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更
新

日
本
言
語
文
化
の
未
来
と
古
代
を
つ
な
ぐ

は
じ
め
に

広
く
世
界
の
国
々
を
見
渡
す
と
き
、
日
本
言
語
文
化
の
深
層
が
ど
の
よ
う
な
特
質
を
有
し
て
存
在
し
て
い
る
の
か
、
自
ず
と
浮

か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
日
本
・
中
国
の
諺

に
「
温
故
知
新
」
す
な
わ
ち
、
「
故
き
を
温
ね
て
新
し
き
を
知
る
」
と
云
い
ま
す
。
こ
の

こ
と
わ
ざ

文
化
を
見
極
め
て
い
く
慥
か
な
眼
力
を
養
う
時
間
で
あ
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
同
じ
く
諺
に
「
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
」と
も

い
い
ま
す
。
人
か
ら
聞
い
た
だ
け
で
は
本
統
に
見
極
め
た
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
。
本
統
の
見
極
め
は
、
ご
自
身
が
見
聞
・
体
験
す
る

こ
と
で
養
わ
れ
育
ま
れ
て
い
き
ま
す
。

私
は
、
日
本
言
語
文
化
を
言
語
学
史(

日
本
語
史)
を
も
っ
て
少
し
ず
つ
切
り
出
し
て
い
く
こ
と
で
、
あ
な
た
方
を
言
語
文
化
の

坩
堝
に
ご
案
内
で
き
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
一
年
間
お
つ
き
あ
い
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

る
つ
ぼ自

己
の
「核(

カ
ク
・さ
ね)

」を
知
る
こ
と
→
「核
心
に
せ
ま
る
」

外
側
の
「
圓
＝
円(

エ
ン
・
ま
ど
か)

」の
距
離
を
確
か
め
る

「
ま
ど
か
」
→
「
つ
ぶ
【
粒
】
」
→
「
つ
ぶ
ら
な
瞳
」
「
つ
む
じ
【
旋
毛
】
」
…
「m

・b

」
音
相
通
例
；
【
煙
】
「
け
ぶ
り
」
と
「
け
む
り
」
。

【
寒
】
「
さ
ぶ
い
」
と
「
さ
む
い
」
【
被
・冠
】
「
か
ぶ
る
」と
「
か
む
る
」
な
ど
。

「
○
」
…
「
円
」
は
「
縁(

エ
ン
・
え
に
し)

」
…
「
円
相
」「
柳
の
枝
」
「
は
な
む
け
【
餞
】
」
の
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

人
と
し
て
生
き
る
五
つ
の
柱

一

「格
内
」
と
「格
外
」
の
精
神
と
い
う
こ
と
ば
。

禅
の
精
神
に
「
格
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
仏
教
語
は
わ
た
し
た
ち
の
生
活
用
語
の
な
か
に
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
融

け
込
ん
で
い
ま
す
。
で
す
が
、
こ
の
「
格
」
に
つ
い
て
は
そ
う
で
も
な
い
。
き
っ
ち
り
し
て
い
る
感
が
あ
り
ま
す
。
普
通
一
般
の
わ
く
や

型
を
越
え
た
深
遠
な
趣
き
。
そ
の
す
ぐ
れ
た
旨
を
表
現
す
る
の
に
「
格
外
の
旨
」
と
し
て
と
言
わ
れ
ま
す
。
宴
曲
『
拾
菓
集
』
〔
一
三

〇
六
年
〕
卷
下
・
曹
源
宗
に
、
「
向
上
の
一
路
千
聖
も
伝
へ
ず
。
格
外
の
宗
は
又
、
遙
か
に
文
字
の
外
に
出
づ
」
と
あ
り
ま
す
。
で
は
、

む
ね

「
格
内
」
と
は
な
ん
ぞ
や
。
ひ
と
の
か
ら
だ
の
部
位
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
へ
そ
【
臍
】
」
に
相
当
し
ま
す
。
じ
ゃ
あ
、
「
へ
そ
」
と
は
な
ん
ぞ
や
、

わ
が
母
と
の
絆

の
あ
か
し
で
す
。

き
づ
な

二

「風
纃
」
と
い
う
こ
と
ば
。

「
か
ぜ
」
は
旅
人
、
「
つ
ち
」
は
土
地
の
人
を
意
味
し
ま
す
。
旅
人
は
ほ
ん
の
少
数
で
す
。
こ
れ
に
対
し
土
地
の
人
は
大
勢
居
ま
す
。

こ
の
か
ぜ
と
つ
ち
と
が
程
よ
く
混
じ
り
合
う
こ
と
で
新
た
な
も
の
が
芽
生
え
る
の
で
す
。
自
然
は
悠
大
か
つ
嶮
岨
で
厳
し
い
姿
を
一

瞬
に
し
て
私
た
ち
に
突
き
つ
け
て
き
ま
す
。
こ
の
豊
か
な
自
然
の
営
み
に
感
謝
し
、
あ
ら
ゆ
る
万
物
が
生
き
て
ゆ
く
上
で
、
「
風
纃
」

は
か
け
が
い
の
な
い
寳
物
な
の
で
す
。

三

「靈
氣
」
と
い
う
こ
と
ば
。

「
み
た
ま
」
の
ち
か
ら
は
、
「
け
」
と
な
っ
て
わ
が
身
を
と
り
な
し
て
く
れ
ま
す
。
「
け
」
と
「
氣
配
」
「
氣
調
」
と
古
代
か
ら
言
い
伝
え

ケ

ハ
ヒ

い
き
な
し

ら
れ
て
き
た
こ
と
ば
で
す
。
「
天
氣
」
と
い
え
ば
、
「
万
物
を
生
育
す
る
、
天
に
み
な
ぎ
っ
て
い
る
精
氣
」
の
意
を
表
し
て
い
ま
す
。
『
拾



玉
得
花
』
〔
一
四
二
八
年
〕
に
、
「
勧
進
、
大
庭
の
申
楽
は
、
天
・
地
・
人
の
三
才
の
氣
に
通
じ
、
庭
申
楽
・
内
能
な
ん
ど
は
、
人
氣
の

体
の
み
に
て
、
天
氣
は
用
な
る
こ
と
あ
る
べ
し
」
と
言
う
の
で
す
。
ま
さ
に
「
靈
氣
」
は
、
神
秘
的
な
気
配
で
あ
り
、
氣
調
な
の
で
し
ょ

う
。
「
み
た
ま
」
に
心
身
を
委
ね
、
す
べ
て
を
す
な
お
に
聞
く
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。

四

「
道
人
」
と
い
う
こ
と
ば
。

「
道
人
」
と
は
、
ひ
と
つ
の
道
を
極
め
る
こ
と
が
で
き
た
人
へ
の
称
号
で
も
あ
り
ま
す
。
「
藝
道
」
「
書
道
」
「
華
道
」
「
香
道
」
「
陶
道
」

ダ
ウ
ジ
ン

み
ち

「
柔
道
」
「
剣
道
」
「
空
手
道
」
な
ど
と
い
う
具
合
に
、
そ
の
「
み
ち
」
の
上
に
冠
り
さ
れ
た
事
象
を
時
を
費
や
し
て
身
に
つ
け
て
い
く

姿
勢
で
も
あ
り
ま
す
。
「
藝
動
」
は
、
ひ
と
の
生
き
る
手
本
で
も
あ
り
ま
す
。
喜
怒
哀
楽
を
一
瞬
に
し
て
表
現
し
、
具
現
化
し
て
人

に
見
せ
、
魅
了
し
ま
す
。
「
か
た
ち
」
あ
る
も
の
と
は
ピ
タ
ッ
と
決
ま
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
身
も
心
も
内
か
ら
突
き
上
げ
る

よ
う
に
し
て
満
ち
て
き
ま
す
。
こ
の
「
か
た
ち
」、
体
力
・
精
神
力
を
持
っ
て
し
て
も
永
く
保
持
す
る
こ
と
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
多
く
の

失
敗
を
重
ね
て
き
た
れ
ば
こ
そ
、
気
を
忽
せ
に
す
る
こ
と
な
く
真
っ
向
精
進
し
、
つ
ま
ず
い
た
ら
初
心
に
帰
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る

し
く
じ
り

か
否
か
で
し
ょ
う
。
い
き
な
り
パ
ッ
と
咲
く
花
な
ん
ぞ
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
。

五

「
生
命
の
水
」
…

和
語
「
み
づ
【
水
】
漢
語
「
ス
イ
」
。

英
語
で
「
ウ
オ
ー
タ
ー
」
。
イ
タ
リ
ア
語
で
「
ア
ク
ア
」
。
ユ
ダ
ヤ
語
で
「
マ
イ
ム
」
。
韓
国
語
で
「
ム
ゥ
ル
」
と
い
い
ま
す
。
同
じ
地
球
の

上
で
く
ら
す
人
々
そ
し
て
凡
て
の
生
き
物
が
必
要
し
て
い
る
の
が
「
み
づ
【
水
】
」
な
の
で
す
。
こ
の
水
も
地
下
水
脈
を
ぬ
っ
て
滾
々
と

湧
き
出
る
泉

か
ら
の
清
水
が
一
番
で
し
ょ
う
。
私
は
、
幼
少
の
頃
か
ら
静
岡
県
清
水
町
伏
見
と
い
う
地
に
あ
る
柿
田
川
湧
水
の

い
づ
み

源
流
で
育
ち
ま
し
た
。
清
ら
か
な
水
の
源
は
大
き
な
大
き
な
「
湧
き
場
」
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
ち
こ
ち
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

大
量
の
水
が
毎
秒
八
万
ト
ン
の
勢
い
で
柿
田
川
を
流
れ
て
い
き
ま
す
。
途
中
に
は
水
鏡
の
よ
う
に
碧
碧
と
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
「
あ

を
ど
ん
ぶ
ら
」と
い
う
と
こ
ろ
を
岸
辺
ち
か
く
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
川
伝
い
に
学
校
に
通
っ
た
こ
と
を
忘
れ
ま
せ
ん
。

こ
ん
な
私
と
水
と
の
関
係
は
、
北
の
釧
路
湿
原
か
ら
南
の
屋
久
島
に
ま
で
足
を
運
ぶ
機
縁
と
も
な
り
ま
し
た
。

か
か
わ
り

異
言
語
文
化
と
接
触

私
は
、
二
〇
〇
四
年
四
月
か
ら
二
〇
〇
五
年
春
三
月
ま
で
外
国
の
異
な
る
文
化
に
直
接
出
会
っ
た
こ
と
で
、
よ
り
日
本
の
言

語
文
化
が
明
瞭
に
見
え
て
き
ま
し
た
。
そ
の
私
な
り
に
見
え
た
世
界
を
、
あ
な
た
方
に
こ
の
講
義
を
通
じ
て
伝
え
て
行
き
ま
す
。

手
始
め
と
し
て
、
私
の
Ｈ
Ｐ
に
書
込
み
し
た
内
容
の
一
部
を
散
策
な
さ
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
ま
せ
。

日
本
人
は
ど
う
し
て
身
近
な
自
国
の
た
か
だ
か
数
十
年
前
の
歴
史
の
記
録
を
記
憶
し
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？
記
憶
の
片
隅

に
自
身
が
歩
ん
で
き
た
道
筋
を
留
め
て
お
く
術
を
知
ら
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
と
も
、
自
分
の
書
き
綴
っ
た
内
容
す
ら
遠

い
記
憶
の
彼
方
へ
置
き
去
り
に
し
て
し
ま
う
こ
と
が
度
重
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
し
て
、
祖
先
の
人
々
が
大
切
な
言
語
文
化
を
保
持
し
、
こ
れ
を
次
に
継
承
し
て
い
く
そ
の
受
け
渡
し
の
方
法
を
す
べ
て
止
め

て
し
ま
っ
た
と
き
、
私
た
ち
は
日
本
人
で
あ
る
誇
り
も
自
負
心
も
根
底
か
ら
失
う
こ
と
に
も
成
り
か
ね
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
…
…
。

人
類
の
言
語
行
動
を
「
好
い
」
と
か
「
悪
い
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
で
判
断
す
る
こ
と
は
、
未
来
に
遺
す
も
の
、
過
去
の
残
骸
と
し
て
捨

て
置
く
も
の
と
区
分
け
さ
れ
つ
つ
も
、
人
が
人
と
し
て
歩
み
続
け
た
真
髄
が
大
き
な
智
惠
の
遺
産
と
し
て
こ
れ
ま
で
に
存
在
し
て

い
ま
す
。
こ
の
「
保
存
す
る
」
「
消
去
す
る
」
と
い
う
二
つ
の
選
択
方
法
と
い
う
智
惠
の
遺
産
を
学
ぶ
こ
と
で
、
次
な
る
世
代
に
確
実

に
物
事
の
必
要
度
合
い
の
検
証
を
伝
え
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
の
で
す
。

人
は
伝
え
る
べ
き
根
幹
と
も
な
る
資
質
を
ま
ず
養
う
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
基
本
と
な
る
資
質
を
身
に
つ
け
た

と
き
、
人
は
前
を
歩
む
人
と
肩
を
並
べ
、
一
緒
に
暫
時
歩
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
や
が
て
、
そ
の
歩
み
が
自
然
に
加
速
し
て
、
未
来

し
ば
ら
く

に
羽
ば
た
く
若
い
学
び
人
が
元
気
に
前
に
突
き
進
む
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
極
み
が
山
で
い
う
「
分
水
嶺
」
と
見
れ
ば
、
長

い
長
い
急
な
坂
を
駆
け
上
り
、
や
が
て
平
ら
な
る
峠
に
行
き
着
き
、
次
に
ゆ
っ
く
り
と
下
降
し
て
い
く
の
も
人
の
道
で
あ
る
こ
と
を



知
る
の
で
す
。

こ
の
受
け
渡
し
は
、
必
ず
し
も
完
璧
に
い
く
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
時
に
は
予
期
せ
ぬ
変
容
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

自
然
に
山
あ
り
、
谷
あ
り
、
川
あ
り
、
森
あ
り
、
海
あ
り
と
同
じ
よ
う
に
多
く
の
異
な
る
事
象
文
物
と
触
れ
あ
う
か
ら
で
す
。
そ

の
事
象
文
物
を
ど
う
見
極
め
、
人
と
し
て
使
い
こ
な
す
の
か
は
、
当
に
人
が
あ
っ
て
で
き
る
こ
と
で
す
の
で
、
「
千
差
万
別
」
と
言
え

る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
変
容
そ
の
も
の
が
人
が
伝
達
手
段
と
し
て
用
い
る
言
語
行
動
に
も
あ
る
こ
と
は
誰
も
が
知
る

こ
と
が
ら
な
の
で
し
ょ
う
。

現
代
を
生
き
る
人
類
の
智
惠
は
、
一
〇
〇
年
前
に
現
実
に
存
在
し
た
人
の
姿
を
写
真
と
い
う
も
の
に
留
め
、
ま
た
そ
の
語
り
聞

か
せ
る
声
も
録
音
と
い
う
機
器
道
具
で
そ
の
ま
ま
遺
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
人
が
手
で
書
写
し
た
文
字
や
絵
画
に
よ
る

文
献
資
料
が
伝
え
て
い
た
こ
と
を
こ
れ
ら
が
直
接
請
け
出
す
こ
と
で
、
万
人
に
伝
え
見
て
聞
か
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
き
た
の

で
す
。

こ
こ
に
到
達
す
る
以
前
の
日
本
人
の
言
語
行
動
表
現
は
、
伝
統
芸
能
と
い
う
「
神
楽
」
・
「
猿
楽
」
・
「
平
曲
」
・
「
能
狂
言
」
・
「
歌
舞

伎
」
・
「
落
語
」
・
「
講
談
」
と
い
っ
た
親
か
ら
子
へ
、
子
々
孫
々
。
ま
た
は
、
師
か
ら
弟
子
へ
と
「
一
身
直
伝
」
と
い
う
形
態
で
保
持
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
時
に
は
伝
統
の
燈
が
寸
前
の
と
こ
ろ
で
消
え
か
か
る
と
い
う
危
機
に
追
い
詰
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

危
機
を
乗
り
切
る
に
あ
た
っ
て
、
「
伝
統
保
存
会
」
が
結
成
さ
れ
、
民
衆
の
力
で
こ
れ
を
維
持
し
、
今
日
に
継
承
し
て
き
た
の
で
す
。

あ
な
た
は
、
「
伝
統
芸
術
」
と
い
う
世
界
に
触
れ
る
機
会
を
お
持
ち
で
し
ょ
う
か
？
ま
た
、
そ
の
道
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？
伝
統

が
生
み
出
し
た
意
匠
に
は
、
そ
れ
以
前
に
編
み
出
さ
れ
た
創
意
工
夫
の
世
界
観
が
美
事
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
意
匠
を
ど
う

受
け
止
め
、
次
に
ど
の
よ
う
に
移
行
し
て
い
く
か
が
求
め
ら
れ
て
行
き
ま
す
。

イ
タ
リ
ア
の
最
古
に
栄
え
た
文
明
と
は

イ
タ
リ
ア
国
の
ポ
ン
ペ
イ
に
は
二
〇
〇
〇
年
前
か
ら
悠
久
な
人
々
の
豊
か
な
暮
ら
し
が
あ
り
ま
し
た
。
競
技
場
、
野
外
音
楽
堂
、

大
衆
浴
場
、
盛
り
場
、
パ
ン
工
房
、
そ
し
て
、
馬
車
道
、
水
道
設
備
と
近
代
の
文
明
に
等
し
い
生
活
形
態
を
保
持
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
此
の
地
に
ベ
ス
ビ
オ
火
山
の
噴
火
に
よ
る
火
山
灰
が
町
を
す
べ
て
呑
み
込
ん
で
し
ま
う
と
は
誰
も
予
期
も
し
な
か
っ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
優
れ
た
人
類
が
築
き
挙
げ
た
文
明
で
あ
っ
て
も
人
も
生
き
物
も
す
べ
て
こ
の
灰
の
底
に
沈
み
ま
し
た
。

人
が
人
を
倒
す
戦
争
と
い
う
行
為
も
同
じ
で
す
。
言
語
活
動
の
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
日
本
の
国
は
ユ
ー
ラ
シ

ア
大
陸
東
ア
ジ
ア
の
最
東
端
に
あ
り
、
周
囲
を
ぐ
る
り
と
海
に
囲
ま
れ
た
海
の
国
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
昔
も
今
も
変
わ
り
ま
せ

ん
。
人
々
の
多
く
は
こ
の
海
を
越
え
や
っ
て
く
る
。
海
を
越
え
て
出
か
け
て
い
く
し
か
そ
の
交
通
の
手
段
が
な
か
っ
た
の
が
こ
の
東
北

の
端
に
位
置
す
る
日
本
の
国
を
あ
る
意
味
で
他
民
族
と
の
興
亡
の
争
い
か
ら
救
っ
て
き
も
し
ま
し
た
。
国
内
で
の
内
乱
は
数
多
く



続
き
ま
し
た
が
、
こ
と
ば
の
通
じ
な
い
他
民
族
国
家
と
の
興
亡
が
無
か
っ
た
の
が
幸
い
し
て
い
ま
す
。
唯
一
、
民
族
闘
争
に
目
を
向

け
て
求
め
て
み
る
と
、
ア
イ
ヌ
民
族
と
和
民
族
と
で
も
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
慥
か
に
ア
イ
ヌ
語
と
日
本
語
と
で
は
、
異
な
っ
た
言

語
で
す
。
ど
の
民
族
闘
争
で
も
勝
敗
は
つ
き
も
の
で
す
。
勝
っ
た
側
が
覇
権
を
手
中
に
し
、
負
け
た
側
が
服
従
隷
属
す
る
仕
組
み

構
造
が
人
類
の
歩
み
の
な
か
に
存
在
し
ま
す
。
日
本
で
も
大
和
民
族
が
覇
者
と
な
り
、
他
の
部
族
は
「
浮
囚
人
」
と
し
て
、
一
定
の

抑
留
地
に
留
め
置
か
れ
て
い
き
ま
し
た
。
と
い
っ
て
も
、
す
べ
て
が
劣
勢
の
な
か
に
あ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
そ
の
「
浮
囚
」
と
呼
ば
れ

る
地
域
の
な
か
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
逆
境
を
乗
り
越
え
て
際
だ
っ
た
人
材
が
こ
の
世
に
多
く
輩
出
こ
と
に
も
な
る
の
で
す
か
ら
…
…
。

日
本
か
ら
西
洋
イ
タ
リ
ア
へ
渡
航
し
た
人

や
が
て
、
海
洋
を
大
勢
で
航
海
す
る
高
い
技
術
が
西
洋
に
生
ま
れ
、
日
本
を
め
ざ
す
こ

と
も
容
易
に
な
っ
た
の
で
す
。
南
蛮
船
が
渡
来
す
る
時
代
も
訪
れ
ま
す
。
こ
の
日
本
か
ら
も

逆
に
船
出
す
る
こ
と
も
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
伊
達
正
宗
が
家
臣
支
倉
常

長
六
衛
門
に
命
じ
て
、
太
平
洋
を
縦
断
し
ス
ペ
イ
ン
経
由
で
イ
タ
リ
ア
国
ロ
ー
マ
法
王
に
謁

見
し
、
正
宗
の
親
書
を
手
渡
し
て
、
や
が
て
日
本
に
帰
国
し
ま
す
。
そ
の
家
臣
で
あ
る
支
倉

常
長
の
こ
と
は
、
日
本
で
は
江
戸
幕
府
に
よ
る
鎖
国
令
の
政
策
が
強
化
さ
れ
て
い
ま
し
た
の

で
、
そ
の
状
況
が
隠
蔽
さ
れ
つ
づ
け
誰
一
人
、
こ
の
史
実
を
知
る
も
の
も
無
く
な
っ
て
い
ま
し

た
。

ま
た
、
豊
後
大
分
の
大
名
家
に
育
成
し
た
、
日
本
人
宣
教
師
ペ
ト
ロ
・
カ
ス
イ
・
岐
部
（
ペ
ド
ロ
岐
部

松
永
伍
一
著

中
公
新

書
刊
）
が
い
ま
す
。
ペ
ト
ロ
岐
部
は
、
十
九
歳
の
と
き
有
馬
の
神
学
校
に
入
り
ラ
テ
ン
語
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
学
び
、
卒
業
後
、
外
人

宣
教
師
や
修
道
士
の
世
話
を
し
た
り
通
訳
を
し
た
り
す
る
仕
事
を
す
る(

同
宿
と
い
う)

。
二
十
六
歳
の
と
き
、
家
康
の
き
び
し
い

禁
令
を
の
が
れ
て
マ
カ
オ
に
向
か
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
陸
路
を
往
き
エ
ル
サ
レ
ム
を
経
て
ロ
ー
マ
ま
で
足
を
延
ば
し
て
い
ま
す
。
ロ
ー

マ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
大
学
倫
理
神
学
科
に
入
学
し
て
い
ま
す
。
三
年
の
留
学
を
終
え
て
一
六
二
三
年(

元
和
九
年
・
徳
川
秀
忠
将
軍

宣
下)

帰
国
の
途
に
就
き
ま
し
た
。
薩
摩
の
坊
の
津
に
着
い
た
の
は
、
日
本
を
離
れ
て
十
六
年
も
立
っ
て
い
た
の
で
す
。
日
本
で
は
切

支
丹
迫
害
の
嵐
が
吹
き
す
さ
ぶ
状
況
下
に
あ
っ
た
の
で
す
。
彼
は
長
崎
か
ら
東
北
の
伊
達
領
に
移
動
し
、
そ
の
宣
教
活
動
中
に
捕

縛
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
一
六
三
九
年(

寛
永
一
六
年
・
一
六
三
七
年
か
ら
一
六
三
八
年
に
島
原
の
乱
が
起
き
る)
で
あ
る
。
幕

府
の
評
定
所
で
残
酷
な
拷
問
を
受
け
る
も
屈
し
な
か
っ
た
た
め
に
殺
害
さ
れ
て
い
ま
す
。
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先
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『
八
〇
日
間
世
界
一
周
の
旅
』
、
こ
れ
は
人
類
に
と
っ
て
夢
も
の
が
た
り
の
よ
う
な
旅
で
し
た
が
、
そ
し
て
と
う
と
う
近
代
に
お
い

て
実
現
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
壮
大
な
る
海
洋
航
路
が
用
い
ら
れ
、
次
に
空
を
飛
ぶ
飛
行
船
や
飛
行
機
（
大
型
ジ
ェ
ッ
ト
旅
客
飛

行
機
）
の
発
明
に
よ
っ
て
、
こ
れ
も
あ
っ
と
い
う
間
に
世
界
中
を
謁
見
で
き
る
多
く
の
人
々
を
今
日
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
で
も
、
そ

の
言
語
活
動
自
体
は
、
一
足
飛
び
に
は
変
容
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
自
分
た
ち
が
ふ
だ
ん
話
し
て
い
る

そ
の
も
の

こ
と
ば
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
自
分
の
祖
父
母
と
話
し
を
し
た
経
験
の
あ
る
方
で
あ
れ
ば
、
そ
の

祖
父
母
の
話
す
こ
と
ば
が
自
分
た
ち
の
用
い
て
い
る
語
彙
と
は
全
く
異
に
す
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
経
験

を
一
度
二
度
は
必
ず
や
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
「
乗
合
自
動
車
」
か
ら
→
「
バ
ス
」
→
「

」
へ
。
「
写
真
機
」
か
ら
→
「
カ
メ
ラ
」
。
「
葡
萄
酒
」
か
ら
→
「
ワ
イ
ン
」
。

B
U
S

「
お
て
し
ょ
」
が
「
小
皿
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
の
変
容
は
、
同
じ
時
代
を
生
き
る
人
で
あ
っ
て
も
年
齢
に
よ
る
位
相
語
と
い
う
こ
と
ば
の

こ
ざ
ら

垣
根
が
で
き
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、
「
慣
用
句
表
現
」
に
な
る
と
、
「
熱
に
浮
か
さ
れ
る
」
か
ら
「
熱
に
う
な
さ
れ
る
」
と
い
っ
た
意
味

合
い
を
も
取
り
違
え
て
し
ま
う
言
い
回
し
が
あ
っ
た
り
も
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
本
来
の
意
味
合
い
を
忘
れ
、
失
っ
て
い
く
こ

と
で
「
慣
用
句
表
現
」で
す
ら
、
い
く
つ
も
の
言
い
回
し
を
変
容
さ
せ
て
き
て
い
た
こ
と
に
も
氣
づ
か
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
た
こ
と
ば
の
表
現
が
い
つ
迄
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
を
知
る
手
が
か
り
も
自
分
の
ル
ー
ツ
に
一
度
は
触
れ
る
き
っ
か

け
で
あ
る
か
ら
で
す
。

さ
て
、
話
す
こ
と
ば
以
上
に
、
書
く
こ
と
ば
は
も
っ
と
ゆ
っ
た
り
と
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
「
話
す
こ
と
」
、
そ
し
て
「
書
く

こ
と
」
の
言
語
変
化
の
道
筋
を
私
と
一
緒
に
こ
れ
か
ら
辿
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
と
り
わ
け
、
歩
み
の
鈍
い
「
書
き
言
葉
」
、
言
い
換

の
ろ

え
れ
ば
「
文
字
言
語
で
書
か
れ
た
こ
と
ば
」
、
学
術
用
語
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
書
記
言
語
＝
①
あ
る
文
字
で
表
記
し
、
こ
れ
を
記
録

し
、
こ
れ
が
周
知
の
人
々
が
意
味
判
読
で
き
る
こ
と
ば
、
②
あ
る
一
部
の
人
た
ち
だ
け
に
意
味
判
読
で
き
る
こ
と
ば
（
隠
語
・
暗
号

こ
と
ば
）
」に
重
点
を
お
き
な
が
ら
、
一
年
間
の
講
義
と
相
互
対
話
を
通
じ
て
一
緒
に
学
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。


