立
追
悼
施
設
建
設
を
考
へ
て
ゐ

る
と
の
は
な
し
が
あ
る
。
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
あ

る
の
な
ら
比
較
的
安
心
だ
が
隱
し
て
ゐ
た
だ
け

に
本
氣
か
も
し
れ
な
い
。
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ど
う
し
て
さ
う
考
へ
る
の
だ
ら
う
か
。
媚
中

政
策
の
た
め
だ
と
す
る
の
は
簡
單
だ
が
、
や
は

り
さ
う
信
じ
て
ゐ
る
根
本
の
と
こ
ろ
が
あ
る
に

違
ひ
な
い
。

首
相
の
靖
國
參
拜
に
反
對
す
る
人
々
が
あ
る
。

さ
う
い
ふ
人
々
は
別
に
國
立
追
悼
施
設
を
建
設

す
れ
ば
參
拜
す
る
と
い
ふ
の
だ
ら
う
か
。
そ
も

そ
も
一
般
に
御
靈
を
信
じ
て
ゐ
な
い
の
で
は
な

い
か
。
靖
國
神
社
の
や
う
な
存
在
に
意
味
を
認

め
ず
、
花
見
の
公
園
や
遊
戲
場
な
ど
何
等
か
の

世
俗
的
實
利
の
あ
る
施
設
に
變
更
し
た
い
と
い

ふ
の
が
本
音
で
は
な
い
の
か
。
國
立
追
悼
施
設

な
ら
も
っ
と
狹
い
場
所
で
で
き
る
く
ら
い
に
考

へ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
て
な
ら
な
い
。
さ
う

い
ふ
人
々
は
國
立
追
悼
施
設
を
必
要
と
も
し
て

ゐ
な
い
は
ず
だ
。

御
靈
の
た
め
に
靖
國
に
參
拜
す
る
人
に
對
し

て
、
別
の
と
こ
ろ
へ
行
け
と
い
ふ
の
は
餘
計
な

お
世
話
と
い
ふ
も
の
だ
。

何
故
靖
國
參
拜
に
反
對
か
と
問
ふ
と
Ａ
級
戰

犯
が
祀
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
と
い
ふ
。
Ａ
級
戰
犯

と
は
何
だ
と
問
ふ
と
戰
爭
犯
罪
人
だ
と
い
ふ
。
で

は
Ｂ
級
や
Ｃ
級
戰
犯
は
ど
う
か
と
問
ふ
と
、
え
っ

と
い
ふ
。
Ｂ
級
や
Ｃ
級
の
戰
犯
も
當
然
問
題
の

は
ず
だ
。
國
立
追
悼
施
設
で
は
Ｂ
級
や
Ｃ
級
戰

犯
は
ど
う
す
る
の
だ
ら
う
。
戰
爭
犯
罪
人
が
問
題

で
あ
れ
ば
級
に
よ
っ
て
區
別
す
る
理
由
は
な
い
。

國
立
追
悼
施
設
が
出
來
れ
ば
靖
國
參
拜
は
問

題
が
な
い
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
ん
な
こ
と
は

あ
る
ま
い
。
國
立
追
悼
施
設
が
で
き
て
も
、
心

あ
る
政
治
家
は
靖
國
參
拜
を
續
け
る
だ
ら
う
。

國
立
追
悼
施
設
へ
の
御
靈
分
け
は
ど
の
や
う

に
行
は
れ
る
の
か
。「
井
の
中
の
蛙
」
と
い
ふ
ブ

ロ
グ
で
書
い
た
こ
と
だ
が
、
先
年
、
祖
父
の
歸

天
三
十
五
年
祭
を
機
に
、
半
世
紀
以
上
も
前
に

沒
し
た
二
人
の
叔
父
の
位
牌
を
燒
い
た
。
二
柱

の
御
靈
に
神
棚
に
祀
っ
て
あ
る
鏡
に
移
っ
て
貰

ふ
儀
式
を
行
ひ
、
空
に
し
て
か
ら
燒
い
た
。
位

牌
や
ご
神
體
は
祈
り
を
さ
さ
げ
る
方
向
を
示
す

pointer

の
や
う
な
も
の
。
位
牌
の
間
は
個
別
的

なpointer

で
あ
っ
て
も
、
鏡
に
な
れ
ば
御
先

祖
樣
と
い
ふ
集
合
的
な
も
の
に
な
る
。
も
う
個

別
に
移
っ
て
貰
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
う
い

ふ
こ
と
だ
と
思
ふ
。

た
と
へ
、
分
祀
が
可
能
な
や
う
に
取
り
繕
っ

て
別
に
祀
っ
た
と
こ
ろ
で
、
も
と
の
と
こ
ろ
か

ら
抹
消
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
一
部
だ
け

を
コ
ピ
ー
す
る
こ
と
も
出
來
な
い
道
理
。

「
井
の
中
の
蛙
」
は
英
語
日
本
語
混
交
の
ブ

ロ
グ
。
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
た
。

ベ
ン
ヂ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
一
七

六
一
年
八
月
の
文
章

“T
he

Jesuit
C

am
-

panella’s
M

eans
ofD

isposing
the

E
nem

y

to
P
eace”

と
い
ふ
の
が
あ
る
。
カ
ン
パ
ネ
ル

ラ
は
英
國
を
懷
柔
す
る
に
は
平
和
主
義
を
説
く

こ
と
だ
、
さ
う
す
れ
ば
、
彼
の
國
の
知
識
人
は

自
ら
平
和
を
唱
へ
る
や
う
に
な
る
だ
ら
う
。
平

和
で
あ
れ
ば
經
濟
も
う
ま
く
行
く
と
の
主
張
も

生
ま
れ
て
こ
や
う
。
さ
う
し
て
講
和
に
持
込
ん

で
時
期
を
待
つ
べ
き
だ
と
説
い
た
。
こ
の
文
章

の
凄
い
の
は
平
和
を
説
く
や
か
ら
を
唾
棄
す
べ

き
人
と
し
て
描
い
て
ゐ
る
と
こ
ろ
。

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
が
カ
ン
パ
ネ
ル
ラ
に
假
託
し

て
説
い
た
こ
と
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
じ
め
占

領
軍
高
官
の
知
識
に
あ
っ
た
は
ず
だ
。
日
本
を

弱
體
化
す
る
に
は
、
平
和
主
義
を
は
び
こ
ら
せ

る
こ
と
だ
と
、
さ
う
は
っ
き
り
意
識
し
て
ゐ
た

か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
我
が
國
に
見
事
に
龍

の
齒
を
蒔
い
た
の
だ
（
龍
の
齒
を
蒔
く
と
は
ギ

リ
シ
ャ
神
話
に
由
來
す
る
表
現
で
不
和
の
種
を

ま
く
と
い
ふ
ほ
ど
の
意
味
）。
中
國
が
靖
國
を
問

題
に
す
る
の
は
そ
の
反
映
で
し
か
な
い
。

參
拜
と
い
ふ
こ
と
、
和
英
辭
典
で
は

w
or-

ship

と
譯
し
て
あ
る
が
、
普
通
はvisit

と
か

go
to

と
い
ふ
程
度
の
意
味
。
初
詣
な
ど
で
神

社
に
お
參
り
し
て
も
祭
神
の
こ
と
な
ど
意
識
し

な
い
。「
神
社
に
參
拜
す
る
」
の
をgo

to
the

shrine
to

w
orship

the
enshrined

ghosts

of
the

deceased

と
い
ふ
の
も
當
た
ら
な
い
と

思
ふ
。worship

で
な
くpray

to
the

heaven

for
one’s

fam
ily

etc.

し
に
行
く
だ
け
な
の

だ
。
近
ご
ろ
、「
靖
國
を
參
拜
す
る
」
と
い
ふ
人
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が
多
い
。
日
本
語
が
衰
微
し
た
。

昭
和
四
十
七
年
の
日
中
共
同
聲
明
の
五
に
「
中

華
人
民
共
和
國
政
府
は
、
中
日
兩
國
國
民
の
友

好
の
た
め
に
、
日
本
國
に
對
す
る
戰
爭
賠
償
の

請
求
を
放
棄
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。」
と
い
ふ

の
が
あ
る
。
周
恩
來
は
「
戰
爭
の
責
任
は
日
本

の
一
握
り
の
軍
國
主
義
者
に
あ
り
、
一
般
の
善

良
な
る
日
本
人
民
は
、
中
國
人
民
と
同
樣
、
一

握
り
の
軍
國
主
義
者
の
策
謀
し
た
戰
爭
に
驅
り

出
さ
れ
た
犧
牲
者
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
日

本
人
民
に
對
し
て
さ
ら
に
莫
大
な
賠
償
金
支
拂

ひ
の
負
擔
を
強
ひ
る
や
う
な
こ
と
は
す
べ
き
で

な
い
。」
と
い
ふ
論
法
で
中
國
人
民
を
納
得
さ
せ

た
と
報
道
さ
れ
、
我
々
は
大
い
に
感
謝
し
た
。

Ａ
級
戰
犯
を
祀
る
靖
國
神
社
に
首
相
が
參
拜

す
る
こ
と
は
賠
償
放
棄
を
納
得
し
た
中
國
人
民

の
感
情
を
逆
な
で
す
る
も
の
で
あ
り
、
問
題
の

解
決
に
は
新
た
な
國
立
慰
靈
施
設
を
設
け
る
べ

き
だ
と
す
る
論
調
は
マ
ス
コ
ミ
に
多
い
。
マ
ス

コ
ミ
は
新
字
體
現
代
假
名
遣
ひ
だ
。
國
語
に
つ

い
て
戰
前
を
無
化
し
、
新
制
日
本
を
昭
和
二
十

年
か
ら
起
算
す
る
。
國
立
慰
靈
施
設
を
設
け
よ

う
と
す
る
の
も
戰
前
の
無
化
に
通
じ
る
。
歴
史

認
識
も
な
に
も
な
い
。

Ａ
級
戰
犯
も
我
ら
の
先
祖
で
あ
る
と
引
受
け

て
は
じ
め
て
歴
史
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
當

時
の
中
國
人
の
善
意
を
疑
ふ
わ
け
で
は
な
い
が
、

今
に
な
っ
て
み
る
と
反
間
苦
肉
の
策
に
は
ま
っ

た
わ
け
だ
。

國
立
慰
靈
施
設
な
ど
と
い
ふ
も
の
を
つ
く
れ

ば
、
そ
れ
こ
そ
日
々
、
薪
に
臥
し
、
膽
を
嘗
め

た
り
す
る
や
う
な
も
の
で
、
恨
み
を
殘
す
。
日

中
友
好
の
た
め
に
こ
そ
決
し
て
や
っ
て
は
な
ら

ぬ
こ
と
だ
。

¯
1640(21.8.16)

音
と
訓
の
間
違
ひ

英
語
に
はm

alapropism

と
かspooner-

ism

と
か
言
ひ
間
違
ひ
の
種
類
に
よ
っ
て
呼
び

方
が
あ
る
。
音
と
訓
を
讀
み
間
違
へ
る
の
は
ど

う
呼
ぶ
べ
き
だ
ら
う
か
。
音
と
訓
は
通
じ
る
も

の
だ
か
ら
、
あ
な
が
ち
に
と
が
め
だ
て
す
べ
き

も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
テ
レ
ビ
で

聞
え
て
來
る
と
耳
ざ
わ
り
だ
。
ダ
ス
テ
ィ
ー
ホ

フ
マ
ン
主
演
の
ア
ウ
ト
ブ
レ
イ
ク
と
い
ふ
映
畫
、

エ
ボ
ラ
を
思
は
せ
る
疫
病
の
ウ
ィ
ル
ス
の
宿
主

は
小
型
の
猿
。
テ
レ
ビ
の
吹
替
へ
は
こ
れ
を
訓

で
ヤ
ド
ヌ
シ
と
や
っ
た
の
だ
。
和
語
に
な
る
と

意
味
が
具
體
的
す
ぎ
る
。
醫
學
用
語
な
ら
音
で

讀
ん
で
欲
し
い
。

も
っ
と
も
手
許
の
辭
書
を
み
る
と
訓
で
も
よ

い
や
う
だ
。
念
の
た
め
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
で
み

る
と
シ
ュ
ク
シ
ュ
、
キ
シ
ュ
、
と
き
に
ヤ
ド
ヌ
シ

と
あ
る
が
、
分
子
生
物
學
で
は
シ
ュ
ク
シ
ュ
と

あ
る
か
ら
、
あ
の
映
畫
の
場
合
は
シ
ュ
ク
シ
ュ

で
あ
る
べ
き
だ
と
思
ふ
。

音
讀
み
の
は
ず
の
と
こ
ろ
を
訓
讀
み
に
す
る

傾
向
は
某
放
送
局
の
場
合
に
強
い
。
今
度
の
水

害
で
床
下
浸
水
家
屋
の
數
を
い
ふ
の
に
、
た
と

へ
ば
二
十
三
棟
は
絶
對
に
ニ
ジ
フ
サ
ン
ム
ネ
で

あ
っ
て
ニ
ジ
フ
サ
ン
ト
ウ
と
い
ふ
こ
と
が
な
い
。

二
通
り
に
讀
む
の
は
聽
取
者
に
は
難
し
い
と
考

へ
て
ゐ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

漢
字
の
讀
み
、
麻
生
さ
ん
も
よ
く
間
違
へ
る
。

し
か
し
、
間
違
ひ
を
指
摘
す
る
側
も
五
十
歩
百

歩
の
こ
と
が
あ
る
。
未
曾
有
は
ミ
ゾ
ウ
ウ
が
本

來
の
は
ず
。
こ
の
こ
と
は
一
四
九
一
號
（
三
月
二

十
七
日
）
で
書
い
た
。
今
回
は
キ
ズ
ア
ト
を
音

で
讀
ん
だ
の
で
硝
石
と
聞
え
た
と
の
こ
と
。
で

は
傷
跡
と
書
い
て
あ
っ
た
の
だ
。
字
義
か
ら
す

れ
ば
傷
痕
だ
ら
う
。
こ
れ
だ
と
硝
石
に
は
な
ら

ず
シ
ャ
ウ
コ
ン
だ
。
要
す
る
に
戰
後
の
國
語
教

育
が
漢
字
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
き
た
結
果
な

の
だ
。

裁
判
員
制
度
に
よ
る
二
つ
め
の
裁
判
に
つ
い

て
の
報
道
が
あ
っ
た
。
檢
察
も
辯
護
側
も
如
何

に
裁
判
員
に
判
り
や
す
く
す
る
か
に
お
ほ
わ
ら

は
だ
。
豫
行
演
習
を
や
っ
て
、
刑
の
執
行
を
猶

豫
す
る
と
い
ふ
表
現
の
と
こ
ろ
で
猶
豫
と
い
ふ

語
は
裁
判
員
に
は
難
し
い
だ
ら
う
か
ら
言
ひ
替

へ
を
工
夫
す
る
の
だ
と
い
ふ
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

猶
豫
の
第
二
字
の
新
字
體
は
編
だ
け
に
略
し

た
も
の
。
畫
數
か
ら
し
て
も
難
し
い
と
思
は
れ
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た
の
は
猶
の
方
だ
ら
う
。
辭
書
で
調
べ
る
と
常

用
漢
字
だ
。
で
は
、
そ
の
前
の
當
用
漢
字
表
に

は
入
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
の
か
と
ネ
ッ
ト
で
み
て

み
る
と
、
最
初
か
ら
當
用
漢
字
で
あ
っ
た
。
た

だ
し
教
育
漢
字
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
國
民
の

大
多
數
が
學
校
で
教
は
ら
な
か
っ
た
字
で
あ
る

こ
と
は
確
か
だ
。

し
か
し
、
裁
判
員
が
猶
豫
と
い
ふ
語
を
知
っ

て
ゐ
や
う
と
知
っ
て
ゐ
な
か
ら
う
と
ど
う
で
も

よ
い
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
こ
と
な
ど
に
か
か

ず
り
あ
は
ず
眞
面
目
に
裁
判
の
こ
と
を
や
っ
て

貰
ひ
た
い
。
第
一
、
猶
豫
の
意
味
く
ら
い
文
脈

で
見
當
が
つ
く
だ
ら
う
し
、
見
當
が
つ
か
な
け

れ
ば
質
問
す
る
だ
ら
う
。
言
葉
と
い
ふ
も
の
は

さ
う
や
っ
て
覺
え
て
い
く
も
の
だ
。

裁
判
員
が
そ
ん
な
語
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し

て
誰
が
一
體
困
る
と
い
ふ
の
だ
。
文
部
省
が
國

語
教
育
を
放
棄
し
た
つ
け
を
法
律
關
係
の
人
が

拂
ふ
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
と
も
法
曹
の
市
場
擴

大
を
ね
ら
っ
た
も
の
な
の
だ
ら
う
か
。

法
曹
關
係
だ
け
で
は
な
い
。
一
六
二
五
號
（
八

月
一
日
）
で
書
い
た
や
う
に
孔
子
孟
子
な
ど
支

那
先
哲
に
つ
い
て
の
知
識
も
必
須
な
の
だ
。
時

事
通
信
「
内
外
教
育
」
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
二

五
九
號
（
八
月
十
三
日
）
の
卷
頭
の
コ
ラ
ム
は

櫻
美
林
大
學
孔
子
學
院
學
院
長
光
田
明
正
氏
の

秋
田
に
あ
る
國
際
教
養
大
學
で
「
ア
ジ
ア
の
思

想
」
と
い
ふ
科
目
を
擔
當
し
て
の
感
想
。

高
校
で
英
語
を
磨
い
て
き
た
日
本
人
學
生
、
日

本
に
興
味
を
持
つ
留
學
生
を
相
手
にC

onfucius

（
孔
子
）
の
思
想
が
世
界
に
與
え
た
影
響
は
ど
う

か
と
かP

rince
Shautoku

の
思
想
を
ど
う
評

價
す
る
か
な
ど
を
議
論
す
る
の
は
樂
し
い
も
の

ら
し
い
。
し
か
し
多
く
の
日
本
人
學
生
は
孟
母

三
遷
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
ば
か
り
か
、
孟
子

そ
の
も
の
を
知
ら
な
い
。

氏
は
「
泉
下
の
父
祖
と
再
會
し
語
ら
ふ
時

C
onfucius

said

と
述
べ
て
も
理
解
し
て
も
ら

へ
な
い
で
あ
ら
う
」
と
結
ん
で
を
ら
れ
る
。
漢

字
を
桎
梏
と
し
た
戰
後
の
文
部
行
政
そ
の
も
の

に
立
ち
戻
っ
て
考
へ
る
べ
き
時
だ
。

な
ほ
、
花
田
氏
は
聖
徳
太
子
を

P
rince

Shotoku

と
書
い
て
を
ら
れ
る
。Shautoku

は
擴
張
ヘ
ボ
ン
式
に
よ
る
傳
統
的
表
記
の
翻

字
。
ロ
ー
マ
字
に
し
て
み
れ
ば
傳
統
的
假
名

遣
の
方
が
合
理
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
然
と
す

る
。
漢
字
だ
け
で
は
な
い
。
假
名
遣
に
お
い
て

も
戰
後
の
文
部
行
政
は
間
違
っ
て
ゐ
た
わ
け
だ
。

¯
1642(21.8.18)

民
主
党
の
國
旗
毀
損

民
主
黨
の
集
會
で
掲
げ
た
黨
旗
が
日
の
丸
を

切
斷
縫
製
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
八
月
八
日
鹿

兒
島
で
の
こ
と
。

こ
の
こ
と
十
七
日
の
黨
首
討
論
で
麻
生
さ
ん

が
指
摘
す
る
ま
で
民
主
黨
は
ほ
っ
か
ぶ
り
す
る

氣
で
ゐ
た
ら
し
い
。
麻
生
さ
ん
の
批
判
に
對
し

て
鳩
山
さ
ん
が
「
國
旗
で
な
く
、
我
々
の
神
聖

な
マ
ー
ク
で
、
き
ち
ん
と
作
ら
れ
な
け
れ
ば
い

け
な
い
話
だ
っ
た
」
と
答
へ
た
と
い
ふ
の
は
本

當
だ
ら
う
か
。
釋
明
に
な
っ
て
な
い
。

麻
生
さ
ん
も
政
權
を
擔
當
し
て
き
た
黨
の
總

裁
だ
か
ら
、
さ
う
一
概
に
批
判
で
き
な
い
の
で

は
な
い
だ
ら
う
か
。
國
旗
を
單
な
る
布
き
れ
と

し
か
み
な
い
や
う
に
教
へ
て
き
た
の
は
文
部
省

の
育
成
し
た
教
師
た
ち
で
あ
っ
た
。
最
近
に
な
っ

て
國
家
國
旗
法
を
つ
く
っ
た
け
れ
ど
、
君
が
代

の
歌
詞
の
表
記
を
み
れ
ば
、
眞
に
傳
統
を
尊
ぶ

も
の
で
は
な
い
こ
と
が
判
る
。

國
旗
を
布
き
れ
と
み
る
（
鳩
山
さ
ん
は
布
き

れ
以
下
と
み
て
を
ら
れ
る
や
う
だ
け
れ
ど
）
こ

と
も
、
靖
國
神
社
で
は
な
く
國
立
追
悼
施
設
で

よ
い
で
は
な
い
か
と
す
る
こ
と
も
元
是
同
根
。

麻
生
さ
ん
に
は
さ
う
い
ふ
國
民
を
つ
く
っ
て

き
た
こ
と
に
對
し
て
少
し
は
責
任
を
感
じ
て
も

ら
ひ
た
い
。
い
や
、
そ
ん
な
手
合
ひ
が
國
權
を

司
る
こ
と
に
な
る
と
は
思
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
と

言
っ
て
も
遲
い
の
だ
。
民
主
黨
は
絆
の
あ
る
社

會
を
目
指
す
の
だ
と
言
ふ
。
鳩
山
さ
ん
は
キ
ズ

ナ
と
書
く
の
だ
ら
う
か
、
キ
ヅ
ナ
と
書
く
の
だ

ら
う
か
。
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麻
生
さ
ん
、
こ
こ
は
崖
っ
ぷ
ち
。
文
部
官
僚

に
氣
兼
ね
せ
ず
自
民
黨
は
キ
ヅ
ナ
と
す
る
の
だ

と
宣
言
し
て
欲
し
い
。
さ
う
す
れ
ば
文
化
廳
の

マ
ッ
チ
ポ
ン
プ
み
た
い
な
業
務
は
な
く
な
っ
て

し
ま
ふ
し
、
教
師
も
國
語
が
教
へ
や
す
く
な
る
。

こ
れ
こ
そ
官
僚
に
對
す
る
政
治
の
果
た
す
べ
き

役
割
だ
。

¯
1646(21.8.22)

も
と
も
と
教
員
免
許
更
新
制
度
に
期
待
は
し
て

ゐ
な
か
っ
た

『
日
本
經
濟
新
聞
』「
私
の
履
歴
書
」（
三
菱

商
事
相
談
役
槇
原
稔
）
に
英
佛
ア
ラ
ビ
ア
語
を

流
暢
に
操
る
ベ
ッ
セ
と
い
ふ
人
の
こ
と
が
出
て

く
る
（
九
月
十
六
日
）。
交
渉
は
何
語
が
い
い
か

と
訊
く
と
「
英
語
」
と
即
答
が
あ
っ
た
さ
う
だ

が
、
そ
の
説
明
が
面
白
い
。「
英
語
は
適
當
に
正

確
、
適
當
に
曖
昧
で
商
賣
の
交
渉
に
ち
ょ
う
ど

い
い
。
フ
ラ
ン
ス
語
は
あ
ま
り
に
正
確
無
比
で
、

話
が
枝
葉
末
節
に
入
り
込
む
。
條
約
の
交
渉
に

は
い
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
商
賣
に
は
不
向
き

だ
」
と
い
ふ
の
だ
。

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
な
る
も
の
が
登
場
し
て
か
ら

枝
葉
末
節
に
入
り
込
ん
だ
議
論
ば
か
り
だ
が
、
そ

の
枝
葉
末
節
を
論
じ
る
國
語
は
ど
う
だ
っ
た
の

だ
ら
う
。
自
民
黨
が
駄
目
に
な
っ
て
い
っ
た
の

は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
國
語
の
こ
と
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

最
近
、
電
話
の
子
機
が
毀
れ
た
の
で
修
理
に

出
し
た
と
こ
ろ
、
戻
っ
て
き
た
と
き
の
説
明
書

に
「
過
放
電
防
止
の
爲
、
バ
ッ
テ
リ
ー
の
コ
ネ

ク
タ
は
拔
い
て
あ
り
ま
す
の
で
云
々
」
と
大
書

し
て
あ
っ
た
が
、
バ
ッ
テ
リ
ー
が
拔
い
て
あ
る

と
い
ふ
こ
と
だ
っ
た
。
電
氣
機
器
の
使
用
説
明

書
が
こ
ん
な
具
合
で
あ
る
と
、
と
ん
で
も
な
い

事
故
が
起
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

『
日
本
經
濟
新
聞
』
の
表
記
、「
何
語
が
い
い

か
と
訊
く
」
と
い
ふ
と
こ
ろ
は
「
聞
く
」
と
な
っ

て
ゐ
た
。
か
う
い
ふ
打
ち
間
違
へ
は
よ
く
や
る

方
な
の
で
他
人
樣
の
こ
と
を
言
ふ
資
格
は
な
い

の
だ
け
れ
ど
、
新
聞
社
の
人
も
見
落
し
た
わ
け

だ
。
つ
い
で
に
い
ふ
と
、「
流
暢
」
は
「
流
ち
ょ

う
」
と
交
ぜ
書
き
に
な
っ
て
ゐ
た
。「
暢
」
は
常

用
漢
字
で
な
い
か
ら
と
編
集
部
が
直
し
た
も
の

だ
ら
う
。
常
用
漢
字
は
漢
字
を
廢
止
す
る
た
め

の
移
行
措
置
。
文
字
は
表
音
機
能
が
基
本
だ
か

ら
平
假
名
に
し
て
も
變
り
は
な
い
の
だ
と
編
集

部
の
人
は
信
じ
き
っ
て
ゐ
る
わ
け
だ
。

東
洋
史
の
教
授
を
し
て
ゐ
た
友
人
は
、
嚴
密

に
意
味
を
と
る
訓
練
に
な
る
か
ら
と
院
生
の
最

初
に
必
ず
漢
文
教
育
を
施
す
こ
と
に
し
て
ゐ
た

と
の
こ
と
。
戰
後
の
文
部
省
の
漢
字
廢
止
の
方

針
の
た
め
父
祖
の
代
の
國
語
力
と
今
の
我
々
の

國
語
力
の
差
が
い
か
ば
か
り
に
な
っ
た
こ
と
で

あ
ら
う
か
。

い
や
、
戰
後
の
文
部
省
の
方
針
は
吉
田
提
案

で
覆
っ
た
の
だ
と
い
ふ
人
が
あ
る
。
吉
田
提
案

と
は
以
下
の
や
う
な
も
の
だ
。

明
治
三
十
五
年
の
國
語
調
査
委
員
會
で
、「
文

字
ハ
音
韻
文
字
ヲ
採
用
ス
ル
コ
ト
ゝ
シ
」
と
云

ふ
基
本
方
針
が
定
め
ら
れ
た
。
以
來
、
漢
字
全

廢
論
に
基
い
た
國
語
改
革
の
思
想
が
文
部
省
で

は
支
配
的
と
な
つ
て
ゐ
た
。「
當
用
漢
字
」
は
、

さ
う
し
た
漢
字
廢
止
の
流
れ
の
中
で
實
施
さ
れ

た
。
そ
の
流
れ
を
斷
切
る
べ
く
、
吉
田
富
三
が

昭
和
三
十
七
年
、
第
六
期
國
語
審
議
會
に
お
い

て
「
吉
田
提
案
」
を
行
ひ
、
表
音
主
義
に
基
い

て
行
は
れ
て
來
た
國
字
政
策
の
轉
換
を
主
張
し

た
。
吉
田
氏
は
、
國
語
審
議
會
が
國
語
に
關
し

て
審
議
す
る
際
の
方
針
と
し
て
「
國
語
は
、
漢

字
假
名
交
じ
り
文
を
以
て
、
そ
の
表
記
の
正
則

と
す
る
」
と
規
定
し
、
公
表
す
べ
き
で
あ
る
と

考
へ
、
檢
討
す
べ
き
議
案
と
し
て
提
案
し
た
。

昭
和
四
十
一
年
、
中
村
梅
吉
文
部
大
臣
の
諮

問
に
基
い
て
、
第
八
期
國
語
審
議
會
が
始
ま
つ

た
。
そ
の
諮
問
に
際
し
て
「
今
後
の
ご
審
議
に

あ
た
り
ま
し
て
は
、
當
然
の
こ
と
な
が
ら
國
語

の
表
記
は
漢
字
か
な
ま
じ
り
文
に
よ
る
こ
と
を

前
提
と
し
」
と
云
ふ
文
言
が
盛
込
ま
れ
た
。（
野

嵜
健
秀
氏
の
サ
イ
ト
か
ら
）

吉
田
提
案
で
漢
字
全
廢
の
流
れ
が
斷
ち
切
ら

れ
た
の
は
確
か
だ
ら
う
。
し
か
し
、
假
名
字
母

の
制
限
は
そ
の
ま
ま
續
け
ら
れ
て
今
日
に
至
っ
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て
を
り
、
漢
字
を
表
音
機
能
に
お
い
て
み
る
交

ぜ
書
き
が
ひ
ろ
く
行
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
左
に

見
た
と
ほ
り
だ
。

小
學
校
に
上
が
る
前
に
書
く
こ
と
が
で
き
た

の
は
名
前
だ
け
で
、
そ
れ
は
ト
シ
ヲ
だ
っ
た
。
し

か
し
ヲ
の
使
用
は
禁
止
さ
れ
、
長
い
あ
い
だ
用

ゐ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
昨
年
五
月
十
二

日
に
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
の
口
座
名
義
の
振

假
名
を
、
ま
た
今
年
六
月
に
は
年
金
受
給
者
氏

名
振
假
名
も
ト
シ
ヲ
に
し
た
。
銀
行
や
社
會
保

險
廳
も
文
部
省
の
方
針
に
從
っ
て
ゐ
た
の
だ
と

思
ふ
。
そ
れ
が
箍
が
緩
ん
で
ヲ
の
使
用
を
認
め

る
と
こ
ろ
が
出
て
き
た
の
だ
。
し
か
し
文
部
省

が
禁
止
を
撤
回
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
禁
止
を

撤
回
し
た
の
で
あ
れ
ば
ヰ
や
ヱ
も
解
禁
さ
れ
る

べ
き
だ
。
い
は
ゆ
る
一
バ
イ
ト
假
名
に
は
ヰ
も

ヱ
も
な
い
。
ヲ
は
ア
行
の
前
に
置
い
て
あ
る
の

で
通
常
の
假
名
と
し
て
考
へ
ら
れ
た
も
の
で
な

い
。
し
か
し
、
と
に
か
く
一
バ
イ
ト
假
名
の
中

に
登
録
し
て
あ
る
の
で
、
そ
の
氣
に
な
れ
ば
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
ふ
だ
け
の
こ
と
だ
。

指
導
要
領
を
改
正
し
て
古
典
教
育
を
や
る
こ

と
に
な
っ
た
。
し
か
し
文
部
省
は
假
名
字
母
の
制

限
を
撤
回
し
て
ゐ
な
い
。
實
は
新
指
導
要
領
解

説
な
る
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
の
中
に
「
神
話
・

傳
承
に
つ
い
て
は
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
、
風
土

記
な
ど
に
描
か
れ
た
も
の
や
、
地
域
に
傳
は
る

傳
説
な
ど
が
教
材
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
。
そ
の

際
、
兒
童
の
發
達
の
段
階
や
初
め
て
古
典
を
學

習
す
る
こ
と
を
考
慮
し
、
易
し
く
書
き
換
へ
た

も
の
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。」
と

あ
り
、
ま
た
「
古
典
を
解
説
し
た
文
章
を
讀
む

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る

人
々
が
ど
の
や
う
な
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
を

し
て
ゐ
た
の
か
、
傳
統
的
な
言
語
文
化
が
ど
の

や
う
に
變
遷
し
て
き
た
の
か
を
、
生
活
や
文
化

と
と
も
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
解
説
の
内
容

を
基
に
、
昔
の
人
々
の
生
活
や
文
化
な
ど
、
古
典

の
背
景
を
で
き
る
限
り
易
し
く
理
解
さ
せ
、
昔

の
人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
に
關
心
を
も
た

せ
た
り
、
現
代
人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
と

比
べ
た
り
し
て
、
古
典
へ
の
興
味
・
關
心
を
深

め
る
や
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。」
と
も

あ
る
。
要
す
る
に
内
容
を
問
題
に
し
て
ゐ
る
の

だ
。
國
語
は
形
式
の
問
題
。
ま
し
て
古
典
は
さ

う
だ
。
換
骨
奪
胎
も
極
ま
れ
り
と
い
ふ
べ
き
だ

ら
う
。
こ
れ
は
一
四
五
六
號
に
「
文
部
官
僚
の

面
從
腹
背
を
こ
そ
」
と
し
て
書
い
た
こ
と
。

國
家
國
旗
法
の
と
き
も
、
君
が
代
の
表
記
は

字
母
制
限
の
ま
ま
に
な
さ
れ
た
の
だ
。
字
母
制

限
表
記
つ
ま
り
現
代
假
名
遣
は
文
語
に
及
ぼ
す

べ
き
で
な
い
と
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
に
も
か
か
は

ら
ず
表
音
的
表
記
が
行
な
は
れ
先
祖
と
の
傳
統

が
斷
ち
切
ら
れ
た
。
文
部
官
僚
に
コ
ケ
に
さ
れ

た
と
言
っ
て
よ
い
。
當
時
こ
の
こ
と
を
問
題
に

し
て
反
對
票
を
投
じ
た
の
は
西
村
眞
吾
た
だ
一

人
で
あ
っ
た
と
聞
く
。

要
す
る
に
文
部
省
に
自
民
黨
は
手
玉
に
取
ら

れ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
。
教
員
免
許
更
新
に

し
て
も
さ
う
だ
。
そ
も
そ
も
、
何
故
免
許
を
與
へ

た
の
か
。
昨
年
、
大
分
縣
の
教
員
試
驗
が
話
題

に
な
っ
た
と
き
の
頃
で
あ
る
が
、
錢
湯
で
「
眞
に

知
識
の
あ
る
も
の
は
教
員
試
驗
に
受
か
る
の
が

難
し
い
の
で
は
な
い
か
」
と
話
し
て
ゐ
た
ら
後

ろ
か
ら
「
そ
の
通
り
」
と
聲
が
か
か
っ
た
。
ま
っ

た
く
知
ら
な
い
人
で
あ
っ
た
が
、
試
驗
に
落
ち

た
た
め
講
師
と
い
ふ
資
格
で
高
校
の
國
語
を
教

へ
て
ゐ
る
と
の
こ
と
。
後
日
、
正
字
正
假
名
遣

の
著
書
を
い
た
だ
い
た
の
で
あ
っ
た
。

教
員
に
免
許
を
與
へ
る
場
合
と
更
新
す
る
場

合
と
ど
こ
が
異
な
る
の
か
。
教
育
は
過
去
の
知

識
と
智
惠
を
次
の
世
代
に
傳
へ
る
こ
と
が
基
本
。

ま
し
て
義
務
教
育
の
段
階
で
あ
れ
ば
新
し
い
知

識
を
追
ひ
か
け
る
必
要
な
ど
な
い
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
よ
り
、
教
師
の
養
成
方
法
こ
そ
問
題

だ
。
教
師
の
養
成
は
何
時
は
じ
ま
る
か
。
小
學

校
の
一
年
の
と
き
か
ら
始
る
の
だ
と
言
ひ
た
い
。

そ
の
小
學
校
か
ら
表
音
的
表
記
と
、
表
記
よ
り

音
聲
を
基
本
と
す
る
考
へ
を
刷
込
ま
れ
る
の
だ
。

瑞
穗
を
ミ
ズ
ホ
と
書
く
人
が
大
臣
に
な
る
の
は

仕
方
が
な
い
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

も
と
も
と
教
員
免
許
更
新
制
度
に
期
待
は
し
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て
ゐ
な
か
っ
た
。
自
民
黨
は
野
黨
に
な
っ
た
の

だ
か
ら
、
し
が
ら
み
に
と
ら
は
れ
ず
、
戰
後
の

文
部
行
政
を
根
本
の
と
こ
ろ
か
ら
追
求
し
て
欲

し
い
。
な
ほ
、
昨
日
出
逢
っ
た
人
、
名
刺
に
某

フ
ー
ズ
株
式
會
社
と
あ
っ
た
。
普
通
な
ら
フ
ー

ヅ
と
な
る
と
こ
ろ
、
文
部
省
の
字
母
制
限
は
こ

ん
な
と
こ
ろ
に
も
行
き
わ
た
っ
て
ゐ
る
と
、
後

で
ネ
ッ
ト
で
檢
索
し
て
み
た
ら
、
フ
ー
ズ
株
式

會
社
で
百
六
十
九
萬
、
フ
ー
ヅ
株
式
會
社
だ
と

九
萬
六
千
七
百
で
あ
っ
た
。
結
構
箍
が
緩
ん
で

き
て
は
ゐ
る
や
う
だ
。

九
月
七
日
の
新
聞
に
次
の
や
う
な
記
事
が
あ

っ
た
。「

英
語
の
授
業
は
英
語
で
」
と
定
め
た
高

校
の
新
學
習
指
導
要
領
に
つ
い
て
、
文
部
科

學
省
が
教
員
向
け
の
説
明
資
料
で
、
英
會
話

で
は
流
れ
を
大
切
に
し
た
指
導
を
行
い
、
生

徒
の
積
極
性
を
損
は
な
い
や
う
求
め
て
ゐ
る

こ
と
が
六
日
分
か
っ
た
。
細
か
な
ミ
ス
の
修

正
よ
り
、
實
踐
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
重
視
し
て
を
り
、
文
法
な
ど
の
正
確
さ
を

優
先
し
た
こ
れ
ま
で
の
教
育
課
程
か
ら
の
轉

換
が
明
確
に
な
っ
た
。

東
洋
史
の
院
生
は
中
國
語
を
マ
ス
タ
ー
し
た

人
達
だ
。
そ
の
人
達
に
漢
文
訓
讀
で
嚴
密
に
讀

む
こ
と
を
教
へ
よ
う
と
い
ふ
の
と
、
何
と
い
ふ

違
ひ
だ
ら
う
。
英
語
だ
け
で
は
な
い
。
國
語
教
育

で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
重
視
な
の
だ
。
表

音
的
表
記
の
根
本
は
發
音
に
從
ふ
と
い
ふ
こ
と
。

何
が
正
し
い
表
記
か
と
い
ふ
意
識
が
な
い
。
そ

こ
へ
も
っ
て
き
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
重
視

だ
。
國
語
力
の
劣
化
は
さ
ら
に
進
む
だ
ら
う
。
そ

れ
が
殘
念
だ
。

♦
1672(21.9.17)

戰
前
の
良
い
歌
が
弊
履
の
如
く
捨
て
去
ら
れ
た

の
は
假
名
字
母
の
制
限
の
せ
い
だ

二
十
三
日
は
地
元
の
天
神
樣
の
例
大
祭
。
町

會
の
御
輿
、
幟
に
奉
祝
天
皇
即
位
二
十
年
と
あ
っ

た
の
で
は
っ
と
し
た
。
確
か
に
今
年
は
二
十
周

年
の
平
成
二
十
一
年
だ
。
年
號
で
記
年
す
る
の

は
さ
う
い
ふ
思
ひ
を
新
た
に
す
る
こ
と
で
も
あ

る
わ
け
だ
。
西
暦
で
Ａ
Ｄ
と
す
る
の
は
主
の
生

れ
た
ま
ひ
し
年
よ
り
數
へ
て
何
年
目
と
言
祝
ぐ

意
味
が
あ
る
の
だ
ら
う
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
は

Ｃ
Ｅ(com

m
on

era)

と
い
ふ
さ
う
だ
が
キ
リ

ス
ト
教
徒
で
な
け
れ
ば
Ａ
Ｄ
と
言
ひ
に
く
い
こ

と
が
よ
く
判
る
。

西
暦
は
縱
組
で
は
書
き
に
く
い
。「
頂
門
の
一

針
」
の
記
事
を
と
き
ど
き
縱
組
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
に
し

て
友
人
に
送
る
こ
と
が
あ
る
が
、
西
暦
は
昭
和

な
り
平
成
な
り
に
書
換
へ
る
こ
と
に
し
て
ゐ
る
。

横
組
だ
け
に
な
る
と
平
成
、
昭
和
、
大
正
、
明

治
な
ど
と
い
ふ
こ
と
自
體
消
え
て
ゆ
く
の
で
は

な
い
だ
ら
う
か
。

一
六
七
九
號
の
反
響
欄
に
戰
前
の
文
部
省
唱

歌
を
聞
い
て
感
動
し
た
と
前
田
さ
ん
が
小
文
を

寄
せ
て
お
い
で
だ
。
結
語
は
次
の
と
ほ
り
。

「
あ
の
や
う
な
歌
を
何
故
積
極
的
に
歌
は
ず

に
放
置
し
て
お
く
の
だ
ら
う
か
。
折
角
だ
か
ら
、

昨
夜
聽
い
た
曲
名
を
列
記
し
て
終
は
る
。
花
、
朧

月
夜
、
早
春
賦
、
春
の
小
川
、
霞
か
雲
か
（
＝
ド

イ
ツ
民
謠
）、
海
、
夏
は
來
ぬ
、
濱
邊
の
歌
、
濱

千
鳥
、
夏
の
思
い
出
、
赤
と
ん
ぼ
、
紅
葉
、
里

の
秋
、
荒
城
の
月
、
冬
景
色
、
ス
キ
ー
、
ペ
チ

カ
、
冬
の
夜
、
雪
の
降
る
街
を
、
故
郷
」

戰
前
の
良
い
歌
が
弊
履
の
如
く
捨
て
去
ら
れ

た
の
は
横
組
で
は
な
く
假
名
字
母
の
制
限
の
せ
い

だ
と
思
ふ
。
擴
張
ヘ
ボ
ン
式
と
い
ふ
翻
字
式
ロ
ー

マ
字
で
い
ろ
い
ろ
轉
寫
を
試
み
た
と
き
眞
っ
先
に

や
っ
た
の
は
「
故
郷
」
と
「
荒
城
の
月
」
だ
っ
た
。

眞
道
重
明
さ
ん
の
サ
イ
ト
の
閑
人
妄
語
（
三
）

に
あ
る
「
學
生
時
代
に
憶
え
た
懷
か
し
い
唄
の

數
々
」
は
舊
制
高
校
寮
歌
が
中
心
。
閑
人
妄
語

（
四
）
に
あ
る
「
懷
か
し
い
歌
（
其
の
二
）」
は
軍

歌
が
多
い
。
調
べ
て
み
た
ら
「
故
郷
」
も
「
荒

城
の
月
」
も
落
と
し
て
ゐ
た
。

「
學
生
時
代
に
憶
え
た
懷
か
し
い
唄
の
數
々
」

は
以
下
の
と
ほ
り
。

第
一
高
等
學
校
東
寮
寮
歌
「
嗚
呼
玉
杯
に
花

う
け
て
」、
三
高
逍
遥
の
歌
、
第
一
高
等
學
校
第

十
七
回
紀
念
祭
東
寮
寮
歌
「
仇
浪
騷
ぐ
」、
七
高
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寮
歌
「
北
辰
斜
め
に
さ
す
と
こ
ろ
」、
雲
鷹
丸
記

念
歌
、
戰
友
、
梅
ヶ
枝
節
、
す
て
て
こ
、
ハ
イ
カ

ラ
節
、
美
し
き
天
然
、
わ
れ
は
湖
の
子
さ
す
ら

い
の
（
琶
湖
周
航
の
歌
）、
七
里
ケ
濱
の
哀
歌
、

奈
良
丸
く
づ
し
、
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄
、
ゴ
ン

ド
ラ
の
唄
、
籠
の
鳥
、
金
色
夜
叉
、
パ
イ
ノ
パ

イ
節
、
ス
ト
ト
ン
節
、
東
京
行
進
曲
、
サ
ー

カ
ス
の
唄
、
滿
州
娘
、
誰
か
故
郷
を
想
は
ざ
る
、

君
待
て
ど
も
、
デ
カ
ン
シ
ョ
節
。
そ
れ
か
ら
佛

説
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
多
心
經

「
懷
か
し
い
歌
（
其
の
二
）」
は
人
を
戀
ふ
る

歌
、
蛍
の
光
、
さ
く
ら
、
故
郷
の
空
、
婦
人
從

軍
歌
、
夏
は
來
ぬ
、
軍
艦
、
青
葉
茂
れ
る
櫻
井

の
、
花
、
日
本
陸
軍
、
水
師
營
の
會
見
、
青
葉

の
笛
（
敦
盛
と
忠
度
）、
歩
兵
の
本
領
、
紅
葉
、

わ
れ
は
海
の
子
、
海
行
か
ば
、
廣
瀬
中
佐
、
冬

景
色
、
海
、
朧
月
夜
、
濱
邊
の
歌
、
濱
千
鳥
、
影

を
慕
ひ
て
、
月
の
砂
漠
、
昭
和
維
新
の
歌
、
ラ

バ
ウ
ル
小
唄
、
青
い
山
脈
、
人
生
劇
場
、
旅
の

夜
風
、
惜
別
の
歌
、
曾
我
兄
弟
、
義
士
（
四
十

七
士
の
歌
）、
明
治
節
唱
歌
、
あ
ざ
み
の
歌

前
田
さ
ん
の
擧
げ
ら
れ
た
も
の
と
重
な
る
の

は
、
花
、
朧
月
夜
、
海
、
夏
は
來
ぬ
、
濱
邊
の

歌
、
濱
千
鳥
、
紅
葉
、
冬
景
色
の
八
曲
だ
け
だ
。

な
ほ
、
其
の
二
に
あ
る
「
曾
我
兄
弟
」
「
義

士
（
四
十
七
士
）
の
歌
」
は
郷
里
鹿
兒
島
の
先

輩
が
歌
ふ
の
を
聞
い
て
入
れ
た
。
他
縣
で
は
知

ら
れ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。

¯
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鳩
山
さ
ん
の
國
聯
演
説
な
ど

鳩
山
さ
ん
が
國
聯
で
演
説
し
た
。
リ
ビ
ヤ
の

最
高
指
導
者
カ
ダ
フ
ィ
ー
大
佐
が
國
聯
安
全
保

障
理
事
會
を
テ
ロ
理
事
會
だ
と
烈
し
く
彈
劾
し

た
演
説
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
な
さ
れ
た
の
だ
と
思

ふ
。
我
が
國
の
首
相
も
國
語
で
や
っ
て
欲
し
か
っ

た
。
正
確
な
文
言
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
同

時
通
譯
で
は
「
核
廢
絶
を
訴
へ
る
」
の
は
「
唯

一
の
被
爆
國
で
あ
る
か
ら
」
と
か
「
唯
一
の
被

爆
國
と
し
て
の
道
義
的
責
任
か
ら
」
と
理
由
を

述
べ
た
や
う
に
聞
え
た
。
こ
こ
は
順
接
で
は
な

く
「
唯
一
の
被
爆
國
で
あ
る
に
も
か
か
は
ら
ず
」

と
逆
接
で
な
け
れ
ば
話
が
通
ら
な
い
。
英
語
で

は
ど
う
言
っ
た
の
だ
ら
う
か
。

麻
生
さ
ん
の
と
き
に
國
語
の
こ
と
が
話
題
に

な
っ
た
。
麻
生
さ
ん
の
場
合
は
辭
書
的
單
位
の

問
題
で
、
表
現
全
體
が
誤
解
を
與
え
る
や
う
な

こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

大
舞
臺
に
で
れ
ば
誰
で
も
言
ひ
間
違
ひ
の
ひ

と
つ
や
ふ
た
つ
は
あ
る
だ
ら
う
。
氏
よ
り
育
ち

と
い
ふ
く
ら
い
だ
か
ら
世
襲
の
政
治
家
で
あ
れ

ば
言
葉
に
つ
い
て
の
嗜
み
も
そ
れ
相
應
に
あ
る

は
ず
だ
。
當
方
、
氏
も
育
ち
も
賤
の
男
。
嗜
み

と
し
て
身
に
つ
い
て
ゐ
る
わ
け
で
な
い
。
他
人

の
こ
と
な
ら
判
り
や
す
い
と
い
ふ
だ
け
の
こ
と
。

今
回
、
民
主
黨
や
そ
の
他
の
人
の
言
葉
で
氣
に

な
っ
た
こ
と
が
幾
つ
か
あ
る
。

野
黨
の
總
裁
候
補
に
民
主
黨
の
や
う
な
人
が

あ
る
。
聯
立
を
組
ん
で
ゐ
た
Ｋ
黨
と
の
關
係
を

問
は
れ
て
「
信
頼
關
係
が
あ
る
。
そ
の
信
頼
關
係

を
利
用
す
る
」
の
だ
と
の
た
ま
ふ
た
の
で
驚
い

た
。「
信
頼
關
係
を
大
事
に
し
て
」
と
か
言
ひ
方

が
あ
り
さ
う
な
も
の
だ
。
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
、

ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
い
ふ
言
ひ
方
が
あ
る
。「
利

用
」
は
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
場
合
だ
。
向
ふ
か

ら
逃
げ
出
し
て
し
ま
ふ
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

總
理
の
記
者
會
見
、
ア
フ
ガ
ン
支
援
で
給
油

活
動
の
代
替
案
に
つ
い
て
「
し
て
あ
げ
る
」
と

い
ふ
表
現
だ
っ
た
。
要
す
る
に
義
務
だ
と
考
へ

て
ゐ
な
い
わ
け
だ
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
が
正
し
く

譯
さ
れ
て
海
外
に
傳
は
っ
た
ら
大
變
だ
。

對
等
の
關
係
で
交
際
し
た
い
と
い
ふ
人
に
對

し
て
「
申
上
げ
る
」
と
い
へ
ば
、
や
は
り
對
等

で
は
な
い
と
思
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
。
カ

ナ
ダ
の
首
相
の
發
言
を
「
申
す
」
と
表
現
し
た

の
は
逆
の
認
識
な
の
だ
ら
う
か
。

マ
ス
コ
ミ
も
變
だ
。
或
る
大
臣
が
專
門
委
員

の
人
達
に
對
す
る
挨
拶
で
「
し
が
ら
み
に
拘
泥

せ
ず
」
と
言
っ
た
や
う
に
聞
へ
た
。
二
度
目
の

ニ
ュ
ー
ス
で
は
「
し
が
ら
み
に
こ
だ
は
ら
ず
」
と

テ
ロ
ッ
プ
が
出
た
。
ど
ち
ら
が
本
當
な
の
だ
ら

う
。「
拘
泥
せ
ず
」
は
誤
り
だ
か
ら
と
「
こ
だ
は
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ら
ら
ず
」
と
放
送
局
が
直
す
こ
と
が
あ
る
の
だ

ら
う
か
。
も
し
さ
う
な
ら
麻
生
さ
ん
の
と
き
と

對
應
が
違
ひ
す
ぎ
る
。
し
か
し
、
直
す
な
ら
「
と

ら
は
れ
ず
」
だ
ら
う
し
、
そ
も
そ
も
「
し
が
ら

み
の
な
い
」
人
を
委
員
に
し
た
は
ず
だ
ら
う
か

ら
、「
と
ら
は
れ
ず
」
も
變
で
は
な
い
か
。

走
り
出
し
た
だ
ん
じ
り
の
方
向
を
急
に
變
へ

る
の
は
難
し
い
だ
ら
う
。
何
十
年
も
か
け
て
走

り
出
し
た
も
の
を
突
然
中
止
す
る
と
な
る
と
被

害
は
い
か
ば
か
り
か
。
そ
の
た
め
の
補
償
が
い

く
ら
に
な
る
か
も
意
に
介
せ
ず
國
會
で
の
審
議

も
經
ず
に
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
書
い
て
あ
る
か
ら

中
止
す
る
の
だ
と
い
ふ
。
せ
い
ぜ
い
四
年
の
附

託
。
ま
た
次
の
政
權
で
走
り
出
せ
ば
よ
い
と
い

ふ
の
だ
ら
う
か
。
そ
の
た
め
に
増
加
し
た
支
出

は
無
駄
づ
か
い
と
は
言
は
な
い
の
だ
ら
う
か
。
そ

の
大
臣
が
地
域
住
民
に
詫
び
た
と
報
じ
ら
れ
た
。

て
っ
き
り
中
止
を
中
止
し
た
の
か
と
思
っ
た
ら

さ
う
で
は
な
く
「
詫
び
る
」
と
い
ふ
文
言
を
口

に
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

敬
語
も
テ
ニ
ヲ
ハ
も
國
語
教
育
の
問
題
。
漢
文

訓
讀
な
ど
嚴
密
に
言
葉
を
用
ゐ
る
訓
練
を
怠
っ

た
結
果
が
こ
れ
だ
。
言
葉
の
意
味
を
嚴
密
に
考

へ
る
こ
と
、
英
語
教
育
に
も
そ
の
效
果
が
あ
る

は
ず
だ
。
し
か
し
現
状
は
ど
う
か
。
川
端
大
臣

が
無
駄
が
な
い
か
と
視
察
さ
れ
た
中
に
英
語
の

模
擬
授
業
が
あ
っ
た
。
ど
う
し
て
誰
も
、
馬
鹿

馬
鹿
し
い
と
席
を
蹴
っ
て
立
た
な
か
っ
た
の
だ

ら
う
。

¯
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も
と
の
十
九
に
し
て
お
く
れ

政
權
が
交
代
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
社
長
交
代

の
や
う
な
も
の
で
、
そ
の
會
社
と
と
し
て
の
法

人
格
は
同
一
と
み
な
さ
れ
る
は
ず
だ
。
だ
か
ら
、

そ
の
會
社
が
契
約
を
し
て
ゐ
た
も
の
は
守
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ら
う
。
ど
う
も
そ
の
あ
た

り
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

外
國
と
の
契
約
も
問
題
だ
が
國
民
と
の
契
約

も
問
題
。
長
年
行
な
は
れ
て
き
た
こ
と
を
、
突

然
、
そ
の
方
が
合
理
的
だ
か
ら
と
變
へ
ら
れ
た

り
し
た
ら
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

こ
ん
ど
の
首
相
や
閣
僚
は
、
契
約
し
た
こ
と

を
あ
ら
た
め
て
檢
討
し
な
ほ
す
と
か
中
止
す
る

な
ど
と
輕
く
い
ふ
。
ま
あ
、
現
地
住
民
に
謝
罪

す
る
と
口
に
し
た
場
合
で
も
取
り
消
し
た
わ
け

で
な
い
か
ら
、
言
ふ
こ
と
が
必
ず
し
も
本
氣
で

な
い
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
も

さ
う
考
へ
て
よ
い
の
だ
ら
う
か
。
ひ
ょ
っ
と
し

た
ら
、
自
分
達
の
見
直
し
は
、
ま
た
次
の
政
權

交
代
で
見
直
さ
れ
て
も
か
ま
は
な
い
と
考
へ
て

ゐ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

土
地
所
有
と
い
ふ
こ
と
が
な
け
れ
ば
治
水
治

山
の
議
論
は
簡
單
だ
ら
う
。
治
水
治
山
の
技
術

的
議
論
の
他
に
土
地
所
有
の
問
題
が
あ
る
。

契
約
の
た
め
に
時
間
が
か
か
り
、
破
棄
す
れ

ば
ま
た
か
か
る
。「
十
九
の
春
」
と
い
ふ
歌
を
思

ひ
出
し
た
。

私
が
あ
な
た
に
ほ
れ
た
の
は

ち
ょ
う
ど
十
九
の
春
で
し
た

い
ま
さ
ら
離
縁
と
い
ふ
な
ら
ば

も
と
の
十
九
に
し
て
お
く
れ

な
ん
と
も
凄
い
政
權
が
出
來
た
も
の
だ
が
、
三

權
分
立
は
ど
う
な
っ
て
ゐ
る
の
だ
。
未
だ
國
會

で
議
論
も
な
さ
れ
て
な
い
方
針
。
補
償
問
題
も

法
律
だ
け
で
濟
む
は
ず
が
な
い
。
移
住
を
決
意

し
た
の
は
少
な
く
と
も
建
前
で
は
治
水
治
山
に

必
要
だ
と
納
得
し
た
た
た
め
で
あ
り
、
つ
ま
り
、

同
胞
の
た
め
、
う
か
ら
や
か
ら
の
た
め
だ
っ
た

筈
だ
。
そ
の
大
義
が
否
定
さ
れ
れ
ば
純
粋
に
金

額
だ
け
の
問
題
に
な
る
。
司
法
に
ゆ
だ
ね
る
覺

悟
が
必
要
だ
ら
う
。
か
く
し
て
同
胞
意
識
を
殺

い
で
い
く
の
だ
。
ま
つ
り
ご
と
は
同
時
に
大
き

な
意
味
で
の
教
育
で
も
あ
る
の
だ
と
思
ふ
。

確
か
大
臣
は
長
い
間
に
は
方
針
變
更
が
あ
っ

て
も
よ
い
と
言
は
れ
た
の
だ
っ
た
。
政
權
ご
と
に

方
針
變
更
が
あ
っ
た
ら
ま
と
も
な
こ
と
は
何
ひ

と
つ
で
き
な
い
だ
ら
う
。
初
め
て
の
外
國
旅
行

で
デ
ン
マ
ー
ク
の
ロ
ス
キ
ル
レ
に
複
數
家
族
で

古
い
家
で
共
同
生
活
を
し
て
ゐ
る
ハ
ル
ト
ム
ー

ト
と
い
ふ
言
語
學
者
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
圖

書
室
に
あ
っ
た
デ
ン
マ
ー
ク
語
辭
典
の
こ
と
を
、
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こ
れ
は
比
較
的
短
期
間
で
で
き
た
、
た
っ
た
四

十
五
年
し
か
か
か
っ
て
ゐ
な
い
と
言
は
れ
て
、
大

伽
藍
を
數
世
代
を
か
け
て
つ
く
る
民
族
の
こ
と

を
思
っ
た
。

三
權
分
立
な
ど
と
言
は
な
く
て
も
、
一
時
不

再
理
と
か
い
ふ
こ
と
も
あ
る
は
ず
だ
。
裁
判
で

審
議
を
や
り
直
す
場
合
も
新
し
い
證
據
が
見
つ

か
っ
た
場
合
な
ど
、
判
決
の
前
提
と
な
る
こ
と

が
ら
に
明
ら
か
な
變
更
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る

と
い
ふ
制
限
が
あ
る
は
ず
だ
。
群
馬
縣
の
知
事

が
獨
裁
者
と
い
は
れ
る
の
も
頷
け
る
。

い
ろ
い
ろ
バ
ラ
マ
キ
を
や
る
。
そ
の
た
め
の

財
源
確
保
の
た
め
に
無
駄
づ
か
い
を
や
め
る
。
ま

さ
か
、
そ
ん
な
目
的
の
た
め
に
ダ
ム
建
設
を
止

め
る
の
だ
と
し
た
ら
ど
う
考
へ
て
も
つ
じ
つ
ま

が
あ
ふ
ま
い
と
思
っ
て
ゐ
た
ら
、
そ
の
あ
た
り

を
丁
寧
に
説
明
し
た
ブ
ロ
グ
が
あ
っ
た
。
初
め

に
中
止
あ
り
き
と
な
っ
て
ゐ
る
の
は
、
家
系
の

せ
い
で
は
な
い
か
と
結
ん
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

机
上
の
空
論
か
ら
す
る
方
針
で
は
な
い
か
と
い

ふ
こ
と
だ
。

机
上
の
理
論
で
國
民
が
被
害
を
蒙
っ
た
も
の

に
戰
後
の
表
記
改
革
が
あ
る
。
お
蔭
で
萬
葉
か

ら
昭
和
ま
で
行
な
は
れ
た
五
十
音
は
す
た
れ
、
タ

イ
プ
ラ
イ
タ
ー
時
代
に
考
案
さ
れ
た
ロ
ー
マ
字

に
パ
ソ
コ
ン
時
代
に
な
っ
て
も
縛
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
聯
想
が
突
拍
子
も
な
い
や
う
に
映

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
表
音
主
義
は
變
化
を
基

調
と
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
謳
ふ
。
假

名
遣
を
壞
す
こ
と
を
も
っ
て
正
義
と
し
た
の
だ
。

民
主
黨
の
や
う
な
考
へ
の
人
が
自
民
黨
に
ま
で

み
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
教
育
の
せ
い
だ

と
言
っ
て
き
た
が
、
世
襲
で
あ
れ
ば
家
系
の
せ

い
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ら
う
。
以
下
、
そ
の
「
罐

詰
に
し
ん
」
と
い
ふ
ブ
ロ
グ
の
説
く
と
こ
ろ
を
、

例
に
よ
っ
て
表
記
を
あ
ら
た
め
て
引
用
す
る
。

［
以
下
「
罐
詰
に
し
ん
」
氏
の
文
章
］

中
止
を
公
約
し
て
大
勝
し
た
民
主
黨
は
「
ダ

ム
中
止
を
掲
げ
て
勝
っ
た
」
と
言
ひ
張
っ
て
ゐ

る
と
い
ふ
。
間
違
ひ
ぢ
ゃ
な
い
。
確
か
に
民
主

黨
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
は
中
止
が
う
た
っ
て
あ
る
。

で
も
、
そ
れ
を
お
ほ
っ
ぴ
ら
に
爭
點
に
せ
ず
、
八

ツ
場
ダ
ム
の
あ
る
選
擧
區
に
候
補
者
を
立
て
な

か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
八
ツ
場
ダ
ム
を
爭
點
に
据

ゑ
た
メ
デ
ィ
ア
が
あ
っ
た
か
？

ほ
と
ん
ど
な
い
。
東
京
新
聞
が
ち
ょ
こ
っ
と

ま
と
め
て
た
だ
け
だ
。
あ
と
は
、
公
共
事
業
で

ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
て
ゐ
た
。
八
ツ
場
で
僕
の

と
こ
ろ
に
ほ
と
ん
ど
ヒ
ッ
ト
が
な
か
っ
た
の
が
、

何
よ
り
の
證
據
だ
。

そ
れ
を
し
も
、
信
任
を
得
た
と
い
ふ
の
な
ら
、

民
主
黨
は
、
ダ
ム
の
地
元
で
「
無
駄
な
ダ
ム
で

す
、
や
め
ま
せ
う
。」
と
言
へ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
。

「
國
民
の
税
金
だ
か
ら
、
一
部
地
域
の
人
に
は
犧

牲
に
な
っ
て
も
ら
ひ
ま
す
」
と
。
そ
し
て
も
し
、

民
主
黨
が
そ
の
選
擧
區
で
も
勝
っ
て
ゐ
た
な
ら

ば
は
じ
め
て
「
ダ
ム
中
止
を
掲
げ
て
勝
っ
た
」
と

言
へ
る
だ
ら
う
。

殘
念
な
が
ら
民
主
黨
は
、
建
設
中
止
の
た
め

に
一
番
大
事
な
選
擧
區
を
放
棄
し
た
。
そ
の
事

實
は
消
え
な
い
。
そ
の
選
擧
區
で
は
、
ダ
ム
推

進
候
補
が
反
對
候
補
に
三
倍
弱
の
大
差
で
當
選

し
た
。
も
し
「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
從
ふ
の
が
民

意
だ
」
と
い
ふ
の
な
ら
ば
、
か
う
も
言
っ
て
お

か
う
。
民
主
黨
は
、
前
回
衆
院
選
で
も
「
八
ツ

場
ダ
ム
の
見
直
し
」
を
掲
げ
て
選
擧
を
戰
っ
た
。

そ
し
て
負
け
た
。

あ
の
時
は
爭
點
に
な
っ
て
な
か
っ
た
？

ぢ
ゃ

あ
今
回
も
さ
う
だ
。

「
無
駄
な
公
共
事
業
」
と
い
ふ
。
無
駄
っ
て

な
ん
だ
？

つ
ま
り
は
、「
效
果
が
な
い
」
と
い

ふ
こ
と
？

だ
か
ら
、
そ
の
金
を
福
祉
や
醫
療

な
ど
、
別
の
用
途
に
使
い
ま
せ
う
。
さ
う
い
ふ

意
味
な
の
だ
ら
う
か
。

民
主
黨
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
は
、「
ム
ダ
づ
か

い
の
根
絶
」「
財
源
の
確
保
」
と
し
て
「
八
ツ
場

ダ
ム
の
中
止
」
が
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
無
駄
な

公
共
事
業
を
減
ら
し
て
、「
子
ど
も
手
當
」
の
財

源
に
し
ま
せ
う
。
わ
か
ら
な
い
で
も
な
い
。
し

か
し
、
八
ツ
場
は
財
源
に
は
な
ら
な
い
。
し
か

も
、
民
主
黨
自
身
が
そ
れ
を
認
め
て
し
ま
っ
た
。

ダ
ム
建
設
に
は
、
一
都
四
縣
が
惡
名
高
き
「
直
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轄
負
擔
金
」
利
水
者
負
擔
金
を
支
出
し
て
ゐ
る
。

こ
れ
ま
で
投
入
し
た
額
は
、
お
よ
そ
千
四
百
六

十
億
圓
。「
ダ
ム
が
中
止
に
な
っ
た
場
合
、
こ
れ

ら
の
負
擔
金
に
返
還
義
務
が
生
じ
る
と
考
へ
ら

れ
る
」
と
、
國
交
省
が
見
解
を
示
し
た
。
ま
あ
、

常
識
的
に
考
へ
れ
ば
さ
う
な
る
だ
ら
う
。

一
方
民
主
黨
は
、
ダ
ム
建
設
は
中
止
す
る
が
、

生
活
支
援
は
行
ふ
と
し
て
ゐ
る
。
で
、
こ
こ
で

當
然
の
疑
問
が
生
じ
る
。
も
し
、
負
擔
金
を
返

還
し
、
な
ほ
か
つ
ダ
ム
建
設
地
の
再
生
事
業
を

す
る
と
な
る
と
結
局
國
庫
負
擔
は
ダ
ム
を
造
る

よ
り
か
か
っ
て
し
ま
ふ
の
で
は
な
い
か
？

と
。

そ
れ
を
受
け
て
、
七
月
十
六
日
、
民
主
黨
が

出
し
た
見
解
は
傑
作
だ
っ
た
。
次
の
内
閣
國
土

交
通
部
門
公
共
事
業
檢
討
小
委
員
會
は
「
負
擔

金
は
各
都
縣
に
返
還
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
還
附
は
公
會
計
内
で
の
負
擔
者
の
變

更
に
ほ
か
な
ら
ず
、
新
た
な
支
出
増
に
は
當
た

ら
な
い
」
と
す
る
談
話
を
發
表
。
つ
ま
り
、
國

が
出
さ
う
が
都
縣
が
だ
さ
う
が
公
的
資
金
の
大

も
と
の
總
額
は
變
は
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
假
に

都
縣
に
還
附
し
て
そ
の
分
を
國
が
出
し
て
も
支

出
が
増
え
た
わ
け
ぢ
ゃ
な
い
と
い
ふ
こ
と
だ
。

い
や
、
そ
の
理
屈
は
を
か
し
い
。
假
に
ダ
ム
事

業
豫
算
總
額
四
千
六
百
億
が
、
ま
っ
た
く
手
が

つ
け
ら
れ
て
ゐ
な
い
状
態
で
地
方
が
出
し
て
ゐ

た
千
四
百
六
十
億
圓
を
還
附
す
る
な
ら
ば
、
事

業
が
中
止
に
な
る
ん
だ
か
ら
殘
り
の
分
が
餘
る

わ
け
で
、
負
擔
は
増
え
な
い
。
ま
あ
、
こ
れ
な

ら
わ
か
る
。

し
か
し
、
事
業
費
の
う
ち
、
す
で
に
土
地
買

取
や
附
け
替
へ
工
事
な
ど
で
お
よ
そ
三
千
二
百

億
圓
は
執
行
濟
み
だ
。
そ
し
て
先
ほ
ど
の
千
四

百
六
十
億
圓
と
い
ふ
の
は
、
こ
の
執
行
濟
み
豫

算
の
中
の
額
で
あ
り
、
つ
ま
り
基
本
的
に
は
も

う
使
は
れ
て
し
ま
っ
て
、
戻
っ
て
こ
な
い
。
そ

れ
を
返
す
と
い
ふ
こ
と
は
、
國
側
で
新
た
に
千

四
百
六
十
億
圓
を
作
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
幸
ひ
、
八
ツ
場
の
總
事
業
費
は
四
千
六
百

億
圓
だ
。（
本
當
は
違
ふ
が
）
中
止
に
す
る
な
ら

ば
、
ま
だ
千
四
百
億
は
餘
っ
て
る
。
六
十
億
圓

位
足
が
出
る
だ
け
で
濟
む
。

で
も
、
再
建
事
業
費
は
？

も
う
お
わ
か
り
だ
ろ
う
。
す
で
に
こ
の
時
點

で
大
赤
字
な
の
だ
。
ち
な
み
に
、
以
前
も
書
い

た
が
、
こ
の
四
千
六
百
億
と
い
ふ
總
事
業
費
の

う
ち
約
八
百
億
圓
は
生
活
再
建
事
業
費
に
あ
た

る
。
も
し
、
民
主
黨
が
同
じ
規
模
の
生
活
再
建

を
約
束
す
る
と
す
る
と
、
還
附
金
と
合
は
せ
て

約
一
千
億
圓
負
擔
が
増
え
、
か
つ
ダ
ム
は
で
き

な
い
。

し
か
も
、
も
と
も
と
道
路
や
線
路
の
附
け
替

へ
工
事
は
ダ
ム
の
成
立
を
見
越
し
て
、
相
當
高

い
位
置
を
走
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
を
壞
し
て
作
り

な
ほ
す
の
な
ら
ば
、
さ
ら
に
高
い
工
事
費
が
見

込
ま
れ
る
。

民
主
黨
は
、
負
擔
金
の
返
還
が
問
題
に
な
っ

て
か
ら
、「
ダ
ム
費
用
が
無
駄
だ
」
と
い
ふ
言
ひ

方
を
お
ほ
っ
ぴ
ら
に
し
な
く
な
っ
た
。
そ
の
代

り
、「
現
在
の
進
捗
状
況
を
考
へ
る
と
、
建
設
に

は
ま
だ
時
間
が
か
か
り
、
さ
ら
に
工
事
費
が
か

さ
む
の
で
や
め
よ
う
」
と
い
ふ
論
理
を
持
ち
出

し
始
め
て
ゐ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
民
主
黨
が
言
ふ
と
こ
ろ
の

「
生
活
再
建
事
業
費
」
に
も
そ
の
ま
ま
當
て
は
ま

る
。
民
主
黨
は
、
特
措
法
を
つ
く
っ
て
、
中
止

と
セ
ッ
ト
で
生
活
再
建
事
業
を
行
ふ
と
し
て
ゐ

る
。
大
枠
が
定
ま
っ
て
い
る
ダ
ム
推
進
の
民
生

事
業
に
對
し
、
民
主
黨
の
特
措
法
は
ま
だ
骨
子

の
段
階
だ
。
そ
の
法
律
案
を
作
り
、
か
つ
、
法

律
を
制
定
さ
せ
、
そ
れ
か
ら
地
方
に
ど
の
よ
う

な
再
建
計
畫
に
す
る
の
か
を
決
め
る
。
計
畫
策

定
の
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
は
示
さ
れ
て
を
ら
ず
、
そ

も
そ
も
、
ど
れ
だ
け
の
總
額
に
な
る
の
か
す
ら

示
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
い
つ
そ
れ
が
で
き
る
の
か

不
明
な
う
へ
、
ど
ん
ど
ん
工
事
費
が
か
さ
む
か

も
し
れ
な
い
の
は
、
民
主
黨
案
も
同
じ
こ
と
だ
。

さ
う
な
る
と
、「
正
義
」
と
か
言
ひ
だ
す
家
系

ぢ
ゃ
な
か
ら
う
な
。

♦
1685(21.9.30)
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寢
言
は
寢
て
い
ふ
べ
き
も
の
だ

九
月
三
十
日
、
外
務
大
臣
が
テ
レ
ビ
に
出
て

ゐ
た
。
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
な
ん
ぞ
と
い
ふ
の
は
み

た
こ
と
も
な
い
け
れ
ど
、
東
ア
ジ
ア
共
同
體
構

想
な
る
も
の
、
本
氣
ら
し
い
の
で
驚
い
た
。

も
っ
と
も
本
氣
と
い
ふ
の
に
も
い
ろ
い
ろ
あ

る
。
オ
バ
マ
大
統
領
の
評
判
が
惡
い
。
以
下
伊

勢
平
次
郎
と
い
ふ
人
の
ブ
ロ
グ
に
出
て
ゐ
る
リ

チ
ャ
ー
ド
コ
ー
エ
ン
氏
の
い
ふ
と
こ
ろ
を
要
約
。

テ
レ
ビ
へ
の
露
出
度
が
高
く
、
ど
う
も
ま

だ
選
擧
運
動
を
や
っ
て
ゐ
る
氣
で
は
な
い
の

か
、
い
い
加
減
、
大
統
領
で
あ
る
こ
と
を
認

識
し
て
も
ら
ひ
た
い
と
か
、
彼
の
發
言
は
眞

劍
、
つ
ま
り
本
當
に
考
へ
て
ゐ
る
こ
と
を
述

べ
て
ゐ
る
の
だ
け
れ
ど
、
問
題
は
、
さ
う
考

へ
て
ゐ
る
の
が
、
述
べ
て
ゐ
る
と
き
ど
ま
り

で
あ
る
と
い
ふ
の
だ
。

こ
の
批
評
、
そ
の
ま
ま
民
主
黨
に
あ
て
は
ま

る
や
う
だ
。
コ
ー
エ
ン
氏
は
オ
バ
マ
大
統
領
に

し
っ
か
り
し
ろ
と
言
ひ
た
い
ら
し
い
。
私
は
外

務
大
臣
に
は
し
っ
か
り
し
な
い
で
欲
し
い
と
思

ふ
。
早
く
、
い
い
加
減
な
こ
と
、
も
し
く
は
ハ

チ
ャ
メ
チ
ャ
の
こ
と
だ
っ
た
と
氣
づ
い
て
欲
し

い
。
そ
の
道
の
權
威
が
諭
し
て
欲
し
い
け
れ
ど
、

落
ち
こ
ぼ
れ
の
者
の
視
點
か
ら
見
え
る
こ
と
も

判
り
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
我
田
引
水
の

辯
を
ひ
と
つ
。

出
版
社
に
入
っ
て
、
英
和
辭
典
の
ゲ
ラ
を
み

た
らcentillion

と
い
ふ
數
詞
は
英
米
で
意
味

が
異
な
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
ド
イ
ツ
語
や
フ

ラ
ン
ス
語
へ
の
言
及
が
あ
っ
て
、
米
佛
と
英
獨

と
い
ふ
く
く
り
で
あ
っ
た
。
米
佛
が
同
一
で
あ

る
と
い
ふ
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
獨
立
革
命
の
と

き
フ
ラ
ン
ス
か
ら
資
金
援
助
を
受
け
た
と
い
ふ

や
う
な
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
何
と

な
く
納
得
し
た
の
で
あ
る
が
、
百
科
辭
典
で
し

ら
べ
て
み
た
ら
フ
ラ
ン
ス
語
の
場
合
が
違
っ
て

ゐ
た
。
結
局
ユ
マ
ニ
テ
か
何
か
を
圖
書
館
で
み

て
千
九
百
四
十
八
年
に
フ
ラ
ン
ス
が
數
詞
の
意

味
を
切
替
へ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
ま
あ
、
英
和
辭

典
な
の
だ
か
ら
ド
イ
ツ
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
に
言

及
す
る
こ
と
は
必
要
の
な
い
こ
と
と
英
米
の
違

ひ
だ
け
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
はcentillion

だ
け
の
問
題
で
な
く
、billion,

trillion
..

と

續
く
一
連
の
數
詞
の
問
題
。cent

は
百
。
或
る

底
の
百
乘
を
意
味
す
る
。
英
國
式
は
百
萬
、
米
國

式
は
千
が
底
。
但
し
米
國
で
は
最
初
の
千
を
ひ

と
つ
餘
計
に
考
へ
る
。
つ
ま
り
英
國
で
は
百
萬

の
百
乘
、
米
國
で
は
千
の
百
一
乘
に
な
る
。
十

を
底
と
し
て
言
へ
ば
、
片
や
六
百
乘
、
片
や
三

百
三
乘
と
な
る
。
そ
の
う
ち
、
ア
メ
リ
カ
英
語

の
影
響
が
イ
ギ
リ
ス
に
及
ん
でbillion

の
意
味

を
米
式
に
解
す
る
人
が
英
國
に
増
え
た
と
い
ふ

こ
と
が
傳
は
っ
て
來
た
。
だ
か
ら
數
詞
の
扱
ひ

と
い
ふ
の
は
結
構
面
倒
な
の
だ
。

歐
州
共
同
體
が
姿
を
現
し
て
來
る
に
つ
れ
て

フ
ラ
ン
ス
が
千
九
百
四
十
八
年
に
數
詞
を
切
替

へ
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
見
据
ゑ
た
も
の
の
や
う

に
も
見
え
て
き
た
。
し
か
し
、
實
際
の
と
こ
ろ

は
知
ら
な
い
け
れ
ど
、
不
便
だ
か
ら
修
正
し
た

と
い
ふ
單
純
な
こ
と
な
の
だ
と
思
ふ
。
東
ア
ジ

ア
共
同
體
な
ど
と
寢
言
を
言
は
ず
、
不
便
な
こ

と
を
除
く
こ
と
を
一
つ
一
つ
や
っ
て
ゆ
く
べ
き

だ
ら
う
。
ひ
と
つ
は
漢
字
の
問
題
だ
。
我
々
は

新
字
體
を
止
め
る
、
中
國
は
簡
體
字
を
や
め
る
。

個
人
名
の
同
定
な
ど
漢
字
で
で
き
る
や
う
に
な

れ
ば
、
外
務
大
臣
の
い
ふ
構
想
に
少
し
は
近
づ

く
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

も
ち
ろ
ん
靖
國
參
拜
な
ど
に
口
を
挟
む
や
う

な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
外
交
問

題
で
は
な
い
。
戰
前
と
戰
後
を
分
か
つ
教
育
の

問
題
だ
。
國
語
辭
書
が
戰
後
の
國
語
し
か
覆
ふ

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
ふ
事
態
こ
そ
異
常
。
表

音
主
義
者
は
表
記
の
傳
統
を
捨
て
、
今
ま
た
夫

婦
別
姓
を
言
ひ
だ
し
て
、
先
祖
か
ら
の
流
れ
を

斷
つ
、
そ
の
最
後
の
斧
鉞
を
加
へ
よ
う
と
し
て

ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
て
な
ら
な
い
。
瑞
穗
は
ミ

ヅ
ホ
だ
っ
た
。
ミ
ズ
ホ
と
書
き
た
け
れ
ば
書
い

て
も
よ
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
國
民
全
體
に
ヅ

の
使
用
を
禁
止
し
、
ミ
ヅ
ホ
は
誤
り
と
す
る
こ

と
は
な
い
。
夫
婦
別
姓
に
し
た
け
れ
ば
勝
手
に
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さ
う
名
告
り
つ
づ
け
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
を
法
制

化
し
て
、
家
系
と
い
ふ
こ
と
の
法
的
根
據
を
抹

消
す
る
こ
と
は
な
い
。
も
し
別
姓
で
あ
れ
ば
先

祖
に
さ
か
の
ぼ
れ
は
果
て
し
な
く
擴
散
し
て
し

ま
ふ
。

鳩
山
さ
ん
が
國
聯
で
演
説
し
て
名
告
っ
た
と

き
に
姓
名
の
順
序
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
の
だ
っ

た
。
簡
單
に
相
手
の
文
化
圈
に
合
せ
て
し
ま
ふ

根
性
で
は
、
ど
こ
か
の
國
と
共
同
體
構
想
を
い

ふ
の
は
早
い
の
だ
。

大
臣
で
あ
る
こ
と
を
自
覺
し
て
欲
し
い
。
寢
言

は
寢
て
い
ふ
べ
き
も
の
だ
。♦

1687(21.10.2)

表
記
に
つ
い
て
の
規
制
を
撤
廢
し
て
欲
し
い

大
東
亞
戰
爭
中
の
英
語
教
育
に
つ
い
て
、
政

府
か
ら
禁
止
令
の
よ
う
な
物
が
發
せ
ら
れ
た
證

據
物
件
は
見
つ
か
っ
て
な
い
が
、
恐
ら
く
内
務

省
（
當
時
）
な
ど
か
ら
樣
々
な
團
體
や
分
野
に
對

し
て
「
通
達
」
な
ど
文
書
が
發
せ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
渡
部
氏
は
言
は
れ
る
（1689

號
）。
さ

う
い
ふ
風
潮
が
あ
っ
た
だ
ら
う
し
、
い
ろ
い
ろ

な
レ
ベ
ル
で
そ
の
風
潮
に
竿
さ
す
動
き
が
あ
っ

た
に
違
ひ
な
い
。
さ
う
い
ふ
風
潮
に
流
さ
れ
ず

に
英
語
教
育
を
續
け
た
と
こ
ろ
の
教
授
法
は
き

は
め
て
本
格
的
な
も
の
で
あ
っ
た
や
う
だ
。

私
の
場
合
、
鹿
屋
市
立
祓
川
中
學
（
の
ち
に
鹿

屋
中
學
と
校
名
變
更
）
に
入
學
し
た
の
が
昭
和

二
十
七
年
。
久
木
田
稔
郎
と
い
ふ
先
生
に
發
音

の
イ
ロ
ハ
か
ら
た
た
き
込
ま
れ
た
。
鹿
兒
島
師

範
卒
。
英
語
の
同
期
は
四
名
だ
っ
た
さ
う
だ
。
先

年
久
木
田
先
生
に
う
か
が
っ
た
こ
と
だ
が
、
舊

制
鹿
屋
中
學
の
池
袋
と
い
ふ
先
生
は
か
な
ら
ず

口
型
圖
を
板
書
し
て
授
業
を
始
め
ら
れ
て
ゐ
た

よ
し
。
英
語
教
師
の
數
は
と
も
か
く
質
は
き
は

め
て
高
か
っ
た
の
だ
と
思
ふ
。
戰
前
の
英
語
教

育
は
間
違
っ
て
ゐ
た
と
い
ふ
の
も
一
種
の
神
話

か
も
し
れ
な
い
。
何
か
の
と
き
、
久
木
田
先
生
に

引
率
さ
れ
て
新
制
鹿
屋
高
校
の
新
村
先
生
と
い

ふ
英
語
の
先
生
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
我
々

が
質
問
す
る
と
大
き
な
辭
書
を
引
い
て
答
へ
て

下
さ
っ
た
。
Ｏ
Ｅ
Ｄ
を
見
た
最
初
で
あ
る
。
新
村

先
生
は
廣
島
高
等
師
範
出
身
。
の
ち
に
大
學
の

先
生
に
な
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
舊
制
鹿
屋
中
學

に
轉
入
し
て
き
た
と
い
ふ
先
輩
の
話
で
は
、
ど

ち
ら
の
中
學
で
も
英
語
の
授
業
は
あ
っ
た
と
の

こ
と
。

正
式
の
通
達
の
前
に
行
な
は
れ
た
た
め
か
證

據
物
件
の
見
つ
か
っ
て
ゐ
な
い
も
の
に
現
代
假

名
遣
の
こ
と
が
あ
る
。
昭
和
二
十
一
年
國
民
學

校
入
學
。
二
年
の
と
き
だ
っ
た
か
テ
ニ
ヲ
ハ
を

テ
ニ
オ
ワ
と
書
く
こ
と
を
教
は
っ
た
。
數
年
前
、

こ
の
こ
と
を
國
立
國
語
研
究
所
の
人
に
話
し
た

と
こ
ろ
、
さ
う
い
ふ
話
は
き
い
た
事
が
あ
る
と

言
っ
て
ゐ
た
か
ら
、
文
書
で
知
っ
て
ゐ
る
わ
け

で
は
な
か
っ
た
の
だ
。「
現
代
か
な
づ
か
ひ
」
が

昭
和
二
十
一
年
内
閣
告
示
第
三
十
三
號
と
し
て

官
報
に
の
っ
た
の
は
十
一
月
十
六
日
。
細
則
の

第
一
に
は
「「
ゐ
」、「
ゑ
」、「
を
」
は
、「
い
」、

「
え
」、「
お
」
と
書
く
。
た
ゞ
し
助
詞
の
「
を
」

を
除
く
。」
と
あ
る
。
こ
の
「
た
ゞ
し
書
き
」
が

な
い
形
の
も
の
が
行
な
は
れ
た
時
期
が
あ
っ
た

の
だ
。

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
「
現
代
假
名
遣
」
に
は
こ

の
問
題
に
つ
い
て

現
代
か
な
づ
か
ひ
で
は
、
言
及
は
さ
れ
て

ゐ
な
い
が
、
助
詞
の
「
は
」
な
ど
は
「
わ
」
と

書
い
て
も
問
題
が
な
い
と
解
釋
さ
れ
て
ゐ
た
。

と
書
い
て
ゐ
る
が
、「
を
」
に
つ
い
て
し
か
言
及

し
て
な
い
の
だ
か
ら
「
わ
」
と
書
か
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
文
化
廳

編
集
の
「
こ
と
ば
シ
リ
ー
ズ
三
言
葉
に
關
す
る

問
答
集
一
」
で
は
「
こ
ん
に
ち
は
」「
こ
ん
ば
ん

は
」
と
書
き
表
す
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
。
問
答

集
の
刊
行
は
昭
和
五
十
年
一
月
。
昭
和
六
十
一

年
の
現
代
假
名
遣
を
先
取
り
し
て
ゐ
る
わ
け
だ
。

こ
れ
も
一
種
の
通
達
だ
ら
う
。

新
字
體
は
示
扁
は
カ
タ
カ
ナ
の
ネ
の
や
う
な

略
體
を
用
ゐ
る
。
そ
れ
で
我
々
の
頃
の
祓
川
中

學
校
の
祓
は
略
體
で
書
か
れ
、
た
め
に
ヌ
ケ
ガ

ハ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
く
、
つ
い
に
校
名
變

更
を
陳
情
、
鹿
屋
中
學
と
な
っ
た
。
新
字
體
は

當
用
漢
字
に
關
す
る
規
定
。
表
外
字
で
あ
る
祓
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に
は
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
。
通
達
は
ど
う
い

ふ
形
で
な
さ
れ
た
の
だ
ら
う
。
表
外
字
は
使
用

さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
ゐ
な
か
っ
た
か
ら
觸

れ
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
當
用

漢
字
は
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
十
六
日
、
字
體

表
は
昭
和
二
十
四
年
四
月
二
十
八
日
。
校
名
變

更
陳
情
は
昭
和
二
十
八
年
。「
祓
」
と
い
ふ
字
を

知
ら
ず
「
拔
」
と
見
誤
る
や
う
に
育
て
て
か
ら

四
年
で
誤
讀
が
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
程

に
な
っ
た
わ
け
だ
。
今
で
は
周
邊
の
地
名
表
示

は
正
字
。
校
名
變
更
の
必
要
が
あ
っ
た
の
が
嘘

の
や
う
だ
。

示
扁
を
ネ
の
や
う
に
書
く
の
は
漢
字
全
廢
を

前
提
と
し
て
例
外
的
に
使
用
を
認
め
ら
れ
た
漢

字
に
限
っ
て
の
話
で
あ
っ
た
。
當
用
漢
字
は
昭

和
五
十
六
年
に
常
用
漢
字
と
な
っ
た
。
今
ま
た

常
用
漢
字
表
を
見
直
す
と
い
ふ
。
漢
字
の
使
用

を
も
っ
と
認
め
よ
う
と
い
ふ
こ
と
の
や
う
だ
が
、

そ
の
た
め
に
例
外
的
字
體
が
増
え
る
の
は
御
免

だ
。
い
や
假
名
遣
の
問
題
も
ロ
ー
マ
字
の
問
題

も
あ
る
。
こ
こ
は
一
番
、
表
記
に
つ
い
て
の
規

制
を
撤
廢
し
、
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
で
見
直
し
て
欲
し

い
。

¯
1693(21.10.8)

事
態
は
或
る
意
味
一
層
深
刻
だ

先
日
出
て
み
た
公
民
館
主
催
の
教
育
問
題
を

テ
ー
マ
と
す
る
成
人
教
室
。
四
十
人
ほ
ど
の
教

室
が
滿
席
で
椅
子
を
足
す
盛
況
。
乳
飮
み
子
を

抱
い
た
人
も
ゐ
る
け
れ
ど
、
大
半
は
還
暦
す
ぎ

だ
ら
う
。
女
性
が
多
い
。
講
師
は
某
有
名
大
學

教
授
。

ド
イ
ツ
に
留
學
し
て
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
に

つ
い
て
學
ん
で
き
た
と
の
こ
と
。
カ
ン
ト
が
利

用
で
き
る
と
こ
ろ
は
カ
ン
ト
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が

利
用
で
き
る
と
こ
ろ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
利
用
す
れ

ば
よ
い
と
の
た
ま
ふ
た
の
で
驚
い
た
。
デ
ィ
ケ

ン
ズ
の
ピ
ク
ウ
ィ
ッ
キ
ア
ン
ペ
イ
パ
ー
ズ
の
挿

話
そ
の
ま
ま
だ
。
或
る
地
方
紙
の
社
主
（
だ
っ

た
と
思
ふ
）
ポ
ッ
ト
氏
と
主
人
公
ピ
ク
ウ
ィ
ッ
ク

氏
と
の
對
話
の
と
こ
ろ
を
抄
譯
す
る
と
こ
ん
な

具
合
だ
。

ポ
ッ
ト
氏
「
こ
こ
三
ヶ
月
ほ
ど
不
定
期
連

載
し
て
喝
采
を
博
し
た
論
考
、
御
覽
に
な
ら

れ
た
こ
と
と
存
じ
ま
す
が
」

ピ
ク
ウ
ィ
ッ
ク
氏
「
い
や
、
實
を
申
せ
ば

所
用
に
取
り
紛
れ
未
だ
讀
む
に
い
た
っ
て
を

ら
ぬ
次
第
」

ポ
ッ
ト
氏
「
一
讀
な
さ
れ
て
し
か
る
べ
き

も
の
な
り
」

ピ
ク
ウ
ィ
ッ
ク
氏
「
承
知
つ
か
ま
つ
っ
た
」

ポ
ッ
ト
氏
「
論
考
と
申
す
は
支
那
哲
學
に

關
す
る
著
作
を
批
評
し
た
も
の
に
て
浩
瀚
な

る
も
の
な
り
」

ピ
ク
ウ
ィ
ッ
ク
氏
「
左
樣
な
れ
ば
、
さ
だ

め
し
御
自
分
の
筆
に
よ
る
も
の
な
る
べ
し
」

ポ
ッ
ト
氏
「
い
や
、
書
き
し
は
我
が
社
の

批
評
家
な
り
」

ピ
ク
ウ
ィ
ッ
ク
氏
「
難
解
な
る
主
題
な
る

べ
き
に
」

ポ
ッ
ト
氏
「
ま
さ
に
然
り
。
俗
に
い
ふ
詰

込
み
が
必
要
な
れ
ば
批
評
家
は
そ
れ
が
し
の

求
め
に
應
じ
主
題
に
つ
き
ブ
リ
タ
ニ
カ
を
讀

破
せ
り
」

ピ
ク
ウ
ィ
ッ
ク
氏
「
ま
こ
と
な
り
や
。
あ

の
百
科
辭
典
に
支
那
哲
學
に
觸
れ
た
る
項
目

の
あ
り
し
と
は
存
ぜ
ざ
り
き
」

ポ
ッ
ト
氏
「
さ
れ
ば
テ
の
箇
所
に
て
哲
學

に
つ
き
讀
み
シ
の
箇
所
に
て
支
那
に
つ
き
讀

み
、
得
た
る
と
こ
ろ
を
加
へ
し
な
り
」

ポ
ッ
ト
氏
は
こ
の
最
後
の
科
白
を
得
意
さ
う

に
言
ふ
。
現
實
に
か
う
い
ふ
人
が
ゐ
る
と
は
し

ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
教
育
運
動
の
指
導
者
な

の
だ
。

愛
國
心
の
こ
と
に
觸
れ
て
在
日
朝
鮮
人
の
子

供
の
話
が
あ
っ
た
。
成
績
の
良
い
子
で
あ
っ
た

さ
う
な
。
し
か
し
愛
國
心
の
こ
と
で
初
め
て
優

秀
の
評
價
を
逸
し
た
と
の
こ
と
。
だ
か
ら
愛
國

心
な
ど
指
導
要
領
に
あ
る
の
が
可
怪
し
い
と
い

ふ
。
納
得
で
き
る
話
だ
。
愛
國
心
を
指
導
要
領

に
取
上
げ
る
の
は
變
だ
し
、
そ
れ
で
成
績
を
つ

け
る
の
も
變
だ
と
思
ふ
。

日
本
經
濟
新
聞
「
私
の
履
歴
書
」（
九
月
十
八
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日
）
に
槇
原
稔
氏
の
ロ
ン
ド
ン
時
代
の
幼
稚
園

參
觀
の
こ
と
が
あ
る
。G

od
save

the
queen

を
歌
ひ
始
め
る
と
こ
ろ

そ
の
と
き
園
長
先
生
が
三
歳
の
息
子
に
向
っ

て
「
こ
れ
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
に
さ
さ
げ
る

歌
で
す
が
、
あ
な
た
は
日
本
人
だ
か
ら
、
エ
ン

ペ
ラ
ー
の
こ
と
を
思
っ
て
歌
ひ
な
さ
い
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
た
。
息
子
は
き
ょ
と
ん
と
し
て
ゐ

た
が
、
思
ひ
や
り
に
滿
ち
た
園
長
先
生
の
言

葉
に
私
は
深
い
感
銘
を
覺
え
た

か
う
い
ふ
こ
と
が
當
り
前
で
あ
る
、
さ
う
い

ふ
風
に
教
員
は
養
成
し
て
欲
し
い
。
然
る
に
我

國
に
お
い
て
は
教
育
問
題
の
指
導
者
が
外
國
人

が
ゐ
る
か
ら
君
が
代
は
歌
ふ
べ
き
で
な
く
、
國

旗
は
仰
ぎ
見
る
べ
き
で
な
く
、
凡
そ
國
を
思
ふ

こ
と
自
體
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
だ
と
説
く
。
し

た
が
っ
て
さ
う
い
ふ
人
が
教
員
の
な
か
に
占
め

る
割
合
は
平
均
よ
り
高
い
は
ず
だ
。
教
員
養
成

や
教
員
に
免
許
を
與
え
る
仕
組
み
そ
の
も
の
が

毀
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
べ
き
だ
ら
う
。

夫
婦
別
姓
、
外
國
人
參
政
權
附
與
、
移
民
で
少

子
化
を
補
ふ
な
ど
一
つ
一
つ
は
大
し
た
こ
と
で

は
な
い
や
う
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

其
處
に
こ
の
教
育
の
こ
と
を
加
へ
て
み
よ
。
種
々

の
藥
品
が
混
じ
て
猛
毒
に
變
じ
る
が
ご
と
く
、
或

は
放
射
性
物
質
が
臨
界
點
に
達
す
る
が
ご
と
き

も
の
が
あ
る
。
我
國
は
と
び
ち
っ
て
し
ま
ふ
だ

ら
う
。

聽
い
て
ゐ
て
「
違
ふ
違
ふ
」
と
か
、「
話
の
脈

絡
が
通
っ
て
な
い
」
と
い
ひ
た
い
こ
と
が
多
い
。

そ
の
や
う
な
箇
所
に
限
っ
て
頷
く
や
う
の
吐
息

が
周
り
の
あ
ち
こ
ち
で
聞
え
る
。

「
子
供
の
主
體
性
を
重
ん
じ
る
こ
と
が
大
事
。

何
が
正
し
い
か
決
め
つ
け
る
や
う
な
教
へ
方
を

す
べ
き
で
は
な
い
」

「
指
導
要
領
に
書
い
て
あ
る
か
ら
、
そ
の
通

り
教
へ
る
教
師
が
よ
い
教
師
で
は
な
い
。
書
い

て
あ
る
こ
と
が
正
し
い
か
ど
う
か
子
供
に
考
へ

さ
せ
る
や
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

遲
刻
し
て
で
た
こ
と
も
あ
っ
て
席
を
蹴
っ
て

立
つ
の
が
は
ば
か
ら
れ
た
け
れ
ど
堪
り
か
ね
て

「
子
供
の
主
體
性
と
仰
せ
ら
れ
る
が
幾
つ
く
ら
い

の
子
供
な
り
や
」
と
口
を
挟
ん
だ
と
こ
ろ
、
小

學
生
の
話
で
あ
っ
た
。「
指
導
要
領
に
書
い
て
あ

る
か
ら
」
と
い
ふ
の
は
愛
國
心
の
場
合
。「
ヅ
の

使
用
が
事
實
上
禁
止
さ
れ
て
ゐ
る
。kid

の
複
數

形
の
意
味
で
あ
れ
ば
キ
ッ
ズ
で
な
く
キ
ッ
ヅ
と

書
く
べ
き
だ
。
さ
う
い
ふ
風
に
教
へ
ろ
と
い
ふ

こ
と
か
」
と
訊
く
と
、
こ
の
場
合
は
「
統
一
が

必
要
」
と
一
貫
性
が
な
い
。

講
師
は
よ
く
「
我
々
」
と
い
ふ
表
現
を
用
ゐ

た
。
戰
前
に
對
す
る
戰
後
の
我
々
と
い
ふ
や
う

な
意
味
な
ら
判
ら
な
く
も
な
い
。
し
か
し
國
歌

國
旗
法
を
め
ぐ
る
裁
判
に
話
が
及
ん
だ
と
き
は

原
告
團
を
意
味
し
て
ゐ
る
や
う
に
感
じ
ら
れ
て

仕
方
が
な
か
っ
た
。
日
教
組
の
集
會
に
で
た
こ

と
は
な
い
し
、
折
伏
の
會
に
で
た
こ
と
も
な
い

け
れ
ど
、
ど
う
も
そ
ん
な
場
所
に
紛
れ
込
ん
だ

や
う
な
氣
が
し
た
。

講
師
の
最
後
の
と
こ
ろ
を
ま
と
め
る
と
か
う

だ
。

ど
の
や
う
な
教
育
を
す
る
か
は
親
が
決
め

る
べ
き
だ
。
民
主
黨
政
權
に
な
っ
た
の
で
良

く
な
る
と
思
ふ
が
、
民
主
黨
に
は
自
民
黨
よ

り
右
の
人
も
ゐ
る
か
ら
ま
だ
安
心
は
で
き
な

い
。
教
育
委
員
會
は
政
權
に
よ
っ
て
教
育
が

左
右
さ
れ
な
い
や
う
に
と
設
け
ら
れ
た
制
度

で
あ
る
が
、
も
は
や
そ
の
必
要
は
な
く
な
っ

た
の
だ
か
ら
、
教
育
委
員
會
は
廢
止
さ
れ
、
教

育
は
自
治
體
の
首
長
の
所
管
に
な
る
。
親
が

教
育
を
決
め
る
時
代
が
近
づ
い
た
の
だ
。

時
代
は
變
っ
た
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
世
間
は
通

達
の
川
上
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
民
主
黨

と
言
は
ず
自
民
黨
と
言
は
ず
、
今
の
政
治
家
は

國
民
を
經
濟
活
動
を
す
る
人
間
と
い
ふ
極
め
て

抽
象
的
な
存
在
と
し
て
し
か
み
て
ゐ
な
い
。
物

語
の
復
活
、
時
間
を
取
り
戻
す
こ
と
が
必
要
だ
。

朝
鮮
や
ド
イ
ツ
と
異
な
り
我
國
は
分
割
を
免
れ

た
か
ら
よ
か
っ
た
と
聞
い
て
育
っ
た
け
れ
ど
實

は
垂
直
方
向
で
二
分
さ
れ
て
ゐ
た
の
だ
。
事
態
は
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或
る
意
味
一
層
深
刻
だ
。

¯
1694(21.10.9)

人
名
漢
字
変
遷
の
目
ま
ぐ
る
し
さ

一
六
九
九
號
掲
載
のM

oM
otarou

「
佛
敵

チ
ャ
ン
ネ
ル
櫻
」
の
《
は
》「
討
論
日
本
解
體

阻
止
！

ど
う
す
る
外
國
人
參
政
權
（
原
題
）」

を
視
聽
し
た
。

鄭
大
均
と
い
ふ
方
の
發
言
に
在
日
朝
鮮
人
の

歸
屬
意
識
の
こ
と
が
あ
っ
た
。
歸
化
手
續
き
を
す

る
段
に
な
る
と
外
國
人
と
し
て
扱
は
れ
る
、
そ

の
こ
と
に
微
妙
な
抵
抗
が
あ
る
の
だ
さ
う
で
あ

る
が
、
何
よ
り
漢
字
制
限
の
た
め
に
名
前
の
變
更

を
求
め
ら
れ
た
の
が
苦
痛
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
。

十
月
十
四
日
テ
レ
ビ
朝
日
の
夕
方
の
報
道
番

組
で
前
原
國
土
交
通
大
臣
が
韓
國
の
仁
川
空
港

を
ジ
ン
セ
ン
空
港
と
言
は
ず
、
恐
ら
く
朝
鮮
語

風
に
發
音
し
て
ゐ
た
。
か
う
い
ふ
の
が
困
る
と

思
っ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
も
似
た

や
う
な
讀
み
方
を
し
た
。

民
主
黨
の
大
臣
が
國
民
の
こ
と
よ
り
朝
鮮
人

（
韓
國
や
北
朝
鮮
の
人
）
に
通
じ
る
や
う
に
配
慮

す
る
の
は
判
る
け
れ
ど
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
ま
で
視

聽
者
無
視
は
な
い
だ
ら
う
。
大
臣
や
ア
ナ
ウ
ン

サ
ー
は
朝
鮮
語
を
勉
強
し
た
の
だ
ら
う
か
。
そ

れ
が
國
民
も
し
く
は
視
聽
者
に
通
じ
る
と
考
へ

て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
。
大
臣
が
朝
鮮
語
を
知
っ

て
ゐ
る
か
ら
と
い
っ
て
朝
鮮
語
を
ひ
け
ら
か
す

の
は
知
っ
た
か
ぶ
り
で
は
な
い
か
。

或
は
大
臣
に
は
朝
鮮
語
の
素
養
が
な
か
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
豫
め
讀
み
方
を
指
導

し
た
人
が
あ
っ
た
の
だ
ら
う
か
。
そ
の
た
め
の

專
門
家
を
置
い
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
。

百
濟
、
新
羅
、
高
麗
、
金
玉
均
、
李
承
晩
、

い
や
そ
も
そ
も
韓
國
を
何
と
讀
む
の
だ
ら
う
か
。

今
に
日
本
海
と
言
は
ず
東
海
と
い
ふ
や
う
に
な

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
く
せ
、
歸
化
す
る

場
合
に
は
漢
字
の
使
用
を
認
め
な
い
。
戰
後
の

國
語
行
政
が
内
む
き
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
こ

の
や
う
な
事
態
は
視
野
に
入
っ
て
ゐ
な
か
っ
た

と
思
は
れ
る
。

鄭
さ
ん
の
歸
化
は
平
成
十
六
年
。
こ
の
字
の

使
用
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
漢
字
廢
止
を
目
的

と
し
た
施
策
が
ま
だ
生
き
て
ゐ
る
わ
け
だ
、
典

據
の
あ
る
、
世
間
で
通
用
し
て
ゐ
る
字
で
あ
れ

ば
使
用
す
る
の
に
な
ん
の
支
障
が
あ
る
も
の
か
。

戰
後
の
文
部
省
の
大
前
提
を
そ
の
ま
ま
に
し
て

人
名
漢
字
表
で
許
容
す
る
と
か
常
用
漢
字
を
ふ

や
す
と
か
小
出
し
に
し
て
き
た
結
果
ど
ん
な
に

複
雜
な
事
態
を
生
じ
て
ゐ
る
こ
と
か
。

人
名
用
漢
字
の
變
遷
に
つ
い
て

K
an-

jibukuro

で
み
る
と
、
こ
の
年
は
ま
こ
と
に
目

ま
ぐ
る
し
い
。

二
月
二
十
三
日
に
一
字
を
追
加
。
六
月
七
日

に
更
に
一
字
の
追
加
。
七
月
十
二
日
に
三
字
を

追
加
。
九
月
二
十
七
日
に
は
「
漢
字
の
表
」
に

四
百
八
十
八
字
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、「
人
名

用
漢
字
許
容
字
體
表
」
の
二
百
五
字
を
「
漢
字

の
表
」
に
統
合
し
た
と
あ
る
。
複
雜
で
よ
く
わ

か
ら
な
い
が
、
鄭
さ
ん
の
申
請
が
九
月
二
十
八

日
以
降
で
あ
れ
ば
姓
の
變
更
は
必
要
な
か
っ
た

と
思
は
れ
る
。

本
人
も
困
る
が
、
事
務
を
司
る
役
人
も
大
變

だ
。
役
人
を
減
ら
す
前
に
表
記
の
規
制
緩
和
が

先
だ
ら
う
。

¯
1700(21.10.18)

イ
ロ
ハ
を
教
へ
る
こ
と
か
ら
始
め
て
欲
し
い

と
き
ど
き
「
頂
門
の
一
針
」
に
掲
載
に
な
っ

た
も
の
を
知
人
友
人
に
送
る
こ
と
が
あ
る
。
一

六
九
三
號
（
十
月
八
日
）
に
戰
前
の
英
語
教
育

に
つ
い
て
書
い
た
も
の
を
『
英
語
名
人
河
村
重

治
郎
』
の
著
者
田
島
伸
悟
先
生
に
お
送
り
し
た

と
こ
ろ
觸
發
さ
れ
て
思
ひ
出
す
こ
と
少
々
と
お

手
紙
を
い
た
だ
い
た
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

∧
師
範
學
校
、
高
等
師
範
學
校
を
出
ら
れ
た

先
生
の
中
に
は
偉
い
方
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

「
教
へ
」
の
た
め
に
キ
リ
ス
ト
か
ら
遣
は
さ
れ
た

使
徒
の
自
覺
が
あ
り
ま
し
た
。
戰
後
學
制
が
變
っ

て
、
さ
う
い
ふ
使
命
感
も
薄
れ
て
し
ま
っ
た
や

う
で
す
ね
。
東
京
高
師
も
、
東
京
教
育
大
學
に

な
っ
て
も
う
だ
め
、
筑
波
大
に
至
っ
て
は
論
外
。
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私
の
高
校
の
擔
任
篠
原
省
治
先
生
は
東
京
下

町
の
生
れ
で
東
京
高
師
の
御
出
身
。
物
理
化
學

の
高
校
教
育
で
は
都
内
で
も
か
な
り
知
ら
れ
た

方
で
し
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
Ｔ
Ｖ
講
師
も
な
さ
れ
ま

し
た
。

私
の
級
友
の
Ａ
君
が
自
分
の
勤
め
る
私
立
校

の
系
列
に
大
學
が
新
設
さ
れ
る
際
、
學
長
の
意

を
受
け
て
、
篠
原
先
生
を
訪
ね
た
さ
う
で
す
。
先

生
は
都
立
高
を
す
で
に
完
全
退
職
さ
れ
、
自
宅

の
向
ひ
の
私
立
高
校
に
時
間
講
師
と
し
て
勤
め

て
ゐ
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。「
大
學
の
教
養
部
で

物
理
を
教
へ
て
い
た
ゞ
け
ま
せ
ん
か
」
と
Ａ
君
が

言
ふ
と
篠
原
先
生
は
し
ば
ら
く
じ
っ
と
考
へ
て

ゐ
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、「
教
養
部
で
ボ
ク
が

教
へ
て
も
大
し
た
役
に
立
た
な
い
で
せ
う
。
ボ

ク
の
經
驗
經
歴
か
ら
み
て
も
、
高
校
で
教
へ
る

は
う
が
役
に
立
ち
ま
す
」
と
言
っ
て
辭
退
さ
れ

た
さ
う
で
す
。
Ａ
君
は
、
高
校
よ
り
も
大
學
、
と

考
へ
て
ゐ
た
自
分
が
は
づ
か
し
く
て
顏
の
赤
ら

む
思
ひ
を
し
た
、
と
こ
れ
は
ご
く
内
輪
の
機
關

紙
に
書
い
た
話
を
最
近
送
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

篠
原
先
生
は
「
粋
な
人
」
で
し
た
。
先
生
が

他
界
さ
れ
る
ま
で
、
私
は
暑
中
の
御
見
舞
と
新

年
の
御
挨
拶
を
缺
か
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
私

が
時
折
氣
張
っ
た
こ
と
を
言
ふ
と
、
や
ん
わ
り
、

そ
の
野
暮
を
た
し
な
め
て
下
さ
い
ま
し
た
。
亡

く
な
ら
れ
て
か
ら
、
二
三
の
友
人
と
先
生
の
お

宅
を
訪
ね
る
と
、
佛
壇
は
な
く
、
た
だ
先
生
の

机
の
上
に
謠
曲
の
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
が
一
本
置

い
て
あ
り
ま
し
た
。「
私
が
死
ん
だ
ら
、
お
經
な

ど
上
げ
る
な
、
こ
の
テ
ー
プ
を
か
け
て
、
私
を

送
っ
て
く
れ
」
と
言
ひ
遺
さ
れ
た
と
か
。
∨

日
教
組
以
前
に
教
員
養
成
に
問
題
が
あ
っ
た

わ
け
だ
。
民
主
黨
政
權
に
な
っ
て
か
ら
、
い
は
ゆ

る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
書
い
て
あ
る
こ
と
と
、
國

會
で
審
議
し
、
た
と
へ
強
行
で
あ
っ
て
で
も
採

決
と
い
ふ
形
を
と
っ
た
も
の
と
の
違
ひ
が
判
ら

な
く
な
っ
た
。
教
員
免
許
更
新
制
度
は
廢
止
に

な
っ
た
の
だ
ら
う
か
。
教
員
養
成
期
間
を
延
長

す
る
と
い
ふ
こ
と
も
取
り
沙
汰
さ
れ
て
ゐ
る
が
、

こ
れ
も
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
あ
っ
た
の
だ
ら
う
か
。

と
に
か
く
教
員
養
成
期
間
を
延
長
す
る
の
は
正

し
い
と
思
ふ
。
小
學
校
の
最
初
か
ら
、
そ
の
つ

も
り
で
教
へ
る
べ
き
な
の
だ
。
さ
う
す
る
と
實

に
十
二
年
間
の
延
長
だ
。

英
語
の
綴
り
の
複
雜
さ
は
我
國
の
歴
史
的
假

名
遣
の
比
で
は
な
い
。
英
國
に
我
國
に
も
ま
し

て
現
代
假
名
遣
の
や
う
な
こ
と
を
考
へ
た
人
々

が
あ
っ
た
の
は
當
然
だ
。
そ
の
あ
た
り
の
こ
と

は
山
口
美
知
代
『
英
語
の
改
良
を
夢
み
た
イ
ギ

リ
ス
人
た
ち
』
に
く
は
し
い
。
い
ろ
い
ろ
實
驗
も

し
、
ま
た
貧
困
層
の
子
弟
の
た
め
に
小
學
校
で

教
へ
る
簡
易
表
記
と
し
て
導
入
し
、
や
が
て
傳

統
的
表
記
に
切
替
へ
る
な
ど
の
方
法
も
提
案
さ

れ
た
ら
し
い
。
し
か
し
簡
易
表
記
が
制
度
と
し

て
採
用
に
な
る
こ
と
は
つ
い
に
な
か
っ
た
。
不

合
理
だ
と
思
は
れ
た
綴
り
を
そ
の
ま
ま
に
し
た

こ
と
が
英
語
の
普
及
に
役
立
っ
た
の
だ
と
思
ふ
。

我
國
は
戰
後
一
擧
に
傳
統
的
表
記
を
廢
止
し

て
今
以
っ
て
標
準
表
記
が
確
立
し
て
ゐ
な
い
。
教

員
に
で
も
な
ら
う
と
す
れ
ば
戰
前
の
も
の
も
讀

む
必
要
が
出
て
く
る
。
特
に
國
語
で
あ
れ
ば
萬

葉
か
ら
昭
和
に
至
る
時
代
の
も
の
を
無
視
す
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
は
ず
だ
。
小
學
校
か
ら
高

校
、
い
や
大
學
ま
で
文
部
省
管
轄
の
と
こ
ろ
で

は
生
徒
や
學
生
に
傳
統
的
表
記
を
み
さ
せ
ま
い

と
必
死
だ
。
戰
前
に
く
ら
べ
て
教
員
養
成
の
時

間
が
短
く
な
っ
た
と
い
へ
ば
牽
強
附
會
だ
ら
う

か
。
是
非
小
學
一
年
で
イ
ロ
ハ
を
教
へ
る
こ
と

か
ら
初
め
て
欲
し
い
。

♦
1704(21.10.22)

に
ほ
ひ
ぞ
い
づ
る

公
教
育
の
目
的
は
生
徒
が
獨
り
歩
き
で
き
る

と
こ
ろ
ま
で
導
く
こ
と
だ
と
思
ふ
。
獨
り
歩
き

す
る
と
き
助
け
に
な
る
の
は
地
圖
や
辭
書
だ
。
地

圖
も
索
引
が
引
け
な
け
れ
ば
ば
な
ら
な
い
か
ら

結
局
こ
れ
も
辭
書
の
一
種
と
言
っ
て
よ
い
。
辭

書
を
引
く
に
は
五
十
音
圖
や
漢
字
の
部
首
の
知

識
が
必
須
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
こ
と
を
考
へ

て
み
て
欲
し
い
。
ロ
ー
マ
字
の
た
め
で
あ
れ
ば

Ｌ
Ｑ
Ｖ
Ｘ
、
も
し
そ
れ
が
訓
令
式
で
あ
れ
ば
更

に
Ｃ
Ｆ
Ｊ
も
不
要
だ
け
れ
ど
誰
も
こ
れ
ら
の
字
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母
を
小
學
校
で
教
へ
る
こ
と
は
無
用
だ
と
は
言

は
な
い
。
將
來
の
英
語
辭
書
檢
索
の
た
め
に
は

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
字
母
を
全
部
覺
え
る
こ
と

が
必
要
だ
。
假
名
字
母
も
最
初
か
ら
全
部
教
へ

て
お
く
べ
き
な
の
だ
。

ロ
ー
マ
字
の
こ
と
を
書
い
た
小
文
を
讀
ん
だ

湯
仲
間
が
『
し
ゃ
が
む
姿
勢
は
カ
ッ
コ
惡
い
か
』

と
い
ふ
本
を
も
っ
て
き
て
く
れ
た
。
ロ
ー
マ
字

の
こ
と
が
で
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
だ
。
數
字
は
四

桁
區
切
り
に
す
べ
き
で
あ
る
と
か
ロ
ー
マ
字
書

き
姓
名
の
順
序
を
變
へ
る
べ
き
で
な
い
と
か
同

じ
や
う
な
主
張
が
あ
る
の
で
驚
い
た
。
た
だ
し

時
々
つ
い
て
い
け
な
く
な
る
。

「
小
學
校
の
先
生
た
ち
へ
」
と
題
す
る
一
文

の
な
か
で
日
本
古
謠
の
歌
詞
を
比
べ
た
と
こ
ろ
。

著
者
は
「
教
科
書
に
で
て
ゐ
る
歌
詞
が
、
子
供

が
童
謠
集
レ
コ
ー
ド
で
覺
え
た
も
の
と
異
な
る
。

レ
コ
ー
ド
の
ヂ
ャ
ケ
ッ
ト
に
書
か
れ
て
ゐ
る
そ

れ
は
、
周
知
の
や
う
な
古
謠
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ

の
兩
者
を
比
べ
て
み
て
、
小
學
校
の
先
生
た
ち

よ
、
何
か
想
ふ
と
こ
ろ
が
な
い
だ
ら
う
か
。
や

や
大
袈
裟
に
言
へ
ば
、
私
に
は
教
科
書
の
方
の

詞
が
、
ま
る
で
民
族
滅
亡
の
歌
の
や
う
に
み
え

る
」
と
言
は
れ
る
。

著
者
が
古
謠
の
ま
ま
と
す
る
の
は
次
の
通
り
。

な
ほ
引
用
に
際
し
て
傳
統
的
表
記
に
直
し
て
き

た
が
歌
詞
の
部
分
は
そ
の
ま
ま
。

さ
く
ら
さ
く
ら

や
よ
い
の
そ
ら
は

み
わ
た
す
か
ぎ
り

か
す
み
か
く
も
か

に
お
い
ぞ
い
ず
る

い
ざ
や
い
ざ
や

み
に
ゆ
か
ん

こ
れ
が
ど
う
し
て
古
謠
の
ま
ま
な
も
の
か
。
ニ

ホ
ヒ
ゾ
イ
ヅ
ル
で
な
け
れ
ば
變
だ
。
そ
の
イ
ヅ

ル
が
イ
ズ
ル
と
な
っ
て
ゐ
る
の
は
ま
る
で
民
族

滅
亡
の
歌
の
や
う
に
み
え
な
い
の
だ
ら
う
か
。
ヅ

ズ
は
ロ
ー
マ
字
で
書
分
け
な
い
か
ら
二
つ
は
必

要
な
い
と
假
名
字
母
の
一
方
を
使
用
禁
止
に
し

た
の
が
現
代
か
な
づ
か
ひ
だ
。
た
だ
し
「
主
と

し
て
現
代
文
の
う
ち
口
語
體
の
も
の
に
適
用
す

る
」
も
の
だ
か
ら
、
古
謠
に
適
用
し
た
の
は
レ

コ
ー
ド
會
社
の
勇
み
足
。
し
か
し
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
端

末
も
カ
ラ
オ
ケ
の
リ
モ
コ
ン
も
缺
損
五
十
音
圖

だ
か
ら
、
我
々
は
勇
み
足
を
至
る
所
に
み
る
こ

と
に
な
る
。

で
も
ど
う
や
っ
て
イ
ズ
ル
を
國
語
辭
書
で
調

べ
る
の
か
。
ゾ
が
係
り
結
び
の
助
詞
で
連
體
形

を
要
求
す
る
か
ら
イ
ズ
ル
は
連
體
形
。
終
止
形

は
イ
ズ
だ
。
で
は
イ
ズ
と
い
ふ
語
が
國
語
辭
典

に
出
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
。
手
許
の
辭
書
で
出

て
ゐ
る
も
の
は
な
い
。
古
語
辭
典
で
は
イ
ヅ
で

出
て
ゐ
た
。

表
音
主
義
者
は
音
が
基
本
だ
と
し
て
萬
葉
か

ら
昭
和
の
敗
戰
ま
で
使
ひ
分
け
さ
れ
て
ゐ
た
假

名
の
遣
ひ
分
け
を
や
め
た
。
そ
の
た
め
我
國
の

國
語
辭
書
は
古
語
辭
書
と
國
語
辭
書
に
別
れ
、
古

語
辭
典
は
平
安
中
心
。
古
語
辭
典
の
た
め
の
假

名
を
何
時
教
へ
る
の
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
、
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
二
段
階
に
分
け
て
教
へ
る
愚

を
犯
し
て
ゐ
る
わ
け
だ
。
普
通
の
生
徒
は
國
語

辭
典
し
か
つ
か
ふ
こ
と
が
で
き
な
い
。
戰
前
の

も
の
は
讀
め
ず
と
も
よ
い
と
い
ふ
姿
勢
だ
。

「
小
學
校
の
先
生
た
ち
へ
」
の
中
で
著
者
は

君
が
代
が
サ
ク
ラ
サ
ク
ラ
と
異
な
り
文
語
體
の

ま
ま
だ
と
憤
っ
て
ゐ
る
。
サ
ク
ラ
サ
ク
ラ
に
つ

い
て
言
っ
て
ゐ
る
こ
と
と
全
く
逆
。
結
論
が
先

に
あ
る
。
結
論
が
氣
に
入
ら
な
け
れ
ば
方
法
を

變
へ
る
、
こ
れ
が
つ
い
て
い
け
な
い
と
こ
ろ
だ
。

そ
の
上
、
文
語
體
の
ま
ま
だ
と
い
ふ
が
、
國
家

國
旗
法
の
場
合
と
同
じ
く
節
約
字
母
表
記
。
平

成
十
一
年
の
國
家
國
旗
法
で
改
竄
が
な
さ
れ
た

と
思
っ
て
ゐ
た
が
『
家
庭
畫
報
』
昭
和
四
十
八

年
十
一
月
號
に
掲
載
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
の
文
章

か
ら
す
る
と
遲
く
と
も
昭
和
四
十
七
年
の
教
科

書
で
す
で
に
行
な
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
に
な
る
。

『R
om

azino
N

ippon

』
昭
和
五
十
四
年
三

月
一
日
號
掲
載
と
い
ふ
「
ロ
ー
マ
字
は
日
本
式

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
ふ
短
文
が
あ
る
。

書
出
し
が
い
は
ば
歴
史
の
證
言
。
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今
も
覺
え
て
ゐ
る
中
學
二
年
の
と
き
の
光

景
が
あ
る
。
そ
の
と
き
私
た
ち
は
ハ
ダ
シ
で

體
操
の
時
間
を
終
へ
た
あ
と
、
水
場
で
足
を

洗
っ
て
ド
ヤ
ド
ヤ
と
校
舍
に
は
い
る
途
中
だ
っ

た
。
同
級
生
の
Ｎ
君
が
足
を
洗
ひ
な
が
ら
横
の

だ
れ
か
に
話
し
て
ゐ
る
の
を
耳
に
し
た
。—

「
日
本
語
を
ロ
ー
マ
字
に
し
た
ら
ど
う
か
っ
て

案
が
出
た
ん
だ
さ
う
だ
ぞ
。
そ
し
た
ら
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
が
「
そ
り
ゃ
あ
良
い
こ
と
だ
」
っ
ち

う
こ
と
に
な
っ
た
ん
だ
っ
て···
」

著
者
は
こ
の
と
き
「
反
對
だ
」
と
反
射
的
に

思
っ
た
と
あ
る
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
い
ふ
名
前

に
反
撥
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
式
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
根
據
は
何
な
の
だ
ら

う
か
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
字
母
の
使
用
が
ヘ
ボ

ン
式
に
比
べ
て
少
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
さ
う
で
あ
れ
ば
古
謠
が
節
約

字
母
で
書
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
違
和
感
を
持
た

な
い
の
と
一
般
だ
。

節
約
字
母
表
記
、
現
代
假
名
遣
、
表
音
主
義

表
記
、
ど
う
言
っ
て
も
同
じ
こ
と
だ
が
、
彼
ら

は
言
葉
の
形
式
よ
り
意
味
や
内
容
を
問
題
に
す

る
。「
に
ほ
ひ
ぞ
い
づ
る
」
が
「
に
お
い
ぞ
い
ず

る
」
と
な
っ
て
も
氣
に
は
し
な
い
が
「
あ
さ
日

に
に
お
う
」
と
な
っ
て
ゐ
る
の
が
問
題
だ
と
思

ふ
の
だ
。

或
る
大
臣
が
國
會
開
會
に
際
し
て
下
さ
れ
る

陛
下
の
お
言
葉
を
問
題
に
し
た
。
莊
重
な
文
語

體
で
あ
れ
ば
時
代
を
超
越
す
る
も
の
と
し
て
か

か
る
問
題
提
起
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
さ

す
が
に
同
じ
黨
の
人
か
ら
さ
へ
政
治
利
用
に
繋

が
る
も
の
だ
と
窘
め
ら
れ
た
や
う
だ
が
、
こ
の

主
張
は
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
我
國
の
土
臺
を
侵

蝕
し
民
主
黨
の
支
持
基
盤
を
強
化
す
る
と
思
は

れ
る
。
表
記
と
い
ふ
形
式
を
と
き
に
應
じ
て
變

化
さ
せ
る
こ
と
、
形
式
よ
り
表
現
さ
れ
る
内
容

を
問
題
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
表
音
主
義
の

テ
ー
ゼ
だ
か
ら
だ
。
マ
ス
コ
ミ
に
も
國
民
に
も

表
音
主
義
者
が
多
い
。
敵
は
本
能
寺
と
み
る
べ

き
か
も
し
れ
な
い
。

♦
1707(21.10.26)

「
政
治
へ
の
信
頼
を
取
り
戻
せ
る
や
う
全
面
的

に
協
力
す
る
」

一
七
〇
八
號
の
「
捏
造
と
獨
占
～
新
聞
業

界
の
病
理
」、
餃
子
業
界
に
仕
立
て
た
寓
話
が
秀

逸
。
名
指
し
で
指
彈
さ
れ
た
三
人
の
獨
り
が
一

七
〇
七
號
「
に
ほ
ひ
ぞ
い
づ
る
」
で
取
上
げ
た

人
。
彼
は
奴
隸
根
性
と
い
ふ
表
現
を
用
ゐ
た
。
ヅ

を
禁
止
さ
れ
た
結
果
、
教
科
書
の
編
者
は
「
朝
日

に
に
お
う
」
と
逃
げ
た
。
レ
コ
ー
ド
會
社
の
方

は
古
語
に
及
ぼ
す
べ
き
で
な
い
と
い
ふ
規
定
を

知
っ
て
か
知
ら
で
か
、
無
造
作
に
字
母
制
限
表

記
で
音
を
寫
し
た
。
教
科
書
の
編
者
に
は
痛
み

が
あ
っ
た
。
レ
コ
ー
ド
會
社
の
對
應
こ
そ
奴
隸

根
性
と
い
ふ
べ
き
で
、
字
母
制
限
表
記
に
無
批

判
で
あ
る
こ
と
と
南
京
大
虐
殺
の
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
に
の
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
ど
こ
か
通
じ

る
や
う
に
思
は
れ
て
な
ら
な
い
。

主
宰
者
は
首
相
の
演
説
は
論
評
に
値
し
な
い

と
言
は
れ
る
。
あ
ら
た
め
て
讀
ん
で
み
た
。
絆

に
キ
ズ
ナ
と
ル
ビ
。
新
聞
社
に
問
合
せ
る
と
配

布
さ
れ
た
も
の
に
さ
う
な
っ
て
ゐ
た
と
の
こ
と
。

絆
の
語
源
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
ヒ
キ
ツ
ナ
と

も
ツ
ナ
ギ
ツ
ナ
と
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
ら
し
い
け

れ
ど
、
後
半
が
ツ
ナ
で
あ
る
こ
と
は
動
か
ぬ
と

こ
ろ
。
絆
が
大
事
だ
と
い
ふ
割
に
は
共
同
體
の

紐
帶
を
大
事
に
し
て
ゐ
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。

ダ
ム
建
設
で
轉
出
す
る
場
合
、
御
先
祖
樣
と
の

縱
の
紐
帶
も
共
同
體
と
の
横
の
紐
帶
も
捨
て
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ら
う
。
其
の
水
系
地
域
を

百
年
二
百
年
に
わ
た
っ
て
豫
測
し
て
み
た
場
合

に
必
要
だ
と
さ
れ
た
か
ら
の
決
斷
で
あ
っ
た
は

ず
だ
。
か
う
い
ふ
場
合
の
判
斷
は
あ
く
ま
で
蓋

然
性
の
問
題
。
素
人
な
ら
疑
問
符
は
何
時
だ
っ

て
附
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
專
門
家
な

ら
疑
問
符
を
附
す
の
も
簡
單
で
は
な
い
だ
ら
う
。

當
時
の
判
斷
が
間
違
っ
て
ゐ
た
と
な
れ
ば
何
故

間
違
っ
た
か
の
説
明
が
必
要
だ
か
ら
だ
。
ま
た

村
や
墓
を
捨
て
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
な
れ
ば

そ
の
補
償
は
ど
う
な
る
の
だ
ら
う
。
キ
ヅ
ナ
を

重
視
す
る
と
言
は
れ
れ
ば
、
や
は
り
「
も
と
の

十
九
に
し
て
お
く
れ
」
と
言
ひ
た
く
な
る
。
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在
日
米
軍
再
編
に
つ
い
て
は
「
安
全
保
障
上

の
觀
點
も
踏
ま
へ
つ
つ
、
過
去
の
日
米
合
意
の

經
緯
な
ど
も
愼
重
に
檢
討
し
た
上
で
、
沖
縄
の

方
々
が
背
負
っ
て
こ
ら
れ
た
負
擔
、
苦
し
み
や
悲

し
み
に
十
分
に
思
ひ
を
い
た
し
、
地
元
の
皆
さ

ま
の
思
ひ
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
な
が
ら
、
眞

劍
に
取
組
ん
で
ま
ゐ
り
ま
す
。」
と
あ
る
。
合
意

の
經
緯
な
ど
も
愼
重
に
檢
討
す
る
と
は
合
意
を

見
直
す
と
い
ふ
意
味
だ
。
本
氣
な
の
だ
ら
う
か
。

O
ur

M
an

in
A

biko

と
い
ふblog
に
岡
田

ゲ
ー
ツ
の
會
談
の
要
旨
が
あ
る
。
米
語
に
譯
し

た
と
こ
ろ
を
上
げ
る
。
意
味
は
よ
く
は
判
ら
な

い
が
外
交
上
の
や
り
と
り
が
罵
り
合
ひ
を
オ
ブ

ラ
ー
ト
に
包
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
わ

か
る
。

日
本
語
は
時
事
通
信
社
の
サ
イ
ト
か
ら
補
っ

た
が
日
米
關
係
の
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
の
で
も

と
の
英
語
を
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
で
圍
ん
で
示
す
。

【
日
米
關
係
】

O
kada:

[T
he

H
atoyam

a
adm

inistra-

tion
fully

understands
the

im
portance

of
the

Japan-U
.S.

alliance.]

Y
ou

got
no

m
oney,you

got
no

m
oney,

fatso.

G
ates:

[T
he

Japan-U
.S.

alliance
is

the
cornerstone

ofU
.S.security

policy

in
A

sia.]

Y
eah?

N
ext

tim
e

that
N

ork
nut

fires

off
a

few
nukes,

talk
to

som
eone

w
ho

cares,
ass-w

ipe.

【
普
天
間
飛
行
場
移
設
】

ゲ
ー
ツ
長
官:

現
行
案
は
日
米
兩
國
間
で

長
い
時
間
を
か
け
て
い
ろ
い
ろ
な
選
擇
肢
を

檢
討
し
た
結
果
で
、
唯
一
實
現
可
能
な
も
の

だ
。
日
米
合
意
に
從
っ
て
着
實
に
實
施
す
る
こ

と
が
必
要
だ
。
で
き
る
だ
け
早
期
に
結
論
を
出

し
て
ほ
し
い
。Y

ou
gonna

pay
for

U
ncle

Sam
’s

pizza
or

w
hat,

pencil
dick.

岡
田
外
相:

現
行
案
に
至
っ
た
經
緯
を
檢

證
中
だ
。
合
意
の
存
在
は
十
分
に
認
識
し
て

ゐ
る
。
日
本
國
内
の
政
治
状
況
は
變
化
し
て

を
り
、
先
の
衆
院
選
で
沖
縄
縣
の
４
つ
の
小

選
擧
區
で
現
行
案
に
消
極
的
な
議
員
が
當
選

し
た
。
で
き
る
だ
け
早
期
に
結
論
を
得
た
い

が
、
困
難
な
政
治
状
況
を
理
解
し
て
ほ
し
い
。

N
o.

Suck
m

y
dick,

M
aster

Sergeant.

【
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
支
援
】

ゲ
ー
ツ
長
官:

日
本
の
こ
れ
ま
で
の
（
イ

ン
ド
洋
で
の
）
補
給
支
援
は
（
軍
事
作
戰
參

加
の
）
各
國
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
。
日
本

が
い
か
な
る
對
ア
フ
ガ
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
の

支
援
を
行
ふ
か
は
日
本
が
決
定
す
る
こ
と
だ
。

日
本
が
力
強
い
支
援
を
す
る
こ
と
を
期
待
す

る
。Shit

or
get

off
the

pot,fish
breath.

岡
田
外
相:

ア
フ
ガ
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
へ
の

支
援
は
重
要
な
外
交
課
題
だ
。
日
本
の
得
意

分
野
を
生
か
し
た
支
援
策
を
取
り
ま
と
め
つ

つ
あ
る
。（
來
年
１
月
で
期
限
が
切
れ
る
）
補

給
支
援
に
つ
い
て
、
臨
時
國
會
に
（
延
長
の

た
め
の
）
法
案
を
提
出
す
る
状
況
に
は
な
い
。

Y
eah,

w
ho’s

gonna
pay

for
your

guns

now
,cow

boy?
T

he
C

hina
boys?

B
end

over
now

B
rokeback

M
ountain

boy!

【
核
軍
縮
・
密
約
調
査
】

岡
田
外
相:

（
核
兵
器
持
ち
込
み
を
め
ぐ
る

日
米
間
の
）
密
約
の
調
査
は
、
國
民
の
信
頼

を
得
て
外
交
を
行
う
上
で
重
要
だ
。
基
本
的

に
は
日
本
國
内
の
問
題
だ
。
政
府
内
で
核
兵

器
保
有
國
に
先
制
不
使
用
を
求
め
る
問
題
に

つ
い
て
檢
討
し
て
ゐ
る
。
今
後
よ
く
協
議
し

て
い
き
た
い
。You

been
dickin’w

ith
the

w
rong

A
sian

T
iger,

w
hitey.

ゲ
ー
ツ
長
官:

核
の
な
い
世
界
と
い
ふ
目

標
を
日
米
兩
國
は
共
有
し
て
ゐ
る
が
、
核
の

抑
止
に
つ
い
て
柔
軟
に
考
へ
る
こ
と
も
必
要

だ
。
核
の
問
題
は
今
後
よ
く
協
議
し
た
い
。

（2009/10/20-19:45

）C
om

e
here

and

say
that

and
I’llsm

ack
you

upside
the

head,
checkout

boy.

も
し
判
っ
て
ゐ
て
「
愼
重
に
檢
討
す
る
」
と

言
っ
た
の
で
あ
れ
ば
鳩
山
さ
ん
の
度
胸
は
大
し

た
も
の
だ
。
し
か
し
、
例
の
政
治
資
金
問
題
へ
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の
言
及
の
し
か
た
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

「
私
の
政
治
資
金
の
問
題
に
よ
っ
て
、
政
治

へ
の
不
信
を
持
た
れ
、
國
民
の
皆
さ
ま
に
ご
迷

惑
を
お
か
け
し
た
こ
と
を
、
誠
に
申
し
譯
な
く

思
っ
て
を
り
ま
す
。
今
後
、
政
治
へ
の
信
頼
を

取
り
戻
せ
る
や
う
、
搜
査
に
全
面
的
に
協
力
し

て
ま
ゐ
り
ま
す
。」
最
後
の
「
政
治
へ
の
信
頼
を

取
り
戻
せ
る
や
う
、
搜
査
に
全
面
的
に
協
力
し

て
ま
ゐ
り
ま
す
。」
と
あ
る
と
こ
ろ
「
取
り
戻
す

や
う
全
面
的
に
協
力
す
る
」
と
な
っ
て
ゐ
な
い

の
が
鳩
山
さ
ん
の
正
直
な
と
こ
ろ
だ
と
思
ふ
。

引
用
の
た
め
に
入
力
し
て
み
て
前
半
の
部
分

が
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
に
氣
づ
い
た
。「
政
治

へ
の
不
信
を
持
た
れ
」
と
い
ふ
の
は
受
身
な
の

か
尊
敬
な
の
か
。
尊
敬
な
ら
ば
主
語
は
國
民
だ

ら
う
。
す
る
と
其
の
あ
と
に
「
國
民
の
皆
さ
ま
」

と
續
く
の
が
變
だ
。「
國
民
の
皆
さ
ま
が
政
治
へ

の
不
信
を
持
た
れ
る
に
到
り
ま
し
た
こ
と
、
眞

に
申
し
譯
な
く
云
々
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は

な
い
か
。「
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
」
と
い
ふ
の

が
邪
魔
。
誰
も
迷
惑
を
受
け
た
と
思
ふ
人
は
あ

る
ま
い
。
こ
の
程
度
の
感
覺
で
の
謝
罪
な
の
か

も
し
れ
な
い
が
、「
誠
」
と
い
ふ
字
も
意
味
か
ら

す
れ
ば
變
だ
。
要
す
る
に
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
は

い
さ
さ
か
狼
狽
へ
て
ゐ
る
や
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

¯
1710(21.10.29)

關
門
海
峽
海
難
事
故
に
つ
い
て

ネ
ッ
ト
で
拾
っ
た
記
事
二
つ
。

鳩
山
由
紀
夫
首
相
は
二
十
八
日
、
國
會
内

で
北
澤
俊
美
防
衞
相
と
會
ひ
、
海
上
自
衞
隊

の
護
衞
艦
と
韓
國
船
籍
の
コ
ン
テ
ナ
船
の
衝

突
事
故
に
關
す
る
報
告
を
受
け
た
。
韓
國
籍

船
が
海
上
保
安
廳
の
指
示
に
從
い
航
路
を
變

更
し
て
ゐ
た
こ
と
を
踏
ま
へ
て
首
相
は
「
日

韓
關
係
に
い
さ
さ
か
で
も
差
し
障
り
が
あ
る

や
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
が
大

事
だ
」
と
愼
重
な
對
應
を
指
示
し
た
。

鳩
山
由
紀
夫
首
相
は
二
十
八
日
、
國
會
内

で
北
澤
俊
美
防
衞
相
と
會
ひ
、
海
上
自
衞
隊

の
護
衞
艦
と
韓
國
船
籍
の
コ
ン
テ
ナ
船
の
衝

突
事
故
に
關
す
る
報
告
を
受
け
た
。
韓
國
籍

船
が
海
上
保
安
廳
の
指
示
に
從
い
航
路
を
變

更
し
て
ゐ
た
こ
と
を
踏
ま
へ
て
首
相
は
「
日

韓
關
係
に
い
さ
さ
か
で
も
差
し
障
り
が
あ
る

や
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
が
大

事
だ
」
と
愼
重
な
對
應
を
指
示
し
た
。

森
さ
ん
が
ゴ
ル
フ
を
す
ぐ
止
め
な
か
っ
た
と

問
題
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
官
邸
を
去
っ

た
こ
と
が
問
題
に
な
ら
な
い
の
は
何
故
な
の
か
。

二
十
八
日
の
指
示
が
大
津
事
件
と
逆
で
は
な
い

か
と
の
印
象
を
持
っ
た
次
第
。

首
相
官
邸
の
内
閣
情
報
集
約
セ
ン
タ
ー
に

事
故
の
第
一
報
が
入
っ
た
の
は
發
生
か
ら
十

五
分
後
の
午
後
八
時
十
一
分
。
平
野
博
文
官

房
長
官
は
連
絡
を
受
け
、
直
ち
に
首
相
に
報

告
し
た
。
事
故
發
生
時
、
首
相
は
官
邸
５
階

の
執
務
室
に
ゐ
た
が
、
午
後
八
時
三
十
七
分

に
は
田
園
調
布
の
自
宅
に
向
け
て
出
發
。
官

邸
を
出
る
際
、
危
機
管
理
監
に
「
情
報
收
集

を
徹
底
す
る
よ
う
に
」
と
指
示
し
、
官
邸
を

後
に
し
た
。

北
澤
防
衞
相
は
午
後
八
時
十
分
に
第
一
報

を
受
け
、
同
五
十
分
に
防
衞
省
に
到
着
。
省

内
に
對
策
本
部
を
立
ち
上
げ
、
榛
葉
副
大
臣

を
現
地
に
派
遣
し
た
。
省
内
で
記
者
會
見
を

開
き
「
く
ら
ま
が
衝
突
を
起
こ
し
、
國
民
に

心
配
と
ご
迷
惑
を
か
け
た
こ
と
は
極
め
て
遺

憾
」
と
陳
謝
∨

「
國
民
に
心
配
と
ご
迷
惑
を
か
け
た
こ
と

は
極
め
て
遺
憾
」
が
變
。
「
く
ら
ま
が
衝
突
を

起
こ
し
た
こ
と
が
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

¯
1711(21.10.30)

制
限
假
名
字
母
表
記
が
深
く
静
か
に
僭
行
し
て

ゐ
るた

ま
た
ま
開
い
た
岩
波
書
店
の
『
圖
書
』
に

喧
々
諤
々
と
い
ふ
表
記
が
あ
っ
て
氣
に
な
っ
て

ゐ
た
と
こ
ろ
、
翌
日
の
朝
刊
の
小
説
に
侃
々
諤
々
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と
あ
っ
た
の
で
や
は
り
さ
う
か
と
納
得
し
た
の

だ
っ
た
。

カ
ン
カ
ン
ガ
ク
ガ
ク
（
侃
々
諤
々
）
と
ケ
ン

ケ
ン
ガ
ウ
ガ
ウ
（
喧
々
囂
々
）、
手
許
の
字
書
に

よ
れ
ば
侃
は
誠
心
を
つ
く
し
て
論
議
す
る
こ
と
、

諤
は
憚
か
ら
ず
論
議
す
る
こ
と
で
あ
る
の
に
對

し
、
喧
は
か
ま
び
す
し
い
、
囂
は
頭
か
ら
湯
氣

を
立
て
て
怒
號
す
る
こ
と
と
あ
る
か
ら
ま
っ
た

く
意
味
が
異
な
る
が
、
響
き
が
似
て
ゐ
る
か
ら

逆
に
用
ゐ
ら
れ
た
り
今
回
の
や
う
に
混
交
で
用

ゐ
ら
れ
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
學
者
で
も
な
け

れ
ば
ど
れ
が
正
し
い
形
で
あ
る
か
な
ど
判
ら
な

い
の
が
普
通
だ
ら
う
し
、
間
違
っ
た
と
ろ
こ
ろ

で
瑣
末
な
こ
と
だ
。

問
題
は
そ
れ
が
明
治
期
の
も
の
の
復
刻
に
關

る
文
に
あ
っ
た
こ
と
だ
。
詳
し
く
言
へ
ば
十
一

月
號
十
八
頁
下
段
。（
引
用
の
表
記
は
支
障
の
な

い
限
り
讀
み
や
す
い
正
統
表
記
に
直
し
て
あ
る
）

本
來
な
ら
原
文
の
ま
ま
の
組
み
方
で
、
句

讀
點
な
し
で
翻
刻
す
る
の
が
、
あ
る
意
味
で

理
想
的
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

讀
み
や
す
い
テ
ク
ス
ト
と
し
て
再
生
さ
せ
た

い
と
い
ふ
願
望
か
ら
は
大
き
く
遠
ざ
か
る
た

め
、
喧
々
諤
々
の
討
議
を
經
な
が
ら
段
落
分

け
や
句
讀
點
を
打
つ
作
業
を
進
め
て
い
っ
た

が
、
現
在
で
は
使
用
さ
れ
て
ゐ
な
い
文
字
を

含
む
原
文
を
新
た
に
活
字
と
し
て
起
す
際
に

思
ひ
も
か
け
な
い
誤
植
が
生
じ
る
こ
と
も
あ

り
、
校
正
の
度
に
冷
や
汗
を
流
れ
る
こ
と
の

繰
り
返
し
で
あ
っ
た

『
學
問
ノ
ス
ゝ
メ
』
で
諭
吉
はm

iddle
class

を
ミ
ッ
ヅ
ル
ク
ラ
ッ
ス
と
書
い
た
こ
と
、
こ
れ

は
國
會
圖
書
館
の
畫
像
で
確
か
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
地
元
の
圖
書
館
で
み
た
限
り
は

ミ
ッ
ズ
ル
ク
ラ
ッ
ス
だ
。
典
據
と
さ
れ
る
も
の
の

編
集
が
戰
後
の
國
語
教
育
を
受
け
た
人
に
よ
っ

て
な
さ
れ
た
か
ら
だ
ら
う
。

こ
の
改
竄
さ
れ
た
表
記
を
根
據
と
し
て
諭
吉

の
英
語
の
發
音
は
い
い
か
げ
ん
だ
っ
た
な
ど
と

す
る
説
を
讀
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
外
來
語
が
増

え
て
い
ろ
い
ろ
書
分
け
る
現
代
の
表
記
な
ら
諭

吉
は
ミ
ッ
ド
ゥ
ル
と
し
た
だ
ら
う
し
、
古
い
看

板
に
今
で
も
見
る
こ
と
の
で
き
る
ビ
ル
ヂ
ン
グ

は
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
と
な
っ
て
ゐ
た
は
ず
だ
。
い

は
ゆ
る
現
代
仮
名
遣
の
規
定
の
や
う
に
、
ヅ
と

ズ
、
ヂ
と
ジ
を
同
音
だ
と
み
て
は
い
け
な
い
。
ま

し
て
復
刻
と
斷
る
以
上
、
漢
字
を
假
名
に
開
く

こ
と
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か
だ
。

な
ぜ
改
竄
す
る
の
だ
ら
う
か
。
現
代
假
名
遣

と
い
ふ
も
の
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
音

を
寫
し
た
も
の
。
時
代
時
代
で
變
る
の
が
當
然
。

だ
か
ら
復
刻
す
る
に
あ
た
っ
て
、
も
し
表
記
を

改
め
る
な
ら
、
そ
の
復
刻
す
る
と
き
の
表
記
に

合
せ
る
べ
き
だ
と
す
る
、
そ
の
考
へ
方
が
判
ら

な
い
。
將
來
、
讀
む
人
の
と
き
の
表
記
を
豫
め

想
定
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
は
ず
。
せ
め
て

元
ど
ほ
り
に
し
て
お
く
べ
き
だ
。

最
近
、
八
幡
製
鐵
所
の
こ
と
で
ヤ
ハ
タ
な
の

か
ヤ
ワ
タ
な
の
か
と
外
國
の
人
か
ら
質
問
を
受

け
て
ハ
行
轉
呼
音
の
こ
と
か
ら
説
明
し
た
。
八

と
幡
と
の
間
に
切
れ
目
を
意
識
す
れ
ば
ハ
、
さ

う
で
な
け
れ
ば
ワ
で
通
ず
る
も
の
な
の
だ
と
。
伊

呂
波
歌
の
首
句
七
文
字
に
は
ハ
行
轉
呼
音
が
三

文
字
も
あ
る
。
我
々
は
音
節
單
位
で
イ
ロ
ハ
ニ

ホ
ヘ
ト
と
讀
み
、
續
け
て
「
色
は
匂
へ
ど
」
と

讀
ん
で
、
こ
れ
が
國
語
に
内
在
す
る
文
法
で
あ

る
こ
と
を
身
に
つ
け
て
き
た
。
表
音
主
義
者
が

見
落
し
て
ゐ
た
點
の
一
つ
だ
。

と
こ
ろ
で
「
現
在
は
使
用
さ
れ
て
ゐ
な
い
文

字
」
と
は
何
の
こ
と
か
。
一
瞬
、
漢
字
の
こ
と

か
と
思
っ
た
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
る
ワ
行
の
ヰ
ヱ

ヲ
（
但
し
助
詞
と
し
て
の
ヲ
を
除
く
）、
ハ
行
轉

呼
音
（
但
し
助
詞
と
し
て
の
ハ
や
ヘ
を
除
く
）、

そ
れ
に
ヂ
ヅ
（
文
部
省
が
許
容
し
た
例
外
的
語

に
用
ゐ
ら
れ
る
場
合
を
除
く
）
の
こ
と
を
指
す

の
か
も
し
れ
な
い
。

問
題
に
し
た
『
圖
書
』
の
文
章
は
冒
頭
に
朱

熹
の
偶
成
詩
「
少
年
易
老
學
難
成
、
一
寸
光
陰
不

可
輕
。
未
覺
池
塘
春
草
夢
、
階
前
梧
葉
已
秋
聲
。」

の
讀
下
し
文
を
掲
げ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
が
す
で

に
い
は
ゆ
る
現
代
假
名
遣
で
あ
っ
た
。
漢
文
は

い
は
ゆ
る
現
代
假
名
遣
を
適
應
す
べ
き
も
の
で
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は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
踏
み
に
じ
っ
て

ま
で
適
應
し
よ
う
と
す
る
か
ら
に
は
、「
現
在
は

使
用
さ
れ
て
ゐ
な
い
文
字
は
使
は
な
い
」
と
し

た
方
が
よ
い
。
漢
文
だ
け
で
は
な
い
、
明
治
期

の
も
の
に
適
應
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
現
代
と

い
ふ
時
代
的
限
定
が
あ
っ
て
は
困
る
筈
だ
。
だ

か
ら
、「
現
在
は
使
用
さ
れ
て
ゐ
な
い
文
字
」
を

つ
か
は
な
い
表
記
、
制
限
假
名
字
母
表
記
と
い

ふ
捉
へ
方
に
逃
げ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ

て
き
た
。

先
般
（
一
七
〇
七
號
）、
唱
歌
「
サ
ク
ラ
サ

ク
ラ
」
の
歌
詞
の
こ
と
を
問
題
に
し
た
。
或
る

ヂ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
レ
コ
ー
ド
の
ヂ
ャ
ケ
ッ
ト

記
載
の
「
か
す
み
か
く
も
か
、
に
お
い
ぞ
い
ず

る
」
の
後
半
が
教
科
書
で
「
朝
日
に
に
お
う
」
と

な
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
嘆
い
て
ゐ
た
か
ら
だ
。
し

か
し
、
ヂ
ャ
ケ
ッ
ト
の
表
記
が
既
に
改
竄
で
あ

る
こ
と
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が
問
題
な
の
だ
。
い

は
ゆ
る
現
代
假
名
遣
を
古
文
に
及
ぼ
す
べ
き
で

な
い
と
す
れ
ば
、「
に
お
い
ぞ
い
ず
る
」
と
書
く

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
い
や
及
ぼ
す
べ
き
で
な

い
と
い
ふ
法
律
が
な
く
て
も
、「
い
づ
る
」
と
い

ふ
語
の
一
部
を
否
定
の
助
動
詞
の
ズ
に
書
換
へ

る
こ
と
な
ど
、
多
少
な
り
と
も
國
語
の
感
覺
の

し
っ
か
り
し
た
人
に
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

だ
か
ら
「
朝
日
に
に
お
う
」
と
逃
げ
た
、
そ
の

苦
衷
が
判
ら
な
か
っ
た
わ
け
だ
。
ヂ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
文
は
昭
和
四
十
八
年
。
今
や
こ
の
苦
衷

を
察
す
る
人
が
ど
れ
ほ
ど
ゐ
る
も
の
で
あ
ら
う

か
。
古
文
も
制
限
假
名
字
母
表
記
で
書
け
る
の

だ
と
主
張
し
て
ゐ
る
文
化
廳
の
役
人
も
あ
る
く

ら
い
だ
。

因
み
に
私
の
名
前
は
ト
シ
ヲ
。
年
金
も
銀
行

口
座
も
市
の
圖
書
館
も
さ
う
な
っ
た
。
旅
劵
を
と

る
こ
と
が
あ
れ
ばtoshiw

o

と
な
る
筈
だ
。
し

か
し
、
多
分
ミ
ヱ
コ
と
か
ヰ
ノ
ウ
ヘ
と
か
は
受

附
け
ら
れ
な
い
だ
ら
う
。
一
バ
イ
ト
假
名
に
な

い
か
ら
だ
。
だ
か
ら
こ
れ
も
制
限
假
名
字
母
表

記
だ
。
先
日
、
或
る
携
帶
電
話
の
假
名
漢
字
變

換
の
方
法
を
教
は
っ
た
。
實
に
み
ご
と
な
の
で

驚
い
た
け
れ
ど
ヰ
も
ヱ
も
不
可
能
で
あ
っ
た
。

復
刻
の
校
定
者
は
友
愛
精
神
に
滿
ち
あ
ふ
れ

て
ゐ
て
讀
み
や
す
い
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
。
餘

計
な
お
世
話
だ
。
判
ら
な
け
れ
ば
字
書
や
辭
書

を
引
く
。
問
題
は
字
書
や
辭
書
の
内
容
が
法
律

で
規
制
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
だ
。
法
律
と
い
ふ
の

は
國
會
で
議
決
さ
れ
た
と
い
ふ
意
味
で
の
も
の

で
は
な
い
。
し
か
し
役
所
の
出
し
た
も
の
に
あ

る
の
だ
か
ら
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
書
い
て
あ
る
よ

り
法
律
に
近
い
だ
ら
う
。

文
化
廳
編
『
言
葉
に
關
す
る
問
答
集
』
に
は

こ
ん
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

二
語
の
聯
合
に
つ
い
て
は
、
實
際
問
題
と

し
て
、
語
の
構
成
に
對
す
る
分
析
の
仕
方
で

相
違
も
出
る
。「
現
代
か
な
づ
か
ひ
」
で
は
、

次
の
や
う
な
語
は
「
二
語
の
聯
合
」
と
認
め
、

「
づ
」
を
用
ゐ
る
こ
と
と
し
て
ゐ
る
。

あ
い
そ
づ
か
し
　
か
た
づ
く
　
こ
と
づ

て
　
た
づ
な
等

ま
た
、
次
の
や
う
な
語
は
、
現
代
語
と
し

て
語
構
成
の
分
析
的
意
識
が
な
い
も
の
と
し
、

「
ず
」
を
用
ゐ
る
こ
と
と
し
て
ゐ
る
。

う
な
ず
く
　
お
と
ず
れ
　
お
の
ず
か
ら
　

き
ず
な
等

要
す
る
に
、「
た
づ
な
」
に
「
づ
」
を
用
ひ

「
き
ず
な
」
に
「
ず
」
を
用
ゐ
る
あ
た
り
が
そ

の
境
目
で
あ
る
。

そ
の
境
目
の
絆
が
い
ま
や
引
っ
張
り
だ
こ
だ
。

し
か
し
、
そ
れ
が
紐
帶
を
意
味
す
る
も
の
だ
と

し
て
キ
ヅ
ナ
と
書
く
人
は
民
主
黨
に
は
ゐ
な
い

や
う
だ
。

昭
和
六
十
一
年
の
内
閣
告
示
に
は

な
ほ
、
次
の
や
う
な
語
に
つ
い
て
は
、
現

代
語
の
意
識
で
は
一
般
に
二
語
に
分
解
し
に

く
い
も
の
等
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
じ
ず
を
用

ゐ
て
書
く
こ
と
を
本
則
と
し
、「
せ
か
い
ぢ
ゅ

う
」「
い
な
づ
ま
」
の
よ
う
に
「
ぢ
」「
づ
」
を

用
ゐ
て
書
く
こ
と
も
で
き
る
も
の
と
す
る
。

と
い
ふ
説
明
の
後
に
例
と
し
て
「
き
ず
な
」
が

擧
が
っ
て
ゐ
る
。
本
則
だ
と
か
さ
う
で
な
い
と
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か
、
こ
ん
な
こ
と
を
法
律
で
決
め
る
馬
鹿
が
あ

る
も
の
か
。
し
か
し
我
が
國
民
は
從
順
。
ド
イ
ツ

の
や
う
に
表
記
の
こ
と
で
父
兄
が
訴
訟
を
起
す

こ
と
も
な
い
。
本
則
通
り
で
な
け
れ
ば
辭
書
も

賣
れ
な
い
。
か
く
し
て
國
語
辭
典
で
本
來
の
キ

ヅ
ナ
で
こ
の
語
を
引
く
こ
と
な
ど
不
可
能
な
の

だ
。
國
語
國
字
問
題
、
新
聞
に
お
け
る
漢
字
の

使
用
が
廣
が
っ
た
の
で
、
も
は
や
峠
を
越
え
た

と
見
る
人
も
あ
る
け
れ
ど
、
制
限
假
名
字
母
表

記
が
深
く
静
か
に
僭
行
し
て
ゐ
る
こ
と
を
知
っ

て
欲
し
い
。

♦
1723(21.11.12)

國
語
の
運
用
に
役
所
が
關
る
と
ろ
く
な
こ
と
が

な
い人

名
漢
字
の
こ
と
が
氣
に
な
っ
て
ゐ
る
。
先

日
聽
い
た
對
談
、
演
壇
背
景
幕
に
憂
國
對
談
と

大
書
し
た
も
の
が
掲
げ
て
あ
っ
た
が
、
國
が
新

字
體
。
對
談
者
の
名
前
の
櫻
が
正
字
體
。
か
う

い
ふ
こ
と
は
戰
前
で
も
あ
り
え
た
だ
ら
う
か
。

こ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
も
、
漢
字
の
こ
と
は

よ
く
知
ら
な
い
。
特
に
書
く
方
は
苦
手
。
小
學
校

の
時
に
習
字
で
張
り
出
さ
れ
た
こ
と
は
一
度
だ

け
。
一
番
下
手
だ
と
い
ふ
理
由
で
一
番
上
手
い

飯
山
君
と
竝
べ
て
張
り
出
さ
れ
た
と
き
だ
。
今

な
ら
一
種
の
い
ぢ
め
だ
ら
う
。
書
體
と
字
體
と

い
ふ
こ
と
も
十
分
に
辧
へ
て
は
ゐ
な
い
。
と
に

か
く
こ
れ
が
字
形
に
關
る
用
語
で
あ
り
、
字
形

が
異
な
れ
ば
別
の
字
で
あ
る
と
必
ず
し
も
言
へ

な
い
こ
と
だ
け
は
知
っ
て
ゐ
る
。
行
書
、
草
書

な
ど
は
書
體
。
明
朝
體
、
教
科
書
體
と
い
ふ
の

も
書
體
に
數
へ
る
ら
し
い
。
字
體
と
い
ふ
の
は
、

そ
の
字
を
そ
の
字
た
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
字
形

の
骨
格
を
抽
象
的
に
捉
え
た
も
の
の
や
う
だ
。

出
版
社
時
代
、
英
語
辭
書
の
編
集
に
携
は
っ

て
訓
練
さ
れ
た
こ
と
は
活
字
の
書
體
を
混
用
し

な
い
こ
と
。
ロ
ー
マ
ン
體
にT

im
es

N
ew

R
o-

m
an

を
使
用
す
る
な
ら
イ
タ
リ
ッ
ク
體
も
ボ
ー

ル
ド
も
そ
れ
に
合
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿

論
、
活
字
體
と
筆
記
體
を
混
在
せ
し
め
る
こ
と

な
ど
あ
り
得
な
い
こ
と
だ
。
そ
の
た
め
も
あ
っ

て
略
體
と
正
字
體
と
の
混
在
に
違
和
感
が
あ
る
。

戰
後
の
漢
和
辭
典
が
文
部
省
式
の
表
記
で
可
怪

し
く
な
っ
て
ゐ
る
と
知
っ
て
定
年
後
古
本
屋
で

求
め
た
『
大
字
典
』
に
よ
れ
ば
音
訓
索
引
に
は

國
の
新
字
體
は
な
い
。
正
字
の
近
く
に
立
項
さ

れ
て
は
ゐ
る
が
國
の
俗
字
と
書
い
て
あ
る
だ
け

だ
。
因
み
に
水
戸
光
圀
の
圀
は
別
體
と
あ
る
。
俗

字
に
は
正
式
で
は
な
い
と
い
ふ
響
き
が
あ
る
が

別
體
に
は
な
い
。
こ
の
あ
た
り
も
難
し
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
を
書
く
と
き
、
つ
ま
り
入
力

す
る
と
き
は
字
體
の
こ
と
は
氣
に
し
な
い
。
後

で
變
換
し
て
整
理
す
る
。
國
の
場
合
は
正
字
で

あ
っ
て
も
俗
字
で
あ
っ
て
も
正
字
に
な
る
。
圀

は
變
換
さ
れ
な
い
。
俗
字
と
正
字
が
共
存
す
る

こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
す
る
設
定
だ
。
二
と
ほ

り
の
字
體
を
使
ひ
分
け
る
に
は
、
俗
字
の
方
に

變
換
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
ふ
タ
グ
を
附
け
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
面
倒
で
も
あ
り

且
は
原
則
に
も
か
な
ふ
の
で
俗
字
は
用
ゐ
な
い

書
き
方
を
心
掛
け
て
ゐ
る
。

さ
て
、
俗
字
も
別
體
も
字
形
の
問
題
。
字
形

は
筆
記
具
や
筆
順
に
よ
っ
て
變
化
す
る
。
西
と

い
ふ
字
の
第
五
畫
つ
ま
り
中
央
の
縱
方
向
の
右

側
の
線
で
あ
る
が
、
こ
の
先
端
を
丁
寧
に
右
に

曲
げ
る
の
は
筆
で
書
く
と
き
だ
け
で
は
あ
る
ま

い
か
。
第
六
畫
は
左
か
ら
右
へ
引
く
底
邊
。
鉛

筆
の
と
き
は
右
に
曲
げ
ず
に
底
邊
の
左
端
に
運

筆
す
る
の
が
私
の
書
き
ぐ
せ
。
む
か
し
、
イ
ギ

リ
ス
の
エ
ク
セ
タ
ー
で
世
界
辭
書
編
集
者
會
議

と
い
ふ
の
に
出
た
と
き
に
、
鄰
合
せ
た
佛
蘭
西

人
に
名
前
を
訊
か
れ
て
カ
ミ
ニ
シ
と
答
へ
た
ら

漢
字
で
書
け
と
い
ふ
の
で
書
い
た
と
こ
ろ
、
翌

日
に
な
っ
て
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
右
に
曲
げ
る

べ
き
で
は
な
い
か
と
質
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
父

は
戸
籍
を
作
る
と
き
硬
筆
だ
っ
た
の
だ
と
思
ふ
。

我
家
の
戸
籍
は
、
こ
の
字
形
で
作
ら
れ
た
。
し

か
し
、
こ
れ
が
別
の
字
で
あ
る
な
ど
と
考
へ
た

こ
と
は
一
度
も
な
い
。
デ
ー
タ
ー
化
す
る
と
き

は
字
形
の
た
め
に
丁
寧
に
書
い
た
西
と
は
別
の

番
地
を
割
り
當
て
て
く
れ
た
ら
し
く
、
別
の
字

で
あ
る
と
い
ふ
通
知
を
役
所
か
ら
貰
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
文
部
省
な
ら
字
種
を
減
ら
さ
う
と
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す
る
だ
ら
う
が
、
戸
籍
係
は
書
か
れ
た
字
形
に

忠
實
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。

人
名
漢
字
表
な
る
も
の
が
あ
る
。
以
下
、
巌

饅
工
場
と
い
ふ
サ
イ
ト
の
記
述
を
借
用
す
る
。

昭
和
二
十
一
年
に
、
表
音
主
義
に
基
く
國

語
國
字
改
革
の
一
環
と
し
て
、「
當
用
漢
字
表
」

が
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
全
部
で
一
八

五
〇
字
あ
り
、
こ
れ
以
外
の
漢
字
は
使
つ
て

は
な
ら
な
い
と
す
る
漢
字
制
限
政
策
で
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
昭
和
二
十
二
年
に
施
行
さ

れ
た
「
戸
籍
法
」
で
は
、
子
供
に
つ
け
る
名
前

に
使
ふ
こ
と
が
出
來
る
漢
字
を
、
こ
の
「
當

用
漢
字
表
」
内
の
漢
字
に
制
限
し
ま
し
た
。
し

か
し
、
一
八
五
〇
字
で
は
足
り
な
い
と
い
ふ

こ
と
に
な
り
、
誕
生
し
た
の
が
「
人
名
用
漢

字
」
で
し
た
。
昭
和
二
十
六
年
に
九
二
字
が

人
名
用
漢
字
と
し
て
制
定
さ
れ
た
の
を
始
め

と
し
て
、
そ
の
後
幾
度
か
に
亙
つ
て
追
加
・

擴
充
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

漢
字
制
限
で
走
り
出
し
た
も
の
の
人
名
で
行

き
づ
ま
り
、
使
用
漢
字
の
枠
を
大
き
く
す
る
た

め
の
彌
縫
策
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。
人
名
用
漢
字

表
は
頻
繁
に
改
訂
さ
れ
、
そ
の
都
度
大
き
く
な
っ

た
。
千
七
百
號
「
人
名
漢
字
變
遷
の
目
ま
ぐ
る

し
さ
」
で
書
い
た
や
う
に
平
成
十
六
年
度
で
は

二
月
二
十
三
日
に
一
字
を
追
加
。
六
月
七
日
に

更
に
一
字
の
追
加
。
七
月
十
二
日
に
三
字
を
追

加
。
九
月
二
十
七
日
に
は
「
漢
字
の
表
」
に
四

百
八
十
八
字
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、「
人
名
用

漢
字
許
容
字
體
表
」
の
二
百
五
字
を
「
漢
字
の

表
」
に
統
合
し
た
と
あ
る
。
昔
の
同
僚
で
あ
っ

た
中
島
さ
ん
、
定
年
後
に
葉
書
を
貰
っ
た
ら
中

嶋
さ
ん
で
あ
っ
た
。
嶋
が
人
名
用
漢
字
と
し
て

認
知
さ
れ
た
の
も
こ
の
年
だ
っ
た
や
う
だ
。
漢

字
制
限
は
姓
に
は
及
ば
さ
な
い
と
な
っ
て
ゐ
る

ら
し
い
が
、
そ
ん
な
區
別
は
一
般
の
人
は
知
ら

な
い
。

最
近
、
雜
誌
記
事
な
ど
で
本
文
は
新
字
體
、
自

分
の
名
前
は
正
字
體
と
い
ふ
の
を
見
か
け
る
。
或

る
雜
誌
で
ロ
シ
ア
軍
が
ジ
ョ
ー
ジ
ア
を
攻
め
た

と
、
グ
ル
ジ
ア
を
英
語
式
に
書
い
て
あ
っ
た
が
、

こ
の
場
合
も
さ
う
で
あ
っ
た
。
執
筆
者
は
國
際

機
關
に
長
か
っ
た
と
あ
る
の
で
、
耳
か
ら
入
っ

た
形
に
引
き
ず
ら
れ
る
の
は
仕
方
が
な
い
。
か

う
い
ふ
の
は
編
集
部
で
氣
を
つ
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ら
う
。
戰
前
の
教
育
を
受
け
た
年
代
、

本
文
も
正
字
體
で
あ
っ
た
の
を
、
編
集
部
で
署

名
の
と
こ
ろ
を
除
い
て
新
字
體
に
直
し
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
さ
う
思
ふ
の
は
、
ロ
ー
マ
字
問
題

に
つ
い
て
或
る
新
聞
に
書
い
た
と
き
表
記
を
文

部
省
式
に
變
更
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
こ
と

が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
人
名
に
つ
い
て
逐
一
人
名

漢
字
表
に
當
っ
て
役
所
の
認
め
た
も
の
に
限
り

正
字
體
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
國
語
の

運
用
に
役
所
が
關
る
と
結
局
か
う
い
ふ
こ
と
に

な
る
。
さ
う
い
ふ
編
集
作
業
を
誰
が
で
き
る
も

の
か
。
恐
ら
く
、
人
名
に
つ
い
て
は
人
名
用
漢
字

表
に
登
録
し
て
あ
る
か
ど
う
か
に
拘
ら
ず
正
字

で
か
ま
は
な
い
と
決
め
て
か
か
る
以
外
に
方
法

は
な
い
。
國
語
の
運
用
に
役
所
が
關
る
と
ろ
く

な
こ
と
が
な
い
見
本
だ
。

♦
1728(21.11.17)

こ
れ
を
し
も
無
駄
と
言
は
ず
ん
ば
何
を
以
っ
て

無
駄
と
や
言
は
ん

民
主
主
義
と
い
ふ
の
は
集
團
に
お
け
る
智
惠

に
到
達
す
る
方
法
だ
と
思
っ
て
ゐ
た
。
多
數
決

の
前
に
言
説
を
重
ん
じ
る
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る

は
ず
だ
と
。
事
業
仕
分
け
人
が
權
力
で
も
っ
て
專

門
家
の
意
見
を
裁
斷
す
る
。
何
時
か
ら
權
力
が

議
論
を
押
し
切
る
や
う
に
な
っ
た
の
だ
ら
う
か
。

し
か
し
、
よ
く
考
へ
て
み
る
と
、
こ
れ
ほ
ど

あ
か
ら
さ
ま
で
は
な
い
が
戰
後
の
國
語
行
政
も

さ
う
で
あ
っ
た
。
昭
和
三
十
六
年
三
月
の
第
五

回
國
語
問
題
審
議
會
總
會
で
宇
野
精
一
・
成
瀬

正
勝
・
山
岸
徳
平
・
鹽
田
良
平
・
舟
橋
聖
一
の

五
人
が
退
席
・
脱
退
し
た
の
は
人
選
の
問
題
で

あ
っ
た
。
言
説
が
ま
か
り
通
る
や
う
な
場
で
は

な
か
っ
た
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
だ
と
思
ふ
。

國
語
問
題
審
議
會
の
決
め
た
現
代
假
名
遣
の

前
書
を
み
て
み
よ
う
。（
傳
統
的
表
記
に
直
し
て
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の
引
用
。
繰
返
し
符
號
（
く
ノ
字
點
）
は
假
名

に
開
く
）

こ
の
假
名
遣
は
、
法
令
、
公
用
文
書
、
新

聞
、
雜
誌
、
放
送
な
ど
、
一
般
の
社
會
生
活
に

お
い
て
、
現
代
の
國
語
を
書
き
表
す
た
め
の

假
名
遣
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
假
名
遣
は
、
科
學
、
技
術
、
藝
術
そ

の
他
の
各
種
專
門
分
野
や
個
々
人
の
表
記
に

ま
で
及
ぼ
さ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
こ
に
は
專
門
家
の
表
記
と
一
般
社
會
生
活

に
お
け
る
表
記
は
別
だ
と
す
る
考
へ
方
が
あ
る
。

前
書
の
最
後
は
次
の
通
り
。

歴
史
的
假
名
遣
は
、
明
治
以
降
、
現
代
か

な
づ
か
ひ
（
昭
和
二
十
一
年
内
閣
告
示
第
三

十
三
號
）
の
行
は
れ
る
以
前
に
は
、
社
會
一

般
の
基
準
と
し
て
行
は
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ

り
、
今
日
に
お
い
て
も
、
歴
史
的
假
名
遣
で
書

か
れ
た
文
獻
な
ど
を
讀
む
機
會
は
多
い
。
歴

史
的
假
名
遣
が
、
我
が
國
の
歴
史
や
文
化
に

深
い
か
か
は
り
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
尊
重

さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
ま

た
、
こ
の
假
名
遣
に
も
歴
史
的
假
名
遣
を
受

け
繼
い
で
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
の
假
名

遣
の
理
解
を
深
め
る
上
で
、
歴
史
的
假
名
遣

を
知
る
こ
と
は
有
用
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
戰
前
は
專
門
家
と
一
般
人
と
を
表

記
に
お
い
て
區
別
す
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
わ

け
だ
。
戰
前
の
エ
リ
ー
ト
教
育
は
小
學
校
か
ら

だ
っ
た
。
今
は
恐
ら
く
大
學
か
ら
だ
。
專
門
家

と
一
般
人
と
の
區
別
を
考
へ
た
人
達
は
勿
論
專

門
家
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
に
は
問
題

な
い
表
記
で
あ
る
が
、
一
般
人
の
た
め
に
易
し

く
し
た
方
が
よ
い
と
考
へ
た
。
最
近
、
新
井
白

石
の
「
折
た
く
柴
の
記
」
を
岩
波
古
典
文
學
大

系
で
讀
ん
だ
。
底
本
は
手
書
き
だ
か
ら
略
字
も

あ
る
。
凡
例
に
は
「
漢
字
の
俗
字
・
略
字
・
古

字
の
類
は
、
お
ほ
む
ね
通
行
の
正
字
體
に
改
め

た
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
復
刻
の
本
來
の
や
り
方

だ
。
專
門
家
向
け
の
も
の
で
あ
れ
ば
戰
後
の
も

の
で
も
正
字
體
が
當
り
前
で
あ
っ
た
。

戰
後
の
國
語
教
育
で
育
っ
た
世
代
が
今
の
政

權
。
内
と
外
と
言
葉
を
變
へ
る
嗜
み
が
な
い
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
う
で
な
け
れ
ば
、
身
内

の
事
情
で
先
代
の
約
束
を
見
直
す
な
ど
と
言
へ

る
は
ず
が
な
い
。
白
石
な
ら
「
い
か
に
か
く
ま

で
、
我
國
の
恥
あ
る
事
を
し
れ
る
人
な
き
世
と

は
な
り
ぬ
ら
む
」
と
嘆
く
と
こ
ろ
だ
。

歴
史
的
假
名
遣
は
別
に
難
し
い
も
の
で
は
な

い
。
い
や
、
い
は
ゆ
る
現
代
假
名
遣
よ
り
筋
の

通
っ
た
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
は
五
年
ほ
ど
前
に

切
替
へ
て
み
て
よ
く
判
っ
た
し
、
外
國
人
に
日

本
語
の
讀
み
方
を
説
明
す
る
と
き
も
明
解
で
あ

る
こ
と
を
經
驗
し
た
。
歴
史
的
假
名
遣
に
比
べ

て
英
語
の
綴
り
は
は
る
か
に
複
雜
だ
。
だ
か
ら
、

英
語
に
は
現
代
假
名
遣
の
や
う
な
も
の
を
導
入

す
べ
き
だ
と
す
る
運
動
が
あ
っ
た
の
は
む
し
ろ

當
然
だ
ら
う
。
英
國
で
も
學
校
教
育
に
簡
易
綴

り
が
導
入
さ
れ
か
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
危

な
い
と
こ
ろ
で
回
避
さ
れ
、
役
人
が
表
記
に
に

介
入
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
も
し
さ
う
な
っ

て
ゐ
た
ら
今
日
の
英
語
の
隆
盛
は
な
か
っ
た
で

あ
ら
う
。
し
か
し
、
英
語
の
簡
易
表
記
は
あ
く

ま
で
入
門
期
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
や
が

て
通
常
の
綴
り
に
切
替
へ
る
も
の
と
さ
れ
て
ゐ

た
の
だ
さ
う
だ
。
こ
の
あ
た
り
は
山
口
美
知
代

『
英
語
の
改
良
を
夢
み
た
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
』
に

く
は
し
い
。

我
國
に
お
い
て
は
簡
易
表
記
の
導
入
が
一
擧

に
行
な
は
れ
た
た
め
、
知
の
世
界
に
お
け
る
一

種
の
下
克
上
が
出
現
し
た
。
我
々
の
親
も
教
師

も
、
身
に
つ
け
た
知
識
を
、
古
い
も
の
間
違
っ
た

も
の
と
し
て
否
定
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
た
わ
け

だ
。
そ
し
て
今
で
は
岩
波
の
復
刻
で
さ
へ
、
い
は

ゆ
る
現
代
假
名
遣
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
状
況

だ
。
絶
對
多
數
の
一
般
人
の
た
め
に
專
門
家
と

い
ふ
存
在
が
忘
れ
ら
れ
か
け
て
ゐ
る
こ
と
、
か

く
の
通
り
。
言
説
に
意
味
が
な
く
な
れ
ば
、
頭

數
だ
け
の
多
數
決
が
は
ば
を
效
か
す
の
は
仕
方

が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

戰
後
導
入
さ
れ
た
簡
易
表
記
は
未
だ
定
ま
っ
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た
標
準
に
到
達
で
き
で
ゐ
な
い
。
前
提
が
間
違
っ

て
ゐ
る
か
ら
當
然
な
の
だ
が
、
國
語
審
議
會
は

文
化
審
議
會
國
語
部
會
と
名
を
變
へ
て
存
續
し

て
ゐ
る
。
言
葉
を
権
力
で
差
配
す
る
こ
と
、
こ

れ
を
し
も
無
駄
と
言
は
ず
ん
ば
何
を
以
っ
て
無

駄
と
や
言
は
ん
、
と
我
な
が
ら
小
癪
の
こ
と
を

一
筆
。

♦
1736(21.11.26)

略
體
は
正
字
に
す
る
の
が
本
來

學
士
會
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
と
い
ふ
サ
イ
ト
が
あ

る
。
今
月
の
も
の
は
鳩
山
秀
夫
法
學
博
士
「
穗
積

老
先
生
不
朽
の
功
績
を
憶
ふ
」（
大
正
十
五
年

五
月
）。
こ
の
表
記
は
當
り
前
の
こ
と
な
が
ら
原

文
通
り
、
つ
ま
り
正
字
歴
史
的
假
名
遣
だ
。
先

月
の
も
の
は
新
字
體
現
代
假
名
遣
に
直
し
て
あ

る
や
う
に
思
は
れ
た
。
電
子
書
庫
に
收
納
す
る

の
は
後
世
の
讀
者
の
た
め
だ
ら
う
か
ら
偶
々
收

納
す
る
と
き
の
表
記
だ
か
ら
と
「
現
代
」
と
時

代
を
制
限
し
た
表
記
を
特
權
的
に
扱
ふ
べ
き
で

は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
葉
書
を
出
し
た
と
こ

ろ
折
り
返
し
「
檢
討
す
る
」
と
返
事
が
あ
り
、
更

に
一
週
間
後
に
、
原
文
通
り
に
す
る
と
の
封
書

が
屆
い
た
の
で
あ
っ
た
。

最
近
、
電
子
テ
キ
ス
ト
に
復
刻
す
る
と
き
の

表
記
に
つ
い
て
氣
に
な
っ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
、『
ナ

シ
ョ
ナ
ル
ヂ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
』
平
成
二
十
一

年
十
二
月
號
二
十
四
頁
（
表
紙
か
ら
數
へ
て
十

七
枚
目
）
に
面
白
い
圖
を
見
つ
け
た
。
同
心
圓

状
に
英
單
語
二
千
を
、
外
縁
に
い
く
に
從
っ
て

小
振
り
の
文
字
に
し
て
配
置
し
た
も
の
。
中
心

に
あ
る
の
はI,

tw
o,

five,
w

ho,
three

の
五

語
。
歐
州
、
中
近
東
、
印
度
亞
大
陸
の87

の
言

語
で
同
じ
二
千
語
を
レ
デ
ィ
ン
グ
大
學
進
化
生

物
情
報
學
教
授
マ
ー
ク
・
パ
ー
ヂ
ェ
ル
氏
が
電

算
處
理
し
た
結
果
だ
さ
う
だ
。
品
詞
で
は
名
詞

代
名
詞
數
詞
が
安
定
し
て
ゐ
る
と
あ
る
。

中
央
の
五
語
は
も
っ
と
も
使
用
頻
度
が
高
く
、

一
萬
年
以
上
に
亙
っ
て
同
じ
語
形
で
あ
る
が
外

縁
の
方
は
八
百
年
で
廢
れ
る
と
あ
る
。
中
央
の

五
語
は
八
十
七
の
す
べ
て
の
言
語
に
共
通
だ
と

し
て
英
語
のthree

に
對
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

語tre

デ
ン
マ
ー
ク
語tre

ド
イ
ツ
語drei

イ

タ
リ
ア
語tre

ス
ペ
イ
ン
語tres

ギ
リ
シ
ャ

語tria

ヒ
ン
デ
ィ
語teen

パ
ン
ジ
ャ
ブ
語tin

等
々
が
列
擧
し
て
あ
る
。

語
形
が
安
定
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
と
き
の
音
は
、

語
の
同
定
を
許
す
範
圍
で
の
變
化
を
許
容
す
る

も
の
で
、
表
音
假
名
遣
論
者
の
や
う
に
單
音
も

し
く
は
單
音
節
單
位
で
捉
へ
て
ゐ
る
も
の
で
は

な
い
だ
ら
う
。

こ
の
頁
と
見
開
き
を
成
す
頁
は
最
古
の
聖
書

の
寫
眞
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
で
羊
皮
紙
に
書
か

れ
た
も
の
。
一
四
八
七
頁
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ

る
が
シ
ナ
イ
半
島
の
修
道
院
の
外
、
英
國
、
ド
イ

ツ
、
ロ
シ
ア
な
ど
に
別
れ
て
殘
存
す
る
の
は
計

八
二
三
頁
。
こ
れ
の
電
子
化
の
作
業
が
進
行
中
。

詳
し
く
はcodexshinaiticus.org

を
參
照
さ

れ
た
い
。
復
刻
と
は
何
か
か
ら
始
め
て
、
テ
キ
ス

ト
デ
ー
タ
ー
に
翻
字
し
て
か
ら
の
自
動
け
う
が
ふ

校
合
の

こ
と
、
電
子
版
に
な
れ
ば
、
如
何
に
研
究
が
や

り
や
す
く
な
る
か
等
が
論
じ
て
あ
る
。

最
初
に
な
す
べ
き
こ
と
は
す
べ
て
の
文
字
を

翻
字
す
る
こ
と
。
す
べ
て
を
ギ
リ
シ
ャ
字
母
の

ど
れ
と
決
め
て
行
く
わ
け
だ
か
ら
字
母
制
限
な

ど
あ
り
え
な
い
。
一
々
の
字
形
が
問
題
な
の
で

は
な
く
、
ど
の
文
字
だ
と
し
て
書
か
れ
て
ゐ
る

か
が
問
題
。
つ
ま
り
略
體
は
正
字
に
す
る
の
が

本
來
な
の
だ
。
こ
れ
は
電
子
版
で
は
一
層
重
要

な
こ
と
だ
と
思
ふ
。

♦
1745(21.12.5)

現
代
漢
字
で
歴
史
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い

孫
の
學
藝
會
に
行
っ
た
。
會
場
の
體
育
館
に

入
っ
て
み
る
と
舞
臺
袖
の
め
く
り
札
に
「
休
け

い
」
と
あ
る
。
戰
前
の
教
師
な
ら
、「
こ
ん
な
書

き
方
を
し
て
は
い
け
な
い
。
も
し
字
を
知
ら
な

い
の
な
ら
辭
書
で
調
べ
て
書
き
な
さ
い
」
と
教

へ
た
は
ず
だ
。
今
な
ら
假
名
漢
字
變
換
で
休
憩

と
簡
單
に
入
力
で
き
る
。「
休
け
い
」
と
入
力
す

る
の
は
か
へ
っ
て
面
倒
だ
ら
う
。
し
か
し
、
以
上

は
こ
の
語
を
耳
で
聽
い
て
判
る
程
度
に
は
知
っ

て
ゐ
る
と
し
て
の
話
。
さ
う
で
な
け
れ
ば
、
假
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名
の
前
の
漢
字
は
訓
讀
が
原
則
だ
か
ら
ヤ
ス
ケ

イ
と
讀
ま
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
こ
ろ
だ
。

今
の
教
師
は
ど
う
し
て
こ
の
や
う
な
表
記
を

見
過
し
に
す
る
の
か
。
い
や
漢
字
制
限
が
あ
る
、

こ
の
め
く
り
は
教
師
が
書
い
た
も
の
か
も
し
れ

な
い
。
文
部
省
が
漢
字
を
使
用
禁
止
に
し
、
例
外

的
に
使
用
を
許
可
し
た
の
が
教
育
漢
字
だ
。
し

か
も
こ
れ
に
は
學
年
配
當
と
い
ふ
も
の
ま
で
あ

る
。
だ
か
ら
教
師
た
る
も
の
油
斷
し
て
は
な
ら

な
い
。
使
用
禁
止
な
の
は
、
憩
の
字
一
字
の
問

題
な
の
だ
ら
う
か
。
こ
の
字
を
教
へ
な
く
て
よ

い
と
し
た
の
は
、
こ
の
字
を
用
ゐ
る
や
う
な
言

葉
を
つ
か
ふ
べ
き
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
だ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
だ
か
ら
「
休
け
い
」
と

す
べ
き
で
は
な
く
「
休
み
」
と
す
べ
き
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
こ
れ
だ
と
、
送
假
名
が
あ
る
場

合
は
訓
讀
す
る
と
い
ふ
原
則
に
も
叶
ふ
。
し
か

し
、
つ
い
キ
ウ
ケ
イ
と
い
ふ
語
を
使
っ
て
し
ま
っ

た
わ
け
だ
。
そ
れ
で
も
、
禁
を
犯
さ
ぬ
や
う
に
、

語
の
前
半
だ
け
し
か
教
へ
な
い
。
あ
と
は
何
時

教
へ
る
の
か
。
學
年
配
當
の
表
を
み
て
み
る
と
、

ど
こ
に
も
な
い
。
結
局
、
教
育
漢
字
で
な
い
か

ら
、
小
學
校
で
は
教
へ
て
は
な
ら
な
い
字
と
い

ふ
こ
と
に
な
る
。
か
う
い
ふ
こ
と
を
教
師
は
ど

う
や
っ
て
調
べ
る
の
だ
ら
う
。
一
々
、
學
年
配

當
ま
で
明
記
し
た
辭
書
が
あ
る
と
も
思
は
れ
な

い
が
、
實
に
御
苦
勞
な
こ
と
だ
と
思
ふ
。

學
力
檢
査
と
い
ふ
の
が
あ
る
が
憩
の
字
は
知
っ

て
ゐ
る
の
が
學
力
あ
り
と
す
る
の
だ
ら
う
か
。
も

し
さ
う
な
ら
、
そ
の
語
を
用
ゐ
る
と
き
に
、
そ

の
語
を
書
く
と
き
に
教
へ
る
の
が
一
番
だ
ら
う
。

教
育
漢
字
と
か
學
年
配
當
と
か
い
ふ
も
の
は
變

更
に
な
る
こ
と
は
な
い
の
か
。
常
用
漢
字
は
よ

く
變
る
か
ら
、
こ
れ
だ
っ
て
變
る
か
も
し
れ
な

い
。
小
學
校
教
師
が
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
な
ら
な
い

の
が
不
思
議
だ
。

國
語
教
科
書
の
編
集
を
や
っ
て
ゐ
た
友
人
に

教
は
っ
た
こ
と
だ
が
、
小
學
校
の
教
科
書
の
場

合
、
學
年
配
當
は
二
段
階
に
な
っ
て
ゐ
て
、
三
年

生
の
教
科
書
で
あ
れ
ば
、
三
年
配
當
の
も
の
の

外
に
、
既
修
つ
ま
り
一
年
二
年
配
當
の
漢
字
も

使
用
可
能
、
そ
れ
か
ら
四
年
配
當
の
も
の
は
ル

ビ
附
で
使
用
可
能
で
あ
っ
た
さ
う
だ
。
教
科
書

に
掲
載
す
る
作
品
は
こ
の
基
準
に
そ
っ
て
書
換

へ
る
。
そ
の
と
き
假
名
表
記
の
部
分
で
配
當
漢

字
で
表
記
で
き
る
と
こ
ろ
は
漢
字
表
記
に
す
る
。

著
者
か
ら
書
換
へ
の
了
解
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば

掲
載
し
な
い
。
教
科
書
編
集
者
と
い
ふ
の
が
と

て
つ
も
な
い
專
門
職
だ
と
い
ふ
こ
と
が
判
る
。

か
う
い
っ
た
こ
と
は
す
べ
て
、「
現
代
假
名
遣
」

「
現
代
國
語
」
と
い
ふ
名
稱
に
象
徴
さ
れ
る
や
う

に
、
今
と
い
ふ
時
點
に
於
て
便
利
で
あ
る
こ
と

が
一
番
と
し
て
定
め
ら
れ
た
戰
後
の
表
記
改
革

に
起
因
す
る
。
漢
字
も
「
現
代
漢
字
」
と
言
っ

た
方
が
判
り
や
す
い
。

奈
良
縣
橿
原
考
古
學
研
究
所
は
三
日
、
奈
良

時
代
の
文
人
官
僚
と
し
て
知
ら
れ
る
石
上
宅
嗣

の
名
前
や
位
階
、
官
職
名
を
記
し
た
木
簡
が
出

土
し
た
と
發
表
し
た
と
、
本
日
四
日
の
新
聞
に

で
て
ゐ
た
。
石
上
宅
嗣
の
説
明
に
「
當
時
の
貴

族
で
政
府
高
官
。
自
宅
を
寺
と
し
、
書
庫
を
芸

亭
と
名
附
け
て
云
々
」
と
あ
る
。
石
上
宅
嗣
の

「
い
そ
の
か
み
・
や
か
つ
ぐ
」、
芸
亭
に
「
う
ん

て
い
」
と
讀
み
が
示
し
て
あ
る
。
「
い
そ
の
か

み
の
や
か
つ
ぐ
」
と
し
な
か
っ
た
の
は
、「
の
」

に
當
る
漢
字
が
な
い
と
律
義
に
考
へ
た
た
め
か

も
し
れ
な
い
。
芸
亭
の
芸
は
藝
の
略
字
と
同
じ

字
形
だ
が
別
の
字
。
と
に
か
く
現
代
漢
字
で
歴

史
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
よ
く
判
る
。

♦
1746(21.12.6)

一
バ
イ
ト
假
名
を
使
用
し
て
ゐ
る
こ
と
に
問
題

は
な
い
の
か

む
の
字
屋
さ
ん
、
御
感
想
に
感
謝
し
ま
す
。
深

い
教
養
と
廣
い
知
識
を
必
要
と
す
る
文
字
の
こ

と
に
、
漢
字
の
苦
手
な
も
の
が
口
幅
っ
た
い
こ

と
を
書
い
て
ゐ
る
こ
と
忸
怩
た
る
も
の
が
あ
り

ま
す
。「
歴
」
が
正
字
で
な
い
こ
と
も
、
指
摘
さ

れ
て
氣
づ
く
程
度
な
の
で
す
。
以
下
、
雜
感
。

小
學
校
に
上
が
っ
て
最
初
に
覺
え
た
字
は
「
學

校
」。
「
メ
ー
メ
ー
ヨ
ー
ヨ
ー
カ
ン
ム
リ
コ
ー
、
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キ
ー
ロ
ク
カ
ケ
ル
に
行
っ
て
み
た
」
と
唱
へ
て

覺
え
た
も
の
で
し
た
。

辭
書
論
にm

icrostructure

と
い
ふ
言
葉
が

あ
り
ま
す
。
項
目
の
構
造
。
項
目
は
標
題
が
あ
っ

て
、
そ
れ
に
對
す
る
記
述
が
あ
る
。
標
題
は
調

べ
た
い
こ
と
が
ら
と
い
ふ
か
、
單
語
で
あ
り
語

形
。
標
題
は
辭
書
利
用
者
に
と
っ
て
所
與
の
も

の
。
つ
ま
り
出
發
點
。
舊
情
報
と
言
っ
て
も
よ

い
。
そ
れ
に
對
し
て
項
目
の
記
述
が
、
辭
書
を

引
い
て
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
新
情
報
。

字
典
の
場
合
は
舊
情
報
は
字
形
で
せ
う
。
標

題
に
な
る
字
形
は
親
字
と
言
ひ
ま
す
。『
大
字
典
』

で
は
「
學
」
を
新
字
體
で
引
く
こ
と
は
で
き
な

い
。
正
字
で
引
い
て
み
る
と
、
親
字
は
正
字
。
そ

こ
の
記
述
の
中
に
新
字
體
も
略
字
の
一
つ
と
し

て
掲
げ
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
文
部
省
に
遠
慮
し

た
漢
和
辞
典
で
は
略
字
が
親
字
で
、
正
字
が
新

情
報
と
い
う
形
の
も
の
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
欠
」
の
場
合
は
少
し
事
情
が
違

ふ
や
う
で
、『
大
字
典
』
で
は
獨
立
し
た
項
目
。

欠
缺
と
い
ふ
熟
語
も
あ
る
。
讀
み
は
ケ
ン
ケ
ツ
。

以
下
、
友
人
か
ら
の
メ
ー
ル
。

ど
う
も
日
本
の
新
字
體
と
言
ふ
の
は
中
國

の
簡
體
字
と
比
べ
て
も
實
に
い
い
か
げ
ん
な

も
の
の
や
う
で
す
。
朝
鮮
語
を
勉
強
す
る
さ

い
に
も
う
っ
か
り
す
る
と
間
違
へ
ま
す
。
先

日
は
放
物
線
の
こ
と
を
う
っ
か
り
パ
ン
ム
ル

ソ
ン
と
い
ひ
さ
う
に
な
り
ま
し
た
。
朝
鮮
語

で
は
抛
物
線
で
、
ポ
ム
ル
ソ
ン
と
い
ひ
ま
す
。

關
數
も
ク
ァ
ン
ス
で
は
通
じ
ず
ハ
ム
ス
（
函

數
）
で
す
。
ま
た
新
字
體
で
は
欠
席
と
か
き

ま
す
が
、
朝
鮮
語
で
は
缺
席
で
キ
ョ
ル
ソ
ク

と
い
い
ま
す
。
欠
は
韓
國
語
で
は
フ
ム
と
讀

ん
で
疵
の
こ
と
で
す
。

中
國
語
を
學
ぶ
と
き
に
も
同
樣
の
こ
と
が

起
こ
る
で
せ
う
。
朝
鮮
語
や
中
國
語
を
學
ぶ

に
は
日
本
語
の
正
字
を
覺
え
る
と
良
い
と
い

へ
ま
す
。

新
字
體
と
い
ふ
か
、
私
の
い
は
ゆ
る
「
現
代

漢
字
」
の
や
う
な
も
の
が
な
け
れ
ば
パ
ソ
コ
ン

で
使
用
で
き
る
漢
字
の
混
亂
は
小
さ
か
っ
た
だ

ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
書
く
と
き
に
略
體
を
つ
か

ふ
こ
と
も
、
書
の
上
手
い
人
が
草
の
手
で
書
く

と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
で
せ
う
。
し
か
し
文
字
と

し
て
精
確
に
書
い
た
も
の
と
異
な
る
も
の
で
は

な
い
。
さ
う
し
な
い
と
テ
キ
ス
ト
と
し
て
檢
索

す
る
と
き
不
便
だ
。
ま
あ
さ
う
い
ふ
こ
と
を
書

い
た
わ
け
で
す
。
た
と
へ
ば
「
讀
賣
」
と
い
ふ

文
字
列
を
檢
索
す
る
と
き
、
新
舊
の
組
合
せ
ま

で
考
へ
る
と
四
回
も
檢
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
、
こ
れ
は
判
り
や
す
い
。

し
か
し
、
假
名
字
母
の
制
限
は
も
っ
と
根
本

的
な
と
こ
ろ
で
國
益
を
損
な
っ
て
ゐ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
ふ
氣
が
す
る
。
Ｃ
言
語
を
か
ぢ
っ

た
と
き
、
一
バ
イ
ト
假
名
は
つ
か
ふ
べ
き
で
な

い
と
す
る
こ
と
を
讀
ん
だ
。
實
際
、
一
バ
イ
ト
假

名
を
處
理
す
る
た
め
の
函
数
は
コ
ン
パ
イ
ラ
ー

に
組
込
ん
で
な
く
、
コ
ー
ド
を
自
分
で
書
く
必

要
が
あ
っ
た
。C

O
B

O
L

の
こ
ろ
は
一
バ
イ
ト

假
名
が
デ
ー
タ
ー
の
基
本
だ
っ
た
の
だ
と
思
ふ
。

C
O

B
O

L

は
處
理
速
度
を
考
慮
し
て
ゐ
な
い
の

で
プ
ロ
グ
ラ
ム
言
語
で
は
な
い
と
書
い
た
本
ま

で
あ
っ
た
。

銀
行
統
合
の
と
き
に
事
故
が
起
る
。
銀
行
の

デ
ー
タ
ー
は
未
だ
に
一
バ
イ
ト
假
名
な
の
だ
と

思
は
れ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
部
分
の
處
理
は

C
O

B
O

L

で
書
か
れ
た
は
ず
だ
。こ
の
處
理
ル
ー

テ
ィ
ー
ン
は
そ
の
ま
ま
持
ち
越
さ
れ
て
き
て
ゐ

る
の
で
は
な
い
か
。翻
字
式
ロ
ー
マ
字
でA

SC
II

に
マ
ッ
ピ
ン
グ
す
れ
ば
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
書
き
や

す
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
の
だ
が
、
實
際

の
と
こ
ろ
は
判
ら
な
い
。

¯
1747(21.12.7)

一
バ
イ
ト
假
名
を
使
用
し
て
ゐ
る
こ
と
に
問
題

は
な
い
の
か
（
二
）

一
七
四
六
號
反
響
欄
で
一
バ
イ
ト
假
名
の
こ

と
に
つ
い
て
觸
れ
た
と
こ
ろ
一
七
四
九
號
で
批

判
が
あ
っ
た
。
飛
躍
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ
れ

は
さ
う
で
あ
っ
た
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
ま
た

讀
み
直
し
て
み
る
と
間
違
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ

た
。
な
ほ
「
實
際
の
と
こ
ろ
は
判
ら
な
い
」
と
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書
い
た
の
はA

SC
II

に
マ
ッ
ピ
ン
グ
し
た
場
合

の
效
率
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
、
す
で
に
行
な
は

れ
て
ゐ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
か
ら
附
け

加
へ
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

擴
張
ヘ
ボ
ン
式
と
い
ふ
翻
字
式
ロ
ー
マ
字
で

轉
寫
し
て
み
て
戰
後
の
文
部
行
政
の
間
違
ひ
に

氣
が
つ
い
た
も
の
。
漢
字
の
話
な
の
に
い
き
な

り
カ
ナ
の
話
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
間
違
ひ
だ

と
思
ふ
の
は
、「
銀
行
の
デ
ー
タ
ー
は
未
だ
に
一

バ
イ
ト
假
名
な
の
だ
と
思
は
れ
る
。
お
そ
ら
く

そ
の
部
分
の
處
理
はC

O
B

O
L

で
書
か
れ
た
は

ず
だ
。
こ
の
處
理
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
は
そ
の
ま
ま

持
ち
越
さ
れ
て
き
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
。」
と

書
い
た
最
後
の
部
分
。
單
に
持
ち
越
さ
れ
た
と

い
ふ
の
で
は
な
く
、
加
筆
修
正
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
す
。

C
O

B
O

L

の
こ
と
は
知
ら
な
い
し
、
全
體

はO
b
ject

O
riented

P
rogram

m
ing

言
語

のC
+

+

で
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

た
け
れ
ど
確
か
な
こ
と
は
知
ら
な
い
。
し
か
し
、

少
な
く
と
も
二
つ
の
言
語
が
使
は
れ
た
と
思
ふ
。

外
部
の
ソ
フ
ト
會
社
はC

+
+

で
、
デ
ー
タ
ー

の
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
る
内
部
の
人
はC

O
B

O
L

と
い
ふ
や
う
な
區
分
け
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
事
故
の
原
因
は
い
ろ
ん
な
側
面
が
あ
る
で

せ
う
が
、C

やC
+

+

の
方
が
す
っ
き
り
し
た

書
き
方
が
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
、
こ
れ

は
事
故
の
こ
と
を
聞
い
て
思
っ
た
こ
と
で
し
た
。

そ
ん
な
話
を
會
社
の
電
算
室
の
男
に
し
た
と
こ

ろ
、
し
ば
ら
く
し
て
日
經
パ
ソ
コ
ン
と
い
ふ
雜

誌
に
記
事
が
出
た
と
教
へ
て
く
れ
た
。CO
B

O
L

の
記
述
に
エ
ラ
ー
が
あ
っ
た
と
あ
っ
た
。

一
バ
イ
ト
カ
ナ
の
制
約
と
い
ふ
こ
と
は
考
へ

な
く
て
も
よ
い
と
な
れ
ば
、
東
京
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ

が
昨
年
五
月
に
口
座
名
義
の
振
假
名
に
ヲ
を
許

容
し
た
と
き
ヰ
や
ヱ
を
同
時
に
許
容
し
な
か
っ

た
の
は
技
術
的
問
題
で
は
な
い
。
銀
行
協
會
取

引
相
談
所
に
訊
く
と
ヰ
ヱ
は
使
用
禁
止
の
カ
ナ
。

ヲ
は
使
用
可
能
。
し
か
し
「
み
ず
ほ
」
は
今
以
っ

て
ヲ
の
使
用
を
認
め
て
ゐ
な
い
。
文
部
省
の
意

圖
は
て
ん
で
ん
ば
ら
ば
ら
に
解
釋
さ
れ
は
じ
め

て
ゐ
る
や
う
だ
。

ま
た
飛
躍
し
ま
す
が
、
昨
年
一
月
に
東
京
證

劵
市
場
の
シ
ス
テ
ム
の
處
理
速
度
が
諸
外
國
に

比
べ
て
桁
違
ひ
に
遲
い
と
い
ふ
報
道
が
あ
っ
た
。

ハ
ー
ド
の
せ
い
で
は
な
い
で
せ
う
し
、
ア
ル
ゴ

リ
ズ
ム
の
せ
い
だ
と
も
思
は
れ
な
い
。
結
局
デ
ー

タ
ー
構
造
の
せ
い
な
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
の

で
す
が
、
如
何
な
る
事
情
が
あ
る
の
か
不
思
議

で
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
。

國
會
圖
書
館
の

Japan/M
arc

は
カ
ナ
領
域
と
ロ
ー
マ
字
領
域

の
二
つ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
持
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ

は
ど
う
考
へ
て
も
餘
計
。
な
ほ
、
こ
の
場
合
の

カ
ナ
は
一
バ
イ
ト
カ
ナ
で
な
い
。
ロ
ー
マ
字
も

E
B

C
D

IC
でA

SC
II

で
は
な
い
。

JA
PA

N
/M

A
R

C

ア
ク
セ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
の

カ
ナ
形
サ
ブ
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る
カ
ナ
表
記

要
領
に
は

助
詞
「
ハ
」「
ヘ
」「
ヲ
」
は
「
ワ
」「
エ
」

「
オ
」
と
表
記
す
る
。

二
語
の
聯
合
ま
た
は
同
音
の
連
呼
に
よ
っ

て
生
じ
た
「
ヂ
」「
ヅ
」
は
「
ジ
」「
ズ
」
と
表
記

す
る
。（
可
能
な
限
り
正
字
に
し
て
の
引
用
）

い
は
ゆ
る
現
代
假
名
遣
の
や
う
な
中
途
半
端

な
も
の
で
は
な
く
、
實
に
徹
底
し
た
假
名
字
母

制
限
だ
。
こ
れ
は
ロ
ー
マ
字
を
一
方
に
お
い
て

考
へ
て
ゐ
る
た
め
だ
と
思
は
れ
る
。
文
部
省
式

假
名
遣
が
制
限
假
名
字
母
表
記
で
し
か
な
い
こ

と
が
よ
く
判
る
で
は
な
い
か
。
な
ほ
「
字
を
書

く
」
は
「
ジ
△
オ
△
カ
ク
」
と
な
っ
て
ゐ
る
か

ら
、
助
詞
は
分
か
ち
書
き
す
る
こ
と
に
な
っ
て

ゐ
る
ら
し
い
。

ま
た
「
外
來
語
、
外
國
人
名
、
地
名
等
は
、
そ

の
發
音
に
從
い
、
第
一
表
に
よ
っ
て
表
記
す
る
。」

と
あ
る
の
で
、
第
一
表
な
る
も
の
を
見
る
と
、
昭

和
二
十
一
年
内
閣
告
示
第
三
十
三
號
に
よ
る
と

い
ふ
表
が
で
て
く
る
。
こ
れ
は
私
の
い
ふ
制
限

假
名
字
母
表
で
あ
っ
て
ヰ
も
ヱ
も
な
い
も
の
だ

が
、
そ
の
う
ち
の
六
つ
に
ア
ス
テ
リ
ス
ク
が
附

し
て
あ
っ
て
、Japan/M

arc

で
は
使
用
し
な
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い
と
注
記
が
あ
る
。
六
つ
と
は
、
ヲ
、
ヂ
、
ヅ
、

ヂ
ャ
、
ヂ
ュ
、
ヂ
ョ
。
こ
れ
は
ロ
ー
マ
字
で
捉
へ

た
音
節
に
對
應
す
る
表
だ
か
ら
六
つ
に
な
る
わ

け
で
、
假
名
字
母
だ
け
で
み
れ
ば
ヲ
ヂ
ヅ
の
三

字
。
從
っ
て
ビ
ル
ヂ
ン
グ
は
ビ
ル
ジ
ン
グ
と
轉

寫
す
る
こ
と
に
な
る
。
表
音
と
い
ふ
機
能
か
ら

す
れ
ば
、
ビ
ル
ヂ
ン
グ
は
今
な
ら
ビ
ル
デ
ィ
ン

グ
と
あ
る
と
こ
ろ
。
し
か
し
、
デ
ィ
と
い
ふ
カ

ナ
は
認
め
て
な
い
。
な
ほ
追
加
の
カ
ナ
が
二
つ

あ
る
。
一
つ
は
ツ
の
小
書
き
。
も
う
一
つ
は
ヴ
。

デ
ー
タ
ー
の
世
界
で
の
日
本
語
の
捉
へ
方

が
か
く
も
ば
ら
ば
ら
で
よ
い
も
の
だ
ら
う
か
。

¯
1753(21.12.13)

「
陛
下
に
訊
い
て
み
た
ら
」

（
一
七
五
五
號
所
載
「
賣
國
奴
、
小
澤
一
郎

を
追
放
せ
よ
」
の
執
筆
者
東
郷
勇
策
氏
へ
）

當
方
は
ま
こ
と
に
愚
か
な
こ
と
で
す
が
、
小

澤
一
郎
な
る
人
物
に
つ
い
て
、
か
つ
て
テ
レ
ビ

の
日
曜
討
論
な
ど
で
の
發
言
で
、
待
遇
表
現
が

一
番
し
っ
か
り
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ

な
り
の
人
物
で
あ
る
も
の
と
ば
か
り
考
へ
て
を

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
昨
日
（
十

二
月
十
四
日
）
の
發
言
は
ひ
ど
い
。

國
事
行
爲
に
つ
い
て
内
閣
の
助
言
と
承
認
で

行
は
れ
る
と
い
ふ
こ
と
か
ら
、
ま
る
で
操
り
人

形
の
や
う
に
指
示
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
の
如

き
發
言
に
は
だ
れ
で
も
怒
り
を
覺
え
る
で
せ
う

が
、「
天
皇
陛
下
に
訊
い
て
み
た
ら
」
と
い
ふ
表

現
か
ら
す
る
と
陛
下
に
對
す
る
敬
意
の
か
け
ら

も
な
い
こ
と
が
判
り
ま
す
。

こ
の
檄
文
、
大
勢
の
人
に
讀
ん
で
貰
ひ
た
い

し
、
特
に
岩
手
の
人
に
は
讀
ん
で
欲
し
い
も
の

で
す
。

な
ほ
、
會
見
と
い
ふ
こ
と
ば
、「
敵
の
將
軍
ス

テ
ッ
セ
ル
乃
木
大
將
と
會
見
の
と
こ
ろ
は
い
づ

こ
水
師
營
」
で
覺
え
ま
し
た
。
談
判
の
や
う
に

實
質
的
内
容
を
伴
ふ
や
う
な
氣
が
し
ま
す
。

國
語
問
題
協
議
會
で
復
刻
し
た
『
皇
室
敬
語
』

に
は
「
會
見
」
は
各
陛
下
が
外
國
元
首
又
は
御
名

代
と
御
面
會
の
と
き
に
用
ひ
る
、「
謁
見
」
は
各

陛
下
に
見
ゆ
る
こ
と
。
主
と
し
て
外
國
使
臣
に

賜
謁
の
場
合
に
用
ふ
と
あ
り
ま
す
。
各
陛
下
と

あ
る
の
は
、
天
皇
、
太
皇
太
后
、
皇
太
后
、
皇
后

の
敬
稱
は
陛
下
と
す
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

然
ら
ば
、
今
回
の
場
合
は
會
見
で
は
な
く
謁

見
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
思
っ

て
を
り
ま
す
。

¯
1756(21.12.16)
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メ
ル
マ
ガ
「
頂
門
の
一
針
」
に
書
い
た
こ
と

縱
組
に
す
る
際
に
元
の
西
暦
記
年
は
原
則
と
し
て
昭
和
や
平
成
に
直
し
た
。
末
尾
に
掲
載
號

な
ど
を
示
し
た
が¯

の
つ
い
た
も
の
は
反
響
欄
掲
載
な
の
で
標
題
が
な
い
。
目
次
の
た
め
に
便

宜
見
出
し
を
立
て
た
。

「
お
上
に
傳
へ
て
く
れ
」（『
日
本
語
が
亡
び
る
と
き
』）

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

一

英
語
教
育
に
つ
い
て·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

一

敗
戰
日
本
に
殘
っ
て
ゐ
た
も
の

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

三

ロ
ー
マ
字•

田
母
神
氏
の
主
張
と
村
山
さ
ん
の
誤
解

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

四

•

日
本
式
、
ヘ
ボ
ン
式
の
論
爭
と
は
無
關
係
だ·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

四

•

に
ぎ
た
ま
の
ロ
ー
マ
字

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

六

姓
名
の
順
序·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

七

常
用
漢
字
表
な
ど
廢
止
す
る
に
限
る

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

八

Ａ
Ｌ
Ｔ
は
廢
止
す
べ
し·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

九

オ
バ
マ
は
黒
人
に
あ
ら
ず

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

九

Jyunichi

は
變
だ·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

十
一

「
障
害
者
」
の
表
記
に
つ
い
て

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

十
一

王
樣
は
裸
だ
（
ヂ
と
ジ
）

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

十
二

Jyunichi

は
變
だ
（
二
）·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

十
三

Jyunichi

は
變
だ
（
三
）·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

十
三

文
部
官
僚
の
面
從
腹
背
を
こ
そ
（
古
典
教
育
）

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
十
六

「
未
曾
有
」
の
讀
み

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
十
七

官
叩
き
の
風
潮·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

十
八

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
表
音
主
義
者·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

十
九

挨
拶
の
言
葉
も
知
ら
ん
も
ん
で
（
日
本
語
に
つ
い
て
）

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

二
十

（
僭
在
的
文
法
）

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

二
十

（
敬
語
）

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

二
十
一

（
膠
着
語
）

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

二
十
二

（
英
語
の
影
響
）

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

二
十
二

ワ
ヰ
ウ
ヱ
ヲ·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

二
十
三

Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
便
乘
し
た
國
語
學
者
た
ち

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

二
十
三

韓
國
人
の
名
前
の
呼
び
方

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

二
十
四

「
確
實
性
が
高
い
」
は
變
だ
（
太
田
行
藏
の
金
田
一
京
助
評
）

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

二
十
五

ロ
ー
マ
字
化
を
や
っ
て
み
る
べ
き
だ
っ
た

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

二
十
七

新
常
用
漢
字
表
案
、
應
募
意
見
は
す
べ
て
公
開
す
べ
き
だ

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

二
十
八

文
部
科
學
省
は
エ
イ
リ
ア
ン
に
乘
っ
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ら
う
か·

·
·
·
·
·
·

二
十
八

Ｎ
Ｈ
Ｋ
抗
議
行
動
に
參
加
し
て

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

二
十
九

漢
字
は
嫌
ひ
だ
っ
た·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

三
十

英
語
教
育
に
成
功
し
た
は
な
し

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

三
十
二

英
語
教
育
に
成
功
し
た
は
な
し
（
二
）

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

三
十
三

故
人
獻
金
で
の
謝
罪
、
苗
字
の
こ
と
な
ど
他

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

三
十
四
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縱
書
か
横
書
か·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

三
十
五

國
語
と
外
國
語
の
錯
綜·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

三
十
五

音
韻
體
系
に
併
せ
て
變
化
せ
ざ
る
を
得
な
い

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

三
十
七

發
音
論
考
察
若
干·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

三
十
九

憲
法
改
正
は
二
言
語
で·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

四
十
二

憲
法
改
正
は
二
言
語
で
（
二
）

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

四
十
四

十
年
か
け
て
戰
後
の
國
語
行
政
を
見
直
す
べ
き
だ

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

四
十
四

裁
判
員
制
度
は
廢
絶
す
る
に
限
る

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

四
十
六

國
立
慰
靈
施
設·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

四
十
六

音
と
訓
の
間
違
ひ
（「
傷
跡
」
の
讀
み
）·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

四
十
六

民
主
黨
の
國
旗
毀
損·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

四
十
九

教
師
の
養
成
方
法
こ
そ
問
題
（
教
員
免
許
更
新
制
度
）

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

五
十

年
號
の
こ
と
、
唱
歌
の
こ
と

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

五
十
二

鳩
山
さ
ん
の
國
聯
演
説
な
ど

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

五
十
三

も
と
の
十
九
に
し
て
お
く
れ
（
八
ッ
場
ダ
ム
）

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

五
十
四

寢
言
は
寢
て
い
ふ
べ
き
も
の
だ
（
東
ア
ジ
ア
共
同
體
構
想
）

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

五
十
七

表
記
規
制
の
撤
廢
を·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

五
十
八

事
態
は
或
る
意
味
一
層
深
刻
だ
（
教
育
問
題
の
成
人
教
室
に
出
席
し
て
）·

·
·
·
·
·

五
十
九

人
名
漢
字
變
遷
の
目
ま
ぐ
る
し
さ

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

六
十
一

イ
ロ
ハ
を
教
へ
る
こ
と
か
ら
始
め
て
ほ
し
い
（
教
員
養
成
）

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

六
十
一

に
ほ
ひ
ぞ
い
づ
る
（
唱
歌
の
改
竄
）·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
六
十
二

「
政
治
へ
の
信
頼
を
取
り
戻
せ
る
や
う
協
力
」（
キ
ヅ
ナ
、
八
ッ
場
ダ
ム
）·

·
·
·
·
·
六
十
四

關
門
海
峽
海
難
事
故
に
つ
い
て

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

六
十
六

制
限
假
名
字
母
表
記
が
深
く
靜
か
に
僭
航
し
て
ゐ
る
（
復
刻
テ
キ
ス
ト
）·
·
·
·
·
·

六
十
六

國
語
の
運
用
に
役
所
が
關
る
と
ろ
く
な
こ
と
が
な
い
（
人
名
漢
字
）

·
·
·
·
·
·
·

六
十
九

こ
れ
を
し
も
無
駄
と
言
は
ず
ん
ば
何
を
以
っ
て
無
駄
と
や
言
は
ん
（
事
業
仕
分
け
）·

·

七
十

略
體
は
正
字
に
す
る
の
が
本
來
（
復
刻
テ
キ
ス
ト
）

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

七
十
二

現
代
漢
字
で
歴
史
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
交
ぜ
書
き
）

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

七
十
二

一
バ
イ
ト
假
名
を
使
用
し
て
ゐ
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
の
か

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

七
十
三

一
バ
イ
ト
假
名
を
使
用
し
て
ゐ
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
の
か
（
二
）

·
·
·
·
·
·
·

七
十
四

「
陛
下
に
訊
い
て
み
た
ら
」

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

七
十
六

ii


