
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
宣
教
師
で
あ
る
ロ
ス
に
よ
り
翻
訳
さ
れ
た
と

　
　
　
朝
鮮
語
に

おけ
る
神
の
訳
語
　
　
　
　
し
て
も
、
朝
鮮
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
は
、
ア
メ
リ
カ
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハナ
ニ
ム
　
　
宣
教
師
た
ち
が
主
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
が
、
か
れ
ら
が
聖
書
翻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

訳に
お
け
る
主
導
権
を
握
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
。
ロ
ス

　　　　　　　　　　　　　　　金
　
香
花
　
灘
噌
嫉
鷲
勤
灘
齢
励
静
ゼ
講
鉦
撃
影

は
じ
め
に
　
　
　
　
　
ウ
鞄
謝
継
蘇
鋒
禦
健
稽
蝶
薮
共
通
の
書
き
一
言

　
聖
書
が
朝
鮮
語
に

翻
訳さ
れ
始
め
た
の
は
一
八
八
二
年
に
ロ
ス
　
　
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
ー
と
、
宣
教
師
た
ち
の
東
ア
ジ
ア
に

（『
°
幻
o
ω
ω
）
が
中
国
で
翻
訳
し
た
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
『
司
亭
層
皿
　
　
対
す
る
認
識
－
最
初
か
ら
中
国
、
日
本
と
朝
鮮
を
は
っ
き
り
意
識

午
升
旦
旦
ロ
祖
刈
』
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
少
し
遅
れ
　
　
し
た
わ
け
で
は
な
い
ー
か
ら
考
え
る
と
、
朝
鮮
語
に
お
け
る
神
の

る
が
、
一
八
八
五
年
に
李
樹
正
が
日
本
で
翻
訳
し
た
マ
ル
コ
に
よ
る
　
　
訳
語
と
訳
語
論
争
を
、
東
ア
ジ
ア
全
体
の
中
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

福
音書
『
型
曾
・
叶
井
週
里
「
o
冒
洞
勉
司
』
が
出
版
さ
れ
る
。
し
か
し
、
　
　
こ
の
よ
う
な
文
化
的
状
況
は
、
聖
書
翻
訳
方
法
に
直
接
反
映
さ
れ
、

李樹
正
が
使
用
し
た
「
シ
ン
」
（
神
）
は
後
の
宣
教
師
た
ち
に
よ
り
使
　
　
宣
教
師
に
関
し
て
は
、
訳
語
理
解
の
つ
な
が
り
か
ら
確
認
す
る
こ
と

用
さ
れ
ず
、
ロ
ス
訳
の
「
ハ
ヌ
ニ
ム
／
ハ
ナ
ニ
ム
」
が
引
き
続
き
採
　
　
が
で
き
る
。

用
さ
れ
、
今
日
ま
で
至
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
論
文
で
は
、
歴
史
的
な
事
実
関
係
に
基
づ
き
、
一
つ
は
、
翻
訳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　な
ぜ
神
の
訳
語
と
し
て
は
ハ
ナ
ニ
ム
が
採
用
さ
れ
た
の
か
。
先
行
　
　
と
宣
教
師
の
訳
語
理
解
を
、
翻
訳
上
の
基
本
的
な
争
点
で
あ
る
「
原

研究
で
は
、
最
初
の
朝
鮮
語
訳
聖
書
が
中
国
で
な
さ
れ
、
中
国
語
「
上
　
　
文
を
重
視
す
る
か
訳
文
を
重
視
す
る
か
」
と
い
う
視
点
か
ら
分
析
す

帝
」
の
純
朝
鮮
語
訳
が
ハ
ナ
ニ
ム
で
あ
る
と
い
う
事
実
関
係
に
止
　
　
る
こ
と
と
、
も
う
一
つ
は
、
中
国
に
お
け
る
訳
語
論
争
と
の
つ
な
が

ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
偶
然
と
も
読
み
取
れ
る
歴
史
　
　
り
で
考
え
る
こ
と
を
試
み
る
。

的
事
情
だ
け
で
は
疑
問
に
残
る
部
分
が
多
い
。
最
初
の
朝
鮮
語
訳
聖
　
　
　
以
下
に
お
い
て
、
ハ
ナ
ニ
ム
を
朝
鮮
語
に
お
け
る
訳
語
論
争
で
考

朝
鮮語
に
お
け
る
神
の
訳
語
ハ
ナ
ニ
ム
（
金
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五



一
七
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え
る
と
同
時
に
、
各
宣
教
師
の
翻
訳
原
則
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
翻
　
　
少
し
早
く
出
版
さ
れ
た
ロ
ス
訳
（
一
八
八
二
年
）
で
使
用
さ
れ
た
ハ

訳
原則
と
神
の
訳
語
間
の
対
応
関
係
を
描
い
て
み
る
。
ま
た
中
国
語
　
　
ナ
ニ
ム
を
支
持
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
ア
ン
ダ
ウ
ッ
ト
は
、
訳
語
論

に

おけ
る
訳
語
論
争
と
の
つ
な
が
り
を
訳
語
理
解
と
翻
訳
原
則
と
い
　
　
争
を
引
き
起
こ
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
一
九
〇
三
年
ま
で
ハ
ナ
ニ
ム

う
文
脈
で
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
反
対
し
、
訳
語
論
争
を
続
け
さ
せ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
で
は
、
玉
聖
得
が
整
理
し
た
訳
語
論
争
を
、
ハ
ナ
ニ
ム
理
解

一

翻
雛
訳
．
盟
珊
争
か
ら
見
る
ハ
ナ
、
ム
の
欝
灘
繋
難
艦
鵬
鱗
購

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
け

　朝
鮮
語
に
お
け
る
神
の
訳
語
論
争
は
、
ア
ン
ダ
ウ
ッ
ト
が
李
樹
正
　
　
描
い
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
玉
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
よ
り
使
用
さ
れ
た
「
シ
ン
（
神
）
」
に
異
議
を
唱
え
た
こ
と
か
ら
始
　
　
玉
の
後
、
金
成
恩
の
研
究
も
あ
る
が
、
訳
語
論
争
と
い
う
テ
ー
マ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ア
ン
ダ
ウ
ッ
ト
は
、
李
樹
正
訳
マ
ル
コ
　
　
関
し
て
は
、
玉
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得

に
よ
る
福
音
書
を
も
と
に
、
ア
ペ
ン
ゼ
ラ
ー
（
国
臼
R
矯
O
Φ
腎
胃
住
　
　
な
い
。

諺
召
Φ
づ
N
亀
Φ
「
）
と
新
し
い
朝
鮮
語
訳
マ
ル
コ
福
音
書
を
一
八
八
七
　
　
　
し
た
が
っ
て
、
本
論
文
で
扱
う
訳
語
論
争
の
歴
史
の
流
れ
は
、
玉

年
に
翻
訳
出
版
し
た
。
ア
メ
リ
カ
聖
書
協
会
の
支
持
を
得
る
た
め
に
　
　
に
従
う
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
コ
リ

は
、
李
樹
正
訳
（
一
八
八
五
年
）
と
競
争
す
る
立
場
に
な
っ
て
い
た
。

彼
は
、
李
樹
正
訳
に
対
し
て
、
神
の
訳
語
と
し
て
「
シ
ン
」
を
使
用
　
　
　
一
－
一
　
ハ
ナ
ニ
ム
の
「
上
帝
」
と
し
て
の
理
解

し
た
こ
と
に
批
判
し
た
。
「
シ
ン
」
が
当
時
の
朝
鮮
語
で
は
鬼
　
　
最
初
の
朝
鮮
語
訳
聖
書
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ス

（U
Φ
ヨ
0
5
）
と
し
て
理
解
さ
れ
る
た
め
、
「
神
の
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
　
　
が
一
八
八
二
年
に
中
国
で
翻
訳
し
た
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
で
あ
る
。

ト
の
福
音
」
が
「
鬼
の
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
」
に
誤
解
さ
　
ロ
ス
は
一
八
八
一
年
の
教
理
書
「
イ
エ
ス
聖
教
問
答

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
る
　

れる
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
珂
み
T
層
ユ
ロ
τ
置
」
と
「
イ
エ
ス
聖
教
要
領
研
み
T
層
皿
豆
豊
」
か
ら
、

　し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
ア
ン
ダ
ウ
ッ
ト
が
李
樹
正
訳
よ
り
　
神
の
訳
語
と
し
て
ハ
ナ
ニ
ム
を
使
用
し
始
め
た
。
ロ
ス
自
身
は
訳
語



論
争
に

直
接
参
加し
た
こ
と
が
な
い
が
、
彼
が
採
用
し
た
ハ
ナ
ニ
ム
　
朝
鮮
語
訳
新
約
全
書
で
あ
る
ロ
ス
訳
『
イ
エ
ス
聖
教
全
書

は

訳
語
論争
の
全
過
程
で
強
力
な
候
補
と
し
て
存
在
し
、
最
後
に
は
　
　
（
剣
み
丁
想
ヱ
石
刈
）
』
は
、
一
九
＝
年
に
新
し
い
聖
書
が
出
る
ま
で

安
定的
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
訳
語
　
　
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

論
争
全体
が
、
ハ
ナ
ニ
ム
を
支
持
す
る
か
反
対
す
る
か
に
よ
っ
て
進

め
ら
れ
た
と
言
え
る
。
そ
の
た
め
に
、
ロ
ス
の
ハ
ナ
ニ
ム
理
解
か
ら
　
　
　
一
－
ニ
　
ハ
ナ
ニ
ム
の
「
天
主
」
と
し
て
の
理
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

取り
扱
う
こ
と
に
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九
四
年
に
は
訳
語
論
争
が
激
し
く
な
っ
て
い
た
。
玉
は
、
こ

　
ロ

ス

が

理
解
し
た
「
ハ
ヌ
ニ
ム
／
ハ
ナ
ニ
ム
（
訂
目
巨
日
＼
　
　
の
よ
う
に
用
語
問
題
が
論
争
対
象
に
な
り
、
訳
語
論
争
が
本
格
化
し

冨
ロ
即
巳
日
）
」
は
、
至
高
神
（
け
げ
O
ω
賃
b
同
Φ
口
P
O
】
W
Φ
同
昌
ぴ
Q
）
で
あ
り
、
中
　
　
た
の
は
、
一
八
九
三
年
に
ア
ン
ダ
ウ
ッ
ト
が
讃
美
歌
を
発
行
し
、
「
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

国
語
の
「
上
帝
」
に
相
当
す
る
概
念
で
あ
っ
て
、
「
天
」
か
ら
出
て
き
　
　
神
」
「
エ
ホ
バ
」
を
使
用
し
て
か
ら
だ
と
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

た

概念
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
時
、
イ
ギ
リ
ス
聖
公
会
の
コ
ー
プ
主
教
と
聖
公
会
の
宣
教
師
た

　
　　
「
朝
鮮
人
は
、
至
高
神
に
該
当
す
る
純
粋
な
朝
鮮
語
の
名
前
と
　
　
ち
は
テ
ヨ
ン
ジ
ュ
（
遇
ス
π
天
主
）
の
み
を
強
く
主
張
し
、
ほ
か
の
訳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
レ
リ

　
　
漢
文
か
ら
借
り
て
き
た
名
前
を
持
っ
て
い
る
が
、
前
者
は
　
　
語
に
は
目
も
向
け
な
か
っ
た
。
シ
ン
（
神
）
、
シ
ャ
ン
デ
（
上
帝
の
音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
り

　
　訂
口
巳
（
天
）
か
ら
出
て
き
た
国
輿
5
0
巳
目
で
あ
り
、
後
者
は
　
　
訳
）
、
テ
ヨ
ン
ジ
ュ
（
天
主
）
、
ハ
ナ
ニ
ム
と
い
う
訳
語
候
補
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

　　
ω
げ
p
ロ
o
Q
α
Φ
（
上
帝
）
で
あ
る
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
常
任
委
員
会
の
翻
訳
者
会
が
投
票
で
決
め
る
こ
と
に
し
た
。
四
対
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
け

　
　　
「
朝
鮮
人
は
天
の
主
（
】
U
O
同
α
O
胎
H
肖
Φ
餌
く
Φ
昌
）
を
意
味
す
る
こ
　
　
（
テ
ヨ
ン
ジ
ュ
対
ハ
ナ
ニ
ム
）
で
テ
ヨ
ン
ジ
ュ
が
選
ば
れ
た
。
し
か
し
、

　
　
の

語

（国
四
昌
9
巳
日
）
を
漢
字
で
は
「
上
帝
（
ω
げ
き
α
q
巳
」
に
翻
　
　
常
任
委
員
会
に
属
し
て
い
な
い
多
大
数
の
宣
教
師
た
ち
が
ハ
ナ
ニ
ム

　
　
　
　
ハ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
り

　
　
訳
す
る
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
要
求
し
た
。
そ
の
結
果
、
テ
ヨ
ン
ジ
ュ
版
と
ハ
ナ
ニ
ム
版
を
同
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
リ

　
ハ
ナ
ニ
ム
と
い
う
訳
語
は
、
ロ
ス
訳
聖
書
が
朝
鮮
の
北
部
と
西
部
　
　
に
印
刷
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

に
、
続
い
て
は
南
の
ほ
う
に
広
ま
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
朝
鮮
全
土
　
　
　
二
つ
の
訳
語
が
共
存
す
る
こ
と
を
な
ぜ
宣
教
師
た
ち
は
許
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

に

広ま
っ
て
行
っ
た
。
ロ
ス
訳
聖
書
に
関
し
て
は
、
そ
の
価
値
に
対
　
　
か
。
そ
れ
は
、
綴
字
と
し
て
は
異
な
る
二
つ
の
朝
鮮
語
の
用
語
で
あ

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
あ
っ
た
も
の
の
、
一
八
八
七
年
に
最
初
の
　
　
る
が
、
そ
の
意
味
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
同
じ
漢
字
用
語
で
あ
る
「
天

朝
鮮
語
に
お
け
る
神
の
訳
語
ハ
ナ
ニ
ム
（
金
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
七
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八

主
」
に
合
意
し
た
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
用
す
べ
き
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
包
括
的
な
用
語
の
使
用
が
不
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
り

　
　　
「
し
か
し
、
現
在
で
は
、
『
天
主
』
と
そ
の
朝
鮮
語
訳
で
あ
る
　
　
な
時
は
「
エ
ホ
バ
」
を
使
用
す
べ
き
だ
と
言
う
。

　　
『
ハ
ナ
ニ
ム
』
を
使
用
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
用
　
　
　
ハ
ナ
ニ
ム
に
も
シ
ン
に
も
反
対
し
た
の
は
、
ア
ン
ダ
ウ
ッ
ト
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
レ
ね

　
　
語問
題
は
解
決
さ
れ
ま
し
た
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
っ
て
、
当
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
彼
が
使
用
し
た
チ
ャ
ム

　
　　
「
『
天
主
』
の
等
価
語
で
あ
り
な
が
ら
ロ
ス
訳
本
で
認
め
ら
れ
　
　
シ
ン
（
真
神
）
、
シ
ャ
ン
デ
（
上
帝
の
音
読
み
）
、
テ
ヨ
ン
ジ
ュ
（
天

　
　た
『
ハ
ナ
ニ
ム
』
を
公
認
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
は
残
念
　
　
主
）
、
シ
ャ
ン
ジ
ュ
（
上
主
）
は
、
受
容
言
語
の
特
定
な
神
名
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

　
　な
こ
と
で
す
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ナ
ニ
ム
を
避
け
、
ま
た
包
括
的
な
用
語
で
あ
る
シ
ン
の
欠
点
を
補

　こ
の
よ
う
な
ハ
ナ
ニ
ム
理
解
に
つ
い
て
は
、
訳
語
論
争
を
避
け
る
　
　
完
し
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
訳
語
は
採
用

ため
だ
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
宣
教
師
た
ち
は
、
　
　
さ
れ
な
か
っ
た
。

中
国
で
長
い
年
月
を
経
て
も
解
決
の
見
込
み
が
な
い
訳
語
論
争
を
見

て
き
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
訳
語
論
争
は
、
宣
教
の
大
　
　
　
一
－
三
　
ハ
ナ
ニ
ム
の
コ
つ
の
主
」
と
し
て
の
理
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

事な
時
間
を
無
駄
遣
い
に
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
っ
た
た
め
、
宣
教
　
　
　
一
九
〇
三
年
の
初
め
ま
で
、
一
人
で
テ
ヨ
ン
ジ
ュ
「
天
主
」
を
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

師
間
の
一
致
が
当
時
で
は
第
一
に
重
要
視
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
張
し
続
け
た
ア
ン
ダ
ウ
ッ
ト
は
、
最
後
に
ハ
ナ
ニ
ム
を
受
け
入
れ
る

　
以
上
の

事情
か
ら
、
テ
ヨ
ン
ジ
ュ
版
と
ハ
ナ
ニ
ム
版
は
一
八
九
五
　
　
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
朝
鮮
語
固
有
の
ハ
ナ
ニ
ム

年
か
ら
十
年
間
共
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
背
後
で
は
「
テ
ヨ
　
　
が
「
唯
一
者
」
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
こ
と
を
玉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ロ

ンジ
ュ
か
ハ
ナ
ニ
ム
か
」
と
い
う
論
争
が
続
い
て
い
た
。
こ
の
対
立
　
　
は
挙
げ
て
い
る
。

に

お
い
て

ハナ
ニ
ム
に
反
対
し
、
テ
ヨ
ン
ジ
ュ
を
支
持
し
た
の
は
ア
　
　
　
ハ
ナ
ニ
ム
を
コ
人
の
大
き
い
方
」
と
し
て
理
解
す
る
試
み
は
、

ン

ダウ
ッ
ト
、
ギ
フ
ォ
ー
ド
と
ス
ク
ラ
ン
ト
ン
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
ゲ
イ
ル
に
よ
り
一
九
〇
〇
年
か
ら
す
で
に
な
さ
れ
て
き
た
。

　そ
の
中
で
、
こ
の
訳
語
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
張
本
人
で
あ
る
ア
　
　
　
　
「
朝
鮮
人
が
い
う
O
o
α
は
、
一
－
大
ー
方
（
↓
げ
Φ
O
p
Φ
O
器
彗

ン

ダウ
ッ
ト
は
、
神
の
訳
語
を
選
ぶ
と
き
に
、
あ
る
文
化
圏
（
受
容
　
　
　
　
O
昌
Φ
）
』
で
あ
る
『
ハ
ナ
ニ
ム
』
で
あ
る
。
漢
文
に
お
い
て
も
朝

言
語
）
の
既
存
神
名
を
使
用
す
る
の
で
な
く
、
包
括
的
な
用
語
を
使
　
　
　
　
鮮
語
に
お
い
て
も
、
こ
の
名
前
は
『
一
』
と
「
大
」
か
ら
成
っ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

　
　
て

いる
用
語
で
あ
る
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
う
。

　
　　
「
ハ
ナ
ニ
ム
は
『
一
－
大
－
方
』
で
あ
り
、
至
高
者
で
あ
り
絶

難
禦
神
秘
な
ヘ
ブ
．
ブ
イ
語
の
『
私
は
私
で
あ
る
』
を
連
　
二
訳
語
王
張
と
禦
原
則

　ア
ン
ダ
ウ
ッ
ト
が
中
心
に
立
っ
て
い
た
訳
語
論
争
は
、
ハ
ナ
ニ
ム
　
　
　
訳
語
へ
の
異
な
る
主
張
に
つ
い
て
は
、
そ
の
依
拠
す
る
と
こ
ろ
と

の唯
一
神
理
解
に
よ
り
終
止
符
を
打
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
し
て
、
原
文
の
理
解
と
受
容
言
語
へ
の
理
解
が
重
要
で
あ
る
が
、
そ

　唯
一
神
と
し
て
の
ハ
ナ
ニ
ム
理
解
は
一
九
＝
年
か
ら
聖
書
で
使
　
　
れ
そ
れ
の
翻
訳
者
が
持
っ
て
い
る
翻
訳
原
則
が
決
定
的
に
重
要
だ
と

用さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
か
ら
神
学
的
作
業
が
な
さ
れ
、
一
九
　
　
言
え
る
。
最
終
的
に
朝
鮮
語
に
お
け
る
神
の
訳
語
と
し
て
定
着
さ
れ

三
九年
に
は
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ハ
ナ
ニ
ム
を
、
訳
語
論
争
の
中
で
、
そ
の
意
味
変
化
を
見
た
。
こ

　
朝
鮮
語
に

おけ
る
神
の
訳
語
ハ
ナ
ニ
ム
は
、
ロ
ス
に
よ
り
採
用
さ
　
　
の
訳
語
論
争
は
大
き
く
、
ハ
ナ
ニ
ム
を
支
持
し
た
宣
教
師
と
、
ハ
ナ

れ
始め
、
そ
の
意
味
が
「
上
帝
」
1
1
至
高
者
（
ω
ロ
買
Φ
日
Φ
O
器
）
、
「
天
　
　
ニ
ム
に
反
対
し
た
宣
教
師
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

主
」
H
天
の
支
配
者
（
国
Φ
鋤
く
Φ
巳
矯
ピ
o
a
幻
巳
興
）
と
コ
人
の
主
」
　
　
主
張
を
持
つ
宣
教
師
の
中
で
、
ハ
ナ
ニ
ム
の
意
味
変
化
の
各
時
期
の

1
1
唯
一
者
（
臼
り
】
P
Φ
○
口
Φ
∩
甲
同
Φ
P
け
○
づ
Φ
）
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
理
解
さ
れ
　
　
代
表
的
な
宣
教
師
を
一
人
ず
つ
選
ん
で
、
そ
の
翻
訳
原
則
を
考
察
す

て
き
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
こ
と
に
す
る
。

　
玉は
、
「
上
帝
」
と
「
天
主
」
は
同
じ
く
「
天
＋
主
」
を
意
味
し
、
　
　
　
注
目
す
べ
き
は
、
ハ
ナ
ニ
ム
支
持
者
と
し
て
は
ロ
ス
と
ゲ
イ
ル
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゐ
ソ

語
源的
に
見
る
と
、
実
質
の
変
化
は
な
い
と
言
う
。
そ
れ
だ
け
で
は
　
　
そ
し
て
反
対
者
と
し
て
は
ア
ン
ダ
ウ
ッ
ト
（
一
八
九
三
年
以
前
の
ア

な
く
、
中
国
語
で
考
え
る
な
ら
、
至
高
者
、
天
の
支
配
者
と
唯
一
者
　
　
ン
ダ
ウ
ッ
ト
）
で
あ
る
。

は
「
上
帝
」
に
同
時
に
含
ま
れ
て
い
る
意
味
で
あ
る
。
当
時
の
朝
鮮

語
は
、
意
味
ン
ベ
ル
に
お
い
て
は
漢
文
に
大
き
く
依
拠
し
て
い
た
た
　
　
　
ニ
ー
一
　
ロ
ス
の
翻
訳
原
則

め
、
「
上
帝
」
の
朝
鮮
語
表
現
で
あ
っ
た
ハ
ナ
ニ
ム
と
い
う
語
に
、
こ
　
　
　
中
国
に
宣
教
師
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
ロ
ス
が
、
中
国
で
朝
鮮
人
と

れら
三
つ
の
意
味
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
は
十
分
に
理
解
で
き
る
だ
　
　
協
力
し
て
聖
書
を
朝
鮮
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
漢
文

朝
鮮
語
に

お
け
る
神
の
訳
語
ハ
ナ
ニ
ム
（
金
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九



一
八
〇

と
い
う
書
き
言
葉
が
当
時
の
中
国
と
朝
鮮
で
共
通
し
て
使
用
さ
れ
た
　
　
　
　
　
「
た
と
え
ば
、
『
履
物
の
ひ
も
を
解
く
』
の
よ
う
な
箇
所
は
、

から
で
あ
る
。
ロ
ス
の
翻
訳
方
法
か
ら
見
て
み
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
履
物
を
脱
ぐ
前
に
解
か
な
い
と
い
け
な
い
ひ
も
が
な
い
人
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　　
「
朝
鮮
人
学
者
は
漢
文
古
典
文
体
の
翻
訳
能
力
に
優
れ
て
い
　
　
　
　
に
と
っ
て
は
意
味
が
な
い
」
。

　
　ま
す
。
こ
の
よ
う
な
学
者
に
、
私
は
漢
文
古
典
の
福
音
書
と
口
　
　
　
ゆ
え
に
、
ロ
ス
の
翻
訳
原
則
は
、
直
訳
し
て
も
朝
鮮
語
で
そ
の
意

　
　
語
体
訳
本を
提
供
し
ま
す
。
彼
は
朝
鮮
語
に
翻
訳
さ
れ
た
原
稿
　
　
味
が
分
か
れ
ば
直
訳
し
、
も
し
意
味
不
明
な
朝
鮮
語
に
な
る
場
合
は
、

　
　を
私
に
提
出
し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
私
が
雇
っ
た
キ
リ
ス
ト
　
　
朝
鮮
語
の
慣
用
表
現
を
優
先
し
た
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
読
者

　
　
教
真
理
に

精
通し
て
い
る
朝
鮮
人
学
者
（
翻
訳
し
た
人
と
違
う
　
　
の
理
解
が
最
優
先
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ロ
ス

　
　人
）
と
私
は
、
そ
の
原
稿
を
菊
Φ
＜
凶
ω
Φ
O
O
お
Φ
渥
雪
O
国
昌
o
q
嵩
ω
げ
　
　
が
現
地
語
を
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
発
言
か
ら
も

　　
Z
Φ
芝
弓
Φ
ω
鼠
ヨ
Φ
三
と
一
語
一
句
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
ま
　
　
わ
か
る
。

　
　す
。
…
…
最
後
は
、
修
正
さ
れ
た
原
稿
を
0
8
Φ
犀
　
0
8
0
0
雫
　
　
　
　
「
し
か
し
、
朝
鮮
人
学
者
た
ち
が
現
地
語
で
翻
訳
さ
れ
た
書
物

　　
α
騨
口
o
Φ
辞
書
で
、
一
つ
の
ギ
リ
シ
ア
語
が
で
き
る
限
り
近
い
意
　
　
　
　
の
単
純
性
を
嘲
笑
し
よ
う
と
も
、
朝
鮮
の
あ
ら
ゆ
る
女
性
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

　
　
味
の朝
鮮
語
に
一
貫
し
て
翻
訳
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
　
　
　
　
が
読
め
る
よ
う
な
言
語
こ
そ
聖
書
の
言
語
で
す
」
。

　
　
　
　
ハ
め
　

　
　し
ま
す
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
地
語
を
重
視
し
て
い
る
ロ
ス
に
と
っ
て
、
純
朝
鮮
語
表
現
で
あ

　こ
の
よ
う
な
翻
訳
方
法
の
中
で
、
ロ
ス
の
翻
訳
原
則
は
、
原
稿
を
　
　
る
ハ
ナ
ニ
ム
を
使
用
し
た
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。

検
討す
る
中
に
体
現
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ス
は
翻
訳
原
則
に
対
し
て
、

「
一
つは
、
原
文
の
意
味
と
朝
鮮
語
の
慣
用
表
現
（
凶
臼
o
日
）
に
で
き
　
　
　
ニ
ー
ニ
　
ア
ン
ダ
ウ
ッ
ト
の
翻
訳
原
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
　

る
限
り
一
致
さ
せ
る
絶
対
的
な
逐
語
訳
で
あ
る
」
と
言
う
。
ロ
ス
は
　
　
ア
ン
ダ
ウ
ッ
ト
が
ど
の
よ
う
な
翻
訳
原
則
を
主
張
し
た
の
か
に
関

ラ
イ
ト
に
送
っ
た
手
紙
の
中
で
「
絶
対
的
な
逐
語
訳
」
を
翻
訳
原
則
　
　
し
て
は
、
彼
が
会
長
を
務
め
た
、
一
八
九
三
年
に
成
立
し
た
翻
訳
者

にし
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
次
に
続
く
説
明
か
　
　
委
員
会
（
田
W
O
餌
『
住
O
h
O
h
h
幽
O
団
§
凸
一
］
り
同
鋤
】
P
ω
一
P
け
O
同
ω
）
の
翻
訳
原
則
か
ら

ら
す
る
と
、
原
文
の
一
語
一
句
を
そ
の
ま
ま
原
文
の
形
式
通
り
に
翻
　
　
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
翻
訳
者
委
員
会
が
採
用
し
た
聖
書
翻
訳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

訳
す
る
「
逐
語
訳
」
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方
法
は
中
国
委
員
会
の
方
法
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
八
九
〇
年



上
海
宣
教
大
会
で
決定
し
、
一
九
一
二
年
に
出
版
さ
れ
た
和
合
本
の
　
　
　
　
「
六
、
日
常
に
使
用
さ
れ
る
言
葉
に
翻
訳
し
、
簡
潔
で
よ
く
知
ら

方
法
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
て
い
る
用
語
を
採
択
す
る
が
、
卑
俗
な
表
現
は
避
け
る
。

　
　コ
、
言
語
表
現
に
関
し
て
は
、
欽
定
訳
の
よ
う
に
、
文
字
が
読
　
　
　
　
　
翻
訳
は
で
き
る
限
り
言
い
換
え
は
し
な
い
。
翻
訳
は
そ
の
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ロ

　
　
　
め
る
あ
ら
ゆ
る
人
た
ち
が
容
易
に
理
解
で
き
る
日
常
口
語
　
　
　
　
　
容
言
語
が
許
す
限
り
逐
語
的
で
あ
る
こ
と
」
。

　
　
　
体
で
あ
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
で
言
う
逐
語
的
翻
訳
は
、
ロ
ス
が
言
う
逐
語
的
翻
訳
と
は
か

　
　
二
、
文
体
は
理
解
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
風
雅
で
　
　
な
り
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
表
現
上
で
は
、
「
原
文
の
意
味
を
正
確
に

　
　
　
あ
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伝
え
る
こ
と
」
と
「
わ
か
り
や
す
い
表
現
を
使
用
す
る
こ
と
」
が
同

　
　
三
、
翻
訳
は
原
文
に
近
い
直
訳
で
あ
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
じ
く
原
則
と
し
て
挙
が
っ
て
は
い
る
が
、
重
き
を
ど
こ
に
置
い
た
か

　
　
四
、
た
と
え
話
は
で
き
る
限
り
翻
訳
し
、
言
い
換
え
（
娼
9
轟
－
　
　
に
関
し
て
は
ロ
ス
と
ア
ン
ダ
ウ
ッ
ト
は
正
反
対
の
選
択
を
し
た
と
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
　

Oげ鑓
ω
Φ
）
を
し
な
い
こ
と
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
よ
う
。

　こ
の
翻
訳
原
則
は
、
分
か
り
や
す
さ
に
関
し
て
も
触
れ
て
い
る
が
、
　
　
　
の
ち
に
、
ゲ
イ
ル
は
こ
の
よ
う
な
翻
訳
原
則
に
反
論
し
た
が
、
会

三と
四
項
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
原
文
に
近
い
直
訳
」
が
第
一
に
重
　
　
長
を
務
め
た
ア
ン
ダ
ウ
ッ
ト
が
、
こ
の
よ
う
な
一
貫
し
た
翻
訳
原
則

要
視さ
れ
た
と
言
え
る
。
こ
こ
で
言
う
翻
訳
は
直
訳
で
あ
り
、
こ
の
　
　
に
抵
抗
を
見
せ
た
記
録
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
翻
訳
原
則
は
、
彼
が

直
訳は
、
原
文
言
語
の
表
現
形
式
を
そ
の
ま
ま
訳
文
に
置
き
換
え
る
　
　
訳
語
を
選
択
す
る
と
き
の
原
則
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

も
の
で
あ
り
、
受
容
言
語
の
表
現
形
式
に
転
換
す
る
こ
と
は
二
次
的

扱
い
に
な
る
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
受
容
　
　
　
ニ
ー
三
　
ゲ
イ
ル
の
翻
訳
原
則

言語
の
読
者
の
理
解
よ
り
原
文
の
正
確
性
が
第
一
で
あ
っ
た
と
言
え
　
　
　
ア
ン
ダ
ウ
ッ
ト
が
ロ
ス
訳
聖
書
の
無
用
論
を
唱
え
、
新
し
い
聖
書

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翻
訳
を
始
め
よ
う
と
し
た
時
か
ら
、
ゲ
イ
ル
は
ロ
ス
訳
聖
書
の
価
値

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

　こ
の
よ
う
な
翻
訳
原
則
は
、
一
九
＝
年
に
翻
訳
者
委
員
会
が
改
　
　
を
認
め
て
い
た
。

訳
者
委
員会
（
切
O
曽
「
α
O
琉
切
Φ
く
団
ω
Φ
「
）
に
変
わ
っ
た
時
に
ミ
ュ
ー
ラ
ー
　
　
ゲ
イ
ル
は
、
ア
ン
ダ
ウ
ッ
ト
が
会
長
で
あ
っ
た
聖
書
委
員
会
の
一

総
務
から
も
ら
っ
た
翻
訳
指
針
書
の
内
容
と
も
一
致
し
て
い
る
。
　
　
　
員
（
五
人
中
の
一
人
）
で
あ
り
、
ア
ン
ダ
ウ
ッ
ト
と
と
も
に
聖
書
翻

朝
鮮語
に
お
け
る
神
の
訳
語
ハ
ナ
ニ
ム
（
金
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
｝



一
八
二

訳
作業
を
行
っ
て
い
た
。
彼
の
翻
訳
原
則
は
ア
ン
ダ
ウ
ッ
ト
と
大
き
　
　
た
こ
と
が
な
い
人
に
と
っ
て
、
こ
の
原
則
は
と
て
も
簡
単
に
見
え
ま

く
異
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
の
翻
訳
に
対
す
る
明
確
な
主
張
は
　
　
す
。
…
…
紙
上
で
は
輝
か
し
く
見
え
る
が
、
実
際
に
行
動
を
と
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
リ

ア
ン
ダ
ウ
ッ
ト
が
死
亡
し
、
ゲ
イ
ル
が
改
訳
者
委
員
会
の
指
導
者
に
　
　
と
し
た
ら
、
無
意
味
に
な
り
ま
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
実
際
の
翻
訳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

な

っ

た

のち
に
公
言
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
践
で
は
朝
鮮
語
を
重
視
す
る
方
を
と
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
な

　
　　
「
私
は
聖
書
の
言
葉
の
価
値
を
認
識
し
、
ま
た
［
聖
書
が
］
ほ
　
　
ぜ
な
ら
、
読
者
が
読
も
う
と
し
な
い
、
あ
る
い
は
読
ん
で
そ
の
意
味

　
　
か
の

書物
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
知
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
　
　
が
理
解
不
可
能
で
あ
れ
ば
、
翻
訳
を
通
し
て
の
伝
達
が
そ
も
そ
も
始

　
　ら
、
お
祈
り
の
精
神
を
も
っ
て
接
す
べ
き
書
物
で
あ
る
と
思
っ
　
　
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
て

いま
す
。
そ
の
た
め
、
原
文
の
あ
ら
ゆ
る
文
と
句
と
語
を
朝
　
　
　
こ
れ
は
、
中
国
の
訳
語
論
争
に
お
い
て
「
上
帝
」
を
主
張
し
た
宣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
け

　
　
鮮語
が
許
す
限
り
に
お
い
て
翻
訳
し
よ
う
と
し
ま
す
」
。
　
　
　
　
教
師
た
ち
と
共
通
す
る
。

　
　　
「
毎
日
反
復
さ
れ
る
日
課
を
通
し
て
確
信
し
た
の
は
、
こ
の
作
　
　
　
ロ
ス
、
ア
ン
ダ
ウ
ッ
ト
と
ゲ
イ
ル
の
翻
訳
原
則
を
見
る
と
、
ロ
ス

　
　業（
翻
訳
作
業
）
に
お
い
て
、
慣
用
的
で
文
法
的
な
朝
鮮
語
が
　
　
と
ゲ
イ
ル
に
は
受
容
言
語
を
重
要
視
し
、
読
者
の
理
解
を
優
先
す
る

　
　
最
優
先
的
に

必
要
だと
い
う
こ
と
で
す
。
ど
れ
だ
け
逐
語
的
で
　
　
共
通
点
が
見
え
る
。
こ
れ
は
ま
た
言
い
換
え
れ
ば
、
朝
鮮
語
に
お
け

　
　あ
り
、
ど
れ
だ
け
学
問
的
で
あ
ろ
う
と
、
朝
鮮
人
が
読
も
う
と
　
　
る
神
の
訳
語
ハ
ナ
ニ
ム
の
採
用
に
は
、
翻
訳
原
則
に
お
け
る
受
容
言

　
　し
な
く
、
捨
て
て
し
ま
う
よ
う
な
聖
書
は
何
の
意
味
が
あ
る
で
　
　
語
を
重
要
視
す
る
主
張
が
大
き
く
作
用
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い

　
　
　
　
ハ
め
り

　
　し
ょ
う
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
。
当
然
、
ロ
ス
と
ゲ
イ
ル
が
ま
っ
た
く
同
じ
で
は
な
い
。
ロ
ス
よ

　ゲ
イ
ル
に
よ
る
と
、
聖
書
の
言
葉
が
ほ
か
の
書
物
と
異
な
る
重
大
　
　
り
ゲ
イ
ル
の
方
が
よ
り
自
由
な
訳
を
と
っ
て
い
る
。
ロ
ス
は
直
訳
し

な

価値
が
あ
る
か
ら
こ
そ
受
容
言
語
で
あ
る
朝
鮮
語
で
読
ん
で
そ
の
　
　
て
も
朝
鮮
語
で
そ
の
意
味
が
通
る
な
ら
直
訳
し
、
直
訳
し
た
ら
意
味

意味
が
分
か
る
よ
う
に
翻
訳
す
べ
き
で
あ
る
。
彼
は
、
当
時
所
属
し
　
　
が
不
明
に
な
る
場
合
の
み
意
訳
す
る
か
省
略
あ
る
い
は
説
明
を
加
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ロ

て

い

た

聖
書
委員
会
の
翻
訳
原
則
が
、
原
文
の
意
味
を
正
確
に
伝
え
　
　
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ゲ
イ
ル
は
、
言
い
換
え
（
B
轟
9
茜
器
）
の
方
法

る
と
同
時
に
朝
鮮
語
で
読
ん
で
意
味
が
通
る
よ
う
に
翻
訳
す
る
こ
と
　
　
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
反
対
に
、
ア
ン
ダ
ウ
ッ
ト
は
原
文
の
意
味

であ
る
こ
と
を
常
に
意
識
し
て
い
た
。
し
か
し
、
「
実
際
に
翻
訳
を
し
　
　
の
正
確
性
を
重
要
視
す
る
。



三

瑚
鑛
語
払
㎜
争
と
中
国
語
訳
語
払
㎜
争
の
黙
難
驚
灘
灘
醜
諜
蒲

　
朝
鮮語
に
お
け
る
訳
語
論
争
は
、
中
国
語
に
お
け
る
訳
語
論
争
と
　
　
通
に
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

は

異な
る
歴
史
状
況
の
中
で
起
き
、
展
開
さ
れ
た
事
柄
で
あ
る
。
そ
　
　
　
ど
の
時
代
を
取
り
上
げ
て
も
差
し
支
え
な
い
が
、
四
－
二
で
一
八

れゆ
え
、
こ
の
二
つ
の
テ
ー
マ
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
扱
わ
れ
る
の
は
　
　
四
〇
年
代
の
内
容
に
触
れ
る
の
で
、
そ
れ
と
の
重
複
を
避
け
る
た
め

当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
ロ
ス
の
聖
書
翻
訳
方
法
　
　
に
、
こ
こ
で
は
一
八
七
〇
年
代
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、

にも
直
接
に
反
映
さ
れ
た
よ
う
に
、
当
時
の
中
国
と
朝
鮮
に
お
い
て
、
　
　
時
間
的
に
も
、
朝
鮮
語
に
お
け
る
訳
語
論
争
の
直
前
に
な
る
こ
と
を

漢文
が
書
き
言
葉
と
し
て
共
通
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
訳
語
　
　
考
慮
し
た
。

の

選
択と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
き
わ
め
て
重
大
な
意
味
を
も
っ
　
　
　
一
八
四
〇
年
代
の
論
争
か
ら
三
十
年
ぐ
ら
い
静
ま
っ
て
い
た
論
争

た
。
ま
た
宣
教
師
た
ち
の
つ
な
が
り
か
ら
見
て
も
、
中
国
語
と
朝
鮮
　
　
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ッ
ト
（
H
肖
゜
】
W
一
〇
口
σ
q
Φ
叶
）
が
一
八
七
五
年
一
～
二
月
の

語
に
お
け
る
訳
語
論
争
に
は
共
通
に
論
じ
ら
れ
る
部
分
が
大
き
い
。
　
　
「
宣
教
師
ニ
ュ
ー
ス
」
（
竃
回
ω
ω
団
o
屋
q
Z
Φ
毒
ω
）
で
公
開
書
簡
を
書
き
、

　そ
れ
ゆ
え
に
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訳
語
を
主
張
し
た
宣
教
師
　
　
訳
語
論
争
は
宣
教
師
大
会
で
避
け
よ
う
と
呼
び
か
け
た
こ
と
が
、
訳

の

翻
訳
原則
と
、
「
上
帝
」
を
主
張
し
た
宣
教
師
の
「
上
帝
」
理
解
を
　
　
語
論
争
を
も
う
一
度
思
い
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
八
七
五
年

考
察
する
こ
と
に
よ
り
、
朝
鮮
語
に
お
け
る
訳
語
論
争
と
中
国
語
に
　
　
か
ら
一
八
七
七
年
の
間
に
『
教
劣
朶
志
』
（
目
げ
Φ
O
ぼ
器
ω
Φ
幻
Φ
o
o
巳
艘

おけ
る
訳
語
論
争
を
同
一
論
争
の
部
分
的
存
在
と
し
て
論
じ
る
こ
と
　
　
碧
α
寓
♂
ω
同
o
ロ
蝉
錯
『
o
員
コ
巴
）
に
掲
載
さ
れ
た
訳
語
論
争
に
関
す
る

を
試
み
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
章
を
読
む
と
、
こ
の
時
期
の
議
論
は
、
一
八
四
〇
年
代
の
論
争
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

争
点を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
論
争
の
整
理
と
分
析
が
行
わ
れ
た
こ
と

　
三－
一
　
中
国
語
に
お
け
る
訳
語
論
争
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
わ
か
る
。
一
八
四
〇
年
代
の
論
争
が
、
言
葉
の
辞
書
的
な
意
味
と

　中
国
に
お
け
る
訳
語
論
争
は
、
大
き
く
一
八
四
〇
年
代
、
一
八
七
　
　
古
典
で
使
用
さ
れ
た
意
味
に
集
中
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
一
八
七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
ね

○
年代
と
一
八
九
〇
年
代
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の
時
代
に
　
　
年
代
の
議
論
で
は
、
「
宣
教
経
験
」
と
「
理
論
的
考
察
」
の
視
点
か
ら

朝
鮮語
に
お
け
る
神
の
訳
語
ハ
ナ
ニ
ム
（
金
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
三



一
八
四

議論
し
た
の
が
そ
の
特
徴
だ
と
言
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
は
ほ
か
で
も
な
く
、
彼
ら
が
聖
書
の
真
理
を
述
べ
伝
え
る
と
き

　そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
を
主
張
す
る
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
に
、
そ
の
話
を
聞
い
た
中
国
人
た
ち
が
理
解
で
き
る
と
い
う
こ
と
で

　
「
上
帝
」
を
主
張
す
る
ダ
グ
ラ
ス
は
、
ま
ず
あ
ら
ゆ
る
崇
拝
対
象
と
　
　
あ
る
。
そ
の
反
面
、
「
神
」
を
強
調
す
る
宣
教
師
た
ち
の
文
章
に
は
、

唯
一
な
る
真
実
の
神
を
同
時
に
指
し
示
す
言
葉
が
、
中
国
語
に
な
い
　
　
論
理
的
に
証
明
で
き
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
た
も
の
が
多
く
登
場
す

こ
と
を
指
摘
す
る
。
中
国
語
に
は
こ
の
二
つ
の
概
念
を
そ
れ
ぞ
れ
の
　
　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
け

言葉
で
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
神
」
と
「
上
帝
」
で
あ
る
。
次
　
　
例
え
ば
、
『
儒
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
（
O
o
魯
o
貯
巳
ω
日
貯

に

彼は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
書
物
と
説
教
の
中
で
よ
り
重
要
な
の
が
　
　
切
色
p
け
δ
口
8
0
町
幽
ω
鼠
餌
巳
け
団
）
』
と
い
う
書
物
を
批
判
す
る
文
章
の
中

「O
o
α
に
関
し
て
語
る
と
き
そ
の
言
葉
自
体
の
使
用
で
ふ
さ
わ
し
い
　
　
で
、
「
上
帝
」
を
批
判
す
る
主
張
を
述
べ
て
い
る
と
き
に
「
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
ハ
む
り

方
」
だ
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
上
帝
」
が
よ
り
ふ
さ
わ
　
　
そ
の
文
章
の
中
で
こ
れ
に
関
す
る
主
張
を
検
討
す
る
と
き
…
…
論
理

　
　
　
ハ
れ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

し
い
と
の
結
論
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
な
帰
結
の
重
み
を
背
負
わ
な
い
と
い
け
な
い
」
と
い
う
表
現
が
見

　ダ
グ
ラ
ス
は
こ
の
よ
う
な
「
上
帝
」
の
意
味
を
、
中
国
古
典
の
意
　
　
ら
れ
る
。
ま
た
プ
レ
ス
ト
ン
（
口
Φ
ぐ
ド
（
∪
°
H
ッ
゜
用
》
H
Φ
ω
け
O
口
）
の
文
章
に
は

味
か
ら
論
拠
を
提
供
す
る
だ
け
で
な
く
、
福
建
省
で
の
宣
教
実
践
の
　
　
「
神
性
の
教
義
は
論
証
で
き
な
い
固
有
名
詞
に
頼
る
の
で
は
な
い
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り

経
験も
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
署
名
つ
き
の
文
章
に
お
い
て
、
次
の
よ
　
　
れ
は
推
論
と
論
理
的
結
論
に
教
わ
る
も
の
で
あ
る
」
と
の
表
現
が
あ

う
に
言
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。

　
　　
「
私
は
そ
の
偉
大
な
名
前
に
対
し
『
神
』
を
最
善
の
用
語
と
し
　
　
　
プ
レ
ス
ト
ン
は
エ
ロ
ヒ
ム
と
テ
オ
ス
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
り

　
　
て

受け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
異
教
の
聴
衆
に
説
教
を
す
　
　
中
国
語
で
も
総
称
的
な
名
称
を
使
用
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
彼

　
　る
と
き
、
『
上
帝
』
を
使
う
と
き
の
よ
う
に
私
が
言
っ
て
い
る
こ
　
　
に
よ
る
と
総
称
的
な
名
称
は
「
そ
れ
自
体
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
　

　
　と
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
含
ん
で
い
る
」
。
ま
た
「
総
称
的
な
名
称
は
最
高
者
で
あ
り
得
る
」
。

　
「
上
帝
」
を
主
張
す
る
宣
教
師
た
ち
の
文
章
に
は
、
中
国
人
キ
リ
ス
　
　
な
ぜ
な
ら
「
総
称
的
な
名
称
が
含
ん
で
い
る
範
囲
が
広
け
れ
ば
広
い

ト
者
た
ち
の
理
解
を
重
要
視
し
た
特
徴
が
見
え
る
。
彼
ら
の
文
章
の
　
　
ほ
ど
、
含
ん
で
い
る
も
の
が
多
い
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
「
形

中
に
は
、
「
経
験
」
「
実
践
」
と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に
出
て
く
る
が
、
　
　
容
詞
は
こ
の
よ
う
な
用
語
（
総
称
的
な
名
称
）
の
意
味
に
何
も
足
す



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
　

こ
と
が
で
き
な
い
、
た
だ
限
定
す
る
だ
け
で
あ
る
」
と
言
う
。
彼
の
　
　
ハ
ナ
ニ
ム
と
中
国
語
に
お
け
る
神
の
訳
語
論
争
の
中
で
の
「
上
帝
」

観点
か
ら
す
る
と
、
「
神
」
が
総
称
的
な
名
称
で
あ
り
、
「
上
帝
」
が
　
　
の
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
に
す
る
。

あ
る
特
定
の
意
味
し
か
表
現
で
き
な
い
限
定
さ
れ
た
用
語
な
の
で
あ
　
　
　
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
玉
は
、
「
上
帝
」
を
主
張
し
た
主
要
な
人
物

る
。
従
っ
て
、
「
神
」
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
と
し
て
、
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
、
レ
ッ
グ
と
ロ
ス
を
取
り
上
げ
、
ま
た
メ

　こ
の
時
代
の
論
争
の
特
徴
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
上
帝
」
を
主
張
　
　
ド
ハ
ー
ス
ト
か
ら
レ
ッ
グ
に
、
レ
ッ
グ
か
ら
ロ
ス
に
引
き
継
が
れ
た

する
宣
教
師
た
ち
は
宣
教
現
場
で
の
経
験
を
重
要
視
し
た
。
宣
教
現
　
　
ラ
イ
ン
を
描
い
て
い
る
。

場
に

お
い
て
は
、
伝
え
よ
う
と
す
る
意
味
が
な
ん
で
あ
ろ
う
と
、
ま
　
　
　
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
が
「
上
帝
」
を
主
張
し
た
も
っ
と
も
主
要
な
論
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
り

ず聞
き
手
が
理
解
で
き
な
い
と
宣
教
活
動
が
そ
も
そ
も
続
け
ら
れ
な
　
　
と
し
て
は
、
儒
教
古
典
に
お
い
て
「
上
帝
が
最
高
の
支
配
者
で
あ
る
」

か
った
だ
ろ
う
。
そ
の
反
面
、
「
神
」
を
主
張
す
る
宣
教
師
た
ち
は
論
　
　
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
神
」
は
自
然
現
象
の
延
長
で
あ
り
、
よ
り
高
次

理的
思
考
方
法
を
重
要
視
し
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
力
の
支
配
と
指
導
を
受
け
る
概
念
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
上
帝
」
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

儒
教と
道
教
の
古
典
、
さ
ら
に
康
煕
辞
典
の
中
で
「
天
地
海
の
最
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

　
三－
ニ
　
ハ
ナ
ニ
ム
と
上
帝
の
直
接
な
つ
な
が
り
　
　
　
　
　
　
　
　
支
配
者
」
と
さ
れ
る
。
古
代
の
中
国
人
た
ち
は
天
の
支
配
的
パ
ワ
ー
、

　
ロ

ス

が
理解
し
た
ハ
ナ
ニ
ム
が
中
国
語
で
の
「
上
帝
」
で
あ
る
こ
　
　
あ
る
い
は
天
の
支
配
者
と
地
上
の
君
王
を
結
び
つ
け
た
。

と
は
す
で
に
確
認
し
た
が
、
で
は
、
そ
の
ハ
ナ
ニ
ム
ー
1
上
帝
が
、
中
　
最
初
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
訳
語
と
し
て
「
神
」
を
使
用
し
た
レ
ッ

国
語
の
訳
語
論
争
の
中
で
の
「
上
帝
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
っ
　
　
グ
は
、
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
に
よ
る
儒
教
古
典
学
問
を
受
け
入
れ
、
一
八

た

の
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
年
か
ら
「
神
」
の
代
わ
り
に
「
上
帝
」
を
使
用
し
始
め
た
。
レ
ッ

　こ
こ
で
は
、
玉
聖
得
が
二
〇
一
二
年
に
書
い
た
論
文
「
ゴ
ッ
ド
の
　
　
グ
は
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
と
同
じ
よ
う
に
、
「
上
帝
」
が
「
最
高
の
支
配
者
」

中
国
語
名
の
争
い
1
中
国
語
に
お
け
る
訳
語
論
争
と
韓
国
に
対
す
る
　
　
と
い
う
点
を
強
調
す
る
が
、
そ
れ
よ
り
一
歩
踏
み
出
し
、
「
純
粋
な
一

そ
の
影
響
」
（
O
o
日
娼
Φ
什
ぎ
σ
q
O
ぼ
ロ
o
ω
①
乞
9
目
①
ω
8
円
O
o
9
↓
げ
①
　
　
神
教
と
は
言
え
な
い
が
、
確
か
に
一
神
教
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。

O
ぼ
口
Φ
ω
Φ
↓
興
日
O
ロ
Φ
ω
賦
o
昌
p
昌
α
犀
ω
H
注
建
Φ
湾
Φ
ε
o
づ
囚
o
話
帥
）
　
　
そ
の
ほ
か
、
レ
ッ
グ
の
最
も
大
き
な
特
徴
と
し
て
は
、
彼
が
、
キ
リ

に

基
づ
いて
、
ロ
ス
が
「
上
帝
」
の
朝
鮮
語
表
現
と
し
て
理
解
し
た
　
　
ス
ト
教
の
神
の
原
語
（
色
o
ぼ
β
夢
Φ
o
ω
）
が
総
称
的
な
用
語
（
o
q
Φ
ロ
Φ
鼠
o

朝
鮮
語
に

おけ
る
神
の
訳
語
ハ
ナ
ニ
ム
（
金
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五



一
八
六

　
　
　
　
　
　
　
お
　

け興
日
）
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
異
議
を
唱
え
、
相
対
的
用
語
（
お
一
卑
　
　
通
点
で
あ
る
が
、
玉
は
レ
ッ
グ
と
ロ
ス
の
間
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方

　
　
　
ハ
ロ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
レ

鉱
く
Φ
け
興
日
）
と
し
て
原
語
を
理
解
し
た
点
に
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
　
　
に
相
違
を
見
る
。
す
な
わ
ち
、
ン
ッ
グ
が
儒
教
古
典
と
古
い
王
室
記

O
o
O
と
上
帝
は
同
じ
く
そ
れ
自
身
で
至
高
神
を
表
す
だ
け
で
な
く
、
　
　
録
に
依
拠
し
て
い
る
の
に
対
し
、
ロ
ス
は
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
り

ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
と
の
関
係
を
も
表
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
　
　
時
の
中
国
人
た
ち
（
満
州
に
い
た
商
人
と
農
民
た
ち
）
が
上
帝
を
ど

上帝
は
自
立
的
存
在
者
（
ω
①
一
h
ー
Φ
V
ハ
同
ω
け
Φ
昌
け
）
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
天
　
　
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
を
実
際
に
調
べ
、
上
帝
信
仰
の
一
神
教
的
跡

地を
創
造
し
、
世
界
を
支
配
し
、
人
間
に
よ
い
本
質
を
賦
与
し
、
古
　
　
を
探
そ
う
と
し
た
。
同
じ
よ
う
な
手
続
き
が
朝
鮮
語
に
お
け
る
神
の

代中
国
人
に
自
分
を
明
ら
か
し
、
中
国
人
た
ち
の
祈
り
を
聞
き
、
中
　
訳
語
探
し
に
も
採
用
さ
れ
た
（
中
国
国
内
に
い
た
朝
鮮
人
に
限
定
さ

国
人
に
礼
拝
さ
れ
た
人
格
的
神
（
U
Φ
誘
o
コ
巴
O
o
α
）
で
あ
る
。
　
　
　
　
れ
る
）
。

　メ
ド
ハ
ー
ス
ト
と
同
様
、
レ
ッ
グ
も
「
中
国
人
が
真
神
の
存
在
を
　
　
　
ン
ッ
グ
と
ロ
ス
の
間
に
は
、
玉
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
相
違
は

知
っ
て
い
た
」
こ
と
を
主
張
す
る
。
鈴
木
広
光
が
指
摘
し
て
い
る
よ
　
　
確
か
に
見
え
る
が
、
新
約
全
書
を
出
版
（
一
八
八
七
年
）
し
た
後
、

う
に
、
「
上
帝
」
を
主
張
す
る
宣
教
師
た
ち
が
「
神
」
派
の
考
え
と
決
　
　
ロ
ス
が
「
朝
鮮
語
に
お
け
る
ハ
ナ
ニ
ム
は
中
国
古
典
テ
ク
ス
ト
の
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
リ

定
的
に

異な
る
の
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
中
国
思
想
を
如
何
に
理
解
　
　
帝
と
同
等
で
あ
る
」
と
再
び
主
張
し
た
よ
う
に
、
中
国
の
儒
教
古
典

し
、
そ
の
研
究
成
果
を
聖
書
翻
訳
に
反
映
し
た
の
か
」
に
よ
る
と
こ
　
　
を
根
拠
に
し
た
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。

う
が
大
き
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
と
レ
ッ
グ
と
ロ
ス
は
、
「
上
帝
」
を
主
張
す
る
上
で
、

　中
国
語
で
の
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
訳
語
と
朝
鮮
語
で
の
神
の
訳
語
　
　
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
特
徴
を
持
っ
て
い
る
が
、
基
本
的
な
考
え
方
に
共

を
関
連
付
け
た
ロ
ス
が
ハ
ナ
ニ
ム
の
語
源
的
意
味
が
天
で
あ
り
、
ハ
　
　
通
理
解
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。
す
な
わ
ち
、

ナ
ニ
ム
が
天
の
支
配
者
を
指
す
と
理
解
し
た
こ
と
は
ニ
ー
一
で
確
認
　
　
両
者
が
「
上
帝
」
を
中
国
の
儒
教
古
典
の
中
で
理
解
し
、
そ
の
よ
う

し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
理
解
が
「
至
高
神
」
で
あ
る
点
で
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
訳
語
と
し

　
安成
浩
に
よ
る
と
、
ロ
ス
が
上
帝
を
採
用
し
た
の
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
　
　
て
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
儒
教
古
典
の
中
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ソ
ン
と
レ
ッ
グ
の
影
響
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
。
「
上
帝
」
を
「
至
高
　
　
理
解
さ
れ
た
「
至
高
神
」
が
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
「
至
高
神
」
と
い

神
」
に
理
解
し
、
一
神
教
的
に
理
解
し
た
の
は
レ
ッ
グ
と
ロ
ス
の
共
　
　
う
同
じ
特
徴
を
有
す
る
た
め
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
が
古
代
の
中



　国
人
た
ち
に
自
ら
を
啓
示
し
、
中
国
人
た
ち
は
そ
の
神
を
知
っ
て
い
　
　
翻
訳
原
則
に
は
、
受
容
言
語
で
の
読
者
の
理
解
を
重
要
視
し
た
と
い

　
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
共
通
点
が
存
在
し
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
が
な
ぜ
朝
鮮
語
で

　
　こ
こ
で
、
本
章
の
議
論
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
朝
鮮
語
に
お
け
　
　
は
ハ
ナ
ニ
ム
な
の
か
に
つ
い
て
、
翻
訳
原
則
と
い
う
角
度
か
ら
も
一

　る
神
の
訳
語
論
争
で
ハ
ナ
ニ
ム
を
主
張
し
た
宣
教
師
た
ち
と
、
中
国
　
　
定
の
説
明
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　語
に
お
け
る
訳
語
論
争
で
上
帝
を
主
張
し
た
宣
教
師
た
ち
の
翻
訳
原
　
　
　
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
翻
訳
原
則
の
特
徴
は
、
中
国
に
お
け
る
訳
語

　則
に
は
、
受
容
言
語
に
お
け
る
読
者
の
理
解
を
第
一
に
重
要
視
し
た
　
　
論
争
の
中
で
「
上
帝
」
を
主
張
し
た
宣
教
師
た
ち
の
翻
訳
原
則
の
特

　と
い
う
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
か
ら
、
レ
ッ
グ
と
　
徴
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
神
の
訳
語
を
受
容

　メ
ド
ハ
ー
ス
ト
の
上
帝
理
解
か
ら
、
ハ
ナ
ニ
ム
ー
1
上
帝
だ
と
主
張
し
　
　
言
語
に
お
け
る
読
者
の
理
解
を
優
先
す
る
か
、
そ
れ
と
も
原
文
の
意

　
た
ロ

ス

の

理解
し
た
上
帝
と
、
中
国
語
の
訳
語
論
争
に
お
け
る
上
帝
　
　
味
の
正
確
性
を
優
先
す
る
か
、
と
い
う
翻
訳
の
視
点
か
ら
見
る
と
、

　と
の
間
に
基
本
的
な
共
通
理
解
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
　
　
　
　
朝
鮮
語
に
お
け
る
訳
語
論
争
と
中
国
に
お
け
る
訳
語
論
争
を
同
一
論

・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
争
の
二
つ
の
展
開
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　
　
終わ
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

註

　本
論
文
では
、
朝
鮮
語
に
お
け
る
神
の
訳
語
ハ
ナ
ニ
ム
が
作
用
さ
　
　
（
1
）
　
ハ
ナ
ニ
ム
表
記
に
関
し
て
は
・
ハ
ヌ
ニ
ム
（
掛
と
宅
）
・
ハ
ナ
ニ
ム

れ
て

から
定
着
す
る
ま
で
の
意
味
変
化
を
訳
語
論
争
か
ら
見
て
き
　
　
　
　
（
苛
蹄
層
）
と
そ
の
両
方
の
発
音
が
可
能
で
あ
っ
た
古
語
表
記
が
あ
る

た
。
こ
の
訳
語
論
争
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
訳
語
が
候
補
に
挙
が
っ
た
も
　
　
　
　
が
・
玉
聖
得
に
よ
る
と
・
こ
れ
ら
の
表
記
は
意
味
上
の
相
違
が
な
い
。

の
の
、
ハ
ナ
ニ
ム
を
支
持
す
る
翻
訳
者
と
、
ハ
ナ
ニ
ム
に
反
対
す
る
　
　
　
　
ゆ
え
に
、
本
稿
で
は
、
便
宜
上
ハ
ナ
ニ
ム
に
統
一
す
る
。

翻
訳者
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
玉
聖
得
、
「
初
期
朝
鮮
語
聖
書
翻
訳
に
現
れ
た
主
要
論
争
研
究
（
一

　ま
た
、
こ
の
よ
う
な
分
け
方
は
、
各
宣
教
師
た
ち
の
翻
訳
原
則
の
　
　
　
　
八
七
七
－
一
九
三
九
）
」
一
九
九
三
年
、
二
八
－
二
九
頁
。

分析
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
訳
語
主
張
に
は
異
な
る
翻
　
　
（
3
）
　
一
八
八
三
年
、
日
本
に
い
た
李
樹
正
は
、
ロ
ス
が
翻
訳
し
た
聖
書

訳
原則
が
働
い
て
い
る
が
、
ハ
ナ
ニ
ム
を
主
張
す
る
宣
教
師
た
ち
の
　
　
　
　
を
読
ん
で
、
そ
れ
が
無
価
値
だ
と
判
断
し
、
聖
書
の
漢
韓
新
約
聖
書

朝
鮮
語
に
お
け
る
神
の
訳
語
ハ
ナ
ニ
ム
（
金
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
八
七



一
八
八

　　
を
訳
し
始
め
た
（
『
大
韓
聖
書
公
会
史
資
料
集
1
』
三
〇
六
頁
）
。
彼
　
　
　
（
2
0
）
　
前
掲
書
、
二
五
八
頁
、
二
六
二
頁
、
二
六
六
頁
。

　　
は
、
ル
ミ
ス
の
支
持
の
も
と
で
、
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
・
カ
ー
ル
バ
ト
ソ
　
　
（
2
1
）
　
い
．
国
．
d
昌
q
o
暑
o
o
P
曇
§
寄
匙
誘
国
§
o
轟
ミ
鳴
§
・
§
ミ

　　
ン
訳
新
約
全
書
を
も
と
に
翻
訳
を
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
§
ミ
き
ミ
鼻
勺
H
O
。
。
l
H
O
μ

（4
）
　
『
大
韓
聖
書
公
会
史
資
料
集
1
』
三
七
六
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
玉
聖
得
、
前
掲
論
文
、
三
八
頁
。

（5
）
　
玉
聖
得
、
前
掲
論
文
、
二
ニ
ー
四
二
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
前
掲
論
文
、
四
〇
頁
。

（6
）
　
昇
瑚
唱
・
舎
碧
三
「
・
d
魁
望
ヱ
。
刈
『
司
暑
相
刈
ヱ
。
司
朴
H
－
　
　
（
2
4
）
　
前
掲
論
文
、
四
一
頁
。

　
　剋
『
・
魁
王
斗
週
刈
朴
鵯
』
司
尋
層
刈
ヱ
。
司
匂
一
〇
五
⊥
〇
六
頁
。
　
　
（
2
5
）
　
前
掲
論
文
、
三
五
頁
。

（7
）
　
旨
国
o
ω
ρ
雰
な
ミ
旦
9
ミ
騨
卜
§
無
§
妹
§
賊
ミ
q
§
ミ
（
い
8
・
　
　
（
2
6
）
　
『
大
韓
聖
書
公
会
史
資
料
集
1
』
六
四
頁
。

　
　
亀
o
戸
国
霞
o
け
G
o
g
o
評
）
し
゜
。
り
H
も
゜
ω
α
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
　
前
掲
書
、
六
二
頁
。

（
8
）
　
9
口
o
ω
ρ
目
げ
o
O
o
α
ω
o
粘
国
o
お
蝉
鍵
”
諺
ロ
堕
℃
H
°
。
°
。
°
。
”
P
°
。
刈
9
　
　
（
2
8
）
　
同
上
。

（9
）
　
昇
剛
閣
・
舎
層
三
「
・
d
、
妊
望
ヱ
。
刈
『
期
を
碧
刈
ユ
。
司
朴
1
－
　
　
（
2
9
）
　
前
掲
書
、
八
四
頁
。

　
　

王司
・
碧
看
斗
牛
壮
』
叩
量
碧
刈
ヱ
。
司
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
昇
司
閣
・
皇
「
閣
三
「
・
d
－
肚
望
ユ
。
刈
『
司
量
相
刈
ヱ
。
司
朴
H
ー

（1
0
）
　
『
大
韓
聖
書
公
会
史
資
料
集
1
』
二
五
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旭
円
・
魁
王
斗
唱
刈
朴
鵯
』
司
暑
層
刈
ユ
。
司
、
三
六
頁
。

（1
1
）
　
玉
聖
得
、
前
掲
論
文
、
二
九
i
三
〇
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
　
同
上
。

（2
ユ
）
　
『
大
韓
聖
書
公
会
史
資
料
集
工
』
二
五
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
前
掲
書
、
一
二
二
頁
。

（1
3
）
　
前
掲
書
、
二
六
二
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
　
中
切
曼
四
暮
、
ω
一
①
菖
霞
8
妻
゜
壽
蒔
算
H
巳
団
ρ
同
゜
。
8
。
『
大
韓
聖

（1
4
）
　
前
掲
書
、
二
六
二
頁
、
二
六
六
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
協
会
史
資
料
集
1
』
一
六
四
頁
。

（1
5
）
前
掲
書
、
二
六
二
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
　
ア
ン
ダ
ウ
ッ
ト
が
亡
く
な
っ
た
の
は
一
九
一
六
年
で
あ
り
、
ゲ
イ

（1
6
）
前
掲
書
、
二
六
八
頁
、
二
七
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
の
翻
訳
指
針
が
表
面
に
浮
か
び
上
が
っ
た
の
は
一
九
二
〇
年
か
ら

（1
7
）
　
前
掲
書
、
二
七
〇
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
る
と
玉
は
指
摘
す
る
（
『
大
韓
聖
書
協
会
史
∬
』
＝
二
〇
ー
＝
二

（1
8
）
　
同
上
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
頁
）
。

（1
9
）
　
前
掲
書
、
二
六
六
頁
、
二
七
二
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
　
ゲ
イ
ル
か
ら
切
゜
内
昌
o
q
o
霞
に
送
っ
た
手
紙
。
一
九
二
一
年
十
月
十



　
　日
（
『
大
韓
聖
書
協
会
史
H
』
＝
二
五
頁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
．
α
q
o
α
ω
．
．
o
口
α
、
、
ω
且
同
津
．
．
．
§
恥
9
§
8
鴨
§
昏
o
ミ
貯
＼
§
駄
ミ
営
賊
o
苧

（
3
6
）
　
国
Φ
唱
o
辞
o
二
゜
o
Q
陰
O
巴
Φ
h
o
H
網
Φ
p
。
H
H
8
H
－
H
り
b
。
さ
。
°
（
『
大
韓
聖
書
協
　
　
　
　
黛
甦
甘
ミ
§
ミ
H
°
。
刈
8
竃
昌
・
冒
コ
Φ
゜
ω
げ
き
α
q
げ
舞
凄
B
Φ
ユ
S
づ
用
『
Φ
ω
・

　
　
会史
H
』
一
四
一
頁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
旨
Φ
H
貯
口
竃
団
ω
ω
δ
ロ
零
Φ
ω
ω
℃
冒
』
N
ρ

（3
7
）
　
前
掲
書
、
註
三
五
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）
　
守
圃
匙
4
口
』
ω
゜
。
N
ω
゜
。
°

（3
8
）
　
玉
聖
得
、
前
掲
論
文
、
四
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）
H
ぼ
山
‘
O
』
b
。
ρ

（3
9
）
　
程
小
娼
『
O
＆
的
汲
怪
史
”
争
拾
、
接
受
与
后
示
』
社
会
科
学
文
　
　
（
4
9
）
　
守
凶
匹
゜
も
』
N
ρ

　
　
献出
版
社
、
二
〇
一
三
年
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）
　
H
σ
藁
も
』
b
。
り
゜

（
4
0
）
　
O
碧
ω
け
繊
お
U
o
賃
o
Q
冨
ρ
．
．
Q
D
且
昏
、
、
四
巳
．
、
O
o
α
”
、
”
国
o
≦
ω
げ
o
巳
像
　
　
（
5
1
）
　
鈴
木
広
光
は
、
「
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
は
『
神
』
の
意
味
分
析
に
お
い
て

　　
昏
Φ
団
げ
Φ
貯
碧
ω
巨
Φ
α
ぎ
日
げ
Φ
O
ぼ
器
器
話
8
凌
臼
m
口
α
巨
沼
凶
o
口
－
　
　
　
　
は
宋
学
の
『
鬼
神
』
論
を
彼
な
り
に
理
解
し
、
こ
の
語
か
ら
神
性
を

　
費
団
冒
口
旨
巴
H
。
。
刈
9
智
目
餌
q
－
周
o
げ
宕
9
。
同
質
o
o
げ
習
α
q
げ
鉢
詮
B
Φ
同
－
　
　
　
奪
い
取
っ
た
が
、
万
物
の
根
源
・
根
拠
に
関
す
る
上
位
概
念
に
つ
い

　　
8
m
口
勺
お
ω
げ
旨
Φ
ユ
き
ζ
凶
ω
匹
o
昌
℃
冨
ω
ω
も
気
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
は
古
代
儒
教
の
人
格
的
な
『
上
帝
』
を
配
し
た
」
と
言
う
。
鈴
木

（4
1
）
　
守
凶
匹
゜
も
気
“
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
広
光
「
神
の
翻
訳
史
」
『
国
語
国
文
』
七
四
巻
、
二
〇
〇
五
年
、
七
－
八

（4
2
）
　
害
団
α
゜
℃
喝
゜
遷
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頁
。

（4
3
）
　
］
げ
置
己
や
O
㊤
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）
　
H
≦
Φ
穿
環
『
ω
戸
芝
巴
叶
Φ
『
国
Φ
ロ
q
”
』
b
営
恥
§
職
O
§
O
§
ミ
恥
§
S
㍗

（4
4
）
　
国
肖
ρ
9
お
お
6
昌
昏
Φ
目
興
目
ω
h
o
「
、
晒
O
O
α
．
、
o
ロ
α
．
．
ω
嘗
ユ
け
ミ
”
憲
偽
　
　
　
　
§
ミ
Ω
ミ
§
禽
恥
ミ
帖
ミ
黛
ミ
鴨
ミ
き
き
鳴
肉
ミ
無
爵
§
§
ミ
ミ
恥

　　
O
ミ
ミ
湧
恥
肉
§
O
§
、
黛
§
駄
菱
O
§
斜
建
冒
ミ
§
ミ
H
Q
◎
“
9
旨
巳
甲
　
　
　
　
§
無
§
鳶
蓋
黛
譜
§
ミ
誉
鳩
薯
藝
．
躇
き
鳴
b
簡
§
§
ミ
鳴

　
　諺
億
ぴ
q
ロ
ω
け
゜
o
o
げ
9
昌
o
q
げ
臥
”
ぎ
Φ
鼠
〇
四
口
勺
『
①
筈
旨
興
貯
昌
　
H
≦
｛
ω
ω
δ
昌
　
　
　
　
O
ミ
達
題
鳴
卜
喬
毒
’
ω
げ
”
昌
o
q
ゴ
9
◎
同
”
凄
B
①
鼠
O
O
ロ
勺
お
ω
げ
旨
臼
凶
①
昌

　
牢
①
ω
ω
も
』
㊤
㎝
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ζ
｛
ω
ω
幽
8
℃
『
Φ
ω
ψ
同
゜
。
ミ
も
゜
H
°
。
①
山
β
・
。
ま
山
轟
b
。
昭
－
・
。
①
O
°

（4
5
）
　
§
恥
9
§
跨
恥
肉
鳴
＆
§
、
§
“
ミ
営
ご
謡
黛
藁
智
ミ
§
ミ
H
°
。
『
メ
　
　
（
5
3
）
　
総
称
的
用
語
（
α
q
①
昌
霞
凶
0
8
同
ヨ
）
と
し
て
神
の
言
語
を
理
解
す
る

　

臼
巳
網
・
諺
口
σ
q
ロ
゜
。
け
．
ω
げ
o
口
管
巴
”
跨
B
Φ
ユ
o
碧
勺
お
ω
げ
旨
㊤
冨
昌
竃
凶
ω
ω
同
o
ロ
　
　
　
　
ラ
ウ
リ
ー
の
主
張
を
ま
と
め
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
「
巴
♀

　

勺お
ω
ω
も
．
°
。
㎝
ω
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
巨
は
形
態
的
に
は
複
数
形
だ
が
、
異
教
の
神
々
に
適
用
さ
れ
る
場

（4
6
）
　
図
Φ
＜
°
O
°
国
゜
勺
お
ω
8
戸
、
目
Φ
§
ω
首
O
ぼ
器
ω
①
h
o
H
、
、
O
o
α
、
．
噂
　
　
　
　
合
を
除
け
ば
、
構
文
的
に
は
動
詞
や
形
容
詞
の
単
数
と
一
致
す
る
。

朝
鮮
語
に
お
け
る
神
の
訳
語
ハ
ナ
ニ
ム
（
金
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九



一
九〇

　　
こ
の
よ
う
に
実
際
に
複
数
を
示
す
た
め
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
単
一
　
　
　
　
係
を
表
し
て
い
る
」
（
い
Φ
α
Q
α
q
ρ
卜
§
魯
蓉
§
§
殊
さ
、
§
薦
黄
蕊

　　
の
存
在
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
偉
大
さ
や
威
厳
を
強
調
す
る
た
め
に
複
　
　
　
　
ミ
鳴
特
§
ミ
蓋
遷
§
篭
薦
9
導
恥
こ
o
§
§
討
§
§
織
導
S
ρ
§

　

数
形
の

形
態を
と
る
用
法
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
　
　
　
　
ミ
恥
Ω
ミ
ミ
禽
恥
ミ
選
畳
国
8
0
q
評
8
σ
q
”
H
°
。
㎝
P
P
刈
）
と
す
る
。
鈴

　　
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
自
ら
が
崇
拝
す
る
神
を
①
δ
甑
目
と
呼
び
、
　
　
　
　
木
広
光
「
神
の
翻
訳
史
」
『
国
語
国
文
』
七
四
巻
、
二
〇
〇
五
年
、
七

　
多
く
の
場
合
、
こ
れ
に
限
定
す
る
詞
を
加
え
て
『
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
』
　
　
　
　
1
八
頁
。

　　
『
ヤ
コ
ブ
の
神
』
『
真
実
の
神
』
な
ど
と
呼
ん
だ
。
ま
た
旧
約
聖
書
で
　
　
（
5
5
）
　
い
①
α
q
α
q
ρ
冒
ヨ
①
9
卜
§
卜
餐
§
§
咋
尋
憶
罫
薦
紺
翁
導
鳴

　
　
は
、
偶
像
崇
拝
の
対
象
で
あ
る
異
教
の
神
々
に
も
こ
の
語
が
適
用
さ
　
　
　
　
特
§
ミ
肉
§
§
篭
鳶
駄
ミ
鳴
き
誌
肉
智
ミ
§
黛
遷
恥
§
S
吻
帖
§
導
恥

　
　
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
色
o
ぼ
日
が
真
神
か
偽
神
か
、
ま
た
単
数
か
　
　
　
　
9
§
湧
馬
卜
自
餐
ミ
帖
ミ
⑦
ミ
“
ミ
蕊
o
§
ミ
恥
蜜
違
9
切
勘
隷
愚

　

複
数
化を
特
定
せ
ず
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
こ
の
言
　
　
　
　
切
o
§
恥
§
隷
§
ミ
旦
き
鳴
§
噛
§
留
§
°
国
o
口
α
q
屏
8
ひ
q
”
国
8
α
q
－

　

語を
『
神
の
総
称
（
o
q
Φ
口
9
0
措
§
）
』
で
あ
る
と
定
義
し
た
」
　
　
　
　
犀
o
昌
σ
q
幻
Φ
ω
韓
魯
O
臨
o
P
H
°
。
㎝
ρ
，
刈
9

　　
（
い
。
言
ρ
肉
§
黛
論
§
§
§
誌
§
賊
慧
義
携
守
§
§
ミ
　
　
（
5
6
）
　
U
o
o
q
α
Q
ρ
智
B
霧
゜
§
恥
き
ぎ
蕊
ミ
ミ
恥
9
帖
蕊
湧
恥
O
o
蕊
§
§
帖
莞

　　
登
愚
諜
き
恥
ミ
犠
§
鴨
駄
O
o
駄
ミ
Q
ミ
謡
湧
恥
゜
く
9
H
ρ
三
〇
°
H
N
も
゜
　
　
　
　
O
o
駄
黛
§
織
憩
ミ
財
国
8
α
q
評
o
ロ
o
Q
“
国
自
α
q
犀
o
昌
α
q
切
Φ
ω
δ
8
「
O
窪
8
°

　

㎝ミ
）
（
鈴
木
広
光
「
神
の
翻
訳
史
」
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
。
。
㎝
b
。
”
b
。
も
゜
。
。
9

（5
4
）
　
レ
ッ
グ
は
ま
ず
、
①
ざ
三
日
、
昏
8
ω
が
総
称
で
あ
る
と
い
う
解
釈
の
　
　
（
5
7
）
　
安
成
浩
「
十
九
世
紀
前
半
中
国
語
代
表
者
訳
に
お
け
る
訳
語
論
争

　
前
提
を
否
定
し
た
。
「
総
称
は
何
ら
か
の
限
定
詞
が
な
け
れ
ば
、
単
数
　
　
　
　
が
初
期
朝
鮮
語
聖
書
翻
訳
に
及
ぼ
し
た
影
響
（
一
八
四
三
－
一
九
一

　
形
で
個
々
の
存
在
を
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
語
は
そ
　
　
　
　
一
ご
『
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
と
歴
史
』
九
（
二
V
、
二
＝
ニ
ー
二
五
〇
頁
。

　
　
う
で
は
な
い
」
（
い
Φ
o
Q
o
q
ρ
卜
恥
譜
δ
§
ミ
恥
§
蕊
§
篭
鑓
駄
き
恥
　
　
（
5
8
）
　
玉
聖
得
、
前
掲
論
文
、
二
六
頁
。

　　
謡
画
§
q
O
o
織
§
ミ
恥
O
ミ
蕊
湧
恥
ミ
毒
臼
国
o
昌
o
q
犀
o
昌
σ
q
弘
。
。
α
P

　
勺
謀
）
。
レ
ッ
グ
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
著
書
『
自
然
哲
学
の
数
学
的
原

　　
理
』
を
典
拠
に
し
、
原
語
は
「
相
対
的
用
語
（
お
訂
口
く
o
け
R
B
）
」
で

　
　あ
る
と
主
張
し
た
。
「
つ
ま
り
、
o
δ
霞
ヨ
や
昏
Φ
o
ω
の
意
味
は
支
配

　
　
者
・
主
宰
者
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
支
配
す
る
霊
や
造
物
と
の
関


