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本
書
は
「
ま
え
が
き
」「
あ
と
が
き
」「
参
考
文
献
」「
索
引
」
を
除

く
と
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

序

　

第
Ⅰ
部　

ダ
イ
ク
シ
ス
を
め
ぐ
っ
て

　
　

第
1
章　

指
示
詞
の
意
味
機
能
―
―
指
示
と
代
示
―
―

　
　

第
2
章　

指
示
詞
の
連
接
機
能
―
―
指
示
と
定
位
―
―

　
　

第
3
章　

指
示
詞
の
ダ
イ
ク
シ
ス
―
―
「
近
」
と
「
遠
」
―
―

　
　

第
4
章　

三
人
称
代
名
詞
の
敬
語
制
約

　
　

第
5
章　

疑
問
詞
の
意
味
機
能
―
―
属
性
記
述
と
個
体
指
定
―
―

　

第
Ⅱ
部　

ア
ス
ペ
ク
ト
を
め
ぐ
っ
て

　
　

第
6
章　

北
京
官
話
に
お
け
る
「
実
存
相
」
の
意
味
と
形
式

　
　

―
―
モ
ノ
・
コ
ト
の
「
時
空
間
的
定
位
」
と
い
う
観
点
か
ら
―
―

　
　

第
7
章　

動
詞
接
辞
〝
了
〟
の
意
味
と
機
能
論
的
特
性
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研
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第
Ⅲ
部　

ヴ
ォ
イ
ス
を
め
ぐ
っ
て

　
　

第
8
章　

ヴ
ォ
イ
ス
の
意
味
と
構
造

　
　

第
9
章　

北
京
官
話
授
与
動
詞
〝
给
〟
の
文
法
化

　

第
Ⅳ
部　

構
文
を
め
ぐ
っ
て

　
　

第
10
章　
〝
的
〟
構
文
の
意
味
と
構
造

　
　
　

―
―
事
物
限
定
か
ら
動
作
限
定
へ
―
―

　
　

第
11
章　

二
重
主
語
文
の
意
味
と
構
造

　
　

第
12
章　
〝
有
〟
構
文
に
お
け
る
「
時
空
間
存
在
文
」
の
特
性

　
　
　

―
―
所
有
と
存
在
―
―

　

第
1
章
か
ら
第
12
章
ま
で
全
章
い
ず
れ
も
き
わ
め
て
完
成
度
の
高
い

論
文
と
な
っ
て
お
り
、
単
独
で
抜
き
出
し
て
も
問
題
な
く
読
め
る
。
序

文
は
、
後
半
は
各
章
の
解
題
で
あ
る
が
、
前
半
は
本
書
の
副
題
に
お
け

る
「
虚
」
と
は
何
か
が
結
果
構
文
を
例
と
し
て
語
ら
れ
、「
ま
え
が
き
」

木
村
英
樹
著

中
国
語
文
法
の
意
味
と
か
た
ち

―
―
「
虚
」
的
意
味
の
形
態
化
と

　
　

構
造
化
に
関
す
る
研
究
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と
併
せ
て
著
者
の
中
国
語
文
法
観
が
示
さ
れ
て
い
る
。
著
者
の
論
考
は

我
が
国
の
現
代
中
国
語
文
法
研
究
に
お
い
て
圧
倒
的
な
影
響
力
を
誇

る
。
本
書
の
出
版
は
多
く
の
研
究
者
、
特
に
若
い
研
究
者
に
と
っ
て
実

に
待
望
久
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

基
本
的
に
論
文
集
の
体
裁
を
取
っ
て
は
い
る
が
、
本
書
は
著
者
が
自

ら
の
中
国
語
文
法
論
と
中
国
語
文
法
研
究
方
法
論
を
個
別
事
象
の
研
究

を
通
し
て
表
現
し
た
も
の
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
各
章
で
取
り

上
げ
ら
れ
た
言
語
現
象
の
あ
り
さ
ま
か
ら
、「
高
度
に
孤
立
語
的
で
あ

り
、
単
音
節
言
語
で
あ
り
、
早
い
時
期
か
ら
表
意
文
字
を
も
つ
に
至
っ

た
」
言
語
で
あ
る
中
国
語
が
様
々
な
「
虚
」
的
意
味
を
如
何
に
し
て
形

態
化
し
、
構
造
化
し
て
い
る
か
、
そ
の
実
像
を
著
者
は
広
く
深
く
丹
念

に
探
り
続
け
る
。
そ
の
作
業
の
遂
行
に
お
い
て
、
著
者
の
手
に
握
ら
れ

た
鋭
利
な
メ
ス
の
一
本
が
著
者
の
母
語
、日
本
語
で
あ
る
。
著
者
は「
あ

と
が
き
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

外
国
人
に
よ
る
中
国
語
研
究
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
外
国
語
研

究
」と
し
て
の
そ
れ
で
あ
り
、中
国
人
研
究
者
に
よ
る「
母
語
研
究
」

と
し
て
の
中
国
語
研
究
と
は
、
関
心
の
向
き
も
違
え
ば
、
切
り
口

も
異
な
る
。
事
象
を
捉
え
る
視
座
も
違
え
ば
、
導
か
れ
る
結
論
も

自
ず
と
異
な
る
。
日
本
語
話
者
で
あ
る
私
に
と
っ
て
の
中
国
語
研

究
は
、
よ
く
も
悪
く
も
、
日
本
語
の
語
感
に
照
ら
し
て
お
も
し
ろ

い
と
感
じ
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
理
解
し
づ
ら
い
と
感
じ
ら
れ
る
中

国
語
の
文
法
現
象
を
あ
れ
こ
れ
掘
り
起
こ
し
、
日
本
語
に
よ
る
思

索
を
通
し
て
腑
に
落
ち
る
解
を
探
し
求
め
、
そ
の
考
察
の
過
程
と

結
論
を
日
本
語
に
よ
っ
て
記
述
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
言

で
言
え
ば
、
日
本
語
話
者
の
視
点
と
思
索
に
よ
る
中
国
語
文
法
の

把
握
と
記
述
で
あ
る
。
日
本
語
を
抜
き
に
し
て
は
成
り
立
た
な
い

作
業
で
あ
る
。
個
別
言
語
を
対
象
と
す
る
「
外
国
語
」
の
研
究
と

は
畢
竟
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
姿
勢
は
全
編
を
通
し
て
貫
か
れ
、
両
言
語
単
独
の
考
察
で
は
得

る
こ
と
の
難
し
い
洞
察
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
著
者
が
日

本
語
の
文
法
研
究
に
対
し
て
も
並
々
な
ら
ぬ
造
詣
の
持
ち
主
で
あ
る
こ

と
を
物
語
る
。
対
照
研
究
と
い
う
作
業
は
一
見
容
易
に
映
る
が
、
実
際

は
想
像
以
上
に
困
難
で
あ
り
、
対
象
と
す
る
二
つ
の
言
語
に
つ
い
て
偏

る
こ
と
の
な
い
深
い
理
解
が
な
い
限
り
、
両
者
の
相
互
照
射
に
よ
る
よ

り
深
化
し
た
洞
察
を
得
る
こ
と
は
望
め
な
い
。

　

し
か
し
、
本
書
を
単
に
中
国
語
と
日
本
語
の
対
照
研
究
と
規
定
す
る

の
は
本
書
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
書
で
は
中
国
語
と
そ
れ

に
対
応
す
る
日
本
語
の
言
語
現
象
が
、
一
般
言
語
学
の
方
法
論
と
概
念

に
忠
実
に
則
る
こ
と
で
、
高
い
可
読
性
を
も
っ
て
分
析
さ
れ
、
多
く
の

新
た
な
知
見
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
。
特
に
ダ
イ
ク
シ
ス
、ア
ス
ペ
ク
ト
、

ヴ
ォ
イ
ス
と
い
う
自
然
言
語
の
文
法
体
系
の
中
核
に
位
置
す
る
文
法
範

疇
が
中
国
語
の
文
法
体
系
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
存
在
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し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
功
績
は
大
き
い
。
こ
の
意
味
で
、
本
書

は
一
般
言
語
学
、
中
で
も
言
語
類
型
論
、
意
味
論
、
語
用
論
の
進
展
に

大
き
な
貢
献
を
な
し
え
て
い
る
。
こ
れ
は
著
者
の
本
懐
で
も
あ
り
、「
中

国
語
文
法
の
特
質
を
自
然
言
語
の
普
遍
性
と
多
様
性
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ

ム
の
な
か
で
捉
え
た
い
と
い
う
」志
向
が
若
い
と
き
か
ら
あ
っ
た
と「
あ

と
が
き
」
で
述
べ
て
い
る
。
再
び
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
書
に
対
し

て
は
評
者
の
よ
う
な
中
国
語
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、
一
般
言
語
学
や
他

言
語
の
研
究
者
の
手
に
な
る
論
評
が
期
待
さ
れ
る
。

　

以
上
、
著
者
の
手
が
操
る
鋭
利
な
メ
ス
と
し
て
中
日
対
照
的
視
点
を

挙
げ
、
ま
た
一
般
言
語
学
の
方
法
論
と
概
念
を
挙
げ
た
が
、
以
下
で
は

少
し
視
点
を
換
え
て
著
者
の
研
究
者
と
し
て
の
真
骨
頂
を
挙
げ
、
そ
こ

か
ら
本
書
の
価
値
と
魅
力
に
接
近
し
て
み
た
い
。

　

著
者
の
研
究
者
と
し
て
の
真
骨
頂
の
一
つ
は
素
直
に
も
の
を
見
ら
れ

る
目
で
あ
る
。
著
者
の
も
の
を
見
る
目
は
き
わ
め
て
素
直
で
あ
る
。
こ

の
資
質
は
何
よ
り
も
先
ず
問
題
の
発
見
の
「
意
外
さ
」
と
問
題
提
起
の

明
確
さ
に
繋
が
る
。
例
え
ば
第
Ⅰ
部
「
ダ
イ
ク
シ
ス
を
め
ぐ
っ
て
」
で

は
指
示
詞
、
人
称
代
詞
、
疑
問
代
詞
の
最
も
基
本
的
な
意
味
と
用
法
が

俎
上
に
あ
が
る
の
だ
が
、
一
体
そ
こ
に
ど
ん
な
問
題
が
あ
る
と
言
う
の

か
。
第
Ⅳ
部
第
12
章
は
な
ん
と
「〝
有
〟
構
文
に
お
け
る
「
時
空
間
存

在
文
」
の
特
性
―
―
所
有
と
存
在
―
―
」
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
読
者

は
一
見
、
何
を
今
さ
ら
と
い
う
意
外
感
に
捉
わ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
し
か
し
著
者
の
素
直
な
目
は
、
ど
の
論
考
に
お
い
て
も
読
む
方
が

恥
ず
か
し
く
な
る
く
ら
い
、
そ
こ
に
未
だ
十
全
な
説
明
の
与
え
ら
れ
て

い
な
い
現
象
を
一
つ
ま
た
一
つ
と
発
見
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

素
直
な
目
は
さ
ら
に
す
ぐ
れ
て
明
確
な
問
題
提
起
へ
と
繋
が
る
。
第

3
章
「
指
示
詞
の
ダ
イ
ク
シ
ス
―
―
「
近
」
と
「
遠
」
―
―
」
か
ら
引

用
し
て
み
る
。

日
本
語
の
「
コ
ソ
ア
」
3
系
列
に
対
し
て
、中
国
語
の
指
示
詞
は
、

近
称
の
｛
这（zhè

）｝
と
遠
称
の
｛
那（nà

）｝
の
2
系
列
か
ら
な
る
。

そ
の
〈
近
〉
対
〈
遠
）
の
対
立
の
仕
組
み
を
十
分
明
確
に
特
徴
づ

け
た
例
を
わ
れ
わ
れ
は
知
ら
な
い
。「
話
し
手
に
と
っ
て
近
い
も

の
は
｛
这
｝
で
指
し
、
遠
い
も
の
は
｛
那
｝
で
指
す
」
と
い
っ
た

説
明
は
ど
の
辞
書
や
文
法
書
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
事
実

は
確
か
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
結
果

を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
問
題
は
、
な
に
が
ど
う
あ
る
場
合
に
、

中
国
語
の
話
し
手
は
「
近
い
」
と
認
識
し
、
あ
る
い
は
「
遠
い
」

と
認
識
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
近
〉
か
〈
遠
〉

か
と
い
う
認
識
の
決
定
に
与
る
意
味
論
的
条
件
あ
る
い
は
語
用
論

的
条
件
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
が
、
指
示
詞
の

議
論
に
と
っ
て
は
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
実
用
面
で
も
必
要

な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

一
読
、
な
す
べ
き
作
業
の
内
容
が
素
直
な
筆
致
で
明
確
に
表
現
さ
れ
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て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
素
直
で
明
確
な
問
題
提
起
は
後
続
作
業
の
正

し
い
展
開
を
導
き
、
同
時
に
文
章
の
可
読
性
を
高
め
る
。
こ
の
よ
う
な

理
詰
め
で
知
的
な
作
業
の
遂
行
を
も
の
を
見
る
目
の
素
直
さ
と
い
っ
た

つ
か
み
よ
う
の
な
い
資
質
に
帰
せ
ば
、
論
理
の
飛
躍
と
そ
し
ら
れ
る
こ

と
は
必
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
著
者
の
文
章
を

読
む
た
び
に
、
評
者
の
脳
裡
に
は
「〝
好
人
〟
で
あ
れ
ば
〝
好
文
章
〟

が
書
け
る
わ
け
で
は
な
い
が
、〝
好
文
章
〟
は
〝
好
人
〟
に
し
か
書
け

な
い
」
と
い
う
先
人
の
言
葉
が
自
然
と
浮
か
ん
で
来
る
の
で
あ
る
。
第

3
章
は
上
の
明
確
な
問
題
提
起
に
導
か
れ
、
現
場
指
示
用
法
に
お
け
る

「
这
」
と
「
那
」
の
選
択
基
準
が
、
優
先
順
位
を
違
え
ず
、
本
質
的
現

象
か
語
用
論
的
現
象
か
を
違
え
ず
、
過
不
足
な
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

意
味
と
形
式
の
対
応
そ
し
て
体
系
性
、
こ
の
自
然
言
語
の
文
法
の
基

本
要
件
に
対
す
る
追
求
を
忘
れ
な
い
の
も
、
も
の
を
見
る
目
の
素
直
さ

の
然
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
第
10
章
「〝
的
〟
構
文
の
意
味
と

構
造
―
―
事
物
限
定
か
ら
動
作
限
定
へ
―
―
」
で
は
次
の
よ
う
に
問
題

が
追
求
さ
れ
て
い
る
。

今
で
は
、
こ
の
種
の
構
文
の
意
味
的
特
徴
お
よ
び
文
法
的
特
徴
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
か
つ
十
分
な

言
語
事
実
が
ほ
ぼ
出
そ
ろ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
も

は
や
、
わ
れ
わ
れ
は
記
述
の
段
階
か
ら
説
明
の
段
階
に
移
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
種
の
構
文
が
い
か
な
る
構
文
的
意
味
と
い

か
な
る
文
法
特
徴
を
具
え
る
も
の
で
あ
る
か
を
記
述
す
る
段
階
で

は
な
く
、
な
ぜ
こ
の
構
造
が
そ
の
よ
う
な
構
文
的
意
味
と
文
法
特

徴
を
具
え
て
い
る
の
か
を
説
明
す
る
段
階
に
移
行
し
て
い
る
と

言
っ
て
よ
い
。
目
下
の
課
題
は
、
こ
の
種
の
構
文
が
具
え
る
意
味

機
能
や
一
連
の
文
法
特
徴
が
果
た
し
て
な
に
に
由
来
し
て
い
る
の

か
を
説
明
す
る
段
階
に
至
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
こ
に
は
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
構
文
に
お
け
る
〝
的
〟
の
働
き
を
ど
の

よ
う
を
も
の
と
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
題
が
決
定
的
に
関
わ
っ
て

い
る
。
本
章
の
課
題
は
、「SV

de

（O

）」
と
い
う
構
造
と
、
そ
の

構
造
が
具
え
る
意
味
の
間
の
関
係
を
、
理
論
上
ど
の
よ
う
に
説
明

づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
、
こ
の
種
の
構

文
の
構
造
的
な
成
り
立
ち
を
中
国
語
の
文
法
体
系
の
な
か
で
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
把
握
か
ら
出
発
し
、
第
10
章
で
は
「
他
什
么
时
候

买
的
车
？
」
と
い
う
構
文
（
に
お
け
る
〝
的
〟）
が
「
这
是
谁
的
车
？
」

と
い
う
構
文
（
に
お
け
る
〝
的
〟）
と
の
関
連
の
中
で
解
釈
さ
れ
、
位
置

づ
け
ら
れ
、
以
下
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
。

　

本
論
は
、
事
物
区
分
機
能
を
担
う
構
造
助
詞
〝
的
〟
か
ら
の
拡

張
の
結
果
と
し
て
、
de
が
動
作
区
分
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
考
え

る
。
事
物
め
あ
て
の
区
分
機
能
か
ら
、
動
作
め
あ
て
の
区
分
機
能

へ
と
拡
張
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
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他
の
言
語
同
様
、
中
国
語
に
お
い
て
も
、
事
物
指
向
の
表
現
形

式
が
動
作
指
向
の
表
現
形
式
に
拡
張
す
る
と
い
う
現
象
は
珍
し
く

な
い
。
事
物
の
空
間
的
所
在
を
表
す
動
詞
〝
在
〟（
例
え
ば
〝
他
在

厨
房
呢
。［
彼
は
台
所
に
い
る
。］〟）
が
、
動
作
そ
の
も
の
の
実
在
を

示
す
副
詞
〝
在
〟（
例
え
ば
〝
他
在
做
饭
呢
。［
彼
は
料
理
を
作
っ
て
い

る
と
こ
ろ
だ
。］〟）
へ
と
拡
張
す
る
こ
と
、
事
物
の
授
与
を
表
す
動

詞
〝
给
〟（
例
え
ば
〝
我
给
她
一
百
块
钱
。［
私
は
彼
女
に
一
〇
〇
元
の

金
を
や
っ
た
。］〟）
が
、動
作
の
受
益
者
を
導
く
前
置
詞
〝
给
〟（〝
我

给
她
当
翻
译
。［
私
は
彼
女
に
通
訳
を
し
て
や
っ
た
。］〟）
へ
と
拡
張
す

る
こ
と
等
々
が
、
そ
れ
に
該
当
す
る
。
本
論
が
指
摘
す
る
、
事
物

指
向
の
構
造
助
詞
〝
的
〟
か
ら
動
作
指
向
の
de
へ
の
拡
張
と
い
う

現
象
も
、
そ
の
1
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
这
是
谁
的
车
？
」
か
ら
「
他
什
么
时
候
买
的
车
？
」
ま
で
、
そ
の

間
に
は
長
い
道
の
り
が
存
在
す
る
の
だ
が
、
自
然
言
語
の
文
法
の
基
本

要
件
で
あ
る
意
味
と
形
式
の
対
応
お
よ
び
体
系
性
を
基
準
と
し
て
眺
め

た
場
合
、
著
者
の
主
張
は
従
来
の
ど
の
説
よ
り
も
論
の
展
開
が
素
直
で

あ
る
。
な
お
、
意
味
と
形
式
の
対
応
お
よ
び
体
系
性
を
取
り
上
げ
る
な

ら
、
何
を
置
い
て
も
第
Ⅲ
部
「
ヴ
ォ
イ
ス
を
め
ぐ
っ
て
」
を
紹
介
す
べ

き
で
あ
ろ
う
が
、
問
題
の
複
雑
さ
か
ら
説
明
に
よ
り
多
く
の
紙
幅
を
必

要
と
す
る
た
め
、
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

著
者
の
研
究
者
と
し
て
の
真
骨
頂
の
二
つ
目
は
誠
実
さ
で
あ
る
。
誠

実
さ
は
、
論
証
に
お
い
て
は
や
る
べ
き
作
業
を
一
つ
一
つ
積
み
上
げ
論

点
を
飛
躍
さ
せ
な
い
こ
と
に
つ
な
が
り
、
主
張
の
表
現
に
お
い
て
は
精

錬
達
意
を
求
め
て
文
章
を
練
り
上
げ
る
こ
と
に
繋
が
る
。
一
つ
の
論
考

を
完
成
す
る
に
当
た
り
、
往
々
に
し
て
ど
こ
か
し
ら
不
透
明
の
部
分
が

残
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
完
全
に
透
明
に
な
ら
ず
と
も
な
ん

と
か
先
へ
進
め
る
よ
う
な
場
合
、
評
者
な
ど
は
そ
の
ま
ま
先
へ
行
っ
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
、
著
者
の
誠
実
さ
は
そ
う
い
う
態
度
を
許

さ
な
い
。
適
格
な
用
例
記
述
を
携
え
、
時
に
強
引
と
思
え
る
ほ
ど
一
つ

一
つ
の
ス
テ
ッ
プ
を
著
者
は
透
明
に
し
て
ゆ
く
。
こ
の
点
で
、
本
書
が

何
よ
り
も
ま
ず
扱
わ
れ
た
事
象
の
記
述
文
法
と
し
て
一
級
の
も
の
と

な
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

文
章
表
現
の
精
錬
達
意
へ
の
腐
心
は
す
で
に
引
用
し
た
い
く
つ
か
の

断
片
か
ら
だ
け
で
も
十
分
に
看
取
し
て
も
ら
え
る
と
思
う
が
、
学
術
論

文
の
非
常
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
論
証
の
キ
ー
と
な
る
術
語
や

概
念
の
規
定
が
十
分
に
明
晰
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
規
定

が
曖
昧
だ
と
、
厳
密
な
論
証
は
期
し
難
く
、
文
章
の
可
読
性
も
損
な
わ

れ
る
。
本
書
の
論
述
は
こ
の
点
に
お
い
て
も
新
し
い
術
語
の
提
案
を

含
め
（
例
え
ば
動
詞
接
辞
〝
了
〟、〝
着
〟
お
よ
び
文
末
助
詞
〝
了
〟、〝
呢
〟
の

上
位
概
念
と
し
て
の
「
実
存
相
」、「
処
置
文
」
改
め
「
執
行
使
役
文
」
な
ど
）、

十
分
に
思
慮
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
書
い
て
紙
幅
は
す
で
に
尽
き
て
い
る
。
許
さ
れ
る
も
の
な
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ら
以
上
で
書
評
の
責
を
塞
ぎ
た
い
の
だ
が
、
著
者
の
主
張
に
具
体
的
に

踏
み
込
ま
な
い
こ
の
よ
う
な
書
評
は
、
読
者
の
期
待
を
裏
切
り
、
ま
た

著
者
に
は
礼
を
失
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
再
び
外
国
語
研
究
と

い
う
作
業
に
立
ち
返
り
、
非
母
語
話
者
の
強
み
と
同
居
す
る
苦
し
み
を

指
摘
す
る
こ
と
で
、
多
少
と
も
評
者
の
務
め
を
果
た
し
た
い
と
思
う
。

文
末
助
詞
の
〝
了
〟（
以
下
〈
了
〉）
の
意
味
記
述
を
例
に
取
ろ
う
。

　

著
者
は
〈
了
〉
の
意
味
記
述
と
し
て
「
新
し
い
状
況
の
出
現
を
表
す
」

を
否
定
し
「
変
化
を
表
す
」
を
選
ぶ
の
だ
が
、
そ
う
す
る
主
た
る
理
由

の
一
つ
と
し
て
「
新
し
い
状
況
の
出
現
」
と
い
う
説
明
が
「
多
分
に
曖

味
で
あ
り
、
一
般
性
に
欠
け
る
」
こ
と
を
挙
げ
る
。
確
か
に
「
表
示
新

情
况
的
出
现
」（
朱
徳
熙
『
語
法
講
義
』
等
）
と
い
う
表
現
は
日
常
言
語

的
で
あ
り
、
概
念
規
定
に
厳
密
さ
が
意
図
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え

る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
十
分
「
電
車
に
乗
り
合
わ
せ
た
向
か
い
の
座
席

の
女
性
が
今
、私
に
一
瞥
を
く
れ
た
」
の
よ
う
な
状
況
が
〈
了
〉
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ
な
い
こ
と
の
説
明
に
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
「
電
車
に
乗

り
合
わ
せ
た
向
か
い
の
座
席
の
女
性
が
今
、
私
に
一
瞥
を
く
れ
た
」
も

「
間
違
い
な
く
私
に
と
っ
て
〈
新
し
い
状
況
の
出
現
〉
で
あ
る
は
ず
だ
」

と
考
え
る
の
だ
が
、
母
語
話
者
が
そ
れ
を
「
新
情
况
」
に
含
め
る
可
能

性
は
あ
り
え
な
い
。
一
定
の
事
件
性
を
帯
び
た
出
来
事
で
あ
っ
て
は
じ

め
て
、
母
語
話
者
は
「
新
情
况
」
と
見
な
す
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
曖

昧
さ
を
完
全
に
払
拭
す
る
こ
と
は
困
難
だ
と
し
て
も
、「
新
情
况
」
と

表
現
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
に
対
応
す
る
事
態
へ
の
一
定
の
共
通
認
識
が

母
語
話
者
に
は
得
ら
れ
る
と
考
え
た
い
。

　

著
者
は
さ
ら
に
、
成
立
す
る
「
小
李
去
厨
房
包
饺
子
了
」
と
成
立
し

な
い「
??
小
李
在
厨
房
包
饺
子
了
」の
対
立
に
基
づ
き
、空
間
移
動
は「
変

化
」
と
し
て
把
握
し
得
る
が
ゆ
え
に
〈
了
〉
を
用
い
て
表
現
す
る
こ
と
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が
可
能
で
あ
る
が
、
定
位
置
に
お
け
る
限
界
性
の
な
い
行
為
は
変
化
性

を
欠
き
〈
了
〉
で
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
指
摘
す
る
。

し
か
し
〈
了
〉
が
「
表
示
新
情
况
的
出
现
」
で
あ
れ
ば
、
即
ち
一
定
の

事
件
性
を
帯
び
た
出
来
事
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
二
例
の
文
法

的
許
容
度
の
相
違
を
事
件
性
の
強
弱
に
帰
す
可
能
性
が
生
じ
る
。「
小

李
去
厨
房
包
饺
子
了
」
の
方
は
「
小
李
」
が
今
こ
こ
に
い
な
い
こ
と
に

対
す
る
説
明
な
ど
報
告
用
途
が
容
易
に
連
想
さ
れ
る
が
、「
小
李
在
厨

房
包
饺
子
了
」
の
方
は
そ
れ
が
相
対
的
に
困
難
で
あ
る
。
事
件
性
と
い

う
視
点
を
以
て
次
の
二
例
と
比
較
さ
れ
た
い
。

　
　

昨
天
我
们
在
李
老
师
家
包
饺
子
了{
呢
／
欸}

。

　
　

胡
主
任
在
下
半
天
的
会
上{

竟}

打
瞌
睡
了
。

こ
の
二
例
は
い
ず
れ
も
自
然
に
成
立
し
、
括
弧
内
の
成
分
が
文
の
事
件

化
に
貢
献
し
て
い
る
。
も
し
「
包
了
饺
子
」「
竟
然
打
起
了
瞌
睡
」
と

表
現
す
れ
ば
、
文
の
用
途
は
事
件
報
告
か
ら
事
件
叙
述
に
変
化
す
る
。

　

北
京
大
学
対
外
漢
語
教
育
学
院
の
教
材
で
あ
る
李
暁
琪
著
『
現
代
漢

語
虚
詞
講
義
』（
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
も
「〈
了
〉
は

変
化
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
変
化
の
意
味
を
表
す
の
で
な
け
れ
ば〈
了
〉

を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
い
切
る
。
な
ら
ば
、
上
の
二
例
そ

し
て
次
の
三
例
に
お
け
る
〈
了
〉
は
如
何
な
る
意
味
で
「
変
化
」
で
あ

る
の
か
。

　
　

小
王
把
个
孩
子
生
在
火
车
上
了
。

　
　

说
吧
，是
不
是
偷
看
人
家
的
了
？
不
知
道
这
比
考
零
蛋
更
可
耻
吗
！

　
　
〝
哪
个
是
你
的
？
〟〝
奴
才
的
蛐
蛐
儿
叫
‘
大
将
军
’。〟〝
谁
问
你

　
　

名
儿
了
！
哪
个
是
你
的
蛐
蛐
儿
？
〟

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
あ
り
ふ
れ
た
用
例
で
あ
る
。
よ
っ
て
〈
了
〉
の
基

本
義
が
「
変
化
」
で
あ
る
な
ら
用
例
中
の
〈
了
〉
に
「
変
化
」
を
読
み

取
る
の
は
容
易
な
は
ず
で
あ
る
が
、
評
者
の
理
解
力
で
は
そ
こ
ま
で
及

ば
な
い
。

　

た
と
え
外
国
語
の
現
象
で
あ
ろ
う
と
、
非
母
語
話
者
に
も
理
性
的
認

識
に
基
づ
き
そ
れ
は
こ
う
だ
と
主
張
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か

し
非
母
語
話
者
に
は
そ
れ
を
支
え
る
感
性
的
認
識
能
力
が
与
え
ら
れ
て

い
な
い
。
非
母
語
話
者
に
よ
る
外
国
語
研
究
と
は
そ
う
い
う
中
で
行
わ

れ
る
、
手
探
り
の
理
詰
め
に
終
始
す
る
苦
し
い
営
み
な
の
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
言
語
現
象
に
対
す
る
認
識
に
一
定
の
欠
落
や
齟
齬
が
生
じ
る

事
態
は
避
け
ら
れ
ず
、
こ
こ
を
ど
の
よ
う
に
克
服
す
る
か
が
外
国
語
研

究
の
大
き
な
課
題
と
な
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
書
に
も
若
干
議

論
の
余
地
を
残
す
記
述
が
見
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
同
時
に

ま
た
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
著
者
の
こ
の
本
が
到
達
し
得
た
記
述
の
広

が
り
と
分
析
の
深
み
は
実
に
驚
嘆
に
値
す
る
。
こ
の
本
は
一
日
も
早
く

英
語
な
り
中
国
語
な
り
に
翻
訳
さ
れ
て
世
界
中
の
研
究
者
に
読
ま
れ
る

べ
き
だ
！　

読
め
ば
誰
し
も
こ
の
思
い
を
抱
く
は
ず
で
あ
る
。

（
す
ぎ
む
ら
・
ひ
ろ
ふ
み　

大
阪
大
学
）


