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「
国
語
の
力
」
　
(
大
正
1
1
年
5
月
8
日
、
不
老
閉
畢
好
刊
)
が
刊
行
さ
れ

て
'
も
っ
と
も
は
や
い
時
期
に
紹
介
さ
れ
た
の
は
'
垣
内
松
三
先
生
の
高
弟
讃

藤
清
衛
教
授
で
あ
っ
た
。
茄
藤
沼
衛
教
授
は
、
当
時
広
量
目
刷
等
師
範
学
校
に
勤

め
て
い
ら
れ
'
附
属
小
学
校
の
機
関
誌
「
学
校
教
育
」
　
(
第
九
巻
第
七
号
、
第

1
〇
九
号
、
大
正
二
年
七
月
号
)
に
、
「
新
し
い
国
語
教
授
の
方
向
へ
I

垣
内
氏
著
『
国
語
の
力
』
を
紹
介
す
　
ー
　
」
と
い
う
論
稿
を
寄
せ
ら
れ
た
。

こ
の
紹
介
の
論
稿
は
、
か
な
り
の
分
S
に
の
ぼ
っ
て
い
る
が
'
貴
重
な
資
料

ゆ
え
、
左
に
全
文
を
採
録
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

如
何
な
る
物
象
、
如
何
な
る
心
象
も
尽
く
へ
寸
時
の
絶
間
な
-
動
き
流
れ
へ

そ
し
て
変
移
す
る
.
然
る
に
流
動
せ
る
対
象
を
'
静
止
の
相
に
お
い
て
観
て
'

m
.

そ
こ
に
終
止
し
た
の
が
、
新
研
究
法
の
出
る
迄
の
学
者
の
態
度
で
あ
っ
た
。

我
々
は
'
動
相
は
ど
こ
迄
も
動
-
と
い
ふ
点
を
度
外
視
し
て
考
へ
ら
れ
な
い
と

思
ふ
。
最
近
に
お
け
る
哲
学
や
芸
術
研
究
の
著
し
い
革
新
へ
否
科
学
上
の
研
究

の
進
歩
に
お
い
て
迄
も
、
此
の
態
度
に
主
と
し
て
負
っ
て
ゐ
る
と
言
っ
て
よ

い
。
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然
る
に
既
史
的
背
景
を
持
っ
て
ゐ
る
科
目
の
研
究
に
は
'
そ
の
性
質
上
今
な

は
意
気
地
な
-
古
い
態
度
を
等
守
し
て
ゐ
る
物
が
多
い
.
国
語
(
広
義
)
　
の
研

究
の
如
き
そ
の
顕
著
な
一
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
列
国
に
通
じ
た
共
通
の
仰
向
で

T
・
T
・

あ
る
か
の
株
見
う
け
ら
れ
る
が
わ
が
国
の
如
き
殊
に
非
し
い
や
う
で
あ
る
o
こ

れ
に
は
勿
論
様
々
の
理
由
も
た
つ
。
併
し
維
新
後
五
十
市
余
年
で
次
の
様
な
事

情
で
あ
る
こ
と
を
'
国
民
は
も
つ
と
意
識
す
べ
き
だ
と
思
ふ
。

一
、
同
語
研
究
の
志
望
者
の
捗
少
で
'
そ
の
質
の
低
下
の
傾
向
の
あ
る
こ

と
　
-
　
同
語
研
究
に
対
す
る
　
撃
の
希
望
者
の
少
な
い
こ
と
は
'
多
-
の
大
学

に
英
文
科
の
存
置
を
見
て
も
国
文
科
の
設
け
の
な
い
事
、
「
国
語
教
育
」
　
の

外
、
国
語
研
究
の
専
門
雑
誌
が
t
種
も
刊
行
さ
れ
て
ゐ
な
い
事
実
等
で
分
る
。

又
、
両
帝
大
を
合
せ
て
毎
年
出
す
国
語
研
究
者
は
僅
か
に
十
名
前
後
を
出
で
な

a
;

い
の
で
あ
る
.
仝
-
首
尾
転
倒
の
状
態
で
あ
る
0
従
て
へ
　
そ
の
質
の
低
下
の
傾

向
は
説
明
す
る
迄
も
な
い
.
本
年
度
(
引
用
者
注
へ
大
正
二
年
度
)
　
の
広
島

高
師
一
部
入
学
者
の
試
験
成
績
は
英
語
科
が
最
優
等
で
あ
っ
た
。

M
i

二
、
次
に
放
て
、
国
語
教
授
者
自
ら
が
'
と
も
す
れ
ば
国
語
科
を
軽
視
し
て

t
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教
授
法
の
研
究
も
こ
れ
を
粗
桝
に
す
る
と
い
ふ
点
に
論
じ
及
び
た
い
o
却
て
小

学
校
に
お
い
て
は
幾
分
で
も
国
語
教
授
法
の
進
歩
が
あ
っ
た
。
弊
は
中
等
学



校
へ
高
等
学
校
に
最
も
多
い
o
地
理
科
や
物
理
科
の
教
授
内
容
は
'
時
と
共
に

†
†

変
移
す
る
が
、
国
語
は
さ
う
で
な
い
と
思
っ
て
ゐ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
以
て

の
外
の
誤
解
で
あ
る
。
時
に
と
っ
て
保
守
も
大
切
で
あ
る
が
'
動
き
移
っ
て
ゐ

る
も
の
に
対
し
て
は
大
胆
な
態
度
に
出
る
所
に
進
歩
が
あ
る
O
　
日
常
の
言
語
の

変
移
'
生
徒
の
知
識
の
進
歩
、
時
代
の
推
移
」
　
こ
れ
ら
を
恩
ふ
と
十
年
前
中
学

一
年
生
に
対
す
る
教
授
法
が
そ
の
ま
1
現
在
の
同
年
生
に
通
用
し
得
る
告
が
な

い
o
　
こ
れ
も
結
局
'
閑
話
を
愛
す
る
情
の
不
足
に
由
来
す
る
、
か
-
自
分
は
断

定
し
た
い
の
で
あ
る
。

三
、
次
に
へ
又
へ
社
会
一
般
生
徒
自
身
迄
国
語
の
授
業
を
軽
蔑
す
る
傾
向
の

あ
る
郡
で
あ
る
.
高
等
学
校
に
お
い
て
は
そ
れ
が
故
も
著
し
い
と
恩
ふ
が
中
学

校
に
あ
っ
て
も
珍
と
せ
な
い
。
又
社
会
の
中
に
も
、
「
常
用
文
字
が
二
千
字
に

制
限
さ
れ
た
り
'
文
語
文
が
廃
さ
れ
た
り
す
る
と
'
国
語
の
教
師
は
教
授
す
る

事
が
無
く
な
り
は
せ
ぬ
か
」
と
い
ふ
如
き
愚
問
を
発
す
る
も
の
が
あ
る
。
国
語

マ
マ

の
教
授
は
1
刻
も
早
く
、
訓
読
解
釈
の
み
が
国
語
教
授
の
職
能
で
あ
る
と
い
ふ

迷
夢
か
ら
醒
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
は
'
現
代
の
思
潮
を
和
解
し
生
徒

の
思
想
を
指
導
す
る
責
任
の
半
ば
は
、
国
語
教
授
者
の
負
ふ
べ
き
も
の
だ
と
信

ず
る
0
特
に
'
現
代
文
学
を
理
解
せ
ず
相
当
の
創
作
力
を
持
た
な
い
も
の
は
同

語
教
授
者
の
資
格
が
な
い
も
の
だ
と
認
め
る
。
生
徒
の
精
神
生
活
を
理
解
す
べ

き
筈
の
国
語
教
授
者
が
'
現
代
語
を
理
解
せ
ず
現
代
思
潮
と
没
交
渉
に
立
っ
て

ゐ
る
と
は
何
た
る
矛
盾
だ
ら
う
。
自
分
は
'
あ
る
宗
教
的
文
学
作
品
を
よ
ん
で

煩
悶
し
て
ゐ
た
1
中
学
生
を
知
っ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
国
語
の
教
師
は
そ
れ
に

†
T
・

対
し
て
三
m
の
助
言
も
な
し
得
な
か
っ
た
0
日
分
は
'
国
、
中
学
生
が
教
師
の

理
解
力
や
創
作
力
を
見
掠
っ
て
ゐ
る
事
も
、
理
由
の
あ
る
こ
と
と
思
ふ
O
小
学
校

に
お
い
て
も
童
話
が
作
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
こ
と
は
喜
び
に
た
へ
な
い
。
中

学
校
に
お
い
て
も
'
も
つ
と
詩
や
和
歌
が
作
ら
れ
て
よ
い
と
恩
ふ
。
し
か
し
一

面
、
か
～
る
作
品
に
対
し
、
十
分
の
自
信
を
以
て
批
判
し
う
る
者
が
同
語
教
授

老
中
何
人
あ
る
か
と
い
ふ
事
を
考
へ
る
時
甚
だ
寒
心
に
た
へ
な
い
。
口
語
文
の

作
法
に
お
い
て
は
'
生
徒
の
方
が
教
師
よ
り
優
っ
て
ゐ
る
者
さ
へ
・
あ
る
と
い
ふ

奇
規
象
を
呈
し
て
ゐ
る
。
此
れ
を
要
す
る
に
国
語
科
が
蔑
視
さ
れ
る
に
至
っ
た

こ
と
は
'
教
授
者
自
身
の
怠
慢
が
そ
の
職
能
を
狭
め
た
た
め
で
は
あ
る
ま
い

か
。
彼
等
は
国
語
の
外
形
の
み
を
固
守
し
て
国
語
教
授
者
だ
と
称
し
て
ゐ
た
。

思
潮
の
流
れ
と
共
r
h
l
国
語
教
授
の
対
象
の
推
移
す
る
事
を
気
付
か
な
か
っ
た
の

1

-
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は
'
恰
も
鐘
姿
で
現
代
の
戦
場
に
立
つ
様
な
も
の
で
あ
る
O
難
解
桔
屈
の
古
語

熟
語
で
飾
り
た
て
た
平
凡
の
内
容
の
文
を
名
文
と
考
へ
る
稚
、
現
代
人
は
形
の

権
威
を
百
倍
し
て
は
い
な
い
.

こ
の
際
に
あ
た
っ
て
'
自
分
は
'
垣
内
氏
の
新
著
「
国
語
の
力
」
を
獲
た
こ

と
を
こ
の
上
な
い
喜
び
と
す
る
O
垣
内
氏
は
、
沈
滞
重
罪
し
た
国
語
研
究
界
に

永
く
真
撃
な
努
力
を
続
け
て
来
ら
れ
た
方
で
'
自
分
の
秘
か
に
敬
慕
し
て
ゐ
る

篤
学
者
で
あ
る
.
今
氏
の
新
譜
を
紹
介
し
よ
う
と
し
て
思
は
ず
前
朝
が
長
く
な

っ
た
が
、
こ
の
新
著
は
か
-
迷
路
に
あ
る
国
語
界
に
対
す
る
反
抗
の
宣
言
書
で

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
o
そ
れ
は
'
悉
く
氏
の
編
纂
に
な
る
筈
の
国
文
学
習
真
書

の
第
1
巻
で
あ
る
0
十
二
巻
で
完
結
す
べ
き
こ
の
煎
古
の
予
告
を
見
る
に
'
在

来
の
研
究
法
に
憤
ら
な
い
氏
が
'
新
し
い
立
脚
地
に
お
い
て
旧
来
の
作
品
に
新

a
>

体
系
を
賦
与
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
事
が
分
る
'
本
吉
は
こ
の
総
論
と
も
見
る
べ

き
も
の
で
'
「
解
釈
の
力
」
　
-
　
「
文
の
形
」
　
-
-
「
言
語
の
活
力
」
-
-
「

文
の
律
動
」
　
-
　
「
国
文
学
の
体
系
」
の
玉
章
か
ら
出
来
て
ゐ
る
　
(
「
国
語
教

授
と
国
語
教
育
」
と
い
ふ
附
錨
は
長
野
師
範
に
お
い
て
の
氏
の
講
演
の
筆
記
だ

さ
う
で
あ
る
)
氏
の
文
章
は
幾
分
駅
訳
調
を
お
び
て
や
～
晦
渋
な
点
が
な
い
で

も
な
い
'
・
又
へ
氏
の
博
識
が
災
し
て
内
容
に
も
多
少
煩
旗
な
点
も
見
え
る
O
し

か
も
読
者
を
し
て
首
肯
せ
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
文
の
も
つ
強
み
に
対
し
て
は



敬
服
し
て
や
ま
な
い
所
で
あ
る
o
次
に
'
主
と
し
て
前
四
章
を
概
括
的
に
ご
く

簡
単
に
紹
介
し
て
見
た
い
と
思
ふ
。
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今
'
国
語
教
授
の
階
段
を
検
べ
て
見
る
に
、
凡
そ
読
方
(
小
学
校
)
解
釈

(
中
学
校
へ
高
等
学
校
)
批
評
(
そ
れ
以
上
の
学
校
)
　
の
三
段
に
こ
れ
を
分
け

る
事
が
出
来
る
。
し
か
も
へ
　
こ
の
三
段
は
本
質
的
に
は
同
一
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
そ
れ
を
別
々
の
作
業
の
如
く
考
へ
る
点
に
国
語
教
授
の
根
本
的
誤

謬
が
存
す
る
。
こ
れ
は
、
第
〓
小
「
解
釈
の
力
」
の
要
旨
で
あ
る
O
今
、
中
等

学
校
に
お
け
る
教
授
方
法
を
観
る
に
'
読
方
と
批
評
と
い
ふ
郡
は
殆
ん
ど
醐
た

さ
れ
て
ゐ
な
い
o
余
り
小
さ
-
区
劃
r
u
れ
た
語
釈
を
の
み
事
と
し
て
ゐ
る
0
全

!
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文
を
見
通
す
習
練
が
な
い
.
従
て
大
意
を
捕
捉
す
る
の
能
力
に
乏
し
い
.
作
者

の
表
現
し
よ
う
と
し
た
怨
を
直
に
会
得
し
得
な
い
.
そ
こ
で
宵
バ
の
読
方
と
正
し

い
批
評
は
、
到
底
望
み
難
い
郡
に
な
る
の
で
あ
る
。
な
る
程
へ
語
釈
へ
文
法
的

解
釈
へ
修
辞
的
解
釈
'
甑
律
的
解
釈
と
進
む
在
来
の
方
法
は
1
見
秩
序
的
に
見

え
る
け
れ
ど
へ
畢
寛
そ
れ
は
'
死
体
を
解
剖
し
て
以
て
生
命
力
の
根
源
を
究
め

よ
う
と
す
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
一
語
々
々
の
解
釈
を
迫
結
し
て
も
、
そ
れ
は

決
し
て
仝
義
と
は
な
ら
な
い
0
人
の
精
神
を
洞
察
す
る
に
そ
の
衣
裳
の
み
で
出

来
な
い
様
に
、
こ
の
場
合
に
も
我
々
は
我
々
の
直
観
力
に
侯
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
解
釈
に
お
け
る
直
観
力
も
神
秘
的
の
も
の
と
思
っ
て
は
い
け
な
い
。
昔

の
儒
学
者
が
儒
古
に
対
す
る
場
合
の
直
観
力
に
は
骸
-
べ
き
も
の
が
あ
る
.
彼

等
の
尽
く
は
決
し
て
訓
点
に
の
み
止
ま
っ
て
は
陪
な
か
っ
た
.
直
観
は
実
に
、

.
m
;

透
徹
し
た
読
方
か
ら
誘
導
せ
ら
れ
、
批
評
作
用
に
伐
て
完
成
さ
れ
る
の
で
あ

る
。由

来
へ
日
本
人
は
こ
の
批
評
精
神
に
か
け
て
ゐ
る
。
特
に
現
代
の
国
語
教
授

は
殆
ん
ど
批
評
を
度
外
視
し
て
ゐ
る
。
読
方
は
所
詮
自
己
を
読
む
も
の
で
な
け

!
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れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
書
籍
離
誌
に
伐
て
自
己
を
読
み
、
以
て
自
己
を
向
上

せ
し
め
得
る
。
こ
1
に
厳
正
な
批
判
力
が
生
じ
て
文
化
は
発
達
し
て
ゆ
-
も
の

で
あ
る
O
十
歳
の
児
童
'
廿
歳
の
青
年
、
そ
れ
ぐ
自
我
を
有
し
、
自
我
の
あ

る
所
批
評
力
が
存
す
る
O
し
か
し
'
自
我
を
把
握
し
、
正
し
い
批
評
精
神
を
獲

K

る
に
は
修
菜
の
如
何
に
依
て
雲
泥
の
差
別
の
生
ず
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
米
国
に
お
い
て
十
六
歳
の
学
生
に
日
本
の
人
口
問
題
を
論
ず
る
作
文

を
課
し
て
ゐ
る
如
き
、
我
々
に
と
っ
て
は
殆
ん
ど
不
可
解
に
属
す
る
。
こ
れ
は

尽
く
へ
わ
が
国
語
の
性
質
、
及
び
形
式
に
捉
は
れ
語
釈
に
摂
し
た
硯
教
授
法
の

生
ん
だ
弊
だ
と
い
っ
て
井
支
な
い
.
日
本
人
は
、
寸
時
も
早
-
無
駄
な
負
担
を

去
る
や
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
O
さ
う
し
て
'
教
室
の
読
古
に
際
し
て
も
、

「
か
う
読
み
」
　
「
か
う
思
ひ
」
　
「
か
う
成
仙
ず
る
」
と
い
ふ
点
迄
進
ん
で
ゆ
き
た

い
も
の
で
あ
る
O
自
己
の
な
い
根
の
な
い
読
書
に
よ
っ
て
へ
ど
ん
な
に
現
代
人

は
時
間
を
徒
費
し
て
ゐ
る
か
分
ら
な
い
。

正
し
い
批
評
力
は
同
時
に
'
創
作
力
で
あ
る
と
い
ふ
事
が
出
来
る
0
思
想
界

の
混
沌
と
し
て
ゐ
る
現
時
へ
創
作
界
の
振
興
は
こ
れ
を
到
底
期
待
す
る
事
が
出

来
な
い
。
現
代
わ
が
国
の
文
化
意
識
の
不
鮮
明
は
す
べ
て
こ
の
点
に
由
来
す
る
。

萎
尿
せ
る
同
語
教
授
界
の
救
は
れ
る
道
は
'
批
評
精
神
を
輿
さ
し
め
'
併
せ
て

磁
測
た
る
創
作
慾
を
起
さ
し
め
る
1
事
に
存
す
る
Q
然
ら
ざ
れ
ば
生
徒
の
心
は
、

洞
渇
し
た
教
室
国
語
科
を
去
っ
て
、
尽
く
新
聞
雑
誌
等
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
ふ

に
ち
が
ひ
な
い
。
(
そ
れ
に
は
、
常
識
教
科
書
の
体
裁
を
呈
し
て
ゐ
る
教
科
書

編
担
者
の
罪
も
あ
る
.
)
同
時
に
教
授
者
も
自
ら
を
棟
際
し
な
け
れ
ば
駄
目
で

あ
る
o
生
徒
の
試
作
す
る
現
代
文
へ
詩
歌
に
対
し
て
確
信
あ
る
批
判
が
出
来
な

く
て
真
の
国
語
の
発
達
は
期
す
べ
-
も
な
い
。
自
分
は
、
飽
-
迄
、
著
者
の
批

評
主
義
的
解
釈
論
に
同
感
す
る
も
の
で
あ
る
。

か
1
る
見
地
か
ら
す
る
時
'
文
の
外
形
は
決
し
て
旧
套
の
如
き
取
扱
ひ
に
て

珊
足
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
形
は
磐
の
港
通
に
あ
る
o
著
者
は
こ
の
立
脚
点
か



ら
、
形
を
「
文
」
　
(
第
二
章
)
　
「
言
語
」
　
(
第
三
葦
)
　
「
待
動
」
　
(
第
円
葦
)

の
三
部
門
に
分
け
て
'
更
に
こ
れ
を
細
説
し
て
ゐ
る
。
さ
て
第
二
章
に
述
べ
ら

れ
た
要
点
は
、
い
か
に
し
て
文
の
形
象
を
通
し
て
作
者
の
意
識
を
傑
む
べ
き
か

と
い
ふ
事
に
あ
る
O
既
述
の
如
く
'
文
は
語
環
の
粗
木
細
工
で
は
な
い
O
摂
理

に
韮
い
て
統
1
さ
れ
た
l
個
の
有
機
体
的
の
も
の
で
あ
る
0
読
者
は
、
先
づ
立

初
に
こ
の
桝
理
を
感
得
L
t
文
中
に
流
動
せ
る
意
識
の
方
向
を
観
取
し
て
仕
舞

は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
～
に
お
い
て
文
の
形
象
は
想
の
形
と
い
ふ
事
に
な
る
。

文
の
印
象
に
逝
い
て
こ
れ
を
胸
に
再
構
成
し
て
み
た
形
で
あ
る
。
そ
の
形
を
把

来
し
胸
に
収
め
て
し
ま
ふ
所
に
解
釈
の
秘
機
が
あ
る
。

然
ら
ば
そ
の
方
法
は
何
か
。
か
つ
て
は
、
三
段
法
と
か
起
承
転
結
式
の
支
那

流
の
修
辞
法
を
通
用
し
て
'
事
足
れ
り
と
し
た
。
こ
れ
が
、
語
の
生
命
力
を
両

親
し
得
な
い
愚
策
で
あ
る
こ
と
今
更
説
明
を
要
し
な
い
O
読
者
は
、
第
一
に
作

者
の
心
を
見
す
か
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
意
識
の
系
素
の
融
合
点
を
握
へ
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。
(
著
者
は
こ
の
間
の
消
息
を
'
巧
妙
な
例
を
以
て
証
し
て

ゐ
る
か
ら
そ
れ
を
・
窄
昭
首
れ
た
い
)
か
-
焦
点
を
見
柚
め
た
上
か
ら
次
に
プ
ロ

ッ
ト
に
進
め
。
そ
れ
は
'
丸
で
在
来
の
方
法
の
逆
転
で
あ
る
。
(
も
っ
と
も
そ

の
作
用
は
、
概
念
的
説
明
を
許
さ
な
い
程
機
微
に
屈
し
て
居
る
が
t
 
l
度
直
観

し
、
体
験
を
獲
た
も
の
に
と
っ
て
は
極
め
て
条
理
的
な
も
の
に
な
る
と
忠

ふ
。
)
プ
ロ
ッ
ト
は
'
い
ふ
迄
も
な
-
作
者
が
自
然
人
生
を
概
た
所
の
も
の

の
'
形
に
.
蓼
透
さ
れ
た
様
々
の
表
現
で
あ
る
.
丈
は
こ
れ
を
外
形
の
上
か
ら
、

野
情
詩
、
叙
事
詩
'
評
論
、
戯
曲
と
い
ふ
様
に
分
つ
こ
と
も
出
来
よ
う
。
又
、

古
典
的
'
浪
漫
的
へ
自
然
的
へ
象
徴
的
と
い
ふ
様
な
分
類
も
許
さ
れ
よ
う
。
し

か
し
'
鼓
初
か
ら
そ
の
分
類
が
存
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
如
き
迷
誤
は
こ
の
際
全
然

す
て
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
.
我
々
は
こ
れ
等
の
形
を
'
様
々
な
作
者
の
意
識
の
一

方
向
、
1
傾
向
で
あ
る
と
の
み
見
る
時
、
ど
ん
な
に
生
々
と
し
た
自
由
な
勧
賞

を
得
る
で
あ
ら
う
。

マ
†

こ
れ
等
の
言
柴
に
依
て
'
全
然
班
末
な
語
の
価
代
は
こ
れ
を
見
す
て
た
も
の

だ
と
速
断
し
て
は
い
け
な
い
。
自
分
は
、
第
三
章
の
「
言
語
の
活
力
」
の
項
を

読
む
に
至
っ
て
、
著
者
が
い
か
に
へ
語
感
に
対
し
綿
密
な
考
察
を
費
し
て
ゐ
る

l
i
^
K
i

か
を
知
る
の
で
あ
る
。
語
感
と
い
ふ
表
現
は
'
在
来
の
語
釈
と
区
別
す
る
上
誠

に
住
い
言
柴
で
あ
る
。
語
感
論
は
'
文
を
構
成
す
る
一
語
々
々
の
旧
来
の
解
釈

0　0

の
改
価
で
あ
る
。
旧
来
の
観
察
が
外
辞
に
止
ま
っ
て
ゐ
た
と
す
れ
ば
新
し
い
態

マ
T
.

度
は
内
辞
を
感
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
て
'
こ
れ
迄
蛇
足
の
如
く
解

マ
マ

釈
せ
ら
れ
た
古
典
巾
の
語
中
に
'
却
て
箔
要
の
意
義
を
発
見
さ
れ
る
場
合
が
抄

-
な
い
O
　
(
多
数
の
実
例
を
抱
げ
た
本
譜
を
参
考
せ
ら
れ
た
い
)
言
語
の
も
つ

感
じ
は
'
決
し
ノ
て
辞
書
に
列
記
さ
れ
た
換
言
法
で
言
ひ
尽
さ
れ
る
や
う
な
、
簡

a
s

単
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
外
辞
的
解
釈
に
終
止
し
て
ゐ
る
人
々
は
、
辞

書
で
満
足
す
る
人
で
あ
る
O
乃
至
'
文
法
的
修
辞
的
解
釈
に
捕
は
れ
た
人
で
あ

る
0
名
文
を
検
す
る
に
及
ん
で
'
「
あ
れ
」
　
「
こ
れ
」
と
い
ふ
様
な
惰
蝉
な
代

名
詞
で
さ
へ
も
、
い
か
に
微
妙
な
働
き
を
持
っ
て
ゐ
る
か
に
蝦
か
さ
れ
る
の
で

あ
る
O
こ
れ
は
尽
く
語
と
語
と
の
有
機
的
関
係
に
裁
い
て
ゐ
る
。
故
に
、
想
形

を
直
観
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
始
め
て
考
へ
得
ら
れ
る
点
で
あ
る
.
作
意
と

い
ふ
点
の
あ
ま
り
顧
慮
さ
れ
な
か
っ
た
過
去
の
解
釈
法
に
'
語
感
の
沌
目
さ
れ

な
か
っ
た
と
い
ふ
事
も
止
む
を
得
な
い
事
で
あ
ら
う
。

著
者
は
'
本
章
の
間
に
ロ
ー
ゼ
ツ
-
辞
典
の
紹
介
並
に
批
判
を
挟
ん
で
ゐ

る
。
実
に
か
-
の
如
き
同
意
語
の
微
妙
な
差
異
を
示
す
特
殊
辞
典
の
わ
が
国
に

存
し
な
い
事
は
退
憾
の
至
り
で
あ
る
。
国
文
学
だ
宙
の
第
十
二
巻
と
し
て
予
告

さ
れ
て
あ
る
垣
内
成
編
基
の
辞
書
の
刊
行
の
早
か
ら
ん
こ
と
を
待
つ
も
の
で
あ

る
。第

四
葦
の
「
文
の
律
動
」
に
お
い
て
は
、
著
者
は
一
面
文
の
形
を
T
屑
深
く



内
親
し
へ
併
せ
て
形
象
に
対
す
る
」
後
の
断
実
を
下
し
て
ゐ
る
。
文
、
詩
歌
中

の
節
奏
の
智
は
、
文
学
の
要
素
の
中
へ
最
も
内
面
的
な
心
の
律
動
の
示
現
で
あ

る
o
更
に
'
1
文
は
長
い
1
語
で
あ
る
と
も
考
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
.
前
章
で
語

感
は
決
し
て
外
辞
丈
で
は
会
得
さ
れ
な
い
と
言
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
音
感
と
い

ふ
事
も
含
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
文
の
読
者
は
'
文
の
律
動
を
正
し
-
聴
取
す

マ
マ

る
こ
と
に
依
て
、
最
後
に
文
章
を
自
ら
の
所
有
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ

る
。
著
者
は
こ
の
見
地
か
ら
'
紹
音
'
ア
ク
セ
ン
ト
へ
節
奏
等
の
研
究
を
述
べ

て
ゐ
る
。
そ
の
中
の
和
歌
俳
句
の
昧
ひ
方
も
'
大
体
首
肯
せ
ら
れ
る
。
な
は
へ

マ
マ

文
化
の
律
動
の
叙
述
に
通
給
し
て
、
合
唱
へ
野
晒
詩
、
民
話
、
童
謡
へ
　
口
語
詩

‥
・
T
・

等
の
細
目
の
説
明
も
あ
る
け
れ
ど
こ
～
に
は
へ
　
そ
の
紹
介
を
割
愛
す
る
。

以
上
の
紹
介
文
は
、
あ
ま
り
印
象
的
に
す
ぎ
て
説
明
の
不
充
分
の
個
所
が
多

か
つ
た
と
思
ふ
。
た
ゞ
国
語
研
究
者
に
対
し
て
多
少
で
も
そ
れ
が
反
省
の
材
料

に
な
っ
た
ら
幸
甚
で
あ
る
。
な
は
最
後
に
〓
1
口
附
加
し
た
い
。
わ
が
文
化
の
発

願
に
対
し
'
国
語
教
授
者
の
責
任
は
、
今
後
い
よ
7
-
重
大
な
ら
ん
と
し
て
ゐ

る
O
同
語
教
授
者
の
目
下
の
急
務
は
'
国
語
の
教
授
法
と
い
ふ
如
き
法
式
の
研

究
よ
り
へ
ま
づ
第
一
に
自
己
の
識
見
学
力
を
い
や
が
上
に
も
向
上
せ
し
め
る
こ

と
で
は
あ
る
ま
い
か
O
　
(
同
上
誌
「
学
校
教
育
」
、
九
六
～
1
〇
二
ペ
)

四
百
字
詰
原
稿
用
紙
に
し
て
1
五
枚
に
及
ぶ
、
新
著
「
国
語
の
力
」
の
紹
介

で
、
「
国
語
の
力
」
の
内
容
(
第
〓
卑
～
第
四
章
)
　
の
的
確
な
要
約
が
な
さ
れ
、

さ
ら
に
当
時
の
国
語
教
授
界
に
き
び
し
い
要
望
が
な
さ
れ
て
い
た
。
斎
藤
措
衛

教
授
の
右
の
文
章
は
'
「
国
語
の
力
」
の
本
質
・
価
倍
が
と
ら
え
ら
れ
、
さ
ら

に
教
授
自
身
の
国
語
教
育
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
の
見
識
が
衷
づ
け
さ
れ
て
お

り
へ
お
の
ず
と
格
調
の
高
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

斎
藤
措
街
教
授
は
'
新
著
「
国
語
の
力
」
を
、
「
か
-
迷
路
に
あ
る
国
語
界

に
対
す
る
反
抗
の
宣
言
詔
で
あ
る
」
　
(
同
上
詰
、
九
八
ペ
)
と
さ
れ
る
o
　
「
同

語
の
力
」
の
性
格
を
よ
く
道
破
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

房
藤
治
術
教
授
は
'
「
国
語
の
力
」
の
内
容
を
周
到
か
つ
的
確
に
要
約
さ
れ

た
o
　
「
国
語
の
力
」
の
文
童
は
、
「
幾
分
嗣
訳
調
を
お
び
て
や
1
晦
渋
な
点
が

な
い
で
も
な
い
、
又
'
氏
の
博
識
が
災
し
て
内
容
に
も
多
少
煩
班
な
点
も
見

え
」
　
(
同
誌
上
、
九
八
ペ
)
　
て
、
要
約
L
に
-
い
の
で
あ
る
が
、
斎
藤
教
授

は
、
そ
れ
を
あ
ざ
や
か
に
こ
な
し
て
い
ら
れ
る
O
　
「
回
語
の
力
」
は
刊
行
直

後
へ
　
は
や
く
も
も
っ
と
も
よ
き
理
解
者
(
さ
ら
に
は
批
判
者
)
を
得
た
こ
と
に

な
る
。右

の
紹
介
の
文
章
は
、
お
し
ま
い
に
、
「
わ
が
文
化
の
発
展
に
対
し
'
国
語

教
授
者
の
着
任
は
、
今
後
い
よ
7
＼
重
大
な
ら
ん
と
し
て
ゐ
る
o
国
語
教
授
者

の
目
下
の
急
務
は
'
同
語
教
授
法
と
い
ふ
如
き
法
式
の
研
究
よ
り
、
ま
づ
第
一
に

自
己
の
識
見
学
力
を
い
や
が
上
に
も
向
上
せ
し
め
る
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」

(
同
上
誌
'
1
〇
二
ペ
)
と
い
う
附
言
を
も
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
.
こ
れ
は
ま

た
へ
　
「
同
語
の
力
」
を
つ
ら
ぬ
-
根
本
の
提
言
で
も
あ
っ
た
o

さ
て
'
右
の
文
章
中
、
.
つ
ぎ
の
よ
う
な
1
節
が
あ
る
0

「
著
者
は
本
章
(
引
用
老
注
、
第
三
章
)
　
の
問
に
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
辞
典
の
紹
介

並
に
批
判
を
挟
ん
で
ゐ
る
.
実
に
か
-
の
如
き
同
意
語
の
微
妙
な
差
異
を
不
す

特
殊
辞
典
の
わ
が
同
に
存
し
な
い
事
は
追
憾
の
至
り
で
あ
る
.
国
文
学
門
琵
詔

の
第
十
二
巻
と
し
て
予
告
さ
れ
て
あ
る
垣
内
氏
編
芸
の
辞
典
の
刊
行
の
早
か
ら

ん
こ
と
を
待
つ
も
の
で
あ
る
。
」
　
(
同
上
誌
、
一
〇
一
ペ
)

垣
内
松
三
先
生
は
、
「
同
語
の
力
」
第
三
章
「
言
語
の
活
力
」
に
お
い
て
'

「
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
辞
典
」
に
つ
い
て
、
か
な
り
-
わ
し
く
具
体
的
に
言
及
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
輩
所
収
二
三
節
の
う
ち
、

一
〇
　
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
の
辞
典



二
　
ロ
ー
ゼ
へ
・
ト
の
分
類

一
二
　
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
の
言
語
分
類
表

〓
ニ
　
ロ
ー
ゼ
ッ
-
式
辞
典
の
考
察
(
一
)

一
四
　
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
式
辞
典
の
考
案
(
二
)

1
五
　
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
式
辞
典
の
考
案
(
三
)

1
六
　
同
意
語
の
識
別

の
よ
う
に
、
お
よ
そ
三
分
の
1
ほ
ど
を
出
し
て
、
「
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
辞
典
」
の
紹

介
な
ら
び
に
そ
の
考
察
・
批
判
な
ど
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

垣
内
松
三
先
生
は
、
言
語
の
解
釈
に
お
け
る
意
味
の
誘
導
の
問
題
に
言
及

し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。

「
言
語
の
解
釈
は
実
に
ゲ
ナ
ン
グ
が
謂
っ
た
よ
う
に
、
意
味
の
『
誘
導
』

E
x
e
g
e
s
i
s
　
で
あ
る
。
こ
の
用
語
の
語
源
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の
『
導
き
出
す
』
で

あ
る
と
い
う
.
即
ち
言
語
の
外
面
を
椴
索
す
る
こ
と
で
な
く
し
て
、
文
章
の
関

係
に
於
て
、
共
の
貝
訂
す
る
活
力
を
導
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
ゲ
ナ
ン
グ
が
こ

ヽ

　

ヽ

の
立
場
か
ら
、
言
語
の
解
釈
に
於
け
る
三
つ
の
問
題
を
導
き
出
し
て
、
1
語
源

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

2
同
意
語
3
言
語
に
固
着
し
た
不
明
の
還
元
を
ば
示
し
た
の
は
、
至
当
な
注
意

で
あ
る
o
た
と
え
ば
『
心
』
と
い
う
よ
う
な
重
要
な
言
語
を
「
こ
ろ
く
の
約
』

と
い
う
解
釈
に
よ
り
て
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
『
心
』

『
魂
』
　
『
意
味
』
　
『
思
慮
』
　
『
情
』
と
い
う
相
互
に
近
い
意
味
の
区
別
を
い
か

に
明
示
す
る
こ
と
を
得
る
か
。
『
精
神
』
　
『
意
識
』
　
『
観
念
』
　
『
概
念
』
等
の

言
語
と
い
か
に
迂
堅
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
。
我
々
の
有
す
る
言
語
解
釈

に
際
し
て
'
そ
の
理
論
に
於
て
は
そ
の
必
要
を
感
じ
て
は
る
が
へ
そ
の
実
際
に

於
て
は
、
そ
れ
を
研
究
し
て
居
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
言
語
の
歴
史
的
発
達
の
理
法

は
知
っ
て
居
る
が
'
註
釈
辞
書
に
示
さ
れ
て
居
る
二
三
の
解
釈
を
あ
て
は
め
て

古
い
文
新
し
い
文
の
上
に
現
わ
れ
て
居
る
同
じ
語
は
'
同
じ
」
2
味
で
解
釈
し
て

異
し
ま
な
い
の
で
あ
る
。
言
語
の
中
に
明
際
に
跡
づ
け
得
る
文
化
的
展
開
を
無

視
し
て
外
来
語
・
専
門
語
・
刑
訳
語
・
新
語
と
し
て
取
扱
っ
て
居
る
の
で
あ
る
o

こ
う
い
う
種
々
の
問
題
を
整
理
す
る
こ
と
が
と
も
か
く
言
語
の
解
釈
に
於
て
先

ず
注
意
す
べ
き
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
唯
い
い
添
え
た
い
こ
と
は
'
ゲ
ナ
ン

グ
の
三
つ
の
研
究
は
そ
れ
く
関
即
し
た
問
題
で
あ
っ
て
、
い
ろ
く
に
分
つ

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
が
'
そ
れ
を
実
際
に
遂
行
す
る
時
に
は
一
と
三
が

t
つ
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
,
,
,
ユ
レ
I
や
ブ
ラ
ッ
ド
レ
I
の
研
究
の
如
き
言

語
の
歴
史
的
研
究
を
生
じ
、
二
は
そ
の
中
に
含
む
こ
と
も
で
き
る
が
'
ロ
ー
ゼ

ッ
-
の
対
照
辞
典
の
如
き
研
究
を
椛
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
O
 
L
　
(
有
朋
鷺
版

「
国
語
の
力
」
、
三
言
語
の
活
力
、
八
悲
味
の
誘
導
'
一
四
二
1
t
四
四
ペ
)

当
時
の
国
語
解
釈
の
実
践
に
お
い
て
'
も
っ
と
も
脆
弱
で
あ
り
、
不
十
分
で

あ
っ
た
問
題
点
を
指
摘
し
、
そ
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
の
一
つ
の

具
体
的
な
手
が
か
り
と
し
て
、
「
ロ
ー
ゼ
ッ
-
典
群
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ

の
紹
介
・
考
察
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

垣
内
松
三
先
生
は
'
「
ロ
ー
ゼ
ッ
-
辞
典
」
に
つ
い
て
へ
　
ま
ず
'
「
こ
の
辞

典
の
編
纂
趣
旨
は
、
普
通
の
辞
典
は
単
語
の
意
味
を
説
明
す
る
の
み
で
、
言
語

が
与
え
ら
れ
て
か
ら
そ
の
意
味
を
求
む
る
の
で
あ
る
が
'
ロ
ー
ゼ
ッ
-
の
は
へ

そ
の
正
反
対
に
意
味
が
言
語
を
求
む
る
時
に
最
も
ひ
た
と
あ
て
は
ま
る
言
語
を

求
む
る
た
め
に
『
意
味
』
を
以
て
組
織
さ
れ
た
辞
典
で
あ
る
。
/
そ
れ
で
あ
る

か
ら
作
文
の
際
に
有
用
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
、
こ
の
目
的

に
向
っ
て
は
、
類
語
辞
典
・
引
用
辞
典
・
美
辞
桂
句
集
等
の
編
纂
物
の
あ
る
こ

と
は
何
人
も
知
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
1
に
特
に
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
の
辞
典
の
親
祭

か
ら
得
た
い
暗
示
の
T
は
'
言
語
が
思
想
交
換
の
た
め
に
意
味
を
載
せ
て
搬
ぶ

と
い
ふ
だ
け
で
な
く
'
言
語
は
思
想
を
明
断
に
し
、
意
味
に
巽
を
与
え
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
O
言
語
は
思
恕
を
定
着
せ
し
め
'
思
肺
を
自
由

6



な
ら
し
め
、
思
惟
を
柁
雑
な
ら
し
む
る
に
'
欠
-
べ
か
ら
ざ
る
手
段
で
あ
る
が

故
に
、
言
語
の
理
解
に
よ
り
て
、
読
弁
や
奇
言
や
人
気
言
語
を
整
理
す
る
こ
と

が
'
思
想
展
開
の
一
つ
の
方
法
と
も
な
り
、
文
法
と
論
理
と
の
錯
雑
し
た
問
題

も
こ
れ
に
依
り
て
弁
別
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ロ
ー
ゼ
ッ
-
は
ま
ず
そ
の
立
場

か
ら
、
言
語
分
類
法
を
考
え
た
の
で
あ
る
O
」
　
(
有
朋
督
版
「
国
語
の
力
」
、

1
四
六
～
一
四
七
ペ
)
と
述
べ
、
「
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
辞
典
」
の
採
っ
て
い
る
意
味

の
上
か
ち
の
分
類
な
ら
び
に
各
言
語
の
対
照
的
性
質
の
上
か
ら
の
分
類
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
。

○
分
類
法
の
第
1
着
眼
点
-
意
味
上
の
分
類

-
　
抽
象
的
関
係
～
存
在
、
類
似
t
 
R
雪
順
序
へ
数
、
時
間
、
力

2
　
宅
間
-
-
運
動
'
仲
間
の
変
化
を
含
む
種
々
の
関
係

3
　
物
質
的
世
界
1
-
悶
体
、
液
体
'
熱
、
音
響
へ
光
へ
そ
れ
等
の
現

象
'
そ
れ
よ
り
生
ず
る
知
覚

4
　
知
識
及
び
そ
の
作
用
1
知
得
、
把
執
力
'
思
想
交
換

蝣
-
-
.
-
A
　
-
　
n
i
 
t
 
J
j
向
へ
　
絶
て
　
作
用
t
 
k
対
、
仏
出
へ
　
抑
　
t
 
f
=

虎
等

6
　
感
情
及
び
通
念
　
-
　
感
情
、
情
緒
へ
情
念
、
道
徳
的
宗
教
的
感
情

○
分
類
法
の
第
二
着
眼
点
　
-
　
各
言
語
の
対
照
的
性
質
上
の
分
類

-
　
同
t
-
光
異
-
対
照

2
　
始
-
中
-
終

3
　
過
去
-
現
在
-
未
来

-
　
凸
形
-
平
坦
-
凹
面

2
　
希
望
し
無
関
心
-
嫌
悪

i
-
i
 
s
X
-
;
'
j
.
*
:
.
-
4
'
J
'
-
　
判

(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
、
t
四
七
-
一
四
九
ペ
)

右
に
掲
げ
た
分
類
に
つ
い
て
、
垣
内
松
三
先
生
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
を

加
え
ら
れ
た
。

「
辞
典
は
前
の
分
類
に
伐
り
て
言
語
を
塁
集
L
t
後
の
対
照
に
依
り
て
7
行

二
事
二
行
に
餅
排
さ
れ
て
店
る
の
で
あ
る
が
'
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
も
い
う
よ
う
に
'

そ
の
た
め
に
別
に
解
釈
は
な
い
の
で
あ
る
の
に
、
分
類
対
照
だ
け
で
、
各
言
語

間
徴
妙
な
る
美
果
へ
そ
の
固
有
の
意
味
の
分
化
、
明
白
な
る
相
違
等
が
そ
の
上

に
明
に
既
わ
れ
て
p
捕
る
こ
と
で
あ
る
O
　
二
三
の
例
を
挙
ぐ
れ
ば
、
冒
心
想
』
は

『
思
惟
作
用
』
と
『
思
惟
作
用
の
所
産
』
と
を
示
し
、
『
判
断
』
は
『
決
定
作

用
』
と
『
決
定
』
を
示
し
t
 
L
r
希
望
の
光
)
]
暗
黒
の
蔭
』
　
『
想
像
の
飛
朔
』

『
機
智
の
閃
光
』
　
『
椿
の
暖
か
さ
』
　
『
憤
怒
の
沸
騰
』
の
よ
う
な
転
用
も
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
」
　
(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
へ
　
1
四
九
ペ
)

右
の
例
の
う
ち
'
「
思
想
に
つ
い
て
は
'
た
と
え
ば
　
4
7
7
　
T
H
O
U
G
H
T

E
x
e
r
c
i
s
e
 
o
f
 
t
h
e
 
I
n
t
e
l
l
e
c
t
.
 
I
n
o
u
n
s
 
1
.
t
h
o
u
g
h
t
,
t
h
i
n
k
i
n
g
,

c
o
g
i
t
a
t
i
o
n
,
c
e
r
e
b
r
a
t
i
o
n
,
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
　
i
n
t
e
l
l
e
c
t
i
o
n
,
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a

l
i
z
a
t
i
o
n
,
r
a
t
i
o
c
i
n
a
一
i
o
n
,
r
e
a
s
c
n
i
n
g
l
S
l
　
:
b
r
a
i
n
w
o
r
k
,
h
e
a
d
w
o
r
k
,

m
e
n
t
a
l
 
l
a
b
o
r
,
w
o
r
k
i
n
g
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
i
n
d
;
;
h
e
a
v
y
 
t
h
i
n
k
i
n
g
,
t
a
l
l

h

e

a

d

w

o

r

k

　

〔

s

l

a

n

g

〕

‥

s

t

r

a

i

g

h

t

 

t

h

i

n

k

i

n

g

‥

i

d

e

a

4

7

8

.

(

R

o

g

e

t

、

s

I

n

t

e

r

n

a

t

i

o

n

a

l

 

T

h

e

s

a

u

r

u

s

 

T

h

i

r

d

 

E

d

i

t

i

o

n

,

3

1

0

ふ

)

と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
新
版
「
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
辞
典
」
に
よ
る
も

の
で
あ
る
が
。

こ
の
よ
う
に
'
「
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
辞
典
」
に
お
け
る
語
の
配
列
な
ら
び
に
意
味

の
示
し
方
を
紹
介
し
た
の
ち
'
垣
内
松
三
先
生
は
、
同
辞
典
の
総
綱
目
を
挙
げ

f*.->たO
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C
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V
o
l
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l
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i
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I
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7
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(
#
M
悼
蒲
「
囲
叫
抑
O
h
L
1
5
0
-
1
5
2
え
)

こ
れ
ら
に
添
え
て
'
垣
内
松
三
先
生
は
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。

右
の
「
分
類
の
中
に
約
七
六
、
〇
〇
〇
語
を
収
め
て
あ
る
。
こ
の
辞
典
の
特

色
は
'
以
上
の
如
く
普
通
辞
典
と
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
'
此
日
通
辞
典

の
解
釈
は
解
釈
作
用
の
第
一
終
点
に
到
達
す
る
参
考
と
な
る
性
質
を
有
L
t

ロ
ー
ゼ
ッ
ト
式
辞
典
の
用
い
方
か
ら
は
'
寧
ろ
解
釈
作
用
の
第
二
終
点
に
導
く

も
の
で
あ
っ
て
'
単
に
そ
の
組
織
が
異
る
の
み
で
な
く
ト
仝
く
そ
の
性
質
を
異

に
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
」
　
(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
へ
　
T
五
二
ペ
)

(
な
お
'
「
ロ
ー
・
*
ッ
ト
辞
血
こ
第
三
版
の
一
九
六
二
年
刊
に
よ
れ
ば
'
前

掲
の
分
類
の
中
に
、
第
三
部
P
h
y
s
i
c
s
、
第
五
部
S
e
n
s
a
t
i
o
n
が
新
た
に
は
い

り
'
細
目
は
1
、
〇
四
〇
に
及
ん
で
い
る
。
)

さ
て
'
垣
内
松
三
先
生
は
'
「
ロ
ー
ゼ
ッ
-
式
辞
典
」
に
つ
い
て
'
左
の
よ

う
な
三
つ
の
点
を
と
り
あ
げ
て
考
察
さ
れ
た
。

ー
　
「
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
式
辞
典
」
に
お
け
る
組
織
的
な
編
纂
法
の
問
題

2
　
同
意
語
相
互
間
の
関
係
の
究
明
の
問
題

3
　
「
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
式
辞
典
」
の
他
の
国
語
へ
の
通
用
な
ら
び
に
そ
の
効
用

の
問
題

こ
れ
ら
の
う
ち
、
ま
ず
'
1
の
問
題
に
つ
い
て
は
へ
　
「
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
辞
典
」

編
芸
改
訂
の
由
来
に
つ
い
て
へ
　
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
O



「
『
セ
ザ
ウ
ラ
ス
』
は
'
ロ
ー
ゼ
ッ
-
氏
(
引
用
者
注
、
P
e
t
e
r
 
M
a
r
k
 
R

o
g
e
t
,
1
7
7
9
-
1
8
6
9
)
　
の
五
十
年
間
も
没
頭
し
た
労
作
で
あ
っ
て
、
T
八
〇
五

年
に
は
、
既
に
現
在
の
組
織
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
爾
来
一
八
五
二

†
マ

年
に
至
り
て
刊
行
せ
ら
る
1
ま
で
改
刑
に
苦
心
し
、
其
後
も
尚
お
晩
年
に
至
る

ま
で
修
正
を
加
え
て
完
成
を
期
し
た
の
で
あ
っ
た
o
 
t
八
五
五
年
に
第
三
版
が

刊
行
せ
ら
れ
て
か
ら
は
'
同
じ
形
で
続
々
刊
行
せ
ら
れ
た
。
今
こ
ゝ
に
手
に
し

て
居
る
の
は
一
八
七
九
年
版
で
あ
る
が
'
そ
れ
に
載
せ
て
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー

ゼ
ッ
ト
(
引
用
老
注
t
 
D
r
.
J
o
h
n
 
L
e
w
i
s
 
R
o
g
e
t
,
P
 
M
 
R
o
g
e
t
の
息
子
に

あ
た
る
。
彼
が
辞
典
の
改
訂
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
る
。
)
　
の
序
文
に
依
れ
ば
'

研
究
的
よ
り
は
実
用
的
な
辞
典
と
す
る
よ
う
に
注
意
を
加
え
た
こ
と
が
解
る
。

[
(
I

而
し
て
用
い
易
い
よ
う
に
索
引
其
他
に
補
訂
を
加
え
た
よ
う
す
が
見
え
る
の
で

あ
る
O
へ
」
　
(
布
朋
党
版
「
国
語
の
力
」
へ
　
l
五
三
ペ
)
　
(
「
セ
ザ
ウ
ラ
ス
」

<
T
h
e
s
a
u
r
u
s
V
は
、
の
ち
、
1
九
一
1
年
に
、
そ
の
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
e
d
i
t
i

o
n
が
刊
行
さ
れ
へ
一
〇
余
回
も
版
を
重
ね
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
)

つ
い
で
へ
　
垣
内
松
三
先
生
は
'
「
セ
ザ
ウ
ラ
ス
」
の
索
引
改
訂
の
意
義
を
説

き
つ
つ
へ
辞
典
の
組
孤
体
系
に
関
す
る
改
訂
の
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。

「
学
田
実
用
の
目
的
の
た
め
に
は
言
語
を
検
出
し
得
る
便
宜
を
兼
ね
備
え
な

け
れ
ば
清
足
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
故
に
こ
の
索
引
の
完
成
は
実
用
の
不
便

t

-

[

蝣

を
掃
い
て
大
に
学
習
の
便
宜
を
与
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
元
来
ロ
ー
ゼ

ッ
ト
式
辞
典
の
特
色
は
そ
の
組
織
的
体
系
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
'
引
用
辞
典
・

類
語
辞
典
と
同
じ
形
で
は
あ
る
が
'
そ
の
性
質
は
異
っ
て
居
る
。
然
る
に
そ
の

特
色
の
あ
る
方
面
に
は
補
訂
が
進
ま
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
立
場
か

ら
見
て
我
々
は
新
語
の
増
訂
と
か
、
部
分
的
な
更
生
よ
り
も
更
に
必
要
な
る
改

訂
が
試
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
追
憾
と
す
る
も
の
で
あ
る
.
二
可
町
U
で
山

叫
目
せ
J
「
且
剖
岬
鼎
S
Q
組
織
は
そ
の
時
代
の
自
然
科
学
相
思
潮
及
び
彼

J
r
J
一
'
'
'
v
I
‥
∴
・
.
!
蝣
蝣
<
-
二
、
　
日
畑
.
‥
言
、
前
川
=
.
 
1
‥
.
 
1
-
ち
 
~
強
打
d

.

.
 
7
㌦
・
　
　
　
叫
‥
　
　
　
　
∴
　
と
-
-
 
'
,
.
I

分
類
が
そ
の
ま
～
に
な
っ
て
居
る
こ
と
が
見
つ
か
る
の
で
あ
る
0
」
　
(
有
肪
堂

版
「
国
語
の
力
」
'
一
五
四
I
T
五
五
ペ
、
傍
線
は
引
用
者
.
)

こ
の
よ
う
に
、
「
セ
ザ
q
l
フ
ス
」
の
分
類
法
に
つ
い
て
、
批
判
的
見
解
を
示

し
っ
つ
'
垣
内
松
三
先
生
は
、
さ
ら
に
具
体
的
に
'
「
視
る
こ
と
」
と
い
う
例

を
と
り
あ
げ
へ
　
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
述
さ
れ
た
。

「
既
に
'
ジ
m
ン
・
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
が
い
え
る
よ
う
に
'
た
と
え
ば
『
視
る
こ

と
』
の
下
に
統
一
し
て
語
群
を
秩
序
づ
け
よ
う
と
す
る
時
に
へ
　
こ
の
辞
典
に
挙

げ
ら
れ
た
る
綱
目
を
見
る
と
紛
ら
し
く
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
な
分
類
法
が
見
え

る
。
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
は
其
訂
正
を
試
み
な
か
っ
た
が
'
そ
の
疑
問
と
改

t
-
I
-

訂
の
希
望
を
漏
ら
し
て
陪
る
。
試
に
前
節
に
抄
出
し
た
'
『
セ
ザ
ウ
ラ
ス
』
総

目
次
に
つ
い
て
『
視
る
こ
と
』
に
関
係
の
あ
る
網
目
を
考
え
る
な
ら
ば
『
空

間
』
　
『
物
瞥
』
は
い
う
ま
で
も
な
-
、
『
抽
象
的
関
係
』
も
そ
の
中
に
含
め
ら

れ
る
と
考
え
ら
れ
ぬ
で
も
な
い
。
単
に
『
感
覚
』
の
第
三
種
の
下
に
あ
る
、

光
・
色
等
を
挙
げ
る
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
で
'
そ
う
し
た
見
方
に
よ
り

て
『
視
る
こ
と
』
の
分
野
を
整
理
し
た
根
抵
か
ら
組
織
を
改
む
る
必
要
が
あ

る
か
も
知
れ
ぬ
。
も
し
又
『
視
る
こ
と
』
を
『
理
念
』
の
意
味
と
す
る
考
え
方

ま
で
進
め
た
と
し
た
ら
、
す
べ
て
の
言
語
は
そ
の
根
源
よ
り
生
れ
出
ず
る
も
の

と
考
え
ら
れ
な
い
で
も
な
い
。
そ
の
立
場
か
ら
'
コ
-
エ
ン
が
考
え
た
よ
う
に

思
惟
の
根
源
か
ら
分
化
す
る
文
化
意
識
の
三
磁
域
即
ち
科
学
的
意
識
・
道
徳
的

意
識
1
芸
術
的
意
識
の
三
方
面
を
挙
げ
て
へ
そ
の
各
方
面
に
属
す
る
語
群
を

統
一
す
る
と
し
た
ら
、
『
セ
ザ
ウ
ラ
ス
』
と
は
全
-
面
目
を
更
め
た
組
織
が
可

能
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
.
素
よ
り
そ
の
実
際
に
於
て
は
困
難
な



事
業
で
あ
る
が
'
こ
う
し
た
組
織
に
よ
り
て
語
桑
が
秩
序
だ
て
ら
れ
た
と
し
た

ら
'
ロ
ー
ゼ
ッ
-
が
当
初
の
理
想
が
T
層
明
白
に
実
現
せ
ら
る
ゝ
こ
と
で
あ
ろ

う
。
」
　
(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
、
一
五
五
～
一
五
六
ペ
)

こ
こ
に
は
、
「
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
辞
典
」
の
分
類
体
系
に
つ
い
て
へ
　
垣
内
松
三
先

生
の
立
場
か
ら
の
独
自
の
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
垣
内
松
三
先
生
が
「
ロ

ー
ゼ
ッ
ト
辞
典
」
か
ら
の
無
批
判
の
借
用
を
考
え
て
い
ら
れ
た
の
で
は
な
く
'

む
し
ろ
ロ
ー
ゼ
ッ
-
の
本
来
の
理
想
を
ど
の
よ
う
に
し
て
具
現
し
う
る
か
に
つ

い
て
'
い
っ
そ
う
深
く
見
抜
い
て
い
ら
れ
た
こ
と
を
知
り
う
る
の
で
あ
る
。

つ
い
で
、
垣
内
松
三
先
生
は
、
わ
が
国
の
辞
典
史
に
も
眼
を
転
じ
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。

「
我
が
国
の
辞
典
史
は
各
国
に
於
け
る
如
く
分
類
的
辞
典
か
ら
始
ま
っ
て
、

近
代
に
な
っ
て
か
ら
'
実
用
的
二
.
艇
的
・
専
門
的
語
菜
と
な
り
、
音
韻
的
排
列

は
全
て
の
形
式
と
な
っ
て
居
る
が
、
古
い
辞
書
の
上
に
現
わ
れ
た
古
人
の
分
類

マ
マ

的
辞
典
を
見
る
と
へ
　
そ
の
時
代
の
思
糊
に
基
い
た
分
類
の
上
に
尊
む
べ
き
心
の

痕
が
見
う
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
0
又
、
僅
か
で
は
あ
る
が
『
夜
船
集
』
の
ど
と

き
対
照
辞
典
の
計
画
も
見
え
る
。
こ
れ
等
の
編
纂
法
を
見
る
に
つ
け
て
、
そ
れ

は
言
語
研
究
者
の
心
の
中
に
泊
め
る
希
望
の
t
の
形
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ

る
。
故
に
一
般
辞
書
の
外
に
『
セ
ザ
ウ
ラ
ス
』
の
よ
う
な
特
殊
な
辞
典
の
要
求

せ
ら
れ
る
の
も
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
と
思
う
。
も
し
こ
の
方
面
に
於
け
る
整
理

が
も
っ
と
合
理
的
に
徹
底
的
に
行
わ
れ
た
な
ら
ば
へ
言
葉
の
意
味
の
理
解
に
便

宜
を
得
る
の
み
で
な
-
'
文
化
意
識
の
哲
学
的
研
究
の
上
に
も
稗
益
す
る
と
こ

ろ
が
少
-
あ
る
ま
い
と
思
う
O
」
　
(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
へ
　
t
五
六
-
1

五
七
ペ
)

広
い
視
野
か
ら
'
分
類
対
照
辞
典
の
あ
り
か
た
な
ら
び
に
そ
の
効
用
の
こ
と

が
考
察
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
垣
内
松
三
先
生
は
'
前
掲
文
章
の
末
尾
に
、

(
本
荘
苔
第
十
二
巻
『
国
語
学
習
辞
典
]
]
参
照
)
と
記
し
'
ま
た
へ
第
1
五
節

の
末
尾
に
も
'
(
本
葉
書
第
十
二
巻
『
国
語
学
習
辞
典
』
及
び
英
独
仏
語
を
対

照
し
た
『
国
語
対
照
学
習
辞
典
』
　
『
読
方
学
習
辞
典
』
一
(
近
刊
)
参
照
)
と
記

し
て
い
ら
れ
る
。
垣
内
松
三
先
生
に
'
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
式
辞
典
ふ
う
の
'
進
ん
だ

国
語
学
習
辞
典
の
編
纂
の
意
図
の
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
国
語
の

力
」
を
第
1
巻
と
す
る
、
「
国
文
学
習
洋
書
」
　
(
会
〓
1
巻
)
　
の
う
ち
へ
第
一

二
巻
は
'
す
な
わ
ち
「
国
語
学
習
辞
典
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
O

つ
い
で
へ
　
2
の
問
題
へ
同
意
語
識
別
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
「
た
と

†
t
,

え
ば
国
語
研
究
に
於
て
、
ロ
ー
ゼ
ッ
-
が
試
み
た
よ
う
に
、
同
意
語
を
並
列
し

て
見
る
と
'
い
ろ
ノ
ー
複
雑
な
疑
問
が
起
っ
て
英
語
の
場
合
の
よ
う
に
簡
単
で

は
な
い
。
そ
の
相
互
間
の
デ
-
ケ
-
ト
な
差
異
に
就
い
て
い
ろ
く
な
疑
問
が

生
じ
て
来
る
の
で
あ
る
0
滋
も
煩
泊
に
堪
え
な
い
の
は
、
文
字
の
上
で
増
加
し

た
、
外
来
語
の
整
理
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
0
」
　
(
有
朋
堂
阪
「
国
語
の

力
」
、
1
五
七
ペ
)
と
述
べ
へ
　
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
式
辞
典
の
方
法
を
国
語
に
通
用
す

る
ば
あ
い
の
問
題
の
所
在
に
つ
い
て
は
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。

「
ロ
ー
ゼ
ッ
-
式
辞
典
は
、
こ
う
し
た
智
識
の
整
理
に
当
り
て
、
自
然
に
そ

の
目
的
が
通
せ
ら
る
1
形
式
を
具
え
て
居
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
同

意
語
を
一
目
の
下
に
並
べ
て
見
る
と
'
い
か
に
日
本
語
が
整
理
も
精
練
も
せ
ら

れ
て
居
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
あ
か
ら
さ
ま
に
見
せ
て
-
れ
る
の
で
あ
る
。
現

今
普
通
に
用
い
る
漢
字
を
約
二
千
字
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
へ
　
こ
れ

と
仮
名
と
を
組
合
せ
て
'
三
四
万
の
言
葉
が
表
記
せ
ら
る
1
の
で
あ
る
が
'
そ

の
中
に
は
三
m
を
表
わ
す
に
も
、
い
ろ
-
′
＼
の
表
記
法
が
多
-
含
ま
れ
て
居

M
i

る
。
こ
の
表
記
法
の
整
理
を
試
る
な
ら
ば
'
日
本
言
語
の
純
真
の
姿
が
現
わ
れ

て
来
る
と
同
時
に
、
言
語
学
習
・
文
字
学
習
の
合
理
的
基
礎
も
現
わ
れ
て
来
る

10



の
で
あ
る
o
文
字
整
理
の
問
題
も
こ
～
か
ら
導
か
れ
、
ま
た
は
克
服
せ
ら
る
べ

き
も
の
で
あ
ろ
う
。
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
式
辞
典
の
編
纂
に
際
し
て
は
、
問
題
と
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
が
、
.
そ
の
方
式
に
よ
っ
て
'
国
語
を
整
理
し
分
類
し
て
見
る
と
、

我
が
言
語
学
習
の
場
合
に
は
、
そ
れ
か
ら
示
唆
さ
れ
て
更
に
校
雑
な
る
問
題
が

示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
意
語
の
微
妙
な
差
異
を
知
る
と
い
う
よ
り
も
、
も
っ

レ
ヒ
ト
シ
ユ
ラ
イ
ブ
ン
グ

と
手
前
の
国
語
の
『
正
し
い
表
わ
し
方
』
の
問
題
か
ら
出
発
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ

と
が
明
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
O
」
　
(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
　
1
六
〇
I
t
六

,ms.垣
内
松
三
先
生
は
、
「
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
辞
典
」
に
照
ら
し
つ
つ
,
わ
が
国
に
お

け
る
国
語
整
班
の
問
題
点
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
見
す
え
て
い
ら
れ

た
。
同
意
語
の
識
別
と
い
う
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
正
郎
法
の
問
題
か
ら

出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
'
3
の
問
題
、
「
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
式
辞
典
」
の
他
の
国
語
へ
の
通
用
な

ら
び
に
そ
の
効
用
に
つ
い
て
は
・
左
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。

「
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
が
'
そ
の
辞
典
編
芸
か
ら
P
o
l
y
g
r
o
t
 
L
e
x
i
c
o
n
(
引
用
者

注
'
数
力
国
語
対
照
辞
典
)
編
纂
の
可
能
を
信
じ
へ
こ
の
立
場
か
ら
'
ギ
-
シ

ャ
、
ラ
テ
ン
へ
　
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
語
も
整
理
さ
れ
る
と
考
え
て
居
た
。
又
'

実
際
に
彼
の
辞
典
が
現
わ
れ
て
か
ら
、
一
八
五
九
年
に
は
ロ
ベ
ル
-
ソ
ン
の

D
i
c
t
i
o
n
n
a
i
r
e
 
l
d
e
o
l
o
g
i
q
u
e
　
(
パ
-
I
に
て
刊
行
)
　
r
八
七
九
年
に
ザ
ン

デ
ル
ス
の
D
e
u
t
s
c
h
e
r
 
S
p
r
a
c
h
s
a
t
z
(
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ヒ
に
て
刊
行
)
が
現

ほ
れ
て
居
る
.
而
し
て
そ
の
い
ず
れ
も
'
ロ
ー
ゼ
ッ
-
の
嗣
訳
で
あ
っ
て
'
そ

れ
ぐ
・
の
国
語
に
於
け
る
こ
の
方
式
の
通
用
の
可
能
を
示
し
て
居
る
。
も
し
そ

れ
等
を
期
宍
大
成
し
た
な
ら
ば
、
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
の
P
o
l
y
g
r
o
t
 
L
e
x
i
c
o
n
の

理
想
は
実
現
せ
ら
る
1
で
あ
ろ
う
.
而
し
て
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
は
謙
遜
に
も
、
『
か

よ
う
な
作
業
の
上
か
ら
、
こ
れ
に
依
り
て
人
類
の
思
想
具
融
の
考
察
、

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ラ
ン
プ
エ
ー
!
.
>
　
　
　
　
　
　
t
-
†

世
　
界
　
語
　
の
建
設
を
夢
る
の
は
、
今
で
は
1
つ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
類

し
て
居
る
が
、
も
し
そ
れ
が
で
き
た
ら
人
性
展
開
の
長
い
連
続
の
姿
が
見
え
る

だ
ろ
う
。
又
言
語
相
違
の
た
め
に
惹
起
さ
れ
て
居
る
民
族
的
距
離
の
相
互
の
調

和
・
理
解
も
轡
b
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
』
と
考
え
て
居
る
の
は
、
強
ち
夢
想
で
も

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
我
が
邑
語
の
学
習
に
於
て
、
日
本
語
と

ド
ッ
ベ
ル
.
r
・
シ
ユ
ラ
イ
ブ
ン
グ

そ
の
表
記
法
の
不
整
頓
か
ら
生
じ
て
居
る
重
　
複
　
表
　
記
　
を
整
理
し
(
文

芸
の
作
品
の
上
に
於
て
は
早
-
か
ら
注
意
も
さ
れ
実
現
さ
れ
て
居
る
こ
と
で
も

あ
る
が
)
更
に
1
歩
を
進
め
て
'
外
来
語
を
翻
訳
す
る
た
め
に
へ
　
1
層
重
複
す

る
同
意
語
を
整
理
す
る
た
め
に
へ
　
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
の
考
え
た
よ
う
な
　
P
o
l
y
g
r
o
t

L
e
x
i
c
o
n
が
編
芸
さ
れ
る
な
ら
ば
'
国
語
の
学
習
を
某
と
し
て
文
化
民
族
の
言

語
の
学
習
が
統
t
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
O
日
本
語
を
基
点
と
し
て
世
界
の
言
語

を
収
得
す
る
ロ
ー
ゼ
ッ
-
の
所
謂
A
s
p
i
r
a
t
i
o
n
は
、
亦
我
々
の
望
み
で
も
あ

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
　
(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
'
1
六
T
～
T
六
二
ペ
)

こ
こ
で
は
、
ロ
ー
ゼ
ッ
-
の
夢
想
に
託
し
て
'
垣
内
松
三
先
生
み
ず
か
ら
の

国
語
の
整
理
・
国
語
の
学
習
へ
の
夢
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
o
　
ロ
ー
ゼ
ッ

-
式
辞
典
の
持
ち
う
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
垣
内
松
三
先
生
は
数
々
の
見
通
し

と
望
み
と
を
持
っ
て
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
'
垣
内
松
三
先
生
は
、
以
上
の
考
案
を
ま
と
め
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
た
。

「
具
体
的
例
証
と
し
て
ロ
ー
ゼ
ッ
-
式
辞
典
を
批
評
す
る
こ
と
か
ら
'
同
意

語
の
識
別
の
問
題
に
深
入
り
し
た
が
'
玉
に
い
お
う
と
思
う
こ
と
は
'
素
よ
り

辞
典
編
基
法
の
問
題
で
は
な
い
。
文
の
中
に
示
さ
れ
て
居
る
言
語
の
上
に
'

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

.

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

作
者
が
い
お
う
と
思
っ
た
こ
と
を
、
ど
こ
ま
で
精
し
く
正
し
-
美
し
く
い
い
硯

ll



ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

わ
し
得
た
か
を
見
る
こ
と
が
主
題
で
あ
っ
て
'
そ
れ
を
注
意
す
る
と
同
時
に
、

そ
こ
か
ら
生
ず
る
い
ろ
1
-
＼
の
疑
問
を
明
白
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
要
求

が
生
ま
れ
て
来
る
.
語
桑
の
豊
前
に
さ
れ
る
こ
と
や
'
言
語
の
知
識
を
収
得
す

る
こ
と
は
そ
の
自
然
の
結
果
で
あ
る
。

そ
の
1
着
手
は
、
求
む
る
言
語
の
意
味
を
辞
典
の
上
に
見
出
す
こ
と
で
あ
っ

て
、
文
の
上
に
於
け
る
通
切
な
る
解
釈
を
求
む
る
た
め
に
は
'
そ
れ
等
の
同
意

語
の
徴
妙
な
る
差
異
を
識
別
す
る
力
を
常
に
精
練
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
　
(
有
朋

堂
版
「
国
語
の
力
」
へ
　
1
六
二
I
l
六
三
ペ
)

垣
内
松
三
先
生
が
「
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
式
辞
典
」
の
考
察
を
通
し
て
、
な
に
を
目

ざ
し
て
い
ら
れ
た
か
が
へ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
.
国
語
学
習
に
お
い
て
、
同

意
語
の
徴
妙
な
る
差
異
を
識
別
す
る
力
を
、
ど
の
よ
う
に
精
練
し
て
い
-
か
が

中
心
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

垣
内
松
三
先
生
自
身
は
'
「
セ
ザ
ウ
ラ
ス
」
　
(
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
式
辞
典
)
　
の
1

八
七
九
咋
版
を
入
手
し
て
'
考
察
の
対
象
と
さ
れ
た
。
「
国
語
の
力
」
が
執
筆

さ
れ
た
当
時
は
'
す
で
に
t
 
R
o
g
e
t
抑
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
T
h
e
s
a
u
r
u
s
　
の
1

九
二
年
、
一
九
二
二
年
の
版
が
山
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
て
、
垣
内
松
三
先
生
は
'
前
掲
の
よ
う
な
「
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
式
辞
典
」
の
考

察
に
は
い
る
に
さ
き
立
ち
へ
第
九
節
「
同
音
語
・
同
意
語
」
の
中
で
'
つ
ぎ
の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
.
同
意
語
の
識
別
・
学
習
に
つ
い
て
'
ど
こ
に
問
題
が
あ

る
か
を
、
具
体
例
を
掲
げ
な
が
ら
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
今
日
、
新
聞
で
見
た
あ
る
学
校
の
解
釈
力
の
入
学
試
験
法
と
し
て
、
た
と

え
ば
『
山
』
と
い
う
文
字
か
ら
、
考
え
ら
れ
る
だ
け
の
観
念
の
答
え
を
求
む
、

と
い
う
よ
う
な
場
合
に
辞
書
的
・
解
釈
的
・
謂
記
的
・
器
械
的
な
学
習
法
に
慣

,a;

れ
た
学
生
で
あ
る
と
し
た
ら
'
同
音
語
の
側
か
ら
も
の
1
山
と
積
ま
れ
て
堆
く

な
っ
た
山
、
山
師
の
や
ま
'
も
う
少
し
専
門
的
に
比
鞍
山
を
示
す
や
ま
、
祭
礼

r
・
†

の
路
の
や
ま
を
聯
想
し
、
又
文
字
の
上
か
ら
括
・
獄
・
峯
・
姥
等
の
山
に
因
め

る
又
は
山
を
冠
む
る
文
字
を
聯
想
す
る
か
も
知
れ
ぬ
。
併
し
も
し
同
意
語
の
研

想
を
求
む
る
の
で
あ
っ
た
ら
、
抽
象
的
に
'
高
さ
、
高
度
、
向
上
、
卓
越
、
高

調
、
高
尚
、
尊
貴
へ
倣
榎
、
芸
高
等
や
具
体
的
に
巨
躯
'
塔
へ
記
念
碑
'
殿

堂
、
把
、
琶
醇
等
を
憶
い
出
す
こ
と
は
今
の
学
生
に
と
り
て
は
随
分
困
難
で
あ

t
-
f

ろ
う
。
試
験
が
何
を
要
求
す
る
か
は
私
の
知
る
と
こ
ろ
で
な
い
が
、
少
-
と
も

『
高
』
と
い
う
概
念
の
下
に
統
率
さ
れ
て
'
自
然
・
人
生
・
抽
象
・
具
象
の
い

ろ
7
＼
の
名
詞
を
憶
い
起
す
と
い
う
よ
う
な
自
由
な
言
語
の
学
び
方
は
経
験
し

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
況
ん
や
そ
れ
等
の
類
似
し
た
言
語
の
問
の
差
異
を
見
分

け
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
て
居
な
い
の
で
あ
る
。
辞
書
は
、
知
ら
な
い
文
字
言
語

t
・
マ

を
明
に
す
る
よ
う
に
画
引
又
は
五
十
音
順
に
編
纂
し
た
事
典
又
は
語
桑
で
あ

る
。
故
に
そ
の
中
か
ら
求
む
る
文
字
又
は
言
語
と
、
類
似
し
た
文
字
又
は
言
語

を
'
(
謂
記
的
器
械
的
に
収
得
す
る
の
で
な
-
)
あ
る
合
理
的
な
理
解
の
下
に

統
率
し
て
自
己
の
文
字
語
菜
を
豊
富
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
む
つ
か
し

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
'
外
国
語
の
学
習
は
そ
れ
と
全
く
離
れ
た
注
意

を
要
す
る
困
難
な
作
業
で
あ
っ
て
'
国
語
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
中
に
外
国
語
を

収
得
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
ほ
ど
の
距
離
の
あ
る
学
課
と
な
っ
て
居
る
.
同
意

味
を
こ
こ
ま
で
拡
張
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
'
国
語
学
習
の
現
状

に
於
て
は
、
そ
う
し
た
学
習
上
の
便
宜
は
少
し
も
考
え
ら
れ
て
居
な
い
と
い
っ

て
も
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
形
式
語
『
だ
に
』
　
『
さ
へ
』
　
『
す
ら
』

『
の
み
』
　
『
ば
か
り
』
等
の
区
別
は
心
得
て
居
て
も
'
他
の
品
詞
の
区
分
は
、
古

語
の
外
は
'
品
詞
論
的
区
別
を
知
る
の
み
で
、
そ
の
意
味
に
於
て
区
別
し
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
こ
の
欠
点
が
、
文
の
上
に
現
わ
れ
た
る
言
語
の
活
力
を

12



†
マ

明
か
に
芯
讃
す
る
上
に
、
い
か
に
支
障
を
来
た
し
て
居
る
か
も
知
れ
な
い
の
で

あ
る
.
」
　
(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
、
t
四
四
-
一
四
六
ペ
)

右
は
、
「
国
語
の
力
」
執
筆
の
途
上
に
あ
っ
て
'
た
ま
た
ま
目
撃
さ
れ
た
「

今
日
」
t
の
新
聞
紙
上
の
試
験
問
題
の
一
つ
に
例
を
と
り
つ
つ
、
在
来
の
国
語
学

習
に
お
け
る
同
意
語
な
ど
の
扱
い
の
欠
陥
を
指
摘
し
て
お
り
、
も
っ
と
も
鋭
い

国
語
学
B
=
批
判
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
例
は
'
執
筆
時
に
目
に
し
た
新
聞
か
ら

採
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
同
意
語
の
学
習
論
は
'
決
し
て

単
な
る
思
い
つ
き
に
出
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
本
格
的
な
清
新
な
国
語
学
習

観
が
開
陳
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

垣
内
松
三
先
生
は
'
ま
た
へ
前
出
「
ロ
ー
ゼ
ッ
-
式
辞
典
の
考
察
(
二
)
」

(
第
1
四
節
)
　
に
も
'
新
聞
に
見
ら
れ
た
あ
る
入
学
試
験
の
答
案
を
例
と
し

て
'
そ
の
考
察
を
展
間
さ
れ
た
。

「
た
と
え
ば
さ
る
学
校
の
入
学
試
験
の
答
案
に
'
『
管
見
』
を
『
菅
原
道
真

の
梅
見
に
行
っ
た
こ
と
』
と
答
え
た
り
『
道
破
』
を
『
道
徳
を
破
る
こ
と
』
と

マ
マ

答
え
た
の
が
あ
っ
た
と
新
聞
に
記
る
し
て
あ
る
が
'
こ
れ
は
1
場
の
笑
い
話
と

し
て
見
過
す
こ
と
の
で
き
な
い
国
語
学
習
の
現
状
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
ぬ

で
も
な
い
o
又
こ
れ
を
以
て
国
語
の
学
力
が
乏
し
い
と
い
う
よ
う
な
判
決
の
資

料
と
す
る
こ
と
に
就
い
て
も
'
直
ぐ
さ
ま
服
従
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

う
か
。
前
の
よ
う
な
答
え
方
は
'
常
に
行
わ
れ
て
居
る
『
い
い
換
え
』
の
最
も

拙
な
鰯
理
性
な
悪
用
で
あ
っ
て
、
遺
憾
に
堪
え
な
い
の
で
あ
る
が
t
も
し
こ
れ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

を
笑
う
な
ら
ば
'
同
じ
性
質
を
帯
び
て
い
る
い
い
換
え
の
習
慣
を
自
喝
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
併
し
な
が
ら
そ
れ
は
些
末
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
よ

り
も
国
語
を
学
ぶ
暗
に
へ
国
語
解
釈
と
い
う
こ
と
は
何
時
で
も
あ
る
1
定
の
型

が
あ
る
よ
う
に
考
え
て
居
り
'
明
敏
な
る
理
性
が
躍
動
す
る
他
の
学
課
と
は
異

っ
た
、
特
別
な
考
え
方
を
賀
す
る
も
の
の
よ
う
に
習
慣
づ
け
ら
れ
て
居
る
か

ら
、
研
究
的
良
心
を
欺
晒
し
て
自
ら
安
ん
じ
得
な
い
答
案
を
記
し
た
り
、
自
己

の
放
縦
な
慈
意
を
内
省
す
る
柊
会
が
な
い
ま
で
に
理
性
を
駆
潤
さ
せ
る
よ
う
な

学
風
の
あ
る
こ
と
が
な
さ
け
な
く
思
わ
る
～
の
で
あ
る
。
こ
の
間
に
答
え
得
た

と
し
て
も
、
そ
れ
は
幸
に
し
て
、
嘗
っ
て
こ
の
言
語
を
見
る
機
会
が
あ
っ
た
の

で
へ
そ
の
記
憶
を
再
現
し
た
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
'
不
幸
に
し

て
そ
の
機
会
が
な
か
っ
た
学
生
に
比
し
て
'
国
語
の
学
力
の
優
劣
が
定
め
ら
れ

る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
今
の
学
生
の
国
語
の
力
が
乏
し
い
と
判
断
し
得
ら
る
ゝ

も
の
で
も
な
い
。

も
し
こ
れ
く
ら
い
の
言
語
の
意
味
は
、
と
も
か
く
心
得
て
居
る
筈
で
あ
る
と

い
う
の
な
ら
ば
、
私
に
は
別
に
尋
ね
て
見
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ま

t
.
マ

で
日
本
言
語
の
研
究
に
於
て
、
た
と
え
ば
『
見
る
』
と
か
『
い
う
』
と
か
い
う

動
詞
と
関
聯
し
た
兎
要
な
言
語
が
、
1
日
の
下
に
類
緊
さ
れ
'
統
1
さ
れ
、
対

照
さ
れ
て
へ
　
そ
の
差
異
へ
純
不
純
、
振
来
転
靴
等
に
就
い
て
考
え
た
り
'
学
ん

だ
り
す
る
準
備
や
実
習
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
居
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
多
分
極
め
て
稀
れ
な
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た

ら
言
語
を
学
習
す
る
に
は
心
を
辞
書
の
よ
う
に
す
る
ま
で
に
単
語
を
一
々
に
暗

記
し
て
閃
く
よ
_
り
外
に
途
は
な
い
。
他
の
学
課
の
よ
う
に
、
統
一
的
組
織
的
に
一

の
体
系
を
形
造
っ
た
学
力
を
鍛
錬
す
る
械
会
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
O
而
し
て

こ
う
し
た
不
合
理
な
学
習
髄
心
度
の
中
か
ら
、
見
る
に
準
え
な
い
答
え
が
生
れ
た

と
て
そ
れ
が
何
の
不
思
議
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
答
を
笑
う
よ
り
、

却
っ
て
そ
う
し
た
答
え
を
生
ぜ
し
む
る
精
神
の
根
紙
に
於
け
る
'
思
惟
の
混

乱
'
理
性
の
昏
肺
を
見
る
こ
と
か
ら
、
決
し
て
そ
れ
を
噸
笑
し
得
る
筈
は
な

い
。
も
し
要
撃
に
人
の
心
の
動
き
方
を
考
え
る
人
で
あ
っ
た
ら
、
そ
う
し
た
答

マ
マを

閥
笑
し
て
い
さ
～
か
の
智
誠
の
優
越
に
誇
っ
た
り
指
び
た
り
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
0
」
　
(
有
朋
党
版
「
同
語
の
力
」
、
l
五
七
～
一
六
〇
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こ
こ
に
は
、
当
時
の
「
い
い
換
え
」
主
義
に
立
つ
国
語
学
習
の
現
状
が
痛
烈

に
批
判
さ
れ
て
い
る
。
国
語
学
習
の
頁
相
が
見
琴
冬
b
れ
、
皮
相
な
言
語
学
習

が
見
破
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
0
　
「
国
語
の
力
」
に
お
い
て
'
垣
内
松
三
先
生

の
国
語
学
習
机
が
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
'
む
し
ろ
こ
う
し
た
問
題
探

求
が
な
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
在
来
の
国
語
学
習
　
(
言
語
学
習
)
　
の
実
態

が
鋭
く
え
ぐ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

垣
内
松
三
先
生
は
、
言
語
の
内
面
的
研
究
に
深
い
関
心
を
示
さ
れ
た
。
ま
た
、

言
語
の
活
力
の
発
見
と
把
握
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
志
欲
的
で
あ
っ
た
。
「
ロ

ー
ゼ
ッ
ト
式
辞
典
」
と
垣
内
松
三
先
生
と
の
出
会
い
に
は
、
意
義
深
い
も
の
が

認
め
ら
れ
る
o
そ
の
方
式
に
共
鳴
し
っ
つ
'
垣
内
松
三
先
生
は
、
そ
れ
を
冷

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

静
に
批
判
し
、
そ
の
克
服
の
う
え
に
、
新
し
い
国
語
学
習
辞
典
が
構
想
さ
れ
よ

う
と
し
て
い
た
o
　
「
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
式
辞
典
」
を
媒
介
に
し
て
、
垣
内
松
三
先
生

は
言
語
学
習
と
り
わ
け
同
意
語
の
識
別
と
そ
の
学
習
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
'

考
察
を
深
め
ら
れ
た
。
そ
の
考
え
方
に
は
'
明
ら
か
に
近
代
国
語
教
育
観
の
成

立
が
見
ら
れ
る
。
「
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
式
辞
典
」
の
存
在
は
'
「
国
語
の
力
」
の
中

核
部
分
の
成
立
に
大
き
-
か
か
わ
っ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
(
昭
和
4
6

年
5
月
1
 
1
日
稿
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
本
学
教
授
)
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