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言
語
か
ら
見
た
、
中
央
の
周
縁
化
と
周
縁
の
中
央
化

は
じ
め
に

　
現
代
言
語
学
は
、
言
語
や
亥
言
と
い
っ
た
言
語
形
態
相
互
の
問

に
優
劣
の
差
は
な
い
と
主
張
す
る
。
理
論
的
に
は
た
し
か
に
そ
う

な
の
だ
が
、
現
実
の
言
語
形
態
の
あ
り
よ
う
は
、
現
状
に
お
い
て

も
歴
史
的
に
見
て
も
、
政
治
や
経
済
、
文
化
の
あ
り
よ
う
を
反
映

し
た
言
語
形
態
問
の
社
会
的
評
価
の
差
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

標
準
的
塗
言
語
形
態
と
そ
う
で
は
な
い
形
態
、
す
な
わ
ち
方
言
と

の
差
や
、
高
等
教
育
を
受
け
エ
リ
ー
ト
階
層
を
構
成
す
る
人
々
の

言
語
形
態
と
そ
れ
以
外
の
人
々
の
形
態
と
の
差
な
ど
が
、
多
く
の

社
会
で
意
味
の
あ
る
差
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
で
は
、
言
語
と
地
域
や
階
層
な
ど
を
相
関
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
何
が
分
か
る
の
か
。
本
稿
は
、
言
語
に
対
す
る
社
会
的
評
価
の

林

正
　
　
　
寛

差
異
と
、
地
域
や
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
に
対
す
る
社
会
的
評
価
の

差
異
を
、
中
央
対
周
縁
と
い
う
構
図
の
下
に
た
が
い
に
関
連
づ
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
が
見
え
て
く
る
か
を
検
討
し
よ
う
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

　
言
語
を
地
域
に
関
連
づ
け
て
研
究
す
る
分
野
に
「
言
語
地
理

学
」
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
言
語
地
理
学
」
と
い
う
の
も
、
お
も

し
ろ
い
命
名
の
学
問
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
地
理
学
の
関
係
者
よ

り
、
言
語
や
方
言
の
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
者
の
方
が
、
こ
の
学
問

に
つ
い
て
は
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が

づ
て
、
タ
イ
ト
ル
に
「
言
語
地
理
学
」
と
冠
し
た
書
籍
を
、
そ
の

タ
イ
ト
ル
に
引
き
ず
ら
れ
て
地
理
学
の
棚
に
で
も
置
こ
う
も
の
な

ら
、
宝
の
持
ち
腐
れ
に
な
づ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
そ
ん
な
事
情

も
あ
っ
て
、
研
究
者
の
な
か
に
は
、
「
地
理
（
学
）
的
言
語
学
」
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と
か
、
も
っ
と
つ
づ
め
て
「
地
理
言
語
学
」
と
い
う
、
正
直
と
い

え
ぱ
正
直
だ
が
、
ど
こ
か
怪
し
げ
な
命
名
を
試
み
た
人
も
い
る
。

だ
が
、
い
っ
こ
う
に
定
着
し
た
様
子
が
な
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、

追
随
者
は
出
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
「
言
語
地
理
学
」
は
、
地
理
学
の
ほ
う
の
関
心
を
さ

し
て
引
く
こ
と
も
な
く
、
否
、
そ
ち
ら
の
関
心
を
引
か
な
い
の
を

さ
い
わ
い
、
い
っ
た
い
地
理
学
に
属
す
る
の
か
言
語
学
に
属
す
る

の
か
、
そ
の
帰
属
先
を
深
く
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
今
日
に

至
っ
て
い
る
。
と
言
う
と
、
言
語
地
理
学
自
体
、
怪
し
げ
な
学
問

と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
が
、
そ
の
真
偽
は
と
も
か
く
、
言
語

地
理
学
が
、
す
な
わ
ち
、
言
語
地
図
の
作
成
と
そ
れ
に
基
づ
く
言

語
状
況
や
言
語
変
化
の
分
析
が
、
言
語
研
究
一
般
に
対
し
、
と
り

わ
け
言
語
の
歴
史
や
言
語
の
発
展
過
程
の
研
究
に
対
し
多
大
の
貢

献
を
し
て
き
た
こ
と
、
こ
れ
は
否
定
し
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
。

そ
の
言
語
地
理
学
の
入
門
書
を
高
名
な
ロ
マ
ニ
ス
ト
、
エ
ゥ
ジ
ェ

ニ
オ
．
コ
セ
リ
ウ
が
著
し
て
い
る
。
ま
ず
は
彼
が
引
い
て
い
る
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

語
地
図
を
取
っ
か
か
り
に
し
て
、
話
を
始
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

ゲ
ル
マ
ン
語
の
音
韻
推
移
と
ラ
イ
ン
川

そ
の
コ
セ
リ
ウ
の
『
言
語
地
理
学
入
門
』
（
柴
困
武
・
W
・
グ

ロ
ー
タ
ー
ス
共
訳
、
三
修
社
、
一
九
八
一
年
）
に
は
、
一
〇
葉
以

上
の
言
語
地
図
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ま
こ
こ
で
取
り
上
げ

よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
う
ち
の
二
葉
で
あ
る
。
一
つ
は
、

本
書
一
五
頁
の
第
3
図
「
ラ
イ
ン
地
方
に
お
け
る
『
第
二
次
音
韻

推
移
』
の
等
音
線
」
で
あ
り
（
コ
セ
リ
ウ
は
こ
の
図
を
申
声
ω
；
『
・

8
竃
鼻
の
著
作
か
ら
引
用
し
て
い
る
）
、
も
う
一
つ
は
、
本
書
五

三
頁
の
第
8
図
「
ラ
イ
ン
河
に
沿
っ
て
O
ω
の
地
域
に
侵
入
し
た

⊂
Z
O
O
の
地
図
」
で
あ
る
（
こ
れ
は
＞
．
｝
彗
す
の
著
作
か
ら
の
引

用
）
。

　
で
は
、
ラ
イ
ン
川
の
流
域
一
帯
の
地
臥
を
念
頭
に
置
く
な
り
、

実
際
に
開
く
な
り
す
る
と
し
よ
う
。
こ
の
一
帯
は
、
ロ
ー
マ
の
時

代
か
ら
ゲ
ル
マ
ン
と
ラ
テ
ン
が
つ
ぱ
ぜ
り
合
い
を
臥
開
し
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
言
語
に
関
し
て
言
え
ば
、
ゲ
ル
マ
ン
系
の
言

語
が
ラ
テ
ン
系
の
言
語
を
ラ
イ
ン
川
の
西
側
に
押
し
や
る
か
っ
こ

う
に
な
っ
て
い
る
。
現
在
、
そ
の
最
初
の
一
滴
か
ら
北
海
に
注
ぎ

込
む
ま
で
の
間
、
ラ
イ
ン
川
を
越
え
て
ラ
テ
ン
系
の
言
語
が
そ
の

東
側
で
話
さ
れ
て
い
る
地
域
は
な
い
。
こ
う
し
て
こ
の
あ
た
り
一

帯
・
か
ら
は
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
ゲ
ル
マ
ン
語
（
オ
ラ
ン
ダ
語
）

対
ラ
テ
ン
語
（
フ
ラ
ン
ス
語
）
の
根
深
い
言
語
戦
争
や
、
ア
ル
ザ

ス
の
言
語
問
題
、
ス
イ
ス
の
多
言
語
主
義
な
ど
、
言
語
社
会
学
的
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に
見
て
興
味
の
尽
き
な
い
材
料
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
第
3
図
に
は
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
か
ら
才
ラ
ン
ダ
に
入
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い

あ
た
り
ま
で
の
ラ
イ
ン
川
流
域
で
の
、
対
を
成
す
五
つ
の
語
彙
項

目
を
め
ぐ
る
等
音
線
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
五
つ
の
項
目
と
は
、

「
リ
ン
ゴ
」
を
意
味
す
る
＞
勺
｝
向
－
と
＞
～
｝
向
■
、
「
そ
れ
（
は
）
」

を
意
味
す
る
U
＞
o
o
と
O
＞
↓
、
「
村
」
を
意
味
す
る
O
O
カ
勺
と

U
O
刃
勺
、
「
作
る
」
を
意
味
す
る
…
＞
O
＝
向
Z
と
竃
＞
丙
向
Z
、

「
私
（
は
）
」
を
意
味
す
る
δ
江
と
豪
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、

ど
の
対
に
お
い
て
も
、
先
に
挙
げ
た
語
が
今
目
の
ド
イ
ツ
語
の
標

準
的
な
形
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
対
の
二
番
目
の
語
は
方

言
形
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ど
の
等
音
線
に
つ
い
て
も
、

標
準
的
な
形
態
は
そ
の
南
側
で
、
方
言
形
は
そ
の
北
側
で
用
い
ら

れ
て
い
る
。

　
ゲ
ル
マ
ン
語
は
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
一
翼
を
担
う
重

要
な
語
派
だ
が
、
他
の
語
派
と
区
別
さ
れ
る
際
だ
っ
た
特
徴
と
し

て
、
そ
の
子
音
体
系
が
音
韻
推
移
を
経
験
し
た
こ
と
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
音
韻
推
移
は
一
度
で
は
す
ま
な
か

っ
た
。
最
初
の
音
韻
推
移
に
よ
っ
て
他
の
語
派
と
子
音
の
様
相
が

体
系
的
に
異
な
っ
た
後
、
今
度
は
ゲ
ル
マ
ン
語
派
の
一
部
に
第
二

次
音
韻
推
移
が
起
こ
づ
た
。
そ
の
結
果
、
そ
の
二
部
L
に
該
当

す
る
古
代
高
地
ド
イ
ツ
語
の
子
音
の
様
相
が
、
他
の
ゲ
ル
マ
ン
諸

語
と
異
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
五
つ
の
対
を
よ
く
見
比
べ

る
と
、
F
と
P
，
S
と
T
，
C
H
と
K
と
い
う
音
変
化
が
生
じ
た

こ
と
が
了
解
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
第
二
次
音
韻
推
移
に
よ
っ
て
引

き
起
こ
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
代
の
標
準
的
ド
イ
ツ

語
は
高
地
方
言
に
依
拠
し
て
お
り
、
こ
の
方
言
は
古
代
高
地
ド
イ

ツ
語
の
流
れ
を
く
ん
で
い
る
。
結
果
と
し
て
、
現
代
の
標
準
的
ド

イ
ツ
語
は
、
古
代
高
地
ド
イ
ツ
語
に
起
こ
っ
た
こ
の
特
異
な
現
象

を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
り
、
他
の
ゲ
ル
マ
ン
語
、
た
と
え
ば
、
隣

接
す
る
オ
ラ
ン
ダ
語
と
子
音
体
系
の
様
相
を
異
に
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
（
な
お
、
等
音
線
と
は
、
対
を
成
す
両
語
形
の
境
界
線
の

こ
と
で
あ
る
。
）

　
等
音
線
、
す
な
わ
ち
境
界
線
は
、
単
語
中
こ
と
に
ま
ち
ま
ち
で
あ

る
。
こ
の
五
対
の
う
ち
、
ラ
イ
ン
川
を
上
流
か
ら
下
る
に
つ
れ
て

最
初
に
あ
ら
わ
れ
る
境
界
線
は
、
＞
巾
｝
■
「
と
＞
勺
勺
向
ピ
の
そ
れ

で
あ
り
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
と
マ
イ
ン
ツ
の
問
を
ほ
ぽ
東
西
に
走

っ
て
い
る
。
次
に
、
マ
イ
ン
ツ
と
コ
ブ
レ
ン
ツ
の
問
を
南
西
か
ら

北
東
へ
と
走
る
境
界
線
が
、
o
＞
ω
と
U
＞
↓
の
そ
れ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
コ
ブ
レ
ン
ツ
と
ケ
ル
ン
の
間
を
O
O
宛
勺
と
O
O
宛
～
の
、

ケ
ル
ン
と
ジ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
の
間
を
竃
＞
O
＝
｝
Z
と
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ζ
＞
内
向
2
の
、
さ
ら
に
ジ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
と
エ
ッ
セ
ン
の
間

を
δ
＝
と
戻
の
、
そ
れ
ぞ
れ
境
界
線
が
東
西
に
走
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
五
本
の
境
界
線
は
ま
っ
た
く
別
々
の
地
域
を
走
っ

て
い
る
。
同
じ
音
韻
推
移
の
結
果
生
じ
た
対
の
組
み
合
わ
せ
で
さ

え
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
＞
勺
『
向
－
対
＞
勺
勺
向
－
と
U
o
カ
｝

対
O
O
宛
勺
、
竃
＞
O
＝
向
Z
対
ζ
＞
丙
向
Z
と
δ
匡
対
戻
、
ど
ち
ら

も
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
音
韻
推
移
を
経
験
し
た
組
み
合
わ
せ
だ
が
、
上

述
の
よ
う
に
、
そ
の
等
音
線
は
ラ
イ
ン
川
の
同
じ
地
点
を
横
切
っ

て
い
な
い
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
初
の
対
を
の
ぞ
き
、
後
の
四
対
の
等
音

線
は
、
ラ
イ
ン
川
東
方
の
ロ
タ
ー
ル
高
原
に
い
た
っ
て
束
状
に
ま

と
ま
り
、
ほ
ぼ
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
高
原
が

人
々
の
往
来
の
妨
げ
と
な
り
、
音
変
化
の
伝
播
も
そ
れ
以
上
先
に

は
及
ば
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
引
き
換

え
ラ
イ
ン
川
は
、
古
来
よ
り
交
通
の
要
衝
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

人
々
の
往
来
も
は
げ
し
く
、
あ
る
地
点
を
境
に
言
語
の
様
相
が
一

変
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
変
化
す
る
に
し
て
も
、
し
だ
い
し

だ
い
に
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
同
様
の
現
象
は
我
々
の
身
近
な

と
こ
ろ
で
も
観
察
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
n
口
本
の
東
西
方
言
の
境

界
線
が
そ
う
で
あ
る
。
ラ
イ
ン
川
が
言
語
変
化
に
及
ぼ
す
影
響
の

強
さ
を
物
語
る
も
う
一
つ
の
地
図
を
取
り
上
げ
る
前
に
、

本
の
東
西
方
言
の
境
界
に
転
ず
る
こ
と
に
す
る
。

日
本
語
の
東
西
方
言
の
境
界

話
を
日

　
か
つ
て
、
東
西
の
ア
ク
セ
ン
ト
、
す
な
わ
ち
東
京
式
の
ア
ク
セ

ン
ト
と
関
西
式
の
そ
れ
と
の
境
界
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
研
究
者
の

問
で
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
結
局
、
三
重
県
出

身
の
言
語
学
者
で
あ
り
音
声
学
者
で
あ
る
服
部
四
郎
の
調
査
研
究

に
よ
っ
て
、
岐
阜
県
西
部
の
揖
斐
川
あ
た
り
に
境
界
線
を
引
く
こ

と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
一
本
の
線
で
問
題
に
決
着
を

つ
け
よ
う
と
し
た
。
た
し
か
に
上
述
の
ラ
イ
ン
川
流
域
の
例
で
も
、

川
の
東
方
の
高
原
地
帯
で
多
く
の
語
の
等
音
線
が
ほ
ぼ
一
本
の
線

に
ま
と
ま
っ
て
い
た
。
急
峻
な
山
岳
地
帯
や
流
れ
が
速
く
容
易
に

は
渡
れ
な
い
川
な
ど
が
あ
る
と
、
そ
れ
が
人
の
往
来
の
妨
げ
と
な

る
た
め
、
結
果
的
に
そ
こ
で
複
数
の
語
の
境
界
線
が
一
つ
に
ま
と

ま
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
。
し
か
し
、
岐
阜
県
西
部
の
地
勢

は
そ
れ
に
当
た
る
だ
ろ
う
、
か
。
ど
う
も
そ
う
は
恩
え
な
い
。
ラ
イ

ン
川
の
例
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
本
来
、
語
の
一
つ
ひ
と
つ
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
歴
史
が
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
境
界
線
も
ま

ち
ま
ち
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
岐
阜
県
西
部
の
場
合
も
、
多
く
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の
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
境
界
が
そ
の
地
に
集
ま
る
傾
向
は
あ
る
に

し
て
も
、
東
西
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
境
界
は
他
で
は
な
く
こ
こ
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
、
と
い
う
把
握
の
仕
方
に
は
問
題
が
あ
る
。

　
語
に
は
一
つ
ひ
と
つ
独
白
の
歴
史
が
あ
り
、
そ
れ
が
境
界
線
に

も
反
映
す
る
と
述
べ
た
が
、
具
体
的
な
例
で
そ
れ
を
見
て
み
よ
う
。

馬
瀬
良
雄
が
牛
山
初
男
の
興
味
深
い
調
査
を
引
用
し
て
い
る

（
「
東
西
両
方
言
の
対
立
」
、
『
岩
波
講
座
日
本
語
u
方
言
』
岩
波
書

店
、
一
九
七
七
年
、
所
収
）
。
牛
山
は
、
五
項
目
に
わ
た
づ
て
語

法
の
違
い
を
調
べ
た
。
す
な
わ
ち
、

　
1
　
打
ち
消
し
表
現
に
関
し
て
、
た
と
え
ば
、
「
行
か
な
い
」

と
言
う
か
「
行
か
ん
（
ぬ
）
」
と
言
う
か
。

　
2
　
指
定
表
現
に
関
し
て
、
た
と
え
ば
、
「
私
の
は
こ
れ
だ
」

と
言
う
か
「
私
の
は
こ
れ
ぢ
ゃ
（
こ
れ
や
）
」
と
言
う
か
。

　
3
　
形
容
詞
連
用
形
に
関
し
て
、
た
と
え
ば
、
「
白
く
な
っ
た
」

と
言
う
か
「
自
う
な
っ
た
（
白
な
っ
た
）
」
と
言
う
か
。

　
4
　
一
段
型
動
詞
命
令
形
に
関
し
て
、
「
起
き
ろ
」
と
言
う
か

「
起
き
よ
（
起
き
い
）
」
と
言
う
か
。

　
5
　
ワ
行
五
段
動
詞
音
便
形
に
関
し
て
、
「
買
っ
た
」
と
言
う

　
　
こ

か
「
買
う
た
」
と
言
う
か
。

　
さ
て
そ
の
結
果
で
あ
る
が
、
ラ
イ
ン
川
沿
い
の
語
形
変
化
の
例

を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
結
果
と
な
づ
た
。

　
ー
の
東
方
「
行
か
な
い
」
と
西
方
「
行
か
ん
（
ぬ
）
」
の
境
界

は
、
太
平
洋
側
か
ら
見
て
い
く
と
、
静
岡
市
の
わ
ず
か
西
方
か
ら

上
陸
北
上
し
、
山
梨
と
の
県
境
に
ぶ
つ
か
う
て
向
き
を
東
に
変
え
、

そ
の
ま
ま
県
境
に
沿
っ
て
宮
士
の
北
側
に
回
り
込
み
、
山
梨
県
を

東
西
に
二
分
し
な
が
ら
北
上
し
、
長
野
と
の
県
境
に
ぶ
つ
か
る
と

向
き
を
西
に
変
え
、
諏
訪
湖
の
南
を
東
西
に
横
切
っ
て
長
野
県
を

南
北
に
二
分
し
、
北
ア
ル
プ
ス
に
ぶ
つ
か
る
と
そ
れ
に
沿
っ
て
長

野
、
宮
山
、
新
潟
の
境
ま
で
北
上
し
、
以
後
、
長
野
と
新
潟
の
県

境
に
沿
っ
て
東
上
し
、
そ
の
ま
ま
群
馬
と
新
潟
の
県
境
沿
い
に
北

上
し
、
よ
う
や
く
目
本
海
方
面
に
向
き
を
変
え
、
新
潟
県
を
甫
北

に
二
分
し
て
海
に
出
る
。
な
か
な
か
の
迷
走
ぶ
り
で
あ
る
。

　
2
の
東
方
「
だ
」
と
西
方
「
ぢ
ゃ
（
や
）
」
の
境
界
は
、
一
転

じ
つ
に
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
伊
勢
湾
か
ら
愛
知
県
の
西
端
部
を
か

す
め
る
よ
う
に
北
上
し
、
岐
阜
と
愛
知
の
県
境
に
沿
っ
て
東
上
し
、

つ
い
で
岐
阜
と
長
野
の
県
境
に
沿
っ
て
北
ア
ル
プ
ス
を
北
上
し
、

そ
の
ま
ま
親
不
知
な
ど
交
通
の
難
所
と
し
て
知
ら
れ
る
新
潟
と
富

山
の
県
境
あ
た
り
で
日
本
海
に
抜
け
る
。

　
3
の
東
方
「
白
く
」
と
西
方
「
白
う
（
白
）
」
の
境
界
は
、
三

河
湾
か
ら
三
河
中
部
を
抜
け
て
愛
知
、
岐
阜
、
長
野
の
県
境
部
に
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い
た
り
、
そ
こ
か
ら
は
2
と
同
様
の
軌
跡
を
描
く
も
の
の
、
最
後
、

長
野
、
新
潟
、
富
山
の
県
境
部
に
達
し
た
と
き
、
そ
の
ま
ま
日
本

海
を
目
指
さ
ず
、
新
潟
県
内
を
迷
走
し
て
か
ら
海
に
出
る
。

　
4
の
東
方
「
起
き
ろ
」
と
西
方
「
起
き
よ
（
い
）
」
の
境
界
は
、

駿
河
湾
の
奥
で
上
陸
し
、
山
梨
南
部
を
か
す
め
な
が
ら
西
に
向
か

い
、
長
野
の
南
部
を
東
西
に
横
切
り
御
岳
あ
た
り
に
達
す
る
と
、

向
き
を
北
に
変
え
、
後
は
2
と
同
じ
コ
ー
ス
を
た
ど
る
。

　
5
の
東
方
「
買
っ
た
」
と
西
方
「
買
う
た
」
の
境
界
は
、
愛
知

と
三
重
、
岐
阜
と
三
重
、
岐
阜
と
滋
賀
、
岐
阜
と
福
井
、
岐
阜
と

石
川
の
そ
れ
ぞ
れ
県
境
を
た
ど
り
、
ブ
い
で
岐
阜
と
官
山
の
県
境

沿
い
に
東
上
し
て
北
ア
ル
プ
ス
に
達
し
、
後
は
2
や
4
と
同
じ
コ

ー
ス
を
た
ど
る
。

　
地
図
を
開
き
な
が
ら
、
以
上
の
い
さ
さ
か
入
り
組
ん
だ
記
述
を

た
ど
っ
て
い
く
と
、
太
平
洋
側
で
は
こ
れ
ら
五
本
の
境
界
線
が
ほ

と
ん
ど
重
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
に
対
し
、
途
中

の
北
ア
ル
プ
ス
と
難
所
で
知
ら
れ
る
親
不
知
の
あ
る
新
潟
と
富
山

の
県
境
辺
で
は
、
大
半
の
境
界
線
が
束
状
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
の

が
見
て
取
れ
る
。
さ
し
ず
め
、
太
平
洋
側
が
ラ
イ
ン
川
流
域
地
方

で
、
北
ア
ル
プ
ス
以
北
が
ロ
タ
ー
ル
高
原
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
か
。

　
こ
の
日
本
の
言
語
境
界
線
の
分
布
か
ら
も
、
ラ
イ
ン
川
地
方
の

等
音
線
の
分
布
に
つ
い
て
と
同
様
、
我
々
は
、
こ
と
ば
を
介
し
て

共
同
体
を
作
り
、
そ
の
共
同
体
に
固
有
の
こ
と
ぱ
を
蓄
え
（
記
憶

し
）
、
次
の
代
へ
と
伝
え
る
人
々
の
存
在
に
思
い
を
馳
せ
、
た
が

い
に
異
な
る
共
同
体
に
属
す
る
人
た
ち
の
接
触
の
程
度
が
ど
の
よ

う
で
あ
る
か
（
あ
っ
た
か
）
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と

を
知
る
の
で
あ
る
。

地
域
と
言
語
に
お
け
る
中
央
と
周
縁

　
ラ
イ
ン
川
が
言
語
変
化
に
及
ぽ
す
影
響
の
強
さ
を
う
か
が
わ
せ

る
も
う
一
つ
の
言
語
地
図
（
「
ラ
イ
ン
河
に
沿
っ
て
c
ω
の
地
域

に
侵
入
し
た
⊂
Z
ω
の
地
図
」
）
に
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。
今
目

の
標
準
的
な
ド
イ
ツ
語
形
で
あ
る
d
z
ω
（
私
た
ち
に
（
を
）
）
と

そ
れ
に
対
す
る
方
言
形
で
あ
る
⊂
ω
と
の
境
界
線
は
、
か
つ
て
は

先
ほ
ど
の
－
）
＞
ω
と
U
＞
↓
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
あ
た
り
を
走
う

て
い
た
と
恩
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
そ
も
そ
も
c
ω
形
が

優
勢
で
あ
っ
た
は
ず
の
ラ
イ
ン
川
沿
い
の
都
市
、
す
な
わ
ち
カ
ウ

プ
や
コ
ブ
レ
ン
ツ
、
さ
ら
に
下
っ
て
ア
ン
デ
ル
ナ
ッ
ハ
に
い
た
る

ま
で
の
ラ
イ
ン
川
に
沿
う
盲
腸
の
よ
う
に
細
長
い
地
域
だ
け
、

o
z
ω
形
を
用
い
る
地
域
に
変
じ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
事
実
・
か
ら
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分
か
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
語
で
は
南
部
寄
り
の
、
す
な
わ
ち
高
地

寄
り
の
言
語
形
態
の
方
に
広
ま
る
カ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

言
語
形
態
は
、
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
い
て
超
地
域
的
・
超
民
族
的
な

機
能
を
果
た
し
て
い
る
（
カ
ル
ヴ
ェ
著
『
超
民
族
語
』
（
林
正
寛

訳
、
白
水
社
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
の
こ
と
）
。
そ
の
よ
う
な

背
景
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
今
目
、
高
地
方
言
の
形
態
が
標
準
的

な
形
態
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ウ
プ
や

コ
ブ
レ
ン
ツ
、
ア
ン
デ
ル
ナ
ヅ
ハ
の
言
語
共
同
体
に
属
す
る
人
々

は
、
往
来
の
激
し
い
ラ
イ
ン
川
沿
い
で
の
暮
ら
し
の
な
か
で
、
上

流
か
ら
来
る
ド
イ
ツ
人
と
も
、
下
流
か
ら
来
る
ド
イ
ツ
人
と
も
交

流
を
重
ね
て
き
た
は
ず
た
が
、
自
ら
の
伝
来
の
発
音
形
態
を
放
棄

し
、
上
流
か
ら
入
っ
て
き
た
発
音
形
態
を
受
け
入
れ
た
と
い
う
こ

と
は
、
上
流
の
言
語
に
プ
レ
ス
テ
ィ
ー
ジ
ュ
を
認
め
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
上
流
の
言
語
を
話
す
人
々
に
プ
レ
ス
テ
ィ

ー
ジ
ュ
を
認
め
、
彼
ら
を
モ
デ
ル
視
し
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　
こ
う
し
て
ド
イ
ツ
の
二
葉
の
言
語
地
図
を
見
終
え
た
い
ま
、
ラ

イ
ン
川
を
下
っ
て
い
く
限
り
、
ど
こ
で
ド
イ
ツ
語
が
終
わ
り
、
ど

こ
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
語
が
始
ま
う
た
か
気
づ
き
よ
う
が
な
い
、
と
い

う
こ
と
を
知
る
。
事
実
、
先
ほ
ど
の
五
例
の
対
語
の
場
合
、
今
目

め
ド
イ
ツ
語
の
標
準
形
と
な
っ
て
い
な
い
方
の
語
形
（
＞
巾
｝
向
－
、

U
＞
↓
、
U
O
宛
勺
、
…
＞
丙
向
Z
、
－
穴
）
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
形
と

し
て
は
、
い
ず
れ
も
標
準
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
（
た
だ
し

⊂
z
ω
に
対
応
す
る
の
は
、
才
ラ
ン
ダ
語
で
は
o
o
o
で
は
な
く

O
Z
ω
で
あ
る
）
。
つ
い
で
に
、
オ
ラ
ン
ダ
語
に
と
ど
ま
ら
ず
英
語

の
語
形
ま
で
考
慮
に
入
れ
て
み
る
の
も
お
も
し
ろ
い
だ
ろ
う
。
ド

イ
ツ
語
で
は
方
言
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
語
形
が
、
オ
ラ
ン
ダ
や
イ

ギ
リ
ス
で
は
、
標
準
的
な
形
へ
と
連
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
う
て
、
ド
イ
ツ
語
の
《
中
央
》
は
ラ
イ
ン
川
の
上
流
部

に
あ
り
、
下
流
部
の
言
語
形
態
は
そ
の
《
周
縁
》
に
あ
た
る
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
オ
ラ
ン
ダ
語
と
し
て
は
（
さ
ら
に
英
語
も
考

慮
に
い
れ
る
べ
き
だ
が
）
、
そ
の
《
中
央
》
は
当
然
な
が
ら
ラ
イ

ン
川
の
河
口
部
に
あ
り
、
上
流
部
の
言
語
形
態
は
も
は
や
ド
イ
ツ

語
と
い
う
「
外
国
語
」
の
形
態
で
あ
り
、
《
周
縁
》
の
さ
ら
に
外

側
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
一
方
の
中
央
は
他
方

か
ら
見
れ
ぱ
周
縁
と
な
り
、
一
方
の
周
縁
は
他
方
か
ら
見
れ
ば
中

央
と
い
う
逆
転
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。

　
外
国
語
の
辞
書
の
な
か
に
は
、
付
録
と
し
て
そ
の
暑
冒
語
の
方
言

地
図
を
掲
げ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
の
辞
書
に
も
そ
う

い
う
の
が
あ
る
が
、
た
い
て
い
の
場
合
、
オ
ラ
ン
ダ
は
（
さ
ら
に

ベ
ル
ギ
ー
北
部
と
フ
ラ
ン
ス
の
北
東
端
も
）
、
北
海
に
面
し
て
帯
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状
に
広
が
る
、
ド
イ
ツ
語
の
低
地
方
言
地
帯
に
合
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
同
じ
く
ド
イ
ツ
に
隣
接
し
、
陸
続
き
の
デ
ン
マ
ー
ク
語

は
、
ド
イ
ツ
語
と
は
別
の
言
語
と
し
て
扱
い
、
地
図
の
ド
イ
ツ
語

圏
に
も
取
り
込
ま
れ
た
り
し
な
い
。
い
っ
た
い
オ
ラ
ン
ダ
（
や
ペ

ル
ギ
ー
）
の
人
た
ち
は
、
こ
う
い
う
地
図
を
ど
ん
な
恩
い
で
眺
め

る
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
オ
ラ
ン
ダ
語
は
ゲ
ル
マ
ン
語
の
な

か
で
ド
イ
ツ
語
と
近
し
い
関
係
に
あ
る
言
語
で
は
あ
る
が
、
隣
接

の
デ
ン
マ
ー
ク
語
と
同
様
、
独
自
の
自
立
し
た
言
語
と
し
て
扱
っ

て
も
お
か
し
く
は
な
い
だ
け
に
、
な
お
さ
ら
こ
の
偏
り
に
は
興
味

を
引
か
れ
る
。

　
か
つ
て
、
ハ
ン
ザ
同
盟
華
や
か
な
り
し
頃
、
ド
イ
ツ
北
部
の
港

市
は
い
ず
れ
も
大
変
栄
え
、
言
語
に
関
し
て
も
、
独
自
の
規
範
を

打
ち
立
て
出
版
活
動
を
行
う
ほ
ど
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時
そ

こ
は
そ
れ
な
り
に
《
中
央
》
だ
っ
た
。
し
か
し
、
今
目
、
上
述
の

言
語
地
図
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
語
の
《
中
央
》
は
、

も
っ
と
ず
っ
と
南
に
移
動
し
、
北
ド
イ
ツ
の
言
語
は
、
《
中
央
》

か
ら
ド
イ
ツ
語
の
《
周
縁
》
に
転
じ
て
し
ま
っ
た
。
「
中
央
の
周

縁
化
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
方
が
周
縁
か
ら
中
央
へ
と
転

じ
た
と
き
、
そ
れ
を
埋
め
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
中
央
か
ら
周

縁
に
転
じ
る
他
方
が
存
在
す
る
こ
と
が
あ
る
。
北
ド
イ
ツ
は
そ
の

一
例
と
言
え
よ
う
。

　
オ
ラ
ン
ダ
語
が
、
今
目
、
そ
れ
自
体
の
中
央
性
を
保
持
し
得
て

い
る
の
は
、
北
ド
イ
ツ
と
異
な
り
、
吸
収
合
併
さ
れ
て
ド
イ
ツ
の

一
部
と
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
、
経
済
、

文
化
の
各
方
面
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、

北
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
、
一
つ
の
中
央
へ
と
違
な
る
多
様
な
周
縁
の

一
角
を
成
す
こ
と
に
甘
ん
ず
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
中
央
性
の
確

立
に
腐
心
し
、
そ
れ
を
維
持
発
展
さ
せ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
海

外
へ
の
発
展
ぷ
り
一
つ
を
と
っ
て
も
、
ド
イ
ツ
が
オ
ラ
ン
ダ
の
足

も
と
に
も
及
ぱ
な
い
時
代
が
長
ら
く
続
い
た
の
で
あ
る
。

　
オ
ラ
ン
ダ
と
し
て
は
、
北
ド
イ
ツ
の
言
語
と
の
連
続
性
の
強
調

に
よ
る
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
ド
イ
ツ
語
へ
の
吸
収
合
併
の
動
き
は
何

が
何
で
も
阻
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
今
日
、
オ
ラ
ン

ダ
政
府
と
隣
国
の
ベ
ル
ギ
ー
政
府
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
（
ベ
ル
ギ
ー

北
部
の
住
民
は
、
愛
着
を
込
め
て
フ
ラ
ン
デ
レ
ン
語
と
呼
ぷ
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ラ
ン
ダ

対
し
て
、
標
準
語
の
制
定
（
「
共
通
標
準
低
地
語
（
＞
｝
z
■
≧
－
－

O
q
①
昌
①
彗
｝
窃
9
麸
3
Z
＆
彗
一
彗
ま
）
」
）
な
ど
、
共
通
の
国
語

政
策
を
と
る
た
め
の
協
議
機
関
を
設
け
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
語
の

足
場
を
さ
ら
に
強
化
す
る
た
め
に
、
長
年
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
オ
ラ

ン
ダ
語
の
言
語
紛
争
に
苦
し
ん
で
き
た
ベ
ル
ギ
ー
と
手
を
組
ん
だ
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わ
け
で
あ
る
。
こ
の
政
策
は
ベ
ル
ギ
ー
に
と
っ
て
も
得
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
。
ベ
ル
ギ
ー
は
、
一
八
三
〇
年
の
独
立
時
に
制
定
し
た

憲
法
で
す
で
に
、
国
語
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
オ
ラ
ン
ダ
語
の

両
方
を
認
知
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
形
式
上
の
こ
と
で

あ
っ
て
、
実
際
に
は
有
カ
な
国
際
語
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
語
を
前
に

し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
劣
性
は
如
何
と
も
し
が
た
・
か
う
た
（
オ
ラ

ン
ダ
語
が
フ
ラ
ン
ス
語
と
並
ん
で
公
用
語
に
な
っ
た
の
は
一
九
三

二
年
の
こ
と
）
。
そ
れ
が
オ
ラ
ン
ダ
政
府
と
協
カ
す
る
こ
と
で
、

オ
ラ
ン
ダ
語
の
地
位
の
い
っ
そ
う
の
安
定
化
を
図
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
実
現
性
は
乏
し
い
が
、
北
ド
イ
ツ
の
低
地
方
言
の
話
し

手
た
ち
が
、
白
分
た
ち
は
才
ラ
ン
ダ
語
（
あ
る
い
は
低
地
語
）
を

話
し
て
い
る
と
主
張
し
た
と
し
て
も
、
べ
つ
に
お
か
し
く
は
な
い
。

実
際
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
に
は
、
自
分
た
ち
は
ド
イ
ツ
語
の
中
部

方
言
を
話
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
歴
と
し
た
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

語
を
話
し
て
い
る
の
だ
と
主
張
す
る
人
々
が
お
り
、
ル
ク
セ
ン
ブ

ル
ク
は
国
と
し
て
も
こ
の
立
場
を
擁
護
し
て
い
る
（
ド
イ
ツ
語
の

方
言
地
図
で
は
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
語
も
オ
ラ
ン
ダ
語
同
様
、
無

視
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
）
。
し
た
が
っ
て
、
北
ド
イ
ツ
の
低
地
地

方
の
住
民
が
、
言
語
的
周
縁
を
脱
し
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
中
央
化

を
図
る
手
段
と
し
て
、
自
分
た
ち
の
言
語
を
オ
ラ
ン
ダ
語
（
あ
る

い
は
低
地
語
）
と
称
し
、
オ
ラ
ン
ダ
政
府
や
ベ
ル
ギ
ー
政
府
に
働

　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ラ
’
ダ

き
か
け
、
「
共
通
標
準
低
地
語
」
に
北
ド
イ
ツ
の
低
地
語
の
要
素

を
少
し
で
も
反
映
さ
せ
る
と
い
う
方
法
を
取
っ
た
と
し
て
も
、
実

現
の
可
能
性
は
別
に
し
て
、
何
ら
不
自
然
な
と
こ
ろ
は
な
い
の
で

＾
3
〕

あ
る
。

　
ド
イ
ツ
の
南
北
の
方
言
差
、
言
い
換
え
れ
ぱ
、
南
の
標
準
的
形

態
と
北
の
周
縁
化
し
方
言
と
化
す
に
い
た
っ
た
形
態
の
関
係
、
お

よ
び
そ
れ
ら
と
オ
ラ
ン
ダ
語
と
の
関
係
、
こ
れ
ら
諸
関
係
は
、
こ

の
よ
う
に
、
言
語
と
は
何
か
、
ま
た
方
言
と
は
何
か
に
つ
い
て
、

中
央
と
周
縁
と
い
う
、
言
語
と
地
域
の
関
係
に
対
す
る
価
値
評
価

と
絡
め
る
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
と
興
味
深
い
問
題
を
提
起
し
て
く

れ
る
。

　
さ
ら
に
、
目
を
他
に
転
ず
れ
ぱ
、
同
じ
土
俵
の
上
に
載
せ
て
も

い
い
の
で
は
と
思
え
る
言
語
状
況
が
、
次
々
と
見
え
て
く
る
。
た

と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
南
北
の
方
言
差
な
ど
も
、
こ
こ
で
取
り
上

げ
て
お
か
し
く
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
中
世
に
お
い
て
は
、

南
フ
ラ
ン
ス
各
地
の
諸
侯
に
迎
え
ら
れ
た
吟
遊
詩
人
ト
ゥ
ル
バ
ド

ゥ
ー
ル
の
活
躍
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
言
語
文
化
の
点
で
は
、
南

フ
ラ
ン
ス
を
中
央
と
見
、
北
を
周
縁
と
見
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た

261



（27）言語から見た，中央の周縁化と周縁の中央化

の
だ
か
ら
。
そ
れ
が
今
目
で
は
、
北
が
中
央
化
し
、
南
の
言
語
は

北
の
言
語
の
方
言
と
み
な
さ
れ
る
。
南
を
代
表
す
る
オ
ッ
ク
語
の

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
が
叫
ぱ
れ
る
こ
と
自
体
、
裏
を
返
せ
ぱ
、
か
つ
て

栄
え
た
オ
ッ
ク
語
が
減
退
し
た
と
い
う
事
実
が
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

　
『
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
少
女
』
（
原
題
は
『
ミ
レ
イ
ユ
』
一
八
五
九

年
刊
）
を
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
語
（
オ
ッ
ク
語
の
一
方
言
と
見
う
る
）

で
著
し
、
一
九
〇
四
年
、
ノ
ー
ヴ
ェ
ル
文
学
賞
を
獲
得
し
た
フ
レ

デ
リ
ッ
ク
・
ミ
ス
ト
ラ
ル
は
、
一
時
、
ス
ペ
イ
ン
領
内
の
カ
タ
ル

ー
ニ
ャ
の
独
立
運
動
家
と
手
を
組
も
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

た
し
か
に
比
較
言
語
学
者
は
、
才
ツ
ク
語
を
、
北
フ
ラ
ン
ス
の
オ

イ
ル
語
（
す
な
わ
ち
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
前
身
）
と
よ
り
も
、

カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
と
近
い
関
係
に
あ
る
と
認
め
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
南
フ
ラ
ン
ス
の
言
語
を
母
語
と
す
る
話
し
手
が
、
北
フ
ラ

ン
ス
の
言
語
よ
り
も
南
隣
り
の
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
言
語
に
親
近
感

を
覚
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
取
り
た
て
て
不
思
議
な
こ

と
で
は
な
い
。
ミ
ス
ト
ラ
ル
が
そ
の
よ
う
な
言
語
上
の
身
近
さ
に

触
発
さ
れ
て
、
く
だ
ん
の
運
動
家
に
近
づ
い
た
の
か
ど
う
か
定
か

で
は
な
い
が
、
当
時
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
「
中
央
化
」
が
ほ
と
ん

ど
唯
一
の
目
標
で
あ
う
た
彼
と
し
て
は
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
単
独
で

の
独
立
は
困
難
で
あ
り
、
ス
ペ
イ
ン
か
ら
の
独
立
を
企
図
し
て
い

た
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
人
と
手
を
組
ん
で
も
い
い
と
思
え
る
ほ
ど
、
心

の
中
で
北
フ
ラ
ン
ス
を
相
対
化
し
て
い
た
こ
と
だ
け
は
問
違
い
な

い
。

方
言
の
中
央
化
と
言
語
の
周
縁
化

　
比
較
歴
塞
言
語
学
は
、
「
言
語
」
を
上
位
概
念
、
「
方
言
」
を
そ

の
下
位
概
念
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
ド
・
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
祖
語
を
「
言
語
」
と
見
れ
ぱ
、
ゲ
ル
マ
ン
語
や
ロ
マ
ン

語
、
ス
ラ
ブ
語
な
ど
は
そ
の
「
方
言
」
と
な
り
、
ラ
テ
ン
語
を

「
与
冒
語
」
と
見
れ
ば
、
そ
の
「
方
言
」
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
や
イ

タ
リ
ア
語
、
ル
ー
マ
ニ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
言
語
も
方
言
も
た
が
い
に
相
手
が
あ
っ

て
成
り
立
つ
相
対
的
な
概
念
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
我
々
の
日
常
の
感
覚
は
、
言
語
と
方
言
を
相
対
的
と

い
う
よ
り
は
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
思
い
描
き
が
ち
で
あ
る
。
方

言
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
方
言
で
あ
り
、
言
語
の
位
に
は
昇
れ
な

・
い
か
の
古
こ
と
く
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
が
一
種
の
錯
覚
で
あ
る

こ
と
は
、
上
述
の
オ
ラ
ン
ダ
語
と
ド
イ
ツ
語
の
関
係
か
ら
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
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国
境
と
か
国
家
の
し
が
ら
み
を
取
り
払
い
、
そ
う
い
う
も
の
が

い
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
悠
久
の
昔
か
ら
続
い
て
き
た
事
実
、
す

な
わ
ち
、
共
同
体
を
成
し
、
固
有
の
言
語
を
話
し
て
暮
ら
す
人
々

の
存
在
と
、
そ
う
い
う
人
が
他
の
言
語
を
話
す
他
の
共
同
体
に
属

す
る
人
と
出
会
い
交
流
す
る
様
を
土
台
に
し
て
考
え
る
な
ら
、
人

の
用
い
る
こ
と
ぱ
は
、
そ
れ
が
都
会
の
し
ゃ
れ
た
こ
と
ば
で
あ
れ
、

片
田
舎
の
詑
り
の
ひ
ど
い
こ
と
ば
で
あ
れ
、
本
人
に
と
っ
て
は
か

け
が
え
の
な
い
《
中
央
》
語
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
仮
に
親
の
世

代
と
は
異
な
る
言
語
を
子
の
世
代
が
話
す
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て

も
、
国
家
が
す
る
よ
う
な
上
か
ら
の
強
制
な
り
半
強
制
の
結
果
で

な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
子
の
側
が
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
し
た
選

択
の
結
果
で
あ
る
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、

ス
イ
ッ
チ
さ
れ
た
新
し
い
言
語
も
、
当
人
か
ら
見
れ
ば
歴
と
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

《
中
央
》
語
な
の
で
あ
る
。

　
さ
き
ほ
ど
日
本
語
の
東
西
方
言
の
境
界
の
問
題
を
取
り
上
げ
た

が
、
そ
れ
は
い
わ
ぱ
方
言
対
方
言
の
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、

言
語
な
の
か
方
言
な
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
を
我
々
の
身
近
な
と

こ
ろ
に
探
っ
て
い
き
た
い
。
す
る
と
、
ま
ず
目
に
飛
び
込
ん
で
く

る
の
が
沖
縄
の
言
語
の
位
置
づ
け
の
間
題
で
あ
る
。

　
今
日
、
お
お
か
た
の
方
言
学
者
は
、
印
欧
祖
語
に
あ
た
る
日
本

祖
語
を
考
え
、
そ
の
方
言
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
ス
ラ
ブ
語
や
ゲ

ル
マ
ン
語
や
ケ
ル
ト
語
な
ど
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、
本
土
（
な

い
し
は
内
地
）
方
言
と
琉
球
方
言
を
た
て
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
国
語
と
し
て
の
日
本
語
の
統
一
感
を
失
わ
な
い
た
め

に
も
、
た
と
え
ぱ
、
日
本
祖
語
に
さ
か
の
ぽ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、

ヤ
マ
ト
語
と
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
語
と
い
う
独
立
の
言
語
を
た
て
る
こ

と
を
し
な
い
。
ド
イ
ツ
語
の
例
に
な
ぞ
ら
え
る
な
ら
、
そ
の
下
位

概
念
と
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
語
と
ド
イ
ツ
語
ど
い
う
言
語
を
た
て
る

の
で
は
な
く
、
低
地
方
言
と
（
中
部
方
言
と
）
高
地
方
言
と
い
う

よ
う
に
、
方
言
を
た
て
る
こ
と
で
、
大
ド
イ
ツ
語
圏
を
確
保
す
る

ほ
う
を
選
ぶ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
言
語
な
の
か
方
言
な
の
か
と

い
う
議
論
に
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
、
国
家
と
か
国
境
の
想
念
が
こ

っ
そ
り
と
入
り
込
ん
で
い
る
。

　
敗
戦
後
間
も
な
い
頃
と
い
え
ぱ
、
「
異
民
族
」
の
支
配
下
に
あ

っ
た
沖
縄
が
、
精
神
的
に
目
本
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
と
も

実
感
し
た
か
っ
た
時
で
あ
る
。
結
果
的
に
事
な
き
を
得
た
が
、

「
異
民
族
」
の
軍
政
府
は
、
当
然
の
よ
う
に
英
語
教
育
の
重
視
を

う
た
い
、
琉
球
の
言
語
に
よ
る
教
科
書
の
編
纂
を
も
く
ろ
ん
だ
り

し
た
、
沖
縄
と
本
土
と
の
一
体
感
に
じ
ん
わ
り
と
く
さ
ぴ
を
打
ち

込
も
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
戦
前
、
方
言
撲
滅

1α
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運
動
と
ま
で
評
さ
れ
た
、
苛
烈
を
き
わ
め
た
国
語
教
育
に
た
ず
さ

わ
り
、
心
底
苦
悩
し
た
は
ず
の
教
師
た
ち
は
、
「
異
民
族
」
か
ら

の
こ
の
攻
勢
に
対
し
、
以
前
に
も
ま
し
て
熱
心
に
標
準
語
教
育
の

必
要
を
説
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
ヤ
マ
ト
の
日
本
政
府

文
部
省
の
「
学
習
指
導
要
領
」
（
昭
和
二
二
年
）
に
う
た
わ
れ
た

「
な
る
べ
く
、
方
言
や
、
な
ま
り
、
舌
の
も
つ
れ
を
な
お
し
て
、

標
準
語
に
近
づ
け
る
」
と
い
う
戦
前
と
変
わ
る
こ
と
の
な
い
国
語

教
育
の
目
標
に
も
合
致
し
て
い
た
。
そ
う
い
う
時
期
に
、
目
本
政

府
は
、
『
沖
縄
語
辞
典
』
の
出
版
を
後
押
し
し
た
の
で
あ
る
。
『
沖

縄
方
言
辞
典
』
で
は
な
い
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

学
問
的
な
良
心
と
し
て
「
沖
縄
語
」
と
い
う
表
現
を
選
ん
だ
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
時
代
の
気
分
と
し
て
、
暗
黙
の
う
ち
に
、
問
題

の
「
異
民
族
」
へ
の
配
慮
が
働
き
、
沖
縄
を
ヤ
マ
ト
の
周
縁
に
位

置
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
外
側
へ
と
突
き
放
す
ほ
う
を
選
ん

だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
言
う
な
れ
ば
、
ド
イ
ツ
政
府
が
、
オ
ヲ
ン

ダ
や
ベ
ル
ギ
ー
に
配
慮
し
て
、
「
低
地
方
言
」
で
は
な
く
、
「
低
地

語
」
の
、
「
オ
ラ
ン
ダ
語
」
と
言
い
換
え
て
も
お
、
か
し
く
な
い
意

味
で
の
「
低
地
語
」
の
辞
典
を
わ
ざ
わ
ざ
作
っ
た
よ
う
な
も
の
で

（
5
）

あ
る
。

　
こ
の
『
沖
縄
語
辞
典
』
、
し
ば
ら
く
絶
版
に
な
っ
て
い
た
が
、

新
聞
の
報
じ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
（
朝
日
新
聞
、
一
九
九
八
年
四

月
二
五
日
付
け
朝
刊
）
、
最
近
再
版
さ
れ
、
沖
縄
で
は
「
研
究
者

で
も
な
い
一
般
の
人
が
買
い
求
め
、
発
売
と
同
時
に
売
り
切
れ
。

た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
辞
典
の
タ
イ
ト
ル
が
、
「
沖
縄
方

言
」
で
は
な
く
「
沖
縄
語
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
も

日
本
政
府
の
お
墨
付
き
を
得
て
そ
う
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ

の
こ
と
が
沖
縄
の
人
に
与
え
る
心
理
的
効
果
は
、
当
然
な
が
ら
、

出
版
当
初
の
三
十
数
年
前
と
今
日
と
で
は
違
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
「
沖
縄
語
」
は
、
こ
の
数
年
来
、
沖
縄
に
お
い
て
顕
著
に
な

り
つ
つ
あ
る
、
周
縁
を
脱
し
よ
う
と
す
る
動
き
と
み
、
こ
と
に
か
み

合
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
沖
縄
の
言
語
に
関
し
て
、
こ
の
辞
典

は
図
ら
ず
も
、
「
周
縁
の
中
央
化
」
を
象
徴
す
る
こ
と
に
な
う
た

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ぱ
、
か
つ
て
琉
球
王
国
時

代
、
白
ら
の
《
中
央
》
性
を
経
験
し
た
琉
球
に
は
、
そ
の
後
、
大

日
本
帝
国
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
言
語
の
み
な
ら
ず
各
方

面
に
お
い
て
、
「
中
央
の
周
縁
化
」
を
強
い
ら
れ
て
き
た
歴
史
が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
そ
し
て
そ
の
「
歴
史
」

は
、
依
然
と
し
て
今
日
も
継
続
中
だ
と
い
う
こ
と
を
、
い
ま
や
多

く
の
沖
縄
の
人
々
が
実
感
し
つ
つ
あ
る
。
つ
ま
り
、
沖
縄
に
お
け

る
「
光
復
」
も
ま
た
、
台
湾
に
お
け
る
「
光
復
」
同
様
、
苦
い
も
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の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
の
沖
縄
に
お
け
る
多
方
面
に
わ
た

る
「
周
縁
の
中
央
化
」
の
試
み
は
、
し
た
が
っ
て
、
「
本
土
復
帰
」

と
い
う
こ
の
苦
い
「
光
復
」
を
克
服
す
る
試
み
で
も
あ
る
。

　
い
ま
「
光
復
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
が
、
お
そ
ら
く
違
和
感

を
覚
え
た
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
言
葉
は
、
か
つ
て

口
］
本
と
い
う
「
異
民
族
」
の
支
配
に
苦
し
め
ら
れ
た
人
た
ち
が
、

そ
の
日
本
の
敗
戦
に
よ
る
自
ら
の
解
放
を
指
し
て
言
う
こ
と
ぱ
だ

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
敢
え
て
用
い
た
の
は
、
「
日
本
と
い
う

『
異
民
族
』
」
は
、
「
ア
メ
リ
カ
と
い
う
『
異
民
族
』
」
や
、
さ
ら
に

は
「
ヤ
マ
ト
と
い
う
『
異
民
族
』
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。

東
ア
ジ
ア
の
中
央
と
周
縁
ー
あ
と
が
き
に
か
え
て

　
前
節
で
取
り
上
げ
た
沖
縄
（
琉
球
）
は
、
か
つ
て
シ
ナ
か
ら
も

ヤ
マ
ト
か
ら
も
周
縁
の
地
に
あ
る
こ
と
を
強
み
と
し
て
、
自
ら
を

ア
ジ
ア
の
海
上
交
易
網
の
中
央
に
位
置
づ
け
、
大
い
に
繁
栄
し
た

時
代
を
経
験
し
た
。
し
か
し
、
薩
摩
の
侵
略
を
受
け
、
明
治
政
府

に
よ
づ
て
日
本
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
る
、
す
な
わ
ち
内
地
化
さ

れ
る
に
お
よ
ん
で
、
目
本
の
中
央
か
ら
も
っ
と
も
遠
い
周
縁
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
国
語
教

育
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
上
か
ら
も
厳
し
い
政
策
（
方
言
札
の
、
こ

と
き
）
が
と
ら
れ
た
が
、
下
か
ら
も
中
央
（
ヤ
マ
ト
）
に
早
く
追

い
つ
こ
う
と
す
る
気
分
が
醸
成
さ
れ
る
二
と
に
な
り
、
内
地
へ
の

同
化
に
抽
車
が
か
か
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

　
ま
た
、
　
一
九
四
五
年
、
日
本
の
敗
戦
に
際
し
、
上
述
の
「
光

復
」
に
沸
き
返
る
瞬
間
を
経
験
し
た
台
湾
は
、
そ
の
昔
、
オ
ー
ス

ト
ロ
ネ
シ
ア
語
族
に
属
す
る
言
語
を
話
す
人
々
（
い
わ
ゆ
る
「
高

砂
族
」
）
が
、
い
く
つ
も
の
集
団
に
別
れ
て
人
知
れ
ず
暮
ら
し
て

い
た
時
代
に
は
、
自
給
自
足
的
な
無
数
の
「
中
央
」
か
ら
成
っ
て

い
た
。
し
か
し
、
大
陸
か
ら
シ
ナ
人
が
渡
来
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
人

が
触
手
を
伸
ぱ
し
、
そ
れ
を
シ
ナ
人
が
は
ね
か
え
し
た
後
、
大
陸

の
帝
国
の
辺
境
領
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
お
よ
ん
で
、
そ
れ
ま
で

の
小
さ
な
「
中
央
」
を
高
地
へ
と
追
い
や
り
な
が
ら
、
島
全
体
と

し
て
は
「
周
縁
」
な
い
し
は
「
化
外
の
地
」
と
化
し
て
い
っ
た
。

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
日
清
戦
争
の
敗
戦
の
し
る
し
と
し
て
、
清

か
ら
日
本
に
割
譲
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
植
民
地
と
な
っ
た
台
湾
は
、
や
が
て
今
度
は
日
本
の
周

縁
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
沖
縄
に
と
っ
て
は
、

自
ら
の
風
下
に
立
つ
地
域
が
新
た
に
生
ま
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

台
湾
で
教
師
や
警
察
官
を
し
た
人
に
は
沖
縄
出
身
者
が
多
か
っ
た
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と
言
わ
れ
る
が
、
同
じ
よ
う
に
日
本
の
周
縁
に
位
置
づ
け
ら
れ
た

者
同
士
、
台
湾
の
人
々
に
対
し
理
解
と
同
情
心
に
富
む
沖
縄
人
も

多
か
っ
た
が
、
台
湾
を
沖
縄
よ
り
一
段
下
に
見
る
こ
と
で
屈
折
し

た
満
足
感
を
得
る
者
も
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
琉
球
自
体
、

王
国
時
代
か
ら
、
そ
の
版
図
の
内
部
で
、
沖
縄
本
島
に
よ
る
先
島

な
ど
離
島
に
対
す
る
差
別
や
蔑
視
を
経
験
し
て
い
た
。
そ
の
構
図

が
そ
の
ま
ま
拡
大
さ
れ
、
末
席
に
台
湾
が
新
た
に
組
み
入
れ
ら
れ

た
と
感
じ
た
人
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
後
台
湾
は
、
日
本
の
敗
戦
に
よ
っ
て
、
初
め
て
「
中
国
」

の
一
部
を
成
す
こ
と
に
な
る
が
、
共
産
党
国
家
が
最
後
ま
で
解
放

で
き
な
い
土
地
と
し
て
今
［
口
ま
で
残
っ
て
お
り
、
北
京
か
ら
見
れ

ば
、
は
や
く
香
港
の
よ
う
に
一
定
の
周
縁
化
を
画
り
た
い
地
域
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
、
台
湾
は
今
日
、

積
極
的
に
自
ら
の
中
央
化
を
画
っ
て
お
り
、
北
京
と
の
軋
轄
も
そ

れ
だ
け
に
激
し
く
な
っ
て
い
る
。

　
朝
鮮
半
島
の
沖
合
に
済
州
島
が
あ
る
。
こ
の
島
に
も
は
る
か
昔

に
独
自
の
国
が
栄
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
は
、
半

島
に
ど
の
よ
う
な
国
家
が
生
ま
れ
よ
う
と
、
そ
の
辺
境
、
周
縁
で

あ
り
続
け
た
。

　
た
し
か
に
、
国
家
と
い
う
縛
り
を
前
提
に
し
て
東
ア
ジ
ア
を
眺

め
る
と
、
沖
縄
も
台
湾
も
済
州
島
も
い
ず
れ
も
個
々
の
国
家
内
の

《
周
縁
》
の
地
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
台
湾
や
沖
縄
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
周
縁
の
中
央
化
と
で
も
言
う
べ
き
試
み
が
展
開
さ
れ

る
こ
と
に
も
な
る
。
し
か
し
、
国
境
線
の
書
き
込
ま
れ
て
い
な
い

白
地
図
を
眺
め
る
と
、
こ
れ
ら
の
島
々
が
、
ま
さ
に
東
ア
ジ
ア
の

《
中
央
》
に
位
置
す
る
の
が
分
か
る
。
た
だ
残
念
な
が
ら
、
今
目

こ
の
「
地
の
利
」
を
も
っ
と
も
活
か
し
て
い
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ

の
軍
隊
で
あ
る
。
か
つ
て
琉
球
王
国
は
、
ま
っ
た
く
別
の
形
で
、

平
和
理
に
、
そ
の
地
の
利
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
、
繁
栄
の
基
礎

を
築
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
周
縁
の
中
央
化
を
、
将
来
再
び
、
こ

の
東
ア
ジ
ア
の
中
央
部
で
再
現
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ケ
ー
ギ
は
、
そ
の
著
『
小
国
家
の
理
念
』
（
坂

井
直
芳
訳
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年
）
の
「
ま
え
が
き
」
で
、

ギ
リ
シ
ア
以
来
の
都
市
国
家
や
、
ス
イ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
と
い
っ
た

「
小
国
家
」
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
こ
う
述
べ
て
い
る
、
「
け
だ
し
一

つ
の
世
界
、
甲
の
形
に
せ
よ
乙
の
形
に
せ
よ
お
そ
ら
く
我
々
の
未

来
を
成
す
で
あ
ろ
う
一
つ
の
世
界
、
こ
の
一
つ
の
世
界
も
、
故
里

と
い
う
細
胞
群
〔
小
国
家
〕
1
精
神
生
活
が
東
で
も
西
で
も
そ

の
都
度
そ
の
都
度
栄
え
た
綱
胞
群
1
が
健
康
を
維
持
す
る
限
り

に
お
い
て
の
み
生
き
う
る
の
で
あ
る
か
ら
。
こ
れ
ら
の
細
胞
群
は
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生
長
の
巣
で
あ
る
。
L

　
沖
縄
や
台
湾
、
済
州
島
を
は
じ
め
と
す
る
、
ア
ジ
ア
の
「
小

国
」
に
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
小
国
が
受
け
て
い
る
の
と
同
様
の
評

価
と
敬
意
が
与
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
小
国
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ら
で
は
の
知
恵
の
宝
庫
と
な
っ

て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
ア
ジ
ア
の
細
胞
群
が
発
揮
す
る
、
ア
ジ

ア
な
ら
で
は
の
知
恵
に
も
大
い
に
期
待
し
た
い
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
コ
セ
リ
ウ
の
主
著
と
い
う
ぺ
き
は
『
共
時
態
・
通
時
態
・
歴

史
』
で
あ
り
、
田
中
克
彦
先
生
と
亀
井
孝
先
生
に
よ
る
日
本
語
訳
が

　
あ
る
。
亀
井
孝
、
田
中
克
彦
と
言
え
ぱ
、
一
橋
大
学
に
言
語
学
を
導

　
入
し
、
そ
れ
に
磨
き
を
か
け
、
さ
ら
に
個
性
豊
か
に
発
展
さ
せ
て
き

　
た
二
人
だ
が
、
彼
ら
が
互
い
の
個
性
を
ぶ
つ
け
合
い
な
が
ら
も
、
珍

　
し
く
共
同
作
業
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
最
終
的
に
『
う

　
つ
り
ゆ
く
こ
そ
こ
と
ぱ
な
れ
』
（
ク
ロ
ノ
ス
、
　
一
九
八
一
年
）
と
タ

　
イ
ト
ル
さ
れ
た
こ
の
翻
訳
で
あ
る
。
そ
の
「
あ
と
が
き
」
を
読
む
と
、

　
二
人
が
い
か
に
丁
々
発
止
と
や
り
合
い
な
が
ら
こ
の
難
し
い
翻
訳
を

　
す
す
め
て
い
っ
た
か
が
よ
く
分
か
る
。
と
同
時
に
、
二
人
の
本
書
へ

　
の
高
い
評
価
と
、
そ
の
翻
訳
に
か
け
る
意
気
込
み
の
強
さ
を
感
得
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
o

（
2
）
　
一
九
世
紀
後
半
、
比
較
歴
史
言
語
学
を
カ
強
く
担
う
て
い
た

　
「
青
年
文
法
学
派
」
は
、
「
音
法
則
に
例
外
な
し
」
を
標
桟
し
て
い
た
。

　
そ
れ
を
経
験
的
に
確
か
め
る
た
め
に
、
音
変
化
に
関
す
る
調
査
結
果

　
を
地
図
化
し
た
の
が
「
言
語
地
理
学
」
の
は
じ
ま
り
だ
っ
た
。
す
べ

　
て
の
語
に
つ
い
て
、
そ
の
等
音
線
が
一
つ
に
ま
と
ま
る
こ
と
が
期
待

　
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
は
皮
肉
に
も
、
す
で
に
見
た
よ
う

　
に
、
語
に
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
歴
史
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と

　
に
な
っ
た
。
た
だ
、
青
年
文
法
学
派
的
な
志
向
は
、
こ
の
よ
う
に
経

　
験
的
に
は
成
功
し
な
か
っ
た
が
、
合
理
の
立
場
か
ら
は
、
そ
の
後
も

　
命
脈
を
保
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ぱ
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の

　
説
く
「
ラ
ン
グ
（
言
語
）
」
や
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
説
く
「
理
想
的
な

　
話
し
手
－
聞
き
手
の
言
語
能
カ
」
と
い
っ
た
、
現
代
言
語
学
を
リ
ー

　
ド
し
て
き
た
考
え
方
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、

服
部
も
ま
た
「
青
年
文
法
学
派
」
的
な
思
考
法
に
立
脚
し
て
い
た
の

　
で
あ
る
。

（
3
）
　
こ
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
こ
の
地
域
で
は
、
ド
イ
ツ
語
、

　
フ
ラ
ン
ス
語
、
さ
ら
に
英
語
、
そ
れ
に
オ
ラ
ン
ダ
語
の
問
に
、
微
妙

　
な
拮
抗
関
係
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
点
、
欧
州
連
合
（
E
U
）
の

　
本
部
が
ペ
ル
ギ
ー
に
置
か
れ
た
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
り
、
そ
の
首
都

　
ブ
リ
ュ
ソ
セ
ル
が
、
本
来
オ
ラ
ン
ダ
語
地
域
に
あ
り
な
が
ら
フ
ラ
ン

　
ス
語
が
優
勢
な
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
都
市
だ
と
い
う
こ
と
は
、
さ
ら
に
い

　
う
そ
う
象
徴
的
で
あ
る
。

（
4
）
　
こ
こ
で
は
、
先
ほ
ど
触
れ
た
「
超
民
族
語
」
を
念
頭
に
置
い
て

　
も
ら
い
た
い
。
ま
た
、
か
つ
て
カ
リ
ブ
海
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
目
ン
で

　
起
こ
っ
た
ク
レ
オ
ー
ル
化
（
ピ
ジ
ン
の
母
語
化
）
、
す
な
わ
ち
、
奴

　
隷
の
二
世
や
三
世
が
、
一
世
の
親
が
独
り
言
の
よ
う
に
話
す
ア
フ
リ

　
カ
の
言
語
で
は
な
く
、
出
自
を
異
に
す
る
一
世
の
仲
問
や
大
人
た
ち

　
が
不
十
分
な
が
ら
も
た
が
い
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
目
ン
の
手
段
と
し
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て
活
発
に
用
い
て
い
る
ピ
ジ
ン
を
選
択
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
母
語

（
ク
レ
オ
ー
ル
語
）
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
も
念
頭
に
置
い

て
も
ら
い
た
い
。
子
供
た
ち
は
、
自
分
の
今
と
未
来
を
、
親
の
母
語

で
は
な
く
、
ど
こ
の
馬
の
骨
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
い
い
か
げ
ん
な

言
語
で
あ
っ
て
も
、
出
自
を
異
に
す
る
皆
が
活
発
に
や
り
と
り
し
て

い
る
こ
と
ば
（
ピ
ジ
ン
）
に
賭
け
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
「
自
分
は
そ
の
辺
の
日
本
人
よ
り
日
本

語
が
で
き
る
」
と
か
つ
て
挑
発
的
な
発
言
を
し
た
在
日
の
劇
作
家
や
、

も
は
や
英
語
が
母
語
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人

と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
烈
に
意
識
し
て
い
た
ジ
ェ
イ
ム

ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
が
、
薬
語
を
は
じ
め
と
す
る
諸
言
語
に
対
し
て
と
っ

た
態
度
（
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
や
『
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ
・
ウ
ェ
イ
ク
』
と

い
っ
た
作
品
に
お
け
る
言
語
の
扱
い
を
想
起
せ
よ
）
も
念
頭
に
置
く

必
要
が
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
日
本
語
や
英
語
は
も
は

や
母
語
な
の
だ
が
、
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
ヤ
マ
ト
系
の

日
本
人
が
自
分
の
母
語
で
あ
る
日
本
語
に
対
す
る
の
と
は
、
自
ず
と

異
な
る
構
え
を
。
と
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ジ
ョ
イ
ス
の
場
合

　
も
、
ア
ン
グ
回
サ
ク
ソ
ン
系
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
が
そ
の
母
語
で
あ

　
る
英
語
に
対
す
る
の
と
は
、
や
は
り
異
な
る
恩
い
を
英
語
に
対
し
て

　
抱
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。

（
5
）
　
国
立
国
語
研
究
所
が
編
集
し
、
大
蔵
省
印
刷
局
で
印
刷
さ
れ
た

　
『
沖
縄
語
辞
典
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
三
八
年
で
あ
る
。
し

　
か
し
、
そ
の
基
礎
と
な
る
資
料
づ
く
り
は
、
文
部
省
の
科
学
研
究
費

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
（
共
同
研
究
題
目
「
日
本
民
族
に
近
接
せ
る
諸
民
族
の
言
語
及
ぴ
文

　
化
等
の
研
究
」
〔
傍
点
は
林
〕
）
を
受
け
て
、
一
人
の
首
里
出
身
者
に

　
よ
っ
て
、
す
で
に
昭
和
二
二
年
に
始
め
ら
れ
て
い
た
。

　
　
ち
な
み
に
、
本
辞
典
の
「
編
集
経
過
の
概
要
」
で
は
、
「
本
善
の

標
題
で
沖
縄
語
と
呼
ん
だ
も
の
」
は
「
首
里
方
言
」
の
こ
と
だ
と
し

（
一
頁
）
、
「
解
説
篇
」
は
「
琉
球
方
言
概
説
」
で
始
ま
る
（
十
一
頁
）
。

す
な
わ
ち
、
本
辞
典
は
、
表
紙
を
め
く
る
と
、
沖
縄
の
こ
と
ぱ
を
終

始
「
方
言
」
と
し
て
扱
う
の
だ
が
、
な
ぜ
タ
イ
ト
ル
に
「
沖
縄
語
」

　
と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
か
、
そ
の
説
明
は
ど
こ
に
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
女
子
美
術
大
学
教
授
）
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