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東
洋
文
化
講
座
・
シ
リ
ー
ズ
「
東
ア
ジ
ア
諸
言
語
の
歴
史
と
伝
播
」
講
演
録

第
九
四
回　

東
洋
文
化
講
座
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
一
〇
日
）

古
代
・
前
期
中
世
朝
鮮
語
の
諸
相
―
漢
字
文
化
の
受
容
と
自
言
語
表
記
の
試
み

伊　

藤　

英　

人

た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
伊
藤
で
ご
ざ
い
ま
す
。

朝
鮮
学
研
究
に
と
っ
て
ゆ
か
り
の
深
い
学
習
院
大
の
東
洋
文
化
研

究
所
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
は
、
本

当
に
あ
り
が
た
い
と
い
う
か
、勿
体
な
い
こ
と
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

関
係
の
先
生
方
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
週
末
の
金

曜
日
、
遅
い
時
間
に
お
運
び
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に
も
、
心
よ
り

御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

今
回
、
こ
こ
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
き
っ
か
け
は
、
今

年
の
三
月
に
東
文
研
か
ら
「
小
倉
進
平
博
士
原
稿
『
語
彙
・
新
羅
及

高
麗
時
代（

1
（

』」
が
刊
行
さ
れ
ま
し
て
、
こ
れ
を
機
に
何
か
朝
鮮
語
の

歴
史
に
関
す
る
話
を
せ
よ
と
い
う
こ
と
か
ら
で
し
た
。
小
倉
先
生
の

こ
の
自
筆
原
稿
は
朝
鮮
語
史
研
究
に
と
っ
て
大
変
貴
重
な
資
料
で

す
。
今
、
回
覧
致
し
ま
す
。

私
が
今
ま
で
主
に
や
っ
て
き
た
こ
と
は
、
一
五
世
紀
以
降
の
朝
鮮

語
の
言
語
史
と
、
朝
鮮
半
島
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
中
国
語
を
受
容

し
て
き
た
か
と
い
う
問
題
で
す
。
新
羅
語
、
高
麗
語
に
つ
い
て
は
、

も
ち
ろ
ん
ず
っ
と
関
心
は
持
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
一
次
資
料
に

基
づ
く
研
究
と
し
て
は
、
高
麗
語
片
仮
名
資
料
に
つ
い
て
一
つ
報
告

を
し
た
こ
と
ぐ
ら
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
最
近
、
非
常
に
研

究
が
進
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
日
韓
漢
文
訓
読
の
方
法
そ
れ
自
体
に
つ

き
ま
し
て
も
専
門
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
今
日
は
、
中
韓
言
語
接
触
に
関
心
を
も
っ
て
き
た
者
と
し

て
、
そ
れ
で
は
、
い
っ
そ
漢
四
郡
時
代
、
つ
ま
り
紀
元
前
二
世
紀
ま

で
遡
っ
て
、
言
語
学
の
観
点
か
ら
何
か
お
話
し
で
き
る
こ
と
、
そ
れ
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か
ら
、
高
麗
時
代
の
漢
文
訓
読
資
料
、
こ
れ
に
は
多
く
の
研
究
が
あ

り
ま
す
が
、
特
に
南
豊
鉉
先
生
と
い
う
方
の
研
究
の
成
果
か
ら
見
え

て
く
る
、
古
い
時
代
の
朝
鮮
語
の
姿
に
つ
い
て
、
歴
史
言
語
学
の
観

点
か
ら
の
お
話
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

朝
鮮
に
関
す
る
漢
文
の
訓
読
に
つ
い
て
は
、
ご
存
じ
の
方
も
多
い

と
思
い
ま
す
が
、
藤
本
幸
夫
先
生
の
編
に
係
る
『
日
韓
漢
文
訓
読
研

究（
2
（

』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
既
に
お
読
み
の
方
も
多
い
と
思
い
ま

す
が
、
こ
れ
も
回
覧
致
し
ま
す
。
日
韓
漢
文
訓
読
に
関
し
て
は
こ
れ

に
詳
し
く
書
い
て
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
よ

う
な
お
話
は
私
が
く
だ
く
だ
し
く
申
し
上
げ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、

お
話
は
致
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
こ
れ
は
回
覧
致
し
ま
せ
ん
が
、
金

文
京
先
生
の
『
漢
文
と
東
ア
ジ
ア
』、
李
成
市
先
生
の
『
東
ア
ジ
ア

文
化
圏
の
形
成
』
に
朝
鮮
半
島
の
漢
字
文
化
受
容
に
つ
い
て
分
か
り

や
す
く
書
か
れ
て
い
ま
す（

（
（

。
以
下
、
レ
ジ
ュ
メ
に
沿
っ
て
お
話
し
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

最
初
に
用
語
の
説
明
を
し
ま
す
。
ま
ず
、
変
則
漢
文
と
「
借
字
表

記
法
」
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
変
則
漢
文
は
日
本
で
変
体
漢
文

と
か
和
化
漢
文
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
似
て
い
て
、
中
国
語
文
法
の

規
範
か
ら
外
れ
た
文
法
・
語
彙
を
も
つ
漢
字
文
で
す
。「
借
字
表
記

法
」
は
漢
字
を
用
い
て
朝
鮮
語
（
＝
韓
国
語
）
を
書
く
た
め
の
書
記

法
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
漢
字
に
起
源
す
る
文
字
―
日
本
語
の
片
仮

名
に
似
た
文
字
―
を
漢
文
に
挟
む
も
の
も
こ
れ
に
含
ま
れ
ま
す
。
北

朝
鮮
で
は
こ
れ
ら
を
纏
め
て
「
吏リ
ド
ゥ読

」
と
言
い
ま
す
が
、
韓
国
で
は

「
吏イ

ド
ゥ読
」
は
借
字
表
記
法
の
下
位
分
類
の
一
つ
で
す
。

借
字
表
記
法
は
①
郷
名
表
記
、
②
吏り

読と
う

、
③
郷
札
、
④
口
訣
の
四

種
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
①
か
ら
③
は
、表
記
す
る
た
め
の
文
字
体
系
、

④
は
読
解
す
る
た
め
の
補
助
的
な
訓
点
で
す
。
①
～
③
は
出
力
系
、

④
は
入
力
系
と
お
考
え
く
だ
さ
い
。

郷
名
表
記
は
朝
鮮
語
の
名
詞
、
固
有
名
詞
と
一
般
名
詞
を
含
み
ま

す
が
、
主
に
一
般
名
詞
を
漢
字
で
表
記
す
る
も
の
で
、
日
本
語
の
万

葉
仮
名
の
音
仮
名
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
中
国
語
話
者
が
朝
鮮
語
の

固
有
名
詞
を
聞
い
て
音
訳
漢
字
を
宛
て
た
例
、日
本
語
で
言
え
ば「
卑

弥
呼
」
の
よ
う
な
も
の
は
こ
こ
に
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
例
を
示

し
た
も
の
が
資
料
①
で
す
。
こ
れ
は
朝
鮮
時
代
末
期
の
も
の
で
、
東

洋
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
『
鐘
玉
伝
』
と
い
う
漢
文
小
説
に
合
綴
さ
れ

た
『
蛙あ
じ
ゃ
ご
く
あ
ん

蛇
獄
案
』
と
い
う
吏
読
小
説
の
登
場
人
物
の
名
前
で
す（

（
（

。
名

前
だ
か
ら
こ
れ
は
正
確
に
は
固
有
名
詞
で
す
が
、
こ
の
小
説
は
登
場

人
物
が
全
て
水
棲
動
物
に
仮
託
さ
れ
て
い
て
姓
は
漢
語
で
す
が
、
名

前
の
方
は
全
て
朝
鮮
語
の
動
物
名
を
、
漢
字
を
借
り
て
表
記
し
た

も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
主
人
公
の
「
白
兀オ
ル
チ
ャ
ン

昌
」
は
올オ
ル

챙
チ
ャ
ン

이イ

（
オ

タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
）、
そ
の
父
親
の
「
白
介ケ

骨ゴ
ル

」
は
개ケ

구グ

리リ

、
先
祖
の

「
白
斗ト
ゥ

ㄱッ

怯コ
プ

」
は
두ト
ゥ

꺼ッ
コ

비ビ 

（
蝦
蟇
）、
ト
ゥ
ク
の
字
は
「
斗
」
の
下
に

ハ
ン
グ
ル
の
「
ㄱ k

」
が
付
い
た
漢
字
で
す
。
他
に
も
「
河
士サ

魏ウ
ィ

（
새セ

우ウ 
エ
ビ
）
や
「
呉
可カ

才ジ
ェ

（
가カ

재ジ
ェ 

ザ
リ
ガ
ニ
）
の
よ
う
に
動
物

の
朝
鮮
語
名
が
漢
字
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た「
郷
名
表
記
」

は
三
国
時
代
か
ら
朝
鮮
時
代
末
期
ま
で
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
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は
万
葉
仮
名
で
「
サ
メ
」
を
「
佐
米
」
と
書
く
よ
う
な
も
の
と
同
じ

で
す
。

②
の
吏
読
は
朝
鮮
語
の
実
用
文
を
漢
字
だ
け
で
書
く
も
の
で
す
。

こ
れ
に
は
様
々
な
変
種
が
あ
り
、
漢
文
の
間
に
テ
ニ
ヲ
ハ
を
挟
ん

だ
よ
う
な
も
の
か
ら
、
語
順
が
朝
鮮
語
式
に
な
っ
て
い
る
漢
字
文
、

朝
鮮
語
の
語
順
通
り
に
テ
ニ
ヲ
ハ
も
加
え
て
朝
鮮
語
文
そ
の
も
の

を
書
こ
う
と
し
た
も
の
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
資
料
②
③
が
吏

読
文
の
例
で
す
。
資
料
②
は
先
ほ
ど
の
『
蛙あ
じ
ゃ
ご
く
あ
ん

蛇
獄
案
』
の
本
文
か

ら
、
③
は
『
儒じ
ゅ
し
ょ
ひ
っ
ち

胥
必
知
』
と
い
う
文
書
マ
ニ
ュ
ア
ル
か
ら
の
複
写
で

す
。『
儒じ
ゅ
し
ょ
ひ
っ
ち

胥
必
知
』
は
、
実
物
を
持
っ
て
き
ま
し
た
の
で
休
み
時
間

に
お
手
に
取
っ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。
コ
ピ
ー
し
た
部
分
は
、
親
の

病
気
の
た
め
に
牛
を
屠
っ
て
牛ご

黄お
う

を
使
い
た
い
と
い
う
文
書
の
マ

ニ
ュ
ア
ル
で
す
。「
牛
酒
松
三
禁
」
と
い
っ
て
勝
手
に
牛
を
殺
し
た

り
、
松
を
切
っ
た
り
、
酒
を
造
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
願

い
を
役
所
に
出
す
わ
け
で
す
が
そ
の
た
め
の
お
手
本
で
す
。
文
中
の

小
字
が
吏
読
の
テ
ニ
ヲ
ハ
で
す
が
、
最
後
の
と
こ
ろ
に
「
伏
乞
…
望

良
為
白
只
為
」
と
い
う
大
字
の
部
分
が
あ
り
ま
す
。「
伏
し
て
乞
う

ら
く
は
」
は
漢
文
で
、「
伏ポ
ッ
コ
ル乞

」
と
音
読
し
ま
す
が
、「
望
良
為
白
只

為
」
は pʌra hʌzʌpkisam

、
今
の
朝
鮮
語
の
綴
り
に
直
し
て
読
め 

ば
바パ

라ラ

하ハ

압ア
プ

기キ

암ア
ム

と
読
み
「
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
」
と
い
う
意
味

で
す
。「
望パ

良ラ

」
は
「
望
み
、
望
ん
で
」
に
当
た
る
も
の
で
す
が
、
連

用
形
と
い
う
か
「
～
し
（
て
）」
に
相
当
す
る 

「–a/-ə

아/

어
」
を 

「
良
」
で
書
く
伝
統
は
新
羅
時
代
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
一
貫
し

た
吏
読
の
伝
統
で
す
。
吏
読
は
先
ほ
ど
申
し
た
よ
う
に
、
変
則
漢
文

と
連
続
体
で
、
韓
国
で
は
高
句
麗
や
百
済
の
変
則
漢
文
ま
で
を
「
初

期
的
吏
読
」
と
呼
ん
で
吏
読
に
含
め
る
傾
向
が
強
い
の
で
す
が
、
私

は
「
望
良
」
の
よ
う
な
明
白
な
朝
鮮
語
表
記
が
出
現
し
て
か
ら
後
の

も
の
だ
け
を
吏
読
と
呼
ぶ
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
③
の
郷
札
は

後
で
詳
し
く
見
ま
す
が
、
実
用
文
で
な
く
「
郷
歌
」
と
呼
ば
れ
る
詩

歌
を
表
記
す
る
た
め
の
韻
文
用
の
借
字
表
記
法
で
す
。

④
の
口
訣
、こ
れ
は「
く
け
つ
」と
言
っ
た
り「
こ
う
け
つ
」と
言
っ

た
り
し
ま
す
が
こ
こ
で
は
「
こ
う
け
つ
」
と
呼
び
ま
す
。
こ
れ
は
漢

文
に
挟
ん
で
読
解
を
助
け
る
補
助
記
号
で
、
日
本
の
訓
点
に
相
当
す

る
も
の
で
す
。
後
で
述
べ
る
釈
読
口
訣
は
日
本
の
漢
文
訓
読
の
訓
点

と
同
じ
で
、
返
り
点
と
共
に
漢
字
に
振
る
送
り
仮
名
の
よ
う
な
も
の

で
す
。
現
在
の
朝
鮮
語
に
は
漢
文
訓
読
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
先
に

今
の
漢
文
の
読
み
方
と
そ
こ
に
振
ら
れ
る
口
訣
（
吐ト

）
の
お
話
を
し

ま
す
。と
言
っ
て
も
そ
の
前
に
、「
漢
字
文
化
圏
の
言
語
」、そ
れ
か
ら
、

現
代
朝
鮮
語
に
お
け
る
漢
字
使
用
の
話
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
漢
字
文
化
圏
の
言
語
」
と
は
、「
①
現
在
／
か
つ
て
漢
字
を
使
用

し
、
中
国
語
の
テ
キ
ス
ト
（
儒
教
経
典
・
漢
訳
仏
典
）
を
千
年
以
上

に
わ
た
っ
て
正
典
と
し
て
教
育
学
習
し
、
近
代
以
前
は
最
も
正
式
の

書
記
言
語
と
し
て
中
国
語
文
言
（
所
謂
「
漢
文
」）
を
採
用
し
て
い

た
地
域
の
言
語
、
②
現
代
に
お
け
る
漢
字
使
用
の
如
何
を
問
わ
ず
、

そ
の
言
語
内
に
大
量
の
教
養
語
彙
と
し
て
の
中
国
語
形
態
素
を
抱
え

て
い
る
諸
言
語
」
の
こ
と
で
す
。
具
体
的
に
は
、
中
国
語
圏
、
朝
鮮
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語
圏
、
日
本
語
圏
、
ベ
ト
ナ
ム
語
圏
が
「
漢
字
文
化
圏
」
と
な
り
ま

す
。
な
お
、
中
国
語
圏
の
有
力
方
言
も
そ
う
な
の
で
す
が
、
朝
鮮
語
、

日
本
語
、
ベ
ト
ナ
ム
語
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、「
全
て
の
漢
籍
、
漢
訳
仏

典
に
出
て
来
る
漢
字
を
自
言
語
漢
字
音
で
読
め
る
よ
う
な
体
系
的
な

〇
〇
漢
字
音
」
を
成
立
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
す
。
こ
れ
に

よ
り
、
全
て
の
漢
字
を
「
自
言
語
の
音
韻
内
」
で
読
む
こ
と
が
可
能

に
な
り
、後
で
申
し
上
げ
る
「
対
抗
中
国
化
」
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
漢
字
圏
の
言
語
の
一
つ
で
あ
る
琉
球
語
は
、
体
系
的
な
独
自

の
「
琉
球
漢
字
音
」
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

琉
球
語
の
字
音
語
が
平
安
時
代
以
降
の
日
本
漢
字
音
を
採
り
入
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
音
韻
対
応
研
究
に
よ
っ
て
言
語
学
的
に
証
明

さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
、
朝
鮮
、
ベ
ト
ナ
ム
に
つ
い
て
見
る
と
、
朝

鮮
語
圏
と
ベ
ト
ナ
ム
語
圏
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
北
部
が
か
つ
て
中

国
語
圏
で
あ
っ
た
時
期
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
語
圏
は
そ
の
よ

う
な
経
緯
が
な
か
っ
た
と
い
う
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
朝
鮮
語
も
ベ

ト
ナ
ム
語
も
独
自
の
漢
字
音
を
成
立
さ
せ
中
国
語
圏
に
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
朝
鮮
語
に
お
け
る
漢
字
・
漢
文
は
全
て
朝
鮮
漢
字
音
で
読

ま
れ
ま
す
。

さ
て
、
今
日
の
朝
鮮
語
圏
で
は
漢
字
を
日
常
的
に
使
用
し
て
い
ま

せ
ん
。
北
朝
鮮
は
、
建
国
翌
年
の
一
九
四
九
年
に
漢
字
を
廃
止
し
ハ

ン
グ
ル
の
み
を
使
用
し
ま
す
。
中
国
朝
鮮
族
の
朝
鮮
語
も
こ
れ
に

倣
っ
て
ハ
ン
グ
ル
の
み
で
書
か
れ
ま
す
。
韓
国
で
は
、
一
九
四
八
年

に
「
ハ
ン
グ
ル
専
用
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
新

聞
や
学
術
書
で
は
長
い
間
漢
字
が
混
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
事
実
上
の
ハ
ン
グ
ル
専
用
に
な
り
、
漢
字
は

日
常
的
に
使
用
さ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
資
料
で
お
配
り
し
た
も
の

は
、
八
〇
年
代
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
韓
国
の
学
術
書
、
中
国
朝
鮮
語

に
よ
る
学
術
書
の
序
文
を
並
べ
た
も
の
で
す
が
、
ご
覧
の
よ
う
に
、

八
〇
年
代
に
は
漢
字
交
じ
り
文
で
あ
っ
た
も
の
が
、
二
〇
〇
〇
年
代

に
は
ほ
ぼ
全
て
ハ
ン
グ
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
朝
鮮
語

圏
は
実
際
上
、
ベ
ト
ナ
ム
語
圏
の
よ
う
な
、
漢
字
を
日
常
的
に
は
使

用
し
な
い
「
漢
字
圏
の
言
語
」
に
な
り
つ
つ
あ
る
、
あ
る
い
は
す
で

に
な
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

韓
国
で
は
漢
字
は
、
選
択
科
目
（
外
国
語
）
の
一
つ
で
あ
る
「
漢

文
」
の
時
間
で
の
み
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
代
朝
鮮
語
に
お
け
る

漢
文
の
読
み
方
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

 

子チ
ャ

曰ワ
ル

：
学ハ

而ギ

時シ

習ス
プ

之チ
ミ
ョ
ン면
，
不プ
ル

亦
リ
ョ
ン

説ニ
ョ

乎ロ

아ア

？　

有ユ
ー

朋ブ
ン

自ジ
ャ

遠
ウ
オ
ン

方バ
ン

来ネ 

면ミ
ョ
ン，
不プ
ル

亦
リ
ョ
ン

楽ナ
ッ

乎コ

아ア

？

漢
字
部
分
は
朝
鮮
漢
字
音
で
棒
読
み
し
ま
す
。
声
調
は
あ
り
ま
せ

ん
。
日
本
語
の
お
経
と
同
じ
で
す
。
中
国
語
の
四
声
は
、
現
代
ソ
ウ

ル
語
の
場
合
、
語
頭
音
節
に
お
い
て
、
部
分
的
に
母
音
の
長
さ
に
反

映
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
だ
け
で
す
。
こ
の
例
で
す
と「
有
」が「
ユ
ー
」

と
い
う
長
母
音
に
読
ま
れ
る
の
が
「
有
」
が
上
声
（
現
代
北
京
語
の

第
三
声
）
で
あ
る
こ
と
の
化
石
的
な
反
映
で
す
。
各
句
末
に
挟
ま
れ
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る
「
면
ミ
ョ
ン
（
な
ら
ば
）」
や
「
아ア

（
か
）」
は
朝
鮮
語
の
テ
ニ
ヲ
ハ
で
、

「
吐ト

」
あ
る
い
は
「
口
訣
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
今
は
ハ
ン
グ
ル
で
書

か
れ
ま
す
が
、
伝
統
的
に
は
ハ
ン
グ
ル
以
前
は
も
ち
ろ
ん
、
ハ
ン
グ

ル
創
製
以
降
も
、
漢
字
、
あ
る
い
は
片
仮
名
に
似
た
「
略
体
口
訣
字
」

で
書
き
込
ま
れ
ま
し
た
。
漢
文
に
「
吐
」
を
書
き
込
む
こ
と
を
「
漢

文
懸
吐
」
と
い
い
、
こ
の
よ
う
に
頭
か
ら
漢
字
音
で
読
ん
で
い
く
こ

と
を
「
順
読
」
と
言
い
ま
す
。
朝
鮮
時
代
以
来
、
韓
国
で
は
漢
文
テ

キ
ス
ト
は
全
て
こ
の
よ
う
に
順
読
懸
吐
で
読
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
今

で
も
韓
国
の
漢
文
の
先
生
が
白
文
を
読
む
の
を
聞
く
と
、
例
え
ば

「
於
」
を
見
る
と
そ
れ
が
か
か
る
と
こ
ろ
の
末
尾
に
「
에エ

（
～
に
）」

を
つ
け
て
例
え
ば
「
於オ

是シ

에エ

（
こ
こ
に
お
い
て
）」、「
以
」
が
出
て

来
る
と
「
로ロ

（
～
で
）」
を
つ
け
る
と
い
っ
た
具
合
に
、「
懸
吐
」
す

る
こ
と
が
身
体
化
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
仏
経
と
「
読
祝
（
祭
祀

の
祝
詞
）」
を
読
誦
す
る
と
き
だ
け
「
懸
吐
」
せ
ず
に
朝
鮮
漢
字
音

で
日
本
語
の
お
経
の
よ
う
に
棒
読
み
し
ま
す（

5
（

。
現
代
朝
鮮
語
に
は
漢

文
訓
読
は
存
在
し
ま
せ
ん
が
、
後
で
見
る
よ
う
に
古
く
は
漢
文
訓
読

が
存
在
し
、
訓
読
テ
キ
ス
ト
に
書
き
込
ま
れ
る
口
訣
の
こ
と
を
「
釈

読
口
訣
」
と
言
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
こ
か
ら
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
漢
字
受
容
の
話
に
移
り
ま

す
が
、
そ
の
前
に
、
古
代
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
言
語
分
布
の
こ
と
を

お
話
し
し
ま
す
。

朝
鮮
語
は
、
少
な
く
と
も
三
世
紀
に
は
朝
鮮
半
島
南
部
で
話
さ
れ

て
い
た
韓
系
諸
語
、
そ
れ
ら
の
中
で
も
慶
州
盆
地
で
話
さ
れ
て
い
た

新
羅
語
の
後
裔
で
す
。
系
統
、
故
地
、
朝
鮮
半
島
へ
の
到
達
経
路
、

到
達
時
期
す
べ
て
不
明
で
す
。
日
本
語
と
の
系
統
関
係
も
な
い
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
朝
鮮
半
島
と
い
う
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
か
ら
突
き
出
し
た
半

島
に
朝
鮮
語
と
い
う
一
つ
の
言
語
だ
け
が
話
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

本
来
の
遊
動
的
人
類
言
語
分
布
か
ら
は
極
め
て
不
自
然
で
あ
る
と
言

え
ま
す
。
半
島
の
先
に
続
く
日
本
列
島
も
本
来
的
に
は
多
言
語
列
島

で
あ
っ
た
と
言
語
学
者
は
考
え
て
い
ま
す
。
よ
り
広
く
見
ま
す
と
、

日
本
海
を
囲
ん
で
、
西
か
ら
朝
鮮
語
、
日
琉
諸
語
（
日
本
語
本
土
方

言
と
琉
球
列
島
の
諸
方
言
）、
ア
イ
ヌ
語
、
ニ
ヴ
フ
語
（
ギ
リ
ヤ
ー

ク
語
）
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
系
統
不
明
の
四
つ
の
「
環
日
本
海
諸
語
」

が
分
布
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
系
統
不
明
言
語
の
「
蝟
集
」
は
、

カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
半
島
を
経
て
、
ア
ラ
ス
カ
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
コ
ロ

ン
ビ
ア
か
ら
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
環
北
太
平
洋

地
域
の
系
統
不
明
言
語
の
蝟
集
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
か
ら
「
吹
き
寄

せ
ら
れ
た
」
結
果
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
系
統
不
明
言
語
群

の
西
端
に
朝
鮮
語
と
日
琉
諸
語
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
諸
言
語
の
う
ち

で
朝
鮮
語
と
日
本
語
の
み
が
例
外
的
に
話
者
人
口
を
爆
発
的
に
増
や

し
て
今
日
の
言
語
分
布
を
形
成
し
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
が
出
来
ま

す
。
朝
鮮
語
の
半
島
全
域
へ
の
拡
散
は
新
羅
に
よ
る
統
一
と
い
う
歴

史
的
経
緯
に
起
因
す
る
も
の
で
す
。
そ
れ
以
前
の
朝
鮮
半
島
も
、
し

た
が
っ
て
、
多
言
語
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
、
現
代
の
朝
鮮
語
に
繋
が
る
韓
系
諸
語
、
以
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下
、
韓
語
と
言
い
ま
す
が
、
韓
語
は
朝
鮮
半
島
南
部
の
慶
州
を
中
心

と
す
る
新
羅
地
域
、
そ
れ
か
ら
後
で
新
羅
に
編
入
さ
れ
て
し
ま
う
伽

耶
地
域
―
―
慶
尚
南
道
地
域
、
そ
れ
か
ら
百
済
地
域
の
民
衆
に
よ
っ

て
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
百
済
に
関
し
て
は
、
河
野
六
郎
先
生
の
有

名
な
「
百
済
の
二
重
言
語
性
」
と
い
う
論
文
が
あ
り
ま
す
が
、
王
族

は
韓
語
と
は
系
統
を
異
に
す
る
言
語
を
話
し
て
い
ま
し
た（

6
（

。

統
一
新
羅
滅
亡
ま
で
の
言
語
を
韓
国
で
は
「
古
代
国
語
」、
高
麗

時
代
の
言
語
を
「
前
期
中
世
国
語
」
と
呼
び
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
題

名
に
あ
る
通
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
古
代
朝
鮮
語
」、「
前
期
中
世
朝
鮮
語
」

と
呼
び
ま
す
。

朝
鮮
半
島
に
三
国
時
代
ま
で
は
存
在
し
た
と
見
ら
れ
る
、
非
韓
語

系
諸
言
語
、
つ
ま
り
今
の
朝
鮮
語
に
つ
な
が
ら
な
い
言
語
に
は
、
次

の
よ
う
な
も
の
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
国
語
、
濊わ
い

語
、
高
句
麗
語
、

百
済
王
族
語
、
倭
語
な
ど
で
す（

7
（

。
ま
ず
は
、
中
国
語
に
つ
い
て
見
る

こ
と
に
し
ま
す
。

始
め
に
朝
鮮
半
島
で
話
さ
れ
て
い
た
中
国
語
に
つ
い
て
見
ま
す
。

朝
鮮
半
島
の
西
北
部
、
今
の
平
安
道
と
黄
海
道
は
、
紀
元
前
二
世
紀

か
ら
四
世
紀
の
始
め
ま
で
、
最
も
有
力
な
言
語
と
し
て
中
国
語
が
話

さ
れ
て
い
た
中
国
語
圏
で
し
た
。「
朝
鮮
」
と
い
う
地
名
が
確
か
な

紀
年
を
持
っ
て
史
書
に
登
場
す
る
の
は
紀
元
前
三
三
四
年
で
す
。『
史

記
』
の
「
蘇
秦
列
伝
」
に
「
去
遊
燕
，
歳
余
而
得
見
，
説
燕
王
曰
：

燕
東
有
朝
鮮
、
遼
東
，
北
有
林
胡
、
楼
煩
。」
と
い
う
の
が
出
て
来

ま
す
。
こ
れ
は
、
合
従
連
衡
で
知
ら
れ
る
蘇
秦
が
燕
の
王
に
「
燕
は

東
に
朝
鮮
を
も
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
」
と
説
い
て
い
る
く
だ
り
で

す
。
武
田
幸
男
先
生
は
ご
著
書
の
中
で「
朝
鮮
は
か
な
り
古
く
か
ら
、

遅
く
と
も
紀
元
前
四
～
三
世
紀
ご
ろ
に
は
実
在
し
て
い
た
。（
中
略
）

燕
・
斉
人
の
東
来
は
、
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
る
。」
と
述
べ
て
お
ら

れ
ま
す（

8
（

。
周
知
の
よ
う
に
紀
元
前
一
九
五
年
に
は
（
衛
）
満
が
平
壌

を
中
心
と
し
た
地
域
に
住
む
中
国
系
住
民
と
「
衛
氏
朝
鮮
」
を
建
て

ま
す
が
、
こ
の
王
国
に
つ
い
て
武
田
先
生
は
王
、
韓
な
ど
の
姓
を
持

つ
中
国
系
の
人
々
と
在
地
の
属
国
か
ら
な
る
連
合
国
家
で
あ
っ
た
と

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
壌
を
中
心
と
す
る
地
域
が
、
完
全
に
中
国
の
「
内
地
」
に
な
る

の
は
紀
元
前
一
〇
八
年
の
楽
浪
郡
設
置
か
ら
の
こ
と
で
す
。
首
都
か

ら
派
遣
の
官
僚
、
駐
屯
軍
人
、
商
人
、
在
地
漢
人
、
中
国
化
し
た
現

地
人
が
「
城
」
内
に
「
民
」
と
し
て
居
住
し
ま
し
た
。
戸
籍
調
査
が

行
わ
れ
て
前
年
度
と
の
増
減
が
報
告
さ
れ
、
租
税
、
兵
役
等
が
管
理

さ
れ
ま
し
た
。
一
介
の
下
級
役
人
の
墳
墓
で
あ
る
「
楽
浪
太
守
掾
王

光
墓
」
の
華
麗
さ
に
つ
い
て
武
田
先
生
は
「
息
を
の
む
ば
か
り
で
あ

る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

口
語
中
国
語
及
び
漢
字
が
中
国
内
地
同
様
に
使
用
さ
れ
ま
し
た
。

「
楽
浪
富
貴
」「
楽
浪
礼
官
」「
千
秋
万
歳
」
な
ど
の
文
字
資
料
も

多
く
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
一
九
九
〇
年
代
の
初
め
に
発
見
さ
れ
、

二
〇
〇
〇
年
代
に
公
開
さ
れ
た
「
平
壌
貞
柏
洞
三
六
四
号
墳
出
土
」

の
「
戸
籍
統
計
簿
」
は
紀
元
前
四
五
年
の
戸
籍
数
と
前
年
度
か
ら
の

増
減
を
記
録
し
た
も
の
で
す
。
同
所
か
ら
は
『
論
語
』
の
冊
書
が
見
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つ
か
っ
て
い
ま
す
。
竹
簡
で
、
今
日
の
中
国
国
内
で
作
ら
れ
た
も
の

と
さ
れ
ま
す
。
李
成
市
先
生
は
、
板
槨
墓
と
い
う
形
式
か
ら
埋
葬
者

は
「
現
地
系
」
と
考
え
ら
れ
、属
吏
と
し
て
登
用
さ
れ
る
目
的
で
『
論

語
』
を
学
習
し
た
も
の
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す（

9
（

。

こ
の
『
論
語
』
の
所
有
者
が
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
「
中
国
語
で
」
学

ん
だ
こ
と
は
疑
う
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
。す
ぐ
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、

中
国
語
史
研
究
者
は
、
同
時
代
資
料
の
言
語
学
的
分
析
か
ら
、
こ
の

時
期
の
朝
鮮
半
島
北
部
を
中
国
語
朝
鮮
方
言
が
話
さ
れ
た
地
域
で
あ

る
と
見
て
い
ま
す
。
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
て
く
る
官
僚
と
の
口
頭
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
な
け
れ
ば
属
吏
に
な
れ
な
い
の
は
も
ち

ろ
ん
で
す
が
、
被
葬
者
が
よ
し
ん
ば
「
現
地
語
」
と
の
バ
イ
リ
ン
ガ

ル
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
公
的
生
活
で
は
中
国
語
を
使
用
し
、
読
み

書
き
は
全
て
中
国
語
で
（
中
国
以
外
に
「
読
み
書
き
」
出
来
る
言
語

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
）
行
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
で
す
か
ら
、
同

じ
く
朝
鮮
半
島
か
ら
出
土
し
た
『
論
語
』
で
も
、
後
代
の
新
羅
論
語

木
簡
（
金
海
鳳
凰
洞
地
区
及
び
仁
川
桂
陽
洞
地
区
出
土
）
と
は
互
い

に
言
語
的
な
扱
わ
れ
方
が
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で

す
。
後
者
は
新
羅
語
で
訓
読
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い

か
ら
で
す
。

当
時
朝
鮮
半
島
で
使
用
さ
れ
て
い
た
中
国
語
の
姿
を
断
片
的
に
伝

え
て
い
る
の
が
揚
雄
（
紀
元
前
五
三
年
～
紀
元
一
八
年
）
に
よ
っ
て

著
さ
れ
た
『
方
言
』
で
す
。
揚
雄
は
二
七
年
間
、
出
張
等
で
上
京
し

て
来
た
各
地
の
中
国
語
方
言
話
者
か
ら
方
言
を
採
取
し
、
こ
の
世
界

最
古
の
方
言
学
書
を
著
し
ま
し
た
。
東
は
朝
鮮
、
南
は
湖
南
省
に

わ
た
る
地
域
の
方
言
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。「
朝
鮮
」
の
記
載
は

二
七
回
に
及
び
、
各
方
言
中
最
多
と
な
っ
て
い
ま
す
。『
方
言
』
巻

五
に
は
例
え
ば
、「
鍑
，
北
燕
、
朝
鮮
洌
水
之
間
或
曰
錪
。」
の
よ
う

な
記
載
が
あ
り
、
朝
鮮
方
言
の
語
形
が
示
さ
れ
て
い
ま
す（

（1
（

。『
方
言
』

を
詳
細
に
検
討
し
、
漢
代
の
方
言
区
画
を
研
究
し
た
中
国
語
史
研
究

者
は
、
中
国
語
朝
鮮
方
言
を
「
北
燕
・
朝
鮮
方
言
区
」
の
下
位
方
言

に
位
置
づ
け
、
か
な
り
特
色
の
あ
る
方
言
で
あ
っ
た
と
結
論
し
て
い

ま
す（

（（
（

。
今
日
お
配
り
し
た
地
図
は
日
本
語
訳
の
あ
る
『
方
言
と
中
国

文
化
』
と
い
う
本
か
ら
の
も
の
で
す
が
、
ご
覧
の
よ
う
に
朝
鮮
半
島

北
部
が
中
国
語
朝
鮮
方
言
区
に
な
っ
て
い
ま
す（

（1
（

。
漢
四
郡
設
置
か
ら

わ
ず
か
百
年
未
満
で
こ
う
し
た
特
色
あ
る
方
言
が
形
成
さ
れ
た
と
見

る
よ
り
は
、
衛
氏
朝
鮮
以
前
か
ら
燕
か
ら
遼
東
を
経
て
流
入
し
て
来

た
中
国
語
話
者
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
方
言
で
あ
る
と
見
做
す
こ
と

が
可
能
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
な
お
、「
朝
鮮
」
は
厳
密
に
は
郡
治
の

置
か
れ
た
楽
浪
郡
朝
鮮
県
の
こ
と
で
す
。「
師
古
注
」
は
「
朝
、
鮮
，

水
名
也
。」
と
し
ま
す
。

漢
四
郡
の
漢
字
文
化
は
朝
鮮
半
島
全
域
に
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

一
九
九
八
年
に
は
慶
尚
南
道
昌
原
市
茶
古
里
遺
跡
一
号
墳
か
ら
上
下

に
穂
先
を
持
つ
筆
五
管
と
刀
子
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と

は
当
該
地
域
の
人
々
が
文
字
生
活
を
始
め
た
、
或
い
は
朝
鮮
半
島
南

部
も
中
国
語
圏
で
あ
っ
た
、
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
レ
ジ
ュ
メ
に
文
字
文
化
の
「
影
響
」
と
括
弧
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に
入
れ
た
の
は
そ
う
い
う
意
味
で
す
。

た
だ
、
中
国
語
話
者
は
朝
鮮
半
島
南
部
に
も
移
住
し
集
住
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。『
魏
書
』「
東
夷
伝
第
三
十
・
韓
」
に
は
、「
辰

韓
在
馬
韓
之
東
。其
耆
老
伝
世
自
言
：
古
之
亡
人
避
秦
役
来
適
韓
国
。

馬
韓
割
其
東
界
之
地
与
之
。
有
城
柵
。
其
言
語
不
与
馬
韓
同
。
名
国

為
邦
，
弓
為
弧
，
賊
為
寇
，
行
酒
為
行
觴
，
相
呼
為
徒
。
有
似
秦
人
，

非
但
燕
斉
名
物
也
。」
と
あ
り
、
三
世
紀
の
洛
東
江
沿
岸
地
域
に
古

風
な
中
国
語
圏
が
存
在
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
ま
す
。河
野
先
生
は
、

漢
の
直
轄
地
化
を
避
け
て
移
住
し
た
人
々
の
子
孫
の
言
語
と
見
て
お

ら
れ
ま
す（

（1
（

。「
国
＝
邦
」「
弓
＝
弧
」「
賊
＝
寇
」「
行
酒
＝
行
觴
」「
徒
」

は
い
ず
れ
も
中
国
語
で
す
。「
名
国
為
邦
」
の
「
邦
」
は
漢
高
祖
の

諱
で
す
か
ら
漢
代
以
降
は
避
諱
さ
れ
て
お
り
、
三
世
紀
の
魏
か
ら
来

た
中
国
人
に
「
有
似
秦
人
」
と
思
わ
せ
る
「
古
風
さ
」
を
感
じ
さ
せ

る
中
国
語
が
半
島
南
部
で
三
世
紀
に
話
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

後
漢
滅
亡
後
の
魏
晋
代
の
朝
鮮
半
島
で
使
用
さ
れ
た
中
国
語
は
音

韻
の
面
か
ら
も
「
古
風
な
」
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
痕
跡
は
日
本
語
の
中
に
留
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
楽
浪
、
帯
方
経

由
で
倭
に
五
世
紀
ま
で
に
は
伝
え
ら
れ
た
漢
字
音
を
「
古
韓
音
」
あ

る
い
は
「
推
古
朝
遺
文
の
漢
字
音
」
と
呼
び
ま
す
。
こ
れ
は
後
に
六

朝
か
ら
百
済
を
経
て
伝
え
ら
れ
た
呉
音
、
唐
代
長
安
音
を
直
接
受
け

入
れ
た
漢
音
に
よ
っ
て
上
書
き
さ
れ
、
化
石
的
に
し
か
残
っ
て
い
ま

せ
ん
が
、
平
仮
名
、
片
仮
名
に
残
っ
て
い
ま
す
。
平
仮
名
、
片
仮
名

の
「
の
・
ノ
」「
と
・
ト
」
は
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
「
乃
」「
止
」
に
由

来
し
ま
す
。「
と
・
ト
」
の
字
源
「
止
」
は
「
止
ま
る
」
か
ら
来
た

訓
仮
名
の
よ
う
に
錯
覚
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、「
止と

利り

仏

師
」
の
「
止
」
で
あ
っ
て
、
字
訓
で
な
く
字
音
で
す
。「
乃
」
の
呉

音
・
漢
音
・
朝
鮮
漢
字
音
は
「
ナ
イ
・
ダ
イ
・
내ネ

」「
止
」
は
「
シ
・

シ
・
지チ

」
で
す
が
、
古
韓
音
は
そ
れ
よ
り
古
い
時
代
の
中
国
語
の
発

音
の
姿
を
留
め
て
い
ま
す
。
よ
り
古
い
時
代
の
中
国
語
音
は
そ
れ
ぞ

れ
、「
止*t ɪəg

」「
乃*nəg

」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
倭
語
の
「
ト
（
乙
類
）tö

」「
ノ
（
乙
類
）nö

」

を
表
す
音
仮
名
と
し
て
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
今
日
の
朝
鮮
語
に
は
漢

魏
晋
代
の
古
音
は
全
く
姿
を
留
め
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
「
朝
鮮

半
島
に
古
く
存
在
し
た
中
国
文
化
が
朝
鮮
で
な
く
日
本
に
保
存
さ
れ

て
い
る
」
例
の
一
つ
で
す
。
古
韓
音
と
い
っ
て
も
実
際
に
は
複
数
の

層
が
あ
り
ま
す
が
、
稲
荷
山
鉄
剣
銘
に
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
五

世
紀
に
は
日
本
列
島
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
四
声
の
区
別

を
綺
麗
に
保
っ
て
い
た
こ
と
が
―
呉
音
も
漢
音
も
伝
来
当
初
は
も
ち

ろ
ん
声
調
込
み
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
―
稲
荷
山
鉄
剣
銘
の

固
有
名
詞
に
見
ら
れ
る
倭
語
と
古
代
日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
比
較

を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す（

（1
（

。

先
取
り
に
な
り
ま
す
が
、
高
句
麗
が
漢
字
文
化
を
採
り
入
れ
た
後

の
漢
字
の
字
形
も
日
本
列
島
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
五
五
六
年
と
推

定
さ
れ
る
高
句
麗
城
壁
石
刻
銘
、
一
九
九
五
年
発
見
の
百
済
扶
余
宮

南
池
出
土
木
簡
（
六
三
四
年
～
六
六
〇
年
）
に
見
ら
れ
る
「
部
」
の
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省
文
「
ア
」
が
、
島
根
県
松
江
市
大
庭
町
岡
田
山
一
号
古
墳
出
土
環

刀
太
刀
銀
象
嵌
銘
（
六
世
紀
後
半
）
に
「
各
田
ア
＝
額
田
部
」
の
形

で
出
る
こ
と
、
ま
た
二
〇
〇
八
年
発
見
の
全
羅
南
道
羅
州
伏
岩
里
で

出
土
し
た
七
世
紀
初
の
百
済
木
簡
に
「
畠
一
形
得
六
十
二
石
」
と
読

み
得
る
文
字
列
が
見
ら
れ
、「
畠
」
が
日
本
国
字
と
は
言
い
き
れ
な

い
こ
と
が
知
ら
れ
る
に
至
る
な
ど
朝
鮮
半
島
の
文
字
文
化
の
影
響
に

つ
い
て
は
先
ほ
ど
か
ら
ご
紹
介
し
て
い
る
多
く
の
研
究
書
に
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。

話
を
三
世
紀
に
戻
し
ま
す
。
中
国
語
以
外
に
朝
鮮
半
島
で
話
さ
れ

て
い
た
諸
言
語
の
う
ち
、
非
韓
語
系
の
言
語
に
つ
い
て
見
ま
す
。

始
め
に
濊
語
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
濊
語
の
具
体
的
な
語
形
は
一
つ

も
伝
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
咸
鏡
道
、
江
原
道
、
慶
尚
北
道
―
同
道

最
南
部
の
浦
項
か
ら
「
晋
善
卒
穢
佰
長
」
の
銅
印
が
出
土
し
て
い
ま

す
―
そ
れ
か
ら
半
島
西
南
部
に
も
分
布
し
て
い
た
民
族
で
す
。
漢
四

郡
設
置
以
前
か
ら
、
中
国
姓
を
持
ち
、
同
姓
不
婚
の
習
慣
を
持
っ
た

朝
鮮
半
島
で
最
初
に
中
国
文
化
と
漢
字
を
受
容
し
た
民
族
で
す
。
詳

し
い
こ
と
は
省
き
ま
す
が
、
私
は
濊
人
が
朝
鮮
半
島
で
最
初
に
漢
字

使
用
を
始
め
た
民
族
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
游
汝
傑
先
生
は
先
ほ
ど

紹
介
し
た
本
の
中
で
、
山
東
半
島
か
ら
朝
鮮
に
か
け
て
「
不
」
の
字

で
始
ま
る
地
名
が
分
布
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
ま
す
。「
古
代
漢
語
の
「
不
」
は
虚
字
で
あ
り
、
漢
語
の
地
名

に
は
虚
字
は
用
い
な
い
か
ら
、「
不
」
の
字
の
付
く
地
名
は
恐
ら
く

漢
語
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）
山
東
と
朝

鮮
は
古
く
か
ら
交
通
の
往
来
が
あ
り
、
そ
の
ル
ー
ト
の
一
つ
は
東
北

を
経
由
す
る
陸
路
で
、も
う
一
つ
は
直
接
海
路
を
通
し
て
で
あ
っ
た
。

あ
る
人
は
『
詩
経
・
商
頌
・
長
発
』
の
中
の
「
相
土
烈
烈
，海
外
有
載
。」

と
は
、
商
の
勢
力
範
囲
が
渤
海
以
東
の
朝
鮮
の
地
ま
で
及
ん
で
い
た

こ
と
を
表
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
（
中
略
）、
東
北
・
朝
鮮
・

山
東
の
沿
海
の
地
名
に
あ
る
種
の
共
通
点
が
あ
る
の
は
当
然
な
こ
と

な
の
で
あ
る
。（
中
略
）
上
述
の
楽
浪
郡
の
不
而
県
は
不
耐
濊
と
い

う
少
数
民
族
か
ら
名
を
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、
不
其
・
不
夜
・
不
韋

も
濊
族
系
の
氏
族
の
名
称
で
あ
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。」

も
し
「
不
」
が
濊
語
形
態
素
で
あ
る
な
ら
ば
、
濊
語
は
他
の
百
越

系
言
語
と
同
じ
「
斉
頭
式
」
地
名
を
も
つ
、
す
な
わ
ち
あ
る
種
の
接

頭
辞
を
持
つ
タ
イ
プ
の
言
語
で
あ
っ
た
可
能
性
を
排
除
で
き
ま
せ

ん
。
こ
の
こ
と
は
今
後
さ
ら
に
よ
く
考
え
る
べ
き
問
題
で
す
。

次
に
三
世
紀
か
ら
八
世
紀
の
こ
と
を
記
し
た
資
料
か
ら
、
三
国
時

代
に
朝
鮮
半
島
に
存
在
し
た
韓
系
言
語
を
含
む
諸
言
語
の
、「
城
邑
」

を
意
味
す
る
語
を
比
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

高
句
麗
語 
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こ
れ
ら
は
三
世
紀
同
時
代
資
料
で
あ
る
『
魏
書
』「
東
夷
伝
」
と

『
三
国
史
記
』（
一
一
四
五
年
成
書
）
の
八
世
紀
景
徳
王
代
の
地
名
改

定
に
関
す
る
記
載
、『
日
本
書
紀
』（
以
下
、『
紀
』）
の
古
訓
な
ど
か

ら
知
ら
れ
る
も
の
で
す
。
例
え
ば
、「
兎
山
郡
本
高
句
麗
烏
斯
含
達
。 

景
徳
王
改
名
。
今
因
之
。」『
三
国
史
記
』
巻
三
十
五
な
ど
の
記
載
か

ら
「
兎
＝
烏
斯
含
」、「
山
＝
達
」
と
い
う
関
係
が
知
り
得
ま
す
。「
山
」

や「
水
」「
城
」な
ど
何
度
も
出
る
名
詞
が
百
済
地
名
で
は「
城
＝
己
」、

高
句
麗
地
名
で
は
「
城
＝
忽
」
で
出
る
の
で
、
確
実
と
な
り
ま
す
。

「
城
＝
己
」
は
『
紀
』
の
古
訓
「
キ
」
や
『
紀
』
本
文
の
漢
字
表
記
、

木
簡
資
料
な
ど
か
ら
も
「
キ
（
乙
類
）」
が
確
認
さ
れ
ま
す
。
固
有

名
詞
に
含
ま
れ
る
一
般
名
詞
の
語
形
研
究
で
は
、
こ
う
し
た
二
重
表

記
や
他
資
料
の
支
え
が
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
思
い
付
き
か

ら
例
え
ば
「
奈
良
は
朝
鮮
語
の
나ナ

라ラ

（
国
）
か
ら
来
た
地
名
だ
」
な

ど
と
い
う
の
は
妄
想
で
あ
っ
て
言
語
学
研
究
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
稿
の
末
尾
に
資
料
と
し
て
高
句
麗
語
地
名
を
い
く
つ
か
記
し
ま
し

た
が
、
日
本
語
と
極
め
て
似
た
語
形
が
確
認
さ
れ
、
新
村
出
博
士
以

来
、
何
度
も
言
及
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
最
近
で
は
ア
メ
リ
カ
の
ベ
ッ

ク
ウ
ィ
ズ
先
生
が
日
本
語
―
高
句
麗
語
同
系
説
を
唱
え
、
河
野
先
生

は
九
三
年
論
文
で
、
高
句
麗
地
名
を
濊
語
の
語
形
で
あ
ろ
う
と
推
定

し
て
お
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
こ
の
よ
う
に
朝
鮮
半
島
に
は
日
本
語
に

類
似
し
た
形
態
素
を
含
む
古
地
名
が
多
く
存
在
す
る
の
に
対
し
て
、

日
本
列
島
に
は
朝
鮮
語
史
か
ら
見
て
確
実
な
朝
鮮
語
要
素
を
含
む
地

名
は
一
つ
も
な
い
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
倭
語

と
韓
語
の
言
語
接
触
の
起
こ
っ
た
場
所
は
日
本
列
島
で
は
な
く
、
朝

鮮
半
島
だ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
れ

以
上
こ
こ
で
は
触
れ
ま
せ
ん
。

ま
ず
、高
句
麗
語
の
「
城
」
で
す
が
、「
溝
漊
者
句
麗
名
城
也
。」『
魏

書
』「
東
夷
伝
第
三
十
・
高
句
麗
」
と
「
水
城
郡
本
高
句
麗
買
忽
郡
。」

『
三
国
史
記
』
巻
三
十
五
か
ら
高
句
麗
語
の
三
世
紀
、八
世
紀
の
「
城
」

を
表
す
語
形
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、*koro

、*kor

の
よ
う
に
再
建
さ
れ

ま
す
。こ
れ
は
そ
の
後
の
朝
鮮
語
に
一
切
の
反
照
形
を
も
ち
ま
せ
ん
。

高
句
麗
語
は
少
な
く
と
も
渤
海
滅
亡
の
後
は
地
球
上
か
ら
消
滅
し
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

百
済
王
族
語
の
「
城
」
は
「
悦
城
県
本
百
済
悦
己
郡
。」『
三
国
史

記
』
巻
三
十
六
そ
の
他
か
ら
、*k

ɨ

が
再
建
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

語
は
そ
の
後
の
朝
鮮
語
に
一
切
の
反
照
形
を
持
ち
ま
せ
ん
が
、
一
方

で 

倭
語
に
借
用
さ
れ
、
キ
（
城
）、
ミ
ヅ
キ
、
シ
ラ
キ
、
オ
ク
ツ
キ

（
奥
つ
城
）、キ
ヅ
ク
（
築
く
）
な
ど
に
そ
の
語
形
を
留
め
て
い
ま
す
。

キ
ヅ
ク
は
「
城
キ
」
に
動
詞
ツ
ク
が
付
い
た
も
の
で
ツ
カ
は
、
あ
と

で
述
べ
る
情
態
言
で
す
。
百
済
王
族
語
も
百
済
滅
亡
後
あ
ま
り
時
を

経
ず
に
消
滅
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
百
済
王
族
も
高
句
麗
と
同
じ

く
「
夫
余
系
」
と
さ
れ
ま
す
が
、
少
な
く
と
も
「
城
」
の
語
形
は
全

く
異
な
り
ま
す
。

朝
鮮
半
島
に
お
け
る「
城
」を
表
す
倭
語
は「
咨
離
牟
盧
国
」『
魏
書
』

「
東
夷
伝
第
三
十
・
韓
」「
臼
模
盧
城
」『
広
開
土
王
碑
文
』
四
一
四

年
や
、
一
九
九
八
年
に
発
見
さ
れ
た
「
蔚
州
鳳
坪
新
羅
碑
」
の
「
居
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伐
牟
羅
」
に
見
ら
れ
る
地
名
に
含
ま
れ
る
「
牟
盧
」、「
模
盧
」
な
ど

が
、『
梁
書
』「
諸
夷
伝
」
の
「
其
俗
呼
城
曰
建
牟
羅
」
の
「
牟
羅
」

と
同
定
さ
れ
得
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
確
認
さ
れ
ま
す
。
南
豊

鉉
先
生
は
「
耽
牟
羅
（
康
津
）」
を
加
え
、古
代
韓
国
南
部
で
「
牟
羅
」

が
「
城
や
防
衛
の
要
塞
の
た
め
の
集
落
を
意
味
す
る
語
と
し
て
用
い

ら
れ
た
」
と
さ
れ
ま
す（

（1
（

。
河
野
六
郎
先
生
は
、
前
掲
諸
論
文
で
こ
れ

を
「
山
」
を
表
す
語
（『
紀
』
古
訓
：
ム
レ
）
か
ら
意
味
変
化
し
て
「
城
」

の
意
味
に
な
っ
た
と
推
定
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
私
は
「
集
落
」
を

表
す
倭
語
「
ム
ラ
」
で
あ
る
と
推
定
し
ま
し
た（

（1
（

。
整
理
す
る
と
次
の

よ
う
に
な
り
ま
す
「
①
こ
れ
ら
の
示
す
語
の
語
形
は *m

ura 

と
再

構
さ
れ
る
が
、韓
語
と
し
て
は
解
釈
さ
れ
得
ず
、ヲ
ス
（
統
治
す
る
）：

ヲ
サ
（
長
）、
ナ
フ
（
綯
う
）：
ナ
ハ
（
縄
）、
ツ
ル
（
連
れ
る
）：
ツ

ラ
（
列
）、タ
ム
（
廻
め
る
）：
タ
マ
（
玉
）、ツ
ク
（
築
く
）：
ツ
カ
（
塚
）

の
よ
う
な
、用
言
語
幹
末
母
音-u

～-a

の
交
替
に
よ
る
「
ム
ル
（
群

れ
る
）」
の
「
情
態
言
」
と
解
し
得
る
。
②
し
か
し
な
が
ら
『
類
聚

名
義
抄
』
の
村
（
Ⅱ
類
）
の
ア
ク
セ
ン
ト
（
高
低
）
と
「
牟
羅
」
の

古
韓
音
の
声
調
の
推
定
調
値
（
低
低
）
と
が
合
致
し
な
い
。
③
現
代

朝
鮮
語
で
村
を
意
味
す
る「
마マ

을ウ
ル

」の
一
五
世
紀
語
形
は m

ʌzʌrh

（
低

低
）
で
あ
り
、
古
代
語
遡
及
形
は *m

əsərh 

と
な
り
倭
語 m

ura 

と

は
一
切
関
係
の
な
い
語
で
あ
る
。
③
一
五
世
紀
朝
鮮
語
に
は「
群
れ
」

を
意
味
す
るm

ur 

（
髙
）
が
存
在
す
る
が
、
派
生
接
辞*{-a}

の
存

在
は
朝
鮮
語
史
に
お
い
て
確
認
さ
れ
ず
、
ま
た
、m

ur

の
古
代
語
遡

及
形
は*m

ür

と
な
る
は
ず
で
あ
る
。」

も
し
『
三
国
志
』
韓
伝
に
頻
出
す
る
「
牟
盧
」
が
後
代
の
「
牟

羅
」
の
遡
及
形
で
あ
っ
た
な
ら
、
倭
王
権
が
朝
鮮
半
島
に
影
響
を
及

ぼ
す
遥
か
以
前
の
三
世
紀
に
、
倭
語
集
団
が
朝
鮮
半
島
南
部
に
存
在

し
た
証
左
と
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
朝
鮮
半
島
南
部
か
ら
弥
生
系

出
土
物
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
九
州
か
ら
倭
人

が
対
岸
に
渡
っ
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
の
痕
跡
と
看
做
し
得
ま
す
。

倭
人
の
、「
城
塞
」
に
関
す
る
語
を
、
借
用
語
と
し
て
韓
系
諸
族
が

採
用
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
充
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま

す
。
朝
鮮
半
島
と
倭
の
文
物
は
、
常
に
朝
鮮
半
島
か
ら
倭
へ
の
方
向

で
捉
え
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
言
語
接
触
を
通
し
た
相
互
作
用
が
存
在

し
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
他
に
も
「
斯
麻
」
で
表
記
さ
れ
る
古
代
朝

鮮
語
の
「
島 *sjem

a

」（『
紀
』：
セ
マ
）
も
次
の
よ
う
な
音
韻
変
化

を
経
て
現
代
朝
鮮
語
の
섬ソ
ム

に
至
っ
た
、
倭
語
か
ら
の
借
用
語
だ
と
考

え
ま
す
。「sim

a＞
*sjem

a

（*i

の
折
れ
）＞

sjə:m

（
一
五
世
紀
語
、

語
末
母
音
脱
落
、
代
償
延
長
）＞

sə:m

（
ソ
ウ
ル
方
言
老
年
層
）＞

sʌm

（
ソ
ウ
ル
方
言
若
年
層
）」。「
シ
マ
」
は
「
占
む
」
の
情
態
言
で
、

日
本
語
内
部
で
は
「
標し
め

野の

」
の
よ
う
な
単
語
家
族
が
見
出
さ
れ
る
の

に
対
し
、
朝
鮮
語
内
部
で
섬ソ
ム

の
単
語
家
族
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
ま

せ
ん
。
他
に
も
こ
う
し
た
例
は
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

次
に
韓
系
言
語
の
城
邑
に
つ
い
て
見
ま
す
が
、
韓
語
内
部
の
方
言

差
に
つ
い
て
河
野
六
郎
先
生
は
「
川
」
を
表
す
語
に
つ
い
て
、
整

理
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
①
加
羅
語
で
「
江
」
を

kari＞
kɑi

～kʌl
と
称
し
、
特
に
洛
東
江
をkara

と
称
し
こ
れ
が
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国
名
と
な
っ
た
。
②
こ
れ
に
対
し
て
慶
州
盆
地
を
中
心
と
す
る
新
羅

語
で
は
「
川
」
をnai＜

nari

～nare

～nʌl

（
神
功
「
阿
利
那
礼
」、

雄
略
紀
「
久
麻
那
利
」）
と
言
い
、nara

（
国
）
も
こ
れ
に
由
来
す
る
。

「
津
」
を
表
す
15
世
紀
語n

ɐr ɐ

（
現
代
語
：
나ナ

루ル

）
も
こ
の
系
統
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
古
代
韓
語
にA

blaut

（
母
音
交
替
）
に
よ
る
派

生
が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
。（

（1
（

」
現
代
朝
鮮
語
に
は
「
川
」
を
表

す
固
有
語
が
多
い
の
で
す
が
、
伽
耶
系
の
語
は
、
개ケ

천チ
ョ
ン、
개ケ

울ウ
ル

な
ど

の
개ケ

に
、
新
羅
系
の
語
は
냇
ネ
ー
ン

물ム
ル

、
시シ
ー

내ネ

な
ど
の
내ネ
ー

に
残
っ
て
い
る
と

い
う
の
が
河
野
先
生
の
「
方
言
学
試
攷
」
で
の
仮
説
で
す
。
ま
た
、

大
体
に
お
い
て
百
済
の
韓
語
方
言
は
母
音
終
わ
り
が
多
く
、
新
羅
の

韓
語
方
言
で
は
語
末
母
音
が
脱
落
し
子
音
で
終
わ
る
こ
と
が
多
い
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
城
邑
の
語
を

見
て
み
ま
す
。

『
魏
書
』「
東
夷
伝
第
三
十
・
韓
」
の
馬
韓
に
関
す
る
記
事
に
「
卑

離
」
と
い
う
二
字
を
含
む
国
名
が
多
く
見
ら
れ
、
こ
の
語
は
三
国
地

名
の
「
夫
里
」
や
「
伐
」
と
古
く
か
ら
比
較
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
今
、

回
覧
中
の
小
倉
進
平
博
士
原
稿
の
〇
〇
五
九
に
も
そ
の
記
載
が
あ
り

ま
す
。
河
野
先
生
は
九
三
年
論
文
で
次
の
よ
う
な
音
韻
変
化
を
示
さ

れ
ま
し
た
。「*piri

（
三
世
紀
韓
語
形
）＞

*p
ɯri

（
円
唇
同
化
）＞

*puri

（
百
済
民
衆
語
形
、
円
唇
同
化
）」「*piri

（
三
世
紀
韓
語
形
）

＞
*p
ɯri

（
円
唇
同
化
）＞

*p
ɯr

（
新
羅
語
形
、
語
末
母
音
脱
落
）」。

さ
ら
に
、
同
論
文
は
、
新
羅
を
意
味
す
る
「
徐
羅
伐
～
徐
耶
伐
」
の

「
徐
羅
」「
徐
耶
」
と
『
魏
書
』「
東
夷
伝
第
三
十
・
韓
」
の
「
斯
盧
」

が
上
古
音
か
ら
中
古
音
へ
の
音
韻
変
化
と
合
致
す
る
と
し
た
上
で
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。「
徐
耶
伐
は
ま
た
徐
羅
伐
と
も

書
か
れ
、
更
に
徐
伐
と
も
書
か
れ
る
。
徐
耶
伐
は
ま
た
徐
羅
伐
は

*syə-ra+ p
ɯr

を
表
わ
し
（
中
略
）
徐
伐*syə-p

ɯr

は
後
、syə-ur

（
都

す
な
わ
ち
ソ
ウ
ル
）
に
発
展
し
た
。」
私
は
、「
徐
羅
伐
」
と
「
徐
伐
」

の
関
係
は
漢
字
表
記
上
の
問
題
で
な
く
、
次
の
よ
う
な
音
韻
変
化
で

三
世
紀
語
形
「*

斯
盧
卑
離
」
か
ら
「
ソ
ウ
ル
」
へ
の
変
化
が
説
明

で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。「*sirapiri＞

*sirap
ɯri 

（
円
唇
同
化
）

＞
*sjerap

ɯr

徐
羅
伐
（ *i

の
折
れ
、
語
末
母
音
脱
落
）＞

sjeap
ɯr

徐
伐
（
語
中
子
音
脱
落
）＞

sjə:v ɯr

（
代
償
延
長
、語
中
子
音
弱
化
）

＞
səur

（
短
母
音
化
）」（

（1
（

。

ま
た
、「
郡
（
評
）」
を
表
す
日
本
語
が
「
コ
ホ
リ *köpori

」

も
古
代
韓
語*kəp

ɯri

（
大
＋
邑
）
の
、
恐
ら
く
は
百
済
方
言
形

の
借
用
語
で
あ
る
こ
と
は
、
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。*kəp

ɯri
＞

*kəp
ɯr＞

*kəvər＞
kʌvʌr

を
経
て
現
代
朝
鮮
語
고コ

을ウ
ル

（
郡
）

に
至
る
韓
語
の
固
有
語
で
す
。
現
代
朝
鮮
語
の
서
울
（
都
）、 

고
을
（
郡
）
の
第
二
音
節
「
울ウ
ル

」「
을ウ
ル

」
は
三
世
紀
韓
語
「
卑
離
」

の
反
照
で
す
。

三
一
三
年
に
楽
浪
郡
は
高
句
麗
に
滅
ぼ
さ
れ
ま
す
。
四
世
紀
以
前

か
ら
三
国
時
代
に
か
け
て
の
朝
鮮
半
島
の
言
語
分
布
を
先
に
見
て
き

ま
し
た
が
、
三
・
四
世
紀
に
中
国
語
話
者
以
外
の
言
語
集
団
が
文
字

を
使
っ
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
記
録
や
出
土
品
は
あ
り
ま
せ
ん
。

次
に
楽
浪
・
帯
方
郡
（
三
一
四
年
滅
亡
）
滅
亡
以
後
の
、
朝
鮮
半
島
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諸
国
の
漢
字
文
化
受
容
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す
が
、
そ
の
前
に

「
韓
」の
名
称
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
ま
す
。
結
論
か
ら
言
う
と「
韓
」

は
中
国
語
で
す
。
中
国
姓
の「
韓
」に
由
来
し
ま
す
。
八
世
紀
に
は「
韓

舎
＝
大
舎
」
の
よ
う
に
「
韓
」
を
朝
鮮
語
のhan

（
大
き
な
）
に
使

う
借
字
表
記
法
が
確
認
さ
れ
ま
す
が
、
漢
代
以
来
、
朝
鮮
半
島
南
部

に
居
住
し
た
「
韓
」
族
は
『
魏
略
』
逸
文
の
「
冒
姓
韓
」
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
「
韓
」
氏
に
由
来
す
る
も
の
で
す
。
何
よ
り
も
こ
の
呼
称

が
中
国
側
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
そ
う
呼
ば
れ
た
韓
語
系
言
語
の
話

し
手
が
漢
字
を
使
い
こ
な
す
よ
う
に
な
る
の
は
ず
っ
と
後
の
こ
と
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
韓
」
が
韓
姓
に
由
来

す
る
こ
と
は
朝
鮮
時
代
の
知
識
人
に
と
っ
て
は
常
識
で
あ
っ
た
よ
う

で
、
一
九
世
紀
初
に
刊
行
さ
れ
た
権
文
海
『
大
東
韻
府
群
玉
』
と
い

う
百
科
事
典
的
な
書
物
の
「
韓
」
の
個
所
に
も
「
冒
姓
韓
」
が
引
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
四
世
紀
の
初
め
に
楽
浪
・
帯
方
郡
が
滅
亡
し
、
朝
鮮
半
島
の

行
政
に
口
語
中
国
語
が
使
用
さ
れ
る
契
機
は
失
わ
れ
ま
し
た
。
高
句

麗
は
三
七
二
年
に
太
学
を
設
置
し
、貴
族
子
弟
の
教
育
を
始
め
ま
す
。

一
方
で
西
晋
滅
亡
後
も
佟
寿
の
よ
う
な
中
国
か
ら
の
亡
命
者
集
団
が

高
句
麗
に
は
何
度
も
来
て
お
り
、
ま
た
高
句
麗
支
配
化
で
も
中
国
王

朝
を
思
慕
す
る
集
団
が
高
句
麗
に
存
在
し
た
こ
と
か
ら
も
、
高
句
麗

国
内
の
中
国
語
話
者
集
団
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

高
句
麗
は
彼
ら
の
力
を
借
り
つ
つ
漢
字
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す（

（1
（

。

 

四
一
四
年
の
「
広
開
土
王
碑
文
」
は
、
色
々
議
論
が
あ
り
ま
し

た
が
、
正
格
漢
文
で
書
か
れ
た
と
見
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん（

11
（

。
し

か
し
、
そ
の
数
十
年
後
に
建
造
さ
れ
た
五
世
紀
後
半
と
推
定
さ
れ
る

「
中
原
高
句
麗
碑
」（
一
九
七
八
年
発
見
、忠
州
）
に
は
明
ら
か
な
「
変

則
漢
文
」
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
有
名
な
箇
所
は
次
の
文
で
す（

1（
（

。

「
太
位
諸
位
上
下
衣
服
来
受
教
」

文
意
は
「
太
位
諸
位
上
下
は
衣
服
を
来
て
受
け
と
れ
と
（
王
）
が

教
し
た
」
と
考
え
ら
れ
、明
ら
か
に
中
国
語
の
語
順
と
異
な
り
ま
す
。

こ
の
漢
字
文
を
言
語
学
的
に
ど
う
見
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
純
粋
に

論
理
的
に
は
次
の
三
通
り
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
①
こ
の
よ
う
に

話
さ
れ
た
中
国
語
を
文
字
に
記
し
た
、
②
高
句
麗
語
な
い
し
濊
語
、

韓
語
な
ど
の
現
地
語
で
訓
読
さ
れ
た
、
③
特
に
何
語
か
を
記
録
し
た

の
で
は
な
く
漢
字
を
用
い
て
意
図
を
伝
達
し
た
も
の
で
あ
る
。①
は
、

碑
文
と
は
何
ら
か
の
音
声
言
語
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う

非
漢
字
圏
で
の
言
語
資
料
の
あ
り
よ
う
か
ら
す
れ
ば
当
然
考
え
ら
れ

て
し
か
る
べ
き
で
す
が
、
ま
ず
そ
の
可
能
性
は
あ
り
ま
せ
ん
。
元
代

に
は
ア
ル
タ
イ
的
な
語
順
を
持
つ
中
国
語
を
記
し
た
金
石
文
が
確
認

さ
れ
ま
す
し
、ド
ゥ
ン
ガ
ン
語
や
中
国
語
西
北
諸
方
言
、五
屯
話
（
青

海
省
の
五
屯
人
の
言
語
。
声
調
は
な
く
、
語
彙
の
多
く
は
中
国
語
に

由
来
す
る
が
、
語
順
は
チ
ベ
ッ
ト
語
式
）
に
は
ア
ル
タ
イ
的
な
語
順

の
中
国
語
変
種
が
数
多
く
存
在
し
ま
す
。
五
屯
話
に
は
、
次
の
よ
う

な
例
が
観
察
さ
れ
ま
す
。「
私
は
あ
な
た
よ
り
二
歳
年
上
だ
」
と
い

う
の
を
、も
し
漢
字
で
書
け
ば（
実
際
に
は
漢
字
を
使
用
せ
ず
チ
ベ
ッ
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ト
文
字
を
使
用
し
て
い
ま
す
が
）「
我
你
看
的
話
両
歳
大
哩
。lit.

わ

た
し
、
あ
な
た
、
見
た
ら
、
二
歳
、
大
き
い
」、
と
言
い
ま
す
。
標

準
的
な
中
国
語
な
ら
「
我
比
你
大
両
歳
。」
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

五
世
紀
の
忠
州
で
そ
の
よ
う
な
中
国
語
が
話
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る

こ
と
は
不
可
能
で
す
し
、
ま
た
、
話
し
言
葉
を
文
字
化
す
る
、
と
い

う
習
慣
は
古
代
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ
ら
に
、
現
在
ま
で
に

知
ら
れ
る
、
い
か
な
る
ア
ル
タ
イ
語
化
し
た
中
国
語
変
種
も
［（
主

語
１
）［
主
語
2
＋
目
的
語
＋
来
＋
受
］
教
］
の
よ
う
な
ア
ル
タ
イ

語
型
構
文
を
示
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
①
の
可
能
性

は
な
い
で
し
ょ
う
。
結
局
②
か
③
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
五
世
紀
の

こ
の
段
階
で
朝
鮮
半
島
現
地
諸
語
が
漢
文
を
訓
読
、
あ
る
い
は
漢
字

の
訓
読
み
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
証
拠
が
な
い
の
で
、
③
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

中
国
人
が
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
支
配
的
地
位
を
失
っ
て
か
ら
百
～

百
数
十
年
を
経
て
、
現
地
王
権
が
漢
字
を
使
用
し
だ
し
た
時
、
一
方

で
純
粋
漢
文
を
書
く
能
力
を
有
し
つ
つ
も
、
こ
の
よ
う
な
変
則
漢
文

を
書
き
、
石
に
刻
ん
で
残
し
た
と
い
う
意
味
は
極
め
て
大
き
い
こ
と

で
す
。
し
か
も
、
こ
の
碑
は
新
た
に
高
句
麗
の
領
域
に
組
み
込
ま
れ

た
忠
州
地
域
の
新
羅
系
新
附
高
句
麗
人
に
告
げ
る
目
的
を
持
っ
て
い

ま
し
た
。
私
は
こ
う
し
た
変
則
漢
文
を
「
確
信
（
犯
）
的
中
国
語
侵

犯
」
と
呼
び
ま
し
た（

11
（

。

五
胡
十
六
国
に
も
こ
う
し
た
変
則
漢
文
の
存
在
は
確
認
さ
れ
て
い

な
い
よ
う
で
す
の
で
、
こ
の
中
原
高
句
麗
碑
が
漢
字
圏
に
お
け
る
変

則
漢
文
の
嚆
矢
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
広
開
土
王
碑
文
は
恐
ら

く
中
国
語
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
の
協
力
を
得
て
書
か
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

中
原
高
句
麗
碑
は
、
中
国
語
文
法
な
ど
お
構
い
な
し
に
石
に
刻
ん
で

し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。「
確
信
犯
」
で
あ
る
な
ら
、
何
ら
か
の
信
念

に
基
づ
い
た
行
為
で
あ
る
は
ず
で
す
が
、
あ
え
て
言
え
ば
、
そ
れ
は

他
の
五
胡
諸
国
と
は
異
な
り
、高
句
麗
で
は
漢
字
を
「
勝
手
に
」
使
っ

て
も
構
わ
な
い
と
い
う
考
え
で
す
。
実
際
に
は
、
漢
字
漢
文
の
知
識

が
ま
だ
あ
ま
り
深
く
な
い
現
地
住
民
へ
の
内
容
伝
達
が
主
た
る
目
的

だ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
結
果
と
し
て
こ
の
中
国
語
侵
犯
が
そ
の
後
の

朝
鮮
半
島
と
日
本
列
島
に
お
け
る
漢
字
使
用
を
決
定
づ
け
た
と
い
う

意
味
で
、
言
語
学
的
に
極
め
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

漢
字
は
も
ち
ろ
ん
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

く
、「
現
地
語
」
の
語
順
に
従
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
配

列
す
る
過
程
で
、
少
な
く
と
も
「
頭
の
中
」
で
は
、
各
漢
字
が
、
現

地
語
の
対
応
す
る
「
語
」
と
対
応
、
参
照
さ
れ
た
は
ず
で
す
。
そ
の

結
果
と
し
て
、
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
の
中
国
語
話
者
に
は
想
像
も
出
来
な
い

こ
う
し
た
漢
字
文
が
生
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
各
漢
字
の
現

地
語
の
対
応
す
る
「
語
」
と
の
対
応
、
参
照
こ
そ
が
「
字
訓
」
が
生

成
さ
れ
る
根
源
的
な
契
機
で
す
。
正
格
漢
文
と
変
則
漢
文
と
い
う
使

い
分
け
は
、
後
の
新
羅
の
「
真
興
王
巡
狩
管
境
碑
」
と
他
の
変
則
漢

文
碑
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
う
し
た
書
記
言
語
の
二
重
性
の
萌

芽
も
五
世
紀
の
高
句
麗
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す（

11
（

。

李
成
市
先
生
は
、
高
句
麗
で
漢
字
受
容
の
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
な
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さ
れ
て
、
そ
れ
が
新
羅
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
高
句
麗
に
お
い
て
本
来
の
中
国
語
と
は
異
な
る
漢
字

使
用
が
試
み
ら
れ
、
新
羅
は
高
句
麗
の
影
響
下
で
漢
字
使
用
を
始
め

た
の
で
あ
っ
て
、
中
国
か
ら
直
接
、
漢
字
文
化
を
受
け
入
れ
た
の
で

は
な
い
。
新
羅
が
、
音
声
言
語
と
し
て
の
中
国
語
に
直
接
接
す
る
こ

と
な
く
漢
字
使
用
を
始
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
李
成
市
先
生
の
本

を
ご
参
照
く
だ
さ
い（

11
（

。

こ
の
点
で
百
済
は
南
朝
と
直
接
交
流
し
て
い
ま
す
し
、
高
句
麗
は

中
国
と
の
頻
繁
な
や
り
と
り
の
中
で
中
国
語
に
日
常
的
に
接
す
る
機

会
を
持
ち
得
た
わ
け
で
す
。
資
料
に
新
羅
碑
文
の
例
を
い
く
つ
か
示

し
ま
し
た
。「
蔚
珍
鳳
坪
里
新
羅
碑
」（
五
二
四
年
）
に
は 

「
若
此
省

皆
罪
於
天
」「
丹
陽
赤
城
新
羅
碑
」（
五
四
五
年
＋
α
）
に
は
「
更
赤

城
烟
去
」
の
よ
う
に
、動
詞
「
省
」
や
「
去
」
の
前
に
目
的
語
「
此
」

「
赤
城
烟
」 

の
よ
う
な
目
的
語
が
置
か
れ
て
い
る
例
が
多
く
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
三
国
期
時
代
の
資
料
の
う
ち
、
年
代
が
確
実
な
、
新
羅

語
形
態
素
部
分
を
表
記
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
例
は「
南
山
新
城
碑
」

（
五
九
一
年
）
で
す
。

「
辛
亥
年
二
月
廿
六
日
南
山
新
城
作
節
如
法
以
作
後
三
年
崩
破
者

罪
教
事
為
聞
教
令
誓
事
之
」

河
野
先
生
は
「
辛
亥
ノ
年
二
月
廿
六
日
、
南
山
ノ
新
城
ヲ
作
リ
シ

時
、
法
ノ
如
ク
作
ル
。
後
三
年
、
崩
破
ス
ル
者
ハ
罪
セ
シ
メ
ラ
ル
ル

コ
ト
ト
聞
カ
セ
ラ
レ
、誓
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ナ
リ
。」と
読
ん
で
お
ら
れ
、

南
豊
鉉
先
生
は
、
同
じ
文
言
を
、「
…
作
る
と
き
、
も
し
も
（
築
城
）

の
法
に
従
っ
て
作
っ
た
の
ち
三
年
以
内
に
崩
破
す
る
よ
う
な
も
の
な

ら
ば
、
罪
を
与
え
る
こ
と
と
し
奏
聞
せ
よ
と
の
教
令
に
従
っ
て
誓
う

も
の
で
あ
る
」
の
よ
う
に
「
如
」
と
「
法
」
を
分
け
、「
如
」
を
「
も

し
も
」
の
意
味
に
解
し
て
い
ま
す（

11
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
文
が
新

羅
語
で
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
ま
せ
ん
。

一
方
で
百
済
、
高
句
麗
の
金
石
文
に
は
固
有
名
詞
を
除
け
ば
、

二
〇
〇
三
年
に
話
題
に
な
っ
た
百
済
詩
歌
木
簡
「
宿
世
歌
」
も
含

め
、
現
地
語
の
形
態
素
を
表
記
し
た
例
は
存
在
し
な
い
と
私
は
考
え

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
変
則
漢
文
で
は
あ
っ
て
も
、
吏

読
文
で
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
ま
す
。
南
山

新
城
碑
は
、
し
か
し
新
羅
語
形
態
素
の
音
形
を
特
定
す
る
こ
と
は

出
来
ま
せ
ん
。
高
句
麗
、
新
羅
、
倭
の
金
石
文
に
見
ら
れ
る
文
末

マ
ー
カ
ー
の
「
之
」
に
新
羅
語
語
尾
の
語
末
語
尾-ta

（
現
代
語 

-

다
）
を
措
定
す
る
な
ど
の
試
み
は
慎
む
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。

や
は
り
音
借
字
で
は
な
い
の
で
す
が
、
よ
り
後
代
の
吏
読
に
近
い

形
態
が
現
れ
る
の
が
、
近
年
発
見
の
「
月
城
垓
字
木
簡
」
で
す
。
年

代
は
七
世
紀
前
半
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
当
時
ま
で
の
漢
字
圏

中
恐
ら
く
は
最
も
中
国
語
の
語
順
を
無
視
し
た
漢
字
文
の
一
つ
で
あ

る
と
思
わ
れ
ま
す
。「
大
烏
知
郎
足
下
万
拝
白
々
／
経
中
入
用
思
白

不
雖
紙
一
二
斤
／
牒
垂
賜
教
在
之 

後
事
者
命
尽
／
使
内
」。
こ
れ
は

「
大
烏
知
郎
の
足
下
で
常
に
拝
ん
で
、
次
の
よ
う
に
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。
経
で
必
要
と
な
る
紙
を
、
た
と
え
白
紙
で
な
く
て
も
よ
い

の
で
、
一
二
斤
買
い
な
さ
い
、
と
い
う
牒
を
垂
れ
賜
え
と
い
う
命
令
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が
あ
り
ま
し
た
。
後
の
こ
と
は
命
令
の
意
を
十
分
に
察
し
た
上
で
処

理
し
て
下
さ
い
。」
と
い
っ
た
意
味
に
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す（

11
（

。
稲
荷

山
鉄
剣
銘
以
来
議
論
を
呼
ん
だ
「
～
月
中
」
は
正
則
漢
文
で
す
が
、

「
経
中
入
用
」
の
「
中
」
は
明
確
な
吏
読
と
認
め
ら
れ
ま
す
。「
中
」

は
朝
鮮
時
代
に
は ahʌi 

と
読
ま
れ
処
格
（
～
に
）、
現
代
語
の
에エ

に

相
当
す
る
助
詞
で
す
。
訓
借
字
で
す
が
、
後
代
吏
読
に
同
じ
語
尾
が

確
認
さ
れ
る
上
、「
～
に
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
「
中
」
で

表
す
用
法
は
中
国
語
に
は
存
在
せ
ず
、
そ
の
点
で
上
の
「
以
」「
者
」

以
上
に
吏
読
的
で
す
。「
使
内
」
は pʌri 

と
読
み
、「
処
理
す
る
」

の
意
味
の
吏
読
と
し
て
十
九
世
紀
ま
で
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
先
ほ

ど
の
『
儒
胥
必
知
』
の
コ
ピ
ー
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。「
使
内
白
如
乎 

바パ

리リ

올オ
ル

다タ

온オ
ン

」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
。
ま
た
、後
で
述
べ
ま
す
が
、

「
白
不
雖
」
の
「
不
雖
」
を *ant ɯr həkuatü
、
今
の
ハ
ン
グ
ル
の

綴
り
に
直
せ
ば
「
안ア
ン

들
ド
ゥ
ル 

하ハ

과グ
ヮ

두ド
ゥ

」
と
読
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
は
新
羅
語
で
音
声
化
さ
れ
る

こ
と
を
前
提
に
し
た
吏
読
文
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
す
。

「
音
借
字
」
を
含
む
明
ら
か
な
吏
読
文
は
統
一
新
羅
以
降
に
頻
出

す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。「
新
羅
華
厳
経
写
経
造
成
記
」（
七
五
五 

年
）

の
例
を
示
し
ま
す
。

「
第
二
法
界
一
切
衆
生
皆
成
仏
欲
為
賜
以
成
賜
乎
」 

南
豊
鉉
先
生
は
「
第
二
に
法
界
の
一
切
衆
生
が
み
な
成
仏
し
た
い

と
な
さ
る
こ
と
で
作
ら
れ
た
の
だ
」と
解
釈
し
て
お
ら
れ
ま
す（

11
（

。「
欲

為
賜
以
成
賜
乎
」
は
、（hʌ

）koa hʌsʌnʌro irusʌon

と
読
ま
れ
て

い
ま
す
が
、「
乎on

」
は
部
分
的
音
借
字
で
す
。

漢
字
が
完
全
に
新
羅
語
表
記
の
た
め
に
も
使
用
さ
れ
る
文
字
に

な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
す
。
漢
字
が
中
国
語
以
外
の
言
語

を
表
記
す
る
の
に
積
極
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
新
羅

に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。
音
仮
名
は
、
中
国

人
に
よ
る
外
国
固
有
名
詞
表
記
や
梵
語
音
借
語
な
ど
と
連
続
的
な
漢

字
の
表
音
的
用
法
で
す
が
、
新
羅
の
吏
読
は
、
そ
れ
ら
と
は
次
元
を

異
に
す
る
漢
字
の
使
用
法
で
、
こ
れ
を
こ
そ
借
字
表
記
法
と
呼
ぶ
こ

と
が
出
来
ま
す
。

文
献
資
料
の
み
な
ら
ず
、
近
年
発
見
が
続
く
金
石
文
、
木
簡
な
ど

の
出
土
資
料
に
は
多
く
の
人
名
、
地
名
、
官
名
な
ど
固
有
名
詞
が
記

さ
れ
、
現
在
ま
で
多
く
の
研
究
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
後
代
の
朝
鮮
語

の
反
照
形
に
繋
が
る
形
態
素
抽
出
は
困
難
で
す
。
古
字
音
、
字
訓
の

再
構
研
究
が
関
鍵
と
な
り
ま
す
。
慶
州
雁
鴨
池
木
簡
の
統
一
新
羅
木

簡
に
現
れ
る
、
現
代
語
の
가カ

오オ

리リ

（
エ
イ
）
に
比
定
さ
れ
得
る
「
加

火
魚*kap

ɯr-

」、
現
代
語
の
젓
チ
ョ
ッ

（し
お
か
ら

醢
）
に
比
定
さ
れ
得
る
「
助
史 

tses

」
の
よ
う
な
一
般
名
詞
の
例
も
あ
り
ま
す
が（

11
（

、
日
本
木
簡
の
用

例
の
豊
か
さ
に
は
比
較
す
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。「
火 *p

ɯr

」は「
伐
」

や
新
羅
国
字
と
考
え
ら
れ
る
「
㶱
」
と
音
通
し
ま
す
。
史
書
に
は
「
酒

*sup
ɯr

＝
角*s ɯp

ɯr

」「
多
＝
干 *han

～*kan

」
の
よ
う
な
訓
や

音
の
音
通
が
示
さ
れ
、
ど
の
例
か
ら
も
、
新
羅
で
は
明
ら
か
に
単
独

漢
字
の
「
訓
読
み
」
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。

私
は
六
世
紀
に
は
新
羅
で
漢
文
テ
キ
ス
ト
が
訓
読
さ
れ
て
い
た
と
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考
え
ま
す
。
上
で
見
た
よ
う
な
文
字
資
料
は
「
書
い
た
も
の
」、
い

わ
ば
出
力
系
に
属
す
る
も
の
で
す
。
出
力
に
は
入
力
が
先
行
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
新
羅
論
語
木
簡
も
新
羅
語
で
訓
読

さ
れ
て
い
た
は
ず
で
す
。『
三
国
史
記
』
巻
四
十
六
の
薛
聡
伝
の
「
以

方
言
読
九
経
，
訓
導
後
生
。
至
今
学
者
宗
之
。」
は
、
薛
聡
に
仮
託

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
漢
文
訓
読
は
ず
っ
と
早
い
時
期
か
ら
行
わ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ち
な
み
に
、
統
一
新
羅
期
、
新
羅
人
の
漢
文
能
力
は
向
上
し
ま
す
。

ま
た
入
唐
し
て
中
国
語
と
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
に
な
っ
た
僧
を
含
む
知

識
人
も
多
く
な
り
ま
す
。
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
で
は
、

中
国
語
・
新
羅
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
、
日
本
語
を
含
む
三ト

ラ

イ

リ

ン

ガ

ル

言
語
使
用
者

に
助
け
ら
れ
た
こ
と
が
出
て
来
ま
す
。
ま
た
山
東
半
島
に
新
羅
人
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
存
在
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

新
羅
国
内
で
は
新
羅
語
で
全
て
の
漢
籍
仏
典
を
訓
読
し
て
い
ま
し

た
。
ま
た
統
一
新
羅
時
代
に
は
唐
の
長
安
の
漢
字
音
を
新
羅
語
の
音

韻
の
枠
内
で
受
け
入
れ
た
朝
鮮
漢
字
音
が
成
立
し
ま
す
。
こ
の
漢
文

訓
読
と
漢
字
音
成
立
が
朝
鮮
半
島
の
「
対
抗
中
国
化
」
を
齎
し
た
と

考
え
ま
す
。「
中
国
か
ら
自
立
す
る
た
め
に
中
国
化
す
る
」
と
い
う

機
制
は
ベ
ト
ナ
ム
史
や
朝
鮮
史
研
究
で
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
こ
こ
で

言
う
「
対
抗
中
国
化
」
は
、
言
語
的
な
側
面
に
つ
い
て
で
す
。
全
て

の
中
国
語
テ
キ
ス
ト
に
自
国
語
の
要
素
だ
け
で
ア
ク
セ
ス
で
き
る
と

い
う
こ
と
は
、「
中
国
語
話
者
化
せ
ず
に
、
口
語
中
国
語
を
学
習
せ

ず
に
、
中
国
文
明
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
」
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
延

辺
朝
鮮
族
自
治
州
の
都
市
部
の
朝
鮮
族
若
年
層
は
、
朝
鮮
語
と
中
国

語
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
で
す
が
、
彼
ら
は
例
え
ば
こ
の
よ
う
な
文
を
発

話
し
ま
す
。「
너ノ

ヌ느 

아ア

이イ 

가ガ

드ド
ゥ 

没メ
イ
ス
ー
バ

事
児
吧
，
肯
ケ
ン
テ
ィ
ン定

。 

あ
な
た
は
行

か
な
く
て
も
絶
対
大
丈
夫
だ
よ
。」
前
半
は
朝
鮮
語
延
辺
方
言
、
後

半
は
中
国
語
で
す
が
、
見
て
い
る
と
、
朝
鮮
語
部
分
を
発
話
す
る
時

は
朝
鮮
族
の
、後
半
は
中
国
人
の
「
顔
に
な
っ
て
」
発
話
さ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
現
象
を
言
語
学
で
コ
ー
ド
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
と
い
い
、
バ
イ

リ
ン
ガ
ル
に
起
き
る
発
話
現
象
で
す
。
こ
う
し
た
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
の

次
の
世
代
は
、
そ
の
土
地
の
優
勢
言
語
の
モ
ノ
リ
ン
ガ
ル
に
な
っ
て

い
き
ま
す
。
唐
代
山
東
半
島
に
居
住
し
た
新
羅
人
の
二
世
三
世
に
も

同
様
の
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
ま
た
、
も
し
、
新
羅
が

唐
の
直
轄
地
に
な
っ
て
唐
の
行
政
を
直
接
受
け
て
い
た
ら
、
恐
ら
く

朝
鮮
語
は
今
日
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。漢
字
音
の
成
立
は
、

全
て
の
中
国
語
の
語
彙
を
自
言
語
に
変
換
し
て
「
借
用
語
」
に
す
る

装
置
で
す
。
ル
ー
大
柴
と
い
う
、
英
単
語
を
異
様
に
多
用
す
る
芸
人

が
い
ま
す
が
、
日
本
人
全
員
が
彼
の
よ
う
に
英
単
語
を
混
ぜ
て
話
す

よ
う
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
が
「
カ
タ
カ
ナ
語
」
で
あ
る
限
り
、
決
し

て
英
語
話
者
化
し
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
す
。
さ
い
わ
い
新
羅
国
内

で
は
新
羅
語
モ
ノ
リ
ン
ガ
ル
が
新
羅
語
で
漢
籍
を
読
み
、
新
羅
漢
字

音
で
借
用
語
を
受
け
入
れ
る
機
制
を
保
持
し
続
け
た
た
め
、
中
国
語

化
は
起
こ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

二
〇
〇
〇
年
七
月
に
韓
国
で
角
筆
資
料
が
発
見
さ
れ
、
二
〇
〇
二

年
に
は
大
谷
大
学
で
、
新
羅
僧
元
暁
所
撰
『
判
比
量
論
』（
八
世
紀
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新
羅
写
本
）
か
ら
角
筆
口
訣
が
発
見
さ
れ
話
題
を
呼
び
ま
し
た
。
た

だ
、
い
ま
だ
解
釈
と
賛
否
が
安
定
し
て
い
な
い
こ
う
し
た
羅
代
口
訣

資
料
に
は
こ
こ
で
は
触
れ
ず
、
郷
歌
を
瞥
見
し
た
後
、
麗
代
の
釈
読

字
吐
口
訣
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

記
録
さ
れ
た
の
は
一
三
世
紀
末
で
す
が
、
一
然
『
三
国
遺
事
』
に

新
羅
時
代
の
「
郷
歌
」
十
四
首
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。「
郷
札
」
と

呼
ば
れ
る
そ
の
表
記
法
は
新
羅
吏
読
文
の
延
長
線
上
に
あ
り
ま
す
。

日
本
の
万
葉
集
歌
、
記
紀
歌
謡
と
比
さ
れ
得
る
が
以
下
の
よ
う
な
違

い
が
あ
り
ま
す
。「
①
八
世
紀
以
前
の
歌
の
数
：
万
葉
集
歌
だ
け
で

四
千
首
以
上
で
あ
る
の
に
対
し
、
新
羅
郷
歌
は
十
三
首
。
九
世
紀
の

も
の
が
一
首
あ
り
、
計
十
四
首
の
み
。
②
夙
に
記
紀
歌
謡
に
は
全
面

音
仮
名
表
記
が
あ
る
が
、
郷
歌
は
訓
借
字
中
心
で
あ
る
。
③
こ
の
た

め
、
記
紀
歌
謡
、
万
葉
集
歌
は
韻
律
が
分
か
り
多
く
の
語
の
語
幹
部

分
の
音
形
を
知
り
得
る
が
、
郷
歌
は
韻
律
が
不
明
で
あ
る
上
、
語
幹

音
形
は
後
代
形
か
ら
の
推
定
で
あ
り
、
音
形
が
再
構
さ
れ
な
い
部
分

を
膨
大
に
含
む
。
多
く
の
個
所
が
未
解
読
。
④
万
葉
集
歌
、『
紀
』

の
歌
謡
は
伝
承
さ
れ
た
が
、
郷
歌
は
九
世
紀
の
「
処
容
歌
」
を
除
い

て
伝
承
が
途
絶
え
た
。
郷
歌
の
本
格
的
研
究
は
小
倉
進
平
博
士
か
ら

始
ま
る
。」

郷
歌
は
諸
家
の
解
読
の
一
致
し
な
い
部
分
が
多
い
の
で
す
が
、

珍
し
く
諸
家
の
解
釈
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
月
明
師
（
七
四
二
～

七
六
七
年
）「
祭
亡
妹
歌
」
の
一
部
を
示
し
ま
す
。

「
於
内
秋
察
早
隠
風
未
此
矣
彼
矣
浮
良
落
尸
葉
如　

一
等
隠
枝
良

出
古
去
奴
隠
処
毛
冬
乎
丁
」

下
線
部
が
新
羅
語
を
表
記
し
た
も
の
で
す
。
金
完
鎮
先
生
は
一
五

世
紀
語
形
で

 「ən
ɯ kʌzʌr ir ɯn pʌrʌm

ai iŋəi tiəŋəi pt ɯrətir nip kʌt 
hʌtʌn kacira nako　

kanon kot m
otʌrontiə

」

と
解
読
し
ま
し
た（

11
（

。

現
代
語
に
そ
の
ま
ま
訳
し
、
日
本
語
訳
を
附
し
ま
す
。

「
어
느 

가
을 

이
른 

바
람
에 

이
에 

저
에 

떨
어
질 

잎 

같
이

한 

가
지
에 

나
고
（
도
） 

가
는 

곳 

모
르
는
구
나

 

あ
る
秋
の
（
ま
だ
）
早
い
風
に　

あ
ち
こ
ち
に
舞
い
落
ち
る
葉
の

よ
う
に
同
じ
ひ
と
つ
の
枝
に
生
え
て
も　

行
く
先
は
分
か
ら
な
い

の
だ
」

「
祭
亡
妹
歌
」
は
死
ん
だ
妹
を
悼
む
歌
で
す
。
木
枯
ら
し
に
は
ま

だ
早
い
秋
風
に
舞
い
散
る
葉
の
よ
う
に
、
同
じ
親
か
ら
生
ま
れ
た
兄

妹
で
も
、（
死
ん
で
）
行
く
先
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
内
容
で
す
。

現
代
語
の
分
か
る
方
の
た
め
に
、
説
明
し
ま
す
。「
於
内
」 

の
現
代
字
音
は
어オ

ネ내
で
す
が
、
万
葉
仮
名
の
音
仮
名
の
よ
う
に
用
い 

ら
れ
て
現
代
語
の
어オ

ヌ느
（
ど
の
、
或
る
）
に
相
当
す
る
語
を
表 

し
ま
す
。「
秋
察
」
は
全
体
で
가カ
ウ
ル을
を
示
し
ま
す
。
가
을
の
古
語 

はkʌzʌrh

（
古
代
語
遡
及
形*kəsərh

）
でzʌrh

～sərh

の

部
分
を
「
察
」（
現
代
字
音
は
찰
チ
ャ
ル

）
で
示
し
ま
す
。「
早
隠
」
は

現
代
語
の
이イ
ル
ン른
、
이イ

ル

ダ

르
다
（
早
い
）
の
連
体
形
で
、「
隠
」
は 

ㄴン/

은ウ
ン

を
表
す
の
に
使
わ
れ
ま
す
。「
風
未
」
は
現
代
語
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の
바パ

ラ

メ
람
에
を
書
い
た
も
の
で
、「
未
」
が
ㅁメ
에
に
当
た
り
ま
す
。
助
詞 

の
付
か
な
い
「
風
」
は
「
風
音
」
と
書
か
れ
、「
音
」
は
바パ
ラ
ム람

の
ㅁム 

を
示
し
ま
す
。
此
矣
彼
矣
は 

이イ

エ에 

저チ
ョ
エ에

で
「
矣
」
が
에エ

を
、 

「
浮
良
落
尸
」
は
全
体
で
現
代
語
の
떨ト

ロ

ジ

ル

어
질
に
相
当
し
ま 

す
。「
尸
」
の
現
代
字
音
は
시シ

で
す
が
、
借
字
表
記
法
で
は
、 

現
代
語
の
먹モ
グ
ル을 

것コ
ッ

（
食
べ
る
も
の
）
や 

갈カ
ル 

사サ
ラ
ム람

（
行
く
人
） 

の
よ
う
な
未
実
現
連
体
形
の-

ㄹル/-

을ウ
ル

を
示
す
の
に
使
わ
れ
ま
す

（
理
由
は
後
で
述
べ
ま
す
）。「
葉
如
」は
訓
読
み
し
て
잎イ
プ 

같カ
ッ（
이
）。「
一

等
隠
」
全
体
で
現
代
語
の
한ハ
ン

（
ひ
と
つ
の
）
で
す
。
現
代
語
で
は
「
ひ

と
つ
」
は
하ハ

ナ나
、「
ひ
と
つ
の
」
は
한ハ
ン

で
す
が
、
高
麗
以
前
で
は
そ

れ
ぞ
れ
、*hʌtʌnah *hʌtʌn

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
仮
名

書
き
高
麗
歌
謡
資
料
『
二
中
暦
』
に
「
カ
タ
ナ
」、『
鶏
林
類
事
』
に

「
河
屯
」
で
そ
れ
ぞ
れ
出
て
い
ま
す
。*hʌtʌnah＞

*hʌtnah

を
経
て

一
五
世
紀
に
はhʌnnah

と
な
り
ま
す
。
現
代
語
で
「
ひ
と
っ
つ
も

な
い
」
の
よ
う
に
強
調
し
て
い
う
時
、
한ハ
ン
ナ
ッ
ト
ゥ

나
투 

없ウ
ー
プ
ソ어
と
言
い
ま
す

が
、こ
れ
は
古
語
の
面
影
を
残
し
た
由
緒
あ
る
言
い
方
で
す
。「
枝
良
」 

は
가カ

ジ

エ

지
에
、
借
字
表
記
法
で
「
良
、
良
中
、
中
」
は
助
詞
の 

에エ

に
当
た
り
ま
す
。「
良
」
は
用
言
に
付
く
と
連
用
形
の
아ア/

어オ

（
～

し
て
）
を
表
し
ま
す
。「
出
古
」
は
나ナ

ゴ고
（
出
て
）、「
去
奴
隠

処
」
は
現
代
語
の
가カ
ヌ
ン는 

곳ゴ
ッ

（
行
く
と
こ
ろ
）、「
奴
隠
」
で
現
代
語

の
는ヌ
ン

に
相
当
す
る
も
の
を
表
し
ま
す
。「
毛
冬
乎
丁
」
は
現
代
語
訳

す
れ
ば
모モ

ル

ヌ

ン

グ

ナ

르
는
구
나
、
最
初
の
「
毛
」
は
音
借
字
で
最
初
の
音
節

の
모モ

を
表
す
と
お
考
え
下
さ
い
。

こ
う
し
た
郷
歌
を
表
記
す
る
た
め
の
郷
札
は
未
解
読
部
分
が
多

か
っ
た
の
で
す
が
、
一
九
七
三
年
に
高
麗
漢
文
訓
読
資
料
が
発
見
さ

れ
て
か
ら
一
五
世
紀
語
と
新
羅
語
と
の
間
に
繋
げ
ら
れ
る
要
素
が
発

見
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
次
に
そ
の
話
を
し
ま
す
。

一
九
七
三
年
、
忠
清
南
道
瑞
山
文
殊
寺
金
銅
仏
胎
内
か
ら

『
旧く
や
く
に
ん
の
う
ぎ
ょ
う

訳
仁
王
経
』
が
発
見
さ
れ
、
朝
鮮
半
島
に
も
「
漢
文
訓
読
」
が

存
在
し
た
こ
と
が
初
め
て
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
多
く

の
訓
読
資
料
が
発
見
さ
れ
、
南
豊
鉉
先
生
の
口
訣
学
会
を
中
心
に
研

究
が
大
き
く
進
展
し
ま
す
。
二
〇
〇
〇
年
七
月
に
は
、
高
麗
時
代
角

筆
訓
点
資
料
が
発
見
さ
れ
研
究
が
い
っ
き
に
進
み
ま
す
。
今
回
覧
中

の
藤
本
先
生
編
の
本
に
呉
美
寧
先
生
の
論
文
が
入
っ
て
い
ま
す
が
、

現
在
ま
で
の
資
料
と
研
究
状
況
に
つ
い
て
は
こ
れ
が
最
も
詳
し
い
も

の
で
す
。
訓
読
を
韓
国
で
は
釈
読
と
呼
び
ま
す
。
角
筆
を
含
む
訓
点

に
は
、
資
料
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
墨
や
角
筆
で
片
仮
名
の
よ
う
な
漢

字
の
略
体
、
返
り
点
な
ど
を
記
入
し
た
も
の
、
こ
れ
を
韓
国
で
は
字

吐
釈
読
口
訣
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
日
本
の
ヲ
コ
ト
点
の
よ
う
に

漢
字
の
桝
目
に
点
を
振
っ
た
も
の
、
こ
れ
を
点
吐
釈
読
口
訣
と
い
い

ま
す
。
字
吐
釈
読
口
訣
の
読
み
方
は
資
料
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
こ

で
は
、
南
豊
鉉
先
生
が
ご
自
身
の
所
蔵
本
に
つ
い
て
詳
細
に
研
究
さ

れ
た
『
瑜
伽
師
地
論
』
巻
廿
か
ら
分
か
る
重
要
な
点
を
見
ま
す（

11
（

。
片

仮
名
の
よ
う
な
略
体
口
訣
字
は
元
の
漢
字
に
直
し
て
示
し
ま
す
。

ま
ず
「
応
」
の
字
は 

必
ず
「
音
叱–m

s

（hʌ-

）」
と
訓
読
さ
れ
ま
す
。

「
音
」
は m
、「
叱
」
はs

を
表
す
音
借
字
で
す
。
八
世
紀
郷
歌
で
あ
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る
「
安
民
歌
」
の
「
太
平
恨
音
叱
如
」
に
出
て
来
る
「
音
叱
～
す
べ

き
」
が
高
麗
時
代
に
も
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
一
五
世
紀
に

は-om
sta

（
す
べ
き
だ
）
が
あ
り
ま
す
。
現
代
語
の
「
―
ㅁム

세セ

～

す
る
か
ら
ね
」
に
も
繋
が
る
朝
鮮
語
史
に
お
い
て
重
要
な
形
態
素
で

す
。ま

た
、

「
此 

失
隠 

無
叱
果
［
雖
］
斗 

」
一
三
、一
五
―
一
九

i 

失- ɯn əps-koatu 

이 

失
은 

없
과
두
」

の
よ
う
に
「
雖
」
は
必
ず
返
読
さ
れ
ま
す
。「
失
隠
」
は
「
失
은
」、 

「
隠
」
は
「
～
は 

는/

은
」
も
表
し
ま
す
。「
無
叱
」
の
「
叱
」
は 

없
の
ㅅ
を
、「
果
斗
」
は
과
두
（
現
代
語
で
は 
어
도
）
を
表
す
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
一
五
世
紀
の
諺
解（
ハ
ン
グ
ル
訳
）で
は「pirok 

た
と

え
」
の
よ
う
な
副
詞
が
先
行
し
得
ま
す
が
、釈
読
口
訣
で
は
「-koatu　

～
し
よ
う
と
も
」
を
伴
っ
て
副
詞
な
し
に
返
読
さ
れ
ま
す
。
先

ほ
ど
、
月
城
垓
字
木
簡
の
「
白
不
雖
」
の
「
不
雖
」
を
「*ant ɯr 

həkuatü

」、
今
の
ハ
ン
グ
ル
の
綴
り
に
直
せ
ば
「
안
들 

하
과
두
」
と

読
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
、と
言
っ
た
の
は
こ
う
し
た
高
麗
訓
読
か
ら
推

測
さ
れ
る
も
の
で
す
。

最
後
に
郷
札
と
高
麗
釈
読
口
訣
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
連
体
形
に

つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
ま
す（

1（
（

。

郷
歌
で
も
高
麗
釈
読
口
訣
で
も
共
通
し
て
、
連
体
形
語
尾
は 

「
隠 –n –

ㄴ/

은
」「
尸 –rs＞

-r ʔ -

ㄹ/

을
」
で
表
さ
れ
ま
す
。 

「
隠
」
は
「
～
は
」
を
意
味
す
る
現
代
語
の
「n

ɯn/
ɯn

는/

은
」を
表
す
の
に
も
使
わ
れ
ま
す
。「
～
を
」を
意
味
す
る「r ɯr/

ɯr

를/

을
」は
一
貫
し
て「
乙
」を
用
い
ま
す
。
先
に
見
た
祭
亡
妹
歌 

の
「
早
隠 ir ɯn 

이イ

른ル
ン

」
や
「
慕
竹
旨
郎
歌
」
の
「
去
隠
春 kan 

pom
 

간カ
ン 

봄ポ
ム　

過
ぎ
去
っ
た
春
」
が
郷
歌
の
例
で
す
。
同
じ
歌
に
は

「
慕
理
尸
心
未　

行
乎
尸
道
尸
」
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
「k

ɨri-r 
m

ʌzʌm
-ʌi niə-o-r kirh

」、
現
代
語
の
綴
り
に
す
れ
ば
「
그
릴 

마
음
에 

녀
올 

길 

慕
う
心
に
行
く
道
」
と
解
読
さ
れ
て
い
ま
す
。
高

麗
釈
読
口
訣
の
例
は
挙
げ
ま
せ
ん
が
、
全
て
「
隠
」「
尸
」
に
起
源

す
る
文
字
で
連
体
形
が
示
さ
れ
ま
す
。

「
尸
」
が
な
ぜ
「-rs

」
を
表
す
の
で
し
ょ
う
か
。
橋
本
万
太
郎

先
生
は
兪
昌
均
先
生
と
の
共
著
の
論
文
で
、
こ
の
用
字
が
、
漢

字
の
上
古
音
に
由
来
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た（

11
（

。
上

古
漢
語
で
は
語
頭
に
複
数
の
子
音
が
立
つ
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。「
各
」「
洛
」
は
「
各
」
を
共
通
の
諧
声
符
に
す
る
形
声
字

で
す
が
、
上
古
音
は*klak

と
再
建
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
中

古
音
に
は
「
各kak

」
と
「
洛lak

」
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。「
尸
」
は
「
屍
」
と
「
履
」
に
共
通
し
ま
す
が
、*sl-

の
よ

う
な
複
声
母
を
措
定
で
き
ま
す
。「
道 kirh

」
も
「
道
尸
」
と
書

か
れ
て
い
ま
す
の
で
、「
尸
」
は
「-r

＋
摩
擦
音
」
を
表
記
す
る

の
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
漢
代
以
前
の
古

音
が
借
字
表
記
法
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
例
で
す
。
一

方
、「
～
を
」
を
意
味
す
る
「r ɯr/

ɯr

를/

을
」
は
一
貫
し
て 
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「
乙
」
が
用
い
ら
れ
ま
す
が
、「
乙
」
の
中
古
音
は
「* ʔïet

」
で
す
。

音
節
末
音
の-t

が-r

に
変
化
す
る
の
は
少
な
く
と
も
唐
代
以
降
で

す
か
ら
、「
乙
」
の
借
字
の
音
は
中
古
音
よ
り
後
の
音
相
を
反
映
し

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
借
字
表
記
法
は
漢
字
音
の
さ
ま
ざ
ま
な
時

代
層
を
混
在
さ
せ
て
い
ま
す
。「
只 ki

」
な
ど
も
中
古
音
以
前
の
音

の
反
映
で
す
。

次
に
連
体
形
の
機
能
を
見
て
み
ま
す
。
高
麗
釈
読
口
訣
の
連
体
形

は
、
一
五
世
紀
以
降
の
朝
鮮
語
と
異
な
り
、
連
体
修
飾
機
能
の
他
に

動
名
詞
の
機
能
を
果
た
し
ま
す
。

「
三
種
雑
染　

相
応
為
隠　

有
叱
多
二
〇
、
二
三
―
二
一
、 

〇
六　

三
種
雑
染 

相
応hʌ-n　

is-ta
三
種
雑
染 

相
応
し
た
の

（
が
）
あ
る
」
現
代
語
の
綴
り
に
直
せ
ば
「
三
種
雑
染 

相
応
한 

있
다
」
と
な
り
ま
す
。
現
代
語
で
あ
れ
ば
、「
三
種
雑
染 

相
応
한 

것
（
이
） 

있
다
」
の
よ
う
に
、「
것 

も
の
」
と
い
う
名
詞
を
補
わ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
連
体
形
が
連
体
修
飾
機
能
し
か
持
た
な
い
た

め
で
す
。
高
麗
釈
読
口
訣
に
は
、連
体
形
に
直
接
格
助
詞
が
つ
い
た
、

現
代
語
形
で
言
え
ば
、「
한
을 

し
た
の
を
」「
한
의 

し
た
の
の
」「
할
도 

す
る
の
も
」
の
よ
う
な
例
が
大
量
に
出
現
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
言

語
類
型
論
的
に
極
め
て
大
き
な
意
味
を
持
ち
ま
す
。

東
北
ユ
ー
ラ
シ
ア
諸
語
は
連
体
形
の
機
能
に
よ
っ
て
次
の
二
つ
の

類
型
に
分
類
さ
れ
ま
す
。「
連
体
形
が
動
名
詞
の
機
能
を
兼
ね
備
え

る
言
語
：
ア
ル
タ
イ
諸
語
、
日
本
語
」
と
「
連
体
形
が
連
体
修
飾
機

能
の
み
を
も
つ
言
語
：
一
五
世
紀
以
降
の
朝
鮮
語
」
の
二
つ
で
す
。

現
代
日
本
語
も
連
体
形
は
そ
の
ま
ま
助
詞
を
付
け
ら
れ
ま
す
。「
す

る
と
同
時
に
」「
泳
ぐ
に
は
ま
だ
早
い
」
の
よ
う
に
。
こ
の
意
味
で

高
麗
以
前
の
朝
鮮
語
の
連
体
形
は
ア
ル
タ
イ
諸
語
、
日
本
語
の
タ
イ

プ
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

郷
歌
に
は
、
動
名
詞
か
ら
更
に
「
出
動
名
詞
（
動
詞
の
動
名
詞
か

ら
派
生
し
た
名
詞
）」
と
し
て
連
体
形
が
使
わ
れ
て
い
る
例
が
見
ら

れ
ま
す
。
い
ず
れ
も
八
世
紀
以
前
の
歌
の
例
で
す
。「
祷
千
手
観
音

歌
」
の
「
於
冬
矣
用
屋
尸
慈
悲
也
根
古
」
と
「
風
謡
」
の
「
哀
反
多

羅
」
で
す
。

「
於
冬
矣
用
屋
尸
慈
悲
也
根
古
」
は
「ət ɯrəi ps ɯor 

慈
悲 

iə kh
ɯn-ko

」
と
解
読
さ
れ
て
お
り
、
現
代
語
に
直
せ
ば
「
어
디
에  

쓰
올 

慈
悲
여 

큰
고 

ど
こ
に
用
い
る
慈
悲
と
て
大
き
い
か
（
大
き 

い
こ
と
か
）」
と
な
り
ま
す
。「-ko –

고
」
は
名
詞
に
直
接
付 

く
疑
問
詞
疑
問
助
詞
で
、
現
代
慶
尚
道
方
言
老
年
層
の

「
이イ

기ギ 

무ム

신シ
ン 

책
チ
ェ
ッ

고コ

？ 

こ
れ
は
何
の
本
だ
？
」
の
「-ko –

고
」 

に
残
っ
て
い
ま
す
。「
큰ク
ン 

大
き
い
こ
と
」
に
疑
問
助
詞
「-ko 

–

고

」
が
付
い
た
も
の
で
あ
り
、
一
五
世
紀
に
は
「-nko 

-

ㄴ
고
」
全
体
が
疑
問
語
尾
化
し
て
い
ま
す
。

「
哀
反
多
羅
」
は
「siərvən haira

」
現
代
語
に
す
れ
ば 

「
섧
언 

해
라
（
많
도
다
） 

哀
し
い
人
が
多
い
な
あ
」
と
な
り
ま
す
。 

金
完
鎮
先
生
は
「
哀
反
」
を
「
哀
し
い
人
」
と
解
し
て
い
ま
す
。

現
代
語
で
言
え
ば
、「
섧
다 

哀
し
い
」 

に*

안/

언
の
付
い
た 

*

섧
언
と
い
う
形
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。*

안/

언
と
い
う
形
は 
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ハ
ン
グ
ル
文
献
に
は
現
れ
ま
せ
ん
が
、
암/

엄
と
い
う
も 

の
は
あ
っ
て
、
죽
다
（
死
ぬ
）、
묻
다
（
埋
め
る
）
に
そ
れ
ら
が
付
く 

と
、
주チ
ュ
ゴ
ム검

（
死
体＜

死
ん
だ
人
） 

무ム
ド
ム덤

（
墓＜

人
を
埋
め
た
と
こ
ろ
） 

と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
아/

어
に
は
어 

있
다
に
典
型
的
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、「
動
作
の
結
果
状
態
へ
の
移
行
」と
い
う
意
味
が
あ
り
ま 

す
。
高
麗
語
の
連
体
形
「-n

」
の
動
名
詞
用
法
は
、
一
五
世
紀
以

降
は
動
名
詞
形
成
語
尾
「-m

」
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
ま
す
の
で
、

*

섧
언
と
い
う
解
読
は
十
分
な
説
得
力
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
こ
で
考
え
る
べ
き
こ
と
は
「
大
」
の
派
生
形
と
見
ら
れ
る
古
代

語
で
す
。

『
梁
書
』
新
羅
伝
に
見
え
る
「
建
牟
羅
（
金
城
）」、『
周
書
』
百
済

伝
の
「
鞬
吉
之
（
王
）」、『
日
本
書
紀
』
の
「
コ
ニ
キ
シ
（
王
）」
の

「
建
」、「
鞬

」、「
コ
ニ
」
を
南
豊
鉉
先
生
は
「k

h
ɯ

n 

큰
」、
す
な
わ
ち
「
大
き
い
」
を
示
す{k

h
ɯ-}

の
語
幹
に-n

連
体

形
が
つ
い
たkh

ɯn

の
連
体
修
飾
的
用
法
と
見
て
お
ら
れ
ま
す（

11
（

。「
コ

ニ
キ
シ
」
は
後
代
語
形
のk
h
ɯn k

ɯicʌ

（
大
き
な
王
）
に
相
当
す
る
。

一
方
で
、「
族
長
」
を
意
味
す
る
「
干
」、「
韓
」
を
も
「
大
き
い
」

の
連
体
形 kh

ɯn

の
動
名
詞
形
の
音
借
と
看
做
し
て
い
ま
す
。
私
は

古
代
語
に
お
け
る
「
大
き
い
」
の
語
幹
を *kə-

、「
建
」、「
鞬
」、「
コ

ニ
」
を
語
幹
に-n

連
体
形
の
つ
い
た *kən

と
見
ま
す
。「
己
保
利

köpori

郡
、
評
」
な
ど
の
例
か
ら
推
し
て
「
コ
」
は
乙
類
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
己
保
利köpori

は
語
幹
「*kə-

」
が
語
尾

を
介
さ
ず
に「
伐
、夫
里
」に
付
い
た
語
形
の
借
用
で
す
。
一
方
、「
干
」

に
は
、{*kə-}

に
完
了
接
辞{-a-}

が
付
き
さ
ら
に-n

連
体
形
の
つ

い
た *kan

を
想
定
し
、
出
動
名
詞
と
考
え
ま
す
。「
哀
反
」
が

*siəvən

「
哀
し
い
人
」
の
意
味
と
解
し
得
る
な
ら
、「
～
な
こ
と
、

～
な
人
」
を
意
味
す
る {*-an/*-ən}

が
仮
定
さ
れ
、「
干
」
は
「
大

き
な
人
」
を
表
す
韓
語
形
態
素
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。「
干
」

を
、
直
接
に
モ
ン
ゴ
ル
語
の
「qa ɣan

（
嘠
仙
洞
：「
河
寒
」）」
と
関

係
づ
け
る
こ
と
は
音
韻
論
的
に
は
困
難
で
す
。

す
で
に
時
間
を
超
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
連
体
形
の
文
法
的
意
味

に
つ
い
て
も
レ
ジ
ュ
メ
に
書
き
ま
し
た
が
割
愛
し
ま
す
。こ
こ
ま
で
、

古
代
朝
鮮
半
島
の
諸
言
語
と
漢
字
の
受
容
、
漢
字
を
借
り
て
記
録
さ

れ
た
朝
鮮
語
資
料
か
ら
窺
え
る
古
代
朝
鮮
語
の
い
く
つ
か
の
面
に
つ

い
て
お
話
し
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

最
後
に
、
高
麗
以
降
の
書
記
言
語
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
ま
す
。

朝
鮮
半
島
の
知
識
人
は
時
代
が
下
る
ほ
ど
漢
文
に
習
熟
し
て
い
き

ま
し
た
。
一
六
世
紀
よ
り
後
は
漢
文
訓
読
も
廃
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

一
七
世
紀
以
降
、
士
大
夫
の
書
記
言
語
は
漢
文
に
一
本
化
し
、
ハ
ン

グ
ル
は
親
族
女
性
と
の
書
簡
に
使
う
の
み
で
し
た
。
吏
読
も
主
に
胥

吏
階
層
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
も
の
に
な
り
ま
し
た
。丁
若
鏞
は『
牧

民
心
書
』
の
中
で
科
挙
の
勉
強
ば
か
り
し
て
吏
読
を
学
ば
な
い
と
地

方
官
に
な
っ
た
後
で
困
る
、
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
ま
す（

11
（

。
吏
読
文

の
石
碑
も
高
麗
時
代
を
最
後
に
漢
文
化
し
ま
す
。
変
な
語
順
の
漢
字

文
を
自
然
石
に
刻
ん
だ
三
国
時
代
の
よ
う
な
石
碑
は
、
朝
鮮
時
代
に

は
亀
趺
と
い
う
亀
に
乗
っ
た
立
派
な
中
国
式
の
石
碑
に
堂
々
た
る
正
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格
漢
文
で
刻
ま
れ
た
も
の
に
変
わ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
一
七
世
紀
以

降
、
朝
鮮
語
は
ハ
ン
グ
ル
の
み
で
書
く
の
が
普
通
に
な
り
ま
し
た
。

朝
鮮
時
代
後
期
に
は
、「
漢
字
は
正
格
漢
文
の
た
め
の
文
字
」、「
ハ

ン
グ
ル
は
朝
鮮
語
を
書
く
た
め
の
文
字
」
と
い
う
二
極
化
が
完
了
し

て
い
ま
し
た
。
こ
の
点
、
日
本
語
は
、
古
代
朝
鮮
半
島
の
借
字
表
記

を
ヒ
ン
ト
に
漢
字
を
日
本
語
表
記
に
「
濫
用
」
し
つ
づ
け
、
結
果
と

し
て
漢
字
を
使
い
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ハ
ン
グ
ル
専
用
は

一
七
世
紀
以
来
の
伝
統
で
し
た
が
、
漢
文
を
止
め
た
こ
と
に
よ
る
過

渡
期
的
な
状
態
と
し
て
二
〇
世
紀
の
漢
字
ハ
ン
グ
ル
混
用
の
時
期
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
最
初
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
朝

鮮
半
島
に
お
け
る
漢
字
使
用
の
終
焉
を
私
た
ち
は
目
の
前
に
し
て
い

る
の
だ
と
考
え
ま
す
。「
借
字
表
記
法
」
を
続
け
て
い
る
日
本
語
人

か
ら
見
る
そ
の
景
色
は
両
国
の
言
語
文
化
の
差
異
を
一
入
感
じ
さ
せ

ま
す
。

以
上
で
私
の
話
は
終
わ
り
で
す
。

ご
清
聴
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 
（
了
）

巻
末
資
料

「
高
句
麗
語
」
と
日
本
語
の
類
似

B
eckw

ith, C
hritfer I. K

ogu
ryo T

h
e L

an
gu

age of J
apan

’s 

C
on

tin
en

tal R
elatives -W

ith
 a P

relim
in

ary D
escription

 of 

A
rch

aic N
orth

eastern
 M

id
d

le C
h

in
en

se, secon
d

 ed
ition,　

B
rill, L

eiden/B
oston, 2007

よ
り　

cognate w
ord　

と
さ
れ

る
語
の
一
端
。
河
野
六
郎
（199（

）
に
従
え
ば
「
濊
語
」
形
態
素
。

K
oguryo 

 : O
ld   Japanese

* ɦa

［
廻
］ 

foot : a

（
足
）　see: agaku     
*kapi

［
甲
比
］cave, cavern, hole : *kapi

（
峡
） 

*i

［
伊
］  

enter : i-ru

（
入
）

*kəati

［
加
知
］ 

east 

： *kəti

（
東
風
） 

*kəw
m

［
功
（
木
）］ 

bear 

： kum
a

（
熊
）

*k
ɨr

［
斤
］ 

tree, w
ood 

： k
ɨ

（
木
）

*ku

［
仇
］ 

child 

： *k
ʊ>ko

（
子
）

*kuər

［
骨
］ 

yellow
 

： ku

（
黄
）　kugane

（
黄
金
）

*k
ʊtsi

［
古
次
］ 

m
outh  

： kuti

（
口
）

*k
ʊsi

［
古
斯
］ 

river-deer 

： kuzi

（
獐
）

*m
ey

［
買
］ 

w
ater, river 

： m
i

（
水
）

*m
ir

［
密
］ 

three 

： m
i

（
三
）

*ütsi

［
于
次
］ 

five 

： itu

（
五
）

*nan

（- ɨn

）［
難
（
隠
）］ 

seven 

： nana

（
七
）

*tək

［
徳
］ 

ten 

： təw
o

（
十
）

* ʊsi ɣam

［
烏
斯
含
］hare, rabbit 

： usage

（
兎
）

*nam
ey

［
内
米
］ 

rough w
ater 

： nam
e

（
波
）

*nam
ur

［
乃
勿
］ 

lead

（m
etal

） 

： nam
ari

（
鉛
）

*tan 

［
旦
］ 

valley : tani

（
谷
）
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*puk

（-si

）［
伏
（
斯
）］ 

deep : *p
ʊka

（
深
）

* śap
ɨy

［
沙
非
］ 

red : sabi

（
錆
）

註（
1
）   

「
小
倉
進
平
博
士
原
稿
『
語
彙
―
新
羅
及
高
麗
時
代
』」
学
習

院
東
洋
文
化
研
究
所
『
調
査
研
究
報
告
』
六
一
、二
〇
一
七
年
。

（
2
）   

藤
本
幸
夫
編
『
日
韓
漢
文
訓
読
研
究
』
勉
誠
出
版
、

二
〇
一
四
年
。

（
（
）   

金
文
京
『
漢
文
と
東
ア
ジ
ア
』
岩
波
新
書
、
二
〇
一
〇

年
。
李
成
市
『
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
形
成
』
山
川
出
版
社
、

二
〇
〇
〇
年
。

（
（
）   

伊
藤
英
人
「『
蛙
蛇
獄
案
』
吏
読
文
の
一
分
析
」
朝
鮮
語
研

究
会
編
『
朝
鮮
語
研
究
』
七
、ひ
つ
じ
書
房
、二
〇
一
七
年
所
収
。

（
5
）   

伊
藤
英
人
「
講
経
と
読
経
―
正
音
と
読
誦
を
め
ぐ
っ
て
」『
朝

鮮
語
研
究
』
二
、
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
〇
四
年
所
収
参
照
。

（
6
）   

河
野
六
郎
「
百
済
語
の
二
重
言
語
性
」『
朝
鮮
の
古
文
化
論

讃
―
中
吉
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
―
』
中
吉
先
生
の
喜
寿
を
記

念
す
る
会
編
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
七
年
所
収
。

（
7
）   

河
野
六
郎
「
三
国
志
に
記
さ
れ
た
東
ア
ジ
ア
の
言
語
お
よ
び

民
族
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
平
成
二
・
三
・
四
年
度
科
学
研
究

費
補
助
金
一
般
研
究
（
Ｂ
）
研
究
成
果
報
告
書
、
東
洋
文
庫
、

一
九
九
三
年
。
河
野
六
郎
「
朝
鮮
方
言
学
試
攷
―
「
鋏
」
語
考

―
」『
京
城
帝
国
大
学
文
学
会
論
纂
』
第
一
一
輯
、
東
都
書
籍
、

一
九
四
五
年
、『
河
野
六
郎
著
作
集
２
』
平
凡
社
、
一
九
七
九

年
所
収
。

（
8
）   

礪
波
護/

武
田
幸
男
『
隋
唐
帝
国
と
古
代
朝
鮮
』
中
央
公
論

社
、
一
九
九
七
年
。

（
9
）   

李
成
市「
平
壌
楽
浪
地
区
出
土『
論
語
』竹
簡
の
歴
史
的
性
格
」

『
国
立
歴
史
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
』
一
九
四
、二
〇
一
五
年

所
収
。

（
10
）   

谷
風
主
編
《
辞
書
集
成
》
団
結
出
版
社
、
一
九
九
三
年
。

（
11
）   

劉
君
恵
《
揚
雄
方
言
研
究
》
巴
蜀
出
版
社
、
一
九
九
二
年
。

（
12
）   

周
振
鶴
・
游
汝
傑
著
、
内
田
慶
市
・
沈
国
威
監
訳
『
方
言
と

中
国
文
化
』
光
生
館
、
二
〇
一
五
年
。

（
1（
）   

前
掲
河
野
六
郎
一
九
九
三
年
論
文
。

（
1（
）   

森
博
達「
稲
荷
山
鉄
剣
銘
と
ア
ク
セ
ン
ト
」小
川
良
祐
他 

『
ワ

カ
タ
ケ
ル
大
王
と
そ
の
時
代
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
所

収
。

（
15
）   

南
豊
鉉
「
居
伐
牟
羅
와 

耽
牟
羅
」『
耽
羅
文
化
』
二
三
、 

시
간
의 

물
레
、
二
〇
〇
三
年
所
収
。

（
16
）   

注
（
6
）
の
河
野
論
文
及
び
伊
藤
英
人
「
朝
鮮
半
島
に
お
け

る
言
語
接
触
―
中
国
圧
へ
の
対
処
と
し
て
の
対
抗
中
国
化
―
」

『
語
学
研
究
所
論
集
』
一
八
、
東
京
外
国
語
大
学
、
二
〇
一
三

年
所
収
、
伊
藤
英
人
「
古
代
朝
鮮
半
島
諸
言
語
に
関
す
る
河
野

六
郎
説
の
整
理
」
二
〇
一
六
年
九
月
一
八
日
、
国
際
日
本
文
化

研
究
セ
ン
タ
ー
「
日
本
語
の
起
源
は
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
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き
た
か
」
第
四
回
共
同
研
究
会
報
告
参
照
。

（
17
）   

河
野
六
郎
一
九
四
五
年
論
文
参
照
。

（
18
）   
二
〇
一
三
年
、
二
〇
一
六
年
拙
論
参
照
。

（
19
）   
李
成
市
「
古
代
朝
鮮
の
漢
字
文
化
」
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
『
文
字
が
つ
な
ぐ
―
古
代
の
日
本
列
島
と
朝
鮮
半
島
』

二
〇
一
四
年
所
収
、
井
上
直
樹
「
朝
鮮
三
国
の
金
石
文
」
高
田

時
雄
編
『
漢
字
文
化
三
千
年
』、臨
川
書
店
、二
〇
〇
九
年
所
収
、

三
崎
良
章
『
五
胡
十
六
国
』
東
方
書
店
、
二
〇
一
二
年
所
収
他

参
照
。

（
20
）   

権
仁
瀚 

『
広
開
土
王
碑
新
研
究
』
博
文
社
、
二
〇
一
六
年
参

照
。

（
21
）   

南
豊
鉉
『
吏
読
研
究
』
太
学
社
、
二
〇
〇
〇
年
参
照
。

（
22
）   

二
〇
一
三
年
拙
論
参
照
。　

（
2（
）    

井
上
直
樹
前
掲
論
文
参
照
。

（
2（
）   

李
成
市
二
〇
〇
〇
年
参
照
。

（
25
）   

河
野
六
郎
「
古
事
記
に
於
け
る
漢
字
使
用
」『
古
事
記
大
成

（
言
語
文
字
編
）』
平
凡
社
、
一
九
五
七
年
所
収
及
び
南
豊
鉉

二
〇
〇
〇
年
参
照
。

（
26
）   

市
大
樹
『
飛
鳥
の
木
簡
』
中
公
新
書
、
二
〇
一
二
年
。  

（
27
）   

南
豊
鉉
二
〇
〇
〇
年
参
照
。

（
28
）   

橋
本
繁
「
沈
没
船
木
簡
か
ら
見
る
高
麗
の
社
会
と
文

化
」
小
倉
慈
司
『
古
代
東
ア
ジ
ア
と
文
字
文
化
』、
同
成
社
、

二
〇
一
六
年
所
収
参
照
。

（
29
）   

金
完
鎮
『
郷
歌
解
読
法
研
究
』
서
울
大
学
校
出
版
部
、 

一
九
八
〇
年
。

（
（0
）   

南
豊
鉉
『『
瑜
伽
師
地
論
』
釈
読
口
訣
의 

研
究
』
太
学
社
、

一
九
九
九
年
。

（
（1
）   

伊
藤
英
人「
古
代
・
前
期
中
世
朝
鮮
語
に
お
け
る
名
詞
化
」『
東

京
外
国
語
大
学
論
集
』
八
五
、二
〇
一
二
年
所
収
参
照
。

（
（2
）   

兪
昌
均
・
橋
本
万
太
郎
「
郷
歌 

表
記
用
字
의 

上
古
的 

側 

面
―
特
히 

「
尸
」
의 

音
価
와 

그 

淵
源
에 

대
하
여
―
」 

『
新
羅
伽
耶
文
化
』
第
五
輯
、
大
邱
、
一
九
七
三
年
所
収
。

（
（（
）   

南
豊
鉉
『
古
代
韓
国
語
研
究
』
시
간
의 

물
레
、二
〇
〇
九
年
。

（
（（
）   

二
〇
一
七
年
拙
論
参
照
。


