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―
『
ツ
ォ
ウ
語
方
言
資
料
』
成
立
前
史

塚
本
善
也

は
じ
め
に

　

二
〇
一
二
年
は
、
ロ
シ
ア
の
東
洋
学
者
、
民
族
学
者
ニ
コ
ラ
イ
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ヴ
ィ
チ
・
ネ
フ
ス
キ
イ
（
一
八 

九
二
～
一
九
三
七
）
の
生
誕
一
二
〇
周
年
に
あ
た
り
、
本
国
お
よ
び
日
本
で
は
、
そ
れ
を
記
念
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
講

演
会
が
開
催
さ
れ
た
１

。
す
で
に
死
後
半
世
紀
以
上
が
経
過
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
行
事
が
催
さ
れ
る
こ
と
は
、
ネ
フ
ス

キ
イ
の
学
問
が
い
ま
だ
完
結
し
て
お
ら
ず
、
後
続
の
研
究
へ
と
開
か
れ
て
い
る
こ
と
の
証
左
と
い
え
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
す
で
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
天
理
大
学
付
属
天
理
図
書
館
に
長
年
保
管
未
公
開
に
あ
っ
た
ネ
フ
ス
キ
イ
の

ノ
ー
ト
や
カ
ー
ド
類
が
、
よ
う
や
く
閲
覧
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
朗
報
が
伝
え
ら
れ
た
（
筆
者
未
見
）。
主
に
沖
縄
、
宮

古
島
の
方
言
に
関
す
る
も
の
が
多
い
と
伝
え
聞
く
が
、
年
来
公
開
を
待
ち
望
ま
れ
て
い
た
だ
け
に
、
こ
の
方
面
の
専
門
家

だ
け
で
な
く
、
多
く
の
研
究
者
が
そ
れ
ら
に
注
目
す
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
今
後
い
っ
そ
う
の
ネ
フ
ス
キ
イ
研
究
の

進
展
が
期
待
さ
れ
よ
う
。

　

さ
て
、
ネ
フ
ス
キ
イ
が
生
前
刊
行
し
た
書
物
に
『
ツ
ォ
ウ
語
方
言
資
料
』（
一
九
三
五
年
。
以
下
『
資
料
』）
が
あ
る
２

。

ツ
ォ
ウ
語
と
は
、
台
湾
原
住
民
族
一
四
族
の
ひ
と
つ
ツ
ォ
ウ
族
の
母
語
で
あ
る
３

。
台
湾
原
住
民
族
は
マ
レ
ー
・
ポ
リ
ネ

シ
ア
系
で
、
現
在
約
五
二
万
人
、
台
湾
全
人
口
の
中
で
わ
ず
か
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
。
ツ
ォ
ウ
族
の
現
在
の
人
口

は
約
六
千
九
百
人
で
、
原
住
民
族
の
中
で
も
少
数
に
部
類
さ
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
今
日
、
各
原
住
民
族
は
台
湾
政
府
の
支
援
も
受
け
な
が
ら
母
語
教
育
に
取
り
く
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
中

国
語
（
北
京
語
）
が
圧
倒
的
に
優
勢
な
台
湾
社
会
の
中
で
、
若
い
世
代
へ
の
母
語
教
育
は
頭
の
中
で
描
く
よ
り
は
る
か
に

難
し
い
と
い
う
。
一
九
九
三
年
に
出
版
さ
れ
た
『
資
料
』
の
中
国
語
訳
『
台
湾
鄒
族
語
典
』４
の
「
序
」
で
、
自
身
ツ
ォ
ウ

族
人
で
あ
る
訳
者
の
ひ
と
り
浦
忠
成
（
族
名Pasuya Poiconu

）
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

厳
密
に
い
う
と
、
こ
の
辞
典
が
今
後
出
版
さ
れ
て
も
、
実
際
に
用
い
る
の
は
、
一
万
あ
ま
り
の
ツ
ォ
ウ
族
人
、
そ
れ

か
ら
ツ
ォ
ウ
族
研
究
を
心
が
け
、
取
り
く
ん
で
い
る
人
々
だ
け
で
あ
ろ
う
。５

　
『
台
湾
鄒
族
語
典
』
を
手
に
取
る
一
般
の
ツ
ォ
ウ
族
人
が
少
な
い
の
は
想
定
内
と
し
て
も
、
浦
忠
成
の
期
待
を
含
ん
だ

予
想
か
ら
二
〇
年
を
経
た
現
在
、
台
湾
で
こ
の
書
物
に
注
目
し
、
活
用
し
た
成
果
が
世
に
出
た
と
い
う
話
を
筆
者
は
寡
聞

に
し
て
知
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
事
情
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
『
資
料
』
に
つ
い
て
も
大
差
は
な
い
。
一
九
三
六
年
に
東
洋
学
者
石
濱
純
太
郎
か
ら

「
台
湾
蕃
語
の
模
範
的
研
究
」
と
評
価
さ
れ
６

、
ま
た
同
じ
年
に
日
本
学
者
エ
リ
セ
ー
エ
フ
か
ら
も
「
原
住
民
族
語
の
書
物

を
い
か
に
書
く
か
の
お
手
本
と
な
り
ま
す
」
と
称
賛
さ
れ
な
が
ら
７

、
以
後
今
日
ま
で
ロ
シ
ア
と
日
本
で
『
資
料
』
が
ま

と
も
な
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ツ
ォ
ウ
語
の
よ
う
な
少
数
民
族
語
の

研
究
に
は
現
実
問
題
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
障
壁
が
あ
る
（
日
本
人
、
ロ
シ
ア
人
が
な
ぜ
ツ
ォ
ウ
語
を
研
究
し
な
け
れ
な
ら

な
い
の
か
）。
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
な
ぜ
ネ
フ
ス
キ
イ
は
ツ
ォ
ウ
語
を
研
究
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
な
ぜ
数

あ
る
原
住
民
族
の
中
で
ツ
ォ
ウ
族
で
あ
っ
て
、他
部
族
で
は
な
か
っ
た
の
か
、あ
ら
た
め
て
問
う
こ
と
は
無
意
味
で
な
い
。
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こ
こ
で
、
あ
ら
か
じ
め
次
の
よ
う
な
反
撥
を
予
想
し
て
も
よ
い
。「
そ
ん
な
理
由
な
ど
は
二
義
的
で
、『
資
料
』
の
本
質

と
は
関
係
が
な
い
の
で
は
な
い
か
」、
と
。
こ
れ
に
対
し
て
答
え
る
の
が
本
稿
の
課
題
で
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
簡
単
に

こ
う
返
答
し
て
お
き
た
い
。
も
し
そ
う
考
え
て
し
ま
う
な
ら
、
ネ
フ
ス
キ
イ
の
台
湾
ツ
ォ
ウ
族
村
の
訪
問
を
余
暇
の
旅
で

あ
る
か
の
よ
う
に
見
て
し
ま
い
、『
資
料
』
に
し
て
も
彼
の
研
究
全
体
の
中
で
孤
立
し
た
仕
事
に
位
置
づ
け
て
し
ま
う
で

あ
ろ
う
、
と
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
件
に
関
す
る
ネ
フ
ス
キ
イ
研
究
者
の
見
解
は
こ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
本
国
で
ネ
フ
ス
キ
イ
の
伝

記
を
著
し
た
グ
ロ
ム
コ
フ
ス
カ
ヤ
と
ク
イ
チ
ャ
ノ
フ
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
ネ
フ
ス
キ
イ
の
台
湾
原
住
民
族
へ
の
関

心
は
ア
イ
ヌ
や
沖
縄
諸
島
へ
の
そ
れ
と
連
動
し
て
お
り
、
環
太
平
洋
の
神
話
群
を
研
究
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
発
祥
地

を
見
出
し
、神
話
の
地
域
的
な
展
開
過
程
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
だ
、と
８

。
ま
た
ネ
フ
ス
キ
イ
の
記
念
碑
的
伝
記
『
天

の
蛇
』
の
著
者
加
藤
九
祚
も
、
こ
う
書
い
て
い
る
。
ネ
フ
ス
キ
イ
に
は
日
本
の
古
語
・
古
俗
は
列
島
の
周
辺
部
に
残
っ
て

い
る
と
の
考
え
が
あ
っ
た
。し
た
が
っ
て
ア
イ
ヌ
語
と
宮
古
方
言
の
研
究
は
ネ
フ
ス
キ
イ
の
中
で
つ
な
が
っ
て
お
り
、ツ
ォ

ウ
語
の
調
査
も
こ
の
考
え
方
の
延
長
線
上
に
あ
る
、
と
９

。

　

こ
の
よ
う
に
台
湾
で
の
調
査
活
動
を
一
連
の
日
本
研
究
と
の
関
連
か
ら
捉
え
る
必
要
性
は
、
ネ
フ
ス
キ
イ
研
究
者
の
あ

い
だ
で
等
し
く
認
識
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
直
感
的
に
考
え
つ
く
こ
と
で
も
あ
っ
て
、
彼
ら
研
究
者
た
ち
も

そ
れ
に
関
し
て
特
に
検
証
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、彼
ら
の
見
解
は
仮
説
、推
測
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

本
稿
で
問
題
と
し
た
い
の
は
そ
の
点
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
見
解
に
よ
っ
て
、
ネ
フ
ス
キ
イ
が
台
湾
へ
関
心
を
持
っ
た
理

由
は
判
明
し
て
も
、で
は
な
ぜ
他
な
ら
ぬ
ツ
ォ
ウ
族
を
選
ん
だ
の
か
と
い
う
疑
問
を
解
明
す
る
ま
で
に
い
た
ら
な
い
こ
と
、

問
題
は
こ
れ
で
あ
る
。
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実
は
、
台
湾
行
き
の
動
機
も
ツ
ォ
ウ
族
を
選
択
し
た
理
由
も
、
ネ
フ
ス
キ
イ
本
人
は
ど
こ
に
も
言
明
し
て
い
な
い
。
そ

の
限
り
で
、「
真
相
」
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
ネ
フ
ス
キ

イ
の
周
辺
を
見
ま
わ
し
て
、
台
湾
、
ツ
ォ
ウ
族
と
か
か
わ
っ
た
り
、
彼
を
そ
こ
へ
導
い
た
（
と
推
察
さ
れ
る
）
人
物
や
事

象
を
た
ど
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
有
力
な
傍
証
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ネ
フ
ス
キ
イ
と
直
接
の
関
連
性
は
見
出
せ
な
く
と
も
、そ
う
し
た
検
証
作
業
を
通
し
て
、

日
本
統
治
下
の
台
湾
お
よ
び
ツ
ォ
ウ
族
を
取
り
ま
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
言
説
を
浮
き
彫
り
に
で
き
る
の
で
あ
る
。
紙
幅
の
都

合
上
、
す
べ
て
の
人
物
と
事
象
を
取
り
あ
げ
る
わ
け
に
い
か
な
い
が
、
以
下
の
も
の
に
絞
っ
て
検
証
し
て
み
た
い
。

Ⅰ
．
柳
田
國
男

　

ネ
フ
ス
キ
イ
は
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
大
学
東
洋
語
学
部
で
中
国
語
・
日
本
語
を
学
び
、
一
九
一
五
年
（
大
正
四
年
）
に
官
費

留
学
生
と
し
て
日
本
に
や
っ
て
来
た
。
留
学
当
初
の
目
的
は
神
道
研
究
で
あ
っ
た
が
、
以
後
一
九
二
九
年
の
離
日
ま
で
北

海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
精
力
的
に
出
か
け
て
は
、
ア
イ
ヌ
、
オ
シ
ラ
サ
マ
、
宮
古
群
島
の
言
語
、
民
俗
学
的
調
査
を
積
み
重

ね
て
、
貴
重
な
仕
事
を
残
し
た
。

　

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ネ
フ
ス
キ
イ
の
研
究
は
一
貫
し
て
日
本
を
対
象
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
二
七
年

七
月
、
彼
は
ツ
ォ
ウ
族
が
暮
ら
す
台
湾
の
中
央
山
脈
の
高
峰
阿
里
山
の
タ
パ
ン
（
逹
邦
）
社
、
ト
フ
ヤ
（
特
富
野
）
社
へ

出
か
け
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
当
時
台
湾
は
日
本
領
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
「
国
内
調
査
」
で
は
あ
っ
た
。
交
通
手
段

に
し
て
も
、
す
で
に
そ
れ
な
り
に
整
備
さ
れ
て
お
り
、
渡
航
に
そ
れ
ほ
ど
困
難
は
な
か
っ
た
⓾
。
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、

な
ぜ
台
湾
へ
出
か
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
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前
記
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
一
連
の
日
本
研
究
を
中
断
し
て
実
行
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意

し
た
い
の
は
、
最
初
は
北
海
道
で
、
漸
次
沖
縄
へ
と
関
心
が
南
下
し
、
時
間
的
に
最
後
に
見
出
し
た
の
が
台
湾
だ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
だ
小
樽
高
等
商
業
学
校
に
赴
任
す
る
前
に
発
表
し
た
論
考
「
農
業
に
関
す

る
血
液
の
土
俗
」（
初
出
『
土
俗
と
伝
説
』
第
一
巻
第
一
号
、
一
九
一
八
年
）
で
、
ネ
フ
ス
キ
イ
は
「
古
日
本
人
が
、
田

を
作
る
に
当
り
、
水
を
使
は
ず
し
て
、
動
物
の
血
で
稲
種
を
潤
し
た
」⓫
事
例
を
あ
げ
、
早
く
も
台
湾
原
住
民
族
に
着
目
し

て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
日
本
の
新
殖
民
地
の
台
湾
で
は
、
東
部
に
住
む
紗サ

績ゼ
ク

族
太タ

魯ロ

閣コ

蕃
の
間
に
、
風
土
記
に
あ
る
禁

厭
と
、
稍
同
じ
風
習
が
見
え
る
」
と
し
て
、
臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
発
行
『
蕃
族
調
査
報
告
書
』（
一
九
一
七
年
）
の
記

述
を
参
照
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

生
田
美
智
子
作
成
「
ネ
フ
ス
キ
ー
の
略
年
譜
」
を
見
る
と
、
一
九
一
五
年
「
柳
田
國
男
宅
の
『
風
土
記
逸
文
』
や
『
続

日
本
紀
』
の
輪
読
に
参
加
」、
一
九
一
七
年
『
折
口
信
夫
か
ら
『
万
葉
集
』
や
『
風
土
記
』
の
講
義
を
受
け
る
」
と
あ 

る
⓬
。
む
ろ
ん
、
ネ
フ
ス
キ
イ
が
自
ら
『
蕃
族
調
査
報
告
書
』
と
『
風
土
記
』
に
類
似
し
た
風
習
の
記
録
に
気
づ
い
た
と

し
て
も
驚
く
必
要
は
な
い
が
、
そ
の
時
間
的
な
早
さ
を
考
慮
す
る
と
、
柳
田
あ
る
い
は
折
口
か
ら
教
示
さ
れ
た
可
能
性
も

捨
て
き
れ
な
い
。
と
り
わ
け
柳
田
は
、後
述
す
る
よ
う
に
、す
で
に
刊
行
開
始
さ
れ
て
い
た
『
蕃
族
調
査
報
告
書
』
シ
リ
ー

ズ
を
注
目
し
て
読
ん
で
い
た
だ
け
に
重
要
で
あ
る
。
ネ
フ
ス
キ
イ
は
柳
田
を
「
学
父
」
と
呼
び
、「
先
生
の
外
誰
も
本
当

の
先
生
の
様
な
人
は
な
い
ん
で
す
か
ら
」⓭
（
一
九
一
九
年
九
月
四
日
付
）
と
最
上
級
の
敬
意
を
は
ら
っ
た
。
そ
の
こ
と 

を
考
え
て
も
、
ネ
フ
ス
キ
イ
の
日
本
研
究
を
検
討
す
る
際
に
、
柳
田
は
ど
う
し
て
も
素
通
り
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
の
で

あ
る
。

　

内
閣
法
制
局
参
事
官
、貴
族
院
書
記
官
長
の
キ
ャ
リ
ア
を
持
つ
柳
田
と
台
湾
の
関
係
が
大
日
本
帝
国
の
植
民
政
策
（
史
）
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の
い
わ
ば
裏
面
と
結
び
つ
い
た
、
き
わ
め
て
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
柳
田
は
第
六
代
台
湾
総
督
安
藤
貞
美
（
在
一
九
一
五
～
一
九
一
八
）
の
甥
に
あ
た
り
、
書
記
官
長
時
代
に
は
下

村
宏
（
在
一
九
一
五
～
一
九
二
一
）
を
民
政
長
官
に
推
薦
す
る
な
ど
、
台
湾
統
治
の
人
事
に
強
い
発
言
力
を
揮
っ
た
。
ま

た
新
渡
戸
稲
造
と
い
っ
た
植
民
政
策
学
者
と
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

　

一
九
一
七
年
柳
田
は
貴
族
院
書
記
官
長
と
し
て
台
湾
を
訪
れ
た
。『
台
湾
日
日
新
報
』（
三
月
二
八
日
付
）
に
は
、
記
者

を
相
手
に
「
会
談
」
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
ロ
シ
ア
革
命
や
ド
イ
ツ
の
暴
動
、
日
本
本
土
の
製
糖
業
の
状
況
と
い
っ

た
時
事
ネ
タ
を
話
題
に
し
て
軽
妙
洒
脱
に
語
っ
た
と
い
う
。
こ
の
記
事
で
注
目
し
た
い
の
は
、柳
田
の
次
の
発
言
で
あ
る
。

同
化
に
就
い
て
の
話
で
は
、
何
処
の
国
に
も
突
飛
な
人
間
が
居
ま
す
か
ら
物
真
似
は
し
ま
せ
う
が
、
然
し
同
化
さ
れ
た

者
が
彼
等
の
仲
間
か
ら
取
扱
わ
れ
る
時
ど
ん
な
位
置
に
あ
る
か
と
云
ふ
事
が
問
題
で
す
ね
、
と
巧
み
な
云
ひ
廻
し
で
物

柔
か
い
、
然
し
適
切
な
批
評
が
試
み
ら
れ
る

　

柳
田
の
渡
台
の
目
的
に
つ
い
て
は
、「
山
人
」
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
原
住
民
族
を
見
る
こ
と
や
（
村
井
紀
⓮

）、「
隘
勇 

線
」⓯
へ
の
関
心
（
大
塚
英
志
⓰

）
な
ど
諸
説
あ
る
が
、
こ
の
発
言
か
ら
は
同
化
問
題
に
も
か
な
り
注
意
を
払
っ
て
い
た 

こ
と
が
わ
か
る
。
同
年
一
一
月
一
八
日
、
日
本
歴
史
地
理
学
会
大
会
の
講
演
で
柳
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
り
、
言
及

の
対
象
は
違
っ
て
も
、
二
つ
の
発
言
が
同
じ
問
題
意
識
か
ら
発
せ
ら
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

昔
の
山
人
の
中
で
、
威
力
に
強
ひ
ら
れ
乃
至
は
下
さ
れ
物
を
慕
う
て
、
遙
に
京
へ
出
て
き
た
者
は
、
勿
論
少
数
で
あ
つ
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た
で
せ
う
。
然
ら
ば
其
残
り
の
旧
弊
な
多
数
は
、
行
く
行
く
如
何
に
成
り
行
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
是
か
ら
が
実
は
私
一

人
の
、
考
え
て
見
よ
う
と
し
た
問
題
で
あ
り
ま
し
た
。⓱

　

柳
田
は
こ
の
講
演
で
「
山
人
即
ち
日
本
の
先
住
民
」
と
述
べ
て
お
り
⓲
、当
時
、「
同
化
さ
れ
た
者
」
と
そ
れ
以
外
の
「
残

り
の
旧
弊
な
多
数
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
強
い
関
心
の
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
講
演
の
際
、
彼
の
念
頭
に
は
、
視

察
し
て
き
た
ば
か
り
の
台
湾
原
住
民
族
が
浮
か
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
ら
の
現
状
は
、「
山
人
即
ち
日
本
の
先
住
民
」

の
行
く
末
を
た
ど
る
糸
口
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、『
旅
と
伝
説
』や『
郷
土
研
究
』で
柳
田
が
各
地
か
ら
民
俗
資
料
や
昔
話
等
の
情
報
提
供
、投
稿
を
呼
び
か
け
、

ま
た
そ
う
し
て
得
ら
れ
た
人
材
の
確
保
と
育
成
に
気
を
配
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
る
。『
民
俗
台
湾
』
誌
上
の
座
談
会
で
も
、

「
内
外
を
一
人
で
兼
ね
て
知
る
と
い
ふ
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
、
手
分
を
す
る
の
が
い
い
と
思
ひ
ま
す
」、「
二
人
か
三
人
、

本
当
に
余
裕
の
あ
る
人
を
、
意
識
し
て
養
成
し
て
み
た
ら
ど
う
で
す
か
ね
。（
中
略
）
殊
に
高
砂
族
と
接
触
す
る
人
達
を

作
る
ん
で
す
ね
」
と
発
言
し
て
い
る
⓳
。
柳
田
が
ネ
フ
ス
キ
イ
に
台
湾
調
査
を
提
案
し
た
と
ま
で
考
え
る
の
は
無
理
が
あ

る
に
し
て
も
、
実
地
に
見
聞
し
た
台
湾
原
住
民
族
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
は
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
の
時
の
柳
田
は
、

あ
る
い
は
田
山
花
袋
が
短
編
「
信
濃
高
原
の
一
夜
」
に
書
き
と
め
た
よ
う
な
雰
囲
気
を
か
も
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

「
信
濃
高
原
の
一
夜
」
に
は
、
長
野
県
に
あ
っ
た
花
袋
の
別
荘
で
、
ネ
フ
ス
キ
イ
や
村
人
た
ち
を
相
手
に
柳
田
が
山
人
に

つ
い
て
語
る
様
子
が
こ
う
印
象
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

農
村
の
話
、
肥
料
の
話
、
信
用
組
合
の
話
、
さ
う
い
ふ
こ
と
は
、
Ｙ
君
は
殊
に
深
く
研
究
し
て
ゐ
る
の
で
、
お
の
づ
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か
ら
話
が
は
づ
ん
だ
。
夜
は
段
々
更
け
て
行
つ
た
。
ネ
フ
ス
キ
ー
君
は
、
唯
黙
つ
て
聞
い
て
ゐ
た
。（
中
略
）

　

話
は
段
々
山
窩
や
木
地
屋
の
話
に
移
つ
て
行
つ
た
。
Ｙ
君
は
さ
う
い
ふ
事
実
の
研
究
に
つ
い
て
は
殊
に
深
い
興
味
を

持
つ
て
ゐ
た
。
ヂ
タ
プ
シ
イ
ヤ
、
チ
ゴ
イ
ネ
ル
の
や
う
な
種
族
が
矢
張
こ
の
日
本
に
も
ゐ
て
、
長
い
間
、
里
近
い
山
か

ら
山
へ
と
移
住
し
て
行
く
さ
ま
を
Ｙ
君
が
巧
に
話
し
て
き
か
せ
た
時
に
は
、
人
々
は
深
く
心
を
其
方
に
惹
か
れ
た
。

（
中
略
）

　

か
う
し
た
Ｙ
君
の
話
は
、
こ
の
山
上
の
別
荘
の
夏
の
夜
に
ふ
さ
は
し
か
つ
た
。
誰
も
彼
も
深
く
そ
の
不
思
議
な
種
族

の
さ
ま
を
想
像
し
て
あ
る
一
種
神
秘
な
感
に
撞
た
れ
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
つ
た
。
戸
外
は
真
暗
な
闇
、
さ
び
し
い
山
上

の
夜
の
空
気
の
底
に
、
釜
無
川
の
遠
い
水
の
音
も
手
に
取
る
や
う
に
き
こ
え
て
来
た
。
Ｙ
君
の
話
上
手
に
、
村
の
人
達

も
皆
帰
る
の
を
忘
れ
た
。⓴

　

柳
田
は
台
湾
原
住
民
族
に
つ
い
て
も
精
妙
な
語
り
口
で
語
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

彼
が
し
ば
し
ば
花
袋
に
小
説
の
ネ
タ
を
提
供
し
た
こ
と
は
「
故
郷
七
十
年
」
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
花
袋
の
小
説
「
山

の
巡
査
達
」（『
雄
弁
』
一
月
号
、
一
九
一
八
年
）
は
柳
田
の
台
湾
視
察
談
を
元
ネ
タ
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ネ

フ
ス
キ
イ
も
原
住
民
族
の
話
を
よ
く
聞
か
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
台
湾
原
住
民
族
へ
の
関
心
の
重
点
は
異
な
っ
て
い
た
か
も

し
れ
な
い
が
、
柳
田
の
話
か
ら
、
ネ
フ
ス
キ
イ
が
自
ら
の
研
究
に
ヒ
ン
ト
と
な
る
も
の
を
聞
き
取
り
、
い
つ
し
か
台
湾
行

き
の
計
画
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
、
そ
う
推
察
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
の
見
当
外
れ
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
、
柳
田
か
ら
ツ
ォ
ウ
族
に
関
し
て
聞
い
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
に
い
う
と
、
そ
の
可
能

性
は
ず
っ
と
小
さ
く
な
る
。
し
か
し
、
柳
田
が
ツ
ォ
ウ
族
を
知
っ
て
い
た
証
拠
は
あ
る
。
一
九
一
五
年
に
、
先
に
あ
げ
た
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臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
『
蕃
族
調
査
報
告
書
』
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
『
曹
族
阿
里
山
蕃
・
同
四
社
蕃
・
同
簡
仔
霧
蕃
』
が
刊

行
さ
れ
た
。
柳
田
が
同
報
告
書
シ
リ
ー
ズ
を
丹
念
に
読
ん
で
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
る
が
、
特
に
ツ
ォ
ウ
族
を
取
り
あ
げ
た

こ
の
巻
に
は
即
座
に
反
応
し
、『
郷
土
研
究
』
で
コ
メ
ン
ト
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

新
高
山
彙
の
高
地
に
生
息
す
る
ツ
オ
族
の
数
社
を
実
地
に
記
述
し
た
親
切
な
る
文
章
で
あ
る
。（
中
略
）
殊
に
記
者
が

甚
大
の
興
味
を
感
じ
た
点
は
近
頃
本
誌
に
於
て
少
し
づ
つ
研
究
し
始
め
ら
れ
た
若
連
中
即
ち
同
齢
団
体
の
制
度
（
三
巻

一
三
七
頁
）
死
霊
祭
却
の
風
習
、
蟲
祭
狩
祭
の
話
、
さ
て
は
長
者
の
物
語
に
伴
う
て
屡
ゝ
報
告
せ
ら
れ
た
非
類
婚
人
伝

説
の
類
型
が
、
此
等
新
附
の
同
国
人
の
中
に
最
も
豊
富
に
現
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。㉑

　

実
は
、『
資
料
』
執
筆
に
際
し
、
ネ
フ
ス
キ
イ
が
参
照
し
た
資
料
の
一
冊
が
こ
の
『
曹
族
阿
里
山
蕃
・
同
四
社
蕃
・
同

簡
仔
霧
蕃
』
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
今
日
も
価
値
を
失
わ
な
い
貴
重
な
文
献
資
料
で
あ
る
か
ら
、
柳
田
に
教
示

さ
れ
る
ま
で
も
な
く
参
照
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
た
だ
、
ネ
フ
ス
キ
イ
は
『
郷
土
研
究
』
を
読
ん
で
お
り
、

こ
の
コ
メ
ン
ト
も
一
読
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。「
記
者
」
＝
柳
田
が
「
甚
大
の
興
味
を
感
じ
た
点
」
は
わ
ず
か
に
箇
条
書

き
で
、
そ
れ
ら
か
ら
『
資
料
』
ま
で
た
ど
り
着
く
に
は
難
し
い
と
は
い
え
、
い
ま
少
し
検
討
を
深
め
れ
ば
何
か
が
浮
か
び

上
が
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

　

柳
田
に
ツ
ォ
ウ
族
研
究
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
上
記
の
コ
メ
ン
ト
程
度
で
、
殊
更
に
ツ
ォ
ウ
族
に
関
心
を
示
し
た
形
跡
も

見
あ
た
ら
な
い
。
他
の
台
湾
原
住
民
族
を
個
別
に
扱
っ
た
も
の
も
な
い
。
そ
れ
は
、
や
が
て
一
国
民
俗
学
へ
と
傾
斜
し
て

い
っ
た
と
さ
れ
る
柳
田
の
学
問
の
性
格
を
鑑
み
れ
ば
、
不
思
議
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
台
湾
原
住
民
族
へ
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の
関
心
は
、
昭
和
に
入
っ
て
も
失
わ
れ
な
か
っ
た
。
人
を
集
め
、
動
か
す
こ
と
に
長
け
、
ま
た
聞
く
者
を
魅
了
せ
ず
に
お

か
な
い
語
り
の
才
に
秀
で
た
柳
田
か
ら
、
ネ
フ
ス
キ
イ
が
そ
の
後
も
台
湾
原
住
民
族
に
注
意
す
る
よ
う
示
唆
さ
れ
た
こ
と

は
考
え
ら
れ
よ
う
。
柳
田
が
決
定
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
ネ
フ
ス
キ
イ
の
台
湾
行
き
に
彼
の
存
在
が
あ
っ

た
こ
と
は
十
分
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

Ⅱ
．
シ
テ
ル
ン
ベ
ル
グ

　

ネ
フ
ス
キ
イ
に
と
っ
て
、柳
田
が
日
本
の
「
学
父
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、母
国
ロ
シ
ア
で
そ
れ
に
相
当
す
る
学
者
は
、

シ
ベ
リ
ア
・
極
東
諸
民
族
、
特
に
ニ
ブ
フ
（
ギ
リ
ヤ
ー
ク
）
族
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
た
レ
フ
・
ヤ
コ
ヴ
レ
ヴ
ィ
チ
・

シ
テ
ル
ン
ベ
ル
グ
（
一
八
六
一
～
一
九
二
七
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
で
は
、
シ
テ
ル
ン
ベ
ル
グ
の
研
究
に
は
ネ
フ
ス
キ
イ
の

台
湾
原
住
民
族
研
究
へ
つ
な
が
る
連
環
は
見
出
せ
る
の
か
、
見
出
せ
る
と
す
れ
ば
何
か
、
こ
こ
で
見
て
み
た
い
。

　

シ
テ
ル
ン
ベ
ル
グ
は
大
学
在
学
中
に
革
命
運
動
に
参
加
し
た
廉
で
逮
捕
さ
れ
、
一
八
八
九
年
に
サ
ハ
リ
ン
へ
流
刑
さ
れ

た
。
以
後
、
こ
の
地
で
民
族
学
調
査
活
動
を
開
始
し
、
後
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
彼
の
研
究
報
告
に
言
及
す
る
な
ど
、
し
だ
い

に
中
央
の
学
界
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
首
都
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
へ
も
ど
っ
て
か
ら
、
一
九
〇
一
年
人
類
学
・
民
族

学
博
物
館
で
勤
務
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
九
〇
五
年
前
後
か
ら
は
将
来
の
民
族
学
調
査
員
を
養
成
す
る
た
め
の
研
究
サ
ー

ク
ル
を
組
織
し
、
講
義
を
開
始
し
た
㉒
。
ネ
フ
ス
キ
イ
と
出
会
っ
た
の
は
そ
こ
に
お
い
て
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

ネ
フ
ス
キ
イ
は
日
本
へ
の
留
学
以
後
も
シ
テ
ル
ン
ベ
ル
グ
と
連
絡
を
保
ち
、
終
生
尊
敬
の
念
を
失
わ
な
か
っ
た
。

一
九
二
七
年
七
月
四
日
付
、ま
さ
に
台
湾
行
き
直
前
に
大
阪
か
ら
出
し
た
書
簡
に
は
、そ
の
こ
と
を
語
る
く
だ
り
が
あ
る
。
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あ
な
た
の
論
文
と
著
作
は
私
に
は
最
も
有
用
な
も
の
な
の
で
す
。
日
本
の
民
族
学
上
の
多
く
の
事
柄
に
気
づ
か
せ
て
く

れ
る
か
ら
で
す
。
殊
に
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
双
生
児
とdivine election

に
関
す
る
著
作
で
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

論
文
を
近
日
中
に
柳
田
に
送
ろ
う
と
思
い
ま
す
。㉓ 

　

ネ
フ
ス
キ
イ
が
受
け
取
っ
た
「
双
生
児
とdivine election

に
関
す
る
著
作
」
と
は
、
以
下
の
も
の
で
あ
る
㉔
。

　

①
「
民
族
学
か
ら
見
た
古
代
の
双
子
信
仰
」

　

②
「
中
国
の
双
子
信
仰
と
イ
ン
ド
の
影
響
」

　

③
「
宗
教
に
お
け
る
選
人
」

　

②
と
③
は
当
時
未
発
表
で
あ
り
、
受
け
取
っ
た
の
は
手
稿
か
ゲ
ラ
原
稿
と
推
測
さ
れ
る
。
ネ
フ
ス
キ
イ
が
こ
れ
ら
の
論

考
を
注
意
深
く
読
み
、
実
際
に
「
日
本
の
民
族
学
上
の
多
く
の
事
柄
に
気
づ
か
せ
て
」
も
ら
っ
た
こ
と
は
、
書
簡
の
記
述

に
見
て
と
れ
る
。
た
と
え
ば
、
琉
球
諸
島
で
は
巫
女
（
女
シ
ャ
ー
マ
ン
）
の
夫
は
短
命
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
③
を
読
了
し

て
初
め
て
そ
れ
が
説
明
で
き
た
、
そ
し
て
「
ま
た
島
へ
行
く
こ
と
が
あ
れ
ば
、
こ
の
方
向
で
研
究
を
進
め
て
み
ま
す
」
と

記
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
書
簡
で
、
ネ
フ
ス
キ
イ
は
「
一
四
日
フ
ォ
ル
モ
サ
へ
出
か
け
、
そ
こ
の
ツ
ォ
ウ
族
（
フ
ォ
ル
モ
サ
の

ア
ボ
リ
ジ
ニ
種
族
の
ひ
と
つ
）
を
訪
れ
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
台
湾
行
き
を
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
書
簡
の
末

尾
近
く
に
は
、「
大
阪
に
戻
っ
た
ら
、
フ
ォ
ル
モ
サ
旅
行
に
つ
い
て
ご
報
告
し
ま
す
」
と
あ
る
㉕
。
こ
の
記
述
を
た
ん
な
る 

P

近
況
報
告
で
片
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
南
方
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
シ
テ
ル
ン
ベ
ル
グ
に
も
、
ネ
フ
ス
キ
イ
の
調

査
（
結
果
）
は
十
分
興
味
の
範
囲
内
で
あ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
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こ
こ
で
、
シ
テ
ル
ン
ベ
ル
グ
が
ア
イ
ヌ
研
究
者
と
し
て
も
知
名
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
。
た
と
え
ば
、

一
九
二
六
年
一
○
月
二
九
日
付
『
台
湾
日
日
新
報
』
は
彼
の
来
日
を
伝
え
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
そ
の
見
出

し
は
「
ア
イ
ヌ
の
研
究
者
が
学
術
会
議
に
来
朝　

露
国
の
有
名
な
人
類
学
者
」
で
あ
っ
た
㉖
。
当
時
ア
イ
ヌ
研
究
の
第
一

人
者
と
い
わ
れ
た
バ
チ
ェ
ラ
ー
も
参
加
し
な
が
ら
、『
台
湾
日
日
新
報
』
は
も
っ
ぱ
ら
シ
テ
ル
ン
ベ
ル
グ
の
来
日
を
記
事

に
取
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
記
事
を
左
に
引
用
す
る
。

　

汎
太
平
洋
会
議
に
出
席
す
る
露
国
の
有
名
な
る
人
類
学
者
シ
テ
ル
ン
ベ
ル
グ
氏
は
関
釜
連
絡
船
で
今
朝
下
関
著
東

上
し
た
が
氏
は
日
露
戦
争
前
非
戦
論
を
称
へ
て
追
放
さ
れ
今
日
迄
二
十
五
年
間
人
類
学
殊
に
ア
イ
ヌ
人
の
研
究
を
続

け
て
を
る
人
で
そ
の
話
に
曰
く　

日
本
人
は
ア
イ
ヌ
と
馬
来
人
種
の
混
和
せ
る
も
の
で
あ
る
に
拘
ら
ず
ア
イ
ヌ
の
研

究
を
怠
つ
て
い
る
ア
イ
ヌ
は
元
人
喰
人
種
で
あ
つ
た
が
幾
世
紀
も
立
つ
内
に
温
順
な
種
族
と
な
つ
た
も
の
で
あ
る
余

は
会
議
の
済
み
次
第
北
海
道
に
行
つ
て
ア
イ
ヌ
の
中
に
入
り
生
活
を
共
に
し
て
更
に
一
段
の
研
究
を
す
る
積
り
で
あ

る
と

　
「
日
露
戦
争
前
非
戦
論
を
称
へ
て
追
放
さ
れ
」
云
々
が
事
実
と
合
致
し
な
い
こ
と
は
さ
て
お
き
、
シ
テ
ル
ン
ベ
ル
グ

が
「
日
本
人
は
ア
イ
ヌ
と
馬
来
人
種
の
混
和
せ
る
も
の
で
あ
る
」、
す
な
わ
ち
「
ア
イ
ヌ
太
平
洋
起
源
説
」
を
語
っ
た

こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
一
月
三
日
の
人
類
学
分
科
会
で
も
「
ア
イ
ヌ
問
題
（
日
本
人
の
起
源
に
つ
い
て
）」

と
題
し
、
ア
イ
ヌ
が
い
か
な
る
種
族
で
、
彼
ら
が
ど
こ
か
ら
日
本
列
島
へ
移
り
住
ん
だ
の
か
を
課
題
に
据
え
た
報
告
を

行
っ
た
。
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こ
の
時
の
内
容
に
つ
い
て
は
、死
後
、活
字
発
表
さ
れ
た
論
文
か
ら
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
㉗
。
要
旨
を
摘
録
す
る
と
、

シ
テ
ル
ン
ベ
ル
グ
は
ま
ず
、
ご
く
限
ら
れ
た
「
人
種
表
徴
」
＝
外
形
的
な
特
徴
の
み
に
よ
る
人
種
分
類
に
異
議
を
唱
え

る
。
そ
し
て
人
類
学
、
言
語
学
か
ら
見
た
特
徴
全
体
、
さ
ら
に
物
質
文
化
と
精
神
文
化
の
集
積
に
も
と
づ
い
て
ア
イ
ヌ

問
題
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
の
上
で
、
従
来
の
俗
説
謬
見
、「
学
説
」
の
検
証
、
人
類
学
的

に
見
た
人
体
、
衣
装
、
髪
型
、
装
身
具
、
宗
教
・
儀
礼
・
習
俗
、
家
族
構
造
、
言
語
・
音
声
等
々
か
ら
検
討
を
展
開
し

て
い
る
。
そ
の
結
果
、
ア
イ
ヌ
の
本
源
は
、
こ
れ
ま
で
主
張
さ
れ
た
よ
う
な
シ
ベ
リ
ア
、
極
北
で
も
、
中
国
大
陸
、
朝

鮮
で
も
な
く
、
オ
セ
ア
ニ
ア
に
あ
り
、
彼
ら
は
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
種
族
に
属
す
る
と
結
論
を
提
起
し
た
。
こ
れ
が
シ

テ
ル
ン
ベ
ル
グ
の
「
ア
イ
ヌ
太
平
洋
起
源
説
」
の
骨
子
で
あ
る
。

　

こ
の
報
告
が
会
議
で
ど
う
受
け
止
め
ら
れ
た
か
は
、
ネ
フ
ス
キ
イ
の
追
悼
文
「
故
シ
ュ
テ
ル
ン
ベ
ル
グ
氏
」
の
次
の

一
節
か
ら
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
九
二
六
年
に
開
か
れ
た
る
太
平
洋
学
術
会
議
の
提
議
に
対
し
て
故
教
授
の
生
命
で
あ
つ
た
広
い
人
種
誌
学
上
の

見
識
が
教
授
を
欣
然
と
応
ぜ
し
め
、
痼
疾
の
胃
病
を
も
顧
み
ず
、
師
は
レ
ー
ニ
ン
グ
ラ
ド
よ
り
、
遙
々
東
京
へ
急
い
だ
。

数
々
の
写
真
硝
子
板
を
携
帯
し
、
ア
イ
ヌ
の
物
質
文
化
の
状
態
に
依
り
、
自
分
の
仮
説
を
進
め
て
今
日
ま
で
謎
と
な
つ

て
ゐ
る
こ
の
民
族
の
太
平
洋
起
源
説
を
主
張
せ
ん
と
し
た
。
け
れ
ど
も
バ
チ
ェ
ラ
ー
博
士
の
如
き
世
界
的
権
威
者
の
前

で
、
新
仮
説
を
発
表
す
る
の
は
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
か
の
如
く
、
十
五
分
間
以
上
語
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
つ
た
と
師

は
著
者
に
訴
へ
て
ゐ
た
㉘
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ネ
フ
ス
キ
イ
は
師
の
唱
え
た
仮
説
を
、こ
の
学
術
会
議
よ
り
も
以
前
に
す
で
に
聞
い
て
、知
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
彼
の
ア
イ
ヌ
研
究
、
そ
し
て
『
ア
イ
ヌ
・
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
に
そ
れ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
否
か
、
反
映
さ

れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
ど
う
反
映
し
て
い
る
の
か
は
、
両
方
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
細
か
く
検
証
し
な
け
れ
ば
判
断
で
き
な

い
。
た
だ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
台
湾
、
沖
縄
に
連
な
る
海
路
を
経
由
し
た
（
と
さ
れ
る
）
ア
イ
ヌ
の
移
動
が
、「
日
本
民
族

の
起
源
の
解
明
」
を
自
ら
の
テ
ー
マ
と
し
た
ネ
フ
ス
キ
イ
に
大
い
に
示
唆
を
あ
た
え
、
彼
の
日
本
学
の
射
程
を
拡
張
し
た

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

日
本
人
は
ア
イ
ヌ
と
マ
レ
ー
人
種
の
混
交
民
族
で
あ
る
と
い
う
の
が
シ
テ
ル
ン
ベ
ル
グ
の
仮
説
で
あ
っ
た
。
一
方
、
北

海
道
か
ら
台
湾
に
い
た
る
ネ
フ
ス
キ
イ
の
調
査
は
、
元
来
「
日
本
人
の
起
源
」
を
探
る
自
ら
の
課
題
の
要
請
に
よ
る
。
だ

が
、
師
の
い
う
ア
イ
ヌ
・
ル
ー
ト
が
調
査
検
討
す
る
に
値
す
る
も
の
と
し
て
留
意
さ
れ
、
あ
た
か
も
師
の
説
を
検
証
し
よ

う
と
し
た
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。
台
湾
行
き
に
師
シ
テ
ル
ン
ベ
ル
グ
の
説
が
示
唆
を
あ
た
え
た
と
推
察
可
能

な
の
は
、
そ
う
し
た
理
由
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
ツ
ォ
ウ
族
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
シ
テ
ル
ン
ベ
ル
グ
は
ド
イ
ツ
語
や
英
語
文
献
を
と
お
し
て

「
フ
ォ
ル
モ
サ
の
山
地
住
民
」
の
存
在
は
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
シ
テ
ル
ン
ベ
ル
グ
の
諸
論
文
を
見
わ
た
し
て
も
、
具

体
的
な
民
族
名
は
ひ
と
つ
も
見
出
せ
な
い
。
お
そ
ら
く
個
別
の
原
住
民
族
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
情
報
を
持
っ
て
い
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
仮
に
ツ
ォ
ウ
族
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ネ
フ
ス
キ
イ
か
ら
聞
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
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Ⅲ
．「
ク
マ
・
ソ
」
言
説

　

柳
田
と
シ
テ
ル
ン
ベ
ル
グ
と
い
う
二
人
の
「
学
父
」
か
ら
ネ
フ
ス
キ
イ
を
台
湾
と
結
ぶ
連
環
は
見
出
せ
て
も
、
ツ
ォ
ウ

族
と
の
そ
れ
は
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
視
点
を
人
物
か
ら
一
転
し
て
、
ツ
ォ
ウ
族
に
か
か
わ
る
言
説
に
注
目
し

て
み
た
い
。

　

だ
が
、
そ
の
前
に
、
数
あ
る
原
住
民
族
の
中
で
ツ
ォ
ウ
族
を
選
択
し
た
理
由
と
し
て
可
能
性
の
低
く
な
い
も
の
を
ひ
と

つ
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
は
、
ネ
フ
ス
キ
イ
に
は
そ
れ
ほ
ど
確
固
と
し
た
理
由
は
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
疑
わ
れ
る
節
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
す
る
記
述
が
『
資
料
』
序
文
に
あ
る
。

　

私
が
ツ
ォ
ウ
族
を
知
っ
た
の
は
一
九
二
七
年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
日
本
の
友
人
で
あ
り
同
僚
で
あ
る
浅
井

恵
倫
教
授
と
と
も
に
、
言
語
調
査
の
た
め
華
麗
島
の
原
住
民
た
ち
の
も
と
へ
旅
に
出
た
。
浅
井
教
授
は
セ
デ
ク
族
（
タ

イ
ヤ
ル
族
の
系
統
）
を
、
私
は
ツ
ォ
ウ
族
を
訪
れ
た
。㉙

　

こ
の
記
述
で
留
意
し
た
い
点
は
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、「
一
九
二
七
年
六
月
」
の
日
付
で
あ
る
。
本
当
に
そ
の
頃

「
ツ
ォ
ウ
族
を
知
っ
た
」
と
す
る
と
、
そ
れ
は
出
発
直
前
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
ネ

フ
ス
キ
イ
は
数
年
前
に
柳
田
の
文
章
を
読
ん
で
い
た
と
推
察
さ
れ
る
か
ら
、
文
字
通
り
そ
の
日
付
を
信
用
し
て
よ
い
か
は

疑
問
な
し
と
し
な
い
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
当
時
大
阪
外
国
語
学
校
の
同
僚
で
、
後
に
台
北
帝
大
の
教
授
と
な
る
浅
井
恵
倫
の
存
在
で
あ
る
。
彼
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は
マ
レ
ー
語
の
研
究
を
専
門
と
し
、
す
で
に
一
九
二
三
年
に
台
湾
を
訪
れ
て
、
ヤ
ミ
族
の
言
語
を
調
査
し
て
い
た
。
ネ
フ

ス
キ
イ
の
台
湾
行
き
に
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
浅
井
の
誘
い
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
ツ
ォ
ウ
族
を
薦
め

た
の
も
浅
井
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
㉚
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
ネ
フ
ス
キ
イ
に
と
っ
て
は
、
必
ず
し
も
ツ
ォ
ウ
族
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
積
極
的
な
理
由
は
な

か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
い
ち
お
う
念
頭
に
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
て
と
し
て
も
、
ま
っ
た
く
当
て
ず
っ
ぽ
う
に
ツ
ォ
ウ
族
を
選
ん
だ
と
簡
単
に
結

論
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
他
の
原
住
民
族
に
は
見
ら
れ
な
い
特
色
、
ツ
ォ
ウ
族
を
そ
れ
以
外
の
原
住
民
族
か
ら
際
立

た
せ
る
よ
う
な
事
象
が
や
は
り
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
選
択
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
ツ
ォ
ウ
族
を
取
り

ま
い
た
言
説
を
探
っ
て
み
る
。
す
る
と
、
と
う
て
い
看
過
し
得
な
い
重
要
な
事
実
が
見
出
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
日
本

と
密
接
に
か
か
わ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
「
ク
マ
・
ソ
説
」
で
あ
る
。

　

周
知
の
通
り
、「
ク
マ
・
ソ
」
は
『
古
事
記
』（「
熊
曾
」）
や
『
日
本
書
紀
』（「
熊
襲
」）、
そ
れ
か
ら
『
豊
後
国
風
土
記
』 

『
肥
前
国
風
土
記
』『
筑
前
国
風
土
記
逸
文
』『
肥
後
国
風
土
記
逸
文
』（「
球
磨
贈
於
（
囎
唹
）」）
に
登
場
す
る
。
そ
の
名

称
の
由
来
や
意
味
、実
態
、所
在
地
等
々
を
め
ぐ
っ
て
は
、古
く
か
ら
議
論
さ
れ
、多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。

　

た
と
え
ば
、
本
居
宣
長
は
、「
熊ク
マ

曾ソ

ノ
國
は
曾ソ

ノ
國
な
り
。
曾ソ

と
云
は
、
も
と
書
紀
神
代
ノ
卷
に
、
日
向
ノ
襲ソ

と

あ
る
地ト
コ
ロに
し
て
、
和
名
抄
に
、
大
隅
ノ
國
囎ソ唹
ノ
郡
あ
る
是
な
り
」
と
記
し
㉛
、「
ク
マ
ソ
」
と
「
ソ
」
を
同
一
視
し
て
、

ひ
と
つ
の
地
名
・
国
名
に
解
し
て
い
る
。

　

ネ
フ
ス
キ
イ
の
周
辺
に
目
を
向
け
る
と
、
日
本
古
代
史
に
登
場
す
る
こ
の
「
ク
マ
」K

U
M

A

、「
ソ
オ
」SO

’O

と
呼
ば

れ
た
一
族
と
「
ツ
ォ
ウ
」TSO

’O

の
あ
い
だ
に
何
ら
か
の
関
係
を
推
論
し
よ
う
と
し
た
人
物
が
見
出
せ
る
。
岩
手
県
遠
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野
の
出
身
で
、
長
く
台
湾
に
暮
ら
し
、
台
湾
研
究
に
従
事
し
た
伊
能
嘉
矩
で
あ
る
㉜
。

　

伊
能
は
台
湾
原
住
民
族
全
体
を
広
く
研
究
し
た
だ
け
で
な
く
、
個
別
に
ツ
ォ
ウ
族
に
つ
い
て
も
何
本
か
論
考
を
発
表
し

て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
本
が
「
マ
ー
ヤ
伝
説
（
台
湾
土
蕃
の
口
碑
）
に
就
き
て
」
と
い
う
論
考
で
㉝
、
伊
能
は
マ
レ
ー
・

ポ
リ
ネ
シ
ア
系
種
族
が
東
へ
移
動
し
て
い
っ
た
過
程
に
注
目
す
る
中
で
、
右
の
推
論
を
提
示
し
た
。
そ
の
概
要
を
摘
録
す

る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

伊
能
は
ま
ず
「
ク
マ
」K

U
M

A

、「
ソ
オ
」SO

’O

そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
の
検
証
か
ら
は
じ
め
る
。
そ
し
て
、
台
湾
原
住

民
族
や
マ
レ
ー
・
ポ
リ
ネ
シ
ア
諸
族
中
の
或
る
種
族
が
用
い
る
自
称
、
も
し
く
は
「
人
」
を
意
味
す
る
語
とK

U
M

A

、

SO
’O

に
言
語
的
近
似
性
が
う
か
が
え
る
こ
と
か
ら
、
後
者
が
と
も
に
マ
レ
ー
・
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
系
に
関
係
づ
け
ら
れ
る

と
推
測
す
る
㉞
。
ま
た
、SO
’O
に
最
も
近
似
し
て
い
る
の
はTSO

’O

、
あ
る
い
はSA

U

で
あ
り
、「SO

’O

を
以
て
自
称

せ
し
我
が
筑
紫
の
原
住
民
の
一
部
種
の
源
流
を
、
之
に
溯
り
近
づ
け
得
べ
き
こ
と
、
蓋
し
必
ず
し
も
牽
合
の
強
解
に
非
ざ

る
べ
し
」
㉟
と
種
族
の
分
枝
を
推
考
し
た
。

固
よ
り
輙
す
くM

AYA
=SO

’O

の
決
定
を
軽
断
す
べ
き
に
非
ざ
れ
ど
も
、
日
本
古
代
のSO

’O

と
台
湾
現
在
のTSO

’O

（
又SA

U

）
と
は
、
斯
種
語
原
の
同
圏
に
属
す
る
マ
レ
イ
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
族
系
統
中
の
或
る
民
種
が
、
一
根
幹
よ
り
分

派
せ
り
し
枝
椏
と
し
て
、
一
方
極
限
の
接
近
位
置
を
占
め
つ
ゝ
あ
る
関
係
の
離
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
認
む
べ
く
、
換

言
す
れ
ば
、SO

’O

とTSO
’O

と
の
両
部
種
族
は
、
其
語
詞
の
近
似
を
否
定
す
べ
か
ら
ざ
る
如
く
、
其
系
統
に
於
て
も
、

同
幹
の
分
枝
た
る
関
係
を
有
す
る
を
疑
わ
ず
と
為
す
を
得
べ
し
㊱
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伊
能
は
こ
の
よ
う
に
自
説
を
展
開
す
る
。
と
は
い
え
、
論
考
自
体
は
長
い
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
厳
密
に
学
術
的
な
手

続
き
を
踏
ん
で
裏
付
け
作
業
を
行
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
伊
能
の
推
論
は
あ
く
ま
で
も
仮
説
・
憶
説
を
出

な
い
。
だ
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
説
の
正
否
で
は
な
く
、
先
述
し
た
よ
う
に
、「
ク
マ
・
ソ
」
を
め
ぐ
る
議
論
・

論
争
を
た
ど
る
と
、
伊
能
の
仮
説
が
決
し
て
突
拍
子
も
な
い
、
孤
立
し
た
推
論
で
も
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、九
州
南
部
に
存
在
し
た
「
隼
人
」
は
古
代
の
異
族
（
の
ひ
と
つ
）
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、鳥
居
龍
蔵
（『
有

史
以
前
の
日
本
』）
や
西
村
真
次
（『
大
和
時
代
』）
ら
は
そ
れ
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
系
と
推
測
し
た
。
ま
た
白
鳥
庫
吉
（「
土

蜘
蛛
傳
説
に
就
い
て
」）
や
喜
田
貞
吉
（『
日
向
国
史
』）
な
ど
は
「
ク
マ
ソ
」
を
そ
の
「
隼
人
」
と
同
一
視
し
た
。
ネ
フ

ス
キ
イ
の
蔵
書
に
あ
る
沼
田
賴
輔
『
日
本
人
種
新
論
』
に
は
、
次
の
く
だ
り
が
あ
る
。

以
上
述
べ
た
る
が
如
く
、
隼
人
族
に
し
て
果
し
て
南
方
渡
来
の
民
族
な
り
と
せ
ば
、
彼
等
は
直
路
直
に
九
州
の
南
端
に

来
た
り
し
も
の
な
る
か
、
呂
宋
台
湾
の
諸
島
を
経
由
し
て
来
た
り
し
も
の
な
る
か
、
未
詳
な
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
近
時
、

台
湾
島
を
踏
査
せ
ら
れ
た
る
鳥
居
龍
藏
氏
の
談
話
に
よ
る
に
、
台
湾
の
西
部
生
蕃
中
に
ツ
オ
ー
族
と
呼
ば
る
ゝ
も
の
あ

り
。
彼
等
の
口
碑
に
よ
る
に
、
其
の
民
族
の
一
部
か
つ
て
東
方
に
移
住
せ
し
こ
と
を
伝
ふ
と
い
ふ
。
恐
ら
く
は
、
隼
人

族
の
経
由
せ
し
地
方
な
る
か
㊲

　

ネ
フ
ス
キ
イ
と
面
識
の
あ
っ
た
藤
原
相
之
助
は
『
日
本
先
住
民
族
史
』
で
沼
田
の
こ
の
説
を
参
照
し
て
い
る
㊳
。
そ
れ

か
ら
、
伊
能
の
論
説
が
世
に
出
た
同
じ
一
九
一
七
年
、
新
村
出
が
発
表
し
た
「
日
本
人
と
南
洋
」（『
東
方
時
報
』
一
月
）

で
は
、「
ク
マ
・
ソ
」
の
ソ
と
ツ
ォ
ウ
族
の
ツ
ォ
ウ
＝
「
人
」
に
関
係
の
あ
る
可
能
性
が
推
測
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
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「
台
湾
の
阿
里
山
辺
の
蕃
族
の
曹

ツ
オ
ー

族
の
名
な
る
ツ
オ
ー
（
人
の
義
）
は
何
人
も
熊
襲
の
ソ
と
対
照
し
た
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

其
他
国
語
で
唱
ふ
る
異
族
名
の
語
尾
ら
し
き
ソ○

と
云
ふ
語
も
、
或
は
同
じ
で
は
な
い
か
と
思
ふ
」
と
す
る
推
測
で
あ
る
㊴
。

　
「
ク
マ
・
ソ
」
と
「
隼
人
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
戦
後
も
引
き
続
い
た
。
た
と
え
ば
、
大
林
太
良
は
次
の
よ
う
な
興
味
深

い
推
測
を
提
起
し
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
熊
襲
・
肥
人
と
隼
人
と
は
、
か
な
り
文
化
的
に
も
近
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ

の
言
語
も
お
そ
ら
く
と
も
に
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
語
族
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
的
構
成
要
素
を
多

く
含
ん
だ
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
定
し
て
い
る
。
熊
襲
に
つ
い
て
は
、
厚あ
つ
鹿か

文や

、
作さ

鹿か

文や

、
市い

ち
乾ふ

鹿か

文や

、
市
鹿
文
、

取と
ろ

石し

鹿か

文や

と
い
う
熊
襲
の
人
名
に
し
ば
し
ば
現
わ
れ
る
カ
ヤ
と
は
、
呪
力
や
資
産
を
も
つ
こ
と
を
示
す
、
オ
ー
ス
ト
ロ

ネ
シ
ア
祖
語
の*kaja

に
比
す
べ
き
も
の
で
あ
る
（
後
略
）㊵

　

そ
し
て
、
大
林
は
、「
襲
」
も
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
祖
語*tau

「
人
」
に
比
す
べ
き
こ
と
を
提
起
す
る
。
大
林
は
自
説

を
言
語
学
的
に
論
証
す
る
も
の
と
し
て
、
村
山
七
郎
の
次
の
よ
う
な
「
仮
説
」
を
導
入
し
て
い
る
。
村
山
に
よ
る
と
、
ソ

はtsö:

を
表
わ
し
た
可
能
性
が
高
く
、ö:

は
古
代
日
本
語
の
南
洋
系
の
単
語
で
は*au

に
遡
行
で
き
る
こ
と
か
ら
、
ソ
の

源
基
は*tsau

で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
他
方
、ツ
ォ
ウ
語
な
ど
台
湾
原
住
民
族
語
の
「
人
」
の
祖
形
も*tsau

で
あ
る
。

さ
ら
に
琉
球
八
重
山
の
黒
島
方
言
で
「
人
」
はpisu

、
鳩
間
島
方
言
で
はpusu

で
あ
り
（
古
代
日
本
語
で
はpitö

）、
両

方
言
の
祖
形*pitsö

の
語
根
はtsö

∧*tsau

で
あ
る
と
結
論
す
る
。
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と
す
れ
ば
、
黒
島
、
鳩
間
島
、
古
代
九
州
の*tsau

「
人
」
は
、
こ
れ
ら
台
湾
語
の
一
部
と
起
源
を
同
じ
く
す
る
と

見
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
ク
マ
・
ソ
は
、台
湾
か
ら
琉
球
列
島
を
へ
て
九
州
に
ま
で
到
達
し
た
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

（
中
略
）

　

と
に
か
く
、
ク
マ
・
ソ
、
ピ
・
ス
、
プ
・
ス
の
ソ
、
ス
がtsö

∧*tsau

に
由
来
し
、
台
湾
語
（
の
み
）
の*tsau

「
人
」

と
一
致
す
る
と
思
わ
れ
、
こ
れ
は
台
湾
語
が
琉
球
を
経
由
し
て
九
州
に
ま
で
到
達
し
た
こ
と
を
直
接
に
証
明
す
る
材
料

で
あ
る
と
愚
考
い
た
し
ま
す
㊶

　

も
う
一
度
注
意
し
て
お
き
た
い
が
、
こ
こ
で
は
以
上
の
諸
説
の
正
否
を
検
証
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
古
代
日
本

の
「
謎
」
を
探
る
研
究
に
お
い
て
、
ツ
ォ
ウ
族
に
着
目
す
る
視
線
が
あ
っ
た
こ
と
、
台
湾
原
住
民
族
の
中
で
も
特
に
ツ
ォ

ウ
族
に
か
か
わ
る
言
説
が
あ
っ
た
こ
と
の
確
認
、
そ
れ
が
眼
目
で
あ
る
。

　

ネ
フ
ス
キ
イ
が
上
記
の
議
論
、
研
究
に
無
知
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
前
記
の
伊
能
論
考
も
読
ん
で
、
知
っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
。
東
洋
文
庫
『
月
と
不
死
』
に
は
伊
能
宛
て
の
書
簡
が
二
通
収
載
さ
れ
て
お
り
、
オ
シ
ラ
サ
マ
の
こ
と
で

ネ
フ
ス
キ
イ
が
熱
心
に
教
え
を
乞
い
、
ま
た
直
接
伊
能
の
も
と
へ
訪
ね
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
際
、
オ
シ
ラ
サ
マ
に
つ

い
て
だ
け
で
な
く
、
台
湾
原
住
民
族
研
究
者
と
し
て
も
名
高
い
伊
能
か
ら
原
住
民
族
、
さ
ら
に
は
ツ
ォ
ウ
族
の
こ
と
で
何

ら
か
の
教
示
が
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
非
現
実
的
な
空
想
で
は
な
い
。

　

た
し
か
に
、『
資
料
』
に
「
ク
マ
・
ソ
」
と
の
関
連
性
を
示
唆
す
る
よ
う
な
言
及
は
な
い
。
し
か
し
、だ
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
を
ネ
フ
ス
キ
イ
が
一
蹴
し
た
こ
と
の
証
左
と
簡
単
に
結
論
づ
け
る
に
は
、
今
後
も
う
少
し
検
討
を
重
ね
る
必
要
が
あ

る
。
実
際
、
柳
田
の
次
の
回
想
か
ら
彷
彿
さ
れ
る
よ
う
に
、
或
る
問
題
に
対
し
粘
り
強
く
取
り
組
み
、
容
易
に
結
論
を
急
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が
な
い
の
が
ネ
フ
ス
キ
イ
で
あ
っ
た
。

（
略
）
今
の
大
学
の
教
授
で
も
、
日
本
語
と
沖
縄
語
と
は
同
じ
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
証
明
す
る
の
に
、
数
字
な
ど
を

使
つ
て
や
つ
て
を
り
、
主
と
し
て
首
里
と
か
那
覇
と
か
の
お
そ
ろ
し
く
変
化
し
た
言
葉
の
形
と
、
京
都
あ
た
り
の
言
葉

と
を
比
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
百
年
に
こ
れ
だ
け
づ
ゞ
変
つ
て
ゆ
く
も
の
だ
と
い
ふ
や
う
な
数
学
的
な
研
究
を

し
て
、
そ
れ
で
結
論
と
し
て
は
両
方
は
も
と
も
と
同
じ
言
葉
だ
つ
た
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
い
ふ
の
は
い
ゝ
と
し
て
、
そ

の
方
式
と
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
ど
う
も
同
意
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
使
つ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
ネ
フ
ス
キ
ー
の
方
は
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
く
現
地
へ
行
き
、
現
在
の
言
葉
が
、
何
年
何
月
ご
ろ
の
ど
こ
そ
こ

で
は
、
こ
れ
こ
れ
で
あ
つ
た
と
い
ふ
ふ
う
な
報
告
を
し
て
事
情
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
非
常
に
は
か
な
の
ゆ
か

な
い
仕
事
で
あ
る
が
、
そ
の
功
績
は
無
視
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
日
本
語
と
沖
縄
語
と
が
共
通
で
あ
る
と
い
ふ
結

論
は
両
者
同
じ
で
も
、
そ
れ
を
導
き
出
す
方
法
に
は
帰
納
の
方
が
演
繹
よ
り
も
適
当
な
わ
け
で
あ
る
。
㊷

　

た
と
え
荒
唐
無
稽
で
信
じ
る
に
足
り
な
い
説
と
見
な
し
て
い
た
と
し
て
も
、
は
る
ば
る
阿
里
山
ま
で
出
か
け
、
自
分
の

目
で
確
か
め
よ
う
と
し
た
可
能
性
ま
で
は
否
定
で
き
な
い
。そ
れ
が
ネ
フ
ス
キ
イ
の
基
本
的
な
研
究
ス
タ
イ
ル
で
あ
れ
ば
、

こ
の
言
説
に
関
し
て
再
思
三
考
す
る
余
地
は
あ
る
と
記
し
て
お
き
た
い
。

Ⅳ
．「
マ
ー
ヤ
伝
説
」

　
「
ク
マ
・
ソ
」
説
以
外
に
、
実
は
日
本
人
と
か
か
わ
る
不
思
議
な
言
い
伝
え
が
も
う
ひ
と
つ
あ
っ
た
。
ツ
ォ
ウ
族
と
日
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本
人
の
同
祖
説
を
物
語
る
「
マ
ー
ヤ
伝
説
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
バ
リ
ア
ン
ト
は
口
述
者
、
採
録
地
等
に

よ
り
種
々
あ
る
が
、
ネ
フ
ス
キ
イ
が
参
考
文
献
に
用
い
た
佐
山
融
吉
・
大
西
吉
寿『
生
蕃
伝
説
集
』（
一
九
二
三
年
）か
ら
、

ナ
マ
カ
バ
ン
社
で
採
録
さ
れ
た
伝
説
に
よ
っ
て
ま
ず
そ
の
大
要
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　

昔
我
が
祖
先
等
は
新
高
山
の
頂
に
住
ん
で
ゐ
た
。
其
頃
は
ま
だ
人
口
も
少
な
く
、唯
一
軒
の
家
ば
か
り
で
あ
つ
た
が
、

次
第
に
子
孫
が
繁
殖
し
た
か
ら
、
或
者
は
分
れ
て
ト
フ
ヤ
に
行
つ
た
。
古
老
の
伝
へ
に
よ
る
と
此
の
時
更
に
日
本
の
国

に
行
つ
た
も
の
が
あ
る
が
、
別
れ
に
臨
み
竹
製
の
弓
を
真
ん
中
か
ら
二
つ
に
斫
り
、
後
日
再
会
の
時
の
証
拠
に
と
て
そ

の
一
片
を
携
へ
、
他
の
一
片
を
社
に
残
し
て
行
つ
た
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。㊸

　

他
の
バ
リ
ア
ン
ト
で
は
行
き
先
が
漠
然
と
西
で
あ
っ
た
り
、
北
で
あ
っ
た
り
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
元
来
こ
の
伝
説
は
ツ
ォ
ウ
の
諸
部
族
の
形
成
、
移
動
経
路
、
分
布
先
等
を
物
語
る
エ
ス
ノ
ヒ
ス
ト
リ
ー

と
認
め
ら
れ
る
。

　

引
用
し
た
バ
リ
ア
ン
ト
は
行
き
先
を
日
本
と
明
言
し
て
お
り
、
こ
れ
が
後
か
ら
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
判
断

で
き
る
。「
マ
ー
ヤ
伝
説
」
が
日
本
の
台
湾
進
出
を
境
に
改
変
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
考
え
つ
く
。
た
と
え
ば
、

管
見
の
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
、「
マ
ー
ヤ
伝
説
」
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
、最
も
早
い
記
録
は
領
台
前
の
『
樺
山
資
紀
台
湾
記
事
』

に
見
え
て
お
り
、
一
八
七
三
年
八
月
二
六
日
に
「
日
本
阿
里
山
ト
云
ウ
生
蕃
ア
リ
ト
本
邦
人
漂
流
セ
シ
後
裔
ナ
ラ
ン
種
々

意
外
ノ
事
状
モ
少
カ
ラ
ン
」と
あ
る
㊹
。樺
山
の
記
述
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。し
か
し
、台
湾
領
有
以
後
は
、次
の『
台
湾
日
々

新
報
』
の
連
載
記
事
「
達
邦
社
蕃
人
の
話
」（
一
九
〇
五
年
十
一
月
二
八
日
）
の
よ
う
に
、
明
確
な
思
惑
を
も
っ
て
語
り
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直
さ
れ
る
。

斯
く
の
如
く
首
狩
り
を
せ
ぬ
は
大
分
久
し
き
前
よ
り
の
事
な
れ
ど
、
殊
に
彼
ら
は
日
本
に
向
つ
て
は
決
し
て
敵
対
行
為

を
為
す
こ
と
な
し
。
彼
等
は
常
に
日
本
人
は
元
吾
等
と
共
に
嘉
義
の
平
野
に
住
み
た
る
が
支
那
人
種
の
来
た
り
住
す
る

に
及
び
日
本
人
は
海
を
渡
り
て
東
に
去
り
、
吾
等
は
退
き
て
山
に
入
れ
り
。
さ
れ
ば
吾
等
は
日
本
人
と
は
親
し
き
友
な

れ
ど
支
那
人
は
総
て
吾
等
の
仇
敵
な
り
と
称
し
居
れ
り
。
現
に
山
に
入
り
て
道
を
尋
ぬ
る
と
か
或
は
糧
食
が
欠
乏
し
て

困
窮
す
る
時
な
ど
す
べ
て
日
本
人
に
は
頗
る
親
切
な
れ
ど
支
那
人
種
へ
は
極
め
て
冷
酷
な
り
と
。

　

こ
の
記
事
で
摘
出
す
べ
き
点
は
少
な
く
な
い
が
、
こ
こ
で
は
日
本
人
と
ツ
ォ
ウ
族
が
「
親
し
き
友
」
の
関
係
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
漢
民
族
は
「
総
て
吾
等
の
仇
敵
な
り
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
点
に
留
意
し
た
い
。
つ
ま
り
、
ツ
ォ
ウ
族
の
友

好
性
は
日
本
の
支
配
に
抗
す
る
他
の
種
族
に
向
け
た
模
範
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
原
住
民
族
と
漢
民
族
を
分
離
す
る

こ
と
は
統
治
、
治
安
上
都
合
が
よ
か
っ
た
。
そ
う
し
た
日
本
側
の
思
惑
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
伝
説
の
バ
リ
ア
ン
ト
に
は
、
ツ
ォ
ウ
族
が
そ
の
後
入
山
し
た
日
本
人
を
か
つ
て
別
れ
た
兄
弟
「
マ
ー
ヤ
」
だ
と
思

い
、　

日
本
人
を
歓
迎
し
た
と
い
う
逸
話
ま
で
あ
る
。
い
か
に
も
日
本
人
の
感
情
を
く
す
ぐ
る
も
の
で
、
そ
れ
だ
け
に
流

布
し
や
す
か
っ
た
こ
と
は
察
せ
ら
れ
る
。
逆
に
、一
笑
に
付
す
る
こ
と
も
た
や
す
い
。
要
す
る
に
、「
不
思
議
な
言
い
伝
え
」

で
片
づ
い
て
し
ま
う
話
の
よ
う
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
、「
マ
ー
ヤ
伝
説
」
は
日
本
人
の
起
源
・
来
歴
を
め
ぐ
る
探
求
の

射
程
に
入
り
、
少
な
か
ら
ぬ
研
究
者
か
ら
も
言
及
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

日
本
の
台
湾
統
治
開
始
以
後
（
一
八
九
五
年
）
で
、
お
そ
ら
く
最
も
早
く
こ
の
伝
説
を
採
録
し
た
の
は
考
古
学
・
人
類
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学
者
鳥
居
龍
蔵
で
あ
ろ
う
。鳥
居
は
一
八
九
六
年
に
早
く
も
台
湾
調
査
を
開
始
し
、一
九
〇
〇
年
一
月
か
ら
八
月
ま
で
行
っ

た
第
四
回
調
査
で
は
ツ
ォ
ウ
族
の
村
に
入
っ
た
。
そ
の
成
果
の
一
部
は
「
台
湾
阿
里
山
蕃
の
神
話
」㊺
と
い
う
論
考
で
発
表

さ
れ
、「
マ
ー
ヤ
伝
説
」
も
そ
こ
に
出
て
い
る
。

　

鳥
居
の
調
査
に
よ
る
と
、
台
湾
原
住
民
族
の
「
多
く
は
一
般
に
其
弓
箭
は
最
も
簡
単
で
、
箭
に
は
鳥
の
羽
な
ど
は
付
け

て
居
ら
ぬ
、
又
其
放
射
法
も
頗
る
発
達
し
て
居
ら
ぬ
」。
し
か
し
、「
た
ゞ
其
中
で
阿　
マ
　
マ
　

理
蕃
は
其
弓
箭
射
法
は
稍
や
発
達
し

て
居
る
（
中
略
）
其
箭
は
最
も
他
の
も
の
よ
り
も
発
達
し
て
居
る
、
則
ち
彼
等
の
箭
に
は
鳥
の
羽
が
つ
い
て
居
る
」。
鳥

居
が
ツ
ォ
ウ
族
の
弓
箭
に
着
目
し
た
の
は
、
た
だ
そ
の
形
体
上
の
特
徴
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
祖
先
た
ち
が
別
れ

に
際
し
て
弓
箭
を
分
割
し
た
と
い
う
言
い
伝
え
に
も
注
目
し
た
。
そ
の
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。「
か
く
の
如
き
弓
箭
が
同

種
族
を
示
す
の
証
拠
と
な
つ
た
事
実
は
他
に
も
あ
り
ま
す
、其
中
の
一
つ
を
挙
げ
な
ば
、則
ち
我
国
の
古
代
に
あ
り
ま
す
」。

そ
し
て
、神
武
紀
か
ら
、櫛
玉
饒
速
日
命
が
天
神
の
子
で
あ
る
表し
る
しと
し
て
長
髄
彦
が
「
天ア

マ
ノ
ハ
ハ

羽
羽
矢ヤ

」
と
「
歩カ

チ
ユ
キ靫
」
を
示
し
、

神
武
も
ま
た
自
ら
の
「
天
羽
羽
矢
」
と
「
歩
靫
」
を
長
髄
彦
に
見
せ
た
條
を
引
用
す
る
。

　
「
台
湾
阿
里
山
蕃
の
神
話
」
は
こ
れ
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、
戦
後
一
九
五
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
自
伝
『
あ
る
老
学
徒
の

手
記
』（
朝
日
新
聞
社
）
で
、
鳥
居
は
再
び
「
マ
ー
ヤ
伝
説
」
に
言
及
し
て
お
り
、
そ
れ
が
印
象
深
く
残
っ
て
い
た
こ
と

を
う
か
が
わ
せ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
同
祖
説
に
関
し
て
は
、
こ
う
き
っ
ぱ
り
と
否
定
し
て
い
る
。「
し
か
し
も
と
よ
り
こ

の
マ
ヤ
は
日
本
で
は
な
い
。
こ
れ
は
説
話
の
偶
然
の
符
合
で
あ
る
」㊻
。

　

だ
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
論
考
「
台
湾
阿
里
山
蕃
の
神
話
」
の
時
点
で
は
、「
こ
の
マ
ヤ
が
我
々
日
本
人
で
あ
る
がマ
マ

否
や
は
別
問
題
と
し
て
」、
と
結
論
を
保
留
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
こ
の
口
碑
則
ち
彼
等
の
祖
先
の
或
者
かマ

マ

弓
箭
を
折
つ

て
後
の
互
の
印
と
し
て
、
遠
く
東
の
方
へ
移
住
し
た
と
云
ふ
口
碑
は
、
其
地
の
何
處
な
る
か
は
吾
人
の
最
も
注
意
し
又
研
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究
す
べ
き
価
値
が
あ
ろ
う
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
そ
の
後
鳥
居
に
研
究
の
継
続
し
た
様
子
は
見
ら
れ
な
い
の
で
、
当
時

に
お
い
て
も
、
本
音
は
「
説
話
の
偶
然
の
符
合
」
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
領
台
当
初
、
す
で
に
「
一
視
同

仁
」
の
よ
う
な
言
説
が
喧
伝
さ
れ
て
い
た
か
は
詳
ら
か
に
し
な
い
が
、
日
本
人
と
台
湾
原
住
民
族
＝
ツ
ォ
ウ
族
の
同
祖
説

に
留
意
す
る
ま
な
ざ
し
が
学
界
に
登
場
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

　

先
に
引
用
し
た
沼
田
賴
輔
『
日
本
人
種
新
論
』
は
、
鳥
居
の
談
話
と
し
て
「
マ
ー
ヤ
伝
説
」
に
触
れ
て
い
た
。
伊
能
嘉

矩
も「
台
湾
阿
里
山
蕃
の
神
話
」を
読
ん
で
い
た
と
考
え
て
よ
い
が
、前
記
し
た
彼
の
論
考
名
は
ま
さ
に「
マ
ー
ヤ
伝
説（
台

湾
土
蕃
の
口
碑
）
に
就
き
て
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
伝
説
で
、伊
能
の
関
心
も
ま
た
弓
の
折
半
に
あ
り
、鳥
居
と
同
様
に
『
日

本
書
紀
』
か
ら
類
推
を
め
ぐ
ら
す
。
た
だ
し
、
伊
能
が
留
意
し
た
の
は
古
代
のSO

’O

が
弓
矢
の
技
に
秀
で
た
と
い
う
記

述
で
、
景
行
紀
の
次
の
條
を
引
照
す
る
。

　

①
「
敵
の
射
る
矢
が
、
横
の
山
か
ら
飛
ん
で
き
、
降
る
雨
の
よ
う
で
あ
っ
た
」（
一
二
年
天
皇
の
熊
襲
を
征
す
る
條
）

　

②
「
市
乾
鹿
文
は
ひ
そ
か
に
父
の
弓
の
弦
を
切
っ
て
お
い
た
」（
同
右
）

　

③
「
日
本
武
尊
は
『
弓
の
上
手
な
者
を
つ
れ
て
行
き
た
い
と
思
う
。
ど
こ
か
に
名
人
は
い
な
い
か
』
と
い
わ
れ
た
」 

（
二
七
年
日
本
武
尊
の
熊
襲
を
征
す
る
條
）

　

も
っ
と
も
、
伊
能
の
あ
げ
た
三
條
は
例
証
と
し
て
妥
当
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
れ
も
熊
襲
自
身
が

弓
矢
に
長
じ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
内
容
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
③
の
弓
の
巧
者
云
々
は
、
熊
襲
征
伐
を

助
け
る
弓
の
名
手
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
こ
れ
以
上
問
わ
な
い
が
、SO

’O

とTSO
’O

の
関
連
性
を
「
仮
定
」、「
連
想
」（
四
二
頁
）
す
る
資
料
と
し
て
伊
能
が
「
マ
ー
ヤ
伝
説
」
を
導
入
し
た
こ
と
を
確
認
し

て
お
き
た
い
。
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次
に
、
ネ
フ
ス
キ
イ
と
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
者
の
中
か
ら
折
口
信
夫
を
あ
げ
る
。
折
口
は
一
九
二
一
年
（
大
正
一
○

年
）
夏
に
沖
縄
採
訪
を
は
た
し
、
そ
の
成
果
を
「
琉
球
の
宗
教
」（
一
九
二
三
年
）
と
し
て
発
表
し
た
。
そ
の
中
で
、
六

月
頃
石
垣
島
で
行
わ
れ
る
穂フ

利リ

の
祭
り
の
際
、
各
家
庭
を
祝
福
し
て
歩
く
神
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
の
名
前
が
「
ま
や

の
神
」
で
あ
る
と
い
う
。

ま
や
の
神
は
、
ど
こ
か
ら
来
る
か
、
わ
か
ら
な
い
。
ま
や
に
は
猫
の
義
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
で
は
な
い
ら
し
く
、

土
地
の
名
で
あ
ろ
う
。
こ
の
信
仰
は
台
湾
に
わ
た
っ
て
、
阿
里
山
蕃
族
が
、
ば
く
ば
く
わ
か
あ
山
あ
る
い
は
ば
く
ば
く

や
ま
か
ら
出
て
、
分
れ
て
一
つ
は
ま
や
の
国
へ
行
っ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
か
ら
、
琉
球
の
南
方
で
も
、
お
そ
ら
く
ま

や
を
楽
土
と
観
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。（
傍
線
原
文
）㊼

　
　

そ
れ
か
ら
、
大
正
一
四
年
に
執
筆
開
始
さ
れ
、
昭
和
二
年
一
○
月
に
脱
稿
さ
れ
た
「
国
文
学
の
発
生
」（
第
三
稿
）
で 

も
、
折
口
は
春
に
沖
縄
の
あ
ち
こ
ち
で
霊
的
な
者
が
遠
く
か
ら
や
っ
て
来
る
祭
り
に
触
れ
、
こ
う
書
い
て
い
る
。

　

こ
の
お
と
づ
れ
人
の
名
を
ま
や
の
神
と
い
う
。
ま
や
は
元
来
は
国
の
名
で
、
海
の
あ
な
た
に
あ
る
楽
土
を
表
す
語こ

と
ばら

し

い
。
台
湾
土
民
の
中
に
も
、
阿
里
山
蕃
人
は
、
神
話
の
上
に
こ
の
楽
土
の
名
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
も
沖
縄
本
島
に
西
北

の
洋
中
に
あ
る
伊イ

平ヘ

屋ヤ

列
島
に
も
、
古
く
こ
の
楽
土
の
名
を
伝
え
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
偶
発
し
た
も
の
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。（
傍
線
原
文
）㊽
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折
口
は
「
ま
や
」
を
は
る
か
海
の
彼
方
に
あ
る
楽
土
の
意
味
で
紹
介
し
て
お
り
、
伊
能
ら
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
折
口

が
ど
こ
か
ら
こ
の
伝
説
を
知
っ
た
の
か
は
別
に
検
討
を
要
す
る
が
、
ネ
フ
ス
キ
イ
の
周
囲
に
い
た
日
本
民
俗
学
の
重
鎮
に

ま
で
「
マ
ー
ヤ
」
の
名
称
が
聞
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
銘
記
し
て
お
き
た
い
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
佐
山
融
吉
・
大
西
吉
寿
編
『
生
蕃
伝
説
集
』
に
は
「
マ
ー
ヤ
伝
説
」
の
バ
リ
ア
ン
ト
数
種
が
収
録

さ
れ
て
い
る
が
、
同
じ
く
参
考
文
献
『
番
族
慣
習
調
査
報
告
書
』
第
四
巻
と
『
蕃
族
調
査
報
告
書　

曹
族
阿
里
山
蕃
・
同

四
社
蕃
・
同
簡
仔
霧
蕃
』
に
も
そ
れ
は
載
っ
て
い
る
。
前
者
の
著
者
小
島
由
道
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

近
頃
余
ハ
北
そ
う
番
ト
さ
い
せ
っ
と
族
ト
ヲ
比
較
シ
其
体
貌
及
ビ
慣
習
ノ
著
ル
シ
ク
相
似
タ
ル
ヲ
見
又
さ
い
せ
っ
と

ニ
於
イ
テ
人
ヲ
「
マ
エ
ヤ
」
ト
云
フ
其
音
ガ
ま
あ
や
ト
類
似
セ
ル
ヨ
リ
推
シ
北
そ
う
番
ガ
北
ニ
向
テ
去
リ
タ
リ
ト
云
フ

ま
あ
や
ハ
或
ハ
現
時
ノ
さ
い
せ
っ
と
ト
同
族
ニ
非
ザ
リ
シ
カ
ヲ
疑
フ
又
さ
い
せ
っ
と
族
獅
頭
驛
社
土
名
（
た
あ
い
祭
ノ

主
祭
）
ノ
家
ニ
ハ
先
年
マ
デ
祖
先
ヨ
リ
伝
ハ
レ
ル
古
キ
弓
矢
ヲ
有
シ
神
聖
ノ
モ
ノ
ト
シ
他
族
ニ
見
ス
ル
ヲ
禁
忌
シ
タ
リ

シ
ト
聞
ク
知
ラ
ズ
此
弓
コ
ソ
其
昔
北
そ
う
番
ト
相
別
ル
ゝ
ト
キ
ニ
後
代
再
会
ス
ル
ト
キ
ノ
印
ニ
ト
テ
折
テ
両
方
ニ
分

ケ
タ
ル
弓
ノ
一
片
ニ
非
ザ
リ
シ
カ
。㊾

　

こ
の
よ
う
に
、
折
口
に
し
て
も
小
島
に
し
て
も
、
喧
伝
さ
れ
た
よ
う
な
同
祖
説
に
は
一
言
も
な
い
。
そ
の
点
は
ネ
フ
ス

キ
イ
も
同
様
で
、『
資
料
』
に
は
「
マ
ー
ヤ
伝
説
」
そ
の
も
の
が
ま
っ
た
く
出
て
こ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
検
証

か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
ネ
フ
ス
キ
イ
は
渡
台
前
か
ら
「
マ
ー
ヤ
伝
説
」
を
知
っ
て
い
た
と
確
信
し
て
、
ま
ず
ま
ち
が

い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
即
ツ
ォ
ウ
族
調
査
へ
の
決
定
に
つ
な
が
っ
た
と
結
論
づ
け
る
の
は
速
断
に
過
ぎ
る
。
し
か
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し
、
日
本
と
か
か
わ
り
の
あ
る
伝
説
が
ツ
ォ
ウ
族
に
あ
り
、
か
つ
そ
れ
が
学
界
で
一
度
な
ら
ず
問
題
と
さ
れ
た
こ
と
、
そ

れ
が
こ
こ
で
確
認
し
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
が
要
因
と
な
っ
て
、
他
な
ら
ぬ
ツ
ォ
ウ
族
へ
ネ
フ
ス
キ
イ
の

関
心
を
引
き
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
推
察
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

　

以
上
、
ネ
フ
ス
キ
イ
を
台
湾
行
き
、
ツ
ォ
ウ
族
調
査
へ
誘
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
要
因
を
い
く
つ
か
摘
録
し
、
検
証
し
て

き
た
。

　

と
こ
ろ
で
、「
そ
れ
ら
は
恣
意
的
な
要
因
で
は
な
い
か
」
と
い
う
批
判
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、
見
る
人
が

異
な
れ
ば
、違
う
要
因
も
指
摘
可
能
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
取
り
あ
げ
た
人
物
、事
象
以
外
の
も
の（
た
と
え
ば
、イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ン
ト
を
務
め
た
ウ
オ
ン
グ
・
ヤ
タ
ウ
ユ
ン
ガ
ナ
、
中
国
語
名
高
一
生
の
存
在
）
に
関
し
て
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ

て
み
た
い
。

　

し
か
し
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
要
因
を
ひ
と
つ
に
特
定
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
は
複
数
あ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た

ち
、
強
さ
で
ネ
フ
ス
キ
イ
に
作
用
し
た
。
ど
れ
か
ひ
と
つ
が
決
定
的
だ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
全

体
と
し
て
ネ
フ
ス
キ
イ
の
調
査
旅
行
へ
の
道
を
開
い
た
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
『
資
料
』
の
成
立
前
史
、
す
な
わ
ち
ネ
フ
ス
キ
イ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
た
が
、
む
ろ
ん
、『
資
料
』
そ
の
も
の
を

解
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。『
資
料
』に
は
一
五
の
テ
キ
ス
ト
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、実
際
は
、

そ
の
倍
の
テ
キ
ス
ト
が
採
録
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
㊿
。『
資
料
』
の
一
五
の
テ
キ
ス
ト
を
気
ま
ぐ
れ
な
取
捨
選
択
の
結
果
で

片
づ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
に
ネ
フ
ス
キ
イ
の
意
図
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
り
、
彼
が
台
湾
、
そ
し
て
ツ
ォ
ウ
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族
に
見
よ
う
と
し
た
も
の
が
あ
る
。
逆
に
い
う
と
、
そ
れ
ら
は
ネ
フ
ス
キ
イ
の
研
究
課
題
を
浮
き
彫
り
に
し
、
彼
の
日
本

研
究
と
の
関
連
性
を
照
ら
し
出
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
日
本
に
お
け
る
ネ
フ
ス
キ
イ
の
研
究
課
題
と
照
ら
し
合
わ

せ
る
こ
と
で
、
初
め
て
『
資
料
』
の
意
味
も
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

ロ
シ
ア
で
も
台
湾
で
も
日
本
で
も
、『
ツ
ォ
ウ
語
方
言
資
料
』
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
く
ら
い
注
目
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
し
か
し
、ネ
フ
ス
キ
イ
の
研
究
全
体
を
貫
く
課
題
を
検
討
す
る
た
め
に
も
、無
視
で
き
な
い
書
物
な
の
で
あ
る
。
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

１ 

た
と
え
ば
、
二
〇
一
二
年
一
○
月
三
―
五
日
に
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
、
二
〇
一
三
年
一
月
二
五
日
に
早
稲
田
大
学
で
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
。

２ N
evskii N

.A
. M

aterialy po govoram
 iazyka Tsou. M

. i L., Izd-vo. A
kadem

ii nauk SSSR. 1935. // M
aterialy po govoram

 
iazyka Tsou. : Slovar’ dialekta severnykh tsou. M

., Izd-vo. N
auka. 1981. 

以
下『
資
料
』か
ら
の
引
用
は
一
九
八
一
年
版
に
よ
る
。

３ 
「
原
住
民
族
」
と
い
う
名
称
は
日
本
語
で
は
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
台
湾
で
は
正
式
総
称
と
し
て
憲
法

で
認
め
ら
れ
て
お
り
、本
稿
で
も
用
い
る
。
な
お
部
族
は
ネ
フ
ス
キ
イ
の
来
台
当
時
は
八
部
族
く
ら
い
に
分
類
さ
れ
て
い
た
が
、

現
在
は
サ
イ
シ
ャ
ッ
ト
、
セ
デ
ッ
ク
、
サ
オ
、
ブ
ヌ
ン
、
ル
カ
イ
、
パ
イ
ワ
ン
、
タ
イ
ヤ
ル
、
タ
ロ
コ
、
サ
キ
ザ
ヤ
、
カ
ヴ
ァ

ラ
ン
、
ア
ミ
、
プ
ユ
マ
、
ヤ
ミ
、
そ
し
て
ツ
ォ
ウ
族
の
一
四
族
を
数
え
る
。

４ 

聶
甫
斯
其
（
李
福
清
・
浦
忠
成
・
白
嗣
宏
訳
）『
台
湾
鄒
族
語
典
』
台
原
出
版
社
、
一
九
九
三
年
。

５ 

同
右
、
二
九
頁
。

６ 

石
濱
純
太
郎
「
曹
語
研
究
資
料
」『
東
洋
史
研
究
』
第
一
巻
第
三
号
、
一
九
三
六
年
、
五
九
頁
。

７ G
rom

kovskaia L.L. Velikii filolog –  Peterburgskoe vostokovedenie. Vyp.8. S.249. SSSR. 1935.

８ G
rom

kovskaia L.L, K
ychanov E.I. Nikolai Aleksandrovich Nevskii. S.122. M

., 1978.

９ 

加
藤
九
祚
『
完
本
天
の
蛇　
ニ
コ
ラ
イ
・
ネ
フ
ス
キ
ー
の
生
涯
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
一
年
、
一
一
七
頁
。

⓾ 

ネ
フ
ス
キ
イ
の
旅
程
と
当
時
の
交
通
機
関
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
拙
論
「
ネ
フ
ス
キ
ー
の
台
湾
ツ
ォ
ウ
族

調
査
の
旅
」『
中
日
文
化
』（
中
国
文
化
大
学
日
本
研
究
所
）
第
二
二
号
、
二
〇
〇
三
年
。

⓫ 

ネ
フ
ス
キ
ー
「
農
業
に
関
す
る
血
液
の
土
俗
」『
月
と
不
死
』
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
、
二
三
頁
。

⓬ 

生
田
美
智
子
編
『
資
料
が
語
る
ネ
フ
ス
キ
ー
』
大
阪
外
国
語
大
学
、
二
〇
〇
三
年
、
二
三
八
頁
。

⓭ 

柳
田
國
男
「
ネ
フ
ス
キ
イ
氏
書
翰
」『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
一
二
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
三
年
、
三
八
九
頁
。

⓮ 

村
井
紀
『
新
版
南
島
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
発
生
』
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
。

⓯ 

若
林
正
丈
の
解
説
を
借
用
す
る
と
、「
隘
勇
線
」
と
は
「
清
代
か
ら
存
在
し
た
平
地
住
民
側
の
先
住
民
族
に
対
す
る
防
御
線
。

平
地
人
側
が
境
界
と
し
た
い
と
こ
ろ
で
帯
状
に
樹
木
を
切
り
と
り
、
要
所
に
『
隘
寮
』
と
称
す
る
哨
舎
を
お
き
、
こ
れ
に
『
隘

勇
』
な
い
し
『
隘
丁
』
と
称
す
る
警
備
兵
を
配
置
し
た
。
日
本
統
治
期
に
は
さ
ら
に
場
所
に
よ
っ
て
は
地
雷
を
敷
設
し
た
り
、
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電
流
を
通
じ
た
鉄
条
網
を
張
っ
た
り
し
た
」。
若
林
正
丈
編
『
矢
内
原
忠
雄
「
帝
国
主
義
下
の
台
湾
」
精
読
』
岩
波
現
代
文
庫
、

二
〇
〇
一
年
、
六
四
頁
。

⓰ 
大
塚
英
志
『
怪
談
前
後
―
柳
田
民
俗
学
と
自
然
主
義
』
角
川
選
書
、
二
〇
〇
七
年
。

⓱ 

「
山
人
考
」『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
四
巻
、
一
九
六
八
年
、
一
七
七
頁
。

⓲ 

同
右
、
一
八
二
頁
。

⓳ 

「
座
談
会 
柳
田
國
男
氏
を
囲
み
て
」『
民
俗
台
湾
』
第
三
巻
第
一
二
号
、
一
九
四
三
年
、
五
―
一
四
頁
。

⓴ 

田
山
花
袋
「
信
濃
高
原
の
一
夜
」『
太
陽
』
第
二
二
巻
第
十
号
、
一
九
一
六
年
、
一
二
三
頁
。
原
文
は
総
ル
ビ
。

㉑ 

柳
田
國
男
「『
郷
土
研
究
』
小
篇
」『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
三
〇
巻
、
一
九
七
〇
年
、
三
六
三
―
三
六
四
頁
。

㉒ Shternberg S.A
. Lev Iakovlevich Shternberg i M

uzei Antropologii i Etnografii Akadem
ii Nauk – Sbornik M

A
E. 1928. T.7. S. 

31-67.

㉓ Pis'm
o N.A.Nevskogo L.I.Shternbergu – Peterburgskoe vostokovedenie. Vyp.8. S.379.

㉔ Tam
 zhe. S.379.

㉕ 

八
月
十
四
日
に
シ
テ
ル
ン
ベ
ル
グ
は
没
し
た
。
ネ
フ
ス
キ
イ
の
報
告
も
書
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
追
悼
文
「
故
シ
ュ

テ
ル
ン
ベ
ル
グ
氏
」
が
記
さ
れ
た
（『
民
族
』
第
三
巻
第
二
号
、
一
九
二
七
年
）。

㉖ 

学
術
会
議
と
い
う
の
は
、
一
〇
月
三
〇
日
か
ら
一
一
月
一
一
日
ま
で
東
京
で
開
か
れ
た
第
三
回
汎
太
平
洋
学
術
会
議
の
こ
と

で
、
一
九
カ
国
、
総
勢
一
五
一
名
も
の
参
加
者
が
集
ま
っ
た
。

㉗ Shternberg L.I. Ainskaia problem
a - Аинская проблема – Sbornik M

A
E. 1929. Т.8. S.334-386.

㉘ 

引
用
は
「
故
シ
ュ
テ
ル
ン
ベ
ル
グ
氏
」『
月
と
不
死
』、
三
八
頁
。
な
お
同
文
に
は
ネ
フ
ス
キ
イ
宛
て
書
簡
（
一
九
二
六
年

一
一
月
二
二
日
付
）
が
引
用
さ
れ
、
シ
テ
ル
ン
ベ
ル
グ
自
身
の
感
想
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
日
本
旅
行
は
余
り
首
尾
よ
く
終
へ

な
か
つ
た
。
旅
行
中
た
え
ず
、
不
健
康
で
、
帰
国
後
ま
る
で
六
週
間
臥
し
て
ゐ
た
。
そ
の
上
、
病
床
で
多
く
の
生
徒
や
助
手
を

相
手
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
そ
し
て
講
義
や
の
び
の
び
に
な
つ
て
ゐ
た
博
物
館
の
事
務
が
あ
つ
た
」（
三
九
頁
）。

㉙ N
evskii N

.A
. M

aterialy po govoram
 iazyka Tsou. S.20.

㉚ 

ネ
フ
ス
キ
イ
と
浅
井
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
地
に
は
、
ツ
ォ
ウ
族
人
ウ
オ
ン
グ
・
ヤ
タ
ウ
ユ
ン
ガ
ナ
（
日
本
名
矢
多
一
生
）、　
タ

125 



―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

イ
ヤ
ル
族
人
ダ
ッ
キ
ス
・
ノ
ー
ビ
ン
（
花
岡
一
郎
）
と
ダ
ッ
キ
ス
・
ナ
ウ
イ
（
花
岡
二
郎
）
が
い
た
。
彼
ら
は
総
督
府
に
よ
る

エ
リ
ー
ト
教
育
を
受
け
、
日
本
語
に
堪
能
で
あ
っ
た
。
ネ
フ
ス
キ
イ
ら
の
調
査
地
の
選
定
に
彼
ら
の
存
在
が
あ
っ
た
可
能
性
は

あ
る
。

㉛ 
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』（
一
）
岩
波
文
庫
、
一
九
四
〇
年
、
二
六
七
頁
。

㉜ 
著
書
に
『
台
湾
蕃
人
事
情
』（
共
著
者
粟
野
伝
之
丞
）、『
台
湾
蕃
語
集
』、『
台
湾
蕃
政
志
』、『
理
蕃
誌
稿
』
と
い
っ
た
原
住

民
族
研
究
か
ら
『
台
湾
志
』、『
台
湾
城
志
』、『
台
湾
行
政
区
志
』、『
台
湾
文
化
志
』
な
ど
多
数
あ
る
。

㉝ 

伊
能
嘉
矩
「
マ
ー
ヤ
伝
説
（
台
湾
土
蕃
の
口
碑
）
に
就
き
て
」『
人
類
学
雑
誌
』
第
三
二
巻
第
二
号
、
一
九
一
七
年
。

㉞ 

「
ツ
ォ
ウ
」
は
元
来
「
人
」
を
意
味
す
る
。

㉟ 

伊
能
嘉
矩
「
マ
ー
ヤ
伝
説
（
台
湾
土
蕃
の
口
碑
）
に
就
き
て
」、
四
三
頁
。

㊱ 

同
上
、
四
三
―
四
四
頁
。

㊲ 

沼
田
賴
輔
『
日
本
人
種
新
論
』
嵩
山
房
、
一
九
〇
三
年
、
八
一
―
八
二
頁
。

㊳ 

藤
原
相
之
助
『
日
本
先
住
民
族
史
』
仁
友
社
、
一
九
一
六
年
、
九
―
一
〇
頁
。
な
お
ネ
フ
ス
キ
イ
の
柳
田
國
男
宛
て
の
書
簡

に
（
大
正
九
年
九
月
二
一
日
付
）、「
晩
に
仙
台
へ
着
き
ま
し
た
。
翌
日
の
朝
藤
原
相
之
助
様
を
訪
問
し
て
か
ら
図
書
館
へ
行
き

ま
し
た
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。『
月
と
不
死
』、
二
二
六
頁
。

㊴ 

新
村
出
「
日
本
人
と
南
洋
―
日
本
語
に
於
け
る
南
方
要
素
管
見
―
」『
新
村
出
全
集
』
第
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
、

一
〇
〇
頁
。

㊵ 

大
林
太
良
「
日
本
の
な
か
の
異
族
」
佐
々
木
高
明
・
大
林
太
良
編
『
日
本
文
化
の
源
流　
北
か
ら
の
道
・
南
か
ら
の
道
』
小

学
館
、
一
九
九
一
年
、
三
六
四
頁
。

㊶ 

村
山
七
郎
「
台
湾
土
民
語
と
琉
球
語
」『
え
と
の
す
』
第
一
二
号
、
一
九
七
九
年
、
一
三
八
―
一
三
九
頁
。

42　
柳
田
國
男
「
ネ
フ
ス
キ
ー
の
功
績
」『
定
本
柳
田
國
男
集
』
別
巻
第
三
、一
九
七
一
年
、
三
一
一
―
三
一
二
頁
。

㊸ 

佐
山
融
吉
・
大
西
吉
寿
『
生
蕃
伝
説
集
』
台
北
・
南
天
書
局
（
復
刻
版
）、
一
九
九
六
年
、
一
一
二
頁
。

㊹ 

「
樺
山
資
紀
台
湾
記
事
』『
西
郷
都
督
與
樺
山
総
督
』
西
郷
都
督
樺
山
総
督
記
念
事
業
出
版
委
員
会
、
一
九
三
六
年
、
二
一
四

頁
。
引
用
は
成
文
出
版
社
（
復
刻
版
）、
一
九
九
九
年
。
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―
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―
―
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―
―

㊺ 

鳥
居
龍
蔵
「
台
湾
阿
里
山
蕃
の
神
話
」『
台
湾
協
会
会
報
』
第
五
〇
号
、
一
九
〇
二
年
。

㊻ 
鳥
居
龍
蔵
『
あ
る
老
学
徒
の
手
記
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
三
年
、
一
三
一
頁
。

㊼ 
折
口
信
夫
「
琉
球
の
宗
教
」『
古
代
研
究
Ⅰ
―
祭
り
の
発
生
』
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
二
年
、
五
二
―
五
三
頁
。

㊽ 
折
口
信
夫
「
国
文
学
の
発
生
（
第
三
稿
）」『
古
代
研
究
Ⅲ
―
国
文
学
の
発
生
』
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
、二
〇
〇
三
年
、二
〇
頁
。

㊾ 

『
番
族
慣
習
調
査
報
告
書
』
第
四
巻
、
一
四
頁
。

㊿ 

一
九
二
七
年
一
二
月
東
洋
学
者
オ
リ
デ
ン
ブ
ル
グ
宛
て
の
書
簡
に
、
そ
れ
を
示
す
記
述
が
あ
る
。
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