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ー
　
　
チ

ヨ
ム
　
　
　
　
“
　
　
　
　
　
　
　
与

ス
キ
ー
と
ボ
ー
セ

　
生
戒
文
法
の
創
始
者
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
が
一
九
六
六
年
に
著
し
た

『
デ
カ
ル
ト
派
言
語
学
』
は
、
生
成
文
法
が
西
欧
恩
想
の
合
理
主

義
哲
学
の
伝
統
に
根
ざ
し
た
理
論
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
言
語
学
の
枠
を
こ
え
て
、
多
く
の
ひ
と
ぴ
と
に
驚
き

を
も
っ
て
む
か
え
ら
れ
た
。
と
は
い
え
、
デ
カ
ル
ト
と
ポ
ー
ル
・

ロ
ワ
イ
ヤ
ル
文
法
を
中
心
に
し
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
、

フ
ン
ボ
ル
ト
と
い
っ
た
、
ふ
つ
う
な
ら
合
理
主
義
の
潮
流
と
は
無

縁
と
み
な
さ
れ
る
思
想
家
も
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
論
じ
る
チ
ョ
ム

ス
キ
ー
の
や
り
か
た
に
は
、
か
な
り
杜
撰
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
は

た
し
か
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
ア
ー
ス
レ
フ
は
、
「
デ
カ
ル
ト
派
言
語
学
」
な
ど
存

在
し
た
た
め
し
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
理
解
か
ら
思
想
史
的
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
い
た
る
ま
で
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
本
は
誤
り
だ

ら
け
で
あ
る
と
は
げ
し
く
批
判
し
て
い
る
（
＞
胃
巴
①
干
；
〒

＝
⑩
）
。

　
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
は
『
デ
カ
ル
ト
派
言
語
学
』
の
欠
陥
を
恩

想
史
的
観
点
か
ら
あ
れ
こ
れ
あ
げ
つ
ら
う
気
に
は
な
れ
な
い
。
た

し
か
に
そ
の
本
は
「
合
理
主
義
思
想
の
歴
史
の
一
章
」
と
い
う
副

題
が
付
さ
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
出
来
事
の
意
味
は
特
定
の
時

問
と
空
間
の
な
か
で
決
定
さ
れ
る
と
い
う
「
歴
史
意
識
」
が
、
チ

ョ
ム
ス
キ
ー
に
あ
る
か
ど
う
か
疑
問
な
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、

チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
「
そ
も
そ
も
歴
史
だ
の
恩
想
史
な
ど
と
い
う
も

の
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
（
田
中
』
竃
）
と
い
う
指
摘
は
、

チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
議
論
の
本
質
を
つ
い
て
い
る
。
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だ
か
ら
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
が
書
い
た
の
は
ほ
ん
と
う
の
意
味
で

の
言
語
恩
想
史
で
は
な
く
、
生
成
文
法
の
学
問
的
正
統
性
を
主
張

す
る
た
め
の
宣
伝
文
書
で
あ
る
と
考
え
た
ほ
う
が
、
そ
の
本
の
意

図
を
正
確
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
期
せ
ず
し
て
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
な
側
面
を
も
ふ
く
め
て
、
生
成
文
法
の
系
譜
学
を
描

い
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
生
成
文
法
は

大
い
な
る
一
般
文
法
の
伝
統
へ
の
先
祖
帰
り
と
い
う
側
面
が
あ
る

の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
一
般
文
法
の
伝
統
に
生
成
文
法
を
結
ぴ
つ
け
よ
う
と

す
る
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
婆
勢
に
は
、
故
意
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、

大
き
な
言
い
落
と
し
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
一
八
世
紀
に
一
般

文
法
を
構
想
し
た
者
の
ほ
と
ん
ど
が
、
デ
カ
ル
ト
で
は
な
く
ロ
ッ

ク
の
経
験
論
を
理
論
的
前
提
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
点
で
、
『
デ
カ
ル
ト
派
言
語
学
』
だ
け
で
は
な
く
、
ほ
か
の

チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
ど
の
本
に
も
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
名
前
が
登
場

し
な
い
の
は
象
徴
的
で
あ
る
。
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
一
切
の
合
理

論
的
前
提
を
排
し
て
感
覚
論
的
立
場
に
立
ち
な
が
ら
も
一
般
文
法

を
構
想
し
た
こ
と
は
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　
一
八
世
紀
の
一
般
文
法
に
お
い
て
、
言
語
は
恩
考
の
写
し
で
あ

り
、
思
考
を
構
成
す
る
諸
観
念
の
あ
い
だ
の
関
係
は
、
あ
ら
ゆ
る

言
語
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、

哲
学
的
基
礎
を
合
理
論
に
も
と
め
よ
う
と
経
験
論
に
も
と
め
よ
う

と
、
ひ
と
し
く
認
め
ら
れ
た
公
準
で
あ
っ
た
。
こ
の
把
握
こ
そ
が
、

一
般
文
法
と
い
う
理
論
装
置
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

諸
観
念
の
関
係
が
、
観
念
連
合
に
も
と
づ
く
並
列
的
な
関
係
（
コ

ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
）
で
あ
る
か
、
観
念
相
互
の
つ
く
る
階
層
的
な
順

序
関
係
（
デ
ェ
マ
ル
セ
、
ボ
ー
ゼ
）
で
あ
る
か
が
一
般
文
法
の
方

向
性
を
決
定
し
た
。
し
か
し
、
デ
ュ
マ
ル
セ
は
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク

に
対
立
し
な
が
ら
も
、
お
な
じ
く
ロ
ッ
ク
の
経
験
論
を
信
奉
し
て

い
た
の
で
あ
り
、
や
は
り
合
理
論
対
経
験
論
と
い
う
対
立
は
二
次

的
な
の
で
あ
る
。

　
一
八
世
紀
に
一
般
文
法
を
構
想
し
た
者
の
う
ち
、
は
っ
き
り
と

合
理
論
的
基
礎
に
た
つ
こ
と
を
宣
言
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
ボ
ー

ゼ
た
だ
ひ
と
り
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
チ
ョ
ム
ス
キ

ー
ば
よ
く
知
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
一
般
文
法
は
あ
ら

ゆ
る
個
別
言
語
に
先
立
つ
「
普
遍
的
一
般
的
な
原
理
」
を
対
象
と

す
る
「
演
緯
的
科
学
」
で
あ
る
と
い
う
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
理
論

に
と
っ
て
要
と
な
る
主
張
は
、
か
な
ら
ず
ボ
ー
ゼ
の
著
作
か
ら
の

引
用
で
補
強
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
O
ぎ
目
芽
＜
－
畠
①
二
二
〇
。
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H
竃
㊤
」
）
。
お
そ
ら
く
、
生
成
文
法
に
も
う
と
も
親
和
力
を
も
つ

の
は
、
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
文
法
で
も
、
フ
ン
ボ
ル
ト
で
も
な

く
、
ボ
ー
ゼ
の
一
般
文
法
理
論
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

デ

ユ
マ
ル
セ
と
ボ
ー
ゼ

　
当
初
『
百
科
全
書
』
の
言
語
関
係
の
項
目
の
執
筆
を
担
当
し
て

い
た
の
は
、
デ
ュ
マ
ル
セ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
第
七
巻
に
掲
載

さ
れ
た
「
文
法
家
（
O
冨
昌
目
巴
ユ
彗
）
」
を
最
後
に
し
て
、
デ
ュ

マ
ル
セ
は
一
七
五
六
年
に
世
を
去
っ
た
。
（
ち
な
み
に
、
こ
の
第

七
巻
に
は
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
筆
に
よ
る
追
悼
文
「
デ
ュ
マ
ル
セ

賛
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
）
そ
れ
以
降
は
複
数
の
人
間
が
後
を

引
き
継
い
だ
が
、
そ
の
な
か
で
「
倒
置
法
（
冒
き
邑
昌
）
」
「
言

語
（
5
長
亮
）
」
「
教
育
法
（
ζ
Φ
亭
O
箒
）
」
「
命
題
（
～
ε
O
ω
一
－

饒
昌
）
」
「
慣
用
（
⊂
窒
O
q
①
）
」
な
ど
の
重
要
項
目
を
担
当
し
た
の

が
、
当
時
王
立
兵
学
校
で
文
法
を
教
え
て
い
た
ボ
ー
ゼ
で
あ
る
。

執
筆
者
名
は
．
．
軍
戸
宛
。
≦
．
．
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
霊
曽
．

詠
①
冒
〇
一
①
丙
o
言
－
①
ζ
旨
冨
一
冨
．
．
の
略
で
あ
る
。
（
執
筆
者
問
題

に
関
し
て
は
＞
弓
O
⊆
X
冨
お
一
お
－
9
を
見
よ
。
）
そ
し
て
、
一

七
六
七
年
に
な
る
と
、
ボ
ー
ゼ
は
彼
の
理
論
の
集
大
成
と
し
て

『
一
般
文
法
（
o
量
昌
昌
竺
轟
o
目
9
9
竺
①
）
』
を
刊
行
し
た
。

　
ボ
ー
ゼ
は
、
一
般
文
法
の
理
論
の
方
向
性
に
お
い
て
は
、
デ
ュ

マ
ル
セ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、

『
百
科
全
書
』
の
項
目
の
引
き
継
ぎ
と
い
う
重
要
な
任
務
が
、
ボ

ー
ゼ
に
あ
て
が
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
け
れ
ど
も
、
デ
ュ
マ
ル
セ
と
ボ
ー
ゼ
と
の
あ
い
だ
に
は
、
見
の

が
す
こ
と
の
で
き
な
い
ち
が
い
が
あ
る
。
そ
の
ち
が
い
は
、
理
論

の
核
心
に
か
か
わ
る
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
周
辺
部
で
起
こ
る
比

較
的
さ
さ
や
か
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
ロ
ッ
ク
の
経
験

論
に
忠
実
で
あ
り
た
デ
ュ
マ
ル
セ
と
、
合
理
論
に
も
と
づ
く
ボ
ー

ゼ
と
の
ち
が
い
が
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
し
て
、
見
の
が
す

こ
と
は
で
き
な
い
。

（
1
）
　
文
法
と
比
楡
の
起
源

　
第
一
は
、
文
法
の
起
源
と
比
楡
の
起
源
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
デ
ュ
マ
ル
セ
は
、
〈
主
語
－
動
詞
－
目
的
語
〉
か
ら
な
る
「
単

純
構
文
（
8
畠
旨
9
ま
目
ω
弐
旦
①
）
」
は
理
性
に
よ
る
思
考
の
分

析
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
言
語
に
お
け
る
命
題
の
了
解

に
と
っ
て
第
一
の
基
礎
で
あ
る
と
考
え
た
が
、
実
際
に
言
語
が
歴

史
的
に
形
成
さ
れ
る
と
き
に
、
こ
の
単
純
構
文
が
基
礎
と
な
っ
た

と
は
見
て
い
な
か
っ
た
。
デ
ュ
マ
ル
セ
に
よ
れ
ぱ
、
言
語
が
発
生

す
る
際
に
は
「
一
種
の
本
能
と
感
情
の
形
而
上
学
」
（
O
E
ζ
彗
－
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窒
尻
け
ω
』
o
。
）
が
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
後
に
文
法

家
が
言
語
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
文
法
的
規
則
が

成
立
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
デ
ュ
マ
ル
セ
に
と
っ
て
、
歴
史

と
理
性
は
一
致
せ
ず
、
「
起
源
」
の
意
味
は
両
義
的
な
ま
ま
に
と

ど
ま
っ
て
い
た
。

　
歴
史
と
理
性
を
一
致
さ
せ
る
方
法
は
ふ
た
つ
あ
っ
た
。
ひ
と
つ

は
、
理
性
の
成
立
そ
の
も
の
を
歴
史
的
な
発
生
論
の
も
と
で
と
ら

え
る
立
場
で
あ
り
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
こ
れ
に

あ
た
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
理
性
は
歴
史
に
対
し
て
超
越
的
な
立

場
に
あ
り
、
理
性
は
歴
史
の
起
源
に
お
い
て
す
で
に
顕
現
し
て
い

る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
じ
つ
は
、
こ
れ
が
ボ
ー
ゼ
の
一
般
文
法

の
基
礎
に
あ
る
考
え
か
た
で
あ
う
た
。

　
デ
ィ
ド
ロ
は
『
聾
唖
者
書
簡
』
に
お
い
て
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク

の
理
論
に
し
た
が
い
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
語
は
倒
置
法
と
い
う

「
始
源
の
時
代
の
片
言
の
残
存
」
を
最
も
も
た
な
い
理
性
的
秩
序

を
も
つ
言
語
で
あ
る
と
の
べ
た
（
冒
o
雪
〇
二
寒
①
）
。
ボ
ー
ゼ
も
、

フ
ラ
ン
ス
語
が
「
分
析
秩
序
」
に
最
も
忠
実
な
理
性
的
言
語
で
あ

る
と
い
う
点
で
は
デ
ィ
・
ド
ロ
と
一
致
す
る
。
け
れ
ど
も
、
ボ
ー
ゼ

は
倒
置
法
さ
ら
に
は
比
楡
（
⇒
o
q
昌
①
）
一
般
の
起
源
に
対
し
て
、

デ
ィ
ド
ロ
と
は
正
反
対
の
見
解
を
も
っ
て
い
た
。
ボ
ー
ゼ
に
よ
れ

ぱ
、
「
倒
置
法
は
始
源
の
時
代
の
片
言
の
残
存
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、

反
対
に
、
言
語
の
誕
生
か
ら
ず
っ
と
後
の
時
代
の
弁
論
術
の
最
初

の
試
み
」
（
－
彗
O
q
亮
し
目
向
ミ
ε
ミ
S
§
貧
け
O
』
祭
）
な
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
始
源
の
言
語
は
、
倒
置
法
を
つ
か
わ
ず
分
析
秩
序

に
忠
実
套
言
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
倒
置
法
は
、
時
代
が
く
だ

る
に
つ
れ
て
、
情
念
と
想
像
カ
に
よ
っ
て
人
間
が
意
図
的
に
つ
く

り
だ
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
デ
ィ
ド
ロ
が
理
性
的
秩
序
に
も
と
づ
く
「
制
度
的
構
文
」
と
呼

ぶ
も
の
は
、
ボ
ー
ゼ
の
い
う
「
分
析
秩
序
（
O
a
冨
竃
巴
茸
5
亮
）
」

と
ほ
ぼ
お
な
じ
語
順
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
ボ
ー
ゼ
は
、

デ
ィ
ド
ロ
が
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
発
生
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
基
礎

に
し
て
、
制
度
的
構
文
が
あ
る
歴
史
的
段
階
に
な
づ
て
は
じ
め
て

形
成
さ
れ
た
と
と
ら
え
た
こ
と
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
ボ
ー
ゼ

に
と
っ
て
分
析
秩
序
と
は
、
書
語
が
用
い
ら
れ
る
か
ぎ
り
存
在
し

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
了
解
性
の
基
礎
で
あ
り
、
そ
れ
は
歴
史
的
形

成
物
で
は
な
い
。
分
析
秩
序
は
「
自
然
の
真
正
の
秩
序
で
あ
り
、

あ
ら
ゆ
る
慣
用
の
変
異
と
技
術
の
発
明
よ
り
以
前
に
存
在
す
る
も

の
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
言
語
は
デ
ュ
マ
ル
セ
の
い
う
よ
う

に
「
本
能
と
感
情
の
形
而
上
学
」
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
は

な
く
、
は
じ
め
か
ら
理
性
的
な
「
分
析
秩
序
」
に
も
と
づ
い
て
い
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た
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ボ
ー
ゼ
の
い
う
「
分
析

秩
序
」
は
、
後
か
ら
文
法
学
者
が
引
き
出
し
た
規
則
な
の
で
は
な

く
、
（
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
い
う
「
普
遍
文
法
」
が
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
）
精
神
の
な
か
に
実
在
す
る
実
体
な
の
で
あ
る
。

　
デ
ュ
マ
ル
セ
と
ボ
ー
ゼ
の
こ
の
よ
う
な
立
場
の
ち
が
い
は
、
言

語
に
お
け
る
「
慣
用
（
易
鍔
①
）
」
の
役
割
の
と
ら
え
か
た
に
も

反
映
し
て
い
る
。
デ
ュ
マ
ル
セ
は
、
構
文
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
分
類

す
る
際
に
、
単
純
構
文
と
比
楡
的
構
文
に
く
わ
え
て
、
単
純
構
文

で
は
な
い
が
個
別
言
語
の
憤
用
が
正
当
と
認
め
た
構
文
と
し
て

「
慣
用
構
文
（
8
冒
弓
9
口
9
富
亮
＝
①
）
」
と
い
う
分
類
を
加
え

た
（
冒
』
薫
胃
墨
－
ω
二
■
甲
窒
1
ω
⑩
）
。
お
そ
ら
く
デ
ュ
マ
ル
セ
に

は
、
合
理
的
基
準
に
よ
っ
て
歴
史
的
言
語
の
慣
用
を
裁
断
す
る
こ

と
に
た
め
ら
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ボ
ー
ゼ
に
と
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
「
憤
用
構
文
」
と
い
う
概
念
は
必
要
な
か
っ
た
。

慣
用
に
し
た
が
っ
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
分
析
秩
序
に
し
た
が

づ
て
い
な
い
構
文
は
す
べ
て
「
比
楡
的
構
文
」
な
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
そ
の
と
き
は
個
別
言
語
の
慣
用
そ
の
も
の
が
比
楡
か
ら
成

り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
比
楡
と
は
言
語
の
「
本
来
的
状

態
」
か
ら
の
偏
差
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
ボ
ー
ゼ
に
と
っ
て
言
語

の
「
本
来
的
状
態
」
は
個
別
言
語
の
慣
用
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

普
遍
的
理
性
に
も
と
づ
く
分
析
秩
序
の
も
と
に
の
み
見
出
さ
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
。

（
2
）
　
言
語
教
育
に
お
け
る
〈
『
8
庄
篶
〉
と
く
S
涼
昌
v

　
啓
蒙
主
義
の
言
語
論
に
お
い
て
〈
教
育
〉
の
主
題
系
は
き
わ
め

て
重
要
で
あ
う
た
。
こ
ど
も
か
ら
大
人
へ
の
成
長
は
〈
自
然
〉
か

ら
く
文
明
V
へ
の
進
歩
と
類
比
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
た
め
、
個
体

発
生
が
系
統
発
生
を
反
復
す
る
よ
う
に
、
教
育
は
言
語
の
歴
史
的

形
成
過
程
を
模
倣
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
冶
れ
た
の
で
あ
る
。

　
デ
ュ
マ
ル
セ
は
〈
主
語
i
動
詞
－
目
的
語
〉
と
い
う
単
純
構
文

（
8
冨
気
g
ま
昌
9
昌
亘
①
）
が
あ
ら
ゆ
る
言
語
の
理
解
の
基
礎
と

な
る
も
の
と
考
え
、
こ
の
認
識
を
言
語
教
育
に
反
映
さ
せ
よ
う
と

し
て
、
『
ラ
テ
ン
語
学
習
の
合
理
的
方
法
』
を
著
わ
し
た
。
こ
う

し
て
、
ま
ず
ラ
テ
ン
語
の
原
文
を
ま
ず
単
純
構
文
に
変
形
し
、
つ

ぎ
に
ラ
テ
ン
語
の
単
語
を
フ
ラ
ン
ス
語
の
単
語
に
置
き
換
え
、
最

後
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
語
順
に
と
と
の
え
る
と
い
う
教
育
法
が
生
ま

れ
た
。
こ
れ
を
デ
ュ
マ
ル
セ
は
「
分
析
方
法
（
∋
Φ
乎
o
箒
Φ
畠
－

気
↓
昼
亮
）
」
と
名
づ
け
た
。
し
か
し
デ
ュ
マ
ル
セ
は
、
こ
の
「
分

析
方
法
」
を
す
ぐ
さ
ま
生
徒
に
ほ
ど
こ
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

デ
ュ
マ
ル
セ
は
言
語
教
育
に
く
『
昌
饒
罵
V
と
〈
S
庁
昌
〉
と
い

う
ふ
た
つ
の
段
階
を
設
定
し
た
。
〈
；
弓
巨
Φ
V
に
お
い
て
は
、
原
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文
の
文
法
的
説
明
を
い
っ
さ
い
お
こ
な
わ
ず
、
ラ
テ
ン
語
の
文
の

単
語
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
意
味
が
し
め
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ

う
し
て
ラ
テ
ン
語
の
経
験
を
積
む
こ
と
で
、
生
徒
は
ラ
テ
ン
語
が

フ
ラ
ン
ス
語
と
い
か
に
こ
と
な
る
規
則
を
も
つ
言
語
で
あ
る
か
を

実
感
と
し
て
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
段
階
が
十
分
達
成
さ

れ
た
の
ち
に
、
〈
『
巴
ω
昌
V
の
段
階
が
お
と
ず
れ
る
。
こ
の
く
轟
一
－

伽
昌
V
の
段
階
に
お
い
て
は
じ
め
て
分
析
方
法
が
ラ
テ
ン
語
に
適

用
さ
れ
て
文
法
的
説
明
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

〈
『
昌
饒
完
〉
に
お
い
て
直
感
で
把
握
し
た
も
の
を
く
冨
尿
昌
V
に

お
い
て
は
理
論
で
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
デ
ュ
マ
ル
セ
は
、
ロ
ッ

ク
の
経
験
論
的
教
育
理
論
に
し
た
が
っ
て
、
十
分
な
実
践
（
o
轟
－

庄
ε
①
）
を
積
み
重
ね
た
後
に
、
は
じ
め
て
理
論
（
亭
Φ
o
ま
）
を

あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
と
い
え
よ
う
。
（
o
巨
…
彗
－

窒
蒜
一
」
一
曽
ー
ミ
）

　
ボ
ー
ゼ
は
、
デ
ュ
マ
ル
セ
が
〈
轟
尿
9
〉
の
段
階
で
し
め
す
教

育
法
に
つ
い
て
は
意
見
を
お
な
じ
く
す
る
。
ボ
ー
ゼ
に
と
っ
て
そ

れ
は
ま
さ
に
一
般
文
法
を
教
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
づ
た
。

と
こ
ろ
が
、
ボ
ー
ゼ
は
デ
ュ
マ
ル
セ
の
い
う
〈
『
g
饒
篶
〉
の
部

分
は
不
要
で
あ
り
、
教
育
は
は
じ
め
か
ら
く
『
巴
ω
昌
V
の
段
階
か

ら
は
じ
め
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
デ
ェ
マ
ル
セ
は
、
こ
ど

も
の
理
性
は
最
初
か
ら
分
析
方
法
の
推
理
に
つ
い
て
い
く
ほ
ど
発

達
し
て
い
な
い
と
考
え
た
が
、
ボ
ー
ゼ
に
よ
れ
ぱ
、
こ
ど
も
が
母

語
の
非
合
理
的
慣
用
を
つ
う
じ
て
知
っ
て
い
る
も
の
だ
け
で
、
最

初
か
ら
〈
冨
庁
昌
〉
の
段
階
に
入
る
準
備
が
で
き
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
デ
ュ
マ
ル
セ
の
よ
う
に
、
母
語
に
加
え
て
、
生
徒
を

ラ
テ
ン
語
の
非
合
理
的
憤
用
の
な
か
に
入
り
込
ま
せ
る
の
は
、

「
か
れ
ら
の
精
神
を
理
性
な
し
に
（
3
畠
轟
オ
昌
）
進
ま
せ
る
よ

う
に
習
慣
づ
け
る
」
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
ボ
ー
ゼ
は
「
す
ぐ

れ
た
文
章
の
理
性
的
で
な
い
説
明
は
精
神
を
退
化
さ
せ
る
だ
け

だ
」
と
ま
で
言
う
の
で
あ
る
（
…
Φ
；
O
O
P
ま
向
ミ
§
ミ
S
“
§
㊦
一
け

；
二
雪
I
o
o
）
。

　
ボ
ー
ゼ
は
、
実
践
を
軽
視
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
実
践
を
つ
う

じ
て
理
論
は
堅
固
な
も
の
と
な
る
と
い
う
点
を
確
認
し
て
は
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
実
践
の
な
か
か
ら
理
論
を
見
出
し
て
い
く

こ
と
を
意
味
し
な
か
ウ
た
。
ボ
ー
ゼ
は
、
出
発
点
を
は
っ
き
り
と

認
識
し
て
一
般
的
な
も
の
か
ら
個
別
的
事
例
に
降
り
て
い
く
ほ
う

が
、
個
別
的
事
例
か
ら
到
達
点
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
む
な
し
く
一

般
的
な
も
の
に
さ
か
の
ぼ
る
よ
り
も
は
る
か
に
効
果
的
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
認
識
は
具
体
的
な
教
育
方
法
の
問
題
を
こ
え
て
、
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ボ
ー
ゼ
の
一
般
文
法
の
理
論
的
位
置
づ
け
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い

る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
一
般
文
法
の
規
則
は
個
別
文
法
に
先

立
っ
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
慣
用
の
事
実
の
な
か
に
降
り
て
い

く
の
は
、
た
だ
一
般
文
法
の
原
理
の
確
認
と
そ
の
適
用
の
た
め
だ

け
な
の
で
あ
る
。

（
3
）
　
命
題
（
肩
ε
o
ω
三
昌
）
と
言
表
作
用
（
雪
昌
9
き
昌
）

　
デ
ュ
マ
ル
セ
は
、
文
は
す
な
わ
ち
命
題
で
あ
り
、
命
題
は
思
考

の
像
で
あ
る
と
考
え
た
が
、
す
べ
て
の
命
題
が
判
断
（
言
O
q
Φ
1

昌
①
巨
）
を
表
す
わ
け
で
は
な
い
と
し
た
。
判
断
ど
は
、
対
象
が

あ
る
客
観
的
状
態
に
あ
る
こ
と
を
肯
定
あ
る
い
は
否
定
す
る
こ
と

か
ら
な
り
、
こ
う
し
た
文
に
つ
い
て
は
真
偽
の
検
証
が
可
能
で
あ

る
。
典
型
的
に
は
、
判
断
は
直
接
法
で
言
い
表
さ
れ
る
。
し
か
し
、

た
と
え
ば
．
．
ω
o
言
N
ω
鍔
①
．
．
と
言
っ
た
場
合
、
こ
の
文
は
あ
な
た

が
賢
い
か
賢
く
な
い
か
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ

な
た
が
賢
く
あ
れ
と
い
う
願
望
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
ま
た
、

ほ
か
に
も
命
令
、
条
件
づ
け
、
依
頼
な
ど
を
表
わ
す
文
も
そ
う
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
は
、
対
象
の
記
述
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

対
象
に
つ
い
て
「
精
神
の
あ
る
種
の
見
方
を
言
い
表
す
」
（
U
巨

…
彗
ω
巴
ω
一
け
甲
畠
）
も
の
で
あ
り
、
直
接
法
以
外
の
法
を
用
い

て
言
い
表
さ
れ
る
。
デ
ュ
マ
ル
セ
は
こ
う
し
た
文
を
判
断
と
区
別

し
て
、
「
言
表
作
用
（
雪
O
目
O
厨
ま
昌
）
」
と
名
づ
け
た
。
た
だ
し
、

判
断
と
言
表
作
用
と
の
ち
が
い
は
、
構
文
の
統
辞
関
係
に
あ
る
わ

け
で
は
な
く
、
精
神
と
客
体
と
の
関
係
の
ち
が
い
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
（
こ
う
し
た
把
握
は
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
よ
る
事
実
確
認
文

と
行
為
遂
行
文
の
区
別
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
）

　
ボ
ー
ゼ
は
、
こ
う
し
た
デ
ュ
マ
ル
セ
の
見
解
を
批
判
す
る
。
ボ

ー
ゼ
は
、
デ
ュ
マ
ル
セ
の
い
う
判
断
と
言
表
作
用
は
お
な
じ
も
の

で
あ
る
と
い
う
。
ボ
ー
ゼ
に
よ
れ
ぱ
、
言
語
の
本
質
的
な
目
的
は

他
者
に
自
己
の
認
識
を
伝
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
わ

れ
わ
れ
の
認
識
は
、
こ
れ
こ
れ
の
様
態
の
こ
れ
こ
れ
の
関
係
の
も

と
で
、
存
在
の
叡
知
的
現
存
（
婁
蚕
昌
8
一
葦
①
目
8
ε
①
一
）
を

知
覚
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
。
こ
の
認
識
は
、
主
語
と
述

語
か
ら
成
る
判
断
を
つ
く
り
だ
す
。
そ
し
て
、
命
題
が
主
語
と
述

語
か
ら
な
る
論
理
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
し
た
が
う
な
ら
、
そ
れ
は
な

ん
で
あ
れ
判
断
を
言
い
表
し
て
い
る
。
存
在
の
叡
知
的
現
存
が
、

わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
な
か
に
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
な
ら
、
そ
の

認
識
は
真
と
な
り
、
そ
う
で
な
い
と
き
は
偽
と
な
る
が
、
「
真
で

あ
れ
偽
で
あ
れ
、
こ
の
認
識
が
判
断
で
あ
り
、
こ
の
判
断
の
表
現

が
命
題
で
あ
る
」
（
甲
O
君
ω
ヨ
9
二
目
向
ミ
e
g
S
“
§
雨
二
．
冨
一

ミ
ー
）
。
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つ
ま
り
ボ
ー
ゼ
は
、
主
体
が
経
験
の
な
か
で
は
た
ら
か
せ
る

「
精
神
の
見
方
」
と
い
う
要
素
を
完
全
に
排
除
し
、
あ
ら
ゆ
る
文

阯
命
題
の
本
質
を
、
対
象
に
つ
い
て
の
知
的
認
識
の
表
現
へ
と
遼

元
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ボ
ー
ゼ
に
お
い
て
は
、
対
象
の

「
叡
知
的
現
存
」
に
対
応
す
る
も
の
が
、
言
語
そ
の
も
の
の
「
叡

知
的
現
存
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
あ
つ
か
う
の
が
一
般
文
法
の
理
論

な
の
で
あ
る
。

3
　
ボ
ー
ゼ
の
一
般
文
法
理
論

　
ボ
ー
ゼ
の
一
般
文
法
の
理
論
は
、
デ
ュ
マ
ル
セ
の
理
論
を
さ
ら

に
精
密
に
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
．
の
だ
が
、
デ
ュ
マ
ル
セ
の
な

か
に
あ
う
た
経
験
論
的
要
素
は
は
う
き
り
と
切
り
捨
て
ら
れ
、
合

理
論
的
方
向
づ
け
が
徹
底
さ
れ
る
こ
と
が
、
う
え
の
こ
と
か
ら
ポ

わ
1
か
る
。

　
そ
れ
で
は
ボ
ー
ゼ
の
一
般
文
法
の
理
論
的
枠
組
み
は
ど
の
よ
う

な
も
の
だ
ろ
う
か
。

　
精
神
の
一
回
の
行
為
の
所
産
と
し
て
の
恩
考
（
…
①
潟
冨
浄
）

は
「
純
粋
に
叡
知
的
で
、
必
然
的
に
不
可
分
で
あ
る
」
。
こ
の
恩

考
の
全
体
が
、
抽
象
作
用
（
き
g
轟
o
巨
昌
）
に
よ
う
て
、
思
考

の
要
素
と
し
て
の
諸
観
念
と
、
そ
れ
ら
諸
観
念
の
間
の
相
互
の
関

係
へ
と
分
析
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
観
念
相
互
の
関
係
は
、
そ
の
項

（
↓
胃
∋
鶉
）
の
問
に
定
ま
っ
た
秩
序
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

ボ
ー
ゼ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
る
。

　
「
先
行
性
（
宥
一
〇
葦
心
）
は
、
先
立
つ
項
に
固
有
の
も
の
で
あ

り
、
後
置
性
（
o
o
ω
蒜
ユ
o
『
ま
）
は
そ
れ
に
後
続
す
る
項
に
本
質

的
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
同
一
の
思
考
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
観
念

の
あ
い
だ
に
は
、
諸
観
念
の
す
べ
て
が
恩
考
に
対
し
て
も
つ
関
係

（
冨
暑
o
ユ
）
か
ら
生
ま
れ
、
観
念
相
互
の
諸
関
連
（
冨
一
き
o
易
）

に
も
と
づ
く
な
ん
ら
か
の
継
起
性
（
彗
o
8
邑
昌
）
が
あ
る
こ
と

に
な
る
。
…
…
わ
た
し
は
こ
の
継
起
性
に
分
析
秩
序
（
o
邑
葛

竃
竺
茸
5
；
）
と
い
う
名
前
を
あ
た
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い
か

な
る
言
語
に
お
い
て
言
い
表
さ
れ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
思
考
の
分

析
の
結
果
で
あ
る
と
同
時
に
、
言
説
の
分
析
の
基
礎
で
あ
る
の
だ

か
ら
。
」
（
－
印
目
O
q
⊆
9
巨
肉
ミ
S
ミ
8
§
膏
一
け
㊤
』
彗
）

　
典
型
的
な
分
析
秩
序
は
、
〈
主
語
－
動
詞
－
目
的
語
〉
と
い
う

構
文
で
あ
る
。
主
語
が
動
詞
に
先
行
し
、
動
詞
が
目
的
語
に
先
行

す
る
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
の
固
有
性
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
思
考
は
そ
れ
自
体
で
は
単
一
不
可
分
の
叡
知
性
の
も
と
に
あ
る

が
、
継
起
性
を
も
っ
た
言
説
が
「
恩
考
の
可
感
的
な
像
」

（
巨
e
と
な
る
こ
と
に
よ
づ
て
、
恩
考
は
伝
達
可
能
な
も
の
と
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な
る
。
し
か
し
、
こ
の
像
は
原
型
で
あ
る
恩
考
の
秩
序
を
忠
実
に

言
い
表
さ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
分
析
秩
序

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
分
析
秩
序
だ
け
が
、
「
つ
ぎ
つ
ぎ
と

生
ま
れ
て
は
消
え
去
っ
て
い
く
こ
の
［
こ
と
ば
と
い
う
］
像
の
秩

序
と
均
衡
を
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
旨
鼻
）
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
現
実
に
は
発
音
さ
れ
る
と
同
時
に
消
滅
す
る
こ
と
ば
を
、

精
神
の
了
解
性
に
つ
な
ぎ
と
め
る
の
が
分
析
秩
序
の
役
割
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
分
析
秩
序
の
原
理
は
「
人
問
精
神
の
本
性
（
冨
－

ε
篶
）
と
同
様
に
不
変
で
あ
り
」
「
あ
ら
ゆ
る
言
語
へ
の
影
響
は

必
然
的
で
あ
り
普
遍
的
で
あ
る
」
（
重
O
．
）
。
こ
の
分
析
秩
序
と

い
う
「
原
型
的
で
不
変
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
」
が
な
け
れ
ぱ
、
こ
と

な
る
世
代
や
こ
と
な
る
地
域
の
ひ
と
び
と
、
さ
ら
に
は
個
々
の
人

問
ど
う
し
の
あ
い
だ
で
さ
え
、
言
語
に
よ
る
恩
考
の
伝
達
が
不
可

能
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
し
た
が
う
て
、
分
析
秩
序
は
、
あ
ら
ゆ

る
言
語
の
伝
達
可
能
性
（
8
昌
昌
旨
一
8
巨
－
ま
）
と
、
社
会
の
魂

で
あ
る
思
考
の
交
流
（
8
昌
目
零
8
）
の
普
遍
的
き
ず
な
な
の
で

あ
る
」
（
旨
已
．
）
。

　
し
か
し
、
言
語
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
が
分
析
秩
序
に
還
元
し
う
る

わ
け
で
は
な
い
。
お
の
お
の
の
言
語
は
、
「
理
性
」
に
還
元
で
き

な
い
固
有
の
「
慣
用
（
易
品
①
）
」
に
よ
づ
て
も
成
り
立
っ
て
い

る
。
こ
う
し
て
ボ
ー
ゼ
は
、
言
語
が
普
遍
的
理
性
と
相
対
的
慣
用

の
ふ
た
つ
の
原
理
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
た
。
た

だ
し
、
言
説
の
了
解
性
と
伝
達
性
は
つ
ね
に
分
析
秩
序
に
よ
う
て

基
礎
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
憤
用
は
言
語
に
と
っ

て
あ
く
ま
で
二
次
的
・
付
随
的
な
要
因
に
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
、

こ
の
ふ
た
つ
の
領
域
に
対
応
し
て
ふ
た
つ
の
文
法
が
存
在
す
る
。

そ
れ
が
一
般
文
法
（
o
q
轟
冒
昌
巴
8
⑰
q
g
9
巴
Φ
）
と
個
別
文
法

（
O
q
S
昌
昌
当
H
①
O
彗
ユ
O
巨
箒
『
①
）
で
あ
る
。

　
一
般
文
法
は
思
弁
（
伽
息
昌
置
ユ
o
目
）
に
よ
っ
て
言
語
の
普
遍

的
原
理
を
あ
つ
か
う
科
学
（
ω
9
彗
8
）
で
あ
る
が
、
個
別
文
法

は
そ
の
普
遍
的
原
理
を
個
々
の
言
語
の
窓
意
的
憤
用
に
応
用
す
る

こ
と
か
ら
な
る
技
芸
（
胃
吋
）
で
あ
る
。
ボ
ー
ゼ
は
、
こ
の
ち
が

い
を
際
立
た
せ
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
一
般
文
法
の
原
理
は
あ
ら
ゆ
る
言
語
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
。

「
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
原
理
は
諸
言
語
の
可
能
性
（
君
ω
ω
董
一
幕
）

の
み
を
想
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
知
的
活
動
に
お
い
て
人
間

理
性
を
導
く
原
理
と
お
な
じ
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
一
言
で

い
え
ば
、
永
遠
の
真
理
の
原
理
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
。
そ
れ
に

対
し
て
、
個
別
文
法
は
言
語
の
後
に
来
る
。
な
ぜ
な
ら
、
個
別
文

法
は
す
で
に
存
在
す
る
諸
言
語
の
慣
用
を
観
察
し
た
結
果
で
し
か
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あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
｝
8
一
』
註
？
×
1
×
－
）

　
し
た
が
っ
て
、
一
般
文
法
と
個
別
文
法
の
真
理
性
の
基
準
は
こ

と
な
る
レ
ベ
ル
に
あ
る
。
一
般
文
法
は
、
個
別
言
語
の
慣
用
か
ら

抽
象
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
慣
用
と
は
独
立
に
存
在
し
、

そ
の
上
位
に
立
つ
普
遍
的
原
理
を
対
象
と
す
る
。
そ
の
一
方
、
個

別
言
語
の
慣
用
は
、
つ
ね
に
一
般
文
法
の
原
理
に
忠
実
に
し
た
が

う
わ
け
で
は
な
い
。
憤
用
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
「
固
有
語
法

（
一
皇
O
募
冒
①
）
」
は
、
け
っ
し
て
普
遍
的
原
理
に
は
還
元
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
別
文
法
が
対
象
と
す
る
現
実

の
憤
用
の
な
か
に
、
一
般
文
法
の
原
理
に
合
致
し
な
い
点
が
あ
っ

て
も
、
一
般
文
法
の
原
理
が
誤
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
般

文
法
は
「
恩
考
の
本
性
」
と
い
う
「
不
変
の
真
理
」
に
も
と
づ
い

て
い
る
の
に
対
し
、
個
別
文
法
は
「
偶
然
的
で
悉
意
的
で
変
わ
り

や
す
い
慣
習
に
依
存
す
る
仮
定
的
真
理
」
だ
け
を
あ
つ
か
う
か
ら

で
あ
る
。
（
ま
巨
二
×
）

　
こ
う
し
て
ボ
ー
ゼ
は
、
一
般
文
法
と
個
別
文
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の

対
象
と
領
域
を
明
確
に
画
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ふ
た
つ
の

種
類
の
文
法
は
、
科
学
は
技
芸
の
あ
た
え
る
事
実
を
観
察
し
、
技

芸
は
科
学
の
あ
た
え
る
原
理
を
適
用
す
る
と
い
う
相
互
依
存
の
関

係
に
あ
る
と
い
う
。
ボ
ー
ゼ
に
よ
れ
ぱ
、
こ
れ
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
が

と
っ
た
実
験
と
観
察
に
よ
る
自
然
法
則
の
追
究
の
方
法
と
ま
っ
た

く
お
な
じ
だ
と
い
う
。
ボ
ー
ゼ
は
『
一
般
文
法
』
の
序
文
で
こ
う

い
っ
て
い
る
。

　
「
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
は
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
の
慣
用
を
文
法

的
現
象
と
し
て
見
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
観
察
す
る
こ
と
は
、

文
法
の
原
理
の
体
系
の
基
礎
と
し
て
役
立
つ
は
ず
で
あ
っ
た
。
わ

た
し
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
文
法
を
調
べ
て
み
た
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
、

シ
リ
ア
語
、
カ
ル
デ
ア
語
、
ギ
リ
シ
ア
語
、
ラ
テ
ン
語
、
フ
ラ
ン

ス
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
バ
ス
ク
語
、
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
語
、
英
語
、
ゴ
ー
ル
語
、
ド
イ
ツ
語
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
、
ラ

ッ
プ
語
、
中
国
語
、
ペ
ル
ー
語
。
そ
こ
こ
こ
に
た
ま
さ
か
見
出
さ

れ
る
光
あ
る
道
を
あ
き
ら
め
ず
に
、
わ
た
し
は
そ
こ
に
原
理
よ
り

も
事
実
を
さ
が
し
も
と
め
た
の
で
あ
る
。
」
（
旨
巨
一
×
く
）

　
こ
こ
で
ボ
ー
ゼ
は
完
全
に
帰
納
的
方
法
に
し
た
が
づ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
、
ボ
ー
ゼ
に
と
っ
て
、
一
般
文
法
の
原

理
が
理
性
の
普
遍
的
秩
序
に
も
と
づ
か
ね
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
白
明
の
公
理
で
あ
る
と
同
時
に
、
け
づ
し
て
放
棄
し
え
な

い
理
論
的
要
請
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ボ
ー
ゼ
が
事
実
の
森

の
な
か
で
迷
う
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
は
じ
め
か
ら
一
般
原
理

の
存
在
を
確
信
し
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
事
実
、
つ
づ
け
て
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ボ
ー
ゼ
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。

　
「
こ
の
方
法
に
し
た
が
う
こ
と
に
よ
り
、
わ
た
し
は
あ
ら
ゆ
る

と
こ
ろ
に
同
一
の
眺
め
、
同
一
の
一
般
原
理
、
言
語
活
動
に
共
通

す
る
法
則
に
お
け
る
同
一
の
普
遍
性
を
見
出
し
た
。
諸
言
語
の
ち

が
い
や
固
有
語
法
（
巨
o
募
8
①
）
は
、
一
般
原
理
の
こ
と
な
る

側
面
、
あ
る
い
は
共
通
の
基
本
法
則
の
こ
と
な
る
適
用
に
す
ぎ
な

い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
・
…
・
・
し
た
が
っ
て
、
地

上
の
あ
ら
ゆ
る
民
族
は
、
こ
と
ば
（
重
o
昌
鶉
）
の
多
様
性
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
絶
対
に
、
同
一
の
言
語
（
5
晶
品
①
）
を
不
規

則
も
例
外
も
な
く
話
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
言
語
の
必
要
要
素

（
里
Φ
昌
昌
房
急
8
ω
窒
マ
鶉
o
目
－
竃
o
目
品
①
）
は
、
ま
っ
た
く
少

数
の
も
の
に
還
元
で
き
る
の
で
あ
る
。
」
（
董
匝
．
一
×
≦
）

　
ボ
ー
ゼ
に
よ
れ
ば
、
一
般
文
法
は
言
語
の
可
能
性
の
み
を
あ
つ

か
う
。
個
別
文
法
は
、
一
般
文
法
が
提
示
す
る
可
能
性
の
う
ち
の

い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
、
個
々
の
言
語
の
な
か
で
現
実
化
す
る
。

つ
ま
り
、
一
般
文
法
は
、
け
っ
し
て
個
々
の
言
語
の
文
法
規
則
か

ら
抽
象
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
過
去
の
言
語
で
あ
れ
、
い

ま
話
さ
れ
て
い
る
言
語
で
あ
れ
、
い
ま
だ
未
知
の
言
語
で
あ
れ
、

言
語
が
言
語
で
あ
る
か
ぎ
り
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
必
要
条
件
の
総

体
が
、
一
般
文
法
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
ボ
ー
ゼ
は
、
こ
の
「
言
語
の
必
要
要
素
」
を
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
に
分
け
て
い
る
。
第
一
は
「
音
声
要
素
（
里
Φ
昌
昌
誌
ま
5
寝
・

；
一
①
）
」
、
第
二
は
「
品
詞
要
素
（
里
Φ
昌
彗
房
O
巴
．
O
轟
涼
昌
）
」
、

第
三
は
「
統
辞
要
素
（
里
⑭
昌
彗
詠
思
5
ξ
葦
翼
①
）
」
で
あ
る
。

現
在
の
用
語
で
い
う
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
音
韻
論
、
形
態
論
、
統
辞

論
の
分
野
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

　
ボ
ー
ゼ
は
、
第
二
の
「
品
詞
要
素
」
と
第
三
の
「
統
辞
要
素
」

は
、
個
々
の
言
語
の
規
則
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
前

も
っ
て
精
神
の
な
か
に
配
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
甘
し

か
も
個
々
の
言
語
は
、
こ
れ
ら
精
神
の
な
か
に
あ
る
要
素
を
基
礎

に
し
て
み
ず
か
ら
の
規
則
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
そ

の
逆
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
（
ぎ
く
零
色
o
p
巨
向
s
§
～
s
蟹
｝
恥

け
o
。
一
〇
。
蜆
o
。
）
。
だ
－
か
ら
こ
そ
ボ
ー
ゼ
は
、
始
源
の
言
語
は
分
析
秩

序
に
忠
実
に
し
た
が
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
比
楡
と
倒
置
法
は
の

ち
に
人
問
的
悉
意
に
よ
っ
て
も
ち
こ
ま
れ
た
技
術
だ
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
そ
の
言
語
の
一
般
原
理
と
や
ら
は
、
ど
の
よ
う
に

し
て
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
事
実
に
先
立
ち
、

そ
れ
ら
事
実
の
成
立
の
根
拠
と
な
る
原
理
が
、
歴
史
の
な
か
で
成

立
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
ボ
ー
ゼ
は
、
ど
う
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し
て
も
言
語
の
起
源
に
た
い
す
る
一
定
の
答
え
を
提
出
せ
ざ
る
を

え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

4
　
一
般
文
法
と
言
語
神
授
説

　
ボ
ー
ゼ
は
、
「
言
語
の
起
源
と
段
階
的
発
展
を
証
明
す
る
た
め

に
野
生
人
（
ぎ
ヨ
ヨ
①
ω
彗
竃
O
q
①
）
の
仮
定
を
認
め
る
」
（
－
竃
一

①
q
畠
し
目
向
s
ε
良
8
§
寅
け
㊤
一
N
g
）
論
者
た
ち
を
徹
底
的
に
批

判
す
る
。
と
く
に
名
前
を
あ
げ
て
は
い
な
い
が
、
こ
こ
で
ボ
ー
ゼ

が
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
言
語
が
「
自
然
状
態
」
の
な
か
か

ら
自
然
的
記
号
と
し
て
発
生
し
、
し
だ
い
に
制
度
的
記
号
へ
と
発

展
し
た
と
と
ら
え
る
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
理
論
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
こ
で
、
ボ
ー
ゼ
は
ル
ソ
ー
が
『
人
問
不
平
等
起
源
論
』
の
な
か

で
し
め
し
た
見
解
を
論
駁
の
た
め
に
ひ
き
あ
い
に
出
す
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
言
語
の
発
生
を
自
然
状
態
か
ら
説
き
お
こ
そ
う
と
す

る
ル
ソ
ー
は
、
ボ
ー
ゼ
に
と
っ
て
批
判
の
的
と
な
る
こ
と
に
は
か

わ
り
が
な
い
。
け
れ
ど
も
、
『
人
問
不
平
等
起
源
論
』
の
な
か
で

ル
ソ
ー
が
解
決
不
可
能
だ
と
し
て
投
げ
出
し
た
い
く
つ
か
の
ア
ポ

リ
ア
は
、
ボ
ー
ゼ
が
自
説
の
正
し
さ
を
証
明
す
る
た
め
の
論
拠
と

な
り
え
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ル
ソ
ー
が
提
出
し
た
ア
ポ
リ
ア
は
、
つ
ぎ
の
三
つ
に
ま

と
め
ら
れ
る
。

　
第
一
は
、
真
の
自
然
状
態
か
ら
言
語
が
発
生
す
る
必
然
牲
が
ど

う
し
て
も
説
明
で
き
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
、
コ
ン

デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
言
語
の
形
成
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
す
で
に

社
会
の
存
在
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
た
。
と

こ
ろ
が
そ
う
な
る
と
、
自
然
状
態
で
は
意
志
の
疎
通
が
お
こ
な
わ

れ
ず
、
ま
た
、
そ
の
必
要
性
も
感
じ
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
こ

か
ら
ど
う
し
て
言
語
が
必
要
と
さ
れ
た
か
が
説
明
で
き
な
く
な
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
言
語
と
思
考
の
循
環
性
で
あ
る
。
「
人
問
が
考
え
る

こ
と
を
学
ぶ
た
め
に
は
言
語
が
必
要
で
あ
っ
た
と
す
れ
ぱ
、
言
語

の
技
術
を
見
出
す
た
め
に
は
、
考
え
る
術
を
心
得
る
こ
と
が
さ
ら

に
必
要
」
（
カ
O
易
ω
＄
三
畠
）
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
循
環

か
ら
は
ど
う
し
て
も
ぬ
け
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
第
三
は
、
言
語
と
社
会
の
循
環
性
で
あ
る
。
「
言
語
の
制
定
に

と
っ
て
す
で
に
結
合
し
た
社
会
が
必
要
な
の
か
、
そ
れ
と
も
社
会

の
成
立
に
と
っ
て
す
で
に
発
明
さ
れ
た
言
語
が
必
要
な
の
か
と
い

う
、
こ
の
困
難
な
問
題
」
（
箏
U
己
一
ミ
）
は
、
第
二
の
も
の
と
お

な
じ
く
ら
い
解
決
不
可
能
な
問
い
な
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ル
ソ
ー
は
「
言
語
が
純
粋
に
人
間
的
な
手
段
に
よ
っ
て
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生
ま
れ
確
立
さ
れ
え
な
。
か
う
た
と
い
う
こ
と
が
ほ
ぼ
証
明
さ
れ
た

と
確
信
し
L
（
－
巨
巳
、
議
論
を
先
に
進
め
る
の
で
あ
る
。

　
ボ
ー
ゼ
は
、
ル
ソ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
な
ア
ポ
リ
ア
が
生
ず
る

の
は
、
言
語
が
自
然
状
態
か
ら
段
階
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い

う
仮
説
自
体
が
誤
り
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
ボ
ー
ゼ
は
つ
ぎ
の

よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
「
も
し
最
初
の
言
語
と
最
初
の
社
会
と
い
う
も
の
を
、
人
問
的

な
経
路
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
に
固
執
す
る
な
ら
、

世
界
の
永
続
性
と
人
類
の
世
代
の
永
続
性
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く

な
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
の
意
味
で
の
最
初
の
社
会
や
最
初
の

言
語
な
ど
と
い
う
考
え
は
あ
き
ら
め
る
ほ
か
な
い
。
…
－
・
人
間
が

話
す
こ
と
な
く
存
在
し
は
じ
め
た
の
な
ら
、
人
問
は
け
っ
し
て
そ

の
後
も
話
す
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
」
（
－
彗
①
q
冒
L
目
b
S
§
■

9
s
§
貧
け
Φ
』
竃
）

　
つ
ま
り
ボ
ー
ゼ
は
、
た
と
え
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
や
ル
ソ
ー
の
い

う
よ
う
な
人
間
の
自
然
状
態
と
い
う
も
の
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、

そ
こ
か
ら
け
っ
し
て
言
語
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
と
言
う
の
で

あ
る
。
（
ボ
ー
ゼ
は
こ
こ
で
聾
唖
者
と
野
生
児
の
例
を
ひ
き
あ
い

に
出
す
の
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
糟
谷
（
冨
竃
）
を
見
よ
。
）

　
人
問
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
人
問
は
言
語
を
話
し
て
い
た
。
言

語
は
け
っ
し
て
人
間
の
意
志
に
よ
っ
て
発
明
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
。
と
す
る
と
、
い
う
た
い
言
語
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
ボ
ー
ゼ
の
答
え
は
こ
う
で
あ
る
。

　
「
野
生
人
の
仮
説
は
、
創
成
記
の
正
統
的
な
歴
史
に
よ
っ
て
反

駁
さ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
最
初
の
言
語
を
形
成
す
る
た

め
の
妥
当
な
手
段
を
な
ん
ら
あ
た
え
て
く
れ
な
い
。
最
初
の
言
語

を
自
然
的
（
冨
g
至
一
①
）
と
想
定
す
る
こ
と
は
、
自
然
と
い
う

も
の
の
恒
常
的
で
統
一
的
な
あ
り
か
た
と
も
相
容
れ
な
い
も
う
ひ

と
つ
の
考
え
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
み
ず
か
ら
が
、
最
初
の

二
人
の
人
問
に
か
け
が
え
の
な
い
話
す
能
カ
を
あ
た
え
た
だ
け
で

は
満
足
せ
ず
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
社
会
の
要
求
に
必
要
な
語
と

言
い
ま
わ
し
を
考
え
だ
す
欲
望
と
技
術
を
か
れ
ら
に
直
接
ふ
き
こ

む
こ
と
に
よ
っ
て
、
話
す
能
力
を
す
ぐ
さ
ま
十
全
に
開
花
さ
せ
た

の
で
あ
る
。
」
（
旨
δ
．
一
曽
ω
）

　
つ
ま
り
、
一
般
文
法
の
基
礎
と
な
る
言
語
の
一
般
原
理
と
普
遍

的
要
素
は
、
神
が
あ
た
え
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

で
も
疑
問
が
お
こ
る
。
原
初
の
言
語
が
理
性
の
普
遍
的
秩
序
に
も

と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
ど
う
し
て
地
上
に
は
こ
れ

ほ
ど
多
様
な
言
語
が
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
も
や
は
り
ボ
ー
ゼ
は
神
授
説
に
助
け
を
も
と
め
る
。
原
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初
の
言
語
が
分
裂
し
多
様
化
し
た
の
も
、
言
語
の
誕
生
と
お
な
じ

く
、
神
の
カ
の
介
入
に
よ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
言
語
の
歴
史

的
変
化
は
け
っ
し
て
不
連
続
で
は
な
く
、
つ
ね
に
漸
進
的
に
し
ら

ず
し
ら
ず
の
う
ち
に
生
じ
る
の
で
、
理
解
の
断
絶
は
生
じ
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
相
互
理
解
が
不
可
能
な
ほ
ど
言
語
を
多
様
に
し
た

の
は
、
漸
進
的
に
生
じ
る
自
然
的
変
化
で
は
な
く
、
神
の
奇
跡
に

よ
る
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ボ
ー
ゼ
は

こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
「
も
し
言
語
の
分
裂
が
前
日
に
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
起
こ

っ
て
い
た
の
な
ら
、
次
の
日
も
そ
う
で
あ
り
つ
づ
け
る
だ
ろ
う
。

も
し
そ
れ
ま
で
の
変
化
の
進
行
に
も
は
や
も
と
づ
か
な
い
異
常
な

激
変
（
忍
く
o
巨
巨
昌
）
が
次
の
日
に
起
こ
る
な
ら
ぱ
、
そ
れ
ま
で

の
変
化
が
こ
の
激
変
の
原
因
で
あ
る
と
は
け
っ
し
て
み
な
せ
な
い

だ
ろ
う
。
し
た
が
づ
て
、
こ
の
激
変
は
そ
の
原
因
に
お
い
て
も
結

果
に
お
い
て
も
突
然
の
も
の
で
あ
り
、
奇
跡
に
よ
る
も
の
と
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
、
奇
跡
で
し
か
あ
り
え
な
い

出
来
事
を
、
自
然
的
な
原
因
に
よ
っ
て
説
明
す
る
の
は
、
は
な
は

だ
し
い
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
」
（
－
一
〕
巨
』
蟹
）

　
こ
れ
が
ボ
ー
ゼ
の
言
語
神
授
説
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
言
語
の
創

造
杢
言
語
の
分
裂
も
、
ひ
と
え
に
神
の
力
の
介
入
に
よ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
神
授
説
は
、
ボ
ー
ゼ
の
一
般

文
法
の
理
論
と
ど
の
よ
う
に
接
統
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

5
　
一
般
文
法
に
お
け
る
神
と
自
然

　
ジ
ュ
り
ヤ
ー
ド
は
、
ボ
ー
ゼ
が
こ
の
よ
う
だ
神
授
説
を
と
っ
た

の
は
、
当
時
の
検
閲
を
配
慮
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い

る
（
旨
＝
彗
守
M
o
o
－
㊤
）
。
し
か
し
、
は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。

ボ
ー
ゼ
の
主
張
す
る
言
語
神
授
説
は
、
た
と
え
聖
書
に
よ
っ
て
補

強
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
な
ん
ら
か
の
宗
教
的
教
義
に
さ
さ
え

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
宗
教
的
意
味
を

完
全
に
は
ぎ
と
ら
れ
た
神
授
説
な
の
で
あ
る
。

　
ボ
ー
ゼ
の
議
論
を
読
む
と
、
わ
た
し
に
は
パ
ス
カ
ル
が
デ
カ
ル

ト
に
つ
い
て
言
っ
た
つ
ぎ
の
こ
と
ぱ
が
思
い
う
か
ん
で
く
る
。

「
私
は
デ
カ
ル
ト
を
許
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
は
そ
の
全
哲
学

の
な
か
で
、
で
き
れ
ば
神
な
し
に
済
ま
せ
た
い
と
思
っ
た
。
だ
が
、

彼
は
世
界
に
運
動
を
与
え
る
た
め
に
、
神
に
最
初
の
ひ
と
弾
き
を

さ
せ
な
い
わ
け
に
い
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
す
め
ぱ
、
も
は
や
彼

は
神
を
必
要
と
し
な
い
。
」
（
『
パ
ン
セ
』
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ビ
ッ
ク
版

断
章
七
七
、
松
浪
信
三
郎
訳
）

　
デ
カ
ル
ト
の
神
が
こ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
何
と
も
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い
え
な
い
。
し
か
し
、
ボ
ー
ゼ
の
神
は
、
ま
さ
に
パ
ス
カ
ル
が
批

判
し
た
よ
う
な
神
概
念
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ボ
ー
ゼ
の
神
が
「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
、
イ
サ
ク
の
神
、
ヤ
コ
ブ

の
神
」
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
か
と
い
う
て
、
神
が

奇
跡
を
お
こ
す
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
完
全
に
理
神
論

的
な
「
制
作
者
と
し
て
の
神
」
で
あ
る
と
も
言
い
切
れ
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
奇
跡
と
は
、
た
ん
に
言
語
の
創
造

と
分
裂
の
き
っ
か
け
を
あ
た
え
る
「
最
初
の
ひ
と
弾
き
」
に
す
ぎ

な
い
。
こ
の
よ
う
な
神
の
暖
味
な
位
置
づ
け
は
、
つ
ぎ
の
ボ
ー
ゼ

の
こ
と
ば
を
聞
け
ば
ま
す
ま
す
は
づ
き
り
す
る
。

　
「
神
は
原
初
の
言
語
の
な
か
に
、
突
然
、
変
化
を
も
た
ら
し
た

の
だ
が
、
そ
の
変
化
は
、
こ
の
後
つ
づ
い
て
人
問
が
み
ず
か
ら
移

動
す
る
こ
と
に
よ
う
て
、
地
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に
群
れ
を
な

し
て
分
散
し
た
と
き
に
、
自
然
的
原
因
が
引
き
起
こ
し
た
変
化
と

お
な
じ
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
的
秩
序
の
埼
外
に
あ
る

で
き
与
こ
と
に
お
い
て
さ
え
も
、
神
は
自
然
（
畠
ε
篶
）
に
さ
か

ら
わ
ず
、
す
べ
て
の
自
然
の
原
型
で
あ
る
永
遠
で
不
易
の
観
念
に

逆
ら
っ
て
ふ
る
ま
い
は
し
な
い
。
か
ら
で
あ
る
。
」
（
ピ
竃
O
q
亮
二
目

■
s
毫
ミ
s
§
貧
け
o
』
蟹
）

　
じ
つ
は
、
ボ
ー
ゼ
に
と
っ
て
、
「
自
然
」
は
「
神
」
よ
り
も
上

位
に
あ
る
概
念
で
あ
っ
た
。
い
か
に
神
の
奇
跡
と
い
え
ど
も
、

「
自
然
」
の
斉
一
性
と
理
性
的
秩
序
を
け
っ
し
て
ゆ
る
が
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ボ
ー
ゼ
が
必
要
と
し
た
言
語
と
精
神
の

「
自
然
」
は
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
考
え
た
よ
う
な
進
歩
も
生
成

も
こ
う
む
ら
ず
、
時
問
の
侵
食
が
ま
っ
た
く
お
よ
ぱ
な
い
不
変
の

同
一
性
を
つ
く
る
秩
序
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
自
然
の
秩
序
の
存
在
白
体
を
可
能
に
す
る
要
因
は
、
所
与
で

あ
る
自
然
の
内
部
に
は
措
定
で
き
な
い
。
な
ん
ら
か
の
自
然
の
外

部
の
カ
が
一
度
は
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ボ
ー
ゼ
に
と

っ
て
の
神
授
説
の
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
授
説
は
、
一
般
文
法

の
根
拠
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
一
般
文
法
の
理
論
そ

の
も
の
に
よ
っ
て
は
答
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
間
題
を
解
決
す
る

た
め
に
、
方
法
的
要
請
と
し
て
後
か
ら
付
け
加
え
ら
れ
た
前
提
な

の
で
あ
る
。

　
ボ
ー
ゼ
が
神
授
説
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
ボ
ー
ゼ

が
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
よ
う
な
自
然
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
拒
み
な

が
ら
、
超
越
的
理
性
と
歴
史
的
現
象
と
い
う
次
元
の
こ
と
な
る
秩

序
の
あ
い
だ
に
一
貫
性
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
逆
の
面
か
ら
見
れ
ぱ
、
神
授
説
は
言
語
の

「
起
源
」
そ
の
も
の
を
間
題
系
か
ら
放
逐
す
る
た
め
の
理
論
装
置
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だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
が

普
遍
的
原
理
を
も
つ
が
ゆ
え
に
一
般
文
法
の
対
象
と
な
り
う
る
と

す
れ
ば
、
神
授
説
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
普
遍
性
自
体
が

い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
を
問
う
必
要
が
な
く
な
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
う
し
て
、
言
語
の
普
遍
的
原
理
そ
れ
自
体
を
所
与
の
対

象
と
し
て
み
ち
び
き
だ
す
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
言
語
を
自
然
科

学
的
分
類
学
の
対
象
と
み
な
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
言
語
の
起
源

の
問
題
に
決
着
を
つ
け
つ
つ
、
言
語
の
普
遍
性
の
所
与
性
を
保
証

す
る
こ
と
、
ボ
ー
ゼ
の
神
授
説
の
主
張
の
も
く
ろ
み
は
こ
の
一
点

に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
普
遍
文
法
の
理
論
は
、
言
語
能
カ
が
生
得
的

な
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
結

び
つ
き
は
ボ
ー
ゼ
の
一
般
文
法
と
神
授
説
と
お
な
じ
関
係
に
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
生
得
説
が
言
語
神
授
説
の
変
形
だ
と
い

う
の
で
は
な
い
。
問
題
は
そ
れ
ら
が
理
論
に
た
い
し
て
は
た
ら
き

か
け
る
役
割
に
あ
る
。

　
チ
目
ム
ス
キ
ー
は
言
語
学
は
心
理
学
の
一
部
で
あ
り
、
究
極
的

に
は
脳
の
な
か
の
認
知
シ
ス
テ
ム
の
研
究
と
い
う
意
味
で
の
自
然

科
学
的
生
物
学
に
解
消
さ
れ
る
は
ず
だ
と
た
び
た
び
強
調
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
、
言
語
を
脳
の
な
・
か
で
物
理
的

に
生
じ
る
心
理
過
程
へ
と
遼
元
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
心
理
過
程
と
物
理
過
程
を
問
題
に
す
る
な

ら
ぱ
、
言
語
は
事
物
の
因
果
関
係
の
無
限
の
遡
行
の
な
か
に
投
じ

ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
生
得
説
を

と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
無
限
の
遡
行
を
回
避
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
理
論
が
説
明
す
る
の
は
、
言
語
に
随
伴
し
て

生
じ
る
脳
の
な
か
の
心
理
的
・
物
理
的
過
程
で
あ
る
。
た
し
か
に

そ
れ
は
言
語
と
い
う
現
象
の
心
理
的
・
物
理
的
原
因
を
つ
く
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
象
の
原
因
は
、
そ
の
現
象
が
な
ぜ
当

の
そ
の
も
の
と
し
て
成
立
す
る
の
か
を
説
明
し
な
い
。
た
と
え
ぱ

数
を
数
え
る
、
音
楽
を
聞
く
あ
る
い
は
演
奏
す
る
と
き
に
脳
の
な

か
で
何
が
お
こ
っ
て
い
る
か
を
調
べ
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
数
学
と
音
楽
の
本
質
と
は
無
関
係
で
あ
ろ
う
。
言
語
も
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

じ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
理
論
が
す
べ
て

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

正
し
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
言
語
そ
の
も
の
へ
の
問
い
か
け
に
対

す
る
答
え
で
は
な
い
。
言
語
が
言
語
と
し
て
い
か
に
し
て
成
立
し

て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
は
、
空
白
の
ま
ま
に
の
こ
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
生
得
説
は
、
ボ
ー
ゼ
の
神
授
説
と
同
様
に
、
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言
語
の
根
拠
を
言
語
以
外
の
も
の
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る

者
が
か
な
ら
ず
お
ち
い
う
て
し
ま
う
陥
穿
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
し
か
し
、
そ
う
か
と
い
っ
て
、
カ
ッ
ツ
の
よ
う
に
、
チ
ョ
ム

ス
キ
ー
の
心
理
主
義
を
批
判
す
る
あ
ま
り
、
言
語
を
プ
ラ
ト
ニ
ズ

ム
的
な
抽
象
的
実
体
と
み
な
し
て
し
ま
う
な
ら
、
も
う
ひ
と
つ
の

陥
穿
に
お
ち
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（
宍
斗
N
－
竃
－
）
。

　
人
問
に
と
っ
て
言
語
は
つ
き
せ
ぬ
謎
で
あ
り
つ
づ
け
る
。
言
語

の
根
拠
は
言
語
自
体
の
な
か
に
し
か
な
い
と
い
う
お
そ
る
べ
き
逆

説
に
ふ
み
と
ど
ま
る
た
め
に
は
、
も
し
か
す
る
と
人
問
に
と
っ
て

き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
強
靱
な
精
神
の
態
度
を
必
要
と
す
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
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