
』

ま
ず
、
こ
こ
に
記
し
た
朝
鮮
資
料
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
一
言
注
釈
を

加
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
実
は
、
国
語
史
研
究
の
分
野
に
お
い

て
、
こ
の
朝
鮮
資
料
と
い
う
通
称
が
古
く
か
ら
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
そ
の
活
用
が
比
較
的
近
年
の
こ
と
に
属
す
る
関
係
で
、
ま
た
諺
文

で
表
わ
さ
れ
た
故
も
あ
り
、
同
じ
外
国
資
料
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
そ
れ
ほ
ど

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
な
い
よ
う
で
あ
る
。
現
在
の
段
階
で
は
、
江
戸
時
代
、
日

鮮
交
渉
の
上
で
、
朝
鮮
通
信
使
と
の
筆
談
集
の
類
ま
で
に
、
そ
の
範
囲
は

拡
張
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
私
は
、
こ
こ
に
言
う
朝
鮮
資
料

を
、
我
が
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
、
か
の
国
の
司
訳
院
を
通

じ
て
刊
行
さ
れ
た
日
本
語
教
科
書
と
い
う
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
に
、

今
の
と
こ
ろ
限
定
し
て
お
き
た
く
、
そ
れ
ら
以
外
の
文
献
に
つ
い
て
は
、

別
の
処
置
ｌ
例
え
ば
、
仮
名
諺
文
対
音
表
な
ど
に
お
け
る
因
襲
的
要
素

の
検
討
な
ど
ｌ
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

朝
鮮
資
料
覚
書

朝
鮮
資
料
覚
書

ｌ
『
捷
解
新
語
」
の
改
訂
Ｉ

１
１

周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
語
教
科
書
は
、
冨
四
貝
旨
①

９
目
’
冒
昇
の
国
昌
○
唱
名
豆
⑦
９
乱
の
ロ
ロ
①
、
（
扁
程
ｌ
患
）
中
、
「
倭
語

類
」
に
二
十
一
種
の
そ
れ
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

伊
路
波
・
消
息
・
害
格
・
老
乞
大
・
童
子
教
・
雑
語
・
本
草
・
議

論
・
鳩
養
物
語
・
庭
訓
往
来
・
応
永
記
・
雑
筆
・
富
士
・
捷
解
新

語
・
改
修
捷
解
新
語
・
重
刊
捷
解
新
語
・
捷
解
新
語
文
釈
・
倭
語
類

解
・
長
語
・
類
解

で
あ
る
が
、
右
の
内
、
今
日
実
物
に
接
し
得
る
の
は
、
僅
か
に
「
伊
路
波
」

『
捷
解
新
語
」
「
重
刊
捷
解
新
語
』
『
捷
解
新
語
文
釈
』
「
倭
語
類
解
」
の

他
、
何
故
か
９
口
目
具
が
日
本
語
教
科
書
と
は
看
倣
し
て
い
な
い
『
隣

①

語
大
方
」
の
六
種
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
右
に
記
し
た
内
で
「
捷
解
新

語
」
以
前
の
、
室
町
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
は
、
今
日
殆
ん
ど
そ
の
内

容
を
知
る
《
へ
く
も
な
い
け
れ
ど
も
、
教
材
と
し
て
不
完
全
で
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
国
語
史
の
上
で
、
口
語
資
料
と
し
て
の
朝
鮮
資
料
は
、
『
捷
解

新
語
」
を
以
っ
て
噴
矢
と
す
る
。
そ
の
刊
行
後
二
年
目
に
し
て
、
先
行
の

I

安

田

汐
Ⅱ
ヴ
ク

や

全
Ｉ
《

ユ
ヨ
４
８

毎
座
｜
垂

ユ
ー
’



十
三
種
の
語
学
害
を
廃
せ
し
め
た
事
実
を
指
摘
す
る
だ
け
で
、
そ
の
語
学

書
と
し
て
の
価
値
を
十
分
に
察
知
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か
と
思
う
。
こ

の
「
捷
解
新
語
』
の
原
刊
本
（
以
下
「
原
刊
本
」
と
略
称
す
る
）
が
訳
官
康

遇
聖
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
十
七
世
紀
の
前
半
か
ら
そ
の
刊
行
時
（
一
六
七
六

年
）
に
か
け
て
は
、
い
か
な
る
時
代
区
分
の
観
点
か
ら
し
て
も
、
国
語
史

の
上
で
の
過
渡
期
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
原
刊
本
だ
け
を
取

り
上
げ
た
と
し
て
も
、
そ
の
資
料
的
価
値
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
に
つ

い
で
高
く
、
独
自
の
も
の
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、
朝
鮮
資
料
を
ｌ
特
に

『
捷
解
新
語
」
の
原
刊
本
と
そ
の
改
訂
本
（
『
改
修
捷
解
新
語
』
、
た
だ
し
、

実
物
と
し
て
は
そ
の
重
刊
本
で
あ
る
『
重
刊
捷
解
新
語
』
（
一
七
八
己
で
あ
る
が
。

以
下
「
改
修
本
」
と
略
称
す
る
）
を
高
く
評
価
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
比
嚥

的
に
朝
鮮
資
料
の
「
流
れ
‐
｜
と
し
て
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
語

学
書
と
い
う
、
実
用
上
で
の
必
要
性
か
ら
、
一
時
期
に
偏
す
る
の
で
は
な

く
ｌ
つ
ま
り
一
語
学
書
（
群
）
に
集
約
さ
れ
る
の
で
は
な
く
ｌ
長
期
間

に
亘
っ
て
、
か
の
過
渡
期
の
日
本
語
を
観
察
し
た
点
に
存
す
る
。
そ
の
結

と
が
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
同
時
代
の
他
の
資
料
に
存
す
る

言
語
と
の
対
照
的
な
綜
合
的
考
察
を
経
な
け
れ
ば
、
こ
の
特
殊
な
資
料
に

対
す
る
完
全
な
理
解
は
成
立
し
得
な
い
け
れ
も
、
今
後
の
布
石
と
し
て
、

問
題
点
の
指
摘
と
で
も
言
う
ゞ
へ
き
も
の
を
記
し
て
置
き
た
い
。

果
と
し
て
、
具
体
的
に
は
、
改
訂
の
過
程
に
多
く
の
も
の
を
跡
づ
け

一
一

改
め
て
説
く
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
が

『
捷
解
新
語
』
の
内
容
は
、 る

こ

朝
鮮
に
お
け
る
、
日
鮮
両
国
の
役
人
の
交
渉
の
対
話
及
び
、
朝
鮮
通
信
使

が
来
日
し
た
折
の
日
鮮
両
国
人
の
対
話
が
大
部
分
を
占
め
、
「
国
尽
し
」

と
書
簡
文
の
文
例
が
巻
末
に
あ
る
。
そ
れ
ら
の
記
載
形
式
は
普
簡
文
を
除

い
て
、
主
と
し
て
平
仮
名
に
よ
る
日
本
文
を
本
文
と
し
て
、
各
仮
名
に
諺

文
に
よ
っ
て
発
音
を
示
し
、
更
に
朝
鮮
語
を
以
っ
て
対
訳
す
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
示
さ
れ
た
日
本
語
は
、
全
般
的
に
中
世
末
期
か
ら
近
世
初
期
に
か

け
て
の
京
都
付
近
の
話
し
言
葉
、
そ
れ
も
む
し
ろ
俗
な
言
葉
を
写
し
て
い

る
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
、
仮
名
に
振
ら
れ
た
諺
文
は
、
日
本
語
音
韻
史
に

貴
重
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
全
て
先
学
の
研
究
に
讓
る
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
の
改
訂
の
、
具
体
的
な
作
業
は
日
本
人
の
協
力
を
仰
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
必
要
性
を
認
識
し
た
の
は
朝
鮮

人
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
改
修
本
の
、
李
湛
の
手
に
な
る
序
は
、

こ
の
間
の
過
程
を
余
す
所
な
く
述
舎
へ
て
い
る
の
で
、
左
に
掲
げ
て
置
く
。

隣
国
交
接
在
於
辞
令
。
而
辞
令
之
要
不
越
乎
言
語
文
字
英
。
然
区
鯉

廻
隔
風
気
各
殊
。
方
言
俗
字
不
由
講
習
則
莫
得
以
通
解
。
此
倭
学
之

有
捷
解
新
語
也
。
響
在
壬
辰
之
難
。
院
官
康
遇
聖
久
被
捗
習
熟
其
語

言
。
帰
成
是
害
。
用
於
科
試
。
而
歳
月
室
久
。
語
音
差
舛
。
与
之

乖
曄
隷
謹
』
と
）
酬
酢
。
率
多
汗
格
而
矛
盾
・
逮
至
丁
卯
通
信
之
行
使
臣

承
朝
命
往
質
之
。
崔
知
枢
鶴
齢
崔
同
枢
寿
仁
在
行
中
。
完
主
其
事
。

与
倭
人
之
護
行
者
互
相
質
難
。
逐
段
蘆
改
。
帰
告
子
朝
。
令
芸
閣

印
布
。
而
語
音
雌
尽
朧
正
。
倭
諺
大
字
猶
価
旧
本
而
未
及
改
。
其
後

崔
知
枢
以
公
幹
在
莱
州
。
又
従
通
詞
倭
人
博
求
大
坂
江
戸
間
文
字
参

互
而
孜
証
。
凡
点
画
偏
傍
之
不
合
其
字
法
者
一
皆
正
之
。
斯
締
始
為

？

ｌ
弓
唾
言

Ｉ
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～



1

完
害
。
価
以
私
力
活
字
印
行
。
其
前
後
用
心
之
勤
。
於
是
乎
益
箸
。

而
但
書
成
既
久
。
印
本
散
逸
。
新
学
未
免
撤
業
。
講
試
亦
恵
荷
簡
。

乃
者
栢
谷
金
相
国
十
年
提
挙
勧
課
有
方
。
髪
採
衆
論
図
所
以
広
布
而

久
伝
。
適
金
君
亨
禺
願
椙
財
鳰
工
華
活
字
而
刊
諸
板
蔵
之
院
閣
用
術

後
学
印
読
之
資
。
相
国
之
嘉
恵
是
学
亦
豈
偶
然
也
哉
。
雌
然
伝
日
能

与
人
規
矩
不
能
使
人
巧
。
是
耆
特
賓
接
館
顔
之
酬
答
語
耳
。
至
若
臨

機
以
応
変
随
遇
而
釈
難
。
存
乎
其
人
之
折
衷
而
斡
旋
之
如
何
。
此
不

俵
所
以
深
有
望
於
業
是
学
之
諸
君
也
。
其
字
法
語
録
源
流
之
同
異
及

同
音
各
字
通
用
之
。
凡
例
亦
崔
知
枢
所
纂
。
而
並
付
子
巻
端
。
読
者

当
自
解
之
。
不
復
賛
焉
。

「
凡
例
」
の
第
一
・
二
条
を
併
せ
て
引
用
し
た
い
・

一
、
新
語
之
刊
行
雄
在
粛
朝
丙
辰
。
而
編
成
則
在
万
暦
戊
午
間
。

故
彼
我
言
語
各
有
異
同
。
不
得
不
筵
稟
改
正
。

一
、
彼
語
則
古
今
廻
異
。
使
彼
人
読
之
或
有
不
知
其
為
何
語
者
。
故

就
其
中
古
今
無
別
者
略
存
之
。
余
悉
改
正
。
所
改
者
十
之
八
九
。

こ
の
、
朝
鮮
人
が
「
彼
語
則
古
今
廻
異
」
と
し
た
百
年
間
に
お
け
る
日
本

語
の
変
遷
は
如
何
な
る
類
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
根
抵
に
あ
る
も
の

に
つ
い
て
、
か
っ
て
一
つ
の
試
案
を
提
出
し
た
。
こ
こ
に
一
を
繰
り
返
え

し
て
述
べ
な
い
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
、
単
に
個
別
的
な
言
葉
の
歴
史
的

変
化
に
拠
る
も
の
で
な
く
、
言
語
生
活
の
型
と
で
も
言
う
》
へ
き
、
敬
語
法

の
表
現
体
系
の
変
化
に
、
そ
れ
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
型
の
交
替

を
認
め
た
後
、
・
そ
れ
に
付
随
し
た
文
体
の
精
整
統
合
を
問
題
に
し
得
る
わ

け
で
あ
る
。
そ
れ
を
具
体
的
に
は
、
折
り
目
正
し
い
武
家
階
級
の
言
葉
の

朝
鮮
資
料
覚
書

､I

一

I

方
向
へ
の
改
訂
を
跡
づ
け
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
↓
？

し
か
し
、
全
体
の
傾
向
と
し
て
見
れ
ば
、
成
程
そ
の
こ
と
は
認
め
ら
れ

る
け
れ
ど
も
、
個
為
の
語
の
、
乃
至
は
個
灸
の
個
所
に
焦
点
を
合
わ
せ
た

場
合
、
問
題
は
依
然
と
し
て
多
く
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
一
体
、
語
学
蕾
の

改
訂
に
際
し
て
は
、
多
く
の
も
の
が
そ
こ
に
籠
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

態
度
と
し
て
は
、
そ
の
言
語
を
、
そ
れ
を
母
語
と
す
る
者
の
立
場
に
よ
り

近
く
置
く
方
向
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
形
式
と

し
て
、
体
系
的
な
整
理
、
更
に
時
流
に
適
し
た
変
更
な
ど
を
指
摘
す
る
こ

と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
（
内
容
に
亘
ら
な
く
て
も
、
「
序
文
」
「
凡
例
」

を
追
加
す
る
が
如
き
、
成
吉
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
る
た
め
の
処
置
は
当

然
考
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
）
・

「
態
度
」
は
、
過
程
と
し
て
「
与
倭
人
之
護
行
者
互
相
質
難
」
で
あ
っ

て
、
そ
の
諺
文
表
記
な
ど
に
見
え
る
日
本
語
化
の
方
向
は
従
来
問
題
に
さ

②

れ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
今
は
触
れ
な
い
。
形
式
的
な
整
理
は
、
ま
ず
、

改
修
本
に
お
け
る
、
節
目
の
設
定
を
掲
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
巻
十
を
省

略
し
て
左
に
示
す
。

巻
一
与
代
官
初
相
按
送
使
船
問
情

巻
二
茶
礼
講
定
茶
礼
問
答
俄
品
器
皿
論
難
封
進
物
看
品

巻
三
下
船
宴
問
答
始
行
中
盃
礼
送
使
催
答
書

巻
四
銅
錨
看
品
停
当
銅
錨
看
品
公
木
入
給
停
当
公
木
入
給

巻
五
信
使
探
候
船
信
使
到
馬
島

巻
六
信
使
与
島
主
語
離
馬
島
向
江
戸
島
主
請
下
陸
歌

巻
七
筑
前
主
礼
候
信
使
信
使
接
江
戸
使
入
江
戸
見
関
白

舎
壱
劃
‐
輯



巻
八
信
使
不
受
金
僧
使
迷
到
大
坂
城
島
主
請
信
使
賎
裳

巻
九
与
代
官
相
約
振
舞
和
語
兼
讃
日
本
各
道
州
郡

そ
の
中
で
、
話
し
手
を
「
主
」
「
客
」
と
明
示
す
る
の
も
や
は
り
整
備
で

あ
ろ
う
。
原
刊
本
巻
一
妬
オ
以
後
を
巻
二
に
、
ま
た
、
巻
三
詔
ウ
以
後
を

巻
四
に
と
、
内
容
の
関
辿
性
を
瓶
祝
し
て
、
改
修
本
で
別
巻
に
移
し
た
こ

と
も
、
更
に
は
、
省
略
の
或
る
個
所
は
、
こ
の
、
節
を
設
け
た
こ
と
に
よ

る
糒
整
統
合
と
言
え
る
は
ず
で
あ
る
。

よ
が
い
り
ま
る
し
た
ほ
ど
に
、
ま
づ
御
し
ゆ
ひ
と
つ
こ
し
め
し
。
け

く
で
御
ざ
る
ほ
ど
に
ゆ
る
さ
し
ら
れ
。
…
…
そ
な
た
こ
と
ぱ
が
つ
し

ま
に
て
き
き
お
よ
う
た
や
う
に
、
よ
う
つ
う
じ
ま
る
す
る
め
で
た
う

御
ざ
る
。
…
…
さ
け
お
ば
も
お
か
し
ら
れ
。
あ
ま
り
い
や
と
お
し
ら

い

る
ほ
ど
に
、
ま
づ
と
り
ま
る
せ
う
（
一
Ⅳ
ウ
ー
別
オ
）
諏
躰
麺
繧
壗
律
従
い
）

は
、
「
和
語
那
讃
」
や
「
茶
礼
問
答
」
に
統
合
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、

「
公
木
」
に
つ
い
て
述
ぺ
た
個
所
、

こ
う
も
く
わ
そ
く
か
ず
が
御
ざ
る
ほ
ど
に
（
三
錫
オ
）
：
：
・
・
ま
づ
こ
う

も
く
お
い
れ
て
く
だ
さ
れ
た
ら
ば
、
さ
き
い
く
ふ
れ
に
、
や
り
ま
る

せ
う
か
と
お
も
い
ま
る
す
る
。
：
…
か
れ
こ
れ
申
ま
る
し
て
、
な
ん
ぽ

う
し
っ
こ
う
お
も
わ
し
ら
れ
う
と
ぞ
ん
じ
ま
る
す
る
（
三
妬
オ
ー
坊
ウ
）

も
、
「
公
木
入
給
停
当
」
以
下
に
統
一
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
種
の

整
理
は
、
場
面
の
限
定
乃
至
は
規
定
に
よ
る
も
の
と
言
え
る
は
ず
で
あ
る

が
、
そ
の
「
場
面
」
は
、
日
本
人
と
の
交
渉
に
お
い
て
、
当
然
予
想
さ
れ

る
類
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
言
わ
ば
「
規
矩
」
（
序
）
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
も
、
「
公
」
の
場
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、
「
私
」
の
場
で
の
「
規

L

一
寺

四

矩
」
な
ど
は
あ
る
は
ず
も
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
巻
五
の
後
半
の
十
張
に
及
ぶ
省
略
は
、
単
な
る
統
合
な
ど
で

は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
か
っ
て
述
べ
た
よ
う
に
、
改
訂
の
契
機
の

一
つ
は
、
敬
語
法
の
展
開
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
結
果
と

し
て
、
そ
れ
は
、
言
葉
の
「
折
り
目
正
し
さ
」
に
象
徴
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
よ
り
高
い
次
元
に
立
つ
時
、
言
葉
の
問
題
は
、
場
面
の
そ
れ
に
連
続

し
て
行
く
は
ず
で
あ
る
。
言
葉
の
品
格
が
論
じ
ら
れ
る
の
は
勿
論
で
あ
る

が
、
や
は
り
場
に
対
す
る
意
識
、
即
ち
晴
・
喪
の
取
捨
選
択
が
あ
っ
た
と

見
た
い
。
肴
略
個
所
に
対
し
て
、
当
時
の
言
語
生
活
で
の
、
附
・
喪
、
即

ち
公
・
私
の
意
識
の
振
幅
に
よ
る
検
討
が
、
一
方
に
お
い
て
、
な
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
・
「
倭
語
謙
讃
」
は
、
こ
の
種
の
実
用
書
の

③

範
囲
内
で
許
さ
れ
る
に
し
て
も
、
公
の
場
に
付
随
し
た
挿
話
な
ど
は
、
そ

れ
を
康
遇
聖
が
実
際
に
体
験
し
た
こ
と
で
あ
り
、
原
刊
本
に
あ
っ
た
と
し

て
も
、
省
略
さ
れ
た
も
の
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
き
と
し
よ
た
は
は
お
も
ち
ま
る
し
た
に
、
て
う
せ
ん
の
か

く
お
か
ぺ
こ
し
な
か
ら
き
き
た
い
と
の
ぞ
み
で
御
ざ
る
ほ
ど
に
、
か

く
つ
か
ま
つ
る
も
の
お
、
の
こ
ら
ず
つ
れ
さ
し
ら
る
や
う
に
た
の
み

あ
げ
ま
る
せ
う
（
八
粥
ウ
ー
型
ウ
）
あ
の
め
づ
ら
し
い
は
や
し
お
も
、

は
は
ぢ
や
も
の
き
か
れ
て
こ
と
ご
と
し
ゆ
め
づ
ら
し
が
つ
て
よ
ろ
こ

ぶ
と
申
ほ
ど
に
：
．
．
：
あ
り
が
た
う
こ
そ
こ
こ
ろ
ゑ
ま
る
す
る
（
八
”
）

は
、
そ
の
例
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
省
略
に
は
、
量
的
な

統
合
と
質
的
な
省
略
と
、
二
面
が
あ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

か
っ
て
、
亀
井
孝
氏
は
、
原
刊
本
の
「
り
も
ん
ぢ
」
（
九
５
ゥ
）
の
前
後

●

馬
や

’



『

》

の
く
だ
り
が
省
か
れ
た
こ
と
に
関
し
て
、
示
唆
に
富
ん
だ
発
言
を
さ
れ
た

④

こ
と
が
あ
る
。
単
に
「
悟
気
」
を
意
味
す
る
言
葉
が
中
に
あ
る
と
い
う
よ

り
も
、
も
っ
と
広
い
も
の
、
即
ち
、
会
話
の
場
で
の
「
折
り
目
正
し
さ
」

を
意
図
し
た
が
た
め
に
省
略
さ
れ
た
と
、
私
は
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
か

の
公
的
な
節
目
は
、
形
式
的
な
設
定
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
前
の
意
識
こ

そ
問
題
に
す
べ
き
か
と
思
う
。
護
の
場
に
関
し
て
は
、
改
訂
の
推
進
者
崔

鶴
齢
の
弟
、
崔
騏
齢
の
手
に
な
る
「
隣
語
大
方
」
が
、
後
年
刊
行
さ
れ
た

こ
と
も
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。

か
く
考
え
来
る
と
、
ど
の
種
の
省
略
個
所
は
、
や
は
り
大
き
い
比
重
で
、

改
訂
の
根
本
態
度
と
係
り
を
持
つ
の
で
あ
る
。
私
は
「
如
在
」
な
ど
を
取

り
上
げ
、
そ
の
言
葉
が
改
修
本
で
姿
を
没
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
俗
語
性

に
そ
の
理
由
が
求
め
ら
れ
は
し
な
い
か
と
疑
っ
た
が
、
よ
り
高
い
次
元
で

処
理
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
一
語
一
語
の
、
置
換
の
問
題
で

は
な
く
ｌ
そ
の
よ
う
な
言
葉
も
あ
る
か
ｌ
、
そ
れ
を
用
い
る
に
至
る

場
に
焦
点
を
合
わ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
朝
鮮
に
お

け
る
一
語
学
害
の
問
題
に
限
定
さ
れ
ず
に
、
当
時
の
言
語
生
活
で
の
「
規

矩
性
」
と
で
も
言
い
得
る
意
識
に
連
な
っ
て
行
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

即
ち
、
先
に
述
ぺ
た
質
的
省
略
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
、
場
以
前
の
表
現
内

容
の
品
格
、
更
に
は
表
現
態
度
の
そ
れ
を
含
み
は
し
な
い
か
と
思
う
。

こ
れ
わ
こ
ち
が
わ
た
く
し
に
申
こ
と
ば
ち
や
が
（
一
証
ウ
）

じ
き
に
み
て
申
こ
と
が
お
お
け
れ
ど
も
、
こ
の
あ
い
だ
い
ち
ゑ
ん
こ

ち
ゑ
わ
御
ざ
ら
ん
ほ
ど
に
、
き
や
う
さ
ん
に
き
よ
く
も
な
し
、
は
ら

が
た
ち
ま
る
す
る
（
二
通
）

朝
鮮
資
料
覚
書

抄

1

を
改
修
本
で
省
略
し
た
こ
と
は
、
発
言
者
の
態
度
に
係
わ
る
も
の
と
見
た

い
の
で
あ
る
。
省
略
個
所
は
、
一
語
一
語
に
関
連
し
た
個
為
の
問
題
以
上

に
、
奥
深
い
も
の
を
持
っ
て
い
そ
う
で
あ
る
。

一
方
、
文
体
の
整
備
に
伴
な
う
部
分
的
な
省
略
は
、

わ
れ
わ
れ
く
に
は
↓
わ
れ
わ
れ
の
く
に
わ

御
め
に
か
か
ら
ん
お
↓
御
め
に
か
か
ら
ぬ
こ
と
お

の
、
い
わ
ば
「
片
言
直
し
」
に
比
す
雫
へ
き
類
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
そ
れ
ら
自
体
日
本
語
に
相
違
は
な
い
け
れ
ど
も
、
日
本
語
と
し
て
の

未
熟
さ
の
訂
正
に
伴
な
う
省
略
な
の
で
あ
っ
た
。
い
さ
さ
か
長
文
で
あ
る

が
、
原
刊
本
・
改
修
本
を
対
比
し
て
見
た
い
・

こ
こ
ろ
ゑ
ま
る
し
た
そ
う
し
ま
る
せ
う
。
た
だ
し
し
や
う
ぐ
わ
ん
じ

そ
う
し
て
や
ま
い
け
な
ひ
と
で
御
ざ
た
に
、
な
と
や
ら
く
る
と
い
な

わ
ん
じ
御
き
あ
い
に
御
ざ
る
と
も
、
さ
れ
い
わ
そ

ど
に
、
い
で
さ
し
ら
れ
て
け
に
も
た
ゑ
ら
れ
ず
ば
、

な
さ
る
と
も
、
わ
れ
ら
め
小
わ
く
お
ぼ
う
じ
さ
し
鐸

る
ほ
ど
に
、
い
で
ま
る
す
る
ま
い
か
と
お
も
い
ま
る
す
る
ほ
ど
に
、

わ
れ
ら
ば
か
り
い
で
ま
る
せ
う
。

な
い
や
椿
フ
に
申
て
あ
す
さ
だ
め
に
、

そ
う
な
ら
ば
な
ぜ
に
ぜ
ひ
と
も
あ
す
さ
し
ら
る
や
う
に
お
し
ら
り
た

か
。
し
や
う
ぐ
わ
ん
じ
の
き
あ
い
も
ぞ
ん
ぜ
ず
、

の
き
あ
い
と
お
し
ら
る
ほ
ど
に
、
し
や
う
ぐ
わ
，

わ
れ
ら
む
て
う
は
う
わ
申
わ
け
ら
れ
ん
ほ
ど
に
、

や
、
ま
た
き
あ
い
け
で
、

い
に
御
ざ
る
と
も
、
さ
れ
い
わ
そ
っ
と
の
ま
ぢ
や
ほ

し
ら
れ
て
け
に
も
た
ゑ
ら
れ
ず
ば
、
さ
き
に
御
た
ち

わ
れ
ら
め
い
わ
く
お
ほ
う
じ
さ
し
ら
れ
か
な
。

五

分

く
い
も
の
も
ゑ
／
、
わ
ず
ふ
せ
て
い
ま
る
す

、
い
ま
に
な
て
し
や
う
ぐ
わ
ん
じ

し
や
う
ぐ
わ
ん
じ
い
で
ら
れ
ず
ば
、

れ
ん
ほ
ど
に
、
た
と
ゑ
し
や
う
ぐ

そ
さ
ゑ
さ
し
あ
い 止



I

こ
れ
わ
こ
ち
が
わ
た
く
し
に
申
こ
と
ば
ち
や
が
、

お
し
ら
る
と
こ
ろ
そ
う
な
れ
ど
も
、

そ
う
な
れ
ど
も
そ
こ
で
き
も
い
て
、
こ
の
や
う
な
た
う
り
お
と
ね
ぎ

ゑ
申
て
、
あ
す
ぜ
ひ
と
も
さ
し
ら
る
や
う
に
さ
し
ら
れ
。
（
原
刊
本

一
”
オ
ー
鉈
ウ
）

客
こ
こ
ろ
ゑ
ま
し
た
そ
う
し
ま
せ
う
け
れ
と
も
、
し
ゃ
う
ぐ
わ
ん

わ
も
と
び
や
う
し
ん
な
ひ
と
て
御
ざ
り
ま
す
る
に
、
な
に
と
い
た
さ

れ
た
や
ら
ち
や
く
み
ぎ
り
よ
り
、
ま
た
い
た
み
ま
し
て
、
し
ゆ
つ
き

ん
い
た
し
ゑ
ら
れ
ま
す
る
ま
い
か
と
ぞ
ん
じ
ま
す
る
ほ
ど
に
、
わ
た

く
し
ば
か
り
ま
か
り
で
ま
せ
う
。

主
さ
や
う
御
ざ
ら
ば
な
ぜ
に
は
や
う
す
る
ゃ
う
に
お
お
せ
ら
れ
ま

し
た
か
。
し
や
う
ぐ
わ
ん
じ
が
御
い
で
な
さ
れ
ね
ば
、
わ
れ
わ
れ
の

ぶ
て
う
は
う
わ
申
わ
け
が
御
ざ
ら
画
に
よ
り
、
御
い
で
な
さ
れ
ま
し

て
ま
こ
と
に
こ
た
ゑ
か
た
う
御
ざ
ら
ば
、
さ
き
に
御
た
ち
な
さ
れ
て

も
、
わ
れ
わ
れ
の
な
ん
ぎ
に
な
ら
ぬ
や
う
に
さ
っ
し
や
れ
い
。

’
ど
や
ま
い
と
わ
お
ぽ
し
め
す
ま
い
ほ
ど
に
、
こ
な
た
の
む
て
う
は
う

に
わ
御
ざ
り
そ
む
な
う
こ
そ
御
ざ
り
。

り
わ
づ
ら
い
つ
い
た
ほ
ど
に
、
こ
な
た
ゑ
か
さ
ね
て
申
ま
も
な
さ
に
、

そ
う
で
わ
御
ざ
る
が
、
こ
り
が
か
ど
や
ま
い
で
わ
な
し
、
し
や
う
ぐ

が
ゑ
て
御
ら
ん
じ
ら
れ
、
き
や
く
し
ん
か
き
て
こ
そ
、
て
い
し
ゆ
が

み
ま
る
す
る
ま
い
か
。

で
た
い
と
こ
そ
ぞ
ん
じ
ら
れ
ど
も
、

わ
ん
き
し
よ
ノ
、
が
、

か
ん
に
ん
な
る
べ
き
ほ
ど
な
ら
ば
、

｜’
し
や
う
ぐ
わ
ん
じ
さ
く
ば
ん
よ

べ
き
ほ
ど
な
ら
ば
、
ま
か
り
い

と
ね
ぎ
き
か
し
ら
り
て
も
、
か

｜’
吐

こ
な
た
し
ゆ
も
か

｛
〈

客
こ
れ
が
さ
く
び
や
う
て
わ
御
ざ
ら
ぬ
に
よ
り
、
と
う
ら
い
さ
ま

御
き
き
な
さ
れ
て
も
、
そ
こ
も
と
の
あ
や
ま
り
に
わ
な
り
ま
す
る
ま

い
か
と
ぞ
ん
じ
ま
す
る
ほ
ど
に
、
み
や
う
に
ち
か
な
ら
ず
な
り
ま
す

ゞ
る
や
」
フ
に
な
さ
れ
ま
せ
い
。
（
改
修
本
二
２
ウ
ー
５
ゥ
）

傍
線
部
分
が
、
実
は
、
改
修
本
と
対
照
し
得
な
い
個
所
な
の
で
あ
る
。

右
の
引
用
で
、
先
に
触
れ
た
と
こ
ろ
の
、
単
な
る
「
片
言
直
し
」
以
上
の

改
訂
・
脅
略
部
分
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
原
刊
本
・
改
修
本
の
性
格
が
各

々
ほ
ぼ
描
き
出
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
近
代
敬
語
法
の
象

徴
と
で
も
言
う
べ
き
「
ご
ざ
り
ま
す
る
」
は
見
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ

れ
を
措
く
と
、
話
し
言
葉
を
文
字
に
置
き
換
え
る
場
合
の
両
極
端
を
示
す

と
言
え
は
し
な
い
か
。
改
修
本
は
、
そ
の
一
方
の
書
き
言
葉
的
な
話
し
言

葉
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
態
度
は
、

み
き
に
申
た
お
く
れ
ふ
れ
お
、
御
ね
ん
お
い
れ
て
き
も
い
ら
し
ら
れ

（
一
証
オ
）

ま
た
お
し
ら
れ
ん
て
も
ち
よ
さ
い
御
ざ
る
ま
い
（
一
別
ゥ
）

の
省
略
に
見
る
が
如
き
、
話
線
の
上
で
の
繰
り
返
し
を
も
、
ま
た
、
相
手

の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
た
停
滞
を
も
、
も
と
よ
り
認
め
な
い
方
向

に
基
本
的
に
通
ず
る
で
あ
ろ
う
。

こ
と
に
、
み
ぎ
に
申
や
う
に
、
い
ま
ほ
ど
く
に
ぐ
に
よ
り
、
さ
た
の

か
ぎ
り
も
な
い
と
き
（
四
卯
オ
）

お
し
ら
る
や
う
に
、
て
ん
き
も
あ
ら
さ
い
ん
て
こ
れ
ま
で
ま
い
た
ほ

ど
に
、
い
ま
こ
そ
あ
ん
ど
う
ご
ざ
る
（
五
四
オ
）

そ
う
お
し
ら
れ
そ
う
な
こ
と
お
ぞ
ん
じ
て
、
し
ん
す
ゑ
申
さ
ん
さ
き

↑
ず

｜



「

う
み
よ
り
あ
ん
な
い
申
ま
す
る
わ
、
お
き
に
ふ
れ
が
み
ゆ
る
と
申
ま

す
る
に
よ
り
（
一
岨
オ
）

を
追
加
し
た
の
は
、
原
刊
本
の
書
簡
文
の

た
だ
い
ま
、
と
う
め
の
あ
ん
な
い
に
、
に
ぼ
ん
ふ
れ
に
そ
う
、
ま
い

り
申
候
よ
し
（
十
咽
オ
）

の
干
渉
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
一
堂
の
語
句
の
追
加
に
は
窓
意
的
な
も
の
が

あ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
巻
七
の
後
半
即
ち
第
十
五
張
（
改
修
本
）

以
下
は
、
部
分
的
に
対
照
し
得
る
個
所
も
あ
る
が
、
殆
ん
ど
改
修
本
に
し

朝
鮮
資
料
覚
書

に
い
ろ
い
ろ
に
し
ん
し
や
く
申
た
れ
ど
も
（
六
Ⅳ
オ
）
か
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
「
客
入
江
戸
見
関
白
」
と
い
う
主
題
に
即
し

み
ぎ
の
御
こ
と
わ
り
お
き
く
か
ら
こ
う
申
こ
と
お
、
さ
だ
め
て
き
‘
も
た
増
補
で
あ
り
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
、
原
刊
本
に
つ
い
て
の
省
略
に
は

つ
か
ん
や
う
に
お
ぽ
し
め
そ
う
す
れ
ど
も
：
：
・
か
や
う
に
こ
そ
申
ま
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
序
の
「
逐
段
蘆
改
」
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
。
語
句

す
る
（
八
６
ゥ
１
７
ゥ
）
を
追
っ
た
末
で
の
改
訂
と
い
う
よ
り
も
、
逆
の
、
節
目
を
設
け
た
上
で
の

な
ど
、
一
為
は
挙
げ
な
い
。
要
す
る
に
、
「
省
略
」
も
、
改
訂
の
根
本
に
そ
れ
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
こ
こ
に
改
荊
態
度
と
手
順
と
の
明
確
な
区
分

連
な
る
類
の
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
量
的
な
配
慮
は
む
し
ろ
少
い
と
見
て
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
日
本
人
の
関
与
は
今
更

置
き
た
い
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
け
れ
ど
も
、
省
略
部
分
に
対
す
る
意
識
、
そ
し
て
、
そ

勿
論
時
流
に
則
し
た
省
略
・
改
訂
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
大
坂
城
改
築
の
れ
と
対
に
な
る
増
補
部
分
に
特
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

く
だ
り
が
、
省
略
さ
れ
て
、
代
り
に
、
つ
ま
り
、
改
修
本
で
「
新
出
」
し
た
個
所
、

こ
こ
も
と
ゑ
し
ご
に
ち
と
う
り
う
っ
か
ま
つ
り
、
き
う
そ
く
っ
か
ま
こ
の
た
び
わ
は
る
ば
る
御
と
か
い
な
さ
れ
ま
し
て
、
し
よ
じ
と
と
こ

つ
る
や
う
に
と
の
御
こ
と
か
し
こ
ま
り
ま
し
て
御
ざ
り
ま
す
る
（
八
お
り
な
う
御
す
め
な
さ
れ
て
、
御
き
こ
ぐ
に
お
よ
び
ま
す
る
に
よ
り
、

岨
オ
）
か
や
う
な
た
か
う
な
ぎ
わ
御
ざ
り
ま
せ
ぬ
（
八
妬
ゥ
）

が
置
か
れ
て
い
る
の
も
そ
れ
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
逆
に
増
補
に
で
の
言
葉
の
選
ば
れ
方
な
ど
検
討
の
余
地
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
例
え
ば
、

も
連
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
原
刊
本
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
す
む
」
（
二
段
活
用
）
・
「
す
ま
す
」
が

た
い
く
わ
ん
し
ゆ
は
う
ゑ
し
よ
か
ん
お
も
っ
て
申
わ
、
さ
き
ほ
と
と
同
義
語
の
関
係
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
改
修
本
で
は
全
て
前
者
に
統

？

一
さ
れ
て
い
る
が
如
き
は
、
単
に
語
性
に
よ
ら
な
い
は
ず
の
、
日
本
人
の

同
義
語
に
お
け
る
選
択
意
識
に
測
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

個
々
の
語
の
置
換
に
つ
い
て
は
、
か
っ
て
触
れ
た
点
も
あ
り
、
今
一
念

は
繰
り
返
さ
な
い
。
た
だ
、
左
に
、
省
略
個
所
が
な
く
、
一
鳧
の
語
が
そ

れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
例
を
掲
げ
る
に
と
ど
め
る
。
そ
こ
で
各
語
を
対
照

せ
し
め
れ
ば
大
凡
の
見
当
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。

七

ｃ
』
ゥ

三
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く
う
き
の
こ
と
な
れ
ば
、
こ
う
ぎ
の
こ
と
な
れ
ば
軽

か
な
わ
ず
せ
わ
や
む
こ
と
お
ゑ
ず
せ
わ

し
申
た
に
、
し
う
申
ま
し
た
れ
ば
、

御
か
つ
て
ん
に
ぞ
ん
じ
ら
御
か
つ
て
ん
さ
っ
し
や

れ
て
よ
う
す
れ
て
よ
る
し
う
あ
い
す

み
ま
る
し
た
ほ
ど
に
、
み
ま
し
て
、
ち
ん
ち
や

め
で
た
う
こ
そ
御
ざ
れ
う
に
ぞ
ん
じ
ま
す
る

（
原
刊
本
四
４
オ
）
（
改
修
本
四
６
オ
）

さ
て
、
言
葉
の
入
れ
替
え
に
つ
い
て
、
先
に
触
れ
た
「
俗
語
」
に
関
連

し
た
「
い
か
う
」
を
手
が
か
り
に
少
し
く
述
べ
て
み
た
い
。
こ
の
語
は
、

中
世
末
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
、
そ
の
口
語
と
し
て
の
地
位
を
占
め

グ
町
司

る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
細
浬
言
集
覧
』
で
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

い
か
う
俗
語
也
甚
の
意
に
い
へ
り
茂
字
よ
り
転
し
た
る
詞
成
へ
し

い
か

又
厳
く
の
音
便
ヒ
ド
ウ
、
キ
ッ
ウ
又
イ
カ
ウ
沢
山
に
あ
る
イ
カ
ウ
ギ

ヤ
ウ
サ
ン
な
ど
の
い
か
う
な
り

も
と
よ
り
「
俗
語
」
な
ど
は
っ
き
り
し
た
定
義
な
ど
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
。

同
書
に
見
え
る
「
俗
語
」
を
二
三
示
す
と
、
「
あ
げ
く
」
（
結
句
と
同
意
に

て
あ
げ
く
の
ば
て
な
ど
い
へ
り
）
「
あ
た
ぶ
が
わ
る
い
」
｜
‐
あ
は
よ
く
ぱ
」
「
開

合
」
（
詞
の
開
合
が
ヨ
ィ
ワ
ロ
ィ
と
い
ふ
）
な
ど
漠
然
た
る
方
向
し
か
指
さ
な

い
。
つ
ま
ｈ
ノ
、

目
岸
５
。
○
日
目
○
口
．
○
Ｈ
ご
口
演
ｐ
Ｈ
呂
巳
の
ｇ
〕
ｍ
ｐ
ｏ
彦
煙
め
ぢ
い
む
○
戸
①
口

ず
冨
芹
声
○
○
○
口
目
冒
胃
○
己
も
①
Ｏ
器
）
胃
①
｝
ロ
○
寸
庁
ロ
○
］
①
箆
口
目
①
〔
一
》
①
胃
①
ｍ
Ｐ
ｐ
庁
○
吋

Ｈ
○
辱
旨
①
。
》
四
口
銅
ロ
四
函
①
○
鵠
、
○
岸
胃
○
冒
凹
罰
の
．

八

と
い
う
］
．
。
国
名
目
目
の
「
和
英
語
林
集
成
』
（
一
八
六
七
年
）
の
極

め
て
常
識
的
な
説
明
程
度
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
「
い
か
う
」
は
「
日
葡
辞

書
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
（
た
だ
し
月
日
は
あ
る
が
、
そ
の

副
詞
形
は
見
え
な
い
）
、
耶
蘇
会
板
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

或
る
烏
と
つ
と
肥
え
た
鳩
を
見
て
い
か
う
羨
し
う
思
う
て
（
『
伊
曾
保

物
語
』
）

篠
原
で
の
合
戦
に
は
双
方
い
か
う
死
ん
だ
な
う
。
お
典
な
か
な
か
、

源
平
と
も
に
い
か
う
討
た
れ
た
と
聞
え
ま
ら
し
た
。
（
『
平
家
物
語
』

巻
三
ノ
第
四
）

龍
の
水
を
得
る
が
如
し
。
心
。
い
か
う
達
者
ぢ
や
。
（
『
金
句
集
』
一

六
一
則
）

⑤

な
ど
見
え
、
虎
清
本
狂
言
（
「
文
に
な
ひ
」
）
で
も
拾
え
る
。
「
捷
解
新
語
』

で
は
、
原
刊
本
を
中
心
に
見
る
と
、

Ａ
改
修
本
で
、
原
刊
本
の
当
該
個
所
の
省
略
に
伴
い
、
姿
を
消
し

た
も
の
…
…
三
例

Ｂ
改
修
本
に
そ
の
ま
ま
移
行
さ
れ
た
も
の
：
．
…
七
例

Ｃ
改
修
本
で
別
の
言
葉
に
替
え
ら
れ
た
も
の
：
：
：
一
例
（
「
ず
い
ぶ

ん
」
に
）

で
あ
り
、
逆
に
、
改
修
本
「
い
か
う
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
と
、

鯉
原
刊
本
に
対
応
す
。
へ
き
語
な
く
、
現
わ
れ
た
も
の
・
…
：
一
例

（
七
３
オ
）

曰
原
刊
本
の
ま
ま
受
け
つ
ぐ
も
の
：
：
：
七
例

○
原
刊
本
の
他
の
語
か
ら
替
わ
っ
た
も
の
：
．
：
・
四
例
（
「
い
か
に
も
」

「

､



１
１ 「

い
ち
だ
ん
」
「
ぎ
や
う
さ
ん
」
（
「
こ
と
の
ほ
か
」
か
ら
）

と
分
け
ら
れ
る
。
Ｃ
○
の
五
語
で
、
他
の
動
き
を
示
す
と
（
書
簡
文
は
除
く
。

ま
た
、
“
改
修
木
で
前
後
の
く
だ
り
の
省
略
に
伴
な
っ
て
姿
を
消
し
た
も
の
を
省
略
す

る
）
、

い
か
に
も
↓
は
な
は
だ

ぎ
や
う
さ
ん
↓
お
び
た
た
し
う
・
き
び
し
う

こ
と
の
ほ
か
↓
こ
と
の
ほ
か

ず
い
ぶ
ん
↓
ず
い
ぶ
ん
・
せ
い
だ
し
て

と
な
る
。
「
い
ち
だ
ん
」
は
、
結
果
と
し
て
、
書
簡
文
に
し
か
残
存
し
な

い
の
で
あ
る
。

一
方
、
そ
れ
ら
に
対
訳
せ
ら
れ
た
朝
鮮
語
は
、
「
い
か
う
」
「
い
か
に

も
」
「
い
ち
だ
ん
」
「
ぎ
や
う
さ
ん
」
「
き
び
し
う
」
「
ず
い
ぶ
ん
」
「
は

な
は
だ
」
に
は
胃
‐
ｏ
ｇ
が
、
ま
た
「
お
び
た
た
し
う
」
「
こ
と
の
ほ
か
」

に
訂
‐
時
日
‐
嵐
（
又
は
５
‐
吋
日
軍
己
が
あ
る
（
「
せ
い
だ
し
て
」
に
は
冨
日
‐
ｍ
８

⑥
，

が
当
て
ら
れ
て
い
る
）
。
故
に
、
日
本
語
の
入
れ
替
え
で
朝
鮮
語
に
も
変
更

を
見
た
の
は
、
「
こ
と
の
ほ
か
」
を
「
い
か
う
」
に
、
「
ぎ
や
う
さ
ん
」

を
「
お
び
た
た
し
う
」
に
替
え
た
場
合
に
止
ま
る
。

更
に
、
胃
‐
。
ｇ
に
当
た
る
日
本
語
は
、
「
ぢ
や
う
に
」
（
原
刊
本
三
”

ウ
）
「
ひ
と
し
ゆ
」
（
原
刊
本
六
５
ウ
）
「
ひ
と
し
お
」
（
改
修
木
六
６
ゥ
）
を

挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
５
‐
尉
昌
‐
嵩
に
「
お
お
く
ら
ま
し
う
」
（
改

修
本
－
８
ォ
）
を
比
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
内
、
差
し
替
え
の
あ
っ
た

も
の
は
、ぢ

や
う
に
↓
た
ん
と
・
よ
け
い
に

朝
鮮
資
料
覚
書

た
い
せ
つ
か
ま
し
い
↓
お
お
く
ら
ま
し
う

で
あ
り
、
朝
鮮
語
も
替
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
た
ん
と
」
「
よ
け
い

に
」
の
朝
鮮
語
日
四
国
‐
宮
に
関
連
し
て
、
「
お
お
う
」
（
多
）
が
問
題
に

な
る
。
か
く
て
、
「
い
か
う
」
を
廻
っ
て
少
く
と
も
右
に
取
り
上
げ
た
語

⑦

の
位
置
づ
け
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
こ
こ
に

同
義
語
乃
至
は
類
義
語
間
に
お
け
る
張
り
合
い
関
係
を
、
一
『
捷
解
新
語
』

に
限
定
さ
れ
ず
に
、
同
時
代
の
他
の
国
内
文
献
に
存
す
る
そ
れ
ら
と
の
対

照
的
な
考
察
を
経
て
、
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
作
業

の
前
段
階
と
し
て
、
「
捷
解
新
語
』
の
持
つ
意
味
乃
至
は
背
景
か
ら
因
っ

て
来
た
る
と
こ
ろ
の
性
質
と
、
そ
こ
に
存
す
る
言
葉
と
の
有
機
的
な
関
係

を
瞥
見
し
て
置
き
た
い
の
で
あ
る
。

同
義
語
と
か
類
義
語
と
か
言
い
は
し
た
が
、
も
と
よ
り
『
一
ン
テ
ク
ス
ト

に
絡
む
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
先
の
「
き
び
し
う
」
を
こ
こ
に
挙
げ
れ
ば

十
分
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
一
般
的
に
交
替
の
激
し
い
、
つ
ま
り
意
味
の

逓
減
の
あ
る
副
詞
で
あ
る
だ
け
に
、
張
り
合
い
関
係
の
手
が
か
り
に
す
べ

き
改
訂
の
理
由
づ
け
は
、
か
の
態
度
と
直
線
的
に
は
結
び
つ
か
な
い
面
も

あ
る
は
ず
で
あ
る
。
「
い
か
う
」
に
置
き
替
え
ら
れ
た
言
葉
の
内
、
「
い

ち
だ
ん
」
「
こ
と
の
ほ
か
」
な
ど
は
巻
十
の
書
面
文
に
も
出
て
い
る
が
、

「
折
り
目
正
し
さ
」
と
い
う
点
な
ら
、
改
め
ら
れ
る
理
由
は
な
い
こ
と
に

⑧

な
る
。
他
に
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
の
調
和
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
も
、
素
性
の
正
し
い
語
は
よ
い
語
、
品
の
あ
る
語
と
考
え
ら
れ
、

⑨

文
章
語
系
統
の
語
、
漢
語
、
古
風
な
語
は
品
の
あ
る
語
に
な
り
得
る
に
し

て
も
、
問
題
は
雅
俗
の
規
範
意
識
と
現
実
的
な
具
体
性
と
の
兼
ね
合
い
で

九

円



｜

「
物
類
称
呼
」
（
岩
波
文
庫
本
に
よ
る
）
に
、

○
多
い
と
云
事
を
○
た
ん
と
○
ぜ
う
○
だ
い
ぶ
ん
○
た
く
さ
ん
な
ど

い
ふ
時
は
関
西
関
東
共
に
通
称
な
り
（
巻
之
五
）

と
あ
る
が
、
こ
の
内
「
ぜ
う
」
（
原
刊
本
で
「
ぢ
ゃ
う
に
」
）
は
「
ぎ
や
う
さ

ん
」
と
共
に
、
『
片
言
」
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。

げ
う
ノ
、
し
き

ぎ
や
う
，
人
、
し
き
と
は
○
業
灸
敷
と
か
く
な
れ
ば
○
ぎ
や
う
さ
ん

げ
う
さ
ん

と
は
業
山
と
は
書
侍
る
べ
き
嗽

じ
ゃ
う

じ
や
う
に
と
い
へ
る
は
○
物
の
お
ほ
き
か
た
地
嗽
。
上
文
字
成
べ
し

ち
ゃ
う
で
う

で
う

と
い
ふ
人
も
侍
り
。
但
重
畳
の
心
に
て
。
畳
の
文
字
に
や

実
用
書
の
範
囲
内
で
、
常
に
斬
新
な
表
現
を
要
求
す
る
程
度
副
詞
に
お
い

て
、
現
実
の
問
題
と
し
て
、
品
格
語
に
固
執
し
得
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の

場
合
、
改
訂
の
過
程
で
、
語
形
と
し
て
如
何
し
き
も
の
を
入
れ
替
え
た
こ

と
も
考
え
ら
れ
は
し
な
い
か
と
思
う
。
規
範
に
つ
い
て
の
記
述
を
容
認
し

た
と
し
て
も
、
個
々
の
作
品
を
検
算
し
、
全
体
を
推
し
量
る
こ
と
は
容
易

で
は
あ
る
ま
い
・
・
か
く
て
、
原
刊
本
・
改
修
本
を
並
ゞ
へ
る
時
、
た
と
い
日

常
の
身
近
な
言
葉
で
も
、
そ
の
選
択
態
度
を
探
り
出
せ
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
「
俗
」
の
中
に
お
け
る
枠
づ
け
に
な
り
、
必
ず
し
も
改
修
本
の

根
本
態
度
と
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
規
範
性
と
具
体
性
と
の
、

更
に
は
理
想
主
義
と
現
実
主
義
と
の
調
和
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
副

あ
ろ
う
。
ま
し
て
や
こ
の
種
の
語
学
書
に
お
い
て
は
。
即
ち
、
そ
れ
が
雅

語
で
あ
り
、
従
っ
て
品
絡
に
富
も
う
と
も
、
現
実
の
口
語
で
な
い
な
ら
ば
、

か
か
る
実
用
書
で
は
無
意
味
に
等
し
い
こ
と
に
な
る
。
「
折
り
目
正
し
さ
」

を
大
き
な
枠
と
し
て
、
そ
の
中
で
の
動
き
が
問
題
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

亀

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
改
修
本
に
あ
る
こ
と
も
、
単
な
る
雅
俗
の
意
識
と
は

別
に
、
つ
ま
り
、
全
体
の
方
向
を
認
め
た
上
で
、
当
該
文
体
に
適
し
た
も

の
と
少
く
と
も
考
え
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
「
た
ん
と
」
は
全
て
「
客
」

の
発
言
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
主
・
客
、
そ
の
い
ず
れ
か
判
断
に
苦
し
む

場
合
も
少
く
な
い
け
れ
ど
も
、
「
客
」
は
日
本
人
と
理
解
し
て
よ
い
よ
う

で
あ
る
。
即
ち
、
当
時
の
極
め
て
有
り
触
れ
た
言
葉
を
、
そ
の
話
し
手
に

⑪

使
用
せ
し
め
た
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
か
。
同
様
に
、
地
域
性
を
帯
び
た

「
お
お
く
ら
ま
し
う
」
も
、
そ
の
使
用
者
が
「
客
」
で
あ
り
、
機
能
と
し

て
は
副
詞
的
修
飾
語
で
あ
る
こ
と
に
解
釈
を
求
め
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
・

漢
鮮
日
辞
書
『
倭
語
類
解
』
の
刊
行
以
前
と
し
て
は
、
改
修
本
で
あ
る

程
度
の
日
本
語
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、

最
少
限
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
も
必
要
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
際
、
素
性
な
ど
に

固
執
す
べ
く
も
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
語
形
、
表
記
相
が
一
つ
の
規
準

に
な
る
可
能
性
を
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

述
べ
て
こ
こ
に
至
れ
ば
、
「
い
か
う
」
が
、
た
と
い
「
俗
語
」
と
言
わ

れ
る
当
代
語
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
な
ら
ば
そ
れ
だ
け
、
本
書
で
は

十
分
に
そ
の
位
置
を
得
た
の
も
理
解
出
来
る
。
つ
ま
り
語
形
に
関
し
て
は

正
し
く
、
素
性
に
つ
い
て
も
「
厳
し
」
の
連
用
形
と
理
解
さ
れ
て
（
そ
れ

⑫

が
、
真
に
正
鵠
を
得
た
も
の
か
は
今
後
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
が
）
、
し
か
も
程

一
○

詞
（
乃
至
は
副
詞
的
修
飾
語
）
の
グ
ル
ー
プ
に
、
特
に
二
元
性
を
認
め
る
こ

と
が
出
来
そ
う
で
あ
る
。

「
た
ん
と
」
・
の
、
規
範
意
識
の
一
つ
の
拠
り
所
と
な
る
素
性
や
語
源
が

⑩

何
で
あ
れ
、
そ
の
擬
音
を
含
む
形
は
、
新
鮮
な
表
現
効
果
を
齋
し
た
こ
と

印
可

~



度
副
詞
で
あ
る
こ
と
も
理
由
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

「
俗
語
」
そ
の
も
の
の
定
義
が
な
さ
れ
る
状
態
で
な
く
、
「
俗
語
」
観
、

「
俗
語
」
の
研
究
は
未
開
拓
の
分
野
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
作

業
は
容
易
で
は
な
か
ろ
う
が
、
ま
ず
現
わ
れ
る
可
能
性
の
強
い
副
詞
を
手

が
か
り
に
し
て
、
全
体
に
及
ぼ
せ
は
し
な
い
か
と
予
想
し
て
い
る
。
そ
の

際
の
、
国
内
文
献
で
の
検
討
の
前
駆
と
し
て
、
朝
鮮
資
料
は
十
分
役
立
つ

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

註①
こ
の
六
種
は
、
そ
れ
ぞ
れ
解
説
を
付
し
て
、
複
製
刊
行
さ
れ
た
。
即
ち
、

『
伊
路
波
』
は
、
昭
和
三
十
四
年
五
月
、
香
川
大
学
か
ら
開
学
十
周
年
記
念
出
版

と
し
て
、
他
は
、
昭
和
三
十
二
年
か
ら
三
十
八
年
に
か
け
て
、
京
都
大
学
文
学

部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

②
例
え
ば
、
浜
田
敦
「
捷
解
新
語
と
そ
の
改
修
本
ｌ
「
日
本
」
と
「
看
品
」
Ｉ
」

（
『
国
文
学
孜
』
第
三
十
号
）
。

③
キ
リ
シ
タ
ン
は
、
日
本
語
の
通
俗
平
易
な
会
話
書
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
今
日
、
そ
れ
ら
を
完
本
の
形
で
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
ロ

ド
リ
ゲ
ス
の
『
日
本
大
文
典
』
や
『
日
葡
辞
書
』
に
引
用
さ
れ
た
逸
文
に
よ
っ

て
、
そ
の
断
片
を
知
る
こ
と
が
出
来
魁
。
土
井
忠
生
博
士
が
『
吉
利
支
丹
文
献

考
』
（
「
養
方
パ
ウ
ロ
の
「
物
語
上
）
に
引
か
れ
る
の
を
一
見
し
て
も
、
似
通
っ

た
文
例
を
見
出
す
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。

④
『
国
語
学
』
（
第
三
一
輯
一
四
○
頁
）
。

⑤
「
い
か
う
」
は
、
「
い
か
い
こ
と
」
の
ご
と
き
派
生
形
を
生
み
出
し
た
が
、

『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
に
も
見
え
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
用
い
ら
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
国
①
冒
巨
叶
口
の
『
和
英
語
林
集
成
』
の
、
初
版
本
（
一
八
六
七
年
）
に

朝
鮮
資
料
覚
書

|’

？

、

は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
第
二
版
（
一
八
七
二
年
）
本
に
は
、

閂
悶
○
》
へ
ご
ｑ
・
ロ
ミ
．
ぐ
①
瑞
顎
①
ｘ
ｏ
の
①
日
口
飼
ご
』
（
四
、
ざ
昌
苫
ｓ
ミ
巌
蒼
）
．

■

ｌ
邑
邑
ミ
ミ
〕
ぐ
９
国
ず
脚
Ｐ
ｌ
旨
き
譽
訂
．
ぐ
①
ご
ぬ
ｏ
ｏ
ｇ

ｍ
言
Ｐ
国
醇
雪
鈩
国
鈩
己
睡
．

と
あ
る
（
日
Ｏ
ａ
ｐ
ｇ
巴
瞭
日
は
、
「
ナ
マ
リ
」
、
「
カ
タ
コ
ト
」
と
、
「
英
和
」

で
註
し
て
い
る
）
。
ぐ
同
両
倒
や
国
凋
○
同
国
ご
胃
ｚ
⑦
毎
国
に
対
す
る
日
本
語

と
し
て
、
房
α
は
見
え
な
い
。
副
詞
を
処
理
す
る
場
合
、
個
人
差
、
世
代
差
が
、

考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
少
く
と
も
、
「
死
語
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
イ
カ
イ
」
は
初
版
・
第
二
版
本
と
も
、
偶
①
鼻
、
匡
騨

目
ロ
ｏ
面
を
配
す
る
。

⑥
『
倭
語
類
解
』
で
は
、
胃
‐
、
ｇ
に
当
た
る
も
の
は
、
「
最
」
に
対
す
る

「
イ
コ
ゥ
」
だ
け
で
あ
る
。
５
‘
Ｈ
日
‐
嵐
は
同
書
に
は
見
え
な
い
。

⑦
『
日
萄
辞
書
』
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

○
○
ｇ
口
○
さ
ｏ
Ｐ
の
胃
自
苫
ａ
ｓ
富
、
葛
詩
．

＊

吋
凹
口
四
甘
口
Ｐ
淫
亀
塁
．
。
、
。
嵩
ａ
、
弓
馬
苫
詩
．

蜀
詳
○
ｘ
津
ロ
９
担
蕊
量
．
』
亀
篭
弾
Ｐ
Ｃ
篭
も
画
、
戟
句
凌
冒
ご
寓
鴛
侭

の
巳
・
の
四
口
己
．
。
、
画
ご
ａ
Ｐ
ｃ
望
、
苫
。
画
監
凰
、
国
営
、
ミ
Ｐ

閂
○
四
口
ご
己
○
．
』
畠
雷
獣
Ｐ

岸
声
匙
四
口
．
崔
国
鼠
国
ｇ
ａ
制
』
惠
鼠
ご
》
・
麓
輌
冒
苫
ヨ
ミ
愚
ミ
角
駕
、
、
鳥

も
■

、
Ｓ
§
、
○
忌
忌
自
夢
ロ
ロ
画
一
訣
昌
験
○
譲
魯
守
昌
》
、
読

厨
日
．
聖
凰
篭
．
』
亀
宮
詳
。
Ｓ
苫
ｎ
ｓ
葛
戴
興
国
包
願

弓
四
貝
○
．
淫
包
景
ミ
ミ
ご
亀
琶
心
篭
ｓ
ミ
ミ
亀
烏
．

圃
巨
昏
匡
Ｐ
弾
ａ
試
国
§
『
）
８
ミ
ミ
ミ
ロ
§
・
命
慧
Ｒ
『
奇
ミ
⑮
ミ
§
詩

ｌ

副
詞
形
と
し
て
だ
け
見
え
、
語
釈
の
な
い
の
は
省
略
し
た
。
＊
は
補
遺
に
見

え
る
も
の
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
を
通
し
て
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ

、

堂



り
諺
改
修
本
で
の
置
き
替
え
に
は
、
意
味
の
逓
減
は
あ
る
に
せ
よ
諺
使
わ
れ
な

く
な
っ
て
い
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
説
明
し
が
た
い
は
ず
で
あ
る
。

⑧
や
は
り
『
片
言
』
（
巻
一
）
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
・

そ
の
奥
ち
は
久
し
う
御
め
に
か
よ
り
ま
い
ら
せ
ぬ
と
い
ふ
べ
き
を
。
其
以
後

は
御
意
を
得
ず
。
中
絶
い
た
し
。
疎
遠
の
至
り
無
音
千
万
本
意
を
背
き
所
存

の
外
に
て
侍
る
な
ど
ミ
い
ふ
挨
拶
は
。
悉
皆
文
章
を
聞
侍
る
や
う
に
て
。
い

と
冷
じ
ぅ
。
若
き
人
な
ど
に
は
と
り
わ
き
よ
ろ
し
か
ら
ず
。
乍
去
か
う
や
う

の
言
葉
は
そ
の
云
人
が
ら
に
よ
る
べ
し
。
世
に
物
し
り
と
い
は
る
艮
人
か
。

さ
ら
ず
は
出
家
か
く
す
し
な
ど
こ
そ
似
っ
か
は
し
か
る
く
け
れ
と
云
り
（
日

本
古
典
全
集
本
に
よ
る
）
。

⑨
山
崎
久
之
『
国
語
待
遇
表
現
体
系
の
研
究
』
（
八
○
六
頁
）
参
照
。

⑩
『
総
浬
言
集
覧
』
に
は
、

多
き
を
云
谷
と
な
る
．
へ
し
沢
山
と
云
が
如
し
と
云
り
又
足
ぬ
と
い
ふ
事
也
と

云
説
あ
り
〔
諺
草
〕
姜
維
斗
胆
を
引
て
合
俗
胆
斗
と
云
大
な
る
事
を
云
は
笈

可
な
ら
ん
難
、
愚
按
、
此
説
非
也
。

寺

『
和
英
語
林
集
成
』
に
は
、

号
肘
菖
○
門
口
勝
己
ｇ
ご
画
ご
唇
・
の
国
ぐ
＆
坤
○
昌
昏
の
の
巳
四
日
の
戸

と
あ
る
。
国
①
ｇ
ｐ
Ｈ
目
は
○
○
房
（
「
ゾ
ク
ゴ
」
）
と
註
す
る
。

⑪
大
浦
政
臣
「
対
馬
北
端
方
言
集
㈲
」
（
『
方
言
』
第
二
巻
第
二
号
）
に
「
仰
山

な
、
針
小
棒
大
な
」
と
し
て
「
オ
ホ
ク
ラ
マ
シ
イ
」
を
記
載
す
る
。
山
口
麻
太

郎
『
壱
岐
島
方
言
集
』
に
「
仰
山
ら
し
と
と
し
て
「
お
－
ク
ラ
マ
シ
カ
」
．
を

記
す
。
江
戸
時
代
に
も
や
は
り
方
言
と
し
て
限
定
さ
れ
て
い
た
の
か
は
断
定
し

が
た
い
け
れ
ど
も
。

⑫
例
え
ば
、
コ
向
」
と
の
関
係
な
ど
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ロ
ド
リ
ゲ

ス
で
は
八
頁
に
引
用
し
た
天
草
本
平
家
物
語
の
胃
＆
を
岸
８
と
誤
る
の
で

あ
る
が
。

〔
付
記
〕
『
捷
解
新
語
』
の
改
訂
は
、
更
に
『
捷
解
新
語
文
釈
』
（
一
七
九
六
年
）

が
あ
っ
た
。
平
仮
名
主
体
の
本
文
を
、
漢
字
仮
名
ま
じ
り
の
そ
れ
に
直
し
た

｜
わ
け
だ
が
、
こ
の
一
種
の
表
記
論
的
処
置
は
、
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
し
た
。

（
三
九
、
九
、
二
九
）

回

や

～

』


