
八
世
紀
の
「
ド
イ
ツ
民
族
」
？

　
　
　
事
典
・
辞
典
類
の
記
述
を
素
材
と
し
て
－

山
　
　
田

欣
　
　
吾

｛131〕　一八世紀のrドイツ民族」？

　
「
三
世
紀
も
ド
イ
ツ
と
い
う
獅
子
（
』
胃
箒
鼻
ω
9
①

－
α
ミ
①
）
は
眠
っ
て
い
た
。
…
…
そ
れ
は
も
は
や
、
民
族

な
る
も
の
（
①
ぎ
く
◎
寿
）
が
何
を
な
し
う
る
か
を
忘
れ
て

い
た
。
…
…
［
だ
が
い
ま
や
］
そ
れ
は
目
を
覚
ま
し
、
椥

を
う
ち
砕
く
だ
ろ
う
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
自
ら
を
術
策

と
悪
業
の
罠
に
つ
な
い
で
き
た
老
た
ち
の
無
価
値
と
無
惨

と
を
怖
し
く
も
見
事
に
あ
ぱ
く
だ
ろ
う
。
し
か
り
、
ド
イ

ツ
民
族
よ
、
神
は
汝
に
愛
と
信
頼
を
与
え
る
だ
ろ
う
、
そ

し
て
、
汝
は
自
ら
が
何
者
で
あ
り
何
老
た
る
べ
き
か
を
知

る
だ
ろ
う
。
…
…
い
ざ
、
ド
イ
ツ
の
男
よ
！
　
い
ざ
、
自

　
　
由
と
誠
実
を
も
っ
て
隷
属
と
偽
り
に
抗
し
て
立
ち
上
ろ

　
　
う
1
・
…
…
然
し
て
、
か
か
る
フ
ラ
ン
ス
人
を
恐
れ
る
こ
と

　
　
が
あ
ろ
う
か
。
…
…
ま
こ
と
に
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
も
と
に

　
　
は
薄
き
明
り
し
か
な
い
の
に
対
し
、
汝
は
燃
え
さ
か
る
炎

　
　
を
持
つ
。
か
れ
ら
の
も
と
に
は
巧
み
さ
し
か
な
い
の
に
、

　
　
汝
は
力
を
持
つ
。
か
れ
ら
に
は
歎
嫡
し
か
な
い
の
に
、
汝

　
　
に
は
誠
実
が
あ
る
。
…
…
汝
は
、
風
が
羽
毛
を
吹
き
飛
ぱ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
す
よ
う
に
、
か
れ
ら
を
吹
き
飛
ぱ
す
だ
ろ
う
L
．

　
E
．
M
．
ア
ー
ル
ン
ト
が
、
非
常
に
広
く
読
ま
れ
た
『
ド
イ

ッ
兵
士
の
た
め
の
教
理
問
答
』
（
一
八
＝
二
年
）
の
な
か
で
兵
士

人
民
に
む
か
っ
て
右
の
よ
う
に
書
い
た
の
は
、
J
・
G
・
7
イ

ヒ
テ
が
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
講
堂
か
ら
「
ド
イ
ツ
民
族
に
む
か
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＾
2
）

っ
て
L
自
ら
の
尊
厳
の
自
覚
を
呼
ぴ
か
け
て
か
ら
五
年
後
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
そ
の
年
、
プ
ロ
イ
セ
ン
を
中

心
と
す
る
連
合
軍
は
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
近
く
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
の

軍
隊
を
決
定
的
に
破
り
、
「
解
放
戦
争
」
を
輝
か
し
い
勝
利
の
う

ち
に
終
ら
せ
た
の
で
あ
り
、
同
時
代
人
は
こ
の
戦
い
に
史
上
初

め
て
「
民
族
の
戦
い
」
（
＜
α
寿
①
易
O
巨
曽
岸
）
と
い
う
呼
称
を
与

え
た
の
で
あ
っ
た
。
一
九
世
紀
初
め
の
こ
の
時
期
は
、
「
ド
イ

ツ
民
族
（
宗
暮
ω
｝
窃
＜
o
寿
）
」
が
知
的
エ
リ
ー
ト
の
観
念
に

お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
く
o
澤
な
る
語
の
も
う
一
つ
の
意
味
で

あ
る
「
人
民
」
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
も
意
識
化
さ
れ
始
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

画
期
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
、
一
九
世
紀
初
め
以
来
、
ド
イ
ツ
の
民
族
意
識
が
急
速

に
「
深
化
・
強
化
」
さ
れ
た
と
い
う
評
価
に
つ
い
て
は
、
犬
方

の
異
論
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
筆
老
が
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、

そ
の
時
期
を
ま
さ
に
民
族
意
識
の
形
成
さ
れ
始
め
る
画
期
だ
と

見
た
い
と
な
る
と
、
事
は
厄
介
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
言
う
ま

で
も
な
く
、
こ
う
し
た
言
説
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
そ
れ
以

前
に
お
け
る
民
族
意
識
の
未
形
成
と
い
う
認
識
が
何
ら
か
の
形

で
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

最
近
の
B
・
シ
ェ
ー
ネ
マ
ン
の
丹
念
な
概
念
史
の
追
跡
は
そ
れ

を
裏
付
け
る
上
で
の
有
力
な
素
材
を
提
供
し
て
お
り
、
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

わ
が
国
の
佐
々
木
博
光
氏
の
研
究
も
そ
の
方
向
を
示
唆
す
る
画

期
的
見
通
し
を
打
ち
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

小
論
の
枠
を
考
慮
し
て
、
問
題
を
多
面
的
に
検
討
す
る
こ
と
は

断
念
し
、
た
っ
た
一
つ
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
の
諸
々
の

事
・
辞
典
に
お
い
て
「
ド
イ
ツ
民
族
」
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す

る
諸
概
念
が
ど
う
記
述
さ
れ
、
ど
う
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
瞥
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

す
る
こ
と
に
絞
っ
て
若
干
の
根
拠
所
見
を
提
供
し
て
み
た
い
。

一一

　
ま
ず
、
一
八
世
紀
ド
イ
ツ
で
作
ら
れ
た
最
初
で
最
大
の
百
科

事
典
、
J
・
H
・
ツ
ェ
ド
ラ
ー
の
『
世
界
学
術
・
芸
術
大
百
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

事
典
』
（
六
八
巻
、
一
七
一
三
－
五
四
年
）
か
ら
始
め
よ
う
。
こ

の
百
科
事
典
に
は
、
目
指
す
「
ド
イ
ツ
民
族
（
宗
暮
ω
g
霧

＜
O
寿
）
」
と
い
う
見
出
語
は
見
当
ら
な
い
。
U
9
房
O
訂
く
α
寿
胃

（
ド
イ
ツ
諸
民
族
）
と
い
う
不
思
議
な
項
目
が
目
に
入
る
が
、
そ

こ
に
は
「
H
雲
冨
9
①
を
見
よ
」
と
い
う
参
照
指
示
し
か
書
か
れ

て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
も
そ
れ
に
導
か
れ
て
↓
①
巨
－

ω6



（133）　一八世紀のrドイツ民族」？

竃
ざ
（
ド
イ
ツ
人
）
と
い
う
語
に
向
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

そ
の
前
に
、
こ
の
事
典
が
く
o
戸
2
き
冒
と
い
っ
た
基
礎
概

念
を
ど
う
扱
っ
て
い
る
か
に
目
を
配
っ
て
お
く
の
も
無
駄
で
は

な
い
。

　
。
く
o
－
鼻
、
と
い
う
語
は
第
五
〇
巻
（
一
七
四
六
年
）
の
三
六

二
－
三
七
五
欄
に
わ
た
っ
て
か
な
り
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
ラ
テ
ン
語
の
勺
o
筥
巨
ω
に
あ
た
る
こ
と
の
指
摘
に
続

い
て
、
ま
ず
、
概
念
の
一
般
的
内
容
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す

る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ケ
ロ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
そ
れ
を
、

「
多
く
の
、
な
い
し
一
団
の
人
々
の
こ
と
で
、
し
か
も
す
べ
て
の

人
が
互
い
に
一
つ
の
法
に
よ
っ
て
利
益
を
享
受
す
る
か
、
ま
た

は
共
通
の
善
の
た
め
に
結
集
し
、
一
種
の
杜
会
を
設
立
し
た
も

の
」
と
し
て
い
る
が
、
「
そ
も
そ
も
く
〇
一
鼻
と
は
、
多
く
の
人

の
集
ま
り
を
言
う
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
何
と
な
く
出
来
上

る
こ
と
も
あ
る
し
、
福
祉
を
促
す
た
め
に
意
図
し
て
結
合
す
る

こ
と
も
あ
る
し
、
上
か
ら
集
め
ら
れ
る
こ
と
（
例
え
ば
領
邦
君

主
の
兵
士
）
も
あ
る
、
と
。
く
o
－
鼻
概
念
は
基
本
的
に
、
ほ
と

ん
ど
「
人
の
集
団
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
に
お
さ
え
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
話
は
一
気
に
、
そ
う
し
た
人
の
集

団
が
そ
も
そ
も
こ
の
世
に
現
れ
た
最
古
の
姿
い
か
ん
と
い
う
こ

と
に
向
い
、
人
の
起
源
に
つ
い
て
の
異
教
的
神
話
を
退
け
る
と

と
も
に
“
創
世
記
な
ど
の
素
材
に
基
づ
き
つ
つ
、
ノ
ア
の
三
子

か
ら
世
界
の
諸
民
族
（
＜
α
寿
R
）
が
出
現
す
る
過
程
が
延
々
書

き
つ
ら
ね
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
探
検
家
、
航
海
者
の
し
ば
し
ば

信
用
な
ら
ぬ
報
告
な
ど
と
批
判
的
に
対
決
し
な
が
ら
、
世
界
に

は
神
を
知
ら
ぬ
諸
民
族
、
さ
ま
ざ
ま
の
宗
教
を
信
ず
る
人
々
が

い
る
こ
と
、
さ
ま
ざ
ま
の
習
俗
⑰
ま
g
）
が
あ
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
人
々
の
習
俗
を
不
変
の
も
の
と
見
る
考

え
は
「
迷
信
だ
」
と
し
て
退
け
ら
れ
、
そ
の
変
化
に
こ
そ
歴
史

の
秘
密
を
見
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
為
政
老

は
よ
き
習
俗
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
心
を
砕
か
な
け
れ
ぱ
な
ら

ず
、
他
の
諸
民
族
と
の
交
流
は
そ
の
た
め
に
犬
い
に
役
立
つ
の

だ
、
と
し
て
、
ザ
ク
セ
ン
人
（
！
）
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、
ロ
シ

ア
人
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
（
！
）
と
の
交
流
か
ら
得
た
善
き
事

な
ど
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
諸
民
族
の
違
っ
た

習
俗
を
生
み
出
す
要
因
と
し
て
、
一
般
的
に
、
気
候
風
土
、
飲

食
物
、
血
（
o
①
巨
算
昌
o
o
①
巨
鼻
①
）
、
教
育
お
よ
ぴ
交
流
が
そ

れ
ぞ
れ
指
摘
さ
れ
て
＜
o
－
鼻
と
い
う
語
の
説
明
が
締
め
く
く
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ら
れ
る
。

　
フ
ォ
ル
ク
は
、
こ
こ
で
は
せ
い
ぜ
い
習
俗
を
異
に
す
る
人
間

の
集
団
と
し
て
「
民
族
誌
」
的
次
元
で
と
ら
え
ら
れ
る
の
み
で
、

言
語
・
文
化
の
共
通
性
が
特
に
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ラ

テ
ン
語
の
ポ
プ
ル
ス
が
含
む
政
治
的
色
彩
も
意
識
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
そ
う
し
た
フ
ォ
ル
ク
の
一
つ
と
し
て
「
ド
イ
ツ
人
」

も
数
回
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
個
々
の

習
俗
の
違
い
と
い
う
話
題
に
つ
い
て
「
ド
イ
ツ
人
」
を
フ
ラ
ン

ス
人
、
イ
タ
リ
ア
人
、
オ
ラ
ン
ダ
人
な
ど
と
同
レ
ヴ
ェ
ル
で
対

比
す
る
場
合
と
、
ま
た
、
も
う
一
つ
に
は
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
時
代

の
ゲ
ル
マ
ン
諸
民
族
が
一
括
し
て
（
し
か
も
必
ず
）
「
ド
イ
ツ

人
」
と
呼
ぱ
れ
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
こ
で
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
が
問
題
に
な
る
と
き
、
ロ
シ
ア

人
、
ド
イ
ツ
人
、
フ
ラ
ン
ス
人
、
イ
タ
リ
ア
人
な
ど
の
み
が

＜
o
－
鼻
な
の
で
は
な
く
、
ザ
ク
セ
ン
人
、
メ
ッ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク

人
、
シ
ュ
ヴ
7
ー
ベ
ン
人
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
、
マ
イ
セ
ン
人
、

ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
人
な
ど
も
く
o
－
鼻
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
概
念
内
容
を
押
さ
え

る
上
で
見
逃
す
こ
と
の
出
来
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
2
き
冒
と
い
う
概
念
（
第
二
三
巻
、
一
七
四
〇
年
）
の
説
明

は
は
る
か
に
簡
潔
で
あ
る
。
z
鵯
饒
g
と
は
「
本
来
の
第
一
の

意
味
か
ら
す
る
と
、
同
一
の
憤
習
、
習
俗
、
法
律
を
も
つ
ま
と

ま
っ
た
数
の
市
民
を
い
う
」
。
し
た
が
っ
て
、
地
球
上
の
大
小

の
居
住
地
域
が
、
即
2
與
巨
冒
g
の
単
位
を
な
す
の
で
は
な
く
、

「
こ
の
違
い
は
専
ら
生
活
様
式
と
憤
習
の
差
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
か
ら
、
し
ぱ
し
ぱ
小
さ
な
地
方
の
中
に
も
z
閂
巨
旨
を
異

に
す
る
人
々
が
住
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
る
」
。
例
え
ぱ
、
四
方

を
ド
イ
ツ
人
（
U
昌
房
g
①
2
津
－
8
）
に
囲
ま
れ
て
狭
い
地
帯

に
住
む
ヴ
ェ
ン
ト
人
を
想
え
。
「
z
印
巨
旨
と
い
う
語
は
、
あ
る

地
域
に
居
住
す
る
と
こ
ろ
の
、
本
来
は
＜
o
寿
（
｝
ε
巨
易
）
と

呼
ば
れ
る
べ
き
諸
ナ
チ
オ
ン
総
体
に
対
置
さ
れ
る
も
の
だ
」
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
2
津
ざ
目
と
い
う
語
は
、

あ
る
一
定
の
ま
と
ま
っ
た
地
域
に
居
住
す
る
［
そ
う
し
た
］

く
o
弄
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
る
と
い
う
憤
用
が
早
く
か
ら
始

ま
っ
た
」
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
地
で
ド
イ
ツ
人
の

両
親
か
ら
生
ま
れ
た
子
供
は
や
は
り
U
豊
房
｝
①
Z
き
昌
に

属
す
る
と
見
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
こ
こ
で
の
2
斗
－
昌
は
、
ラ
テ
ン
語
（
墨
巨
o
）
の
語
義
に

642
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よ
り
忠
実
に
、
ま
た
、
出
自
や
習
俗
を
共
通
に
す
る
人
間
集
団

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
世
紀
以
降
こ
の
言

葉
の
中
心
語
義
を
な
す
政
治
的
意
味
を
そ
こ
に
嗅
ぎ
出
す
こ
と

は
全
く
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
↓
g
房
g
①
と
い
う
犬
項
目
（
第
四
二
巻
、
一
七
七
四

年
、
ニ
ハ
八
○
－
一
七
三
一
欄
）
に
向
か
お
う
。
執
筆
老
は
ま

ず
、
こ
の
語
を
、
ラ
テ
ン
語
の
≧
①
昌
彗
貝
弓
①
鼻
昌
窃
に
あ

た
り
、
「
そ
の
古
さ
と
特
別
の
勇
敢
さ
を
も
っ
て
名
の
あ
る
大

民
族
（
宵
o
務
窃
＜
o
－
鼻
）
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
多
く

の
他
の
民
族
を
含
む
」
と
規
定
し
た
の
ち
、
↓
昌
誌
O
冨
の
起

源
、
名
称
、
「
各
種
の
ド
イ
ツ
人
」
、
政
体
、
法
・
刑
罰
制
度
、

軍
制
、
家
生
活
、
気
質
、
結
婚
、
埋
葬
、
宗
教
と
い
っ
た
順
番

で
非
常
に
手
広
く
記
述
を
行
う
。
し
か
し
、
極
め
て
特
徴
的
な

こ
と
に
、
そ
の
内
容
は
事
実
上
、
一
貫
し
て
ゲ
ル
マ
ー
の
古
事

に
終
始
し
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
の
期
待
す
る
同
時
代
の
「
ド
イ

ツ
民
族
」
な
ど
に
は
全
く
触
れ
る
こ
と
す
ら
な
い
。

　
す
ぐ
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
項
目
の
筆
老
に
と
っ
て
は
、

古
代
の
著
作
者
が
ゲ
ル
マ
ン
諸
族
に
数
え
た
も
の
が
こ
と
、
こ
と

く
↓
害
房
o
訂
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
起
源
と
名
前
の
由
来
を

巡
っ
て
こ
の
筆
老
が
次
々
に
並
べ
た
て
検
討
す
る
諸
説
は
、
ル

ネ
サ
ン
ス
期
に
古
代
作
者
の
テ
キ
ス
ト
が
発
見
さ
れ
て
以
来
提

起
さ
れ
て
来
た
そ
の
解
釈
の
総
ま
く
り
で
あ
り
、
こ
こ
で
そ
れ

に
立
ち
入
る
意
味
は
な
い
。
む
し
ろ
興
味
深
い
の
は
「
ド
イ
ツ

人
」
な
る
語
の
も
と
で
何
が
考
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

の
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
き
く
五
つ
の
主
要
グ
ル
ー
プ
に
分
け

ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
も
と
に
多
く
の
民
族

（
く
α
豪
g
）
の
名
前
が
列
挙
さ
れ
る
。
五
つ
の
夫
グ
ル
ー
プ
と

は
、
峯
印
目
庄
巴
①
貝
宇
①
q
叫
く
o
目
①
ψ
－
g
印
①
く
◎
目
①
9
｝
①
『
ヨ
巨
o
目
①
9

団
鶉
一
彗
蔓
で
あ
り
、
第
一
の
も
の
を
除
い
て
、
他
の
名
前
は
い

ず
れ
も
一
応
タ
キ
ト
ゥ
ス
に
由
来
す
る
。

　
①
幸
彗
夢
－
g
は
、
お
そ
ら
く
後
代
の
構
成
に
な
る
分
類

で
あ
っ
て
、
ゴ
ー
ト
族
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
族
、
ブ
ル
グ
ン
ド
族
、

ヴ
ァ
ン
ダ
ル
族
、
そ
れ
に
ア
ン
ゲ
ル
ン
族
な
ど
「
古
き
父
祖
の

地
を
去
っ
て
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
シ
チ
リ
ア
、
ア
フ
リ
カ

な
ど
に
移
り
住
み
、
そ
こ
で
う
ま
く
居
を
立
て
得
な
か
っ
た
も

の
」
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
②
－
轟
等
昌
窃
は
北
方
系
の
諸

族
で
、
ザ
ク
セ
ン
族
、
キ
ン
ベ
ル
ン
族
、
ス
ヴ
ェ
オ
ー
ネ
ン
（
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
）
族
、
シ
ト
ー
ネ
ス
（
ノ
ル
ウ
ェ
ー
）
族
な
ど
を
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含
む
。
③
タ
キ
ト
ゥ
ス
が
「
そ
の
他
の
諸
族
」
と
呼
ん
だ

尿
S
婁
昌
鶉
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
、
フ
リ
ー
ぜ
ン
族
、
ブ

ル
ク
テ
リ
ー
族
、
ヵ
マ
ー
ヴ
ィ
ー
族
な
ど
一
五
民
族
が
挙
げ
ら

れ
て
い
、
同
じ
く
、
④
タ
キ
ト
ゥ
ス
に
よ
り
、
「
中
間
に
住
む

も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
｝
胃
昌
ぎ
O
目
霧
の
グ
ル
ー
プ
に
は
、
　
ヘ

ル
ム
ン
ド
ゥ
ー
ル
（
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
）
族
、
カ
ヅ
テ
ィ
ー
（
ヘ

ヅ
セ
ン
）
族
、
ケ
ル
ス
キ
ー
族
な
ど
一
四
民
族
が
数
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
⑤
最
後
の
霊
g
彗
墓
は
、
一
番
東
方
に
居
住
し

た
諸
族
で
あ
っ
て
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
が
そ
れ
を
「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア

族
に
数
え
る
べ
き
か
ど
う
か
迷
っ
た
」
（
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第

四
六
章
）
民
族
で
あ
る
。
ま
た
、
五
つ
の
主
要
民
族
集
団
の
ほ

か
、
「
ラ
イ
ン
の
向
こ
う
、
旧
ガ
リ
ア
の
地
に
は
、
次
の
よ
う
な

ド
イ
ツ
諸
民
族
（
冨
鼻
8
訂
＜
α
寿
雪
）
が
住
ん
だ
」
と
し
て
、

ト
リ
ボ
キ
ー
族
、
ネ
メ
テ
ー
ス
族
な
ど
一
四
民
族
の
名
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
が
全
部
「
ド
イ
ツ
人
」
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
「
ド
イ

ツ
人
」
は
す
べ
て
大
小
の
移
動
を
行
っ
た
か
ら
、
そ
の
地
理
的

報
道
を
誤
ら
な
い
た
め
に
は
、
古
代
、
中
世
、
近
世
の
歴
史
を

十
分
注
目
す
べ
き
こ
と
が
一
般
的
に
要
請
さ
れ
る
が
、
そ
の
過

程
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
言
及
は
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
項
目
の
筆
老
に
と
っ
て
は
、
か
れ
の
同
時
代
に
お

い
て
も
、
犬
き
な
民
族
と
し
て
の
「
ド
イ
ツ
人
」
を
云
々
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
そ
の

姿
を
積
極
的
な
形
で
知
る
こ
と
は
残
念
な
が
ら
で
き
な
い
。
た

だ
、
太
古
の
「
ド
イ
ツ
人
」
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
か
つ
て
は

遥
か
に
広
く
分
布
し
て
い
た
「
ド
イ
ツ
人
」
の
う
ち
、
長
い
歴

史
過
程
を
通
じ
て
ず
っ
と
「
ド
イ
ツ
人
」
に
止
ま
っ
た
老
が
今

の
「
ド
イ
ツ
人
」
な
の
だ
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
こ
の
筆
老
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

は
抱
か
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
出
来
る
だ
ろ
う
。

　
ツ
ェ
ド
ラ
ー
の
『
百
科
事
典
』
か
ら
同
時
代
の
ド
イ
ツ
に
つ

い
て
情
報
を
得
よ
う
と
す
る
際
に
見
逃
せ
な
い
の
は
↓
豊
け
－

署
＝
彗
α
と
い
う
項
目
（
第
四
三
巻
、
一
七
四
五
年
、
二
七
三
－

二
九
五
欄
）
で
あ
る
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
一
大
国
（
－
曽
o
）
、
温

帯
に
位
置
す
る
、
境
界
、
内
都
区
分
、
政
体
そ
の
他
の
特
色
に

つ
い
て
は
、
絶
え
ず
往
時
、
近
時
．
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
し
て
、
一
ド
イ
ツ
の
境
界
、
ド
イ
ツ
の
内
部
区
分
、
統

治
諸
形
態
、
国
の
性
状
、
ド
イ
ツ
の
（
国
）
力
、
宗
教
と
い
う

順
で
そ
の
概
観
が
な
さ
れ
る
。
「
ド
イ
ツ
」
と
い
う
言
葉
の
も
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と
で
、
お
よ
そ
同
時
代
の
↓
2
誌
9
霧
零
｝
9
が
枠
組
み
を
提

供
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
国
制
に
関
す

る
形
式
的
解
説
は
と
も
か
く
、
国
力
、
民
生
な
ど
の
記
述
に
な

る
と
、
諸
国
の
実
態
を
「
帝
国
」
レ
ヴ
ェ
ル
に
集
計
し
て
扱
う

こ
と
が
で
き
て
い
な
い
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど
見
る
べ
き
情
報
は

得
ら
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
項
目
の
記
述
に
お
い
て
、
お
よ
そ
「
民
族
」

な
る
も
の
に
視
線
が
向
い
て
い
な
い
こ
と
は
薯
し
い
特
徴
で
あ

る
。
「
ド
イ
ツ
の
内
部
区
分
」
の
歴
史
を
一
瞥
す
る
時
に
は
、
カ

ー
ル
大
帝
の
国
（
こ
れ
も
勿
論
ド
イ
ツ
で
あ
る
）
を
は
じ
め

折
々
の
国
の
外
枠
が
前
提
さ
れ
、
そ
の
中
の
い
わ
ば
行
政
区
分

（
例
え
ぱ
一
〇
帝
国
ク
ラ
イ
ス
）
が
問
題
に
な
る
だ
け
で
、
住
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
民
族
的
構
成
な
ど
に
言
が
及
ぷ
こ
と
は
な
い
。
「
国
の
性
状
」

と
い
う
部
分
で
は
、
地
勢
の
ほ
か
に
当
然
「
今
日
の
住
民
」
が

扱
わ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
例
の
粘
液
質
、
多
血
質
と
い
っ
た
気

質
類
型
論
を
土
台
に
し
て
、
ド
イ
ツ
人
は
自
由
を
愛
し
、
勇
敢

で
、
学
問
に
優
れ
て
い
る
等
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け

で
、
し
か
も
、
そ
う
し
た
ド
イ
ツ
人
の
「
個
性
」
な
い
し
「
特

徴
」
を
指
摘
す
る
こ
と
と
並
ん
で
、
ド
イ
ツ
人
は
好
ん
で
外
国

の
風
を
真
似
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
、
と
く
に
近
年
フ
ラ
ン
ス

の
風
俗
が
広
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
お
お
ら
か
に
付

言
さ
れ
る
。
項
目
の
筆
老
が
こ
の
傾
向
に
苦
々
し
い
思
い
を
抱

い
て
い
る
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
認
め
ら
れ
な
い
。

一一一

　
ツ
ェ
ド
ラ
ー
と
並
ん
で
、
一
八
世
紀
に
作
り
始
め
ら
れ
た
著

名
な
『
百
科
事
典
』
に
J
・
G
・
ク
リ
ュ
ー
ニ
ヅ
ツ
の
そ
れ
が

＾
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
．

あ
る
。
し
か
し
、
『
経
営
・
技
術
百
科
事
典
』
（
o
8
旨
昌
尻
9
－

8
9
昌
－
o
o
q
ぎ
庁
向
昌
着
－
o
思
昌
①
）
と
銘
打
っ
た
こ
の
『
百
科

事
典
』
は
、
一
七
七
三
年
に
第
一
巻
が
出
て
以
来
、
最
後
の
第

二
四
二
巻
が
一
八
五
八
年
に
送
り
出
さ
れ
る
ま
で
に
一
世
紀
近

く
も
か
か
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
記
事
の
検
討
は

ど
う
し
て
も
そ
の
巻
の
刊
行
年
代
と
睨
み
合
わ
せ
て
行
う
心
要

が
あ
る
。

　
ツ
ェ
ド
ラ
ー
の
場
合
と
同
様
に
、
ま
ず
、
「
ド
イ
ツ
民
族
」
を

こ
の
事
典
（
第
九
巻
、
一
七
七
六
年
、
一
六
七
頁
）
に
尋
ね
る

と
、
目
指
す
場
所
に
は
該
当
語
が
な
い
ぱ
か
り
か
、
近
く
に
あ

る
は
ず
の
U
g
房
9
9
忌
鼻
ω
o
巨
竃
o
な
ど
関
連
語
も
見
い
だ

α5
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す
こ
と
が
出
来
な
い
（
↓
g
a
g
①
に
つ
い
て
も
同
様
）
。

U
①
暮
ω
o
ご
・
o
o
巨
一
U
①
鼻
竃
7
ω
o
＝
峯
胃
ぶ
U
2
誌
o
ブ
窃
U
碧
－
な

ど
と
並
ん
で
、
た
だ
U
窒
誌
o
訂
ω
o
巨
－
①
と
い
う
見
出
語
の
も

と
で
、
外
国
人
が
ド
イ
ツ
の
画
家
全
体
を
こ
う
言
い
習
わ
し
て

い
る
と
い
う
短
い
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
な
ぜ

こ
う
な
の
か
、
を
筆
老
は
い
ま
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
が
、
お
そ
ら
く
一
九
世
紀
に
進
ん
で
か
ら
の
時
代
情
勢
の

中
で
あ
っ
た
ら
、
百
科
事
典
の
編
老
が
「
ド
イ
ツ
」
、
「
ド
イ
ツ

人
」
と
い
っ
た
項
目
を
拾
う
に
値
し
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
ま

ず
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
つ
ぎ
に
問
題
と
な
る
の
は
2
き
g
概

念
で
あ
る
。
こ
の
巻
（
第
一
〇
一
巻
、
一
八
〇
六
年
、
三
九
三

－
四
一
五
頁
）
は
一
九
世
紀
へ
越
え
て
か
ら
の
刊
行
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
大
革
命
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
こ
の
概
念
に

深
く
刻
み
込
ん
だ
政
治
的
意
味
は
、
直
接
的
に
は
、
こ
こ
で
の

説
明
自
体
に
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
て
い
な
い
。
こ
の
概
念
は

相
変
わ
ら
ず
前
政
治
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
扱
い
は

先
に
見
た
ツ
ェ
ド
ラ
ー
の
場
合
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
、
一
八
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
こ
の
概
念
の
標

準
的
理
解
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
そ
し
て
、
筆
者
の

こ
の
判
断
は
、
実
は
、
一
つ
の
文
献
学
的
確
認
に
も
支
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
は
後
回
し
に
し
て
、
ま
ず
は
、

ク
リ
ュ
ー
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
≧
き
昌
の
語
義
説
明
を
聞
け
ば

こ
う
で
あ
る
。

　
　
　
「
ラ
テ
ン
語
の
2
き
o
に
由
来
す
る
。
共
通
の
起
源
を

　
　
も
ち
、
共
通
の
言
語
を
話
す
と
こ
ろ
の
、
あ
る
ラ
ン
ト
土

着
の
住
民
で
あ
る
、
そ
し
て
、

や
や
狭
い
意
味
で
は
際
立

っ
た
思
考
・
行
動
様
式
な
い
し
z
螂
匡
旨
巴
需
卑
（
民
族

精
神
）
に
よ
っ
て
他
の
諸
民
族
（
＜
堅
ぎ
屋
o
霊
津
g
）
か

ら
区
別
さ
れ
る
も
の
を
い
う
、
さ
ら
に
、
そ
れ
は
単
一
の

国
家
を
な
す
こ
と
も
、
多
く
の
国
家
に
分
か
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ァ
、

ロ
シ
ァ
乞
與
巨
昌
。
こ
う
し
た
2
四
巨
旨
の
個
々
の
部
分
、

す
な
わ
ち
、
あ
る
方
言
を
話
す
地
方
住
民
が
時
に

z
き
昌
彗
と
呼
ぱ
れ
る
が
、
そ
の
用
法
は
構
成
員
が

2
φ
巨
冒
雪
に
分
か
れ
て
い
た
昔
の
大
学
に
お
い
て
も
用

い
ら
れ
た
。
こ
の
語
が
ラ
テ
ン
語
か
ら
借
用
さ
れ
る
以
前

は
、
乞
與
巨
昌
の
か
わ
り
に
く
o
寿
を
用
い
た
が
、
昔
の
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2
津
－
旨
彗
に
つ
い
て
は
な
お
そ
れ
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　
　
し
か
し
、
こ
の
語
の
多
義
性
の
ゆ
え
に
大
体
に
お
い
て
そ

　
　
れ
［
＜
◎
寿
］
を
こ
の
意
味
で
用
い
る
こ
と
は
放
棄
さ
れ
、

　
　
2
箒
ざ
目
に
つ
い
て
＜
α
寿
胃
竃
－
凹
津
な
る
語
を
導
入
す

　
　
る
試
み
が
な
さ
れ
て
す
で
に
大
方
の
賛
同
を
得
て
い
る
L
。

　
こ
の
語
義
説
明
は
、
後
述
す
る
ア
ー
デ
ル
ン
ク
の
ド
イ
ツ
語

辞
典
の
2
き
8
の
項
目
（
一
七
七
七
年
）
を
1
何
ら
断
り
な

し
に
ー
文
字
ど
お
り
引
き
写
し
、
そ
れ
に
短
い
、
し
か
し
か
な

り
夫
事
な
追
加
を
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
書
き
加
え
ら
れ

た
の
は
、
「
や
や
狭
い
意
味
で
は
際
立
っ
た
思
考
・
行
動
様
式

な
い
し
民
族
精
神
に
よ
っ
て
他
の
諸
民
族
か
ら
区
別
さ
れ
る
も

の
を
い
う
」
と
い
う
右
の
引
用
の
傍
線
部
分
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
、
こ
の
書
き
加
え
部
分
に
、
大
革
命
以
来
の
激
動
が
ド
イ
ツ

の
思
想
状
況
に
及
ぽ
し
た
影
響
を
見
て
取
る
こ
と
は
正
当
だ
と

思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
ナ
チ
オ
ン
が
前
政
治
的
概
念

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
ば
変
り
な
い
。
ナ
チ
オ
ン
は

決
し
て
政
治
形
象
で
は
な
く
、
し
か
も
必
ず
し
も
エ
ス
ニ
ッ
ク

に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
な
い
多
様
杢
言
語
、
文
化
集
団

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
応
こ

の
よ
う
に
語
義
を
押
さ
え
た
う
え
で
、
項
目
の
筆
老
は
自
前
の

記
述
に
移
り
、
お
よ
そ
人
類
が
ナ
チ
オ
ン
に
分
か
れ
る
と
い
う

の
は
な
ぜ
な
の
か
、
い
か
な
る
も
の
が
ナ
チ
オ
ン
の
規
定
要
因

な
の
加
を
い
わ
ぱ
哲
学
的
に
思
索
し
、
さ
ら
に
、
2
算
－
o
冨
－
・

9
胃
芽
箒
『
を
生
み
出
す
の
に
気
候
、
風
土
、
統
治
形
態
、
宗

教
、
教
育
の
及
ぼ
す
影
響
を
や
は
り
思
弁
的
に
検
討
し
て
、
そ

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
れ
な
り
に
重
要
な
役
割
を
認
め
つ
つ
長

い
説
明
を
終
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
2
き
8
と
並
ん
で
も
う
一
つ
の
基
本
概
念

＜
o
寿
に
つ
い
て
は
、
ク
リ
ュ
ー
ニ
ヅ
ツ
の
『
百
科
事
典
』
第
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
〕

二
七
巻
に
か
な
り
大
き
い
項
目
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
巻
が

刊
行
さ
れ
た
の
は
一
八
五
五
年
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
ツ
ェ
ド
ラ

ー
な
ど
一
八
世
紀
の
そ
れ
と
一
緒
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

概
念
の
記
述
内
容
か
ら
し
て
も
、
そ
れ
は
む
じ
ろ
、
一
九
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

第
二
四
半
期
以
降
の
ブ
ロ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
や
エ
ル
シ
ュ
・
グ
ル
ー

＾
1
3
）

バ
ー
と
合
わ
せ
て
別
に
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
『
百
科
事
典
』
の
検
討
は
ひ
と
ま
ず

打
ち
切
り
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
の
重
要
な
ド
イ
ツ

語
辞
典
の
中
に
問
題
の
諸
概
念
を
た
ず
ね
る
作
業
を
し
て
み
よ
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う
。
右
で
実
例
を
見
た
よ
う
に
、
言
語
辞
典
の
『
百
科
事
典
』

に
対
す
る
影
響
は
否
定
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
時
代
が
そ
の
言

葉
に
込
め
る
意
味
内
容
は
、
言
葉
の
最
も
敏
感
な
観
察
老
、
採

取
者
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
辞
典
の
中
に
掬
い
取
ら
れ
て
い
る
は

ず
だ
と
想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
J
・
㎝
・
ア
ー
デ
ル
ン
ク
の
『
高
地
ド
イ
ツ
語
辞
典
』
全
四

巻
は
、
一
七
七
四
年
か
ら
一
七
八
六
年
に
初
版
が
、
そ
し
て
、

一
七
九
三
年
か
ら
一
八
〇
一
年
に
「
犬
き
く
全
面
的
に
改
定
さ

れ
た
」
第
二
版
が
出
た
一
八
世
紀
を
代
表
す
る
ド
イ
ツ
語
の
犬

　
　
　
（
u
）

辞
典
で
あ
る
。
そ
の
第
二
版
が
近
年
復
刻
さ
れ
て
利
用
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
、
初
版
を
見
る
機
会

に
恵
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、
重
大
な
二
〇
年
を
は
さ
ん
だ
第
二

版
の
記
述
と
の
違
い
い
か
ん
と
い
う
興
味
深
い
関
心
を
満
た
す

こ
と
ま
で
は
で
き
て
い
な
い
。

　
ま
ず
、
∪
昌
房
o
戸
∪
g
房
争
9
0
昌
け
8
巨
竃
o
と
い
っ
た
語

は
相
互
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
そ
れ
以
上
説
明
の
不
要
な
概
念

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ぱ
U
昌
房
9
は
「
ド
イ
ツ
人
に

固
有
の
L
，
U
雪
房
9
①
は
「
ド
イ
ツ
に
生
ま
れ
つ
い
た
老
」
、

U
g
房
o
巨
彗
o
は
「
ド
イ
ツ
人
の
ラ
ン
ト
」
と
い
う
具
合
で
あ

る
。
「
ド
イ
ツ
」
は
既
に
こ
の
上
な
く
自
明
な
観
念
に
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
「
ド
イ
ツ
人
」
が
「
ド
イ
ツ
民
族
」
と
し
て
改

め
て
対
称
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
「
ド
イ
ツ
」
に
住
む
「
非
ド

イ
ツ
民
族
」
は
果
し
て
「
ド
イ
ツ
人
」
か
、
と
い
う
バ
ウ
ル
ス
・

キ
ル
ヒ
ェ
の
国
民
議
会
（
一
八
四
八
－
九
年
）
を
沸
か
せ
た
大

＾
1
5
）

問
題
な
ど
は
、
毛
筋
ほ
ど
も
意
識
に
上
る
こ
と
が
な
い
。

U
g
房
g
の
項
に
は
注
が
二
つ
付
い
て
い
て
、
一
つ
は
、
そ
れ

自
体
か
な
り
注
目
に
値
す
る
語
源
の
考
証
、
も
う
一
つ
は
、
語

の
綴
り
に
関
す
る
D
か
T
か
と
い
う
議
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
を

特
に
こ
こ
で
扱
う
必
要
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
と
こ
ろ
で
、
ア
ー
デ
ル
ン
ク
の
z
津
－
昌
が
政
治
以
前
的
に

規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
上
で
ク
リ
ュ
ー
ニ
ヅ
ツ
に

よ
る
孫
引
き
を
検
討
し
た
際
に
考
察
し
た
が
、
く
o
寿
概
念

（
第
四
巻
、
一
八
〇
一
年
、
一
二
二
四
－
一
二
二
六
欄
）
の
方
は

や
や
複
雑
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
事
態
の
変
化
の
な
か
で
こ
の

概
念
を
巡
る
手
探
り
の
整
序
努
力
が
な
さ
れ
る
様
子
も
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ー
デ
ル
ン
ク
は
、
＜
o
寿
と
い
う
語
に

姻6
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は
、
動
物
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
場
合
、
下
僕
や
兵
士
を
指
す

場
合
な
ど
広
い
用
法
が
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
、
杜
会
の
下
層
民

。
な
い
し
国
家
の
最
下
層
民
を
し
か
も
軽
蔑
的
に
指
す
こ
と
も
あ

る
、
と
各
種
の
用
法
を
詳
し
く
考
察
し
た
の
ち
、
最
近
の
文
筆

家
た
ち
は
、
「
ナ
チ
才
ン
な
い
し
市
民
杜
会
の
最
低
だ
が
最
大

の
部
分
と
い
う
意
味
で
の
こ
の
語
を
価
値
上
げ
（
ぎ
①
ε
し
よ

う
と
試
み
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
「
こ
の
試
み

が
一
般
的
賛
同
を
得
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
し
て
、
そ
の
理

由
を
「
国
家
の
最
夫
の
、
だ
が
不
当
に
蔑
ま
れ
て
来
た
部
分
を
、

気
高
く
他
意
無
き
言
葉
で
表
せ
る
語
が
欠
け
て
い
る
か
ら
だ
」

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
蔑
称
で
は
な
い
庶
民
な
い
し
人
民

と
い
ナ
意
味
で
の
フ
ォ
ル
ク
、
例
え
ば
「
フ
ォ
ル
ク
の
た
め
の

ロ
マ
ン
」
と
い
っ
た
語
法
の
定
着
が
期
待
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。

　
ア
ー
デ
ル
ン
ク
は
、
さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
の
理
解
に
お
け
る

「
民
族
」
に
最
も
近
い
＜
O
寿
の
語
義
に
進
む
。
す
な
わ
ち
、

「
共
通
の
先
祖
（
ω
言
昌
冒
く
斗
胃
）
を
認
め
、
ま
た
共
通
の
言
語

に
よ
っ
て
結
ぱ
れ
る
多
く
の
人
」
と
い
う
意
味
で
の
＜
O
寿
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
ま
た
予
想
に
反
し
て
、
そ
う
し
た

語
を
も
っ
て
呼
ぱ
れ
る
の
は
こ
と
、
こ
と
く
古
い
民
族
（
古
代
ユ

ダ
ヤ
民
族
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
人
、
ロ
ー
マ
人
な
ど
）
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
言
葉
の
こ
の
使
い
方
は
い
ま
だ
に
行
わ
れ
て
は

い
る
が
、
「
普
通
の
言
葉
使
い
に
お
い
て
は
稀
に
な
っ
て
来
」
、

と
く
に
、
2
き
冒
と
い
う
外
来
語
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
は
、

＜
o
寿
を
そ
の
意
味
で
用
い
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
逆
に
、
ア
ー
デ
ル
ン
ク
に
よ
れ
ぱ
、
「
く
o
寿
は
政
治

的
結
合
体
を
表
す
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
あ
る
君
主
の
も

と
に
立
つ
限
り
で
の
多
く
の
人
－
か
り
に
そ
れ
が
異
な
る
種

族
（
ω
蔓
昌
昌
①
）
、
言
語
の
も
の
で
あ
っ
て
も
1
を
指
す
」
こ

と
が
あ
る
と
述
べ
て
、
＜
o
茅
と
い
う
語
は
ほ
と
ん
ど
国
家
臣

民
に
近
い
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
し
か
し
、
ア
ー
デ
ル
ン
ク
に
と
っ
て
、
こ
の
語
法
は
ド
イ
ツ

語
の
正
し
い
用
い
方
と
は
い
え
な
い
。
極
め
て
興
味
深
い
こ
と

に
、
ア
ー
デ
ル
ン
ク
は
＜
o
寿
の
ほ
か
に
＜
α
寿
①
易
o
σ
饒
津
と

い
う
集
合
名
詞
を
と
く
に
取
り
上
げ
て
説
明
し
、
「
多
く
の
割

合
小
さ
い
親
縁
的
な
＜
α
寿
胃
を
全
体
と
し
て
と
ら
え
る
」
と

き
の
用
語
、
ま
た
は
、
「
多
く
の
＜
α
寿
胃
な
い
し
ω
註
昌
昌
①

か
ら
成
る
よ
う
な
く
O
寿
を
表
す
」
語
と
し
て
は
、
フ
ォ
ル
ク
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よ
り
も
こ
ち
ら
の
方
を
用
い
る
よ
う
推
奨
す
る
（
例
え
ぱ

句
墨
■
豊
色
ω
g
①
　
＜
α
寿
雪
8
ブ
良
F
　
↓
斗
胃
尿
o
－
①
　
＜
α
寿
g
・

ω
o
訂
津
）
。
か
れ
に
よ
れ
ぱ
、
こ
の
語
は
恐
ら
く
近
年
に
な
っ

て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
フ
ォ
ル
ク
と
い
う
多
義
的
で
、
し
か

も
犬
低
の
場
合
に
蔑
み
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
言
葉
を
避
け
る

意
図
が
そ
れ
を
促
し
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
、

同
時
に
、
か
れ
が
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
を
表
す
の
に
3
伽
津
彗
・

豊
ω
ぎ
ざ
＜
o
寿
と
い
う
表
現
を
断
固
斥
け
、
軍
彗
昌
ω
ぎ
ぼ

＜
α
寿
雪
8
－
良
↓
に
固
執
す
る
と
き
、
か
れ
の
頭
に
は
民
族
・

言
語
混
合
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
単
一
国
民
を
な
す
フ
ラ

ン
ス
の
ナ
シ
オ
ン
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
実
体
を

的
確
に
表
現
で
き
る
ド
イ
ツ
語
の
探
求
が
試
み
ら
れ
て
い
た
こ

と
だ
け
は
ま
ず
間
違
い
な
か
ろ
う
。

　
さ
て
、
ア
ー
デ
ル
ン
ク
の
辞
典
第
二
版
に
遅
れ
る
こ
と
数
年

に
し
て
、
こ
れ
か
ら
最
後
に
考
察
す
る
J
・
H
・
カ
ン
ペ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

『
ド
イ
ツ
語
辞
典
』
全
五
巻
が
刊
行
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
時
あ
た

か
も
大
革
命
・
ド
イ
ツ
帝
国
の
崩
壊
と
い
う
政
治
的
激
動
期
に

あ
た
り
、
ま
た
、
カ
ン
ペ
自
身
の
鋭
敏
な
時
代
感
覚
と
も
あ
い

ま
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
か
ら
、
杜
会
・
政
治
的
概
念
に
関

す
る
か
な
り
時
代
同
調
的
な
情
報
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
、
カ
ン
ペ
は
、
辞
典
編
纂
の
大
方
針
と
し
て
、
外
来
語
を

退
け
固
有
の
ド
イ
ツ
語
に
執
く
立
場
を
貫
い
て
い
る
た
め
、
例

え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
対
象
で
あ
る
オ
螂
巨
昌
な
る
語
は
端

的
に
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
反
し
て
、
＜
◎
寿
系

統
の
語
に
つ
い
て
の
カ
ン
ペ
の
考
察
は
極
め
て
興
味
深
い
内
容

を
含
ん
で
い
る
。

　
全
体
と
し
て
ア
ー
デ
ル
ン
ク
を
強
く
意
識
す
る
カ
ン
ベ
は
、

第
五
巻
（
一
八
一
一
年
、
四
三
三
－
四
頁
）
に
く
呂
ぎ
易
臣
津

の
項
を
た
て
、
部
分
的
に
は
ア
ー
デ
ル
ン
ク
を
そ
の
ま
ま
使
い

な
が
ら
、
し
か
し
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
ド
イ
ツ
の
現
実
を
は

じ
め
て
引
照
し
な
が
ら
こ
の
語
を
扱
う
。
す
な
わ
ち
、
「
多
く

の
小
さ
い
＜
α
寿
胃
ま
た
は
ω
轟
冒
冒
①
か
ら
な
る
＜
O
寿
」
と

＜
α
寿
①
易
o
臣
津
の
語
義
を
定
め
た
後
、
カ
ン
ペ
は
こ
う
述
べ

る
。
「
ド
イ
ツ
人
、
す
な
わ
ち
国
制
の
不
備
の
ゆ
え
に
、
確
か
に

あ
る
全
体
に
は
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
個
々
の
ド
イ
ツ

部
分
の
異
な
る
国
制
、
政
府
等
々
に
よ
り
、
相
互
に
か
な
り
異

な
る
疎
遠
な
都
分
を
な
し
て
い
る
ド
イ
ツ
人
が
、
し
ぱ
し
ば

く
α
寿
①
易
o
訂
津
と
呼
ぱ
れ
て
い
る
。
こ
の
名
辞
は
ま
た
、
ド

650



（143）　一八世紀のrドイツ民族」？

イ
ツ
人
を
呼
ぶ
の
に
＜
O
寿
な
る
名
辞
よ
り
適
切
で
あ
る
L
と
。

た
だ
、
ド
イ
ツ
に
住
む
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
、
バ
イ
エ
ル
ン
人
、

ボ
ヘ
ミ
ア
人
、
ザ
ク
セ
ン
人
、
プ
ロ
イ
セ
ン
人
な
ど
を
念
頭
に

お
い
て
U
ε
誌
O
訂
＜
0
：
寿
胃
8
巨
津
8
と
複
数
形
を
使
う
人

が
あ
る
け
れ
ど
、
こ
の
語
法
は
、
そ
れ
自
体
す
で
に
集
合
名
詞

で
あ
る
こ
の
語
の
誤
用
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
U
ε
房
o
汗

＜
α
寿
胃
8
＝
凹
津
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
カ
ン
ベ
に
よ
れ
ぱ
、
ド
イ
ツ
人
は
「
一
つ
の
フ
ォ
ル

ク
」
と
表
現
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
よ
り
適
切
に
は
「
諸
フ
ォ

ル
ク
体
」
と
言
う
べ
き
も
の
だ
、
と
診
断
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
現
状
把
握
と
概
念
理
解
は
、
＜
o
澤
と

い
う
語
の
説
明
に
お
い
て
、
こ
の
上
な
く
明
瞭
に
定
式
化
さ
れ

る
。
カ
ン
ベ
は
、
く
◎
寿
と
い
う
語
の
極
め
て
多
様
な
意
味
を

考
察
し
た
後
、
最
後
に
、
そ
の
重
要
な
語
義
と
し
て
、
フ
ォ
ル

ク
と
は
「
多
く
の
人
か
ら
成
る
全
体
で
あ
っ
て
、
同
一
の
政
府

の
も
と
、
一
つ
の
国
制
の
中
で
生
活
し
、
通
常
は
同
一
の
言
語

を
話
す
も
の
」
を
指
す
と
い
う
指
摘
を
す
る
。
フ
ォ
ル
ク
が
、

ア
ー
デ
ル
ン
ク
の
類
似
の
規
定
よ
り
い
わ
ぱ
非
身
分
制
的
・
国

民
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
目
に
つ
く
点
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
れ
が
カ
ン
ペ
に
よ
る
フ
ォ
ル
ク
の
語
義

説
明
の
最
後
で
あ
っ
て
、
「
民
族
」
の
意
味
で
の
そ
れ
が
終
に
登

場
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
し
っ
か
り
確
認
し

て
お
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
カ
ン
ペ
に
よ
れ
ば
、
エ
ジ
プ
ト
、

イ
ン
ド
、
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
の
7
オ
ル
ク
が
云
々
さ
れ
て
来

た
の
は
右
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
人
々
は
ま
た
、
近
く

は
同
様
の
意
味
で
「
し
ば
し
ば
［
正
当
に
］
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ

ン
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
ベ
イ
ン
等
々
の
フ
ォ
ル
ク
を
語
り
、

読
む
」
。
「
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
の
フ
ォ
ル
ク

（
o
g
房
9
窃
＜
o
寿
）
だ
け
は
〔
ま
だ
〕
欠
如
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
が
い
つ
の
日
か
ド
イ
ツ
帝
国
（
U
g
7

ω
9
易
零
－
9
）
の
廃
壇
か
ら
立
ち
現
れ
る
の
を
期
待
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
。
U
①
暮
8
－
窃
＜
◎
寿
は
、
ま
さ

に
将
来
実
現
さ
れ
る
べ
き
「
予
示
概
念
（
コ
ゼ
レ
ッ
ク
）
」
に
止

ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
の
始
め
に
引
用
し
た
ア
ー
ル
ン
ト
が
そ
れ
に
呼
ぴ
か
け
、

ま
た
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
ナ
チ
オ
ン
と
い
う
言
葉
の
も
と
で
そ
れ
に

語
っ
た
「
民
族
」
と
し
て
の
；
箒
暮
ω
9
鶉
＜
O
寿
．
、
は
、
一
八
世
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紀
末
の
二
人
の
し
か
も
時
代
状
況
二
目
語
状
況
に
敏
感
な
ド
イ

ツ
語
辞
典
編
纂
者
の
観
察
に
お
い
て
も
、
ま
だ
、
人
々
が
現
に

用
い
る
語
彙
と
し
て
採
集
さ
れ
、
説
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
リ

ア
ル
な
対
象
に
は
成
熟
し
て
い
な
い
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
1
）
　
＞
ヨ
隼
一
向
；
9
…
o
巨
員
穴
9
8
チ
尿
昌
易
旨
『
o
雪
冨
暮
－

　
ω
g
雪
宍
ユ
鍔
ω
－
仁
目
o
峯
9
昌
一
印
目
貝
ミ
昌
巨
o
q
①
－
雪
g
峯
マ
p

　
幸
討
9
目
o
＝
ユ
ω
巨
ざ
＝
雪
奉
o
－
『
冒
閂
目
目
ω
9
目
＝
箏
o
彗
津
o
o
暮
」
冒

　
o
g
ω
旨
①
岸
o
q
9
8
ω
o
＝
．
（
－
o
。
畠
）
二
『
幸
①
鼻
①
1
｝
o
1
；
．

　
｝
胃
－
具
岩
H
ω
）
一
ω
」
害
ド

（
2
）
ヨ
o
葦
①
」
o
ζ
…
O
o
巨
討
亘
勾
＆
9
彗
昌
①
o
9
一
ω
9
①

　
一
z
顯
9
o
目
一
｝
①
『
＝
目
一
宛
o
｝
－
ω
o
チ
＝
ヨ
〕
自
o
巨
－
｝
目
o
－
昌
－
藺
q
（
－
o
o
o
o
o
）
ー
フ
イ

　
ヒ
テ
の
「
ナ
チ
オ
ン
」
が
国
民
と
い
う
よ
り
民
族
の
意
味
に
お

　
い
て
語
ら
れ
て
い
る
点
は
改
め
て
断
る
ま
で
も
な
い
。
も
ち
ろ

　
ん
、
2
凹
巨
o
冨
－
①
冨
討
巨
轟
が
云
々
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
来

　
る
ぺ
き
国
民
の
形
成
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
周
知
の

　
と
こ
ろ
で
あ
る
が
。

（
3
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
＞
ユ
∴
　
＜
o
寿
一

　
z
與
巨
o
貝
z
顯
巨
昌
與
豪
目
易
一
竃
凹
窃
ρ
く
o
目
宛
－
宍
o
需
＝
g
ぎ
『

　
Ω
害
＝
巨
冨
實
一
声
戸
ミ
①
∋
①
■
｝
．
ω
｝
0
＝
畠
昌
寧
目
P
ぎ
一
〇
①
－

　
ω
o
巨
o
プ
庄
ざ
ケ
①
O
『
E
目
ら
〕
①
宵
－
弍
o
．
（
■
o
q
．
く
．
O
．
｝
『
E
コ
目
①
■
峯
1

　
0
o
冒
N
9
カ
’
穴
o
ω
①
＝
①
o
岸
）
一
困
o
．
ド
ω
一
∈
暮
①
目
顯
斗
　
（
H
o
0
N
）
一
ω
－
－
壮
－

－
＆
－
』
撃
－
昌
－
旨
ポ
ω
曽
－
ω
O
．
O
．
を
参
照
。
　
　
　
　
　
　
－

（
4
）
　
ω
o
サ
α
目
①
昌
凹
目
P
　
｝
①
∋
P
　
＜
o
寿
一
Z
o
巨
o
P
　
く
〒
×
■
．

　
（
写
亭
①
z
昌
8
岸
冒
匝
鼻
盲
－
｝
昌
ま
3
暑
．
g
．
ω
．
墨
H

　
－
ω
o
o
o
．

（
5
）
　
佐
々
木
博
光
「
出
自
神
話
で
み
る
ド
イ
ツ
史
」
（
『
人
文
学

報
』
七
一
号
、
一
九
九
二
年
、
九
七
1
＝
二
三
頁
）
。

（
6
）
　
筆
老
が
こ
う
し
た
検
討
を
試
み
よ
う
と
考
え
た
の
は
、
注

　
（
3
）
に
挙
げ
た
事
典
の
大
項
目
に
お
い
て
、
コ
ゼ
レ
ヅ
ク
が
行

　
っ
た
簡
単
で
は
あ
る
が
興
味
深
い
考
察
に
触
発
さ
れ
た
た
め
で

　
あ
る
。
六
〇
詔
畠
①
o
打
　
丙
9
ま
印
斗
一
■
o
■
－
斥
印
＝
ω
o
す
雪
　
勾
自
o
斥
－

；
鼻
」
『
O
P
O
芹
ω
。
ω
O
．
O
－
ω
O
。
㊤
。
な
お
、
本
稿
に
関
連
し
つ

　
つ
、
筆
老
が
も
う
少
し
広
い
枠
組
み
で
考
え
て
い
る
こ
と
に
つ

　
い
て
は
、
山
田
欣
吾
「
ド
イ
ツ
史
と
ド
イ
ツ
民
族
」
（
『
創
文
』

　
三
四
六
号
、
一
九
九
三
年
、
八
月
）
を
参
照
。

（
7
）
N
＆
可
こ
o
ζ
昌
匡
9
目
H
ざ
戸
9
o
黎
鶉
き
二
ω
轟
目
昌
胴
窃

　
○
邑
く
①
易
巴
．
■
①
邑
o
o
目
凹
＝
①
『
幸
｛
鶴
①
目
8
す
良
8
箏
ε
コ
〇
六
饒
目
－

　
9
①
1
①
O
O
｝
ま
．
－
①
甘
N
厨
＼
＝
印
－
－
①
（
ミ
曽
－
9
）
．
（
Z
昌
匝
昌
O
斥
一

9
竃
㌧
o
胃
－
賓
）
．
こ
の
事
典
の
発
行
事
情
に
つ
い
て
は
、
大
橋

渉
「
ツ
ェ
ド
ラ
ー
百
科
事
典
と
項
目
「
日
本
」
に
つ
い
て
L
（
『
和

光
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
二
〇
、
一
九
八
五
年
、
二
九
九
⊥
二

　
一
九
頁
）
を
参
照
。
な
お
、
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
大
橋
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氏
に
は
、
書
誌
学
的
情
報
そ
の
他
多
く
の
点
で
貴
重
な
ア
ド
バ

　
イ
ス
を
い
た
だ
い
た
。
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

（
8
）
　
ド
イ
ツ
民
族
の
由
来
と
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
実
は
、

　
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
一
九
世
紀
に
い
た
る
ま
で
殆
ど
一
般
的

　
に
支
配
し
て
い
た
、
と
言
っ
て
よ
い
。
例
え
ぱ
、
フ
ィ
ヒ
テ
が

　
『
ド
イ
ツ
民
族
に
告
ぐ
』
の
中
で
ド
イ
ツ
人
と
は
何
か
を
論
じ
、

　
ド
イ
ツ
人
と
他
の
ゲ
ル
マ
ン
諸
民
族
を
比
較
し
た
「
第
四
講
」

　
か
ら
「
第
七
講
」
の
議
論
に
そ
の
典
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
9
）
　
こ
の
点
で
鮮
や
か
な
対
照
を
な
す
の
は
、
一
八
五
二
年
に

　
刊
行
さ
れ
た
ブ
ロ
ヅ
ク
ハ
ウ
ス
の
『
百
科
事
典
』
第
一
〇
版
で

　
あ
る
。
そ
の
第
五
巻
U
o
暮
8
巨
嘗
o
の
項
目
で
、
執
筆
者
は
ド

　
イ
ッ
連
邦
の
地
理
的
、
統
計
的
記
述
を
行
う
際
、
四
二
〇
〇
万

　
の
人
口
を
国
別
で
は
な
く
何
よ
り
も
ま
ず
民
族
帰
属
関
係
に
よ

　
っ
て
仕
分
け
し
、
ド
イ
ツ
系
三
五
〇
〇
万
、
ス
ラ
ブ
系
六
〇
〇

　
万
、
ロ
ー
マ
ン
ス
系
五
〇
万
、
ユ
ダ
ヤ
人
四
〇
万
、
そ
の
他
少

数
の
ジ
プ
シ
ー
、
ア
ル
メ
ニ
ア
人
な
ど
を
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
が

　
ど
こ
に
多
数
居
住
し
て
い
る
か
を
述
べ
て
い
る
。
宰
o
鼻
・

　
臣
畠
一
≧
－
需
昌
9
竃
宗
暮
ω
o
訂
丙
畠
－
白
冒
昏
－
o
忌
昌
①
｝
饒
H

昌
①
o
q
｝
畠
g
8
ω
轟
邑
ρ
－
9
＞
＝
p
と
．
｝
α
．
5
号
N
鉗
（
畠
蜆
N
）
一

　
ω
．
鶉
o
い

（
1
0
）
　
内
昌
三
S
一
旨
す
団
目
目
　
0
8
お
一
〇
①
8
目
o
昌
－
竃
＝
・

8
g
g
－
o
o
q
一
8
ざ
因
篶
着
一
〇
〇
萱
亙
o
序
『
竺
潟
昌
9
8
ω
ω
葛
－

　
后
昌
o
胃
－
凹
目
o
・
雪
凹
冒
ω
・
匡
目
」
ω
一
凹
g
ω
．
奉
－
斗
8
－
與
津
．
N
§

　
↓
訂
自
』
邑
ま
（
－
ミ
ω
－
H
o
。
蜆
o
。
）
・
こ
こ
で
は
、
一
九
八
二
年
に
出

　
た
マ
イ
ク
ロ
・
フ
ィ
ヅ
シ
ュ
版
（
雪
巨
o
穿
9
貝
g
∋
ω
竃
㍗

　
R
艮
O
ヨ
一
）
を
利
用
し
た
。

（
u
）
　
宍
『
冒
目
岸
ぶ
o
戸
9
け
一
一
り
ゴ
9
－
N
N
↓
1
ω
．
N
ω
①
－
N
べ
o
．
葭
甲
く
．
O
．

冒
＝
亀
冒
”
昌
一
思
『
豪
（
畠
雷
）
1

（
1
2
）
ブ
ロ
ヅ
ク
ハ
ウ
ス
に
つ
い
て
筆
者
が
参
照
し
え
た
の
は
、

　
第
三
版
、
一
二
巻
本
（
一
八
一
四
－
二
〇
年
）
か
ら
第
一
〇
版
、

　
一
五
巻
本
（
一
八
五
一
－
五
五
年
）
ま
で
五
つ
の
版
で
あ
る
が
、

　
そ
れ
ら
諸
版
の
記
述
の
内
容
的
変
化
を
追
跡
す
る
だ
け
の
時
間

　
的
余
裕
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
1
3
）
　
宰
ω
｝
；
ま
彗
目
ω
與
昌
亮
－
俸
O
H
旦
］
胃
こ
争
彗
目
O
o
亭

巨
鼻
≧
衙
①
目
9
冒
穿
o
旨
一
〇
思
昌
①
宗
『
峯
落
雪
8
霊
箒
目

　
冒
o
宍
旨
ω
苛
；
o
～
婁
8
樹
胃
H
ミ
｝
』
ρ
5
甘
N
何
（
畠
畠
－

　
畠
o
．
o
）
．
「
エ
ル
シ
ュ
・
グ
ル
ー
バ
ー
」
と
略
称
さ
れ
る
こ
の
マ

　
ン
モ
ス
『
百
科
事
典
』
は
、
A
B
両
セ
ク
シ
ョ
ン
に
分
け
て
A

。
と
0
か
ら
平
行
的
に
刊
行
さ
れ
始
め
た
が
、
そ
れ
で
も
完
成
に

　
至
ら
な
か
っ
た
。
筆
老
に
と
っ
て
残
念
な
の
は
、
N
と
V
の
部

　
分
が
未
刊
の
ま
ま
終
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

（
u
）
　
＞
o
色
冒
目
o
目
－
　
－
o
す
與
目
目
　
O
す
ユ
卑
o
O
戸
　
　
O
『
嘗
自
目
－
凹
巨
ω
o
す
■

　
穴
ユ
巨
8
＝
鶉
幸
α
ユ
胃
一
］
篶
す
』
實
＝
o
o
7
0
①
鼻
ω
o
－
①
目
竃
冒
宇

凹
耳
N
．
＞
畠
」
｝
庄
p
－
9
寝
耐
（
ミ
8
－
冨
昌
）
．
2
①
巨
昌
鼻

昌
津
9
冨
『
冒
邑
肇
昌
目
旧
冒
o
｝
｛
巨
ぎ
宵
著
竃
①
＜
昌
＝
9
冒
鼻

　
■
o
目
目
ρ
雪
」
巨
①
ω
－
9
昌
（
H
㊤
べ
o
）
・
な
お
、
ア
ー
デ
ル
ン
ク
に
つ
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い
て
は
、
ヘ
ン
ネ
の
解
説
の
ほ
か
、
≧
－
潟
目
9
畠
U
g
誌
o
箒
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