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ペ
ー
ジ
と
し
て
一
般
に
も
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
。
国
父
ア
タ
テ
ュ
ル
ク

の
肝
い
り
で
設
立
さ
れ
た
ト
ル
コ
言
語
協
会
や
、
ト
ル
コ
歴
史
協
会
を
中

心
に
な
さ
れ
た
多
く
の
研
究
は
、
ト
ル
コ
語
の
改
革
と
そ
の
普
及
の
記
録

を
つ
う
じ
て
、
共
和
国
レ
ジ
ー
ム
の
正
統
性
の
強
化
、
革
命
史
の
神
話
化

に
寄
与
し
、
成
功
言
説
を
醸
成
し
て
き
た（

1
）。
こ
の
一
方
、
ラ
テ
ン
文
字

表
記
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
オ
ス
マ
ン
・
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化

か
ら
の
断
絶
が
ト
ル
コ
社
会
の
大
き
な
損
失
で
あ
っ
た
と
い
う
主
張
は
長

ら
く
存
在
す
る
。
文
字
革
命
か
ら
八
十
年
以
上
が
過
ぎ
た
今
日
の
ト
ル
コ

に
お
い
て
も
、
文
字
表
象
は
政
治
的
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る（

2
）。

　

文
字
は
し
ば
し
ば
、
あ
る
言
語
を
別
の
言
語
と
差
別
化
す
る
機
能
を
持

ち
、
同
時
に
、
同
じ
文
字
を
用
い
る
集
団
と
の
地
域
的
、
言
語
的
、
宗
教

一
　
は
じ
め
に

　

一
九
二
八
年
、
建
国
ま
も
な
い
ト
ル
コ
共
和
国
が
ア
ラ
ビ
ア
文
字
を
廃

し
、
ラ
テ
ン
文
字
を
も
と
に
し
た
「
ト
ル
コ
文
字
」
を
採
用
し
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
文
字
革
命
と
呼
ば
れ
る
こ
の
出
来
事
は
、
文
字
表

記
の
転
換
が
き
わ
め
て
短
期
間
に
達
成
さ
れ
た
例
と
し
て
、
様
々
な
研
究

で
言
及
さ
れ
て
き
た
。
伝
統
的
価
値
観
を
脱
し
、
西
欧
に
範
を
と
る
世
俗

的
国
民
国
家
へ
大
き
く
舵
が
切
ら
れ
よ
う
と
す
る
当
時
の
政
治
的
文
脈
の

中
で
、
オ
ス
マ
ン
・
イ
ス
ラ
ー
ム
的
過
去
を
背
負
っ
た
文
字
の
変
更
は
、

一
連
の
社
会
改
革
の
中
の
な
か
で
も
き
わ
め
て
象
徴
的
な
事
業
で
あ
っ
た
。

　

ト
ル
コ
に
お
い
て
文
字
革
命
の
「
成
功
」
は
、
共
和
国
史
の
重
要
な
一

論
説

「
ト
ル
コ
文
字
」
導
入
過
程
に
み
る
文
字
表
象
の
政
治
性

穐
山
祐
子
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読
み
書
き
は
、
習
得
が
非
常
に
困
難
で
、
長
い
年
月
を
必
要
と
す
る

技
術
で
あ
っ
た
。
ト
ル
コ
語
に
は
八
つ
の
母
音
を
表
す
文
字
が
必
要
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ラ
ビ
ア
文
字
に
は
母
音
を
示
す
文
字
は
三

つ
し
か
な
い
。
ト
ル
コ
人
た
ち
が
こ
の
文
字
を
何
百
年
も
用
い
て
き
た

こ
と
は
、
文
字
の
発
達
と
美
的
形
式
の
進
化
、
文
字
が
絵
画
や
建
築
分

野
に
お
い
て
高
い
価
値
を
持
つ
基
本
的
要
素
に
な
る
こ
と
に
大
き
く
貢

献
し
た
。
し
か
し
習
得
の
困
難
さ
故
に
、
ト
ル
コ
世
界
の
教
育
、
知
識

に
関
す
る
分
野
の
脆
弱
性
の
要
因
と
な
っ
た
。

　

国
家
の
終
わ
り
な
き
発
展
、
不
朽
の
栄
達
の
た
め
に
、
全
存
在
を
投

げ
打
ち
、
様
々
な
要
因
、
と
り
わ
け
劣
悪
な
統
治
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た

道
程
を
、
素
早
い
前
進
で
勝
ち
取
ろ
う
と
決
意
さ
れ
た
歴
史
的
な
時
代

に
お
い
て
、
学
識
の
力
の
第
一
の
媒
体
で
あ
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
改

良
し
、
ト
ル
コ
語
の
構
造
に
適
し
た
形
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ア
ラ

ビ
ア
文
字
の
改
良
は
ト
ル
コ
語
の
綴
り
方
に
鑑
み
る
と
不
可
能
な
方
法

で
あ
っ
た
。
ト
ル
コ
の
偉
人
た
ち
に
よ
る
千
年
の
努
力
で
も
達
成
さ
れ

な
か
っ
た
解
決
法
を
さ
ら
に
何
年
も
、
何
百
年
も
試
み
る
意
味
は
な
か

っ
た
。

　

偉
大
な
歴
史
の
な
か
で
多
く
の
主
要
な
文
字
を
発
明
し
た
ト
ル
コ
民

族
に
と
っ
て
、
新
た
な
形
を
さ
ら
に
発
明
し
て
用
い
る
こ
と
は
不
可
能

で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
界
と
の
交
流
が
非
常
に
密
で
、

不
可
欠
と
な
っ
た
時
代
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
試
み
は
ト
ル
コ
性
に
適

的
な
つ
な
が
り
、
文
化
的
統
一
性
を
示
す
象
徴
的
な
役
割
を
担
う
と
さ
れ

る（
3
）。
オ
ス
マ
ン
臣
民
か
ら
ト
ル
コ
国
民
が
生
み
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

た
共
和
国
建
国
期
、
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
認
識
の
変
容
が
文
字
表

象
の
選
択
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
重
大
な
決
定
は
、
ど
の
よ
う
な
論
理
の
も
と
に
承
認
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
矢
継
ぎ
早
に
様
々
な
改
革
が
な
さ
れ
た
共
和

国
建
国
期
に
お
け
る
知
識
人
た
ち
の
議
論
の
な
か
で
、
文
字
問
題
の
何
が

争
点
と
な
り
、
支
持
、
不
支
持
が
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ
い
て
表
明
さ
れ

た
の
か
を
た
ど
っ
た
う
え
で
、
政
策
の
承
認
・
決
定
に
際
し
て
ど
の
よ
う

な
論
理
が
用
い
ら
れ
た
の
か
を
「
ト
ル
コ
性
」
や
「
ト
ル
コ
国
民
」
認
識

と
の
か
か
わ
り
か
ら
明
ら
か
に
し
、
国
民
国
家
建
設
過
程
に
お
い
て
新
た

な
文
字
表
象
が
政
治
的
に
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と

に
す
る
。

二
　
公
定
史
に
お
け
る
文
字
革
命
の
捉
え
方

　

政
策
実
施
当
該
時
期
に
お
い
て
、
文
字
革
命
の
理
由
づ
け
は
公
式
に
は

ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
建
国
期
の
公
定
史
観
を
つ

ぶ
さ
に
観
察
で
き
る
一
九
三
一
年
教
育
省
刊
行
の
高
校
教
科
書
『
歴
史
』

第
四
巻
に
お
い
て
、
文
字
革
命
は
以
下
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
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事
な
ど
の
分
野
を
皮
切
り
に
近
代
化
に
邁
進
し
て
い
た
。
西
側
の
学
問
と

の
接
触
は
、
ラ
テ
ン
文
字
を
用
い
た
西
欧
諸
語
の
表
記
の
簡
便
さ
に
比
べ

た
と
き
の
、
オ
ス
マ
ン
語
表
記
の
複
雑
さ
を
否
応
な
く
浮
か
び
上
が
ら
せ

た
。
当
時
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
け
る
新
聞
、
印
刷
産
業
は
急
速
に
拡
大

し
て
い
た
が
、
ラ
テ
ン
文
字
に
比
べ
て
は
る
か
に
多
く
の
活
版
を
用
い
る

ア
ラ
ビ
ア
文
字
表
記
の
印
刷
に
は
、
手
間
の
か
か
る
煩
雑
な
作
業
が
要
求

さ
れ
た（

6
）。
ま
た
、
一
八
五
五
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に

到
達
す
る
電
報
回
線
を
使
用
す
る
に
は
、
ラ
テ
ン
文
字
を
用
い
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た（

7
）。
こ
の
よ
う
に
、
流
入
す
る
近
代
技
術
の
前
に
あ
っ
て
、
ア

ラ
ビ
ア
文
字
表
記
は
機
能
性
や
効
率
性
に
欠
け
て
い
た
。
さ
ら
に
、
コ
ー

ラ
ン
暗
誦
を
中
心
と
す
る
旧
式
教
育
の
近
代
化
を
背
景
に
意
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
識
字
問
題
が
、
ア
ラ
ビ
ア
文
字
表
記
問
題
と
混
交
し
た
形
で

議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　

一
八
六
二
年
、
時
の
教
育
相
で
あ
り
オ
ス
マ
ン
学
術
協
会
の
創
設
者
、

ミ
ュ
ニ
フ
・
パ
シ
ャ
は
、
読
み
書
き
簡
易
化
の
た
め
新
た
な
文
字
の
創
出
、

お
よ
び
母
音
記
号
の
使
用
を
提
案
し
た
。
ミ
ュ
ニ
フ
・
パ
シ
ャ
は
識
字
問

題
だ
け
で
な
く
、
印
刷
業
で
見
ら
れ
る
問
題
も
解
決
で
き
る
よ
う
な
実
用

的
な
文
字
シ
ス
テ
ム
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
た（

8
）。
一
八
六
三
年
に
は
、

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
劇
作
家
ア
フ
ン
ド
ザ
ー
デ
が
発
案
し
た
新
し
い
母

音
記
号
を
用
い
る
方
法
が
、
ミ
ュ
ニ
フ
・
パ
シ
ャ
同
席
の
も
と
、
オ
ス
マ

ン
学
術
協
会
で
紹
介
さ
れ
た
。
し
か
し
、
反
応
は
消
極
的
な
も
の
で
あ
り
、

切
な
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ト
ル
コ
語
に
適
し
て
い

る
と
同
時
に
、
文
明
世
界
に
お
い
て
国
際
的
な
文
字
媒
体
と
し
て
定
着

し
て
い
る
形
式
の
承
認
が
よ
り
適
切
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
今
日
ラ

テ
ン
文
字
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
形
を
基
本
に
、
ト
ル
コ
文
字
を
作
る

方
法
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る（

4
）。

　

こ
こ
で
語
ら
れ
る
、
母
音
を
示
す
文
字
が
少
な
い
ア
ラ
ビ
ア
文
字
は
母

音
数
が
多
い
ト
ル
コ
語
の
表
記
に
は
適
さ
ず
、
表
記
法
の
改
変
を
も
っ
て

し
て
も
適
応
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
の
認
識
は
、
文
字
革
命
の
功
績
を
積

極
的
に
評
価
す
る
人
々
の
間
で
長
く
引
き
継
が
れ
て
き
た（

5
）。
し
か
し
、

こ
の
見
解
は
や
や
妥
当
性
に
欠
け
る
よ
う
に
思
え
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、

共
和
国
以
前
の
文
字
表
記
に
関
わ
る
問
題
は
、
文
字
の
改
良
手
法
に
つ
い

て
知
識
人
の
間
で
意
見
の
統
一
が
計
れ
ず
、
ま
た
国
家
な
ど
強
力
な
権
威

に
よ
る
介
入
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
し
た
と
い
っ
た
ほ
う
が
正

確
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
一
〇
世
紀
半
ば
以
来
使
用
さ
れ
て
き
た
ア
ラ

ビ
ア
文
字
表
記
が
抱
え
た
問
題
は
、
ど
の
よ
う
に
顕
在
化
し
た
の
だ
ろ
う

か
。

三
　
オ
ス
マ
ン
期
に
お
け
る
近
代
化
と
文
字
問
題
の
発
生

　

一
九
世
紀
中
葉
の
タ
ン
ズ
ィ
マ
ー
ト
期
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
行
政
、
軍
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四
　
共
和
国
建
国
期
に
お
け
る
ラ
テ
ン
文
字
導
入
議
論
の
展
開

　

共
和
国
建
国
前
夜
、
オ
ス
マ
ン
期
か
ら
一
貫
し
て
ラ
テ
ン
文
字
受
容
を

唱
導
し
て
き
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
ヒ
ュ
セ
イ
ン
・
ジ
ャ
ー
ヒ
ト
は
、「
ラ

テ
ン
文
字
」
と
題
さ
れ
た
論
説
の
冒
頭
で
「
深
い
無
知
の
闇
」
に
あ
る
ト

ル
コ
の
識
字
率
の
低
さ
を
憂
い
て
い
る
。
一
九
世
紀
以
来
、
識
字
率
の
低

さ
の
根
源
は
ア
ラ
ビ
ア
文
字
に
あ
る
と
の
見
方
が
ラ
テ
ン
文
字
受
容
派
の

間
に
形
成
さ
れ
て
い
た
が
、
ヒ
ュ
セ
イ
ン
・
ジ
ャ
ー
ヒ
ト
も
同
様
の
立
場

を
と
る
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
彼
は
国
家
の
繁
栄
に
は
識
字
問
題
の
解
決
が

必
須
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
教
育
の
普
及
は
口
に
さ
れ
る

だ
け
で
、
実
際
に
は
本
気
で
取
り
組
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
批
判
し
た
。

　
〔
…
…
〕
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
国
の
非
識
字
率
を
減
じ
る
事
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
文
字
が
障
害
と
な
っ
て
い
る
か

ら
だ
。
わ
れ
わ
れ
の
子
供
た
ち
は
学
校
で
三
、
四
年
勉
強
し
た
後
も
、

正
し
く
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
子
供
だ
け
で
は
な
い
、
誰
も
が
言
葉

を
す
べ
て
正
し
く
読
ん
で
い
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
言
語
、

こ
の
よ
う
な
教
育
が
あ
っ
て
い
い
の
か
。
あ
る
村
の
子
供
が
何
年
も
学

校
へ
行
き
、
何
も
学
べ
な
い
の
な
ら
、
な
ぜ
時
間
を
無
駄
に
さ
せ
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
な
ぜ
田
畑
で
働
い
て
は
い
け
な
い
の
か
。

現
実
的
に
は
適
用
は
困
難
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
た（

9
）。
当
時
ミ
ュ
ニ

フ
・
パ
シ
ャ
は
ラ
テ
ン
文
字
の
簡
便
さ
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
た
が
、
そ

の
受
容
に
つ
い
て
は
明
言
し
な
か
っ
た
と
い
う（

10
）。

　

歴
史
的
に
多
宗
教
、
多
言
語
を
包
摂
す
る
世
界
で
あ
る
中
東
、
バ
ル
カ

ン
地
域
に
お
け
る
文
字
は
、
宗
教
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
可
視
化
す
る

目
印
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
。
神
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
ア
ラ
ビ

ア
文
字
の
使
用
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
盟
主
を
標
榜
す
る
オ
ス
マ
ン
帝

国
に
と
っ
て
は
国
家
の
あ
り
方
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
そ
の
廃

止
は
到
底
容
認
し
え
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た（

11
）。
ス
ィ
ナ
ー
シ
ー
ら
進
歩
的
識

人
た
ち
が
展
開
し
た
ラ
テ
ン
文
字
採
用
論
は
知
識
人
サ
ー
ク
ル
の
枠
を
飛

び
越
え
る
に
は
到
ら
ず
、
拒
絶
も
根
強
か
っ
た（

12
）。
タ
ン
ジ
マ
ー
ト
期
の

代
表
的
な
啓
蒙
家
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル
は
読
み
書
き
問
題
の
根
源
は
教
育

方
法
に
あ
る
と
主
張
し
、
ム
ス
リ
ム
の
一
体
性
擁
護
の
観
点
か
ら
ラ
テ
ン

文
字
採
用
論
に
反
対
の
論
陣
を
張
っ
て
い
る（

13
）。

　

文
字
を
接
続
せ
ず
記
す
方
法
や
、
母
音
を
示
す
記
号
を
付
加
す
る
方
法

な
ど
、
ア
ラ
ビ
ア
文
字
表
記
を
ト
ル
コ
語
に
最
適
化
し
よ
う
と
す
る
試
み

は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
最
末
期
ま
で
続
け
ら
れ
た（

14
）。
し
か
し
、
文
字
表
記

の
問
題
は
解
決
を
見
ぬ
ま
ま
、
帝
国
は
崩
壊
を
迎
え
る
。
国
家
が
文
字
問

題
に
積
極
的
に
乗
り
出
す
に
は
、
言
語
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
強
化
の
道
具

と
し
て
国
家
政
治
の
な
か
で
決
定
的
な
役
割
を
演
じ
始
め
る
共
和
国
の
建

国
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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彼
は
ラ
テ
ン
文
字
受
容
を
国
内
問
題
で
は
な
く
「
全
世
界
の
三
億
五
千
万

の
ム
ス
リ
ム
に
属
す
る
」
重
大
な
問
題
と
位
置
づ
け
、
す
で
に
ラ
テ
ン
文

字
表
記
に
移
行
し
て
い
た
ア
ル
バ
ニ
ア
や
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
同
志
は

「
恐
ろ
し
い
災
厄
」
に
陥
っ
た
と
述
べ
た
上
で
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

　
〔
…
…
〕
こ
れ
が
承
認
さ
れ
た
暁
に
は
、
こ
の
国
は
大
混
乱
に
陥
る

だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
書
庫
を
満
た
す
聖
な
る
書
物
、
歴
史
、
物
語
、

何
千
巻
も
の
著
作
の
数
々
が
こ
の
文
字
で
記
さ
れ
て
い
る
。
全
く
異
な

る
姿
の
文
字
を
承
認
し
た
そ
の
日
、
わ
れ
わ
れ
は
最
も
大
き
な
災
厄
に

さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
全
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
手
に
素
晴
ら
し
い
武
器
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
こ
の
行
為

は
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
敵
対
す
る
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
ト
ル
コ
人
た
ち
は
異
人
の
文
字
を
受
け
入
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

に
な
っ
た
と
。
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
敵
が
な
し
た
悪
魔
的
思
い
つ
き
な

の
で
あ
る（

16
）。

　

カ
ラ
ベ
キ
ル
は
、
こ
の
「
邪
悪
な
思
い
つ
き
」
が
「
非
ム
ス
リ
ム
の

人
々
か
ら
構
成
さ
れ
る
一
群
の
通
訳
た
ち
を
介
し
て
、
ト
ル
コ
に
親
し
む

外
国
人
た
ち
に
至
る
所
で
吹
き
込
ま
れ
て
い
る
」
と
告
発
し
、
ラ
テ
ン
文

字
化
は
、「
忠
実
な
顔
を
し
た
裏
切
り
者
」、
す
な
わ
ち
帝
国
内
の
非
ム
ス

リ
ム
た
ち
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
す
ぎ
な
い
と
し
て

　
〔
…
…
〕
わ
れ
わ
れ
を
現
在
の
文
字
に
繫
ぎ
止
め
て
い
る
の
は
何
か
。

こ
の
文
字
を
用
い
る
こ
と
の
宗
教
的
義
務
は
一
切
な
い
。
わ
れ
わ
れ
民

族
の
文
字
で
も
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
テ
ン
文
字
を
受
容
し
て
、

だ
れ
も
が
す
ぐ
に
読
み
書
き
を
習
得
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
無
限
の
利

益
を
な
ぜ
拒
絶
す
る
の
か（

15
）。

　

ヒ
ュ
セ
イ
ン
・
ジ
ャ
ー
ヒ
ト
は
文
明
的
な
近
代
国
家
ト
ル
コ
の
姿
を
見

据
え
る
な
か
で
、
ア
ラ
ビ
ア
文
字
に
は
「
宗
教
的
義
務
」
も
「
民
族
的
帰

属
」
も
な
い
こ
と
を
主
張
し
、
ラ
テ
ン
文
字
受
容
に
対
す
る
反
論
が
「
論

理
よ
り
感
情
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
批
判
し
た
上
で
、
国
家
の

た
め
に
犠
牲
を
払
え
る
人
々
が
、
な
ぜ
文
化
的
犠
牲
に
つ
い
て
は
払
お
う

と
し
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
を
表
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
自
身
が

「
ラ
テ
ン
文
字
受
容
論
者
が
現
在
に
お
い
て
こ
の
国
の
知
識
層
の
中
で
少

数
派
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
」
と
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
ラ
テ
ン

文
字
の
導
入
に
は
い
ま
だ
抵
抗
が
大
き
か
っ
た
。

　

た
と
え
ば
、
ヒ
ュ
セ
イ
ン
・
ジ
ャ
ー
ヒ
ト
の
論
説
発
表
に
半
年
ほ
ど
先

立
つ
、
一
九
二
三
年
二
月
に
開
催
さ
れ
た
イ
ズ
ミ
ル
経
済
会
議
で
は
、
議

長
を
務
め
た
解
放
戦
争
の
立
役
者
キ
ャ
ー
ズ
ム
・
カ
ラ
ベ
キ
ル
が
、
議
題

に
あ
が
っ
た
ラ
テ
ン
文
字
導
入
の
提
案
に
強
硬
に
反
対
し
て
い
る
。
一
連

の
主
張
は
、
ラ
テ
ン
文
字
化
が
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
を
刺
激
す
る
材
料
と
な

り
、
ム
ス
リ
ム
の
連
帯
を
破
壊
す
る
と
い
う
一
点
を
中
心
に
展
開
す
る
。
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す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
た（

19
）。

　

ア
ク
シ
ャ
ム
紙
上
で
も
ラ
テ
ン
文
字
導
入
不
支
持
を
表
明
し
た
反
対
派

の
代
表
的
人
物
、
ユ
ダ
ヤ
系
言
語
学
者
ア
ヴ
ラ
ム
・
ガ
ラ
ン
テ
ィ
は
、
一

九
二
七
年
に
ア
ラ
ビ
ア
文
字
使
用
を
継
続
す
べ
き
と
す
る
内
容
の
著
作
を

発
表
し
て
い
る（

20
）。
ガ
ラ
ン
テ
ィ
は
、
ラ
テ
ン
文
字
の
利
便
性
を
一
定
程

度
認
め
た
う
え
で
、
古
典
が
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
過
去
と
の
紐
帯
の

断
絶
や
、
ア
ラ
ビ
ア
文
字
を
用
い
て
い
る
国
々
と
の
間
の
「
あ
る
種
の
親

近
感
」
が
失
わ
れ
る
こ
と
な
ど
を
あ
げ
、
ラ
テ
ン
文
字
へ
の
移
行
が
長
期

的
に
見
て
文
化
的
な
危
機
を
招
く
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
ラ
テ
ン
文
字
導

入
が
ト
ル
コ
を
近
代
化
し
、
文
明
化
す
る
と
い
っ
た
言
説
に
も
強
い
疑
念

を
表
明
し
、
ラ
テ
ン
文
字
を
用
い
ず
と
も
「
進
歩
」
し
て
い
る
国
と
し
て
、

彼
が
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
日
本
を
引
き
合
い
に
出
し
た（

21
）。

　

日
本
の
複
雑
な
文
字
が
彼
ら
の
進
歩
の
妨
げ
に
な
っ
た
と
言
え
る

か
？

否
！

つ
ま
り
、
文
字
の
形
は
進
歩
の
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
日
本
の
文
字
の
難
し
さ
を
誰
も
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
言
語
と
先
達
の
遺
産
の
た
め
に
、
日
本
人
た
ち
は
こ
の
国
家
的

問
題
に
犠
牲
精
神
を
も
っ
て
の
ぞ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

国
家
に
貢
献
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
犠
牲
精
神
を
も
っ
て
の
ぞ
む
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
か（

22
）。

い
る
。
カ
ラ
ベ
キ
ル
に
と
っ
て
ラ
テ
ン
文
字
は
近
代
性
で
は
な
く
キ
リ
ス

ト
教
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
が
想
像
す
る
あ
る
べ
き
「
ト

ル
コ
性
」
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

反
対
派
の
意
見
が
根
強
く
存
在
し
た
こ
と
は
、
一
九
二
六
年
三
月
二
八

日
か
ら
日
刊
紙
ア
ク
シ
ャ
ム
が
行
っ
た
、「
ラ
テ
ン
文
字
を
認
め
る
べ
き

か
否
か
」
と
題
し
た
連
載
記
事
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
重
要
な
懸
案

で
あ
る
ラ
テ
ン
文
字
の
受
容
が
ど
の
よ
う
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
、
ま
た

ど
の
よ
う
な
利
益
を
も
た
ら
す
の
か
を
検
討
す
る
た
め
、
言
語
学
者
を
は

じ
め
と
す
る
「
専
門
家
」
に
取
材
が
行
わ
れ
た
。
回
答
者
十
六
名
の
う
ち
、

ラ
テ
ン
文
字
受
容
を
支
持
し
た
の
は
三
名
の
み
で
あ
っ
た
。

　

す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
る
書
籍
が
使
用
で
き
な
く
な
る
こ
と
は
重
大
な

社
会
的
、
文
化
的
損
失
で
あ
る
と
の
意
見
と
並
ん
で
、
と
り
わ
け
大
き
く

問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
識
字
率
の
低
い
理
由
は
文
字
に
あ
る
の
で
は

な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
反
対
派
の
間
で
は
、
識
字
率
の
低
さ
は
十
分

と
は
言
い
が
た
い
学
校
教
育
や
、
話
し
言
葉
に
基
づ
く
平
易
な
ト
ル
コ
語

で
書
か
れ
た
本
の
不
足
に
原
因
が
あ
る
と
の
意
見
が
大
勢
を
占
め
た（

17
）。

ま
た
、
ラ
テ
ン
文
字
を
も
っ
て
ト
ル
コ
語
を
完
全
に
記
述
す
る
に
は
、
結

局
改
良
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
た
め
、
現
在
ま
で
用
い
て
き
た
ア

ラ
ビ
ア
文
字
を
継
続
し
て
用
い
る
方
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
も
説
か
れ

た（
18
）。
加
え
て
、
読
み
書
き
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
外
国
語
彙

の
表
記
法
の
ゆ
れ
を
解
消
す
る
な
ど
、
ま
ず
ト
ル
コ
語
の
正
書
法
を
確
立
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ト
ル
コ
革
命
は
途
中
で
終
わ
ら
な
い
。
道
半
ば
で
終
わ
る
革
命
は
問

題
を
先
延
ば
し
に
す
る
統
治
と
同
じ
で
あ
る
。
我
が
民
族
の
指
導
者
で

あ
る
ム
ス
タ
フ
ァ
・
ケ
マ
ル
閣
下
は
民
族
を
救
う
た
め
に
最
大
の
努
力

を
も
っ
て
計
画
の
た
め
に
働
い
た
人
で
あ
る
、
そ
し
て
過
去
に
描
い
た

道
程
を
最
後
ま
で
た
ど
っ
て
来
た
。
文
字
を
変
え
る
こ
と
も
こ
の
大
き

な
文
明
計
画
の
一
段
階
な
の
で
あ
る（

23
）。

　

ヌ
ー
リ
の
議
論
で
は
、
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
廃
止
と
ラ
テ
ン
文
字
の
採
用

は
、
技
術
的
な
面
で
の
効
率
化
な
ど
、
合
理
的
精
神
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も

の
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
が
革
命
理
念
に
合
致
し
、
ト
ル
コ
の
脱
亜
入
欧
に

不
可
欠
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
ラ
テ
ン
文
字
の
採
用

を
革
命
理
念
に
結
び
つ
け
て
後
押
し
す
る
、
こ
う
し
た
主
張
の
展
開
と
軌

を
一
に
し
て
、
そ
れ
ま
で
具
体
的
な
動
き
を
見
せ
な
か
っ
た
体
制
側
が
沈

黙
を
破
る
。

五
　
政
策
決
定
に
到
る
ま
で
の 

　
　
　
体
制
側
の
論
理
と
「
ト
ル
コ
文
字
」
の
誕
生

　

一
九
二
三
年
の
共
和
国
建
国
以
来
、
メ
ド
レ
セ
の
廃
止
に
よ
る
教
育
の

国
家
管
理
化
や
、
タ
ー
バ
ン
お
よ
び
ト
ル
コ
帽
を
禁
止
す
る
服
装
改
革
な

ど
、
様
々
な
世
俗
化
、
西
欧
化
政
策
が
矢
継
ぎ
早
に
断
行
さ
れ
て
い
た
が
、

　

さ
ら
に
ガ
ラ
ン
テ
ィ
は
、
文
化
文
明
の
保
持
者
た
る
民
族
は
、
過
去
を

忘
れ
た
く
な
け
れ
ば
、
社
会
的
構
成
物
の
ひ
と
つ
で
あ
る
文
字
を
捨
て
て

は
な
ら
な
い
と
訴
え
た
。
犠
牲
を
払
っ
て
で
も
文
化
的
遺
産
で
あ
る
独
自

の
書
記
伝
統
を
維
持
す
べ
き
だ
と
い
う
見
解
は
、
目
指
す
べ
き
社
会
の
参

照
元
と
し
て
近
代
西
欧
に
目
を
向
け
、
ラ
テ
ン
文
字
を
用
い
て
様
々
な
問

題
を
一
気
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
受
容
派
の
主
張
と
は
あ
ま
り
に
折
り
合

い
が
つ
か
な
か
っ
た
。

　

た
だ
し
、
ア
ラ
ビ
ア
文
字
表
記
に
比
べ
た
と
き
の
ラ
テ
ン
文
字
表
記
の

優
位
性
を
強
調
す
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
た
受
容
派
の
な
か
で
も
、

導
入
の
根
拠
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
た
。
実
用
性
、
効
率
性
以
上
に
、

文
字
問
題
を
共
和
国
体
制
の
あ
り
か
た
と
結
び
つ
け
て
と
り
あ
げ
る
論
者

も
あ
ら
わ
れ
た
。
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ヌ
ー
リ
は
、
自
身
の
刊
行
す
る
イ
ク
ダ

ム
紙
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
〔
…
…
〕
ラ
テ
ン
文
字
の
承
認
は
、
ト
ル
コ
革
命
の
、
ガ
ー
ズ
ィ
ー

〔
筆
者
注

：

ア
タ
テ
ュ
ル
ク
の
こ
と
〕
革
命
の
歩
み
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
ト
ル
コ
民
族
は
今
ま
で
属
し
て
い
た
ア
ジ
ア
か
ら
出
る
。

つ
な
ぎ
止
め
ら
れ
て
い
た
過
去
か
ら
永
遠
に
離
れ
る
。
こ
の
革
命
の
結

果
、
わ
れ
わ
れ
は
ウ
ラ
ル
ア
ル
タ
イ
民
族
の
な
か
で
も
非
常
に
進
歩
し

て
い
る
マ
ジ
ャ
ー
ル
人
、
フ
ィ
ン
人
、
エ
ス
ト
ニ
ア
人
な
ど
の
よ
う
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
も
間
違
い
な
く
追
い
つ
く
だ
ろ
う
。
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一
九
二
八
年
八
月
九
日
未
明
、
ケ
マ
ル
は
つ
い
に
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
サ

ラ
イ
ブ
ル
ヌ
で
行
わ
れ
た
共
和
人
民
党
の
催
し
の
席
で
、
文
字
革
命
の
開

始
を
知
ら
せ
る
演
説
を
行
う
に
到
る
。

　

同
志
諸
君
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
美
し
い
言
語
を
表
現
す
る

た
め
に
新
ト
ル
コ
文
字
を
採
用
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
美
し
く
、
流
麗
で
、

豊
か
な
言
語
は
、
新
ト
ル
コ
文
字
に
よ
っ
て
顕
現
す
る
。
数
世
紀
に
わ

た
り
わ
れ
わ
れ
の
頭
を
鉄
枠
の
中
に
と
ど
め
て
い
た
、
不
可
解
な
、
わ

れ
わ
れ
が
理
解
で
き
な
い
記
号
か
ら
自
ら
を
解
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。〔
…
…
〕
す
べ
て
の
国
民
、
女
性
に
、
男
性
に
、
荷
担
ぎ
に
、
船

頭
に
教
え
よ
。
こ
れ
は
愛
国
行
為
、
国
を
愛
す
る
者
の
義
務
で
あ
る
と

心
得
て
も
ら
い
た
い
。
こ
の
使
命
を
果
た
す
に
あ
た
っ
て
考
え
て
み
た

ま
え
、
あ
る
国
、
あ
る
社
会
の
一
、
二
割
は
読
み
書
き
を
知
っ
て
お
り
、

八
、
九
割
が
知
ら
な
い
、
こ
れ
は
恥
で
あ
る
。
人
た
る
も
の
は
み
な
こ

の
こ
と
を
恥
じ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
国
の
国
民
は
恥
じ
る
た
め
に
生

み
出
さ
れ
た
国
民
で
は
な
い
。
讃
え
ら
れ
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
、

そ
の
歴
史
を
称
賛
で
満
た
さ
れ
た
国
民
で
あ
る
。
国
民
の
九
割
が
読
み

書
き
を
知
ら
な
い
と
し
た
ら
、
瑕
疵
は
わ
れ
わ
れ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

瑕
疵
は
そ
れ
ら
に
あ
る
の
だ
、
ト
ル
コ
人
の
性
質
を
理
解
せ
ず
に
、
あ

る
種
の
鎖
で
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
頭
を
縛
る
そ
れ
に
。
過
去
の
欠
陥
を

根
本
か
ら
一
掃
す
る
時
が
来
た
。
過
ち
を
正
そ
う
で
は
な
い
か
。
過
ち

ム
ス
タ
フ
ァ
・
ケ
マ
ル
は
文
字
問
題
に
つ
い
て
の
態
度
を
明
確
に
し
て
い

な
か
っ
た
。
ケ
マ
ル
は
第
二
立
憲
制
期
に
入
る
数
年
前
に
は
す
で
に
、

「
西
側
文
明
に
加
わ
る
こ
と
を
妨
げ
る
文
字
を
捨
て
、
ラ
テ
ン
起
源
の
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
選
ぶ
べ
き
だ
」
と
語
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
一
九
二
二
年
、

報
道
記
者
代
表
と
の
会
見
の
際
、
ラ
テ
ン
文
字
の
導
入
時
期
に
関
す
る
質

問
に
「
ま
だ
そ
の
と
き
で
は
な
い
」
と
回
答
し
、
共
和
国
期
に
入
っ
て
も

議
論
の
成
り
行
き
を
見
守
る
の
み
で
あ
っ
た（

24
）。
し
か
し
、
一
九
二
六
年

に
バ
ク
ー
で
行
わ
れ
た
第
一
回
ト
ル
コ
学
会
議
で
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
全
土
の
ム

ス
リ
ム
が
ラ
テ
ン
文
字
使
用
に
移
行
す
る
と
決
議
さ
れ
た
こ
と
で
、
ラ
テ

ン
文
字
導
入
を
と
り
ま
く
環
境
に
は
変
化
が
訪
れ
て
い
た（

25
）。

　

一
九
二
八
年
五
月
二
〇
日
、
当
時
の
報
道
で
ラ
テ
ン
文
字
化
の
先
駆
け

と
し
て
登
場
す
る
「
国
際
数
字
の
承
認
に
関
す
る
法
」
が
大
国
民
議
会
を

通
過
し
、
六
月
よ
り
イ
ン
ド
数
字
が
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
置
き
換
え
ら
れ
て

か
ら
、
事
態
は
急
速
に
展
開
す
る
。
五
月
二
三
日
、
内
閣
に
よ
り
国
会
議

員
、
言
語
専
門
家
、
官
僚
か
ら
九
名
の
委
員
が
正
式
に
選
定
さ
れ
「
言
語

委
員
会
」
が
組
織
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、
英
語
、
イ
タ
リ

ア
語
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
な
ど
に
使
用
さ
れ
て
い
る
文
字
が
検
討
さ
れ
、
ト

ル
コ
語
の
音
声
の
一
つ
一
つ
を
い
か
に
示
す
か
に
つ
い
て
ま
と
め
た
報
告

書
が
提
出
さ
れ
た
。
八
月
初
頭
に
は
、
新
た
な
文
字
が
準
備
さ
れ
た
こ
と

で
、
ラ
テ
ン
文
字
受
容
導
入
の
流
れ
は
既
定
路
線
化
す
る
。
こ
の
時
期
す

で
に
、
新
聞
各
紙
で
は
ラ
テ
ン
文
字
導
入
の
文
字
が
踊
っ
て
い
る
。
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わ
し
い
こ
と
」「
文
法
と
表
記
法
規
範
は
、
言
語
の
発
展
や
改
良
、
国
民

の
嗜
好
を
勘
案
し
な
が
ら
改
革
す
る
こ
と
」
が
決
議
さ
れ
た（

27
）。
こ
の
あ

と
、
ケ
マ
ル
は
国
内
遊
説
を
開
始
し
、
各
地
で
黒
板
を
持
ち
出
し
て
文
字

を
教
え
る
様
子
が
連
日
報
道
さ
れ
た
。
ま
だ
法
的
な
決
定
を
み
な
い
段
階

で
あ
っ
た
が
、
新
し
い
文
字
の
姿
は
政
府
部
局
、
メ
デ
ィ
ア
、
学
校
ま
で

ひ
ろ
が
り
始
め
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
一
九
二
八
年
一
一
月
一
日
、
大
国
民
議
会
に
お
い
て
十
一
項

か
ら
な
る
「
新
ト
ル
コ
文
字
法
」（
法
一
三
五
三
号
）
が
承
認
さ
れ
る
に

到
る
。
以
下
に
示
す
の
は
ム
ス
タ
フ
ァ
・
ケ
マ
ル
に
よ
る
議
会
開
会
演
説

記
録
の
一
部
で
あ
る
。

　
〔
…
…
〕
親
愛
な
る
同
志
諸
君
！

ま
ず
、
あ
ら
ゆ
る
進
歩
に
最
も

不
可
欠
な
問
題
に
触
れ
た
い
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
偉
大
な
る
ト
ル
コ
国

民
に
、
彼
ら
の
努
力
を
す
べ
て
無
益
に
す
る
欠
陥
の
あ
る
方
法
以
外
に
、

簡
単
な
読
み
書
き
の
鍵
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。（
長
い
拍
手
）

　

偉
大
な
る
ト
ル
コ
国
民
は
、
少
な
い
労
苦
、
短
い
道
の
り
で
、
わ
れ

わ
れ
の
美
し
く
高
貴
な
言
語
に
容
易
に
適
応
す
る
よ
う
な
手
段
を
も
っ

て
、
非
識
字
か
ら
救
わ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
読
み
書
き
の
鍵
と
な
る
の

は
、
ラ
テ
ン
文
字
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
ト
ル
コ
文
字
だ
け
で
あ
る
。

（
拍
手
）
簡
易
な
試
行
は
、
ラ
テ
ン
文
字
を
も
と
に
し
た
ト
ル
コ
文
字

が
ト
ル
コ
語
に
ど
れ
だ
け
適
し
て
い
る
の
か
、
都
市
で
、
村
で
、
齢
を

が
正
さ
れ
た
暁
に
は
、
全
て
の
国
民
に
努
力
し
て
も
ら
い
た
い
。
遅
く

と
も
一
、
二
年
の
う
ち
に
全
ト
ル
コ
国
民
が
新
し
い
ト
ル
コ
文
字
を
学

ぶ
だ
ろ
う
。
国
民
は
そ
の
文
字
と
知
性
を
も
っ
て
、
彼
ら
が
文
明
世
界

の
側
に
あ
る
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う（

26
）。

　

ト
ル
コ
文
字
採
用
を
宣
言
し
た
こ
の
勇
ま
し
い
演
説
の
な
か
で
は
、
わ

れ
わ
れ
の
美
し
い
言
語
、
す
な
わ
ち
ト
ル
コ
語
が
称
揚
さ
れ
る
一
方
で
、

ア
ラ
ビ
ア
文
字
は
訳
の
分
か
ら
な
い
記
号
で
あ
り
、
欠
陥
で
あ
る
と
断
じ

ら
れ
、
ト
ル
コ
国
民
は
こ
の
「
知
性
を
封
じ
る
鎖
」
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ

き
だ
と
さ
れ
た
。
文
字
と
宗
教
の
結
び
つ
き
を
考
慮
す
れ
ば
、
鎖
と
さ
れ

た
ア
ラ
ビ
ア
文
字
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
含
意
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
オ

ス
マ
ン
・
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
の
象
徴
た
る
ア
ラ
ビ
ア
文
字
を
廃
し
ト
ル
コ

文
字
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
世
俗
的
な
近
代
国
民
国
家
へ
の
大
規
模
な
看

板
の
架
け
替
え
で
あ
っ
た
。

　

一
九
二
八
年
八
月
一
一
日
、
二
五
日
、
二
七
日
、
二
九
日
に
は
、
国
会

議
員
、
高
官
、
学
者
な
ど
の
参
加
の
も
と
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
ド
ル
マ
バ

フ
チ
ェ
宮
殿
で
委
員
会
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
新
し
い
文
字
に
つ
い
て
の
会

議
が
も
た
れ
た
。
最
終
日
、「
国
民
の
識
字
化
の
た
め
に
は
、
ト
ル
コ
語

に
適
さ
な
い
ア
ラ
ビ
ア
文
字
を
放
棄
し
、
ラ
テ
ン
文
字
を
基
に
し
た
ト
ル

コ
文
字
を
容
認
す
る
以
外
の
選
択
肢
は
な
い
こ
と
」「
委
員
会
が
提
案
し

た
文
字
は
、
ト
ル
コ
国
民
が
必
要
と
し
て
い
る
も
の
を
提
供
す
る
に
ふ
さ
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親
愛
な
る
同
志
諸
君
、
高
潔
か
つ
不
朽
の
記
憶
と
と
も
に
、
偉
大
な

る
ト
ル
コ
国
民
は
新
し
い
光
の
世
界
へ
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。（
ブ

ラ
ボ
ー
の
声
、
激
し
く
長
い
拍
手
）（28
）

　

サ
ラ
イ
ブ
ル
ヌ
で
の
演
説
同
様
、
新
た
に
導
入
さ
れ
る
文
字
は
「
ラ
テ

ン
文
字
」
と
は
呼
ば
れ
ず
、
あ
く
ま
で
ラ
テ
ン
文
字
を
も
と
に
作
ら
れ
た

「
ト
ル
コ
文
字
」
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
こ
で
立
ち
現
れ
た
新
し
い
文
字

は
西
欧
か
ら
の
借
り
物
で
は
な
く
、
共
和
国
ト
ル
コ
を
象
徴
す
る
も
の
と

し
て
新
し
い
価
値
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
学
び
教
え
る
こ
と
は

愛
国
行
為
で
あ
り
国
民
の
使
命
だ
と
数
え
ら
れ
た
。

　

法
の
制
定
に
よ
り
、
一
九
二
九
年
一
月
初
頭
以
降
、
ト
ル
コ
語
の
公
的

私
的
な
看
板
、
標
識
、
広
告
、
映
像
字
幕
や
刊
行
物
は
す
べ
て
ト
ル
コ
語

で
記
さ
れ
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
全
官
公
庁
に
お
い
て
、
公
的
な

ト
ル
コ
文
字
の
使
用
開
始
日
は
一
九
二
九
年
の
年
初
以
前
と
さ
れ
、
人
口

登
録
証
な
ど
証
明
書
類
の
記
載
も
一
九
二
九
年
六
月
以
降
す
べ
て
ト
ル
コ

文
字
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
新
聞
紙
上
に
お
い
て
は
、
各
都

市
で
開
か
れ
る
文
字
講
座
に
つ
め
か
け
る
人
々
の
様
子
が
幾
度
も
報
道
さ

れ
て
い
る（

29
）。
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
新
し
い
文
字
を
学
ぼ
う
と
押
し

寄
せ
る
人
々
の
学
習
熱
で
あ
る
。
一
九
二
九
年
に
は
、
十
六
〜
四
十
歳
の

男
女
す
べ
て
を
対
象
と
し
て
識
字
教
育
を
行
う
「
国
民
学
校
」
が
開
始
さ

れ
た（

30
）。
宣
伝
組
織
も
構
成
さ
れ
、
都
市
部
で
は
映
画
館
や
劇
場
、
村
落

重
ね
た
ト
ル
コ
の
息
子
た
ち
が
ど
れ
ほ
ど
簡
単
に
読
み
書
き
を
す
る
か

を
太
陽
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
た
。
大
国
民
議
会
の
決
定
に
よ
っ
て
、

ト
ル
コ
文
字
が
明
確
性
、
そ
し
て
そ
の
合
法
性
を
獲
得
し
た
こ
と
は
、

我
が
国
の
発
展
へ
の
戦
い
に
通
じ
る
門
扉
と
な
っ
た
。（
拍
手
）
諸
民

族
の
な
か
で
も
、
聡
明
で
成
熟
し
た
偉
大
な
民
族
の
言
語
と
し
て
間
違

い
な
く
数
え
ら
れ
る
ト
ル
コ
語
に
新
し
い
命
を
吹
き
込
む
こ
と
に
な
る

第
三
回
大
国
民
議
会
は
、
不
朽
の
ト
ル
コ
の
歴
史
に
お
い
て
だ
け
で
は

な
く
、
全
人
類
の
歴
史
の
な
か
の
素
晴
ら
し
い
遺
産
と
な
る
だ
ろ
う
。

（
長
い
拍
手
）

　

諸
君
！

ト
ル
コ
文
字
の
承
認
は
、
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
、
我
が
国
の

祖
国
を
愛
す
る
成
人
し
た
息
子
た
ち
す
べ
て
に
重
要
な
使
命
を
課
す
。

こ
の
使
命
と
は
国
民
が
読
み
書
き
を
完
全
に
学
ぼ
う
と
示
す
情
熱
と
愛

に
奉
仕
し
、
助
力
す
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
み
な
私
的
、
公
的

な
生
活
の
な
か
で
出
会
っ
た
読
み
書
き
を
知
ら
な
い
男
性
、
女
性
、
国

民
す
べ
て
に
教
え
る
こ
と
に
熱
意
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
が
民
族

が
何
百
年
も
の
あ
い
だ
解
決
で
き
な
か
っ
た
問
題
が
、
数
年
の
間
で
完

全
に
達
成
さ
れ
る
こ
と
は
、
地
平
線
の
す
ぐ
そ
こ
で
我
々
の
目
を
ま
ぶ

し
く
照
ら
す
勝
利
の
太
陽
で
あ
る
。（
拍
手
）
わ
れ
わ
れ
は
ど
ん
な
勝

利
の
喜
び
に
も
比
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
偉
業
の
興
奮
の
な
か
に
い
る

の
だ
。
国
民
を
非
識
字
か
ら
救
う
純
粋
な
教
師
の
心
が
、
わ
れ
わ
れ
を

満
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
拍
手
）
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合
で
識
字
者
が
い
る
の
か
。
国
家
が
こ
の
問
題
に
敏
感
で
あ
っ
た
の
は
、

ト
ル
コ
文
字
表
記
の
習
得
と
使
用
が
、
あ
る
意
味
で
は
共
和
国
理
念
の
共

有
を
示
す
指
標
で
も
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
あ
ら
た
な
文
字
表
記
が
私
的

領
域
も
含
め
て
国
家
領
域
内
に
あ
ま
ね
く
広
が
る
こ
と
は
、
共
和
国
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
浸
透
が
可
視
化
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

六
　
お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
通
り
、
一
九
世
紀
以
来
、
知
識
人
と
政
治
エ
リ
ー

ト
た
ち
が
終
わ
り
の
な
い
議
論
を
続
け
て
来
た
文
字
問
題
は
、
共
和
国
期

に
は
技
術
的
な
問
題
を
は
る
か
に
飛
び
越
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
揺
れ
動

く
「
国
民
像
」
と
絡
み
合
い
な
が
ら
、
我
々
の
言
語
が
ど
の
よ
う
に
表
象

さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
い
を
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
共
和

国
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
承
認
さ
れ
た
「
ト
ル
コ
文
字
」
に
、
文
字
以
上
の

意
味
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
ア
ラ
ビ
ア
文
字
表
記
の
持
つ

象
徴
性
を
も
た
か
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
一
気
呵
成
に
押
し

進
め
ら
れ
た
文
字
革
命
は
「
完
遂
」
さ
れ
た
も
の
の
、
ア
ラ
ビ
ア
文
字
表

記
に
単
に
郷
愁
以
上
の
も
の
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
は
、
政
治
的
摩
擦
の
な

か
で
現
在
も
た
び
た
び
姿
を
の
ぞ
か
せ
る
文
字
革
命
の
評
価
か
ら
も
読
み

取
れ
る
。

部
で
は
市
場
な
ど
で
、
新
し
い
文
字
習
得
へ
の
関
心
を
喚
起
す
べ
く
啓
蒙

活
動
が
行
わ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
熱
狂
と
は
裏
腹
に
、
法
的
な
規
制
の
範
囲
外
で
あ
る
私
的
領

域
の
乗
り
換
え
は
思
っ
た
よ
う
に
進
ま
な
か
っ
た
。
体
制
側
に
と
っ
て
こ

の
問
題
を
把
握
す
る
こ
と
は
重
大
な
課
題
で
あ
っ
た
。
一
九
二
九
年
六
月

二
一
日
付
の
内
務
省
報
告
書
に
は
、
カ
イ
セ
リ
、
シ
ヴ
ァ
ス
、
シ
ェ
ビ

ン
・
カ
ラ
ヒ
サ
ル
に
お
い
て
新
し
い
文
字
が
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
特
に

知
識
人
た
ち
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
私
信
が
全
て
ア
ラ
ビ
ア
文
字
で
な
さ
れ

て
い
る
た
め
、
新
た
な
通
達
が
必
要
で
あ
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る（

31
）。
一

九
三
五
年
以
降
は
、
人
口
セ
ン
サ
ス
に
お
い
て
識
字
者
と
し
て
カ
ウ
ン
ト

さ
れ
る
の
は
ラ
テ
ン
文
字
が
分
か
る
も
の
の
み
と
な
っ
た（

32
）。
ト
ル
コ
語

話
者
で
あ
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
ラ
テ
ン
文
字
で
表
記
さ
れ
る
西
側
言

語
が
分
か
る
者
は
識
字
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
一
方
で
、
ア
ラ
ビ
ア

文
字
表
記
し
か
知
ら
な
い
者
は
非
識
字
者
と
さ
れ
た
。
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の

読
み
書
き
が
で
き
る
者
を
、
非
識
字
者
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
す
る
こ
と
に
混

乱
が
見
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
統
計
局
は
一
九
四
〇
年
人
口
セ
ン
サ
ス

実
施
前
に
こ
の
点
に
つ
い
て
「
聞
か
れ
て
い
る
読
み
書
き
能
力
は
、
新
ト

ル
コ
文
字
の
読
み
書
き
で
あ
る
。
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
読
み
書
き
を
知
っ
て

い
る
も
の
は
、「
は
い
」
と
回
答
で
き
な
い
。「
は
い
」
と
い
う
回
答
は
、

新
し
い
文
字
の
読
み
書
き
を
知
っ
て
い
る
も
の
だ
け
に
認
め
ら
れ
る
」
と

注
意
を
促
し
て
い
る（

33
）。
国
家
領
域
内
の
ど
の
地
域
に
ど
の
ぐ
ら
い
の
割
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（
1
）
ト
ル
コ
に
お
い
て
共
和
国
期
の
言
語
政
策
を
政
治
学
や
社
会
学
と
接
合
し
、

批
判
的
に
検
証
す
る
学
術
的
研
究
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
サ
ド
オ
ー
ル
は
、
建
国
期
の
言
語

政
策
が
政
治
的
に
デ
リ
ケ
ー
ト
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
と
い
う
背
景
を
認
め

た
う
え
で
、
こ
れ
ま
で
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
む
し

ろ
研
究
者
た
ち
自
身
の
自
己
検
閲
か
ら
生
じ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
発
言

し
て
い
る
。R

adikal, M
ayıs 24, 2007.

（
2
）
近
年
ア
ラ
ビ
ア
文
字
表
記
は
自
治
体
に
よ
る
市
民
講
座
や
私
設
ワ
ク
フ
な

ど
様
々
な
場
で
「
オ
ス
マ
ン
語
」
と
し
て
学
ば
れ
て
い
る
。
学
習
の
場
と

形
式
は
様
々
で
あ
る
が
、
オ
ス
マ
ン
語
が
か
つ
て
歴
史
家
の
専
売
特
許
で

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
隔
世
の
感
が
あ
る
。
こ
の
一
方
で
ア
ラ
ビ
ア
文

字
ア
レ
ル
ギ
ー
も
見
ら
れ
る
。
二
〇
一
二
年
末
、
オ
ス
マ
ン
語
必
修
化
の

議
案
が
議
会
に
提
出
さ
れ
た
際
に
は
、
過
剰
と
も
思
え
る
世
俗
派
の
懸
念

を
よ
ん
だ
。H

abertürk, A
ralık 14, 2012. http:⊘⊘w

w
w

.haberturk.
com

⊘polem
ik⊘haber⊘803230-osm

anlica-zorunlu-ders-olm
ali-m

i

（
二
〇
一
四
年
八
月
三
一
日
最
終
閲
覧
）

（
3
）Coakley, 

John. 
N

ationalism
, 

E
thnicity 

and 
the 

State. 
Los 

A
ngels: Sage Publications, 2013, pp.52︲53.

（
4
）K

orkm
az, Zeynep. A

tatürk ve T
ürk D

ili Belgeler. A
nkara: 

T
ürk D

il K
urum

u, 1992, p.29.

ト
ル
コ
公
定
史
成
立
の
背
景
と
『
歴

史
』
出
版
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
永
田
雄
三
「
ト
ル
コ
に
お
け
る
「
公
定

歴
史
学
」
の
成
立

―
「
ト
ル
コ
史
テ
ー
ゼ
」
分
析
の
一
視
角

―
」

『
植
民
地
主
義
と
歴
史
学

―
そ
の
ま
な
ざ
し
が
残
し
た
も
の

―
』
刀

水
書
房　

二
〇
〇
四
年
、
一
〇
七
―
二
三
三
頁
を
参
照
。

（
5
）
例
え
ば
、Canpolat, 

M
ustafa. 

“Arap 
Y

azlı 
T

ürk 
A

lfabesinin 

Gelişm
esi

” in T
ürk T

arih K
urm

u, H
arf D

evrim
iʼnin 50.yılı 

Sem
pozyum

u. A
nkara: T

ürk T
arih K

urum
u Y

ayınları, 1991, 
pp.51︲53.

（
6
）
記
号
等
を
含
め
六
十
種
ほ
ど
の
活
字
で
対
応
で
き
る
ラ
テ
ン
文
字
に
比
べ
、

ア
ラ
ビ
ア
文
字
で
は
約
四
百
五
十
種
の
活
字
が
必
要
と
さ
れ
た
。
活
字
を

組
み
、
そ
れ
を
解
体
し
て
元
の
場
所
に
戻
す
煩
雑
さ
に
加
え
、
必
要
と
さ

れ
る
作
業
ス
ペ
ー
ス
が
植
字
工
に
と
っ
て
実
用
的
な
サ
イ
ズ
で
な
か
っ
た

こ
と
、
さ
ら
に
活
字
そ
の
も
の
の
製
作
費
が
か
さ
む
こ
と
も
問
題
で
あ
っ

た
。K

oloğlu, O
rhan. O

sm
anlı D

önem
inde Basın T

eknikleri ve 
A

raçları. 
İstanbul: 

İstanbul 
Ü

niversitesi 
İletişim

 
Fakültesi 

Y
ayınları, 2010, pp.4︲5.

オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
け
る
活
版
技
術
の
ひ
ろ

が
り
に
つ
い
て
は
林
佳
世
子
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
と
活
版
印
刷
」『
イ
ス

ラ
ー
ム　

書
物
の
歴
史
』
名
古
屋
大
学
出
版
会　

二
〇
一
四
年
、
三
五
二

―
三
七
四
頁
を
参
照
。

（
7
）Şim

şir, Bilal N
. T

ürk Y
azı D

evrim
i. A

nkara: T
ürk T

arih 
K

urum
u Y

ayınları, 1992, pp.V
I︲V

II.

（
8
）Ü

lkütaşır, M
. Sakir. A

tatürk ve H
arf D

evrim
i. A

nkara: T
ürk 

D
il K

urum
u Y

ayınları, 1973, pp.17︲18.

（
9
）Sadoğlu, 

H
üseyin. 

T
ürkiyeʼde 

U
lusçuluk 

ve 
D

il 
Politikası. 

İstanbul: İstanbul Bilgi Ü
niversitesi Y

ayınları, 2003, p.217.
（
10
）Ü

lkütaşır, op.cit., pp.17︲18.

（
11
）
例
え
ば
、
一
九
一
〇
年
、
当
時
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
統
治
下
に
あ
っ
た
ア
ル

バ
ニ
ア
で
ラ
テ
ン
文
字
を
基
に
し
た
新
し
い
文
字
を
広
め
る
た
め
の
フ
ェ

ト
ヴ
ァ
ー
発
布
要
求
が
だ
さ
れ
た
が
、「
コ
ー
ラ
ン
は
ラ
テ
ン
文
字
で
記

す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
に
お
い
て
は
ラ
テ
ン
文
字

註
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の
使
用
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
理
由
で
拒
否
さ
れ
て
い
る
。Şim

şir, 
op.cit., pp.39︲41.

（
12
）
イ
ブ
ラ
ヒ
ム
・
ス
ィ
ナ
ー
シ
ー
は
ラ
テ
ン
文
字
の
使
用
に
よ
り
二
、
三
％

程
に
留
ま
る
識
字
率
を
短
期
間
で
上
昇
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し

た
。Ü

lkütaşır, op.cit., pp.20︲21, 32︲33.

（
13
）Y

orulm
az, 

H
üseyin. 

T
anzim

atʼtan 
C

um
huriyetʼe 

A
lfabe 

T
artışm

aları. İstanbul: K
itabevi Y

ayınları, 1995, pp.42︲43.

新

井
政
美
「
ナ
ム
ク
・
ケ
マ
ル
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
点
」『
史
学
雑
誌
』

八
六
（
四
）
一
九
七
七
年
、
四
一
一
―
四
二
七
頁
。

（
14
）
代
表
的
な
例
が
、
第
一
次
大
戦
期
に
用
い
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
エ
ン
ヴ
ェ

ル
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
で
あ
る
。
母
音
を
示
す
文
字
を
増
や
し
、
す
べ
て

の
文
字
を
接
続
せ
ず
に
独
立
形
で
記
述
す
る
。
印
刷
が
非
常
に
簡
易
で
あ

っ
た
が
、
主
に
軍
内
部
の
通
信
目
的
で
使
わ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

A
ytürk, İlker. 

“The First Episode of Language Reform
 in 

Republican T
urkey: T

he Language Council from
 1926 to 1931

” 
in Journal of the R

oyal A
sian Society of G

reat Britain &
 Ire-

land 18︲3. 2008, p.280.

ム
ス
タ
フ
ァ
・
ケ
マ
ル
は
エ
ン
ヴ
ェ
ル
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
一
九
一
八
年
末
、「
よ
い
考
え
だ
が
、
中
途
半

端
で
お
ま
け
に
タ
イ
ミ
ン
グ
が
悪
い
。
戦
時
は
文
字
を
扱
う
時
で
は
な

い
。」
と
語
っ
た
と
さ
れ
る
。Lew

is, Geoffrey. T
he T

urkish Lan-
guage R

eform
, A

 Catastrophic Success. N
ew

 Y
ork: O

xford 
U

niversity Press, 1999, p.29.

（
15
）R

esim
li G

azete, Eylül 22, 1923, in Y
orulm

az, op.cit., pp.94︲97.

（
16
）V

akit, T
anin, A

kşam
, M

art 3, 1923, in ibid., pp.90︲93.

（
17
）Ibid., p.198, 206, 207.

（
18
）Ibid., p.206, 211.

（
19
）Ibid., p.206, 211, 216, 232.

（
20
）Galanti, A

vram
. A

rap H
arfl�eri T

erakkim
ize M

ani D
eğildir. 

İstanbul: H
üsn-i T

abiat M
atbaası, 1927. T

rans. Bali, Rıfat N
. 

İstanbul: Bedir Y
ayınevi, 1996.

（
21
）
ガ
ラ
ン
テ
ィ
は
ト
ル
コ
と
同
じ
く
ラ
テ
ン
文
字
受
容
が
提
唱
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
日
本
の
文
字
表
記
問
題
に
つ
い
て
聞
き
取
り
調
査

を
行
う
べ
く
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
日
本
大
使
館
を
訪
れ
、
当
時
一
等
書
記

官
を
し
て
い
た
若
き
日
の
芦
田
均
と
面
会
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
ガ

ラ
ン
テ
ィ
は
芦
田
の
「（
日
本
の
文
字
表
記
が
）
ど
ん
な
に
困
難
か
ご
覧

に
な
れ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
民
草

は
国
家
的
務
め
に
献
身
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。」
と
い
う
発
言
を
紹
介
し

た
う
え
で
、
日
本
に
お
い
て
教
育
や
印
刷
な
ど
の
分
野
で
実
践
さ
れ
て
い

る
文
字
使
用
へ
の
努
力
を
報
告
し
て
い
る
。

（
22
）Galanti, op.cit., pp.32︲34.

（
23
）İkdam

, M
ayıs 7, 1928, in Y

orulm
az, op.cit., pp.297︲301.

（
24
）
曖
昧
な
態
度
が
と
ら
れ
た
背
景
に
つ
い
て
、
当
時
、
大
国
民
議
会
が
宗
教

指
導
者
や
デ
ル
ヴ
ィ
ー
シ
ュ
の
シ
ェ
イ
フ
を
多
く
抱
え
て
い
た
こ
と
の
影

響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。Lew

is, op.cit., p.32.

（
25
）
オ
ル
タ
イ
ル
は
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
で
の
ラ
テ
ン
文
字
導
入
が
ト
ル
コ
の

文
字
改
革
を
後
押
し
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
評
価
し
て
お
り
、
む
し
ろ
ト

ル
コ
に
お
け
る
文
字
改
革
が
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
内
の
ト
ル
コ
系
民
族
に
影
響
を

与
え
た
と
述
べ
て
い
る
。O

rtaylı, İlber. 

“Türk H
arf D

evrim
iʼnin 

D
ış 

Ü
lkelerdeki 

Etkileri 
Ü

zerine

” in 
T

ürk 
T

arih 
K

urm
u, 

op.cit., pp.104︲105.

し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
サ
ド
オ
ー
ル
が

指
摘
す
る
バ
ク
ー
決
議
に
よ
る
ト
ル
コ
主
義
者
た
ち
の
ラ
テ
ン
文
字
に
対

す
る
態
度
の
軟
化
で
あ
る
。
第
二
次
立
憲
制
期
以
後
、
ト
ル
コ
主
義
者
が

関
心
を
持
つ
ム
ス
リ
ム
は
、
ア
ラ
ブ
の
ム
ス
リ
ム
よ
り
む
し
ろ
ロ
シ
ア
の

ト
ル
コ
系
ム
ス
リ
ム
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
ア
ラ
ビ
ア
文
字
表
記
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は
イ
ス
ラ
ー
ム
統
一
の
し
る
し
で
あ
る
と
同
時
に
、
母
音
を
す
べ
て
示
さ

な
い
と
い
う
特
徴
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
音
声
的
な
差
異
を
隠
す
こ
と
を
可

能
に
し
、
ト
ル
コ
語
の
地
域
差
を
解
消
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
バ
ク
ー
で

の
決
定
は
、
ト
ル
コ
主
義
者
た
ち
が
ラ
テ
ン
文
字
受
容
に
反
対
す
る
必
要

性
を
低
下
さ
せ
た
と
言
え
る
。Sadoğlu, op.cit., p.221.

（
26
）K

orkm
az, op.cit., pp.33︲34.

（
27
）Ü

lkütaşır, op.cit., p.77.

（
28
）K

orkm
az, op.cit., pp.47︲48.

（
29
）
例
え
ば
、
一
九
二
八
年
九
月
七
日
付
け
の
ジ
ュ
ム
フ
リ
イ
ェ
ト
紙
に
は
、

「
至
る
所
で
教
室
が
開
か
れ
、
国
民
が
新
し
い
文
字
を
学
ぶ
た
め
に
競
い

合
っ
て
い
る
」
と
写
真
入
り
で
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
30
）
一
切
の
読
み
書
き
を
知
ら
な
い
国
民
の
た
め
の
四
ヶ
月
の
講
座
と
、
ア
ラ

ビ
ア
文
字
の
読
み
書
き
を
知
る
国
民
向
け
の
二
ヶ
月
の
講
座
に
分
け
ら
れ

た
。
学
校
、
モ
ス
ク
、
政
府
サ
ロ
ン
な
ど
と
並
び
、
ク
ラ
ブ
や
コ
ー
ヒ
ー

シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
講
座
実
施
場
所
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
通
達
で
定
め

ら
れ
た
。
ト
ル
コ
文
字
を
す
で
に
学
ん
だ
者
に
つ
い
て
は
通
学
義
務
が
免

除
さ
れ
た
。

（
31
）Başbakanlık Cum

huriyet A
rşivi. 030.10/12.73.4.21/6/1929.

（
32
）
調
査
に
際
し
て
出
さ
れ
た
通
達
で
は
「
新
し
い
文
字
の
印
刷
物
を
読
め
る

も
の
に
は
《
は
い
》
と
、
読
め
な
い
者
に
は
《
い
い
え
》
と
の
回
答
を
記

入
す
る
。
西
側
言
語
を
読
め
る
場
合
に
つ
い
て
も
、《
は
い
》
と
記
入
す

る
。
新
し
い
文
字
を
書
け
る
も
の
に
は
《
は
い
》
と
、
書
け
な
い
者
に
は

《
い
い
え
》
と
の
回
答
を
記
入
す
る
。
西
側
言
語
を
書
く
こ
と
が
で
き
る

も
の
に
つ
い
て
も
《
は
い
》
と
記
入
す
る
」
と
指
示
さ
れ
て
い
る
。

D
evlet İstatistik Ensutitüsü. G

enel N
üfus Sayım

ı, 20 İlkteşrin 
1935: K

anunlar, T
alim

atnam
eler, K

ararnam
eler, T

am
inler, 

Ö
rnekler. 1936, p.47.

（
33
）A

ybar, Celal. 

“Sayım
da Sorulacak Suallerin Gaye ve Faydalar

” 
in Başvekalet İstatistik U

m
um

 M
üdürlüğü, N

üfus M
eselesi ve 

N
üfus Sayım

ı hakkında Fikirler. 1941, p.31.
 

（
あ
き
や
ま　

ゆ
う
こ
／
博
士
後
期
課
程
）


