
一
、
は
じ
め
に

前
稿

(

３)

で
は
、
地
図
帳
の
地
名
の
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
表
記
に
ま
つ
わ
る
文

部
省
の
手
引
き
書
、
及
び
そ
れ
に
続
く
各
種
手
引
き
書
に
つ
い
て
、
そ
の
記
述
の

細
か
い
分
析
を
試
み
た

(

１)

。
そ
の
際
、『

地
名
の
呼
び
方
と
書
き
方
《
社
会
科
手
び

き
書
》』

(

文
部
省
著
作
、
大
阪
教
育
図
書
発
行
、
昭
和
三
十
四
年
、
資
料
ａ
‐

２

(

２))

の
書
影
と
し
て
使
用
し
た
の
は
、
中
京
大
図
書
館
の
所
蔵
本
で
あ
っ
た
。
そ

の
後
、
非
常
に
興
味
深
い
文
献
な
の
で
自
分
で
も
手
元
に
置
い
て
お
き
た
い
と
、

古
書
店
に
立
ち
寄
る
た
び
に
注
意
し
て
見
て
い
た
と
こ
ろ
、
幸
い
な
こ
と
に
こ
れ

を
一
冊
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
前
稿
で
掲
げ
た
本
学
図
書
館
所
蔵
本
と
全
く

同
じ
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
ぱ
ら
ぱ
ら
と
め
く
っ
て
い
る
と
、
そ
こ
に
一
枚
の
黄
ば
ん
だ
紙
が

挟
ま
っ
て
い
る
の
に
気
づ
い
た
。
何
だ
ろ
う
と
開
い
て
み
る
と
、
そ
れ
は
こ
の
本

の
寄
贈
者
が
寄
贈
先
に
宛
て
た
手
紙
で
あ
っ
た

(

図
１)

。
そ
の
文
面
は
以
下
の

ご
と
く
で
あ
る
。

前
略文

部
省
か
ら
社
会
科
の
手
引
き
書
と
し
て

｢

地
名
の
呼
び
方
と
書
き
方｣

が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。

新
し
い
教
科
書
は
こ
の
書
き
方
に
そ
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

編
集
も
こ
れ
を
参
考
に
進
め
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

御
参
考
ま
で
に
一
部
同
封
い
た
し
ま
し
た
。

社
会
科
編
集
部

ま
こ
と
に
興
味
深
い
。
こ
れ
だ
か
ら
古
本
屋
巡
り
は
や
め
ら
れ
な
い
。

今
は
懐
か
し
い
謄
写
版
、
い
わ
ゆ
る
ガ
リ
版
刷
り
で
、
こ
こ
に
は
特
に
宛
名
は

な
く
、｢
前
略｣

で
始
ま
っ
て
い
る
。
発
送
者
が

｢

社
会
科
編
集
部｣

と
な
っ
て

い
る
か
ら
に
は
、
こ
の｢

手
引
き
書｣

を
参
考
に
進
め
る
と
い
う｢

編
集｣

と
は
、

ま
さ
に
社
会
科
の
教
科
書
の
編
集
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
簡
潔
な
文
面
か

60

一
九

地
図
帳
の
怪

(

４)

｢

陝
西｣

省
は

｢

シ
ャ
ン
シ
ー｣

省
か

｢

シ
ェ
ン
シ
ー｣

省
か

明

木

茂
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ら
は
、
こ
の
手
紙
が
社
外
の
人
に
宛
て
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
同
じ
社
内
の
別
の

部
署
、
例
え
ば
国
語
な
ど
他
の
科
目
の
編
集
部
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
想
像
さ
せ
る
。
も
し
か
す
る
と
、
こ
の

｢

手
引
き
書｣

の
発
行
を
行
っ
た
大
阪

教
育
図
書
の
社
内
で
や
り
と
り
さ
れ
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
ガ
リ
版
で
印

刷
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
度
に
あ
る
程
度
の
数
を
送
付
し
た
の
だ
ろ
う
。

や
は
り
、
こ
の
よ
う
な
形
で
外
国
の
地
名
の
書
き
方
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
は
、

当
時
相
当
の
驚
き
を
以
て
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
手
紙
も
、
こ
れ
か

ら
は

｢

こ
の
書
き
方
に
そ
う
こ
と
に
な
っ
た｣

と
、
わ
ざ
わ
ざ
述
べ
て
い
る
。
し

か
し
そ
の
一
方
、
実
際
の
地
図
帳
の
上
で
は
、
こ
の
手
引
き
書
が
発
行
さ
れ
た
年

よ
り
も
前
か
ら
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
我
々
は
既
に
見

て
知
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
手
引
き
書
が
も
た
ら
し
た
の
は
、
そ
れ
ま

で
の
カ
タ
カ
ナ
の

｢

書
き
方
の
統
一｣

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て

初
め
て
カ
タ
カ
ナ
が
お
目
見
え
し
た
わ
け
で
は
な
い
は
ず
な
の
だ
。
殊
に
、
社
会

科
教
科
書
の
編
集
担
当
者
が
そ
れ
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
こ
の

辺
り
の
細
か
い
事
情
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
丁
寧
に
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
と
も
あ
れ
本
稿
で
は
、
確
か
に
公
刊
さ
れ
た
資
料
に
よ
っ
て
、
ま
ず
は
検

証
し
て
行
く
し
か
な
い
と
考
え
て
い
る
。

二
、｢

敦
煌｣

(

ツ
ン
ホ
ワ
ン
、
ト
ン
ホ
ワ
ン
、
ト
ゥ
ン
ホ
ワ
ン)

に
つ
い
て

さ
て
前
稿
に
引
き
続
き
、
本
稿
で
は
特
に
問
題
と
な
る
個
別
の
地
名
表
記
を
採

り
上
げ
な
が
ら
、
そ
れ
を
通
じ
て
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
の
問
題
点
を
洗
い
出
し
て
行
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く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず

｢

敦と
ん

煌こ
う｣

を
俎そ

上
じ
ょ
う
に
載
せ
て
み
た
い
。

敦
煌
は
歴
史
的
に
は
重
要
な
場
所
だ
が
、
行
っ
て
見
る
と
意
外
と
小
さ
な
町
だ
。

小
中
学
校
用
の
地
図
帳
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
多
い
。
だ
が
高
等
学
校

用
に
は
お
お
む
ね
掲
載
が
あ
る
よ
う
だ
。
こ
こ
で
問
題
と
す
る
は
そ
の
表
記
で
、

｢

ツ
ン
ホ
ワ
ン｣

｢
ト
ン
ホ
ワ
ン｣

｢

ト
ゥ
ン
ホ
ワ
ン｣

と
歴
代
揺
れ
が
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
注
目
す
べ
き
は

｢dun｣

の
カ
タ
カ
ナ
表
記
で
あ
る
。

で
は
ま
ず
手
始
め
に
、
外
来
語
に
用
い
ら
れ
る
こ
の

｢

テ
ィ｣

｢

ト
ゥ｣

の
表

記
に
つ
い
て
調
べ
て
み
よ
う
。『
新
地
名
表
記
の
手
引』

(

教
科
書
研
究
セ
ン
タ
ー

編
著
、
ぎ
ょ
う
せ
い
発
行
、
平
成
六
年)

、
即
ち
資
料
ｃ
‐
２

(

セ
ン
タ
ー
新
版)

の
序
文

｢『

地
名
表
記
の
手
引』

改
訂
に
つ
い
て

(

３)｣

に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

そ
の
委
員
会

(

昭
和
三
十
三
年
文
部
省

『
地
名
の
呼
び
方
と
書
き
方
〈
社
会

科
手
び
き
書
〉』

の
編
集
委
員
会
を
指
す
か：
明
木
注)

で
の
問
題
点
の
一

つ
は
、
テ
ィ
・
デ
ィ
を
チ
・
ジ
と
す
る
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。
結
論
は
チ
・

ジ
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
言
葉
は

｢

生
き
も
の｣
で
あ
り
、
隔
世
の
感

が
あ
る
。
…

(

中
略)

…

今
回
の
改
訂
作
業
の
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
平
成
３
年
６
月
�
日

付
け
内
閣
告
示
第
２
号

｢

外
来
語
の
表
記｣

お
よ
び
同
日
付
文
部
省
初
等
中

等
教
育
局
長
通
知

｢

学
校
教
育
に
お
け
る
外
来
語
の
取
扱
い
に
つ
い
て｣
で

あ
る
。
こ
れ
は
国
際
化
に
対
応
す
る
た
め
、
外
来
語
の
仮
名
書
き
を
改
め
た

も
の
で
あ
る
。

資
料
ｃ
‐
２
に
よ
る
改
訂
を
巡
る
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
、
こ
の

｢

テ
ィ
・
デ
ィ
・

ト
ゥ
・
ド
ゥ｣

の
表
記
だ
っ
た
よ
う
だ
。｢

敦
煌｣

の
表
記
の
揺
れ
も
、
そ
の
一

つ
の
例
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
資
料
ａ
か
ら
ｃ
に
至
る
経
緯
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
ａ
‐
２(

文
部
省)

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
中
国
語
音
節
と
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
対
照
表
は

[

付
録
４]

の

｢

中
国
標
準
音
の
書
き
方｣

で
あ
り
、
こ
れ
は
昭
和
二
十
四
年
国
語
審
議
会
建
議

の

｢

中
国
地
名
・
人
名
の
書
き
方
の
表

(

４)｣

を
文
部
省
調
査
普
及
局
国
語
課
で
増
補

し
た
も
の
の
抜
粋
で
あ
る

(

５)

。
こ
の
表
の
中
で
は

｢

テ
ィ｣

｢

ト
ゥ｣

が
ち
ゃ
ん
と

用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
ａ
‐
２
に
掲
載
さ
れ
た
表
の
前
文
２
に
は

地
名
の
書
き
方
に
こ
れ
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、(

中
国
音)

の
欄
の｢

テ
ィ｣

｢

ト
ゥ｣

を
そ
れ
ぞ
れ

｢

チ｣
｢

ツ｣

に
書
き
換
え
る
。

と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ａ
‐
２
の｢

地
名
の
書
き
方
の
例｣

Ⅶ｢

中
国｣

で
も
、
こ
れ
に
従
っ
て
、

保
定

パ
オ
チ
ン

成
都

チ
ョ
ン
ツ
ー

な
ど
と
、｢

チ｣
｢

ツ｣

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、

天
津

テ
ン
チ
ン

は
国
語
審
議
会
の
表
か
ら
既
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。｢

天｣

の
字
は
中
国
語
で
は

｢

テ�

ィ�

エ
ン｣

の
よ
う
に
発
音
す
る
の
に
、
地
図
で
は
常
に

｢

テ�

ン｣

で
あ
る
の

を
昔
か
ら
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
な
る
ほ
ど
ｉ
介
音
の
音
節
に
も
先
走
っ

て
こ
の
原
則
を
適
応
し
た
た
め
だ
っ
た
の
だ
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
中
国
語
の

｢

原
音｣

よ
り
も
、
仮
名
書
き
の
規
則
の
方
が
優
先
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
従
え
ば
、
な
る
ほ
ど

｢

敦
煌D

un
huang

｣

も

｢

ツ�

ン
ホ
ワ
ン｣

と
な

る
わ
け
だ
。

で
は
、
ａ
‐
２

(

文
部
省)

は
、
国
語
審
議
会
の
表
を
な
ぜ
こ
こ
だ
け
無
視
し

て
敢
え
て

｢
チ｣

｢
ツ｣

と
し
た
の
か
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
国
語
審
議
会
の

｢

外

地図帳の怪 (4)58
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来
語
の
表
記

(

６)｣

の
方
針
に
従
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
国
語
審
議

会
の

｢

中
国
地
名
・
人
名
の
書
き
方｣

を
、
国
語
審
議
会
の

｢

外
来
語
の
表
記｣

で
修
正
し
た
も
の
な
の
で
あ
る

(

７)

。｢

外
来
語
の
表
記｣

の

｢

外
来
語
表
記
の
原
則｣

に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

９

原
音
に
お
け
る

｢

ト
ゥ｣

｢

ド
ゥ｣

の
音
は
、｢

ト｣
｢

ド｣

と
書
く
。

�

原
音
に
お
け
る

｢

テ
ィ｣

｢

デ
ィ｣

の
音
は
、
な
る
べ
く

｢

チ｣
｢

ジ｣

と
書
く
。

こ
の
点
の
み
を
地
名
に
導
入
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
資
料
ｂ
‐
２
が
、｢

発
音
通
り｣

も
し
く
は

｢

外
来
語
の
表
記｣
と
い
う
こ
と
と
、｢

現
代
仮
名
遣
い｣

と
い
う
こ

と
と
を
分
け
て
考
え
て
い
た
の
を
思
い
起
こ
す

(

８)

。
つ
ま
り
、
発
音
通
り
な
ら｢

テ
ィ｣

だ
が
、
こ
こ
は
外
来
語
表
記
の
規
則
の
方
に
合
わ
せ
て

｢

チ｣

と
す
る
、
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。

但
し

｢

ト
ゥ｣

を

｢

ツ｣

と
書
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
点
に
ご
注
目
い
た
だ
き

た
い
。｢

外
来
語
の
表
記｣

が

｢

ト｣

と
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。

｢

外
来
語
の
表
記｣

が
例
に
挙
げ
て
い
る
の
は
、

ゼ
ン
ト
ル
マ
ン

(gentlem
an)

ブ
レ
ー
ン
ト
ラ
ス
ト

(brain
trust)

等
の
例
で
あ
る
。
但
し
そ
こ
に
は

[

例
外]

、

ツ
ー
ピ
ー
ス

(tw
o
piece)

ツ
リ
ー

(tree)

ズ
ッ
ク

(doek)

ズ
ロ
ー
ス

(draw
ers)

が
提
示
し
て
あ
っ
て
、｢

ツ｣
｢

ズ｣

を
例
外
と
し
て
認
め
て
い
る
。
ａ
‐
２
は
こ

ち
ら
の
例
外
を
採
用
し
た
わ
け
だ

(

９)

。
こ
れ
は
考
え
る
に
、
例
え
ば｢

成
都｣

の
ロ
ー

マ
字
は

｢ch'� ng
tu
｣
｢cheng

du
｣

な
の
で

(

�)

、｢

tu
／
du｣

に
対
し
て

｢

ト｣

で
は
似
合
わ
ず
、｢

ツ｣

の
方
を
採
用
し
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
い
や
、

私
の
勘
ぐ
り
す
ぎ
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
細
か
く
調
べ
て
み
る
と
こ
う

し
た
細
か
い
変
更
に
は
、
そ
の
都
度
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
だ
わ
り
が
混
乱
を
生
ん
で
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
。

で
は
、
実
際
の
地
図
で
は
ど
う
だ
ろ
う
。
大
雑
把
に
言
う
と
、
昭
和
三
十
年
代

初
め
は
、

成
都

チ
ョ
ン
ト
ゥ
ー

も
し
く
は

チ
ョ
ン
ト
ー

敦
煌

ト
ン
ホ
ワ
ン

の
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
た

(

�)

。
そ
れ
が
三
十
年
代
後
半
か
ら
、

成
都

チ
ョ
ン
ツ
ー

敦
煌

ツ
ン
ホ
ワ
ン

ト
ン
ホ
ワ
ン

と
な
る
。｢

敦
煌｣

に
つ
い
て
は
、
出
版
社
に
よ
り
異
な
り
、
例
え
ば
帝
国
書
院

は

｢

ト
ン
ホ
ワ
ン｣

(

途
中
一
時
的
に

｢

ツ
ン
ホ
ワ
ン｣

が
用
い
ら
れ
る
が)

を
、

二
宮
書
店
は

｢

ツ
ン
ホ
ワ
ン｣

を
、
そ
れ
ぞ
れ
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
状
態
が
し

ば
ら
く
続
く
。

と
こ
ろ
が
平
成
に
入
っ
て
か
ら
は
、

成
都

チ
ョ
ン
ト
ゥ
ー

敦
煌

ト
ゥ
ン
ホ
ワ
ン

を
採
用
す
る
地
図
帳
が
突
然
い
く
つ
か
現
れ
始
め
る

(

ま
だ
全
部
で
は
な
い
が)

。

こ
の
変
化
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
。
恐
ら
く
資
料
ｃ
‐
２

(

セ
ン
タ
ー
新
版)

の

影
響
だ
ろ
う
。
ｃ
‐
２
に
は

[

付
表
５]

｢

地
名
の
書
き
方

新
旧
対
照
表｣

が

掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
ｃ
‐
１
か
ら
改
め
ら
れ
た
表
記
を
通
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
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旧

新

チ
ョ
ン
ツ
ー

↓

チ
ョ
ン
ト
ゥ
ー

パ
オ
チ
ン

↓

パ
オ
テ
ィ
ン

テ
ン
シ
ャ
ン

↓

テ
ィ
エ
ン
シ
ャ
ン

な
ど
も
含
ま
れ
て
い
て
、｢

チ｣
｢

ツ｣

↓

｢

テ
ィ｣

｢

ト
ゥ｣

の
改
訂
が
反
映
さ

れ
て
い
る
。
特
に

｢
テ
ィ
エ
ン
シ
ャ
ン
＝
天
山｣

は
、｢

天tian｣

と
い
う
ｉ
介

音
の
音
節
に
も

｢

テ
ィ｣
が
適
応
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
ｃ
‐
２
が[

付
録
２]

に
掲
載
す
る｢

中
国
地
名
漢
字
・
ロ
ー
マ
字
・

か
な
対
照
表｣

は
、
基
本
的
に
は
ｃ
‐
１
が

[

付
録
２]

に
掲
載
す
る

｢

中
国
地

名
・
人
名
の
書
き
方
の
表

(

便
覧)｣
を
改
編
し
た
も
の
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
は

右
に
見
た

｢

チ｣
｢

ツ｣

を

｢

テ
ィ｣

｢

ト
ゥ
ー｣
と
す
る
改
訂
が
加
え
ら
れ
て
い

る

(

�)

。で
は
さ
ら
に
、
こ
の
ｃ
‐
２
の
改
訂
は
、
何
に
起
因
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
が

平
成
三
年
の
国
語
審
議
会
答
申

｢『

外
来
語
の
表
記』

に
つ
い
て

(

�)｣

と
、
平
成
三

年
内
閣
告
示
第
２
号

｢

外
来
語
の
表
記

(

�)｣

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
本
稿
に
直

接
関
係
の
あ
る
記
述
を
見
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
答
申

｢『

外
来
語
の
表
記』

に

つ
い
て｣

２

｢

構
成｣

に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

(

２)

…

｢

テ
ィ
、
デ
ィ｣

…

(

中
略)

…
の
仮
名
は
、
外
来
語
や
外
国
の

地
名
・
人
名
を
書
き
表
す
の
に
一
般
的
に
用
い
る
も
の
と
し
た
。(

た
だ
し
、

従
来
…

(

中
略)

…

｢

チ
、
ジ｣

…

(

中
略)

…
と
書
く
慣
用
の
あ
る
場
合

は
、
そ
れ
に
よ
る)

(

注)

昭
和
�
年
の
報
告
で
は
、
…

(

中
略)

…

｢

テ
ィ
、
デ
ィ｣

…

(

中
略)

…
は
な
る
べ
く
…(

中
略)

…｢

チ
、
ジ｣

…(

中
略)

…
と
書
く
と
し
て
い
た
。

(

３)

…

｢

ト
ゥ
、
ド
ゥ｣

…

(

中
略)

…
等
の
仮
名
は
、
外
来
語
や
外
国

の
地
名
・
人
名
を
原
音
や
原
つ
づ
り
に
な
る
べ
く
近
く
書
き
表
そ
う
と
す
る

場
合
に
用
い
る
も
の
と
し
た
。

(

注)

昭
和
�
年
の
報
告
で
は
、
…

(

中
略)

…

｢

ト
ゥ
、
ド
ゥ｣

…

(

中
略)

…
は
な
る
べ
く
…(

中
略)

…｢

ト
、
ド
又
は
ツ
、
ズ｣

…

(

中
略)

…
と
書
く
と
し
て
い
た
。

｢

原
音｣

や

｢

原
つ
づ
り｣

、
と
並
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
相
変
わ
ら
ず
だ
が

(

�)

、
こ
れ

を
要
す
る
に
、
古
い
昭
和
二
十
九
年
の

｢

外
来
語
の
表
記｣

と
、
新
し
い
平
成
三

年
の｢

外
来
語
の
表
記｣

で
は
、
前
者
が｢

テ
ィ｣

｢

ト
ゥ｣

を
認
め
て
い
な
か
っ

た
の
に
対
し
、
後
者
で
は

｢

テ
ィ｣

｢

ト
ゥ｣

を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
点
が
大

き
く
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
内
閣
告
示

｢

外
来
語
の
表
記｣

で
は
、

Ⅰ
の
４

｢

テ
ィ｣

｢

デ
ィ｣

は
、
外
来
音
テ
ィ
、
デ
ィ
に
対
応
す
る
仮
名
で

あ
る
。

Ⅱ
の
６

｢

ト
ゥ｣

｢

ド
ゥ｣

は
、
外
来
音
ト
ゥ
、
ド
ゥ
に
対
応
す
る
仮
名
で

あ
る
。

と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
ｃ
‐
２

(

セ
ン
タ
ー
新
版)

の
手
引
き
書
は
ま
さ
に
こ
れ

に
従
っ
た
の
で
あ
る

(

�)

。
や
や
煩
雑
に
な
っ
た
の
で
、
一
度
流
れ
を
整
理
し
て
図
示

し
て
み
た
。
次
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

関
連
す
る
答
申
や
告
示
、
そ
し
て
社
会
情
勢
を
そ
の
都
度
細
か
く
正
確
に
反
映

す
る
、
と
い
う
地
名
の
手
引
き
書
の
改
訂
作
業
の
ご
努
力
に
は
ま
こ
と
に
頭
が
下

が
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
し
て
歴
代
改
変
を
繰
り
返
し
て
き
た
こ
と

が
、
地
図
表
記
の
混
乱
、
ひ
い
て
は
教
育
や
社
会
の
地
名
に
関
す
る
混
乱
の
原
因

地図帳の怪 (4)56
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二
四

実
際
の
地
図
帳

テ
ィ
・
ト
ゥ
・
ト

チ
・
ツ
・
ト

テ
ィ
・
ト
ゥ
・
ト

地
名
の
手
引
き
書

国
語
審
議
会

テ
ィ
・
ト
ゥ

国
語
審
議
会
国
語
審
議
会
昭
和
�

｢

中
国
地
名
・
人
名
の
書
き
方
の
表｣

文
部
省
調
査
普
及
局
国
語
課
昭
和
�

｢

同

(

便
覧)｣

基
本
的
に
は

こ
れ
に
従
う

但
し
チ
・
ツ
の
み
は

こ
ち
ら
に
よ
る

ａ
‐
２

(

文
部
省)

昭
和
�(

ａ
‐
１
、
ｂ
は
こ
れ
に
同
じ)

チ
・
ツ

ｃ
‐
１

(

セ
ン
タ
ー
旧
版)

昭
和
�

チ
・
ツ

ｃ
‐
２

(

セ
ン
タ
ー
新
版)

平
成
６

テ
ィ
・
ト
ゥ

国
語
審
議
会
昭
和
�

｢

外
来
語
の
表
記｣

チ
・
ト

(

ツ)

内
閣
告
示
平
成
３

｢
外
来
語
の
表
記｣

テ
ィ
・
ト
ゥ

こ
れ
に
よ
り
修
正



に
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
余
計
な
こ
と
を
考
え
ず
に
現
在
の

最
新
の
表
記
だ
け
を
正
し
い
も
の
と
し
て
素
直
に
受
け
入
れ
よ
と
叱
ら
れ
そ
う
な

気
が
す
る
が
、
し
か
し
現
在
だ
け
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
既
に
見
た
よ
う
に
、

そ
の
都
度
理
由
は
あ
る
に
せ
よ
、
地
図
の
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
表
記
は
実
に
こ
ろ
こ

ろ
と
変
わ
っ
て
い
る
。
普
通
、
人
は
自
分
が
習
っ
た
時
の
表
記
で
覚
え
て
し
ま
う
。

後
に
ど
う
改
訂
さ
れ
た
か
は
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
と
追
跡
は
し
ま
い
。
す
る
と
、

同
じ
地
名
な
の
に
、
世
代
に
よ
っ
て
習
っ
た
呼
び
方
が
違
う
、
と
い
う
非
常
に
好

ま
し
く
な
い
状
態
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
入
学
試
験

や
採
用
試
験
な
ど
に
直
接
的
な
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
。
こ
の
様
子
で
は
、
こ
れ

か
ら
先
も
、
地
図
帳
の
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
表
記
が
直
ち
に
安
定
す
る
と
は
と
て
も

思
え
な
い
の
で
あ
る
。

三
、｢

黒
竜
江｣

と

｢

鴨
緑
江｣

に
つ
い
つ
い
て

次
は
、
河
川
名
を
巡
る
問
題
。｢

黒
竜
江｣

、
ロ
シ
ア
名｢

ア
ム
ー
ル
川｣

だ
が
、

ｃ
‐
１

(

セ
ン
タ
ー
旧
版)

ア
ム
ー
ル

[

川

(

�)]

ｃ
‐
２

(

セ
ン
タ
ー
新
版)

ヘ
イ
ロ
ン
川

(

黒
竜
江)

(

ア
ム
ー
ル
川

(

�))

と
な
っ
て
お
り
、
旧
版
で
は
ア
ム
ー
ル
川
の
み
だ
っ
た
も
の
が
、
新
版
で
は
ア
ム
ー

ル
が
カ
ッ
コ
に
入
り
、
ヘ
イ
ロ
ン
川
＝
黒
竜
江
が
メ
イ
ン
に
変
わ
っ
た
。
こ
れ
は

｢

は
し
が
き｣

に
言
う

｢

世
界
情
勢｣

の
変
動
に
対
応
し
た
結
果
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
昔
は
ア
ム
ー
ル
川
と
呼
ば
れ
て
い
た
が

｢

情
勢｣

の
変
化
で
黒ヘ
イ

竜ロ
ン

江が
わ

と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
な
ど
と
言
っ
た
ら
ロ
シ
ア
側
が
怒
ら
な
い
も
の
か
？
カ

タ
カ
ナ
現
地
音
の

｢

ヘ
イ
ロ
ン
川｣

が
正
式
な
も
の
と
さ
れ
、
漢
字
も
ア
ム
ー
ル

も
カ
ッ
コ
入
り
、
と
い
う
の
は
、
出
来
る
だ
け
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
を
優
先
し
よ
う
、

せ
っ
か
く
カ
タ
カ
ナ
地
名
を
作
っ
た
の
だ
か
ら
そ
ち
ら
で
統
一
し
よ
う
、
と
い
う

意
図
か
ら
来
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

参
考
ま
で
に
資
料
ａ
‐
２

(

文
部
省)

を
見
て
み
る
と
、｢

ア
ム
ー
ル
川｣

を

表
記
と
し
て
指
示
し
て
い
る
。
し
か
し
問
題
は
、
こ
れ
が

｢

中
国｣

の
項
目
に
掲

載
さ
れ
て
い
て
、
し
か
も
原
語
の
欄
に
は

｢A
m
ur
R
.｣
(

黒
竜
江)

と
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る

(

�)

。
他
の
中
国
地
名
で
は
原
語
の
欄
は
漢
字
な
の
に
、
こ
れ
だ

け
はA

m
ur

を
中
国
の
原
語
と
し
て
扱
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
ど
う
考
え
て
も

｢A
m
ur｣

は
中
国
語
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
あ
こ
う
し
た
混
乱
は
、
こ
の
カ
タ
カ

ナ
地
名
を
巡
っ
て
は
実
に
し
ば
し
ば
み
か
け
る
こ
と
で
は
あ
る
の
だ
が
。

も
う
一
つ
興
味
深
い
の
が

｢

鴨
緑
江｣

で
あ
る
。
資
料
ａ
と
ｃ
の
表
記
を
比
較

す
る
と
、

ａ
‐
２

(

文
部
省)

ヤ
ー
ル
ー
川

(

�)

ｃ
‐
１

(

セ
ン
タ
ー
旧
版)

ア
ム
ノ
ッ
ク

[

川

(

�)]

ｃ
‐
２

(

セ
ン
タ
ー
新
版)

ア
ム
ノ
ク
川

(

鴨
緑
江

(

�))

と
な
っ
て
い
る
。
少
し
細
か
く
見
て
み
よ
う
。
ａ
‐
２(

文
部
省)

の｢

ヤ
ー
ル
ー

川｣

が

[

付
表
１]

｢

地
名
の
書
き
方
の
例｣

の
Ⅷ

｢

朝
鮮｣

の
項
目
に
置
か
れ

て
い
る
こ
と
に
ご
注
意
願
い
た
い
。｢

ヤ
ー
ル
ー｣

と
い
う
の
は

｢

鴨
緑｣

の
中

国
語
発
音

｢Y
a
lu｣

の
カ
タ
カ
ナ
表
記
、
つ
ま
り
こ
れ
は
中
国
語
の
発
音
な
の

で
あ
る
。
な
の
に
な
ぜ
か｢

朝
鮮｣

の
地
名
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

先
ほ
ど
の

｢
黒
竜
江｣

も
そ
う
だ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
国
境
線
を
流
れ
る
河
川
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で
は
、
手
引
き
書
は
そ
の
地
域
と
言
語
と
を
ご
っ
ち
ゃ
に
し
て
い
る
よ
う
な
の
で

あ
る
。
ｃ
‐
１

(

セ
ン
タ
ー
旧
版)

は
、｢

ア
ム
ノ
ッ
ク

[

川]｣

と
朝
鮮
語
読
み

と
な
っ
た
。
場
所
も

｢

朝
鮮｣

の
ペ
ー
ジ
に
置
か
れ
て
い
る
。
但
し
こ
れ
に
対
応

す
る
漢
字
名
は
、

鴨
緑

[
江]

の
よ
う
に
江
を
カ
ッ
コ

[
]

に
入
れ
て
い
て
、
別
扱
い
に
な
っ
て
い
る
。
西
洋

の
河
川
名
と
同
じ
扱
い
に
し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、｢

鴨
緑
江｣

を

｢

鴨
緑｣

と
呼
ぶ
こ
と
は
実
際
あ
ま
り
な
さ
そ
う
だ
。
ｃ
‐
２

(

セ
ン
タ
ー
新
版)

は
そ
の

読
み
方
が

｢

ア
ム
ノ
ク｣

に
変
更
さ
れ
、

ア
ム
ノ
ク
川

(

鴨
緑
江)

の
表
記
と
な
る
。
掲
載
場
所
も

｢

韓
国
・
北
朝
鮮
の
地
名｣

で
あ
る
。
資
料
ａ
ｂ

が
共
に

｢

鴨
緑
江
＝
ヤ
ー
ル
ー
川
、
ア
ム
ノ
ッ
ク
川
、
ア
ム
ノ
ク
川｣

を
朝
鮮
半

島
の
地
名
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

こ
こ
で
歴
代
の
地
図
帳
上
の
表
記
も
確
認
し
て
み
よ
う
。昭
和
三
十
年
代
に
は
、

ヤ
ー
ル
ー

(

鴨
緑)

川

ヤ
ー
ル

(

鴨
緑)

川

の
表
記
も
見
ら
れ
た
。
そ
れ
が
、

ヤ
ー
ル
ー
川

(

鴨
緑
江)

と
な
り
、
し
ば
ら
く
は
こ
れ
で
落
ち
着
く
。
そ
れ
が
帝
国
書
院
高
等
学
校
用
で
は

�(

�)

に
な
っ
て
、

ヤ
ー
ル
ー
川

(

ア
ム
ノ
ク
川)

(

鴨
緑
江)

と
な
る
。
手
引
き
書
の
表
記
と
シ
ン
ク
ロ
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
地
図
の
方

が
手
引
き
書
の
発
行

(

昭
和
�
年)

よ
り
も
や
や
前
で
あ
る
の
が
気
に
な
る
。
こ

の
前
に
既
に
そ
う
い
う
動
き
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
面
白
い
の
は
帝
国
書
院
標
準

�(

�)

で
、

ヤ
ー
ル
ー
川

(

ア
ブ
ロ
グ
川)

(

鴨
緑
江)

の
表
記
が
出
現
す
る
こ
と
だ
。
朝
鮮
語
の
発
音
に
音
声
学
的
に
近
づ
け
よ
う
と
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
一
方
同
社
同
時
期
の
新
詳
�(

�)

で
は
、

ヤ
ー
ル
ー

(

ア
ム
ノ
ク)

川

(

鴨
緑
江)

で
あ
る
。
そ
の
後
は
、

ア
ム
ノ
ッ
ク
川

(

鴨
緑
江)

が
現
行
の
も
の
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
中
国
東
北
部
が
拡
大
さ
れ
た
地

図
で
は
ヤ
ー
ル
ー
川
の
表
記
も
見
ら
れ
る

(

以
上
、
中
学
用
も
ほ
ぼ
同
様)

。
こ

れ
を
要
す
る
に
、｢

ア
ブ
ロ
グ｣

川
と
い
う
表
記
が
一
度
だ
け
現
れ
る
も
の
の
、

地
図
帳
で
は
ほ
ぼ

｢

ア
ム
ノ
ク｣

↓｢

ア
ム
ノ
ッ
ク｣

と
い
う
変
化
を
た
ど
っ
て

お
り
、
こ
れ
は
ｃ
の
手
引
き
書
の

｢

ア
ム
ノ
ッ
ク｣

↓｢

ア
ム
ノ
ク｣

と
い
う
推

移
と
丁
度
逆
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
く
ら
細
か
く
規
定
を
変

え
た
と
こ
ろ
で
、
現
実
は
結
局
混
乱
す
る
と
い
う
こ
と
か
、
も
し
く
は
手
引
き
書

に
は
実
際
の
地
図
帳
が
そ
れ
ほ
ど
従
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
。

他
に
も
細
か
い
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
例
え
ば
同
じ
地
図
帳
で
同
じ
川
が

ペ
ー
ジ
に
よ
っ
て

｢

ヤ
ー
ル
ー｣

｢

ア
ム
ノ
ッ
ク｣

と
違
っ
て
い
る
場
合
、
ど
こ

か
で
そ
れ
を
き
ち
ん
と
説
明
し
な
い
と
、
こ
れ
ま
た
余
計
な
混
乱
を
来
し
は
し
な

い
か
と
心
配
に
な
る
。
そ
れ
に
、
中
国
語
音
表
記
か
ら
朝
鮮
語
音
表
記
に
変
わ
っ

た
の
も

｢
世
界
情
勢｣

の
変
動
に
対
応
し
た
結
果
と
言
え
る
の
か
ど
う
か
、
気
に

な
る
と
こ
ろ
だ
。

そ
も
そ
も
、｢
現
地
の
発
音｣

と
い
う
こ
と
に
ば
か
り
こ
だ
わ
る
と
、
こ
う
い
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う
混
乱
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
特
に
国
境
線
で
は
そ
う
だ
。
し
か
し
こ
う
し
た
地

名
に
は
漢
字
の
裏
打
ち
が
あ
る
。
発
音
が
違
っ
て
い
て
も
字
を
見
れ
ば
分
か
る
。

こ
れ
が
漢
字
と
い
う
文
字
が
ア
ジ
ア
の
歴
史
に
果
た
し
た
重
要
な
役
割
な
の
で
あ

る
。｢

あ
ふ
り
よ
く
か
う

(

お
う
り
ょ
く
こ
う

(

�))｣
｢Y
a
lu
jiang

(

ヤ
ー
ル
ー
チ

ヤ
ン)｣

｢A
m
nokkang

(

ア
ム
ノ
ッ
カ
ン

(

�))｣

、
こ
れ
は
い
ず
れ
も

｢

鴨
緑
江｣

と
い
う
漢
字
の
音
読
み
で
あ
る
。
一
見
、
同
じ
漢
字
で
も
読
み
方
が
全
く
違
う
よ

う
に
見
え
る
の
だ
が
、
実
は
こ
の
三
者
に
は
密
接
な
関
連
が
あ
る
。
細
か
い
こ
と

は
省
略
す
る
が
、
例
え
ば

｢
鴨｣
と

｢

緑｣

が
入に
つ

声
し
よ
う

音お
ん

の
字
で
あ
る
こ
と
が
、

日
中
朝
の
三
言
語
の
読
み
方
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る

(

�)

。
特
に

朝
鮮
語
の
カ
タ
カ
ナ
が
複
数
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
入に
つ

声
し
よ
う
を
含
む
語
学
的
知
識
が

あ
れ
ば
す
ん
な
り
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う

(
私
は
韓
国
・
朝
鮮
語
は
専
門
外

だ
か
ら
、
も
し
間
違
っ
て
い
た
ら
お
許
し
願
い
た
い
。
地
図
帳
の
カ
タ
カ
ナ
を
作
っ

た
方
々
は
も
ち
ろ
ん
ご
存
じ
だ
っ
た
は
ず
だ)

。

私
は
大
学
の
授
業
で
は
、
こ
う
い
う
こ
と
を
ネ
タ
に
、
漢
字
の
面
白
さ
、
奥
深

さ
、
ア
ジ
ア
の
絆
き
づ
な
の
役
割
を
果
た
し
た
漢
字
の
意
義
を
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
教
え

る
こ
と
に
し
て
い
る
。
地
名
と
い
う
の
は
非
常
に
面
白
い
生
き
た
教
材
と
な
る
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
小
中
高
に
は
難
し
す
ぎ
る
。
し
か
し
大
学
に
入
っ

て
か
ら
、
漢
字
に
つ
い
て
さ
ら
に
広
く
深
く
学
ぶ
に
は
、
小
中
高
で

｢

鴨
緑
江｣

と
い
う
漢
字
を
、
覚
え
な
く
て
も
読
め
な
く
て
も
構
わ
な
い
か
ら
、
と
に
か
く
目

に
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
躍
起
に
な
っ
て
漢
字
を
排
斥
し
て
も
結

局
ろ
く
な
こ
と
は
な
い
。
大
学
生
に
も
な
っ
て
初
め
て
漢
字
を
目
に
す
る
よ
う
で

は
困
る
の
だ
。

漢
字
は
難
し
い
の
で
子
供
の
目
に
触
れ
さ
せ
て
も
い
か
ん
、
習
っ
て
い
な
い
漢

字
は
子
供
に
見
せ
て
は
な
ら
ん
、
と
考
え
る
人
が
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
お
か

し
い
。
漢
字
は
�
禁
で
は
な
い
の
だ
。
地
図
に
書
い
て
あ
る
の
を
目
に
し
て
お
く

こ
と
、
そ
れ
だ
け
で
も
大
切
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。｢

処
方
せ
ん｣

な
ど
も
っ
て

の
外ほ
か

。
処
方
を
せ�

ん�

の
や
っ
た
ら
、
薬
局
な
ど
開
く
べ
き
で
は
な
い
。
堂
々
と

｢

処
方
箋｣

と
書
い
て
お
い
て
、
病
院
や
薬
局
に
行
く
た
び
に
目
に
し
て
お
け
ば

よ
い
。
書
け
な
く
て
も
、
見
て
い
れ
ば
す
ぐ
に
慣
れ
て
く
る
。
そ
れ
で
よ
い
の
だ

と
思
う
。四

、｢

陝
西｣

は

｢

シ
ャ
ン
シ
ー｣

か

｢

シ
ェ
ン
シ
ー｣

か

次
に｢

陝
西
省｣

に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
。
地
図
帳
で
は
な�

ぜ�

か�

｢

シ
ェ
ン
シ
ー｣

省
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の

｢

な
ぜ
か｣

と
い
う
の
は
何
か
、
以

下
順
を
追
っ
て
説
明
し
た
い
。
中
国
語
を
専
門
と
な
さ
ら
な
い
読
者
の
便
を
考
え

て
、
中
国
語
学
の
用
語
を
避
け
つ
つ
、
少
し
ず
つ
噛
み
砕
い
て
説
明
す
る
こ
と
に

し
た
い
。
中
国
語
を
専
門
と
な
さ
る
読
者
に
は
、
説
明
や
例
証
に
不
適
当
な
と
こ

ろ
が
あ
れ
ば
ご
批
正
を
乞
う
。

ア
、
問
題
の
所
在

｢

陝
西｣

に

｢

シ
ェ
ン
シ
ー｣

と
い
う
カ
タ
カ
ナ
が
表
示
さ
れ
て
い
る
の
を
見

て
、
中
国
語
の
で
き
る
方
な
ら
ば
不
思
議
に
思
わ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。｢

陝
西｣

は
中
国
語
で

｢

シ
ェ
ン
シ
ー｣

と
は
読
ま
な
い
の
で
あ
る
。｢

陝
西｣

の
中
国
語

発
音
は
、

Shan
xi
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で
あ
る
。｢

xi｣

の
綴
り
は
中
国
語
で
は

｢

シ｣

と
発
音
す
る
。
地
図
帳
式
カ
タ

カ
ナ
表
記
な
ら
当
然
、

シ
ャ
ン
シ
ー

と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
地
の
人
の
読
む
通
り
な
ど
と
言
い
な

が
ら
、
そ
れ
が
な
ぜ
地
図
帳
の
上
だ
け
は
、

シ
ェ
ン
シ
ー

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。

イ
、
歴
代
地
図
帳
の
表
記

ま
ず
歴
代
地
図
帳
に
お
け
る

｢

陝
西
省｣
の
表
記
に
つ
い
て
、
極
々
大
雑
把
に

整
理
し
て
お
き
た
い
。
昭
和
二
十
年
代
か
ら
五
十
年
代
に
か
け
て
、
多
く
の
地
図

帳
は
、シ

ェ
ン
シ
ー

(

陝
西)

を
採
用
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
昭
和
二
十
年
代
に

｢

陝｣
で
は
な
く
、
略
字
の

｢

�｣

を
使
用
し
て
い
る
例
が
い
く
つ
か
認
め
ら
れ
る
が
、
他
は
ほ
ぼ
こ
の
形
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
昭
和
五
十
八
年
頃
に
な
っ
て
、

シ
ャ
ン
シ
ー

(

陝
西)

を
採
用
す
る
も
の
、
或
い
は
、

シ
ャ
ン
シ
ー

(

シ
ェ
ン
シ
ー)

(

陝
西)

と
、｢

シ
ャ
ン
シ
ー｣

｢

シ
ェ
ン
シ
ー｣

を
併
記
す
る
も
の
が
出
て
く
る
。
恐
ら
く

こ
の
辺
り
で
中
国
語
の
発
音
が

｢

シ
ャ
ン
シ
ー｣

に
近
い
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
現
行
の
地
図
帳
で
は
、
漢
字
の

｢

陝
西｣

を
カ
ッ
コ
に
入
れ

る
な
ど
し
て
小
さ
く
添
え
つ
つ
、

｢

シ
ャ�

ン
シ
ー｣

の
み
、

｢

シ
ャ�

ン
シ
ー｣

が
メ
イ
ン
、｢

シ
ェ�

ン
シ
ー｣

は
カ
ッ
コ
入
り

と
い
う
二
つ
の
形
に
落
ち
着
い
た
よ
う
だ
。

ま
た
、｢

省｣

の
付
け
方
に
も
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
、

シ
ェ
ン
シ
ー

(

陝
西)

シ
ェ
ン
シ
ー

(

陝
西)

省

シ
ャ
ン
シ
ー

(

陝
西)

省

シ
ャ
ン
シ
ー

(

陝
西
省)

シ
ャ
ン
シ
ー

(

シ
ェ
ン
シ
ー)

(

陝
西
省)

シ
ェ
ン
シ
ー
省

(

シ
ャ
ン
シ
ー)

(

陝
西)

な
ど
の
例
が
認
め
ら
れ
る
。
全
体
的
に
は
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
場
合
に
は

｢

省｣

を
つ
け
な
い
こ
と
が
多
い
。｢

山
西
省｣

を

｢

シ
ャ
ン
シ
ー｣

と
す
る
な
ど
、
他

の
省
も
同
様
で
あ
る
。｢

〜
川｣

｢

〜
山｣

｢

〜
湖｣

な
ど
に
は
こ
だ
わ
っ
て
い
た

地
図
帳
だ
が
、｢

省｣

だ
け
は
な
ぜ
か
別
扱
い
と
い
う
こ
と
か
。

以
上
を
要
す
る
に
、
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
表
記
導
入
の
当
初
か
ら
、｢

陝
西
省｣

は

｢

シ
ェ
ン
シ
ー｣

と
表
記
さ
れ
、
後
に

｢

シ
ャ
ン
シ
ー｣

が
導
入
さ
れ
、
現
行

で
は

｢

シ
ャ
ン
シ
ー｣

の
み
、
も
し
く
は
こ
れ
に

｢

シ
ェ
ン
シ
ー｣

を
カ
ッ
コ
入

り
で
添
え
る
、
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
途
中
か
ら

｢

シ
ャ
ン
シ
ー｣

が
入
っ

て
き
た
理
由
は
、
中
国
語
の
発
音
が｢

シ
ェ
ン
シ
ー｣

で
は
な
く｢

シ
ャ
ン
シ
ー｣

で
あ
る
こ
と
に
地
図
帳
関
係
者
が
気
づ
い
た
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
歴
代
一
貫
し
て

｢

現
地
呼
称｣

の
通
り
と
い
う
こ
と

に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
地
図
帳
が
、｢

陝
西｣

の
み
に
は
な
ぜ

｢

シ
ェ
ン
シ
ー｣

を

採
用
し
、
し
か
も
今
に
至
る
ま
で
、
カ
ッ
コ
内
に
補
足
す
る
形
で
残
そ
う
と
し
て
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い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
表
記
の
ブ
レ
は
何
に
起

因
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て

｢

シ
ェ
ン
シ
ー｣

は
な
ぜ
一
貫
し
て
標
準
の

読
み
方
で
あ
る
か
の
ご
と
く
扱
わ
れ
、
最
近
に
な
っ
て

｢

シ
ャ
ン
シ
ー｣

に
そ
の

座
を
受
け
渡
し
た
の
だ
ろ
う
。

ウ
、
仮
説

｢

山
西
省
と
陝
西
省
を
区
別
す
る
た
め｣

？

一
つ
仮
説
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
お
隣
の｢

山
西
省｣

と
の
関
係
で
あ
る
。

中
国
語
の
音
節
は

｢

声
調｣
を
伴
っ
て
い
る
。
同
じ
音
節
で
も
そ
の
上
が
り
下
が

り
の
ト
ー
ン
が
区
別
さ
れ
る
。
例
え
ば
同
じ｢

ア｣

で
も
、
高
く
て
平
ら
な｢

�ａ｣

と
、
上
昇
す
る

｢

�｣

と
、
低
く
押
さ
え
込
ん
だ

｢

�ａ｣

と
、
下
降
す
る

｢

�｣

と
が
区
別
さ
れ
る
。
実
は

｢

山
西｣

と

｢

陝
西｣
の
読
み
の
違
い
は
そ
の
声
調
だ

け
な
の
で
あ
る
。
両
者
を
声
調
符
号
の
つ
い
た
ロ
ー
マ
字
で
表
す
と
、

山
西

Sh� ａ
n
x
�

陝
西

Sh� ａ
n
x
�

と
な
る
。
つ
ま
り
両
者
の
発
音
は
同
じ
子
音
と
母
音
か
ら
成
っ
て
お
り
、
両
者
を

区
別
す
る
の
は
そ
の
上
が
り
下
が
り
の
ト
ー
ン
だ
け
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

る
。と

こ
ろ
が
英
語
な
ど
、
西
洋
言
語
の
中
で
中
国
語
を
ロ
ー
マ
字
表
記
す
る
場
合

は
、
そ
の
声
調
符
号
を
使
わ
な
い
。
い
や
、
使
え
な
い
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

よ
っ
て

｢

陝
西｣

も

｢

山
西｣

も
、

Shan
xi

と
い
う
同
じ
綴
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。

ま
た
地
図
帳
式
の
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
に
し
た
場
合
も
同
様
で
、
声
調
を
表
記
す

る
手
段
が
な
い
た
め
に
、｢

陝
西｣

も

｢

山
西｣

も
、

シ
ャ
ン
シ
ー

と
な
り
区
別
が
つ
か
な
い
。
そ
こ
で
、

｢

陝
西｣

は

｢

シ
ェ
ン
シ
ー｣

｢

山
西｣

は

｢

シ
ャ
ン
シ
ー｣

と
書
い
て
区
別
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
。
と
、
こ
う
い
う
事
情
が
可
能
性
と
し

て
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
区
別
を
つ
け
る
た
め
に
中
国
語
の
発
音
を
ね
じ
曲
げ
る
、
と
い
う
の

も
ひ
ど
い
話
で
、
そ
れ
こ
そ
相
手
の
国
に
対
し
て

｢

失
礼｣

と
言
う
べ
き
だ
。
実

は
、『

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア』

の

｢

陝
西
省｣

の
項
目
に
は
、

英
語
な
ど
で
は
山
西
省
と
区
別
す
る
た
め

Shaanxi
P
rovince

と
表
記

と
書
い
て
あ
る
の
で
あ
る

(

�)

。
な
る
ほ
ど
、｢Shanxi｣

で
は｢

山
西｣

か｢

陝
西｣

か
分
か
ら
な
い
の
で
、｢

陝｣

を

｢shaan
｣

と
書
い
て
お
く
、
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、｢

陝｣

を

｢shaan
｣

と

書
く
の
は
、
綴
り
を
そ
う
す
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
、
発
音
を
ね
じ
曲
げ
て
は

い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

｢aa｣

の
部
分
は
、
実
は
声
調
を
含
ん

だ
綴
り
方
な
の
で
あ
る
。
中
国
語
の
発
音
を
表
記
す
る
方
法
に
は
複
数
あ
る
こ
と

は
既
に
何
度
も
触
れ
た
。
そ
の
中
に

｢

国
語
羅
馬
ロ
ー
マ

字｣

式
と
い
う
ロ
ー
マ
字
表
記

法
が
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、

� ａ
n

↓
an

� n

↓

arn
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� ａ
n

↓

aan

� n

↓

ann
の
よ
う
に
書
き
分
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
書
く
メ
リ
ッ
ト
は
？
言
う
ま

で
も
な
く
、
声
調
符
号
と
い
う
新
た
な
記
号
を
使
わ
ず
に
す
む
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
既
存
の
英
数
字
の
活
字
だ
け
で
表
記
が
可
能
だ
っ
た
わ
け
だ
。
た
だ
や
は
り

こ
れ
は
覚
え
に
く
い
。
残
念
な
が
ら
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
。

さ
て

｢

陝｣

を

｢shaan｣

と
書
い
て
も

｢sh� ａ
n｣

と
書
い
て
も
、
両
者
が
表

現
す
る
発
音
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
分
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が

｢

シ
ェ
ン
シ
ー｣

の

場
合
は
違
う
。
こ
う
書
い
て
あ
れ
ば
日
本
人
は
当
然

｢

し
ぇ
ん｣

と
読
ん
で
し
ま

う
わ
け
で
、
明
ら
か
に
発
音
を
ね
じ
曲
げ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ど
う
も｢

山
西｣

と

｢

陝
西｣

を
区
別
す
る
た
め
の
便
法
、
と
言
う
に
し
て
は
あ
ま
り
に
強
引
で
あ

る
。
そ
ん
な
理
由
で
原
語
の

｢

シ
ャ
ン｣

を

｢
シ
ェ
ン｣

に
変
え
て
は
な
ら
な
い

は
ず
だ
。
そ
も
そ
も
漢
字
で

｢

山
西｣

｢

陝
西｣

と
書
い
て
お
け
ば
何
の
問
題
も

な
い
の
で
あ
る
。
音
読
み
は

｢

さ
ん
せ
い｣
｢

せ
ん
せ
い｣
で
ち
ゃ
ん
と
区
別
で

き
る
。
そ
れ
に
先
ほ
ど
触
れ
た
よ
う
に
、
新
し
い
地
図
帳
で
は

｢
シ
ェ
ン
シ
ー｣

を
放
棄
し
て

｢

シ
ャ
ン
シ
ー｣

と
書
く
も
の
が
現
れ
て
き
て
い
る
わ
け
だ
し
。

エ
、
資
料
ａ
‐
２
で
は
…

で
は
、
文
部
省
や
教
科
書
研
究
セ
ン
タ
ー
か
ら
出
て
い
た
い
わ
ゆ
る

｢

手
引
き

書｣

で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
資
料
ａ
‐
２
で
は

[

付
表
１]

｢

地
名

の
書
き
方
の
例｣

Ⅶ

｢

中
国｣

に
、

陝
西

(Shensi)

省
↓
シ
ェ
ン
シ
ー
省

と
あ
る

(

�)

。
な
る
ほ
ど
、
手
引
き
書
で
は
当
初
か
ら

｢

シ
ェ
ン
シ
ー｣

と
な
っ
て
い

た
わ
け
だ
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
本
の

[

付
表
４]

｢

中
国
標
準
音
の
書
き
方｣

で

は
、

陝
↓
シ
ャ
ン

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

(

�)

。
も
ち
ろ
ん
、
文
部
省
の
手
引
き
書
は
こ
の
矛
盾
を
放

置
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
文
第
３

｢

中
国
・
朝
鮮
な
ら
び
に
樺
太
・
お
よ

び
千
島
の
地
名｣

の

｢

細
則
２｣

に
、

次
の
地
名
は
、
と
く
に
慣
用
の
呼
び
方
に
よ
る
。

と
し
て
、
次
の
地
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

(

�)

。

ア
モ
イ

(

廈
門)

ウ
ー
ス
ン

(

呉
淞)

カ
オ
ル
ン

(

九
龍)

カ
ン
シ
ー

(

広
西)

省

カ
ン
ト
ン

(

広
東)

省

キ
ー
ル
ン

(

基
隆)

シ
ェ
ン
シ
ー

(

陝
西)

省

ス
ワ
ト
ウ

(

汕
頭)

ナ
ン
キ
ン

(

南
京)

ペ
キ
ン

(

北
京)

マ
カ
オ

(

澳
門)

ホ
ン
コ
ン

(

香
港)

つ
ま
り
、
音
節
表
で
は

｢

陝｣

は

｢

シ
ャ�

ン｣

だ
が
、｢

陝
西
省｣

の
場
合
の
み

慣
例
に
従
っ
て

｢

シ
ェ�

ン
シ
ー｣

と
す
る
、
と
宣
言
し
て
い
る
わ
け
だ
。
こ
こ
で

疑
問
な
の
は
、
音
節
表
の
原
則
を
無
視
す
る
ほ
ど
に
、｢

シ
ェ�

ン
シ
ー｣

は
当
時

広
く
使
わ
れ
た
慣
用
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
ど
う
も
そ
う
は
思
え
な
い
。

今
に
至
る
ま
で
、｢

シ
ェ
ン
シ
ー｣

と
い
う
の
は
地
図
帳
の
上
で
し
か
見
た
こ
と

が
な
い
。

そ
う
し
て
見
る
と
、
右
の
一
覧
表
は
ど
う
も
理
解
し
が
た
い
。｢

北
京｣

は
中

国
語
標
準
音

(B
eijing)

に
よ
る
カ
タ
カ
ナ
表
記
な
ら
ば

｢

ペ
イ
チ
ン｣

と
な

る
と
こ
ろ
だ
が
、
今
ま
で
の
慣
例
で

｢

ペ
キ
ン｣

と
す
る
、
と
い
う
の
は
よ
く
分
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か
る
。
我
々
は
あ
の
町
の
こ
と
を
常
に

｢

ペ
キ
ン｣

と
呼
ぶ
。｢

香
港｣

も
中
国
語

標
準
音
な
ら

｢

シ
ヤ
ン
カ
ン｣

と
な
る
は

ず
だ
が
、
慣
例
で｢

ホ
ン
コ
ン｣

と
呼
ぶ
。

｢

ア
モ
イ(

廈
門)｣

｢

カ
ン
ト
ン(

広
東)｣

｢

キ
ー
ル
ン

(

基
隆)｣

｢

ス
ワ
ト
ウ

(

汕

頭)｣
｢

ナ
ン
キ
ン

(

南
京)｣

｢

マ
カ
オ

(

澳
門)｣

は
み
な
そ
の
慣
用
で
あ
ろ
う
。

｢

ウ
ー
ス
ン

(

呉
淞)｣

に
つ
い
て
は
微
妙

な
と
こ
ろ
だ
が
、｢

呉
淞
上
陸
作
戦｣

な

ど
に
関
し
て
は

｢

ウ
ー
ス
ン｣

と
読
ん
で

い
た
よ
う
な
の
で
、
慣
用
と
見
な
し
て
も

よ
さ
そ
う
だ
。

一
方

｢

カ
ン
シ
ー

(
広
西)｣

｢

シ
ェ
ン

シ
ー

(

陝
西)｣

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は

｢

慣
用｣

で
あ
ろ
う
か
？
あ
れ
こ
れ
見
て

み
る
に
、
基
本
的
に
は
昔
も

｢

広
西
省
＝

こ
う
せ
い
し
ょ
う｣

｢

陝
西
省
＝
せ
ん
せ

い
し
ょ
う｣

だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
戦
前

の
地
名
辞
典
、
例
え
ば『

支
那
地
名
辞
典』

(

星
斌
夫
著
、
冨
山
房
昭
和
十
六
年)

を

見
る
と
陝
西
省
は
や
は
り
、

陝
西
省

セ
ン
セ
イ
シ
ョ
ウ

と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
広
東
省
と
広
西
省
に
つ
い
て
は
、

広
東
省

カ
ン
ト
ン
シ
ョ
ウ

広
西
省

カ
ン
シ
イ
シ
ョ
ウ

と
な
っ
て
い
る
。
戦
前
も｢

江
西
＝
カ
ン
シ
イ｣

と
読
む
こ
と
は
あ
っ
た
ら
し
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
で
手
引
き
書
が
言
う

｢

慣
用｣

に
は
、
異
な
る
性
質
の
も
の

が
混
じ
り
込
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
て
仕
方
が
な
い
。｢

ペ
キ
ン｣

は
従
来
か
ら

み
ん
な

｢

ペ
キ
ン｣

と
呼
ん
で
き
た
。
し
か
し

｢

シ
ェ
ン
シ
ー｣

は
日
本
語
の
中

で
は
誰
も
使
っ
て
い
な
い
呼
び
方
で
あ
る
。｢

ペ
キ
ン｣

と
は
性
質
が
異
な
る
。

で
は
な
ぜ
こ
れ
が

｢

慣
用｣

な
の
だ
ろ
う
か

(

�)

。

オ
、
資
料
ｃ
‐
１
で
は
…

次
に
資
料
ｃ
‐
１

(

セ
ン
タ
ー
旧
版)

を
見
て
み
よ
う
。
図
２
を
ご
覧
い
た
だ

き
た
い
。[

付
表
１]

｢

地
名
の
書
き
方
の
例｣

の

｢

７
中
国

(

チ
ュ
ン
ク
オ)｣

の
項
目
に
、

陝
西

(

シ
ャ
ー
ア
ン
シ
ー

Shaanxi)

と
わ
ざ
わ
ざ
カ
タ
カ
ナ
が
添
え
て
あ
る
の
だ

(

�)

。
わ
は
は
は
、
何
と

｢Shaanxi｣

を
そ
の
ま
ま
ロ
ー
マ
字
読
み
し
て
い
る
の
で
あ
る
！
こ
れ
は
ひ
ど
い
…
。｢

シ
ャ
ー

ア
ン
シ
ー｣

と
い
う
別
の
読
み
方
も
あ
る
ん
だ
ろ
う
、
と
お
考
え
か
？
敢
え
て

言
お
う
。
そ
ん
な
読
み
方
を
す
る
中
国
人
は
一
人
も
い
な
い
と
。
恐
ら
く
、

Shaanxi

が
、Sha

／an
／xi
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で
切
れ
る
と
思
っ
た
か
ら
、

シ
ャ
ー

ア
ン

シ
ー

と
書
い
た
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
指

摘
し
た
よ
う
に
、｢aan｣

は

｢� ａ
n｣

と
同
じ
音
な
の
だ
。｢

陝
西｣

と
い
う
二
文

字
に
対
し
て
三
音
節
あ
る
こ
と
を
、
不
思
議
に
思
わ
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
。
こ

う
い
う
人
に
は
ぜ
ひ
お
尋
ね
し
て
み
た
い
。
で
は
英
語
で
、

w
rong

と
書
い
て
あ
っ
た
ら
あ
な
た
は
、

ウ
ロ
ン
グ

と
読
む
ん
で
す
か
？

right

と
書
い
て
あ
っ
た
ら
、

リ
グ
フ
ト

と
読
む
ん
で
す
か
？
そ
れ
と
同
じ
こ
と
な
の
だ
。
な
ぜ
中
国
語
の
専
門
家
に
相

談
し
な
か
っ
た
の
か
。
な
ぜ
臆
断
し
て
適
当
に
読
む
の
か
。
残
念
な
が
ら
や
は
り

地
図
帳
の
カ
タ
カ
ナ
を
作
っ
た
人
の
間
に
は
、
こ
の
よ
う
に

｢

綴
り

(
表
記)｣

と
そ
れ
が
担
う

｢

音
声

(

発
音)｣

と
の
区
別
が
つ
い
て
い
な
い
人
が
い
る
よ
う

だ
。い

や
、
笑
っ
て
い
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
も
重
要
な
情
報
が
示
さ
れ
て
い
る
。

図
２
を
見
る
と

｢

＊｣

印
が
つ
い
て
い
る
の
に
お
気
づ
き
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
こ
の

｢

中
国

(

チ
ュ
ン
ク
オ)｣

の
項
目
で
の
注
記
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、

＊
印
は
慣
用
の
英
文
に
よ
る
。

と
あ
る
。
そ
う
な
の
だ
、
こ
の
手
引
き
書
を
作
っ
た
人
は
こ
の

｢Shensi｣

が

中
国
語
の
発
音
表
記
で
は
な
く
、
英
文
の
慣
用
表
記
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
お

ら
れ
る
の
で
あ
る

(

も
っ
と
も
、
厳
密
に
は
必
ず
し
も

｢

英
文｣

と
は
言
え
な
い

の
だ
ろ
う
が)

。
前
出
の
昭
和
二
十
四
年
国
語
審
議
会
建
議

｢

中
国
地
名
・
人
名

の
書
き
方
の
表｣

で
は

｢

国
際
的
慣
用
の
呼
び
方｣

と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
資

料
ａ
‐
２
で
は(

右
で
見
た
よ
う
に)

国�

際�

的�

が
消
え
、
単
に｢

慣
用
の
呼
び
方｣

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ｃ
‐
１
は
、
こ
れ
が
西
洋
の
言
語
に
お
け
る
綴

り
方
で
あ
る
こ
と
を
、
き
ち
ん
と
理
解
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
な
の
で
あ
る
。
そ

れ
な
の
に

｢

シ
ャ
ー
ア
ン
シ
ー｣

と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
情
け
な
い
が
…
。

他
人
の
ち
ょ
っ
と
し
た
ミ
ス
を
、
鬼
の
首
で
も
取
っ
た
よ
う
に
上
か
ら
目
線
で

バ
カ
に
し
て
い
る
、
と
ど
う
ぞ
思
わ
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
。
次
に
出
さ
れ
た
資

料
ｃ
‐
２

(

セ
ン
タ
ー
新
版)

で
は
さ
す
が
に
こ
の

｢

シ
ャ
ー
ア
ン
シ
ー｣

は
姿

を
消
し
て
い
る
。
つ
ま
り

｢

シ
ャ
ー
ア
ン
シ
ー｣

は
一
時
的
な
小
さ
な
ミ
ス
に
過

ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
ｃ
‐
２
の

[

付
表
１]

｢

地
名
の
書
き
方
の
例｣

の

(

３)

｢

中
国
の
地
名｣

で
は
、

シ
ェ
ン
シ
ー

(

シ
ャ
ン
シ
ー

陝
西)

省

に
改
め
ら
れ
て
い
る

(

�)

。
現
在
の
地
図
帳
の
多
く
は
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。た

だ
私
が
懸
念
す
る
の
は
、
こ
の
ミ
ス
が
象
徴
す
る
よ
う
な
、
語
学
的
な
知
識

を
欠
き
、
綴
り
と
発
音
を
混
同
す
る
よ
う
な
誤
り
が
、
他
の
地
名
に
も
入
り
込
ん

で
い
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
こ
ろ
こ
ろ
変
化
し
て
い

る
地
図
帳
の
表
記
が
、
現
行
の
も
の
で
確
定
す
る
と
も
思
え
な
い
。
こ
れ
か
ら
も

細
か
く
改
変
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
再
び
こ
う
し
た
不
純
な
要
素
が
入

り
込
み
は
し
な
い
か
と
思
う
と
、
ど
う
も
落
ち
着
い
て
い
ら
れ
な
い
。
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カ
、
西
洋
の
地
図
で
は
…

さ
て
、
そ
の

｢

慣
用
の
英
文｣
(

国
際
的
慣
用)

と
い
う
こ
と
を
確
か
め
る
た

め
、
こ
こ
で
一
度
社
会
科
地
図
帳
か
ら
離
れ
て
、
西
洋
の
地
図
を
見
て
み
よ
う
。

西
洋
の
世
界
地
図
の
中
国
の
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
漢
字
は
使
え
な
い
。

現
在
、
中
国
の
地
名
は
現
行
の

｢

漢
語
�
音
方
案｣

式
ロ
ー
マ
字
が
そ
の
ま
ま
使

わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
昔
か
ら
、
西
洋
諸
国
で
作
ら
れ
た
世
界
地
図
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
の
綴
り
の
特
徴
を
活
か
し
た
中
国
語
ロ
ー
マ
字
表
記
が
、
そ
れ

ぞ
れ
に
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
英
語
圏
で
は
ウ
ェ
ー
ド
・
ジ
ャ
イ
ル

ズ
式

(

イ
ギ
リ
ス
式)

、
フ
ラ
ン
ス
で
は
ヴ
ィ
シ
ェ
ー
ル
式
、
ド
イ
ツ
で
は
レ
ッ

地図帳の怪 (4)46
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シ
ン
グ
・
オ
ッ
ト
マ
ー
式
、
ロ
シ
ア
で
は
キ
リ
ル
文
字
を
使
う
カ
フ
ア
ー
ロ
フ
式
、

と
い
う
具
合
で
あ
る

(

�)

。

図
３
は
戦
前
ア
メ
リ
カ
の
学
校
で
使
わ
れ
て
い
た
学
校
用
地
図
帳

『G
oode's

school
atlas

:
physical,

political,
and

econom
ic
:
for
A
m
erican

schools
and

colleges』
(

一
九
二
三

(

�))

の
例
で
あ
る
。｢

陝
西｣

の
と
こ
ろ
は
、

SH
E
N
SI

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
図
４
は
ド
イ
ツ
で
出
版
さ
れ
た
世
界
地
図

『K
eysers

G
rosser

W
eltatlas』

(

一
九
六
二

(

�))

で
あ
る
。｢

陝
西｣

の
と
こ
ろ
は
、

Schensi

と
な
っ
て
い
る
。｢shen

｣

が

｢schen
｣

に
な
っ
て
い
る
の
は
、
い
か
に
も
ド

イ
ツ
語
式
ら
し
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
が
表
す
中
国
語
の
発
音
は
同
じ
も
の
だ
と

考
え
て
よ
い
。
図
５
は
ロ
シ
ア
語
の
地
図

『А
Т
Л
А
С
М
И
Р
А
』
(

一
九
六
二

(

�))

で
あ
る
。
キ
リ
ル
文
字
で
、

Ш
Э
Н
Ь
С
И

と
書
い
て
あ
り
、
こ
れ
は

｢SH
E
N
SI｣

に
相
当
す
る

(｢Н
Ь
｣

は
ｎ
韻
尾
に
当

た
る)

。
い
ず
れ
も

｢

陝
西｣

が

｢Shensi｣

系
統
の
綴
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
お
分
か
り
だ
ろ
う
。

こ
れ
で
西
欧
の
言
語
の
中
で
は
、｢

陝
西｣

に
古
く
か
ら

｢Shensi｣

系
統
の

綴
り
方
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
一
応
確
認
で
き
た
。
さ
て
次
に
気
に
な
る
の

は
、
そ
れ
が
な
ぜ
な
の
か
と
言
う
こ
と
だ
。

キ
、
古
い
漢
英
辞
典
で
は
…

で
は
、
地
図
で
は
な
く
、
辞
書
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
例
え
ば
漢
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英

(

中
英)

辞
典
・
英
漢

(

英
中)

辞
典
な
ど
、
現
在
も
中
国
語
を
勉
強
す
る
西

洋
人
の
た
め
の
中
国
語
辞
典
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
辞
書
は
昔

か
ら
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
古
典
的
中
英
辞
典
の
例
と
し
て
、
宣
教
師
ロ
バ
ー

ト
・
モ
リ
ソ
ン

(

中
国
名：

馬
礼
遜
、
一
七
八
二
〜
一
八
三
四

(

�))

の
作
っ
た

『A

D
ictionary

of
the
C
hinese

L
anguage』

(

華
英
字
典
、
一
八
一
五

(

�))

を
見

て
み
よ
う
。
大
き
く
分
け
て
、
部
首
別
配
列
の
巻
と
、
発
音
別

(

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
配
列)

の
巻
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
図
６
は
発
音
別
字
典

(『

五
車
韵
府』)

の
シ
ラ
ブ
ル
293
番

｢shen｣

の
場
所
だ
。｢

陝｣

の
字
は
や
は
り
こ
の

｢shen｣

に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
字
の
解
説
の
と
こ
ろ
で
は
、

陝
西

Shen-se

と
い
う
綴
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
お
分
か
り
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
う
い
う
古
い
辞
書
を
見
る
時
は
、
そ
の
字
だ
け
を
見
て
い
て
は
な
ら

な
い
。
同
じ
音
節
に
属
す
る
他
の
字
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

｢shen｣

の
音
節
に
並
ん
で
い
る
字
は
と
い
う
と
、
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善
繕
膳
�
單
�
�
嬋
禪
�
扇
�
煽
�
�
�

	
蟾
贍


�
擅
�
羶

閂
閃
�
�
陝
�
�

で
あ
る
。
さ
て
、
こ
れ
ら
の
字
に
は
、
大
雑
把
に
だ
が
あ
る
共
通
点
が
あ
る
こ
と

に
お
気
づ
き
だ
ろ
う
か
。
試
し
に
日
本
語
の
音
読
み
で
読
ん
で
み
て
い
た
だ
き
た

い
。

扇
煽
閃
陝
…

＝
せ
ん

善
繕
膳
禅
…

＝
ぜ
ん

音
読
み
が

｢

せ
ん｣

か

｢

ぜ
ん｣
。
い
ず
れ
も

｢

え
ん｣

に
子
音
の
つ
い
た
音
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。｢

単｣
は

｢
た
ん｣

だ
が
、
こ
の
字
に
は

｢

せ
ん｣

の

読
み
も
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
こ
の
辞
書
に
も
明
記
し
て
あ
る
。
ま
た

｢

閂｣

に
も

｢shen｣

と｢shan｣

の
二
種
類
の
読
み
方
が
あ
る
と
こ
の
辞
書
は
書
い
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
字
が
当
時
は｢

せ
ん
・
ぜ
ん｣

系
統
の
発
音
で
あ
っ

た
こ
と
、
少
な
く
と
も
こ
の
辞
書
を
作
っ
た
西
洋
人
に
は
そ
う
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
も
大
切
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
字
は
み
ん
な
、
現
代
中

国
語
で
は

｢

〜an｣

の
発
音
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

一
方
こ
の
字
典
に
は
シ
ラ
ブ
ル
287
番
に
ち
ゃ
ん
と

｢shan
｣

の
項
目
が
あ
っ

て

(

図
７)

、
そ
こ
に
属
す
る
漢
字
は
、

山
汕
疝
�
彡
杉
衫
刪
�
珊
芟
�
�

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
字
の
日
本
語
音
読
み
は
み
ん
な

｢

さ
ん｣

、
つ
ま

り

｢

あ
ん｣

に
子
音
が
つ
い
た
音
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
現
代
中

国
語
で
は

｢shan
｣

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
日
本
語
の
音
読
み
が

｢

え
ん｣

の

字
と

｢

あ
ん｣

の
字
が
、
古
い
華
英
字
典
の

｢en
｣

と

｢an
｣

と
に
き
ち
ん
と

対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
簡
単
に
整
理
す

る
な
ら
ば
、

現
代
中
国
語
で

｢

〜an｣

と
読
む
字
に
は

昔

｢

〜en｣

系
の
発
音
だ
っ
た
字

善
、
扇
、
閃
、
陝
、
等
々

昔

｢

〜an｣

系
の
発
音
だ
っ
た
字

山
、
杉
、
衫
、
珊
、
等
々

が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
日
本
語
の
音
読
み
と
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
。

と
い
う
こ
と
に
な
る

(

�)

。

つ
ま
り
西
洋
語
の
中
で

｢

陝｣

が
昔
か
ら

｢shen
｣

と
表
記
さ
れ
て
い
た
の

は
、
決
し
て
理
由
が
な
い
の
で
は
な
く
、
古
い
時
代
に

｢

え
ん｣

系
統
の
発
音
で

あ
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
だ
。
だ
か
ら
当
時
中
国
に
渡
っ
た
西
洋
人
は
、
当

時
の
発
音
に
合
わ
せ
て
、
ロ
ー
マ
字
を｢shen｣

と
書
い
た
。
そ
の
綴
り
が
後
々

ま
で
、
中
国
語
の
発
音
が

｢

〜an
｣

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

引
き
継
が
れ
た
、
と
い
う
わ
け
な
の
で
あ
る
。
一
方

｢

山
西｣

の

｢

山｣

は
昔
か

ら

｢Shan｣

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ク
、｢

郵
政
式
�
音｣

に
つ
い
て

こ
れ
で
、
現
代
中
国
語
の
発
音
と
は
関
係
な
く
、
西
洋
言
語
の
中
で

｢

陝
西｣

省
を
示
す
表
記
が

｢Shensi｣

で
あ
っ
た
事
情
が
分
か
っ
た
。
昔
の
発
音
に
ち

な
ん
だ
綴
り
方
が
定
着
し
て
後
々
ま
で
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
そ
れ

な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
厳
密
に
言
う
と
、
地
図
上
の｢Shen

si｣

系
の
綴
り
方
は
、
清
末
の

｢

郵
政
式
�
音｣

に
従
っ
た
も
の
と
考
え
た
方
が

よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
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歴
代
中
国
に
渡
っ
た
西
洋
人
宣
教
師
・
外
交
官
・
商
人
た
ち
は
、
中
国
の
地
名

を
表
す
の
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
綴
り
を
使
っ
て
い
た
。
問
題
に
な
る
の
は
、
た
と

え
ウ
ェ
ー
ド
式
の
ロ
ー
マ
字
を
使
用
し
て
い
た
と
し
て
も
、
昔
か
ら
使
わ
れ
て
定

着
し
て
い
た
綴
り
と
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
中
国
語
の
発
音
に
準
じ
て
表
記
し
た
綴

り
と
が
、
か
な
り
異
な
る
と
い
う
不
便
さ
が
生
じ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。
例
え
ば

こ
の

｢

陝
西
省｣
に
し
て
も
、
昔
か
ら
、

Shensi

と
綴
ら
れ
て
い
た
の
に
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
中
国
語
を
表
記
す
る
ロ
ー
マ
字
で
は
、

Shanhsi

と
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
に
国
際
郵
便
業
務
に
は
不
便
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
国
際
郵
便
で
は
中
国
地
名
に
こ
の
綴
り
を
使
お
う
、
と
い
う
取
り
決

め
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
が

｢

郵
政
式
�
音｣

で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
ド
式
を
基
準
と
し

つ
つ
、
古
い
発
音
に
由
来
す
る
従
来
の
慣
用
的
な
呼
び
方
、
西
洋
人
の
使
い
慣
れ

た
綴
り
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
て
、
例
え
ば

｢
北
京｣

を

｢P
eking｣

と
す
る
こ
と
も
こ
こ
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の

｢

北
京｣
は
既
に

｢P
ei

ching｣

だ
っ
た
の
に
、
で
あ
る
。
そ
し
て

｢

陝
西
＝Shanhsi｣

を

｢Shensi｣

と
書
く
こ
と
も
こ
こ
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。つ
ま
り
、西
洋
言
語
で
は

｢P
eking

｣
｢Shensi｣

と
表
記
す
る
こ
と
を
中
国
人
自
身
が
認
め
て
い
た
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。
図
２
の
＊
印
の
注
記
に
あ
っ
た

｢

慣
用
の
英
文｣

と

い
う
の
は
、
厳
密
に
は
こ
の

｢

郵
政
式
�
音｣

に
従
っ
て
西
洋
言
語
の
中
で
用
い

ら
れ
て
い
た
綴
り
の
こ
と
だ
、
と
一
応
理
解
し
て
お
い
て
よ
さ
そ
う
だ
。
そ
の
意

味
で
は
、
資
料
ｃ
‐
１
の

｢

慣
用
の
英
文
に
よ
る｣

と
い
う
注
記
は
正
し
か
っ
た

の
で
あ
る
。

や
や
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
右
で
調
べ
た
こ
と
を
一
度
ま
と
め
て
み
よ
う
。

｢

陝
西｣

の
発
音
は
現
代
中
国
語
で
は

｢Shanxi｣

で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
西

洋
言
語
で
は

｢Shensi｣

と
綴
る
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
。｢

陝｣

の
字
は
昔
は

｢shen
｣

系
の
発
音
で
あ
っ
て
、
西
洋
人
は
そ
れ
に
準
じ
て
ロ
ー
マ
字
を
表
記
し

た
。
後
に
中
国
語
の
標
準
語
の
発
音
が｢shan｣

系
統
に
な
っ
た
後
も
、｢shen｣

の
綴
り
は
既
に
定
着
し
て
い
た
。
清
末
に
な
っ
て

｢

郵
政
式
�
音｣

が
定
め
ら
れ

た
際
に
も
、｢

陝
西｣

は

｢Shensi｣

と
綴
る
こ
と
が
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
。

ゆ
え
に
現
在
も
西
洋
言
語
で
は

｢Shensi｣

系
統
の
綴
り
が
使
わ
れ
る
こ
と
が

多
い
。

で
は
日
本
の
学
校
地
図
帳
の
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
表
記
に
お
い
て
、
こ
う
し
た

｢

慣
用｣

に
従
っ
て

｢

陝
西｣

を

｢

シ
ェ
ン
シ
ー｣

と
書
く
こ
と
を
認
め
る
べ
き

な
の
だ
ろ
う
か
？
い
や
、
私
は
お
か
し
い
と
思
う
。
ご
注
意
願
い
た
い
。｢

陝
西｣

を

｢Shensi｣

と
書
く
の
は
、
西
洋
言
語
で
の
話
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ

は
、
西
洋
言
語
と
中
国
語
と
の
間
で
の
慣
用
な
の
で
あ
っ
て
、
日
本
語
は
全
く
関

係
な
い
の
で
あ
る
。｢

北
京｣

は
中
国
語
で
は

｢B
eijing｣

だ
が
、
従
来
の
呼
び

方
に
従
っ
て

｢

ペ
キ
ン｣

と
呼
ぶ
。
こ
れ
こ
そ

｢

慣
用｣

で
あ
る
。
し
か
し
、

｢

シ
ェ
ン
シ
ー｣

と
い
う
呼
び
方
は
日
本
語
の
中
で
は
一
切
使
わ
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
そ
れ
を
、
西
洋
の
地
図
か
ら
見
つ
け
て
来
た
人
が
、
地
図
帳
の
カ
タ
カ
ナ
表

記
に
持
ち
込
ん
だ
。
こ
れ
は

｢

慣
用｣

と
は
決
し
て
言
え
な
い
。
恐
ら
く

｢Shensi｣

と
い
う
綴
り
が
英
語
の
も
の
な
の
か
中
国
語
の
も
の
な
の
か
理
解
し

て
い
な
い
人
が
、
こ
の
綴
り
を
見
た
だ
け
で
、
現
地
の
読
み
と
し
て
地
図
帳
に
取

り
込
ん
だ
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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さ
て
、
考
え
る
に
、
英
文
の
中
に
中
国
の
固
有
名
詞
が
綴
り
字
で
出
て
き
た
時
、

｢
陝
西｣

は
英
文
で
は

｢Shensi｣

と
表
記
さ
れ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て

い
れ
ば
助
か
る
こ
と
だ
ろ
う
。
で
は
、
西
洋
語
で
は

｢

シ
ェ
ン
シ
ー｣

と
言
う
ん

だ
と
い
う
こ
と
を
中
高
生
に
ま
で
知
ら
し
め
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、

私
は
そ
こ
ま
で
教
え
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。
そ
も
そ
も
地
図
に
は
た
だ

｢

シ
ェ

ン
シ
ー｣

と
書
い
て
あ
る
だ
け
な
の
だ
。
こ
の
表
記
が
英
文
独
特
の
も
の
な
ん
だ

と
ど
こ
か
で
説
明
し
て
お
か
な
い
と
、
結
局
英
文
を
読
む
際
の
役
に
も
立
た
な
い
。

そ
れ
に
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
中
国
語
と
英
語
と
の
間
の
約
束
事
な
の
で
あ
る
。
中

高
生
に
教
え
て
お
く
べ
き
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
ん
な
こ
と
は
将
来
必
要
に
な
っ

た
時
に
調
べ
れ
ば
分
か
る
こ
と
だ
。
む
し
ろ
、
漢
字
は
同
じ
で
も
、
言
語
に
よ
っ

て
地
域
に
よ
っ
て
時
代
に
よ
っ
て
読
み
方
が
違
う
、
と
い
う
理
屈
を
十
分
理
解
さ

せ
て
お
く
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
ま
た
英
語
な
ど
西
洋
語
の
中
で
は
様
々
な

要
因
で
形
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
も
、
知
っ
て
お
い
て
損
は
な
い
。
そ
う
し
て
こ

そ
、
こ
う
し
た
こ
と
に
出
会
っ
た
時
必
要
な
情
報
を
自
分
で
調
べ
る
態
度
に
結
び

つ
く
の
だ
と
思
う
。
時
事
英
語
を
読
む
に
も
大
切
な
こ
と
だ
。

五
、
ま
と
め

地
図
帳
の
中
国
の
ペ
ー
ジ
が
カ
タ
カ
ナ
だ
ら
け
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
て

調
べ
始
め
た
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
表
記
だ
が
、
実
際
の
地
図
の
表
記
、
そ
の
指
針
と

な
っ
た
文
献
、
そ
し
て
実
際
の
学
校
で
の
教
え
方
な
ど
、
様
々
な
方
面
ま
で
話
が

広
が
っ
て
し
い
ま
い
、
我
な
が
ら
ど
の
よ
う
に
ま
と
め
て
よ
い
か
分
か
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
現
時
点
で
未
調
査
の
資
料
も
山
の
よ
う
に
残
っ
て
い
る
。

し
か
し
こ
こ
で
、
本
稿

(

１)

〜(

４)

に
お
い
て
調
べ
て
き
た
こ
と
を
と
り
あ
え

ず
整
理
し
て
、
若
干
の
考
察
を
添
え
る
こ
と
を
以
て
、
一
応
の
ま
と
め
と
し
て
お

き
た
い
。

ア
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
基
本
方
針
に
関
す
る
問
題

ま
ず
、
中
国
地
名
の
表
記
に
お
け
る
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
主
義
の
採
用
は
、
漢
字

廃
止
・
漢
字
制
限
の
流
れ
に
沿
っ
て
作
ら
れ
た
こ
と
。
右
で
見
た
如
く
、
昨
今
言

わ
れ
る
よ
う
な
、
現
地
の
人
々
へ
の
配
慮
と
い
う
こ
と
は
、
後
に
言
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
当
初
は
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
て
も

間
違
い
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
教
科
書
や
地
図
帳
の
た
め
の

｢

手
引
き
書｣

類
で
は

当
初
、
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
表
記
を
地
名
の
み
に
適
用
し
人
名
に
は
用
い
な
い
、
と

さ
れ
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
う
し
て
そ
の
裏
に
は
、｢

地
名
は
発
音
を
本
体
と
す
る
、
ゆ
え
に
カ
タ
カ
ナ

で
書
く｣

な
ど
の
、
文
字
や
言
語
に
関
す
る
根
本
的
な
誤
解
が
あ
る
点
、
綴
り

(

表
記)

と
発
音

(

音
声)

と
を
素
朴
に
混
同
す
る
な
ど
の
初
歩
的
な
錯
誤
が
数

多
く
見
ら
れ
る
点
な
ど
も
看
過
で
き
な
い
。

ま
た
当
初
の
規
定
に
よ
れ
ば
、｢

中
国
の
地
名
は
カ
タ
カ
ナ
で
書
く
、
当
分
の

間
漢
字
を
添
え
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い｣

と
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
漢
字
の
読
み

方
で
は
な
く
、
漢
字
を
廃
し
た
上
で
の
地
名
の
正
書
法
が
カ
タ
カ
ナ
書
き
だ
と
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
現
在

(

カ
ッ
コ
入
り
や
小
さ
な
文
字
で
は
あ
る
も

の
の)
と
り
あ
え
ず
漢
字
が
添
え
て
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
単
に

｢

当
分
の
間｣

の

お
目
こ
ぼ
し
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る

(

こ
の
規
定
が
改
廃
さ
れ
て

い
な
い
限
り)
。
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さ
ら
に
、
漢
字
と
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
表
記
を
、
西
洋
語
の
原
語
と
日
本
語
の
外

来
語
表
記
と
同
じ
関
係
だ
と
見
な
す
、
即
ち
漢
字
を
西
洋
語
の
綴
り
と
同
じ
に
扱

う
、
と
い
う
考
え
方
も
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は

｢

ワ
ン
リ
ー
長
城｣

｢

タ
ー
運
河｣

｢

チ
ュ
ー
川｣

｢

オ
ー
メ
イ
山｣

な
ど
と
い
う
特
徴
的
な
書
き
方
と
密
接
な
関
係
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り

｢

テ
ム
ズ
川｣

｢

セ
ー
ヌ
川｣

な
ど
の
西
洋
河
川
名

に
準
じ
た
扱
い
に
す
る
、
と
い
う
わ
け
だ
か
ら
。
こ
れ
は
漢
字
名
の
河
川
に
は
そ

も
そ
も
な
じ
ま
な
い
面
が
あ
る
の
だ
が
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
で
は
ば
っ
さ
り
切
り
捨

て
ら
れ
て
い
る
。
一
方｢

黄
河｣
と｢

長
江｣

に
関
す
る
歴
代
の
表
記
の
ブ
レ
は
、

そ
の
切
り
捨
て
た
は
ず
の
も
の
に
対
す
る
妙
な
こ
だ
わ
り
が
生
ん
だ
も
の
の
よ
う

に
も
見
え
る
。

イ
、
実
際
の
地
図
上
の
表
記
に
関
す
る
問
題

右
で
見
た
基
本
方
針
の
上
に
作
ら
れ
た
地
図
帳
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
い
ろ
い

ろ
調
べ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
申
し
上
げ
る
な
ら
ば
、
残
念
な
が
ら
そ
の
カ
タ

カ
ナ
現
地
音
式
の
中
国
地
名
は
、
や
は
り
こ
れ
で
表
記
を
統
一
で
き
る
ほ
ど
の
も

の
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
細
か
な
間
違
い
も
あ
る

(

�)

。
ま
た
間
違
い
と
ま
で
言
え
な
く

と
も
、
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
入
り
交
じ
っ
て
い
て
、
不
統
一
に
拍
車
を
か
け
て
い

る
。
た
だ
で
さ
え
語
学
上
の
解
釈
の
違
い
に
よ
り
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
統
一
が
難

し
い
と
こ
ろ
に
加
え
て
、
現
代
仮
名
遣
い
や
外
来
語
の
表
記
な
ど
、
国
語
政
策
の

影
響
も
色
濃
く
受
け
て
い
る
。

ま
た
地
図
帳
の
表
記
が
、
地
名
表
記
の

｢

手
引
き
書｣

類
の
通
り
に
な
っ
て
い

な
い
こ
と
も
多
か
っ
た
。｢

手
引
き
書｣

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で

｢

地
名
表
記
の
例｣

だ
け
な
の
で
、
そ
の
例
に
入
っ
て
い
な
い
地
名
に
つ
い
て
は

各
出
版
社
の
裁
量
で
処
理
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。｢

ワ
ン
リ
ー
の
長
城｣

や

｢

タ
ー
運
河｣

は
そ
の
例
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
昭
和
五
十
年
の
地
図
帳

で
、｢

黄
河｣

と

｢

揚
子
江｣

の
読
み
は

｢

こ
う
が｣

｢

よ
う
す
こ
う｣

な
の
に
、

｢

長
江｣

だ
け
が

｢

チ
ャ
ン
チ
ヤ
ン｣

と
不
統
一
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の

時
点
の

｢

手
引
き
書｣

に

｢

黄
河｣

と

｢

揚
子
江｣

し
か
掲
載
が
な
く
、｢

長
江｣

が
載
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、｢

手

引
き
書｣

の
例
外
規
定
に

｢

長
江｣

が
な
か
っ
た
の
で
、
他
の
地
名
に
機
械
的
に

合
わ
せ
て

｢

チ
ャ
ン
チ
ヤ
ン｣

と
カ
タ
カ
ナ
に
し
た
、
と
い
う
事
情
が
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る

(

こ
う
い
う
の
を
お
役
所
仕
事
と
言
う
の
だ
ろ
う)

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
歴
代
各
社
の
地
図
帳
の
中
国
地
名
表
記
は
、
あ
ま
り
に
こ
ろ

こ
ろ
と
変
更
さ
れ
す
ぎ
た
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
変
更
に
は
、
そ
の
都
度

そ
れ
な
り
の
理
由
や
根
拠
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
詳
細
に
見
れ
ば
分
か
っ
て
く
る
。

し
か
し
事
実
上
、
地
図
の
地
名
は

｢

チ
ャ｣

｢

チ
ヤ｣

｢

チ
ア｣

な
ど
の
、
よ
ほ
ど

注
意
し
な
け
れ
ば
見
逃
し
そ
う
な
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
、
突
然
変
更
さ
れ
る
。
し

か
も
そ
れ
は
、
地
図
帳
の
ど
の
地
点
に
発
生
す
る
か
分
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

特
に

｢

黄
河｣

｢

長
江｣

な
ど
の
地
理
的
に
も
歴
史
的
に
も
重
要
な
名
称
が
従
来

二
転
三
転
し
て
い
る
こ
と
は
、
決
し
て
小
さ
な
問
題
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
現

行
の
地
図
帳
が
決
定
版
に
な
る
と
も
思
え
な
い
。
今
後
も
細
か
な
変
更
は
続
く
こ

と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
世
代
に
よ
っ
て
習
っ
た
言
い
方
が
異
な
る
と
い
う

状
況
を
生
み
出
し
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

ウ
、
運
用
上
の
問
題

文
部
省
か
ら
出
さ
れ
た
手
引
き
書
に
せ
よ
、
後
に
教
科
書
研
究
セ
ン
タ
ー
か
ら
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出
さ
れ
た
手
引
き
書
に
せ
よ
、
実
際
に
そ
れ
が
教
科
書
や
地
図
帳
の
編
集
に
ど
れ

ほ
ど
の
拘
束
力
が
あ
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
。
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
表
記
自
体
を
放

棄
し
た
本
は
存
在
し
な
い
の
で
、
大
筋
で
は
し
っ
か
り
拘
束
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。

し
か
し
個
々
の
細
か
い
表
記
に
つ
い
て
は
、
地
図
帳
の
上
の
表
記
は
必
ず
し
も
手

引
き
書
と
同
じ
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
が
、
地
図
帳
間
の
表
記
の
不
統
一
の

原
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

ま
た
実
際
に
教
壇
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
先
生
方
の
考
え
方
も
ま
ち
ま
ち
で
、
地

理
は
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
・
歴
史
は
従
来
の
読
み
方
、
と
い
う
方
も
あ
れ
ば
、
地
理

歴
史
に
関
係
な
く
民
国
以
降
は
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
・
そ
れ
よ
り
前
は
従
来
の
読
み

方
、
と
い
う
方
も
あ
っ
た
。
一
方
で
、
地
理
で
も
歴
史
で
も
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
は

考
慮
し
て
い
な
い
と
お
っ
し
ゃ
る
方
も
あ
る
。
ま
た
、
先
生
方
の
教
え
方
以
外
に

も
っ
と
重
要
な
こ
と
は
、
教
科
書
・
地
図
帳
の
表
記
と
、
世
間
で
の
常
識
的
な
表

記
や
読
み
と
が
乖か
い

離り

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。｢
ワ
ン
リ
ー
長
城｣

な
ん

て
言
い
方
、
学
校
以
外
で
誰
が
使
っ
て
い
る
と
い
う
の
か
。
い
や
そ
の
内
、｢

ワ

ン
リ
ー
長
城｣

し
か
知
ら
な
い
、｢

万
里
の
長
城｣

を
知
ら
な
い
と
い
う
子
が
現

れ
る
か
と
思
う
と
、
空
恐
ろ
し
い
。
実
際
、｢

チ
ャ
ン
チ
ヤ
ン｣

し
か
知
ら
な
い

中
学
生
は
既
に
現
れ
て
い
る
そ
う
だ
か
ら
。

そ
し
て
非
常
に
大
き
な
問
題
、
入
学
試
験
や
採
用
試
験
な
ど
で
は
今
後
ど
の
よ

う
な
形
で
出
題
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
非
常
に
気
に
な
る
。
現
在
で
も
う
っ

か
り

｢

リ
ャ�

オ｣

と
書
く
と
×
、｢

リ
ヤ�

オ｣

と
書
か
ね
ば
○
を
も
ら
え
な
い
と

い
う
こ
と
が
実
際
に
起
き
て
い
る
。
今
後
は

｢

リ
ア�

オ｣

と
書
か
ね
ば
×
と
い
う

こ
と
も
起
こ
り
得
る
。
し
つ
こ
い
よ
う
だ
が
、
漢
字
な
し
で

｢

チ
ョ
ン
チ
ン
、
チ

ン
チ
ョ
ウ
、
ラ
ン
チ
ョ
ウ
、
チ
ョ
ン
チ
ョ
ウ
、
チ
ョ
ン
ツ
ー｣

か
ら
正
解
を
選
ぶ

よ
う
な
問
題
は
御
免
こ
う
む
り
た
い
。
我
々
中
国
語
の
教
員
で
も
正
解
に
行
き
着

く
の
が
難
し
い
。
そ
れ
に
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
を
丸
暗
記
す
る
く
ら
い

な
ら
漢
字
で
覚
え
る
方
が
よ
ほ
ど
マ
シ
な
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
大
き
な
問
題
に
、
試
験
の
採
点
の
公
平
性
を
保
つ
の
が
難
し
い
と
い
う

こ
と
が
あ
る
。
実
際
、
教
科
書
や
地
図
帳
に
漢
字
と
カ
タ
カ
ナ
と
が
両
方
書
い
て

あ
る
以
上
、
受
験
指
導
に
際
し
て
は
、
ど
ち
ら
で
解
答
し
て
も
よ
い
と
い
う
指
導

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
困
っ
た
こ
と
が
生
じ
る
。
漢
字

で
解
答
し
た
場
合
、
明
ら
か
な
誤
字
が
あ
れ
ば
×
に
な
ろ
う
。
一
方
カ
タ
カ
ナ
現

地
音
表
記
で
解
答
し
た
場
合
、
少
々
書
き
方
が
違
っ
て
い
て
も
だ
い
た
い
合
っ
て

い
れ
ば
○
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
カ
タ
カ
ナ
現

地
音
表
記
は
、
一
つ
の
書
き
方
に
統
一
で
き
る
よ
う
な
代
物
で
は
な
い
。
お
ま
け

に
、
採
点
す
る
先
生
方
が
み
ん
な
中
国
語
が
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
ど
こ
ま
で

が
許
容
範
囲
か
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
中
国
語
の
専
門
家
で
な
け
れ
ば
判
断
で
き

ま
い
。
す
る
と
、
カ
タ
カ
ナ
な
ら
適
当
に
書
け
ば
と
に
か
く
○
、｢

タ
ン｣

で
も

｢

チ
ン｣

で
も

｢

テ
ィ
ン｣

で
も

｢

ツ
ン｣

で
も

｢

テ
ン｣

で
も

｢

ト
ン｣

で
も

｢

ト
ゥ
ン｣

で
も
、
い
や
、
も
っ
と
も
っ
と
違
っ
て
い
て
も
、
み
ん
な
で
お
手
々

つ
な
い
で
一
等
賞
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
保
証
は
な
い
の
で
あ
る
。

な
ら
ば
、
受
験
に
お
い
て
正
解
と
す
る
表
記
を
あ
ら
か
じ
め
一
つ
だ
け
決
め
て

お
け
ば
よ
か
ろ
う
、
な
ど
と
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
よ
う
に
。
外
来
語
の
カ
タ
カ
ナ
表

記
な
ん
て
も
の
は
、
一
つ
の
書
き
方
に
統
一
す
る
の
が
本
質
的
に
難
し
い
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
を
強
引
に
地
図
帳
の
書
き
方
の
み
が
正
し
い
と
決
め
て
し
ま
う
な
ら

ば
、
地
図
帳
は
も
う
表
記
の
基
準
な
ど
で
は
な
く
、
統
制
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
い
う

機
能
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
、
正
解
を
一
つ
に
決
め
た
と
し
て
も
、
語
学
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的
に
は
決
し
て
間
違
い
と
は
言
え
な
い
書
き
方
で
解
答
し
た
受
験
生
が
あ
っ
た
場

合
、
彼
だ
け
を
×
に
す
る
根
拠
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

い
や
、
こ
れ
は
結
構
面
倒
な
問
題
で
、
例
え
ば

｢

チ
ン｣

と
い
う
正
解
に
対
し

て

｢

テ
ィ
ン｣

と
書
い
た
答
案
が
あ
っ
た
場
合
ど
う
す
べ
き
か
。
も
し
も
元
の
中

国
語
が

｢ting
｣

や
｢ding

｣

な
ら
ば

｢

テ
ィ
ン｣

で
も
○
で
あ
る
。
し
か
し

も
し
も

｢jin｣

や

｢qin｣

だ
っ
た
ら

｢

テ
ィ
ン｣

で
は
×
に
な
る
。
そ
う
し
た

判
断
が
採
点
現
場
で
き
ち
ん
と
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
中
国
語
の
テ
ス
ト
で
も

あ
る
ま
い
に
、｢

テ
ィ
ン｣
と
書
い
て
よ
い
か
ど
う
か
を
受
験
生
に
問
え
る
は
ず

も
な
い
。
し
か
し

｢jin
｣

が

｢
テ
ィ
ン｣

と
書
い
て
あ
れ
ば
、
語
学
的
に
は
こ

れ
に
○
を
上
げ
る
わ
け
に
は
絶
対
に
い
か
な
い
。
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
い
う
わ
け

に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
地
図
に

｢

チ
ン｣

と

｢

テ
ィ

ン｣

の
使
い
分
け
が
導
入
さ
れ
た
以
上

(

�)

、
こ
う
し
た
問
題
が
起
こ
る
の
は
目
に
見

え
て
い
る
。

な
ら
ば
マ
ー
ク
シ
ー
ト
問
題
な
ら
よ
か
ろ
う
と
お
っ
し
ゃ
る
か
。
い
や
、｢

リ
ャ

オ
ト
ン｣

と

｢

リ
ヤ
オ
ト
ン｣

と

｢

リ
ア
オ
ト
ン｣

と

｢

リ
ャ
オ
ト
ゥ
ン｣

の
区

別
を
問
う
よ
う
な
問
題
に
一
体
何
の
意
味
が
あ
る
と
言
う
の
か
。
目
で
見
て
正
解

を
選
ぶ
マ
ー
ク
シ
ー
ト
問
題
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
漢
字
で
出
題
す
る
方
が
よ
ほ
ど

よ
い
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
マ
ー
ク
シ
ー
ト
と
い
う
出
題
形
式
は
、
う
ま
く
使

え
ば
漢
字
教
育
に
も
有
利
な
点
は
あ
る
の
だ
。

ま
た
こ
れ
は
歴
史
の
例
だ
が
、
蒋
介
石
を

｢

チ�

ェ�

ン�

チ
エ
シ
ー｣

、
毛
沢
東
を

｢

マ
オ
ツ
ェ�

ー
ト
ン｣

と
誤
っ
て
書
い
て
い
る
歴
史
教
科
書
も
存
在
す
る

(

�)

。｢

蒋
＝

jiang｣

を｢

チ
ェ
ン｣

と
書
く
の
は
単
な
る
誤
り
で
あ
る
。｢

チ
ヤ
ン
／
チ
ア
ン｣

が
正
し
い
。
ま
た
中
国
語
の｢

ｅ｣

は｢

エ｣

と
読
ん
で
は
な
ら
な
い
、
と
は
我
々

中
国
語
教
員
が
日
々
学
生
に
う
る
さ
く
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
の
教

科
書
で
カ
タ
カ
ナ
を
覚
え
た
受
験
生
が

｢

チ�

ェ�

ン�

チ
エ
シ
ー｣

｢

マ
オ
ツ
ェ�

ー
ト

ン｣

と
解
答
し
た
場
合
、
中
国
語
を
知
っ
て
い
る
採
点
者
は
×
に
す
る
可
能
性
が

高
い
。
受
験
生
諸
君
、
ゆ
め
ゆ
め
こ
う
い
う
カ
タ
カ
ナ
を
暗
記
し
な
い
が
吉
で
す

ぞ
。地

名
の
手
引
き
書
が
、
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
表
記
を
人
名
に
は
適
用
せ
ず
地
名
の

み
に
用
い
る
、
と
述
べ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
し
か
し
事

実
上
、
歴
史
教
科
書
も
中
国
人
名
に
カ
タ
カ
ナ
表
記
を
添
え
て
い
る
。
し
か
も
地

理
関
係
と
は
異
な
り
、
多
く
の
歴
史
教
科
書
が｢

も
う
た
く
と
う｣

｢

マ
オ
ツ
ォ
ー

ト
ン｣

の
よ
う
に
二
重
に
ル
ビ
を
振
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
名
に
つ
い
て
も
地

名
同
様
の
書
き
方
の
基
準
が
あ
る
の
か
、
実
際
の
表
記
は
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ

て
い
る
の
か
、
こ
れ
は
さ
ら
に
別
途
調
査
し
て
み
た
い
。

六
、
お
わ
り
に

国
語
審
議
会

｢

中
国
地
名
・
人
名
の
書
き
方
の
表｣

(

昭
和
二
十
四
年
七
月
三

十
日
建
議)

に
つ
い
て
は
本
稿
で
何
度
も
触
れ
た
。
こ
れ
に
先
立
ち
、
昭
和
二
十

四
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
国
語
審
議
会
は
六
回
に
わ
た
っ
て

｢

外
国

(

中

国)

の
地
名
・
人
名
の
書
き
方
に
関
す
る
主
査
委
員
会｣

を
開
催
し
て
い
る
。
そ

の
資
料
は
文
化
庁
の

｢

国
語
施
策
情
報
シ
ス
テ
ム

(

�)｣

で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
中
に
は

[

懇
談
会
に
お
け
る
意
見
等
要
領]

と
い
う
記
録
も
あ
っ
て
、
出
席
し

た
各
方
面
の
専
門
家
の
発
言
が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
以
下
い
く
つ
か
注
目

す
べ
き
発
言
を
抜
粋
し
て
み
た
い
。
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(

安
藤
会
長

(

�))

む
ず
か
し
い
漢
字
を
へ
ら
す
の
が
、
漢
字
制
限
で
あ
る
。

(
原
主
査
委
員
長

(

�))
こ
れ
か
ら
は
、
漢
字
を
考
え
な
い
で
、
カ
ン
ト
ン
な
ら
カ
ン
ト
ン
で
お
ぼ
え

て
し
ま
お
う
と
い
う
の
が
、
こ
の
案
の
趣
旨
で
あ
る
。
こ
れ
は
シ
ナ
語
を
学

ぶ
便
利
の
た
め
に
用
い
る
の
で
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
正
式
な
議
事
録
で
は
な
く
メ
モ
的
な
記
録
な
の
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
を
差
し
引
い
て
も
、
い
や
は
や
、
四
の
五
の
言
う
な
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
高

圧
的
な
発
言
に
見
え
る
。
た
だ
、
中
国
地
名
の
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
化
は
現
地
の
人

た
ち
の
読
み
方
へ
の
配
慮
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
漢
字
廃
止
・
漢
字
制

限
の
流
れ
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
私
の
推
測
も
、
あ
な
が
ち
間
違
っ

て
は
い
な
い
こ
と
が
こ
れ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
。｢
カ
ン
ト
ン｣

と
丸
覚
え
す
れ

ば
よ
い
、
そ
れ
が
元
々
漢
字
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
一
切
忘
れ
て
し
ま
え
、

と
い
う
わ
け
だ
か
ら
。

(

松
坂
委
員

(

�))

こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
知
識
階
級
に
さ
え
便
利
な
ら
ば
、
国
民
大
衆
は
ど
う

で
も
よ
い
と
い
う
の
で
は
い
け
な
い
。
中
国
の
地
名
人
名
で
も
、
少
数
学
者

に
し
か
よ
め
な
い
漢
字
よ
り
も
、
だ
れ
で
も
わ
か
る
か
な
書
き
の
方
が
国
民

大
衆
に
と
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

や
は
り

｢

階
級｣

と
い
っ
た
話
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
以
外
に
、

｢

か
な
書
き｣

即

｢

だ
れ
で
も
わ
か
る｣

と
い
う
素
朴
な
前
提
が
あ
る
こ
と
に
も

注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の

｢

だ
れ
で
も
わ
か
る｣

は
ず
の
カ
タ
カ
ナ

地
名
が
混
乱
の
原
因
に
な
る
場
合
も
あ
る
こ
と
は
、
拙
稿
で
も
指
摘
し
た
通
り
で

あ
る
。
そ
れ
に
こ
う
し
た
発
言
と
い
う
の
は
、
表
向
き
は

｢

国
民
大
衆｣

を
擁
護

し
て
や
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
態
度
を
と
り
つ
つ
、
そ
の
実

｢

国
民
大
衆｣

と
い

う
の
は
本
来
無
学
で
バ
カ
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
と
も
言
え
る

わ
け
で
、
ど
う
も
い
い
気
持
ち
は
し
な
い
。

(

倉
石
委
員)

中
国
の
地
名
・
人
名
を
漢
字
の
日
本
音
で
よ
む
の
は
、
中
日
の
連
絡
を
は
ば

む
も
の
で
あ
る
。
少
し
で
も
む
こ
う
の
音
に
近
い
も
の
を
知
れ
ば
外
交
上
に

も
よ
い
。

日
本
漢
字
音
で
読
む
こ
と
が
日
中
の
連
絡
を
阻
む
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ

と
か
、
こ
の
カ
タ
カ
ナ
を
読
め
ば
連
絡
が
ス
ム
ー
ス
に
い
く
も
の
な
の
か
、
さ
ら

に
、
い
き
な
り

｢

外
交
上｣

と
は
い
か
が
な
も
の
か
。
尊
敬
す
る
倉
石
武
四
郎
先

生
の
ご
発
言
で
は
あ
る
が
、
浅
学
の
身
の
悲
し
さ
ゆ
え
理
解
し
か
ね
る
。

一
方
、
こ
の
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
に
反
対
す
る
委
員
の
発
言
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

(

和
田
氏

(

�))

同
文
の
シ
ナ
文
字
を
か
な
に
す
る
必
要
は
な
い
。
か
な
で
書
く
と
し
て
も
日

本
音
で
書
く
の
が
よ
い
。
シ
ナ
音
は
多
数
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
無
用
で
あ

り
、
国
際
的
に
も
か
な
で
書
い
た
の
で
は
通
用
し
な
い
。

(

石
田
氏

(

�))

日
本
人
の
大
多
数
は
中
国
語
を
日
常
生
活
に
必
要
と
し
な
い
。
シ
ナ
の
名
で

も
、
た
い
て
い
は
当
用
漢
字
の
組
合
せ
で
で
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
制
限
外

の
漢
字
に
つ
い
て
だ
け
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
。

(

菊
地
氏

(

�))

シ
ナ
の
現
代
音
を
日
本
の
か
な
で
は
正
確
に
書
き
あ
ら
わ
せ
な
い
と
す
れ
ば
、
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こ
れ
を
採
用
す
る
の
は
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
委
員
会
に
参
加
し
た
各
方
面
の
関
係
者
の
発
言
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、(

逓
信
省)

中
国
向
け
郵
便
物
を
あ
つ
か
う
職
場
に
シ
ナ
文
字
の
素
養
の
あ
る
職
員
を
配

置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
点
で
問
題
に
な
る
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
、

漢
字
表
記
だ
と
そ
の
シ
ナ
文
字
の
分
か
る

(

つ
ま
り
支
那
語
の
読
め
る
？)

職
員
を
配
置
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
か
な
書
き
に
賛
成
だ
。

と
い
う
意
見
だ
と
考
え
ら
れ
る

(

シ
ナ
文
字
と
は
漢
字
の
こ
と
だ
ろ
う
か
ら)

。

た
だ
、
素
朴
に
考
え
る
に
、
中
国
向
け
郵
便
物
を
日
本
で
取
り
扱
う
場
合
、
そ
れ

が
中
国
に
向
け
た
も
の
だ
と
分
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
先
は
何
省
の
ど
の
町

の
誰
宛
て
で
あ
る
か
ま
で
読
み
取
れ
な
く
と
も
す
む
は
ず
な
の
だ
が
、
い
か
が
だ

ろ
う
。
そ
れ
が
仮
名
書
き
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
日
本
の
逓
信
省
職
員
に
は

あ
ま
り
関
係
な
い
よ
う
に
思
う
の
だ
が
。
も
し
も
全
部
仮
名
で
書
い
て
あ
っ
た
ら
、

今
度
は
中
国
の
郵
便
屋
さ
ん
が
困
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
し
。
い
や
、
待
て
よ
、

こ
れ
は
逆
で
、

か
な
書
き
に
す
る
と
、
そ
れ
を
見
て
シ
ナ
の
ど
の
地
名
の
こ
と
か
、
ど
の
漢

字
に
当
た
る
の
か
が
分
か
る
職
員
を
配
置
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
、
か

な
書
き
に
反
対
だ
。

と
い
う
意
見
な
の
か
？
そ
れ
な
ら
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
だ
。
カ
タ
カ
ナ
の
ま
ま

中
国
に
送
っ
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
か
ら
。
た
だ
、
文
部
省
や
国
語

審
議
会
が
い
か
に
し
ゃ
ち
ほ
こ
立
ち
し
て
中
国
地
名
を
カ
タ
カ
ナ
書
き
に
し
た
と

こ
ろ
で
、
中
国
向
け
の
国
際
郵
便
の
表
書
き
ま
で
カ
タ
カ
ナ
で
書
く
人
間
な
ど
い

る
は
ず
は
な
い
の
だ
が
…
…
。
そ
も
そ
も
、
日
本
↓
中
国
、
中
国
↓
日
本
、
い
ず

れ
に
せ
よ
相
手
の
国
宛
て
の
表
書
き
く
ら
い
は
書
け
る
人
で
な
い
と
、
国
際
郵
便

を
発
送
す
る
こ
と
は
な
さ
そ
う
な
も
の
だ
。

ま
あ
、
会
議
で
出
た
ざ
っ
く
ば
ら
ん
な
発
言
を
そ
の
ま
ま
書
き
留
め
た
も
の
だ

か
ら
読
み
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
は
仕
方
が
な
い
。
あ
ま
り
と
や
か
く
言
う
べ

き
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
長
々
と
述
べ
て
き
て
思
う
こ
と
は
、
や
は
り
地
図
帳
の
中
国
地
名
表
記
は

こ
の
ま
ま
で
は
よ
ろ
し
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
地
図
帳
は
地
図
帳
、
世

間
は
世
間
、
と
い
う
こ
と
で
今
ま
で
は
す
ん
で
い
た
か
ら
よ
か
っ
た
。
し
か
し
今

そ
れ
が
様
々
な
形
で
ほ
こ
ろ
び
始
め
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
実
際
、
カ
タ
カ
ナ
表

記
が
作
ら
れ
た
当
初
と
現
在
で
は
か
な
り
状
況
が
違
っ
て
き
て
い
る
。

こ
れ
を
最
初
に
作
っ
た
人
々
の
根
底
に
漢
字
廃
止
論
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
ま
あ

間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
百
歩
譲
っ
て
彼
ら
の
立
場
に
立
つ
な
ら

ば
、
中
国
地
名
を
カ
タ
カ
ナ
に
し
て
し
ま
い
た
い
気
持
ち
は
分
か
ら
ん
で
も
な
い

の
で
あ
る
。
も
し
も
漢
字
廃
止
が
実
現
し
て
、
日
本
語
が
み
ん
な
仮
名
文
字
で
書

か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
仮
定
し
よ
う
。
そ
の
場
合
、
中
国
地
名
を
ど
う
す
る
か

と
い
う
こ
と
が
た
ち
ま
ち
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、
漢
字
を
廃
止
す
れ
ば
、

重
慶

と
い
う
漢
字
が
使
え
な
く
な
る
。
だ
か
ら
そ
の
代
わ
り
に
、

じ
ゅ
う
け
い

と
書
く
と
し
た
な
ら
ば
、｢

重
慶｣

と
い
う
中
国
語
と
の
文
字
上
の
つ
な
が
り
が
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消
え
去
っ
て
し
ま
い
、
後
に
残
る
の
は

｢

じ
ゅ
う
け
い｣

と
い
う
単
に
日
本
語
の

読
み
方
を
仮
名
で
表
記
し
た
だ
け
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
文
字
面
で
も
読
み

の
面
で
も
、
原
語
と
の
つ
な
が
り
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
中
国
語
で
は

｢C
hongqing

チ

ョ

ン

チ

ン

｣

な
の
に
ど
う
し
て

｢

じ
ゅ
う
け
い｣

と

読
む
の
で
す
か
と
尋
ね
ら
れ
た
と
き
、
漢
字
を
介
在
さ
せ
ず
に
説
明
す
る
こ
と
は

不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
漢
字
廃
止
に
先
立
っ
て
あ
ら
か
じ
め
、

チ
ョ
ン
チ
ン

と
い
う
現
地
音
表
記
を
定
め
て
お
く
。
そ
う
す
れ
ば
漢
字
が
な
く
な
っ
て
後
も
、

音
声
面
で
原
語
と
の
つ
な
が
り
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
、
と
ま
あ
こ
う
い
う
意
図

が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
漢
字
廃
止
論
は
既
に
過
去
の
も

の
で
あ
る
。
我
々
は
今
き
ち
ん
と
、
漢
字
と
音
読
み
と
現
地
音
読
み
と
の
関
係
を

考
え
直
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。

さ
て
そ
れ
を
考
え
る
上
で
な
お
も
残
る
問
題
の
一
つ
は
、｢

現
地
の
人
た
ち
の

呼
ぶ
通
り
に
呼
ば
な
い
と
失
礼
だ｣

と
い
う
言
い
方
に
我
々
が
ど
う
答
え
る
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は

｢

現
地
の
人
た
ち
の
書�

く�

通�

り�

に
書
か
な
い
と
失
礼

だ｣

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
か
、
な
ぜ
音�

声�

だ
け
に
こ
だ
わ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
。
そ
う
問
い
返
す
こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
感

じ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
タ
イ
の
地
名
は
タ
イ
文
字
で
書
く
、
ロ
シ
ア
の
地
名
は

ロ
シ
ア
文
字
で
書
く
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
非
現
実
的
で
あ
る
。
日
本
の
地
図
が

基
本
的
に
日
本
語
で
書
か
れ
る
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
、
中

国
の
地
名
は
タ
イ
や
ロ
シ
ア
と
は
事
情
が
異
な
る
。
日
本
と
中
国
は
同
じ
く
漢
字

を
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
使
え
る
漢
字
は
使
っ
て
お
け
ば
よ
い
。
そ
う

い
う
面
も
あ
る
わ
け
だ
。

考
え
る
に
、
中
国
地
名
を
カ
タ
カ
ナ
だ
け
に
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
た
人
々
に
一

番
欠
け
て
い
た
知
識
は
、
漢
字
と
い
う
文
字
の
持
つ
性
質
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
本
文
中
で
も
既
に
触
れ
た
が
、
漢
字
は
ア
ジ
ア
の
絆
な
の
で
あ
る
。
国
に

よ
り
地
域
に
よ
り
発
音
は
違
う
、
し
か
し
字
を
見
れ
ば
分
か
る
、
そ
れ
が
漢
字
と

い
う
文
字
の
持
つ
メ
リ
ッ
ト
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
歴
史
的
に
ア
ジ
ア
を
結
び
つ

け
て
き
た
と
言
え
る
。
戦
前
は
各
国
が
正
字
体
を
使
っ
て
い
た
の
で
そ
れ
が
も
っ

と
徹
底
し
て
い
た
。
中
国
語
が
で
き
な
く
と
も
漢
文
で
書
か
れ
た
文
書
を
持
っ
て

い
れ
ば
そ
れ
を
読
ん
で
も
ら
え
た
、
そ
の
こ
と
は
非
常
に
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
現
在
で
も
、
地
図
や
看
板
を
頼
り
に
中
国
で
日
本
人
が
何
と
か
目
的
地
に
た

ど
り
着
け
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
を
、
好
き
好
ん
で
わ
ざ
わ
ざ

漢
字
を
排
除
し
て
カ
タ
カ
ナ
に
し
て
し
ま
っ
て
、
ど
う
し
よ
う
と
い
う
の
か
。
ア

ジ
ア
と
の
絆
を
断
ち
切
り
た
い
、
ア
ジ
ア
の
中
で
孤
立
し
た
い
、
と
言
う
の
な
ら

そ
れ
も
ご
自
由
だ
が
、
ア
ジ
ア
と
の
絆
を
考
え
れ
ば
、
漢
字
と
い
う
も
の
の
大
切

さ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
日
本
の
地
図
帳
の
中
国
の
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
地
名
を
基
本
的

に
漢
字
で
表
記
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
ロ
ー
カ
ル
ル
ー
ル
で
あ
り
、
な
お
か
つ
国

際
ル
ー
ル
で
も
あ
る
、
と
言
え
る
。
日
本
の
地
図
が
日
本
語
で
書
か
れ
る
の
は
当

然
の
こ
と
、
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
日
本
の
ロ
ー
カ
ル
ル
ー
ル
で
あ
る
。
し
か
し
、

発
音
は
違
っ
て
い
て
も
字
を
見
れ
ば
分
か
る
、
と
い
う
面
か
ら
す
れ
ば
こ
れ
は
立

派
な
国
際
ル
ー
ル
だ
と
も
言
え
る
。
中
国
地
名
を
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
で
書
く
こ
と

に
、
そ
れ
に
代
わ
る
だ
け
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
真
剣
に
考
え
て
み

る
必
要
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
世
間
の
常
識
を
教
え
る
の
が
教
育
で
あ
る
。
奇
を
て

ら
っ
た
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
教
え
る
の
は
教
育
が
本
来
担
う
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
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歴
史
的
に
は
、
現
地
の
人
へ
の
配
慮
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
、
漢

字
廃
止
・
漢
字
制
限
か
ら
来
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
現
在
後
生
大
事
に
す

る
必
要
も
な
さ
そ
う
だ
。
い
や
、
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
に
も
利
用
価
値
は
あ
る
。
そ

れ
は
世
間
の
あ
ち
こ
ち
で
既
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
教
科
書
や

地
図
帳
が
提
供
す
べ
き
は
、
そ
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
活
用
を
助
け
る
基
礎
に
な
る

知
識
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
現
地
音
方
式
の
カ
タ
カ
ナ
を
利

用
す
る
に
は
、
そ
の
基
礎
と
し
て
ど
う
し
て
も
漢
字
が
必
要
と
な
る
、
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
。
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
を
自
然
に
読
め
る
に
は
、
つ
ま
り
ど
こ
で
切

れ
て
ど
う
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
な
の
か
が
自
然
に
分
か
る
に
は
、
漢
字
を
読
め
る
こ

と
が
必
要
条
件
な
の
で
あ
る
。
中
国
語
の
知
識
で
は
な
い
、
漢
字
と
そ
の
音
読
み

で
あ
る
。
漢
字
の
存
在
を
消
し
去
り
、
こ
れ
か
ら
は
カ
タ
カ
ナ
で
書
く
ん
だ
と
決

め
れ
ば
そ
れ
で
丸
く
収
ま
る
、
と
い
う
ほ
ど
単
純
な
話
で
は
な
い
の
だ
。
ま
ず
日

本
語
の
中
で
漢
字
に
慣
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
字
が
外
国
語
で
は
、
同
じ
よ

う
な
字
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
別
の
音
で
読
ま
れ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

カ
タ
カ
ナ
表
記
で
う
ま
く
い
く
よ
う
に
見
え
た
の
は
、
単
に
ま
だ
み
ん
な
が
漢
字

を
見
知
っ
て
い
た
か
ら
な
の
だ

(

だ
か
ら
、
あ
あ
こ
の
漢
字
は
中
国
語
で
は
こ
う

読
む
ん
だ
な
と
連
想
で
き
る)

。
そ
の
意
味
で
、
皮�

肉�

な�

こ�

と�

に�

、
カ
タ
カ
ナ
現

地
音
を
普
及
さ
せ
利
用
す
る
た
め
に
は
そ
の
前
提
と
し
て
漢
字
教
育
が
必
要
だ
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
全
く
漢
字
を
知
ら
ず
に
カ
タ
カ
ナ
だ
け
だ
と
、

状
況
は
全
く
違
っ
て
く
る

(

ま
あ
カ
タ
カ
ナ
主
義
者
は
そ
れ
を
狙
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
が)

。

例
え
ば
、

サ
ン
シ
ヤ
ダ
ム

サ
ン
メ
ン
シ
ヤ
ダ
ム

チ
ン
ト
ン
シ
ヤ
ダ
ム

リ
ウ
チ
ヤ
シ
ヤ
ダ
ム

こ
れ
を
音
節
ご
と
に
正
し
く
切
っ
て
す
ん
な
り
読
む
た
め
に
は
、

三
峽
ダ
ム

三
門
峽
ダ
ム

青
銅
峽
ダ
ム

劉
家
峽
ダ
ム

と
い
う
漢
字
を
見
た
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
さ
も
な

け
れ
ば
、
こ
こ
ま
で
長
い
カ
タ
カ
ナ
の
羅
列
に
な
る
と
、

リ
ウ
・
チ
ヤ
・
シ
ヤ
・
ダ
ム
な
の
か

リ
ウ
チ
・
ヤ
シ
ヤ
・
ダ
ム
な
の
か

リ
・
ウ
チ
ヤ
・
シ
ヤ
・
ダ
ム
な
の
か

把
握
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど

｢

ア
バ
オ
ア
ク
ー｣

と
い
う
カ
タ
カ
ナ
を

初
め
て
見
て
ど
こ
で
切
れ
る
の
か
分
か
ら
な
い
の
と
似
て
い
る
。｢

劉
家
峽｣

と

い
う
漢
字
が
メ
イ
ン
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
ま
た
そ
の
字
を
見
て｢

り
ゅ
う
・
か
・
き
ょ

う｣

ダ
ム
な
ん
だ
な
と
意
識
で
き
る
か
ら
こ
そ
、
あ
あ
、
中
国
語
で
は｢

リ
ュ
ー
・

チ
ャ
ー
・
シ
ャ｣

ダ
ム
と
読
む
ん
だ
な
と
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点

は
、
発
音
が
違
っ
て
い
て
も
漢
字
を
見
れ
ば
何
と
な
く
分
か
る
、
と
い
う
ア
ジ
ア

の
絆
と
し
て
の
漢
字
の
機
能
を
生
徒
た
ち
に
理
解
さ
せ
る
の
に
も
役
に
立
つ
こ
と

だ
。
そ
ん
な
珍
し
い
ダ
ム
の
名
前
は
子
供
に
教
え
る
必
要
が
な
い
か
ら
、
う
る
さ

い
こ
と
を
言
う
な
、
と
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
よ
う
に
。
こ
れ
ら
の
ダ
ム
の
名
前
は
、
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中
国
の
治
水
事
業
に
関
す
る
話
で
は
わ
り
と
よ
く
触
れ
ら
れ
る
ダ
ム
な
の
で
あ
る

(
試
験
に
も
出
題
さ
れ
て
い
る)

。
そ
れ
に
、
ど
う
せ
子
供
に
関
係
な
い
な
ら
、
カ

タ
カ
ナ
に
せ
ず
に
漢
字
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
も
構
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
テ

ス
ト
に
出
る
出
な
い
は
関
係
な
く
、
地
図
に
は
書
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け

だ
し
。
も
ち
ろ
ん
、
テ
ス
ト
に
出
る
こ
と
だ
け
、
暗
記
す
べ
き
こ
と
だ
け
を
書
い

て
お
く
の
が
地
図
帳
だ
、
と
い
う
考
え
方
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
学
校
を
離
れ
て
も

そ
の
ま
ま
使
え
る
地
図
帳
、
い
ろ
ん
な
知
識
が
つ
ま
っ
た
地
図
帳
、
と
い
う
の
も

大
切
な
こ
と
で
は
な
い
の
か

(

�)
。

地
図
帳
が
中
国
語
学
習
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
生
徒
諸
君
が
将
来
も
し
も
中
国
語
を
勉
強
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

こ
の
カ
タ
カ
ナ
は
大
し
て
役
に
立
た
な
い
。
む
し
ろ
役
に
立
つ
の
は
、
し
っ
か
り

漢
字
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
の
方
な
の
で
あ
る
。
中
国
語
の
発
音
を
学
ぶ
上
で
も
、

も
ち
ろ
ん
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
日
本
語
の
音
読
み
と
中
国
語
音
に
は
密
接
な
関
係

が
あ
る
。
だ
か
ら
中
国
語
の
発
音
の
規
則
を
身
に
つ
け
る
に
も
、
日
本
語
の
音
読

み
は
非
常
に
役
に
立
つ
の
で
あ
る
。

但
し
な
お
も
、
漢
字
は
難
し
い
、
日
本
人
に
と
っ
て
漢
字
を
習
得
す
る
た
め
の

労
力
は
無
駄
だ
、
と
お
考
え
の
向
き
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、

書
け
、
か
つ
読
め
る
漢
字

書
け
も
し
な
い
し
読
め
も
し
な
い
漢
字

と
い
う
二
分
法
的
感
覚
か
ら
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
書
け
、
な
お
か
つ
読

め
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
れ
ば
、
漢
字
と
い
う
の
は
無
限
に
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
よ
う
。
い
や
実
は
、
世
の
中
に
は

｢

書
け
て
読
め
る
漢
字｣

と

｢

書
け
も
読
め

も
し
な
い
漢
字｣

と
の
間
に
、

書
け
と
言
わ
れ
て
も
書
け
な
い
が
、
見
た
ら
何
と
な
く
分
か
る
漢
字

と
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
中
間
層
の
文
字
と
い
う
の
が
非
常
に
大

切
な
の
で
あ
る
。
常
日
頃
か
ら
漢
字
に
親
し
ん
で
い
れ
ば
、
そ
の
中
間
層
の
文
字

を
増
や
す
こ
と
は
そ
ん
な
に
大
変
な
こ
と
で
は
な
い
。
常
用
漢
字
以
外
の
漢
字
が

地
図
の
中
国
の
ペ
ー
ジ
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
気
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
思

う
。
お
ま
け
に
昨
今
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ど
情
報
通
信
機
器
の
発
達
に
伴
い
、
書

け
な
く
と
も｢

変
換｣

で
き
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
場
合
も
多
い
わ
け
な
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
そ
う
し
た
機
器
の
進
歩
は
、
漢
字
を
巡
る
環
境
に
と
っ
て
プ
ラ

ス
で
こ
そ
あ
れ
、
マ
イ
ナ
ス
で
は
な
い
。

い
や
そ
れ
で
も
、
地
名
は
と
も
か
く
、
人
の
名
前
と
い
う
の
は
そ
の
本
人
の
読

む
通
り
に
読
ん
で
上
げ
な
い
と
失
礼
だ
、
と
お
っ
し
ゃ
る
方
が
き
っ
と
お
ら
れ
る

こ
と
だ
ろ
う
。
繰
り
返
す
が
、
私
は
カ
タ
カ
ナ
で
現
地
音
を
表
記
す
る
こ
と
を
全

否
定
は
し
て
い
な
い
。
必
要
に
応
じ
て
使
い
分
け
れ
ば
十
分
に
役
に
立
つ
。
特
に

人
名
は
、
日
本
に
来
て
か
ら
成
り
行
き
で
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い

う
場
合
も
多
い
こ
と
だ
ろ
う
し
、
個
々
の
ケ
ー
ス
で
そ
れ
を
重
ん
じ
れ
ば
よ
い
の

で
あ
る
。
喩た
と

え
て
言
う
な
ら
ば
、｢

リ
ン
ミ
ン
メ
イ｣

は

｢

リ
ン
ミ
ン
メ
イ｣

で

よ
い
、｢

ヤ
ン
ウ
ェ
ン
リ
ー｣

は

｢

ヤ
ン
ウ
ェ
ン
リ
ー｣

で
よ
い
、
と
い
う
こ
と

な
の
だ
。
書
く
時
も
、
日
頃
カ
タ
カ
ナ
で
書
い
て
い
る
な
ら
ば
そ
の
ま
ま

｢

リ
ン

ミ
ン
メ
イ｣

｢

ヤ
ン
ウ
ェ
ン
リ
ー｣

と
書
け
ば
よ
い
。
絶
対
に
漢
字
書
き
の
音
読

み
し
か
ダ
メ
だ
、
と
い
う
の
も
逆
に
変
な
話
だ
。
但
し
一
方
で
、
乗
員
名
簿
を
作

る
際
に
は
、｢

林
明
美

(

�)｣

や

｢

楊
文
里｣

と
い
う
漢
字
情
報
も
掲
載
し
て
、
漢
字

や
音
読
み
で
も
検
索
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。｢

林｣

と

い
う
字
は
、
音
読
み
も
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
も｢

り
ん｣

だ
か
ら
ま
だ
よ
い
の
だ
が
、
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｢

楊｣

さ
ん
が
、｢

ヤ
ン｣

さ
ん
と

｢

よ
う｣

さ
ん
で
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
、
検

索
が
で
き
な
い
の
だ
。｢

ヤ
ン｣

さ
ん
で
あ
ろ
う
と

｢

よ
う｣

さ
ん
で
あ
ろ
う
と
、

｢

楊｣
で
検
索
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
か
な
い
と
困
る
面
が
あ
る
の
で
あ
る
。
現

在
、
多
く
の
大
学
で
中
国
人
留
学
生
の
学
籍
情
報
が
か
な
り
混
乱
し
て
い
る
の
は

事
実
の
よ
う
で
あ
る
。｢

王｣

さ
ん
が

｢

お
う｣

さ
ん
で
登
録
さ
れ
て
い
る
か

｢

ワ
ン｣

さ
ん
で
登
録
さ
れ
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
、
漢
字
で
検
索
も
で
き
な
い
、

と
い
う
学
校
が
あ
る
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

先
日
ア
メ
リ
カ
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
見
て
い
た
ら
、｢

福
建
＝F
ujian

｣

を

｢

フ
ー
ジ
ア
ン｣

の
よ
う
に
発
音
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん

｢

フ
ー
ジ
エ
ン｣

が
原

音
に
近
い
読
み
な
の
だ
が
、
役
者
は
中
国
語
を
知
ら
な
い
の
で
無
理
は
な
い
。
丁

度
女
優
の

｢

章
子
怡
＝Zhang

ziyi｣

を

｢
チ
ャ
ン
ツ�

ィ�

イ
ー｣

と
誤
読
し
、
そ

れ
が
定
着
し
て
し
ま
っ
た
の
と
同
じ
事
情
で
あ
る
。
地
図
帳
式
カ
タ
カ
ナ
な
ら
章

子
怡
は｢

チ
ャ
ン
ツ�

ー�

イ
ー｣

と
な
る
。
ま
た
ピ
ア
ニ
ス
ト
の｢

ユ
ン
デ
ィ
リ
ー｣

の
こ
と
を
、
Ｆ
Ｍ
ラ
ジ
オ
で

｢

デ
ィ
リ
ー
は
、
デ
ィ
リ
ー
は
…
…｣

と
繰
り
返
し

言
っ
て
い
た
の
に
は
驚
い
た
。
彼
の
名

(

芸
名)

は
、

李
雲
迪
／Y

undi
L
i

で
あ
る
。
李
が
姓
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

李
＝L

i

雲
迪
＝Y

undi

な
の
だ
。
西
洋
式
に
姓
を
後
ろ
に
置
い
て

｢Y
undi

L
i｣

な
の
で
あ
る
。
放
送

局
が
中
国
人
の
名
前
な
ど
ど
う
で
も
よ
い
と
お
考
え
な
の
な
ら
そ
れ
も
仕
方
な
い

が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば

｢

デ
ィ
リ
ー｣

で
切
る
な
ど
そ
れ
こ
そ
失
礼
と
い
う
も
の

だ
。｢

ハ
ナ
コ
・
ヤ
マ
ダ｣

を

｢

ハ
・
ナ
コ
ヤ
マ
ダ｣

と
読
む
よ
う
な
も
の
で
は

な
い
か
。

つ
い
で
に
申
し
上
げ
る
と
、
李
雲
迪
の
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
サ
イ
ト

(

日
本
語

(

�))

の

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
、
実
に
で
た
ら
め
だ
ら
け
だ
。
以
下
、
小
う
る
さ
い
よ
う
だ
が

一
々
指
摘
し
て
み
る
。

○

四
歳
の
時
の
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
の
先
生

｢

タ
ン
・
ゼ
ン
ミ
ン｣

一
見
し
て
、
素
人
さ
ん
が
適
当
に
書
い
た
と
分
か
る
カ
タ
カ
ナ
だ
。
調
べ
て
み

る
と
こ
の
先
生
の
お
名
前
は
、｢

譚
建
民｣

。
�
音
ロ
ー
マ
字
は｢T

an
Jianm

in｣

。

カ
タ
カ
ナ
の
書
き
方
は
複
数
あ
り
得
る
と
し
て
も
、｢jian

｣

が

｢

ゼ
ン｣

と
読

め
る
は
ず
が
な
い
。
地
図
帳
式
な
ら

｢

タ
ン
・
チ
エ
ン
ミ
ン｣

と
な
る
。

○

七
歳
の
時
の
ピ
ア
ノ
の
先
生

｢

ウ
・
ユ
ー｣

こ
れ
も
一
見
し
て
変
だ
。
こ
の
先
生
の
お
名
前
は

｢

呉
勇｣

。
�
音
ロ
ー
マ
字

は

｢W
u
Y
ong｣

。
も
ち
ろ
ん

｢yong｣

を

｢

ユ
ー｣

と
読
め
る
は
ず
が
な
い
。

ん
？

｢

ユ
ー｣

っ
て

｢

勇ゆ
う｣

の
日
本
語
音
読
み
じ
ゃ
な
い
か
？
こ
こ
だ
け
日
中

混
合
読
み
か
よ
？
地
図
帳
式
な
ら

｢

ウ
ー
・
ヨ
ン｣

と
な
る
。

○

九
歳
か
ら
師
事
し
た
ピ
ア
ノ
の
先
生

｢

ダ
ン
・
ツ
ァ
オ
イ｣

こ
れ
も
調
べ
て
み
た
ら
先
生
の
お
名
前
は

｢

但
昭
義｣

。
�
音
ロ
ー
マ
字
は

｢D
an
Zhaoyi｣

。｢zhao｣

が

｢

ツ
ァ
オ｣

と
い
う
の
は
標
準
的
な
書
き
方
と

は
言
え
な
い
。
ま
た

｢D
an
｣

の
無
気
音
を

｢

ダ
ン｣

と
書
い
た
の
な
ら
、

｢zhao｣

の
無
気
音
も
濁
音
で
表
記
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
こ
の
書
き
方
だ
と

｢

ダ
ン
＋
ツ
ァ
＋
オ
イ｣

に
見
え
て
し
ま
う
。
ま
あ
ど
う
せ
中
国
語
の
で
き
な
い

人
が
適
当
に
ロ
ー
マ
字
を
読
ん
だ
の
だ
ろ
う
が
。
地
図
帳
式
な
ら

｢

タ
ン
・
チ
ャ

オ
イ
ー｣
と
な
る
。

○

現
在SH

IN
SE
N

芸
術
学
校
に
在
学
中

こ
れ
、
彼
の
経
歴
か
ら
し
て
、｢

深し
ん

�
せ
ん

芸
術
学�

院�｣ (

�)

の
こ
と
じ
ゃ
な
い
の
か
な
？
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な
ら
ば
�
音
ロ
ー
マ
字
は

｢Shenzhen
｣

と
な
る
は
ず
だ
。
地
図
帳
式
な
ら

｢
シ
ェ
ン
チ
ェ
ン｣

。
あ
れ
え
？

｢SH
IN
SE
N

＝
し
ん
せ
ん｣

っ
て
、
日
本
語
の

音
読
み
じ
ゃ
な
い
の
？

お
ま
け
に
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ

｢SH
IN
SE
N
｣

と
ロ
ー
マ

字
で
書
く
の
？
も
う
ワ
ケ
分
か
ん
な
い
…
…
。
彼
の
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
サ
イ
ト
が

こ
の
ザ
マ
で
い
い
の
か
？

こ
う
し
た
中
国
人
に
対
す
る
無
礼
と
い
う
の
も
、
み
ん
な
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
表

記
が
災
い
し
て
い
る
こ
と
に
ご
注
目
い
た
だ
き
た
い
。
さ
す
が
は
外
国
人
へ
の
配

慮
で
は
な
く
漢
字
制
限
の
た
め
に
生
ま
れ
た
カ
タ
カ
ナ
だ
け
の
こ
と
は
あ
る
。
前

稿

(

１)

で
触
れ
た
、
作
曲
家
の

｢
馬
思
聡｣

を

｢

マ
スｓ

・
ツ
ォ
ン

(

�)｣

と
読
ん
だ

例
で
も
同
じ
こ
と
だ
が
、
も
う
少
し
配
慮
な
さ
っ
て
は
い
か
が
か
。
テ
レ
ビ
・
ラ

ジ
オ
で
は
、
中
国
の
ス
ポ
ー
ツ
選
手
は
音
読
み
、
音
楽
家
や
映
画
監
督
・
俳
優
な

ど
は
現
地
音
読
み
、
と
い
う
こ
と
に
事
実
上
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
よ
ほ
ど
慎

重
に
し
な
い
と
こ
の
よ
う
な
過
ち
は
起
こ
り
が
ち
で
あ
る
。

一
方
、
西
洋
語
に
お
け
る
外
来
語
と
し
て
の
中
国
語
が
、
西
洋
人
の
読
み
方
で

バ
ー
チ
ャ
ル
に
固
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
あ
る
程
度
仕
方
が
な
い
。
こ
れ
は
、

非
漢
字
圏
の
西
洋
語
と
漢
字
圏
の
言
語
と
の
間
に
起
こ
る
、
非
常
に
難
し
い
問
題

の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
日
本
に
お
い
て
は
、
同
じ
単
語
を
中
国
か
ら
直
接

移
入
さ
せ
ず
、
一
旦
西
洋
語
を
経
由
し
て
移
入
さ
せ
て
い
る
例
が
あ
る
の
で
、
話

を
や
や
こ
し
く
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
日
本
で
は

｢

福
建｣

は

｢

ふ
っ
け
ん｣

、

｢

陝
西｣

は

｢

せ
ん
せ
い｣

、｢

章
子
怡｣

は

｢

し
ょ
う
し
い｣

で
よ
さ
そ
う
な
も

の
を
、｢

章
子
怡｣

は
英
語
式
で

｢

チ
ャ
ン
ツ
ィ
イ
ー｣

と
呼
び
、
ま
た

｢

陝
西｣

は

｢

シ
ェ
ン
シ
ー｣

と

｢

シ
ャ
ン
シ
ー｣

を
混
在
さ
せ
て
い
る
、
と
い
う
の
も
そ

う
し
た
問
題
を
巡
る
一
つ
の
現
象
だ
と
言
え
よ
う
。｢Zhang

ziyi｣

は
英
語
経

由
な
の
で
は
な
く
、
日
本
人
だ
っ
て
こ
の
綴
り
を
見
れ
ば

｢

チ
ャ
ン
ツ
ィ
イ
ー｣

と
読
ん
で
し
ま
う
、
と
お
っ
し
ゃ
る
方
が
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
が
、
確
か
に
そ
う
だ

ろ
う
。
し
か
し
普
通
に
音
読
み
で
読
ん
で
い
れ
ば
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
問
題
は
起

こ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
は
中
国
人
な
の
だ
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
英
語
式
の

読
み
に
合
わ
せ
る
こ
と
も
な
か
ろ
う
に
。
そ
の
一
方
、｢

ブ
ル
ー
ス
・
リ
ー｣

や

｢

ジ
ャ
ッ
キ
ー
・
チ
ェ
ン｣

が
そ
う
呼
ば
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
元
々
英
語
名
だ
か

ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
別
に

｢

李
小
龍｣

｢

成
龍｣

と
い
う
漢
字
名
を
持
っ
て
い
る
。

と
ま
れ
、
や
は
り
個
々
の
ケ
ー
ス
で
呼
び
方
が
違
っ
て
い
て
も
あ
る
程
度
仕
方
が

な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
で
た
ら
め
に
読
ん
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に

は
な
ら
な
い
が
。

十
数
年
前
、
私
が
地
図
帳
の
カ
タ
カ
ナ
だ
ら
け
の
中
国
の
ペ
ー
ジ
に
気
づ
い
て

直
感
的
に
感
じ
た
強
烈
な
違
和
感
の
正
体
が
、
だ
ん
だ
ん
分
か
っ
て
き
た
。
ア
ジ

ア
の
絆
と
し
て
の
漢
字
の
性
質
を
無
視
し
た
こ
と
、
漢
字
を
嫌
悪
す
る
漢
字
廃
止

論
・
漢
字
制
限
論
が
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
実
際
に
こ
れ
を
運
用
す

る
に
は
様
々
な
矛
盾
や
困
難
が
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

例
え
ば
、
手
引
き
書
の
解
説
が
、
必
要
に
応
じ
て
中
国
地
名
の
カ
タ
カ
ナ
に
�

音
ロ
ー
マ
字
を
添
え
て

｢

原
音｣

を
示
す
、
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
持
っ
て
い
た
こ

と
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
中
国
語
の
教
科
書
に
�
音
ロ
ー
マ
字
が
添
え

ら
れ
て
い
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は

｢

原
音｣

を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

し
か
し
地
図
帳
の
カ
タ
カ
ナ
に
ロ
ー
マ
字
を
添
え
て
も
、
そ
れ
は

｢

原
音｣

を
示

し
て
い
る
こ
と
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
が

｢

約
束
事｣
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
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綴
り
＝
音
声

で
は
な
い
の
だ
。

綴
り
↑

約
束
事

↓
音
声

な
の
で
あ
る
。
ど
う
い
う
綴
り
を
ど
う
読
む
か
と
い
う
約
束
事
が
あ
っ
て
初
め
て
、

綴
り
が
音
声
を
表
記
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
綴
り
が
音
声
を
表
す
機
能
を
担
え

る
の
は
、
そ
の
約
束
事
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

中
国
語
の
教
科
書
に
�
音
ロ
ー
マ
字
が
書
い
て
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
原
音
を
表
し

て
い
る
と
見
な
し
て
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
中
国
語
を
勉
強
す
る
人
は
、
最
初
に
そ

の
ロ
ー
マ
字
の
約
束
事
を
習
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
地
図
帳
は
中
国
語
の
教
科

書
で
は
な
い
。
地
図
帳
の
地
名
に
ロ
ー
マ
字
が
添
え
て
あ
っ
て
も
、
地
図
帳
を
利

用
す
る
人
に
は
そ
の
読
み
方
の
約
束
事
を
知
っ
て
い
る
こ
と
は
要
求
さ
れ
な
い
。

よ
っ
て
、
そ
の
ロ
ー
マ
字
は
そ
の
ま
ま
で
は
発
音
を
表
記
す
る
機
能
を
担
え
な
い
。

要
す
る
に
、
中
国
語
を
知
ら
な
い
と

｢yan｣

が

｢
イ
エ
ン｣

と
い
う
音
を
表
し

て
い
る
と
は
分
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
英
語
の
綴
り
に
し
て
も
、

｢right｣

を
正
し
く
読
め
る
の
は
、
そ
の
英
語
の
約
束
事
を
身
に
つ
け
て
い
る
か

ら
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
表
記
は
、
前
提
と
し
て
漢
字
を
認
識
し
て
い
る
か

ら
こ
そ
機
能
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
先
ほ
ど
述
べ
た
。
そ
れ
は
右
で
言
う

｢

約
束

事｣

と
同
じ
こ
と
な
の
だ
。
中
国
地
名
を
現
地
音
式
カ
タ
カ
ナ
で
書
い
て
も
、
そ

れ
は
直
接
発
音
を
表
示
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
地
図
帳
の

読
者
に
は
中
国
語
の
知
識
は
要
求
さ
れ
な
い
か
ら
だ
。
カ
タ
カ
ナ
で
こ
う
書
い
て

あ
れ
ば
元
の
音
は
こ
ん
な
音
だ
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
に
は
か
な
り
の
語
学

力
を
必
要
と
す
る
わ
け
だ
し
、
カ
タ
カ
ナ
の
読
み
方
を
把
握
す
る
に
は
あ
ら
か
じ
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め
漢
字
を
認
識
し
て
お
く
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
約
束
事
を
共
有
し
て
い
な
い
と

音
声
に
は
直
接
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
点
で
は
、
ロ
ー
マ
字
も
カ
タ
カ
ナ
も
大
差

な
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
漢
字
を
排
除
す
る
こ
と
を
当
初
の
目
標
と
し

た
カ
タ
カ
ナ
は
、
殊こ
と

更さ
ら

に
そ
の
約
束
事
に
対
す
る
配
慮
を
欠
く
こ
と
に
な
る
の
は
、

既
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
先
ほ
ど
触
れ
た
中
国
人
名
の
で
た
ら
め
さ
に
し
て

も
、
少
し
で
も
漢
字
を
参
照
す
る
態
度
が
あ
れ
ば
避
け
ら
れ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

自
分
た
ち
は
カ
タ
カ
ナ
で
は
習
わ
な
か
っ
た
、
い
つ
の
ま
に
か
カ
タ
カ
ナ
に
な
っ

て
い
る
、
と
い
う
の
は
、
我
々
の
世
代
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
人
々
に
共
通
す

る
感
想
で
あ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
実
際
の
地
図
帳
は
か
な

り
古
い
時
代
か
ら
カ
タ
カ
ナ
地
名
表
記
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
我
々
が
、

近
年
に
な
っ
て
始
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
結
局
教
科
書

や
地
図
帳
が
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
主
義
を
採
用
し
て
か
ら
も
、
学
校
の
先
生
を
含
む

世
間
の
人
々
は
そ
れ
を
無
視
し
て
従
来
通
り
の
読
み
方
を
続
け
て
き
た
た
め
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
教
科
書
と
世
間
と
の
齟そ

齬ご

と
乖
離
の
状
態
は
、
放
置
し
て
お

い
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
世
間
の
方
を
全
て
地
図
帳
に
合
わ
せ
る

の
は
リ
ス
ク
が
大
き
い
。
む
し
ろ
世
間
で
使
え
る
も
の
を
教
え
る
の
が
、
あ
る
意

味
教
育
な
の
で
は
な
い
か
。
微
分
積
分
な
ど
卒
業
後
の
生
活
で
は
一
切
使
わ
な
い
、

ゆ
え
に
勉
強
し
て
も
無
駄
だ
、
と
い
う
言
い
方
は
よ
く
耳
に
す
る
。
そ
れ
が
間
違
っ

て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
地
図
帳
式
カ
タ
カ
ナ
地
名
は
、
そ
れ

こ
そ
卒
業
し
た
ら
ま
ず
使
う
こ
と
は
な
い
。
微
分
積
分
と
は
話
の
次
元
が
全
く
異

な
る
の
で
あ
る

(

�)

。

で
は
今
後
の
地
図
帳
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
。
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
表
記
を
教
科
書
・

地
図
帳
か
ら
全
面
排
除
す
る
、
と
い
う
の
も
一
つ
の
方
法
だ
。
心
情
的
に
は
い
っ

そ
そ
う
し
て
し
ま
い
た
い
の
は
や
ま
や
ま
だ
。
先
日
、
戦
前
の
古
い
地
図
帳
を
何

種
類
か
古
書
店
で
見
つ
け
た
。
図
８
は
そ
の
一
つ
で
あ
る

(

�)

。
そ
の
支
那
の
ペ
ー
ジ

は

(

当
た
り
前
だ
が)

見
事
に
漢
字
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
ず
っ
と

地
図
帳
の
カ
タ
カ
ナ
地
名
と
格
闘
し
て
き
た
私
の
目
に
は
、
こ
れ
が
実
に
新
鮮
に

見
え
た
。
い
や
、
こ
れ
が
本
来
の
日
本
語
の
地
図
の
あ
り
方
な
の
だ
ろ
う
が
。

一
方
、
カ
タ
カ
ナ
で
現
地
の
発
音
を
表
記
す
る
こ
と
に
も
そ
れ
な
り
の
メ
リ
ッ

ト
は
あ
る
。
む
し
ろ
、
本
来
の
表
記
や
読
み
と
は
役
割
が
違
う
と
考
え
る
べ
き
だ

ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
を
活
か
し
て
補
助
と
し
て
利
用
し
つ
つ
、

本
来
の
表
記
・
本
来
の
読
み
と
上
手
に
棲す

み
分
け
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の

だ
ろ
う
か
。
い
や
、
私
は
で
き
る
と
思
う
。
そ
の
た
め
の
試
案

(

私
案)

も
持
っ

て
い
る
。
た
だ
こ
れ
は
、
中
国
語
や
漢
文
の
仲
間
だ
け
で
は
な
く
、
国
語
学
や
教

育
学
を
始
め
様
々
な
分
野
の
方
々
の
ご
指
導
を
仰
ぎ
つ
つ
慎
重
に
形
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
し
っ
か
り
勉
強
し
て
検
討
し
て
行
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。

注(

１)
｢

地
図
帳
の
怪

(

３)

―
地
名
表
記
の
手
引
き
書
を
め
ぐ
っ
て
―｣

、『

文
化
科
学

研
究』

�
‐
１

(

中
京
大
学
文
化
科
学
研
究
所
二
〇
〇
九)

所
収

そ
の
他
に
、
こ
れ
に
先
立
つ

｢

地
図
帳
の
怪

―
中
国
地
名
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
功
罪｣

、『

文
化
科
学
研
究』

�
‐
２

(

中
京
大
学
文
化
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
三)

所
収

｢
地
図
帳
の
怪

(

２)

―

『

万
里
の
長
城』

は
な
ぜ

『

ワ
ン
リ
ー
長
城』

に
な
っ

た
の
か
―｣

、『

国
際
教
養
学
部
論
叢』

第
２
巻
第
１
号

(

中
京
大
学
国
際
教
養
学

部
、
二
〇
〇
九
所
収)

国際教養学部論叢 第 2巻第 2号 29
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も
合
わ
せ
て
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
二
〇
〇
三
年
の
も
の
に
は
番
号
が
な
い

の
だ
が
、
本
稿
で
は
仮
に
こ
れ
を

(

１)

と
し
て
お
く
。
ま
た
こ
れ
は
論
文
で
は

な
く
評
論
・
エ
ッ
セ
イ
だ
が
、

｢
社
会

(

地
理)

―
中
国
地
名
・
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
怪｣

、『

と
学
会
レ
ポ
ー
ト

オ
タ
ク
的
中
国
学
入
門』

(

楽
工
社
、
二
〇
〇
七)

所
収

｢『
タ
ー
運
河』

と
は
、
俺
の
こ
と
か
と

『

大
運
河』

言
い
…
ト
ン
デ
モ
化
す
る

社
会
科
教
材
の
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
表
記｣

(『

と
学
会
誌』

�
号
、
二
〇
〇
六)

｢『

陝
西』
省
は

『

シ
ャ
ン
シ
ー』

省
か

『

シ
ェ
ン
シ
ー』

省
か

地
図
帳
の
地

名
表
記
に
関
す
る
一
考
察｣

(

開
田
無
法
地
帯『

ぶ
ら
り
オ
タ
ク
旅
�』

二
〇
〇
九)

｢『

黄
河』

と
書
い
て
何
と
読
む
？
地
図
帳
の
中
国
河
川
名
表
記
に
関
す
る
一
考

察｣
(

開
田
無
法
地
帯

『

ぶ
ら
り
オ
タ
ク
旅
�』

二
〇
〇
九)

も
参
照
さ
れ
た
い
。

(

２)

資
料
番
号
に
つ
い
て
は
前
稿

(

３)
を
参
照
。

(

３)

改
訂
調
査
研
究
会
代
表
朝
倉
隆
太
郎

｢『
地
名
表
記
の
手
引』

改
訂
に
つ
い
て｣

(

�
頁)

(

４)

国
語
審
議
会

｢

中
国
地
名
・
人
名
の
書
き
方
の
表｣

昭
和
二
十
四
年
七
月
三
十

日
建
議
。
文
化
庁

｢

国
語
施
策
情
報
シ
ス
テ
ム｣

(http://w
w
w
.bunka.go.jp/

kokugo/)

で
そ
の
全
文
を
閲
覧
可
能
で
あ
る
。

(

５)

こ
の
国
語
課
で
増
補
し
た
表
は

｢

中
国
地
名
・
人
名
の
書
き
方
の
表

(

便
覧)｣

で
あ
り
、
資
料
ｃ
‐
１

(

セ
ン
タ
ー
旧
版)

に

[

付
録
２]

と
し
て
全
文
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

(

６)

国
語
審
議
会

｢

外
来
語
の
表
記｣

昭
和
�
年
３
月
報
告
。
文
化
庁

｢

国
語
施
策

情
報
シ
ス
テ
ム｣

で
閲
覧
可
能
で
あ
る
。

(

７)

地
名
の
表
記
は
と
り
あ
え
ず
社
会
科
の
み
。
し
か
し
外
来
語
の
表
記
は
全
科
目

に
関
係
す
る
。
よ
っ
て
こ
ち
ら
を
優
先
し
た
の
か
。

(

８)

前
稿

(

３)

の
第
四
章
を
参
照
。

(

９)

ｃ
‐
１

[

付
表
４]

｢

中
国
語
�
音

(

ピ
ン
イ
ン)

と
仮
名
書
き
の
対
照
表｣

に

は
、

(

３)

※
印
は

｢

中
国
地
名
・
人
名
の
書
き
方
の
表｣

に
よ
れ
ば

｢

テ
ィ｣

ま
た

は

｢

ト
ゥ｣

と
な
る
が
、
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ

｢

チ｣
｢

ツ｣

に
書
き
か
え

た
。

と
言
う
注
記
が
あ
る

(

110
頁)

。

本
稿

(

１)

に
お
い
て
、｢di｣

｢ti｣

の
カ
タ
カ
ナ
表
記
が
不
統
一
に
な
っ
て
い

る
点
を
指
摘
し
た

(

�
頁)

。
そ
し
て

｢tian｣

を

｢

テ
ン｣

と
書
き
、｢ting｣

を

｢

チ
ン｣

と
書
く
な
ら
ば
、｢tiao｣

は
ど
う
書
く
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
疑
問

も
呈
し
て
お
い
た
。

｢tian
｣

を

｢

テ
ン｣

と
書
く
理
由
が

｢

ｉ
介
音
を
無
視
す
る｣

こ
と
に
あ
る

な
ら
ば
、｢tiao｣

は

｢

タ
オ｣

と
な
る
。

｢ting
｣

を

｢

チ
ン｣

と
書
く
理
由
が

｢

テ
ィ｣

を
一
律

｢

チ｣

と
書
く
こ
と

に
あ
る
な
ら
ば
、｢tiao｣

は

｢

チ
ヤ
オ｣

(

も
し
く
は
チ
ア
オ)

と
な
る
。

も
し
も

｢tiao｣

の

｢-ia-｣

の
部
分
を

｢

エ
ア｣

と
す
る
な
ら
、
も
し
く
は

｢

テ
ィ｣

を

｢

チ｣

で
は
な
く

｢

テ｣

と
書
く
な
ら
ば
、｢

テ
ア
オ｣

と
な
る
。

と
い
う
予
想
を
立
て
て
い
た
の
で
あ
る
。
今
、
資
料
ｃ
‐
１
を
見
る
と
、
正
解
は

｢tiao

＝
テ
ヤ
オ｣

だ
っ
た
よ
う
だ
。
但
し
本
稿

(

１)

で
は
考
慮
し
て
い
な
か
っ

た

｢

外
来
語
の
表
記｣

を
考
え
る
に
、｢

テ
ィ｣

を

｢

チ｣

で
は
な
く

｢

テ｣

と
書

く
の
は
一
種
の
例
外
措
置
ら
し
い

(｢

ト
ゥ｣

を

｢

ト｣

で
は
な
く

｢

ツ｣

と
書
く

の
と
同
様
に)

。
そ
の
後
資
料
ｃ
‐
２
で
は

｢tiao｣

は

｢

テ
ィ
ア
オ｣

と
な
っ
て

い
て
、｢

テ
ィ｣

の
表
記
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(

�)

そ
れ
ぞ
れ
ウ
ェ
ー
ド
式
と
漢
語
�
音
方
案
式
の
綴
り
。

(

	)
｢

ト


ー｣

や

｢

ト


ン｣

の
表
記
は
、
地
名
の
手
引
き
書
よ
り
む
し
ろ
、
国
語
審
議

会
の

｢

外
来
語
の
表
記｣

に
従
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

(

�)

そ
の
他
に
、
ｃ
‐
１
の
表
で
用
い
ら
れ
た

｢

ウ
ェ
ー
ド
式｣

ロ
ー
マ
字
と

｢

国

音
式｣

ロ
ー
マ
字
を
、
現
代
に
通
用
す
る｢

ピ
ン
イ
ン
式｣

ロ
ー
マ
字
と｢

ウ
ェ
ー

ド
式｣

ロ
ー
マ
字
に
改
め
て
い
る
。

(

�)

ｃ
‐
１

[

付
録
２]

(

４)
｢『

外
来
語
の
表
記』

に
つ
い
て｣

(

266
頁)

(
�)

ｃ
‐
１

[

付
録
２]

、
及
び
文
化
庁

｢

国
語
施
策
情
報
シ
ス
テ
ム｣

。

(
�)

や
は
り
表
記
と
音
声
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。｢

仮
名｣

で

｢

つ
づ
り｣

を

書
き
表
す
と
は
、
一
体
何
を
ど
う
す
る
こ
と
な
の
か
。｢

to｣

と
い
う
綴
り
な
ら

｢

ト｣
、｢
tu｣

と
い
う
綴
り
な
ら

｢

ト
ゥ｣

と
い
う
こ
と
か
。
そ
う
い
う

｢

対
応
の

ル
ー
ル｣
は
あ
り
得
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
決
し
て
原
音
や
原
綴
り
を

｢

書
き
表

地図帳の怪 (4)28
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し｣

て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
英
語
の

｢to｣

や

｢too｣

を
一
律

｢

ト｣

と
書
け
と
い
う
よ
う
な
も
の
な
の
だ
か
ら
。

(
�)

余
談
だ
が
、
答
申

｢『

外
来
語
の
表
記』

に
つ
い
て｣

の
２

｢

構
成｣

(

１)

に

こ
の

『

外
来
語
の
表
記』

は
、
外
来
語
や
外
国
の
地
名
・
人
名
を
書
き
表
す

場
合
の
仮
名
の
使
い
方
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
注)

昭
和
�
年
の
報
告
で
は
、
外
国
の
地
名
・
人
名
の
書
き
方
に
つ
い
て

は
、
別
に
考
慮
す
る
と
し
て
、
対
象
に
含
め
な
か
っ
た
。

と
あ
る
。(

注)
に
ご
注
目
い
た
だ
き
た
い
。
昭
和
�
年
の
時
点
で
は

｢

外
国
の
地

名
・
人
名｣

を

｢
対
象
に
含
め
な
い｣

と
あ
る
が
、
実
際
は
我
々
が
既
に
確
認
し

た
よ
う
に
、｢

チ｣
｢

ツ｣
に
つ
い
て
は
む
し
ろ
こ
の

｢

外
来
語
の
表
記｣

に
従
っ

て
い
た
と
し
か
思
え
な
い
。
国
語
審
議
会
は
対
象
に
含
め
な
か
っ
た
も
の
の
、
地

名
表
記
の
関
係
者
の
方
は
積
極
的
に
そ
の
方
針
に
従
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
か
。

こ
の
辺
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
調
査
を
要
す
る
。

(

�)
[

付
表
１]

７

｢

中
国｣

(

�
頁)

(

�)
[

付
表
１]

(

３)
｢

中
国
の
地
名｣

(

149
頁)

(

�)
[

付
表
１]

｢

地
名
の
書
き
方
の
例｣

の
Ⅶ

｢

中
国｣

(

�
頁)

(

�)
[

付
表
１]

｢

地
名
の
書
き
方
の
例｣

Ⅷ

｢

朝
鮮｣

(
	
頁)

(


)
[

付
表
１]

｢

地
名
の
書
き
方
の
例｣

８

｢

朝
鮮

(C
hos� ｏ
n

チ
ョ
ソ
ン)

(

�

頁)

(

�)
[

付
表
１]

｢

地
名
の
書
き
方
の
例｣

(

４)
｢

韓
国
・
北
朝
鮮
の
地
名｣

(

151
頁)

(

)

正
仮
名
遣
い

(

字
音
仮
名
遣
い
＝
歴
史
的
仮
名
遣
い)

は
決
し
て
書
き
方
と
読

み
方
が
ず
れ
る
不
合
理
な
書
き
方
な
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
昔
の
読
み
方
を
反
映

し
た
仮
名
遣
い
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
敢
え
て
正
仮
名
遣
い
を
併
記
し
た
。

(

�)

な
お

｢

ア
ム
ノ
ッ
カ
ン｣

の
読
み
は
フ
リ
ー
百
科
事
典

『

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア

(W
ikipedia)』

、｢

鴨
緑
江｣

の
項
目

(

最
終
ア
ク
セ
ス2009/12/23)

に
よ
る
。

http://ja.w
ikipedia.org/w

iki/鴨
緑
江

(

�)
｢

鴨｣

と
い
う
字
は
正
仮
名
遣
い
が
示
す
ご
と
く
、
昔
は
実
際
に｢

あ
ふ
＝ap/af

(

元
ｐ
韻
尾)｣

の
よ
う
に
読
ん
で
い
た

(

入
声
音
。
蝶
々
が

｢

て
ふ
て
ふ｣

で
あ

る
の
と
同
様)

。
そ
し
て
そ
の

｢

あ
ふ｣

と
い
う
発
音
は
、
朝
鮮
語
に
お
け
る

｢ap

↓am
｣

と
い
う
読
み
方
と
符
合
す
る
。
中
国
語
で
は
後
に
こ
の
子
音
が
発
音
さ
れ

な
く
な
っ
た
の
で
、｢ya｣

な
の
で
あ
る
。

(

�)
『

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア

(W
ikipedia)』

、｢

陝
西
省｣

の
項
目

(

最
終
ア
ク
セ
ス

2009/12/23)

。http://ja.w
ikipedia.org/w

iki/陝
西
省

(

�)

�
頁
。

(

�)

137
頁
。

(

�)

�
頁
。

(

�)
｢

カ
ン
シ
ー｣

に
つ
い
て
は
、
従
来

｢

広
東｣

は

｢

カ
ン
ト
ン｣

、｢

広
西｣

は

｢

こ
う
せ
い｣

と
呼
ん
で
き
た
、
し
か
し

｢

広
東｣

が

｢

カ
ン
ト
ン｣

で
あ
る
以
上

｢

広
西｣

も
そ
れ
に
合
わ
せ
て

｢

カ
ン
シ
ー｣

と
呼
ば
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
地

図
帳
独
特
の
こ
だ
わ
り
か
ら
採
用
さ
れ
た
も
の
だ
と
感
じ
て
い
る
。
ま
た

｢

呉
淞｣

(W
usong)

に
つ
い
て
は
、
カ
タ
カ
ナ
の
原
則
か
ら
す
る
と

｢

ウ
ー
ソ
ン｣

と
な

る
の
だ
が
、
昔
は
ウ
ェ
ー
ド
式
で

｢sung
｣

と
書
い
て
い
た
の
で
、
そ
れ
に
合
わ

せ
て
ロ
ー
マ
字
読
み
で

｢

ウ
ー
ス
ン｣

と
呼
ん
で
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

か
と
思
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
調
査
を
要
す
る
。

(

�)

�
頁
。

(

�)

145
頁
。

(

�)

各
表
記
法
の
綴
り
方
を
参
照
す
る
に
は
、
中
国
語
学
研
究
会
編
著

『

中
国
語
学

事
典』

(

江
南
書
院
、
一
九
五
八)

所
収

｢

各
種
音
標
文
字
及
び
中
国
語
音
声
転
写

法
の
対
照
表｣

が
便
利
で
あ
る
。

(

�)
G
oode's

school
atlas

:physical,political,and
econom

ic
:for
A
m
eri-

can
schools

and
colleges,

J.
P
aul
G
oode,

1925
ed,
C
hicago,

Ill.
:
N
ew

Y
ork
:
R
and
M
cN
ally,

c1923

(

�)
K
eysers

G
rosser

W
eltatlas,

H
eidelberg

:
K
eysersche

V
erlagsbuch-

handlung,
1962.

(

�)
А
Т
Л
А
С
М
И
Р
А
,
Второе

издание,
М
осква:

Главное
управление

геолегии
и
картографии

при
Совете

М
инистров

С
С
С
Р
,
1967

(
�)

英
国
人
、
一
八
〇
七
年
来
華
。
初
め
て
聖
書
の
漢
訳
を
行
っ
た
。

(

�)
『

馬
礼
遜
文
集
・
華
英
字
典』

(

大
象
出
版
社
、
二
〇
〇
八)

に
よ
る
。

(

�)

ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
の
字
の

『

中
原
音
韻』

復
元
音
は
、

｢

せ
ん
、
ぜ
ん｣

系
統
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∫
I en

善
扇
煽
繕
膳
禅

∫
Iem

閃
陝

｢

さ
ん｣

系
統

� an

山

� am

杉
衫

san

珊

で
あ
り
、
両
系
統
の
間
で
は
明
ら
か
に
韻
母
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る

(

藤
堂
明
保
編

『
学
研
漢
和
大
字
典』

学
習
研
究
社
一
九
七
八
に
よ
る)

。

(

�)
｢

手
引
き
書｣

類
に
も
誤
り
が
あ
り
、
地
図
帳
が
そ
れ
に
従
っ
た
例
も
あ
る
。
例

え
ば
ａ
‐
２

(

文
部
省)

｢
地
名
の
書
き
方
の
例｣

Ⅶ

｢

中
国｣

に
は
、｢

本
渓
＝

ペ
ン
チ
ー｣

(

�
頁)

と
あ
る
が
、
本
渓
は

｢ben
xi｣

だ
か
ら

｢

ペ
ン
シ
ー｣

と

す
べ
き
で
あ
り
、｢

蚌
埠
＝
パ
ン
プ
ー｣

(

�
頁)

と
あ
る
が
、
蚌
埠
は｢beng

bu｣

だ
か
ら

｢

ポ
ン
プ
ー｣

と
す
べ
き
で
あ
る
。
実
際
の
地
図
帳
で
も

｢

パ
ン
プ
ー

(

蚌
埠)｣

と
書
い
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
は(
例
え
ば
帝
国
標
準
Ｈ
６
／
７
な
ど)

、

こ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
余
談
だ
が
音
節
一
覧
表
に
誤
り
が
あ
る

場
合
も
あ
っ
て
、
例
え
ば
資
料
ｃ
‐
１
の

[

付
録
２]

(

４)
｢

中
国
地
名
・
人
名

の
書
き
方
の
表

(

便
覧)｣

162
頁
、｢chiang
｣

及
び

｢ch'iang
｣

の
項
目
の
カ
タ

カ
ナ
が

｢

チ
ヤ
オ｣

と
な
っ
て
い
る
が
い
ず
れ
も
誤
り
で
、
そ
れ
ぞ
れ

｢

チ
ヤ
ン｣

が
正
し
い
。

(

�)

本
稿
第
二
章
参
照
。

(

�)

清
水
書
院

『

詳
解

世
界
史
Ｂ』

Ｈ
６
／
７
、
313
頁
。
前
稿

(

３)
注

(

�)

参
照
。

(

�)

文
化
庁

｢

国
語
施
策
情
報
シ
ス
テ
ム｣

(http://w
w
w
.bunka.go.jp/kok

u
g
o/)

(

�)

国
語
審
議
会
会
長
、
東
洋
大
学
教
授
、
安
藤
正
次
。

(

	)

中
国
の
地
名
・
人
名
の
書
き
方
に
関
す
る
主
査
委
員
会
委
員
長
、
専
修
大
学
教

授
、
原
富
男
。

(


)

中
国
の
地
名
・
人
名
の
書
き
方
に
関
す
る
主
査
委
員
、
カ
ナ
モ
ジ
カ
イ
理
事
長
、

松
坂
忠
則
。

(

�)

東
京
大
学
教
授
、
和
田
清
。

(

�)

国
学
院
大
学
教
授
、
石
田
幹
之
助
。

(

)

教
育
刷
新
委
員
会
委
員
、
菊
地
竜
道
。

(

�)
｢

ア
ー
ラ
ー
シ
ャ
ン
ツ
ォ
チ
ー｣

や

｢

コ
ー
ル
チ
ン
ユ
ー
イ
ー
チ
ェ
ン
チ
ー｣

な

ど
に
至
っ
て
は
、｢

ツ
ォ
チ
ー｣

を

｢

左
旗｣

、｢

ユ
ー
イ
ー
チ
エ
ン
チ
ー｣

を

｢

右

翼
前
旗｣

と
書
い
て
お
か
な
い
と
地
図
の
価
値
が
半
減
す
る
と
さ
え
思
う
。
歴
史

の
好
き
な
生
徒
な
ら
、
こ
れ
が

｢

八
旗
制｣

と
関
係
の
あ
る
地
名
だ
と
気
づ
い
て

く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
か
ら
。
東
京
書
籍
の
地
図
帳
は

｢

ホ
ル
チ
ン
右
翼
前
旗｣

と

い
う
表
記
を
採
用
し
て
い
て
分
か
り
や
す
い
。
や
は
り
、
後
々
何
か
を
調
べ
る
時

に
も
ず
っ
と
役
に
立
つ
地
図
帳
で
あ
っ
て
欲
し
い
も
の
だ
。

(

�)

漢
字
名
を

｢

鈴
明
美｣

と
す
る
説
も
あ
る
が
、
中
国
人
に

｢

鈴｣

と
い
う
姓
は

な
い
の
で
、
こ
こ
で
は

｢

林｣

に
従
う
。
ち
な
み
に
中
国
語
翻
訳
で
は

｢

林｣

と

な
っ
て
い
る
。

(

�)

李
雲
迪
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
サ
イ
ト
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
。

http://w
w
w
.universal-m

usic.co.jp/classics/yundi_li/m
ain.htm

(

�)

中
国
語
で
は

｢

大
学｣

は
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
を
、｢

学
院｣

は
カ
レ
ッ
ジ
を
、
そ

れ
ぞ
れ
指
す
。｢

学
院｣

を

｢

学
校｣

と
す
る
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
。

(

�)
｢

馬｣

が
姓
だ
か
ら
当
然

｢

マ
ー
・
ス
ー
ツ
ォ
ン｣

と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

(

�)

数
学
が
苦
手
で
文
学
部
へ
進
ん
だ
私
が
言
う
べ
き
こ
と
で
は
な
い
が
、
大
人
に

な
っ
て
か
ら
実
は
数
学
っ
て
面
白
い
ん
だ
と
気
づ
く
こ
と
は
あ
り
得
る
。
今
ま
で

感
動
し
た
本
を
挙
げ
ろ
と
言
わ
れ
て
私
が
し
ば
し
ば
紹
介
す
る
の
は
、
文
学
書
で

も
何
で
も
な
く
、
講
談
社
の
ブ
ル
ー
バ
ッ
ク
ス
か
ら
出
て
い
る
相
対
性
理
論
の
解

説
書
だ
っ
た
り
す
る
。
そ
れ
も
数
学
を
使
わ
な
い
概
説
書
で
は
な
く
、
あ
る
程
度

数
学
を
勉
強
し
つ
つ
読
む
よ
う
な
も
の
が
非
常
に
楽
し
い
。
数
学
が
こ
ん
な
に
面

白
い
な
ん
て
、
高
校
時
代
に
教
え
て
欲
し
か
っ
た
…
…
。

(

�)

文
部
省
著
作
兼
発
行

『

高
等
小
学
地
理
書
附
図』

日
本
書
籍
株
式
会
社
翻
刻
発

行
、
大
正
十
五
年

地図帳の怪 (4)26
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