
日本語学
C o a E e n t s

2010. DECEMBER

表紙写真㊨田つ辻に浮かぶ光

撮影.山田茂雄

クリスマスシーズンのヨーロッパの町は､

どこも趣向を凝らしたイルミネーションで

彩られる｡シチリア島･バレルモのクワト

ロ･カンテイも､夜の訪れとともに光に照

らされる.この鴎つ辻は､普段は建物に据

えられたコシック時代の彫刻で有名で､観

光名所となっているが､この時期ばかりは

イルミネーションの方が目立ってしまう｡

主役の座を奪われた彫像たちは､ 300年前

には想像できないほどにまばゆい光の海を

見下ろして何を恩っているのだろうかo
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1

そ

の

歴

史

的

歩

み

と

展

望

　

-

沈
国
威

ー
　
簡
単
な
回
顧

術
語
問
題
は
'
西
学
東
漸
と
い
う
西
洋
の
新
知
識
の
ア
ジ
ア
伝

来
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
｡
一
六
世
紀
末
マ
テ

オ
･
リ
ッ
チ
(
利
堀
寮
)
ら
中
国
に
渡
来
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
は
'

宗
教
書
と
同
時
に
天
文
､
地
理
'
数
学
の
書
を
訳
出
し
た
｡
こ

キ
リ
ス
ト

の
｢
天
学
｣
の
｢
余
緒
｣
で
あ
っ
た
｢
格
物
窮
理
之
学
｣
は
内
容

面
だ
け
で
は
な
く
'
言
語
面
で
も
中
国
の
伝
統
的
学
問
と
異
な
る

方
法
を
要
請
し
た
｡
一
六
〇
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
幾
何
原
本
』

(
前
六
巻
)
は
､
各
巻
の
巻
首
に
術
語
説
明
の
部
分
が
あ
-
'
用
語

に
つ
い
て
定
義
を
行
っ
て
い
る
(
往
1
)
｡
イ
エ
ズ
ス
会
士
ら
の

著
述
に
お
い
て
多
く
の
訳
語
が
考
案
さ
れ
'
今
日
の
天
文
学
､
数

学
'
地
理
学
に
関
す
る
術
語
の
基
礎
が
彼
ら
に
よ
っ
て
築
か
れ
た

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
(
注
2
)
｡
中
国
は
そ
の
後
'
厳
し

い
禁
教
時
代
に
入
り
へ
宣
教
師
に
よ
る
翻
訳
活
動
'
そ
し
て
そ
れ

に
伴
う
術
語
の
制
作
も
下
火
に
な
っ
た
｡
一
九
世
紀
初
頭
､
中
国

に
渡
来
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
が
､
百
年
以
上
の
断
絶
を

莱
-
越
え
､
新
し
く
布
教
事
業
を
再
開
さ
せ
た
｡
そ
れ
と
同
時

に
､
イ
エ
ズ
ス
会
士
ら
の
訳
語
を
継
承
し
っ
つ
､
世
俗
書
の
翻
訳

に
も
励
ん
だ
(
注
3
)
｡
一
般
の
訳
語
を
扱
う
英
華
辞
書
類
と
並

行
し
て
術
語
の
辞
書
も
編
纂
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
ホ
ブ
ソ
ン
の

『
医
学
英
華
字
釈
』
二
八
五
八
)
､
ド
ゥ
-
リ
ト
ル
の
『
英
華
琴
林

韻
府
』
(
1
八
七
二
)
'
及
び
そ
の
後
の
江
南
製
造
局
翻
訳
館
に
よ

る
化
学
'
機
械
学
､
薬
学
の
用
語
集
､
宣
教
医
師
の
組
織
博
医
会

の
医
学
用
語
集
が
そ
れ
で
あ
っ
た
(
注
4
)
｡
通
俗
の
言
葉
が
用

い
ら
れ
た
広
州
時
代
の
術
語
が
一
般
読
者
を
好
象
と
す
る
な
ら
ば

(
注
5
)
'
江
南
製
造
局
翻
訳
館
と
博
医
会
の
術
語
は
そ
れ
ぞ
れ
現

場
の
技
術
者
と
学
校
教
育
(
教
科
書
類
)
　
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た

も
の
と
い
う
分
類
が
可
能
で
あ
る
｡

1
万
㌧
　
日
本
で
は
江
戸
中
期
か
ら
蘭
学
が
隆
盛
を
迎
え
た
.

『
解
体
新
書
』
　
(
1
七
七
四
)
　
の
刊
行
は
そ
れ
ま
で
に
漢
籍
経
由
で

し
か
入
手
で
き
な
か
っ
た
西
洋
の
情
報
'
知
識
を
直
接
オ
ラ
ン
ダ

語
の
書
籍
か
ら
摂
取
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
｡

翻
訳
の
際
に
遭
遇
し
た
幾
多
の
困
難
は
'
と
ど
の
つ
ま
り
術
語
の

問
題
で
あ
っ
た
｡
『
重
訂
解
体
新
書
』
　
(
1
九
七
八
成
､
l
八
二
六
刊
)

で
は
､
術
語
創
出
に
関
す
る
意
識
が
飛
躍
的
に
高
ま
り
､
造
語
法

も
整
理
さ
れ
た
　
(
注
6
)
0

明
治
時
代
の
幕
開
け
と
同
時
に
新
知
識
の
導
入
が
加
連
し
た
｡

明
治
二
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
　
『
工
学
字
秦
』
　
(
1
八
八
八
)
､
『
物

理
学
術
語
和
英
物
独
対
訳
字
書
』
　
(
1
八
八
八
)
､
『
数
学
二
用
ヰ
ル

辞
の
英
和
柑
訳
字
書
』
　
(
1
八
八
九
)
､
『
鉱
物
群
衆
』
　
(
1
八
九
〇
)

な
ど
の
術
語
集
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た
｡
日
本
語
に
よ
る
近
代

科
学
技
術
の
教
育
と
研
究
に
必
要
と
さ
れ
る
術
語
の
整
備
は
一
応

目
処
が
立
っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
(
注
7
)
｡
そ
の
後
､
言
文
一

致
の
実
現
と
相
ま
っ
て
､
術
語
を
含
む
近
代
日
本
語
の
語
桑
体
系

が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
｡

近
代
の
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
漢
文
が
唯
1
の
学
問
言
語
で
あ

り
､
訳
語
･
術
語
の
創
造
も
漢
字
以
外
の
選
択
肢
は
な
か
っ
た
｡

現
在
'
日
中
を
含
む
漢
字
文
化
圏
に
か
く
も
多
く
の
同
形
の
術
語

が
存
在
し
て
い
る
の
は
大
規
模
な
語
桑
交
流
が
あ
っ
た
た
め
で
あ

る
｡
明
治
椎
新
以
前
は
無
論
の
こ
と
'
明
治
期
に
入
っ
て
か
ら

も
し
ば
ら
く
の
間
､
中
国
の
漢
訳
洋
書
が
日
本
へ
の
訳
語
の
提

供
源
で
あ
っ
た
(
注
8
)
｡
例
え
ば
前
述
し
た
　
『
英
華
琴
林
韻
府
』

(
一
八
七
二
)
　
に
収
録
さ
れ
た
天
文
学
'
地
理
学
､
数
学
に
関
す
る

術
語
は
､
日
本
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
(
注
9
)
｡
上
記
の
学

術
分
野
に
中
国
由
来
の
術
語
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
所
以
で
あ

る
｡
し
か
し
明
治
維
新
に
よ
っ
て
文
明
開
化
を
成
し
遂
げ
た
日
本

と
は
反
対
に
､
1
九
世
紀
八
〇
年
代
以
降
'
中
国
社
会
は
停
滞

し
､
術
語
創
作
も
見
る
べ
き
成
果
は
な
か
っ
た
｡
二
〇
世
紀
に
入

り
､
近
代
化
を
急
ぐ
中
国
は
日
本
経
由
で
西
洋
の
知
識
を
導
入
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
｡
日
本
留
学
と
日
本
書
翻
訳
の
ブ
ー
ム
が
起

き
'
日
本
製
術
語
も
怒
痔
の
ご
と
く
伝
来
し
た
｡
日
本
の
術
語
と

宣
教
師
ら
の
術
語
が
競
合
し
た
状
況
は
'
ヘ
ム
リ
ン
の
E
n
g
l
i
s
h

a
n
d
C
h
i
n
e
s
e
D
i
c
t
i
o
n
a
r
y
,
1
9
1
6
(
官
話
)
　
に
見
ら
れ
る
が
､
は

辛
-
も
中
国
最
初
の
近
代
的
国
語
辞
書
『
辞
源
』
　
(
一
九
一
重
に

お
い
て
す
で
に
日
本
製
訳
語
の
勝
利
は
決
定
的
な
も
の
と
な
っ

た
｡
今
日
'
中
国
の
術
語
は
､
医
学
用
語
を
は
じ
め
'
物
理
学
､

地
質
学
､
鉱
物
学
､
そ
の
他
の
分
野
で
日
本
製
の
術
語
が
中
心
を
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占
め
て
お
-
'
人
文
科
学
に
至
っ
て
は
全
面
的
に
日
本
の
術
語
に

依
存
し
て
い
る
(
注
1
0
)
0

上
述
し
た
術
語
を
含
め
た
近
代
漢
字
語
を
め
ぐ
る
語
嚢
の
移
動

を
筆
者
は
｢
共
創
共
有
の
歴
史
｣
と
し
て
捉
え
て
い
る
｡
日
中
は

互
い
に
影
響
し
合
い
'
創
出
に
深
く
関
わ
り
'
そ
の
成
果
を
漢
字

文
化
圏
で
共
有
し
て
い
る
｡
漢
字
術
語
の
形
成
は
国
境
と
言
語
を

超
え
た
東
ア
ジ
ア
の
文
化
的
事
象
で
あ
る
｡

2
　
異
な
る
取
り
組
み

中
国
教
育
会
(
益
智
会
)
　
編
の
T
e
c
F
n
i
c
巴
T
e
r
m
s
が
世
に

送
ら
れ
た
の
は
一
九
〇
四
年
で
あ
っ
た
｡
こ
の
数
万
語
を
収
録
し

た
術
語
辞
書
は
百
年
に
渡
る
宣
教
師
ら
の
努
力
の
集
大
成
で
あ
･

る
｡
t
か
し
結
果
と
し
て
､
定
着
し
た
の
は
僅
か
で
あ
る
｡
こ
の

よ
う
な
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
の
は
､
中
国
の
近
代
化
の
遅
れ
‥
政

治
制
度
の
改
革
､
近
代
的
教
育
制
度
の
確
立
と
い
っ
た
社
会
問
題

に
起
因
す
る
部
分
が
大
き
か
っ
た
が
'
術
語
創
出
の
方
法
に
お
け

る
日
中
の
相
違
も
無
視
で
き
な
い
要
因
で
あ
る
(
注
1
 
1
)
0

日
本
で
は
'
蘭
学
者
た
ち
が
自
ら
オ
ラ
ン
ダ
語
と
い
う
外
国
語

と
対
略
し
､
漢
字
と
い
う
記
号
体
系
を
用
い
'
訳
語
を
造
ろ
う
と

し
た
(
注
は
)
｡
『
解
体
新
書
』
　
で
｢
翻
訳
､
義
訳
'
直
訳
｣
と
い

う
方
法
論
を
展
開
さ
せ
た
｡
そ
れ
ぞ
れ
既
存
語
に
よ
る
対
訳
､
意

訳
'
音
訳
と
い
う
現
代
の
タ
ー
ム
に
置
き
換
え
ら
れ
る
が
､
意
訳

に
は
単
純
語
に
好
す
る
も
の
と
複
合
語
に
対
す
る
も
の
と
が
あ
る

(
注
1
3
)
｡
前
者
の
例
に
｢
神
経
'
植
学
､
細
胞
｣
な
ど
が
あ
り
､

後
者
の
例
に
｢
軟
骨
'
盲
腸
'
植
民
｣
な
ど
が
あ
る
｡
本
稿
で
は

そ
れ
ぞ
れ
意
訳
と
逐
字
訳
と
呼
ぶ
｡
意
訳
が
外
来
概
念
に
好
す
る

正
確
な
把
握
を
不
可
欠
と
す
る
な
ら
ば
､
逐
字
訳
は
'
外
国
語
そ

の
も
の
に
対
す
る
深
い
知
識
が
必
須
条
件
で
あ
る
と
言
え
る
｡
例

え
ば
　
『
重
訂
解
体
新
書
･
名
義
解
』
　
に
は
オ
ラ
ン
ダ
語
'
ラ
テ
ン

語
に
好
す
る
形
態
素
レ
ベ
ル
の
分
析
が
随
所
に
見
ら
れ
る
｡
こ
の

よ
う
な
分
析
に
よ
っ
て
'
形
態
素
レ
ベ
ル
の
対
応
関
係
を
成
す
語

基
が
確
立
L
t
　
訳
語
の
量
産
に
繋
が
っ
た
(
往
1
4
)
｡
1
万
､
蘭

学
者
は
オ
ラ
ン
ダ
語
'
ラ
テ
ン
語
の
発
音
を
転
写
す
る
た
め
の
漠

キ

リ

-

字
を
用
意
し
た
が
(
注
ほ
)
､
昔
訳
語
自
体
は
多
く
な
く
'
｢
機
里

レ爾
｣
が
｢
腺
｣
に
改
訳
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
音
訳

語
を
解
消
す
る
努
力
も
見
ら
れ
た
｡
蘭
学
術
語
の
も
う
一
つ
の
顕

著
な
特
徴
は
漢
字
の
取
り
扱
い
方
に
あ
る
｡
中
国
で
は
外
国
の

新
概
念
に
対
処
す
べ
-
絶
え
ず
漢
字
を
増
や
し
て
き
た
｡
｢
魔
'

塔
｣
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
｡
蘭
学
者
も
同
じ
発
想
を
持
っ
て
い

た
｡
例
え
ば
大
槻
玄
沢
は
訳
語
の
創
出
に
つ
い
て
'
｢
翻
訳
す
る

際
'
訳
語
を
原
語
に
正
確
に
対
応
さ
せ
る
よ
う
に
務
め
て
い
る
｡

そ
の
た
め
勝
手
に
造
語
を
L
t
ま
た
新
し
く
字
を
作
ら
ざ
る
を
得

な
い
｡
い
わ
ゆ
る
脆
､
膜
､
撮
護
､
解
体
'
神
経
'
液
胞
な
ど
は

曹
そ
う
で
あ
る
｣
と
述
べ
て
い
る
(
注
1
6
)
｡
例
と
し
て
挙
げ
ら

れ
て
い
る
も
の
の
中
で
は
｢
脆
'
謄
｣
が
｢
新
製
字
｣
で
,
そ
の

他
は
｢
勝
手
な
造
語
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
実
は
｢
脆
｣
は

新
製
字
で
は
な
-
､
廃
れ
た
漢
字
に
す
ぎ
な
い
｡
大
槻
は
｢
雁
｣

や
｢
膳
｣
と
い
っ
た
廃
棄
さ
れ
た
漢
字
で
g
l
a
n
d
の
意
味
を
表
そ

ぅ
と
し
た
が
'
最
終
的
に
『
和
蘭
内
景
医
範
提
綱
』
(
宇
田
川
玄
其

1
八
〇
五
)
で
｢
腺
｣
と
い
う
新
作
字
に
落
ち
着
い
た
(
注
望
｡

｢
輝
､
腫
｣
も
新
作
字
の
例
で
あ
る
が
'
新
し
く
漢
字
を
製
作
す

る
方
法
は
蘭
学
の
術
語
創
出
の
主
流
に
は
な
ら
な
か
っ
た
｡
明

治
以
降
､
さ
ら
に
｢
庇
(
キ
ロ
グ
ラ
ム
)
､
糎
(
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
)
､

秤
(
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)
｣
な
ど
の
合
体
文
字
も
考
案
さ
れ
た
が
､
い

ず
れ
も
単
音
節
で
は
な
く
記
号
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

明
治
期
の
学
術
用
語
の
制
作
に
お
い
て
は
基
本
的
に
｢
中
国
の
古

典
語
を
用
い
よ
､
そ
れ
が
な
い
場
合
､
新
し
く
創
作
せ
よ
,
但
し

音
訳
語
を
避
け
よ
｣
と
い
う
蘭
学
の
原
則
が
守
ら
れ
て
い
た
｡
音

訳
語
の
台
頭
は
終
戟
後
で
あ
っ
た
｡

完
､
中
国
で
は
､
術
語
に
関
す
る
思
索
は
少
な
か
っ
た
｡
徐

継
宙
は
､
『
減
資
誌
略
』
で
地
名
人
名
の
音
訳
字
を
取
-
上
げ
た

が
､
同
人
(
地
)
異
名
の
混
乱
し
た
使
用
状
況
の
指
摘
に
終
わ
っ

た
｡
『
英
華
字
典
』
二
八
六
六
～
7
<
六
九
)
の
編
者
で
あ
る
ロ
ブ

シ
ャ
イ
ト
が
初
め
て
化
学
元
素
名
の
翻
訳
を
問
題
提
起
し
､
新
作

字
に
よ
る
命
名
法
を
提
案
し
た
｡

術
語
全
般
に
つ
い
て
最
初
に
議
論
を
展
開
さ
せ
た
の
は
江
南
製

造
局
翻
訳
館
で
翻
訳
活
動
に
従
事
し
た
フ
ラ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
｡
氏

は
自
分
の
翻
訳
経
験
に
基
づ
い
て
'
西
洋
の
言
語
を
中
国
語
に
翻

訳
す
る
際
の
問
題
や
訳
語
の
考
案
に
つ
い
て
論
じ
た
(
注
1
 
8
)
0

文
章
の
中
で
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
､
｢
西
洋
の
学
問
や
術
語
に
相
当

す
る
も
の
が
な
い
｣
こ
と
が
翻
訳
の
最
大
の
障
害
と
な
っ
て
い
る

と
い
う
意
見
に
は
同
意
し
､
｢
西
洋
書
を
翻
訳
す
る
上
で
,
何
よ

り
も
重
要
な
こ
と
は
訳
語
で
あ
る
｣
と
指
摘
し
て
い
る
｡

訳
語
の
創
出
法
に
つ
い
て
'
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
江
南
製
造
局
翻
詳

館
で
の
実
践
を
踏
ま
え
'
次
の
よ
う
に
提
案
し
た
｡
1
､
中
国
で

す
で
に
刊
行
さ
れ
た
科
学
技
術
の
書
物
'
或
い
は
イ
エ
ズ
ス
会
士

や
最
近
来
襲
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宣
教
師
ら
に
よ
る
書
物
の

内
容
を
調
べ
る
こ
と
や
中
国
の
行
商
人
や
､
そ
の
術
語
を
知
っ
て

い
る
製
造
業
者
､
職
工
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
既
存
の
訳

語
を
発
見
し
､
用
い
る
｡
二
､
新
作
字
､
複
合
語
､
音
訳
語
と

い
っ
た
方
法
に
よ
っ
て
新
し
-
訳
語
を
考
案
す
る
｡

し
か
し
詳
し
-
取
り
上
げ
た
の
は
新
作
字
に
よ
る
化
学
元
素

の
命
名
だ
け
で
あ
っ
て
､
複
合
語
と
音
訳
語
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
中
国
語
で
は
意
味
区
別
の
機
能
の

ぁ
る
音
節
数
は
一
五
〇
〇
未
満
で
'
新
語
の
創
灘
は
多
音
節
の
複

合
語
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
｡
前
述
の
よ
う
に
､
訳
語
と
し
て
の

複
合
語
は
､
逐
字
訳
と
意
訳
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡
フ
ラ
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イ
ヤ
ー
が
挙
げ
た
例
語
｢
毒
気
'
軽
気
'
火
輪
船
､
風
雨
表
｣
な

ど
か
ら
見
れ
ば
'
意
訳
語
が
主
体
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
｡
当
時

の
翻
訳
は
'
外
国
人
が
口
述
L
t
中
国
人
が
筆
記
す
る
と
い
う
方

法
を
採
っ
て
お
り
'
中
国
人
は
外
国
語
を
解
さ
な
い
た
め
､
外
国

人
の
口
述
は
往
々
に
し
て
具
体
的
'
描
写
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
｡
例
え
ば
t
 
O
x
y
g
e
n
t
 
H
y
d
r
o
g
e
n
の
日
本
語
訳
｢
酸
素
｣
'

｢
水
素
｣
は
原
語
の
語
根
を
忠
実
に
直
訳
し
た
も
の
で
あ
る
｡
好

し
て
中
国
語
の
｢
養
気
｣
､
｢
軽
気
｣
は
'
現
場
性
の
強
い
､
通

俗
的
で
分
か
り
や
す
い
意
訳
と
な
っ
て
い
る
｡
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
'

1
八
九
〇
年
に
開
催
さ
れ
た
第
二
次
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
全

国
大
会
で
'
再
度
学
術
用
語
の
問
題
を
取
-
上
げ
た
(
往
1
9
)
｡
大

会
に
提
出
し
た
論
文
で
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
'
音
訳
語
に
反
好
し
､
意

訳
の
方
法
で
訳
語
を
創
出
す
べ
き
と
主
張
し
て
い
た
｡
し
か
し
氏

は
複
合
語
の
造
語
法
に
殆
ど
関
心
を
払
わ
な
か
っ
た
｡
そ
の
代
わ

り
に
廃
棄
さ
れ
た
古
い
漠
字
の
利
用
法
や
新
湊
字
の
創
作
法
に
議

論
を
終
始
さ
せ
た
｡
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
'
偏
穿
部
首
は
漢
字
を
構
成

す
る
最
も
顕
著
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
り
'
新
し
い
術
語
は
で
き
る

だ
け
中
国
語
の
こ
の
重
要
な
性
質
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
述
べ
て
い
る
｡
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
漠
字
の
分
解
可
能
性
お
よ
び
偏

穿
部
首
の
表
意
機
能
が
中
国
語
の
構
造
上
の
基
本
的
な
特
徴
と
ま

で
考
え
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
来
華
宣
教
師
た
ち
は

日
本
の
蘭
学
者
の
訳
語
創
造
と
異
な
る
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
｡

フ
ラ
イ
ヤ
ー
が
提
案
し
た
造
字
に
よ
る
化
学
元
素
の
命
名
は
江

南
製
造
局
の
翻
訳
書
に
よ
っ
て
広
が
っ
た
が
(
注
空
'
同
時
に
'

新
し
い
訳
語
の
創
出
は
'
即
ち
新
湊
字
の
創
造
で
あ
る
と
い
う
間

違
っ
た
シ
グ
ナ
ル
を
世
に
送
っ
た
｡
造
字
法
は
'
特
に
博
医
会
に

医
学
用
語
の
体
系
的
構
築
に
最
良
の
方
法
と
高
く
評
価
さ
れ
'
極

限
ま
で
推
し
進
め
ら
れ
た
｡
博
医
会
の
術
語
は
殆
ど
す
べ
て
新
し

く
造
ら
れ
た
一
漢
字
の
も
の
で
'
骨
､
血
'
月
な
ど
の
偏
寿
が
付

い
て
い
る
｡
し
か
し
ま
も
な
-
奇
異
な
新
作
字
に
よ
る
博
医
会
の

術
語
は
日
本
製
の
医
学
用
語
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

漢
字
は
'
絶
え
ず
増
殖
し
続
け
る
こ
と
が
可
能
な
開
か
れ
た
文

字
体
系
と
見
な
さ
れ
て
お
り
､
歴
史
的
に
見
て
も
新
た
に
漢
字
を

創
出
す
る
こ
と
は
概
念
の
増
加
に
好
処
す
る
最
も
重
要
な
方
法
の

一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
｡
し
か
し
'
日
本
の
蘭
学
者
は
'

中
国
の
古
典
語
を
周
い
て
外
国
語
を
訳
出
す
る
方
法
こ
そ
正
統
な

も
の
と
信
じ
て
お
り
'
ど
う
し
て
も
中
国
の
古
典
か
ら
語
句
が
見

つ
か
ら
な
い
場
合
に
は
'
新
し
い
漢
字
で
は
な
く
新
し
い
複
合

語
を
創
作
し
た
｡
一
方
､
｢
六
書
｣
の
原
理
に
魅
力
を
感
じ
た
来

華
宣
教
師
は
'
新
た
に
漢
字
を
作
り
訳
語
と
す
る
こ
と
に
熱
心
で

あ
っ
た
｡
し
か
し
語
嚢
学
の
見
地
か
ら
見
れ
ば
､
中
国
語
に
限
ら

ず
,
新
語
は
複
合
語
方
式
で
の
み
増
や
す
こ
と
が
で
き
'
新
た
な

語
根
創
造
は
も
は
や
繰
り
返
せ
な
い
歴
史
と
な
っ
た
｡
限
ら
れ
た

音
声
形
式
に
好
し
'
言
語
を
記
録
す
る
符
号
を
増
や
す
だ
け
で
は

学
術
用
語
の
体
系
的
構
築
が
成
功
す
る
見
込
み
は
な
い
｡
こ
れ

が
'
宣
教
師
が
我
々
に
残
し
て
く
れ
た
教
訓
で
あ
る
｡

3
　
中
国
の
術
語
問
題
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
近
代
以
降
'
中
国
に
お
け
る
術
語
選
定
事
業
に
つ
い

て
簡
単
に
紹
介
す
る
｡
中
国
は
二
〇
世
紀
一
〇
年
代
か
ら
政
府
主

導
の
術
語
標
準
化
が
急
が
れ
た
｡
こ
れ
は
宣
教
師
系
の
術
語
と
日

本
製
の
術
語
が
競
合
し
､
大
き
な
混
乱
を
来
た
し
た
た
め
で
あ

る
｡
ま
ず
晴
学
部
(
文
科
省
相
当
)
　
は
､
混
乱
を
極
め
る
術
語
を

統
一
し
よ
う
と
編
訂
名
詞
館
を
設
立
し
'
著
名
な
翻
訳
家
蔵
復
を

責
任
者
に
据
え
､
術
語
の
選
定
を
進
め
た
｡
一
九
〇
九
年
秋
の
こ

と
で
あ
っ
た
｡
同
名
詞
館
は
1
九
二
年
1
0
月
清
王
朝
崩
壊
ま

で
'
三
万
語
以
上
を
審
査
し
た
が
､
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
ず
､

E
n
g
l
i
s
h
a
n
d
C
h
i
n
e
s
e
D
i
c
t
i
o
n
a
r
y
,
1
9
1
6
(
官
垂
に
一
万
六
千

語
が
収
録
さ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
(
注
2
1
)
｡
時
代
が
民
国
に
変

わ
り
､
一
九
l
八
年
に
科
学
名
詞
審
査
会
が
成
立
し
､
一
九
二
八

年
に
訳
語
統
一
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
｡
同
委
員
会
は
一
九
三
一

年
ま
で
に
､
化
学
､
物
理
学
､
数
学
､
動
物
学
'
植
物
学
､
医
学

等
の
術
語
集
を
審
査
し
公
表
し
た
｡
一
九
三
二
年
に
各
学
科
の
術

語
の
作
成
､
標
準
化
'
普
及
に
全
寮
任
を
負
う
機
関
と
し
て
国
立

編
訳
館
が
設
置
さ
れ
､
一
九
三
八
年
の
　
『
算
学
名
詞
嚢
編
』
を
皮

切
り
に
一
九
四
九
年
ま
で
に
各
学
科
科
学
技
術
名
詞
草
案
を
六
〇

種
公
表
し
た
(
注
s
s
)
｡
術
語
の
選
定
事
業
は
戦
争
中
も
中
断
さ

れ
な
か
っ
た
｡
五
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
中
国
大
陸
は
'
学
術

名
詞
統
一
委
員
会
を
立
ち
上
げ
た
｡
術
語
の
審
査
に
あ
た
っ
た

者
は
著
名
な
科
学
者
だ
け
で
も
1
五
〇
名
に
も
達
し
た
と
い
う
｡

1
九
六
六
年
か
ら
始
ま
っ
た
文
化
大
革
命
に
よ
っ
て
教
育
･
研
究

活
動
は
停
滞
に
陥
っ
た
が
､
1
九
八
五
年
に
全
国
自
然
科
学
名
詞

審
定
委
員
会
が
設
置
さ
れ
'
文
化
大
革
命
で
大
幅
に
立
ち
後
れ
た

自
然
科
学
分
野
を
中
心
に
術
語
の
整
備
､
標
準
化
が
急
ピ
ッ
チ
で

進
め
ら
れ
た
｡
一
九
九
八
年
に
同
審
査
委
員
会
よ
り
『
科
技
術
語

研
究
』
が
創
刊
さ
れ
(
現
在
『
中
国
科
技
術
語
』
に
改
名
)
､
術
語
に

関
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
｡

4
　
漢
字
に
よ
る
術
語
の
創
造
に
未
来
は
あ
る
の
か

時
代
が
変
わ
り
'
漢
字
使
用
圏
に
お
い
て
術
語
創
出
で
の
漢
字

の
重
要
度
も
大
き
く
変
わ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
｡
日
本
で
は
戦

後
､
カ
タ
カ
ナ
語
に
よ
っ
て
外
来
新
概
念
を
受
容
す
る
事
例
が
増

え
た
｡
漢
字
制
限
の
政
策
は
'
カ
タ
カ
ナ
語
の
増
加
に
拍
車
を
か

け
'
術
語
の
制
定
も
こ
の
流
れ
に
大
き
-
影
響
さ
れ
た
｡
カ
タ
カ

ナ
に
よ
る
音
訳
と
い
う
術
語
の
創
作
法
は
'
概
念
の
導
入
に
簡
単

か
つ
迅
速
に
対
応
で
き
る
利
点
が
あ
る
反
面
(
注
C
3
)
､
意
味
の
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体
系
性
と
透
明
性
が
犠
牲
と
な
る
デ
メ
リ
ッ
ト
も
否
め
な
い
｡
韓

国
語
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
同
じ
こ
と
が
言
え
る
｡
今
日
､
術
語

の
一
般
語
嚢
化
に
よ
っ
て
カ
タ
カ
ナ
語
の
問
題
が
深
刻
に
な
り
'

国
立
国
語
研
究
所
で
行
わ
れ
た
｢
言
い
換
え
｣
と
い
う
試
み
に
繋

が
っ
た
｡

中
国
で
も
こ
れ
ま
で
の
表
記
体
系
に
な
か
っ
た
ロ
ー
マ
字
'
或

い
は
ロ
ー
マ
字
混
じ
り
の
術
語
の
問
題
が
持
ち
上
が
っ
た
｡
時

事
'
ス
ポ
ー
ツ
と
I
T
関
連
の
分
野
で
多
用
さ
れ
て
い
る
｡
D
V

D
､
W
T
O
t
 
G
D
P
や
G
7
峰
会
(
G
7
サ
ミ
ッ
ト
)
t
 
N
B
A

賓
季
(
N
B
A
シ
ー
ズ
ン
)
な
ど
で
あ
る
｡
果
た
し
て
漢
字
に
よ
る

術
語
の
創
造
に
未
来
は
あ
る
の
か
｡

表
意
文
字
と
し
て
の
漢
字
は
音
訳
語
に
向
か
な
い
の
は
誰
し
も

認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡
精
密
に
音
を
表
せ
な
い
だ
け
で
な

く
､
字
意
が
つ
き
ま
と
い
､
邪
魔
に
な
る
場
合
も
多
々
あ
る
か
ら

で
あ
る
　
(
注
2
4
)
｡

ま
た
'
新
し
く
漢
字
を
作
り
'
術
語
に
す
る
と
い
う
方
法
も
歴

史
的
に
見
て
問
題
の
解
決
に
は
繋
が
ら
な
い
(
往
訪
)
0

漢
字
使
用
に
立
脚
し
､
道
を
切
り
開
-
ほ
か
な
い
｡
東
ア
ジ
ア

諸
言
語
の
よ
う
な
音
節
言
語
に
つ
い
て
術
語
の
漢
字
使
用
の
当
否

を
個
別
言
語
の
特
質
に
結
び
つ
け
て
議
論
を
深
め
る
必
要
を
感
じ

る
　
(
往
2
6
)
0

一
般
語
桑
に
比
べ
て
､
厳
密
に
定
義
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る

の
が
術
語
の
特
徴
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
整

然
た
る
体
系
を
も
つ
の
が
分
野
別
の
術
語
の
も
う
一
つ
の
重
要
な

特
徴
で
あ
る
こ
と
を
筆
者
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡
博
医
会
は
新

作
字
を
導
入
す
る
際
'
｢
骨
｣
｢
血
｣
に
よ
る
偏
穿
部
首
が
'
術
語

体
系
の
明
示
と
そ
れ
に
よ
る
記
憶
の
負
担
軽
減
に
寄
与
す
る
と
主

張
し
た
｡
偏
穿
部
首
は
漢
字
構
成
の
パ
ー
ツ
に
す
ぎ
ず
'
形
態
素

レ
ベ
ル
の
単
位
で
は
な
い
た
め
､
意
味
識
別
上
'
視
覚
以
上
の
作

用
が
期
待
で
き
な
い
｡
近
代
以
降
大
量
の
複
合
語
の
出
現
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
最
も
本
質
的
な
変
化
は
漢
字
の
語
基
化
で
あ
る

と
筆
者
は
考
え
て
い
る
｡
本
稿
で
言
う
語
基
と
は
'
つ
ま
り
孤
立

し
た
個
々
の
漢
字
が
多
-
の
複
合
語
に
お
い
て
共
通
の
構
成
素
と

な
り
､
中
核
的
な
造
語
成
分
と
な
る
も
の
で
あ
る
｡
語
基
は
近
代

以
降
の
漠
字
接
辞
の
形
成
と
関
連
し
な
が
ら
も
全
-
同
じ
性
質
を

有
す
る
も
の
で
は
な
い
｡

蘭
学
の
訳
語
に
す
で
に
｢
亜
I
 
T
非
-
｣
'
｢
-
素
'
-
酸
｣
な

ど
の
接
辞
的
な
成
分
が
使
用
さ
れ
､
明
治
期
に
入
っ
て
か
ら
'

｢
-
化
t
 
I
性
｣
な
ど
が
成
立
し
た
｡
一
万
㌧
『
医
語
類
衆
』
だ
け

で

も

｢

-

脈

'

1

皮

'

-

管

'

1

膜

t

 

I

体

､

1

炎

'

-

質

｣

な

ど
が
複
合
語
の
構
成
素
と
し
て
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
い
る
｡
同
様

の
現
象
が
ホ
ブ
ソ
ン
'
フ
ラ
イ
ヤ
ー
ら
の
術
語
集
に
も
見
ら
れ

る
(
注
2
7
)
｡
接
辞
よ
り
実
質
的
な
意
味
を
持
つ
語
基
は
'
意
味

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ノ
ー
ド
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
'
概
念
体
系

9

の
構
築
が
求
め
ら
れ
る
術
語
の
形
成
に
寄
与
す
る
｡
日
本
語
か
ら

｢
化
'
性
､
貞
'
手
-
｣
な
ど
多
-
の
接
辞
成
分
を
導
入
し
た
中

国
語
は
'
現
在
語
基
を
さ
ら
に
発
達
さ
せ
､
新
し
い
術
語
を
創
出

し
て
い
る
｡
ま
た
語
基
は
そ
の
類
推
機
能
に
よ
り
'
術
語
の
産
出

を
簡
単
に
し
て
い
る
点
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
｡

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
叫
ば
れ
る
昨
今
､
学
問
の
世
界
だ
け
で
は
な

く
､
一
般
の
社
会
生
活
に
お
い
て
も
術
語
問
題
は
依
然
と
し
て
存

在
し
て
い
る
｡
中
国
語
圏
を
例
に
取
れ
ば
'
大
陸
'
香
港
'
台

湾
'
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
'
マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
の
中
国
語
使
用
地
域
に

お
い
て
同
じ
概
念
に
対
し
て
異
な
る
術
語
が
用
い
ら
れ
る
ケ
ー
ス

が
頻
繁
に
起
き
て
い
る
｡
意
思
疎
通
に
障
害
を
来
た
し
て
い
る
現

状
に
政
治
体
制
の
相
違
を
超
え
て
､
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
い
-

か
と
い
う
問
題
が
あ
る
(
注
g
S
)
｡
こ
れ
は
日
韓
を
含
む
漢
字
使

用
圏
の
問
題
で
も
あ
る
｡
中
国
語
は
基
本
的
に
音
訳
の
形
で
日
本

語
､
韓
国
語
の
こ
と
ば
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
　
(
逆
も

共
と
思
わ
れ
る
)
｡
西
洋
と
の
間
は
言
う
ま
で
も
な
-
'
東
ア
ジ
ア

域
内
に
お
け
る
相
互
間
の
概
念
受
容
が
漢
字
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な

い
所
以
で
あ
る
｡
か
つ
て
の
よ
う
に
漢
字
に
よ
る
術
語
の
共
創
共

有
は
ま
だ
可
能
か
｡
そ
れ
を
実
現
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か

を
考
え
て
み
る
時
期
が
来
つ
つ
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
｡

利
掲
寮
･
徐
光
啓
『
幾
何
原
本
』
第
一
巻
之
首
｢
界
説
三
十
六
則
｣

に
｢
凡
造
論
先
当
分
別
解
説
諭
中
所
用
名
目
故
日
界
説
(
論
を
進
め
る

に
当
た
っ
て
ま
ず
用
い
る
術
語
を
そ
れ
ぞ
れ
解
説
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
'
界
説
と
名
付
け
る
所
以
で
あ
る
)
｣
と
あ
る
｡

荒
川
晴
秀
(
一
九
九
七
)
　
『
近
代
日
中
学
術
用
語
の
形
成
と
伝
播
-

地
理
学
用
語
を
中
心
に
』
　
(
白
帝
社
)

沈
国
威
(
二
〇
〇
一
)
｢
『
智
環
啓
蒙
塾
課
初
歩
』
　
(
一
八
五
六
)
　
に

お
け
る
前
期
洋
学
書
訳
語
の
継
承
と
発
展
｣
(
『
関
西
大
学
東
西
学
術
研

究
所
創
立
五
十
周
年
記
念
論
文
集
』
　
1
五
1
-
一
六
六
頁
)

沈
国
威
(
二
〇
〇
七
)
｢
中
国
近
代
的
科
技
術
語
辞
典
(
1
8
5
8

-
1
9
4
9
)
｣
(
『
或
間
』
第
1
3
号
､
二
二
七
～
1
五
六
頁
)

一
八
五
五
年
前
後
､
宣
教
医
師
ホ
ブ
ソ
ン
は
､
｢
炎
､
精
紡
水
｣
な

ど
を
考
案
し
､
ま
た
｢
銀
行
､
陪
審
､
保
険
｣
も
広
州
か
ら
東
ア
ジ
ア

に
広
が
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

沈
国
威
(
二
〇
〇
七
)
｢
蘭
学
の
訳
語
と
新
漢
語
の
創
出
｣
(
内
田

慶
市
･
沈
国
威
節
『
1
9
世
紀
中
国
語
の
諸
相
』
　
(
雄
松
堂
へ
　
二
1
七
～

二
六
一
頁
)

沈
国
威
(
二
〇
〇
一
三
｢
明
治
の
学
問
の
用
語
｣
(
『
日
本
語
学
』
1
2

月
号
'
三
四
～
四
四
頁
)
｡
術
語
研
究
に
関
し
て
は
'
復
刻
資
料

に
『
近
代
日
本
学
術
用
語
集
成
』
第
1
期
'
第
2
斯
(
龍
渓
書
舎
､

]
九
八
八
､
一
九
九
〇
)
が
あ
-
､
研
究
書
に
至
っ
て
は
ま
さ
に
枚
挙

に
蓮
が
な
い
と
い
う
有
様
で
あ
る
｡
以
下
の
注
に
挙
げ
た
参
考
文
献
を

参
照
｡幕

末
明
治
初
期
に
｢
舎
密
1
化
学
｣
｢
越
列
機
1
電
気
｣
｢
積
極
､
消

極
1
陽
極
､
陰
極
｣
｢
健
全
1
衛
生
｣
｢
解
体
1
解
剖
｣
と
い
っ
た
術
語

の
交
替
が
当
時
の
漢
学
崇
拝
の
風
潮
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と

は
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

杉
本
つ
と
む
･
呉
美
慧
編
(
一
九
八
九
)
　
『
英
撃
学
芸
詞
林
の
研
究
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1ヨ本の術語､中岡の術語

日本の諺･中国碍諺
陳力衛【割

-両国の文化の違いを知る-

共通する諺を多く持つ日本と中国｡その中には､同じ諺でも
両国で意味が違っているもの､中国では使われなくなったも
のもある｡同じ諺が､なぜ両国で異なった意味を持つようになっ

たか､中国人であり､日本語の研究者である著者が､諺の意味
の違いを通して､日本と中国の文化や考え方の違いを探るo

仁王冠砂･･･絶体絶命の窮地､おしまいだ!

(重垂垂) -何事もなく､すべてを忘れる
｢万事休す｣ト

｢呉-射卜悪霊二::芸芸雲㌫冨冨ETtEVL慧濫読

●定価1,365円(本体1,300円) ･四六判･並製･242頁●
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-
本
文
影
印
'
研
究
､
索
引
』
　
(
早
稲
田
大
学
出
版
部
)

日
本
製
術
語
の
借
用
は
､
主
に
教
科
書
と
辞
書
類
を
通
じ
て
実
現
さ

れ
た
｡
『
科
学
辞
典
』
　
(
1
九
〇
八
)
､
『
未
申
大
辞
典
』
　
二
九
〇
八
)
､

『
物
理
学
語
桑
』
　
(
一
九
〇
八
)
　
な
ど
は
日
本
の
術
語
辞
典
の
翻
訳
で

あ
り
'
英
華
辞
書
の
編
纂
も
日
本
の
英
和
辞
書
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き

い
｡
辞
書
類
は
纏
ま
っ
た
日
本
製
術
語
を
導
入
す
る
に
当
た
っ
て
､
大

き
な
役
割
を
果
た
し
た
が
､
教
科
書
は
術
語
の
普
及
と
定
着
に
貢
献
し

た
｡

沈
国
威
(
二
〇
一
〇
)
　
｢
異
文
化
受
容
に
お
け
る
湊
字
の
射
程
-
日

本
の
蘭
学
者
と
釆
華
宣
教
師
の
場
合
｣
　
(
『
ア
ジ
ア
文
化
交
流
研
究
』
第

5
号
'
二
三
一
～
二
五
1
頁
)

大
槻
玄
沢
は
　
『
重
訂
解
体
新
書
･
名
義
解
』
　
で
｢
吾
輩
之
直
就
彼
邦

書
横
文
｡
抗
顔
強
評
者
也
｡
(
わ
れ
わ
れ
は
直
接
外
国
の
言
語
に
基
づ

き
､
困
雅
を
承
知
の
上
翻
訳
に
取
-
か
か
っ
た
)
｣
と
言
っ
て
い
る
｡

1
 
3
　
既
存
語
を
求
め
よ
う
と
す
る
｢
翻
訳
｣
は
中
国
古
典
･
仏
典
等
に
あ

艮
ド
　
る
語
の
再
利
用
の
ほ
か
に
､
幕
末
明
治
初
期
の
漢
訳
洋
書
の
訳
語
の
導

人
に
繋
が
っ
た
｡
沈
国
威
二
九
九
六
)
　
｢
漢
語
の
育
て
た
近
代
日
本

語
-
西
学
東
漸
と
新
湊
語
｣
(
学
燈
社
『
国
文
学
』
肘
4
1
-
1
 
1
'
八
〇

～
八
六
頁
)
を
参
照
｡

1
4
　
｢
漠
字
語
基
｣
､
｢
軸
字
｣
　
(
鈴
木
英
夫
)
､
中
国
で
は
｢
語
根
｣
　
(
蘇

常
飲
)
　
な
ど
と
も
呼
ば
れ
､
造
語
成
分
と
し
て
頻
繁
に
新
造
語
に
関
わ

る
｡
『
医
語
類
衆
』
　
(
一
八
七
二
)
　
や
『
哲
学
字
桑
』
　
(
一
八
八
一
)
　
の

語
基
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
高
野
繁
男
(
二
〇
〇
四
)
　
『
近
代
漢
語
の
研

究
』
　
(
明
治
書
院
)
､
宋
京
俸
(
二
〇
〇
三
)
　
『
近
代
日
中
新
語
の
創
出

と
交
流
』
　
(
白
帝
社
)
を
参
照
｡

1
5
　
蘭
学
の
音
訳
語
に
用
い
ら
れ
る
漢
字
に
つ
い
て
'
沈
国
威
｢
蘭
学
の

訳
語
と
新
湊
語
の
創
出
｣
を
参
照
｡

1
6
　
｢
今
所
停
評
｡
務
欲
名
義
之
安
常
於
原
稀
｡
不
能
以
不
私
造
語
新
製

字
以
詳
定
｡
所
謂
脆
｡
膳
｡
掃
護
｡
或
解
髄
｡
神
経
｡
液
胞
之
頬
骨
是

也
｡
｣
『
重
訂
解
体
新
書
･
名
義
解
』
巻
の
五
｡

1
7
　
『
重
訂
解
体
新
書
』
　
に
お
い
て
大
槻
の
気
持
ち
は
意
訳
語
の
｢
液
胞
｣

に
傾
い
た
が
､
新
作
字
の
｢
腺
｣
が
一
般
化
し
た
理
由
と
し
て
は
､
同

書
の
公
刊
が
遅
か
っ
た
　
(
一
八
二
六
)
　
以
外
に
､
｢
腺
｣
に
接
辞
性
が

あ
る
た
め
と
思
わ
れ
る
｡

1
8
　
フ
ラ
イ
ヤ
ー
二
九
五
三
)
　
｢
江
南
製
造
局
翻
訳
西
普
事
略
｣
　
(
張
静

鹿
編
『
中
国
近
代
出
版
史
料
初
編
』
上
海
､
上
雑
出
版
社
､
九
～
二
八

頁
)

1
 
"
S
c
i
e
n
t
i
a
c
T
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
‥
P
r
e
s
e
n
t
D
i
s
c
r
e
p
a
n
c
i
e
s
a
n
d
M
e
a
n
s

o
f
S
e
c
u
r
i
n
g
U
n
i
f
o
r
m
i
t
y
"
,
R
e
c
o
r
d
s
o
f
t
h
e
G
e
n
e
r
a
l
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e

o
f
 
t
h
e
 
P
r
o
t
e
s
t
a
n
t
 
M
i
s
s
i
o
n
a
r
i
e
s
 
o
f
 
C
h
i
n
a
.
A
m
e
r
i
c
a
n

p
r
e
s
b
y
t
e
r
i
a
n
M
i
s
s
i
o
n
P
r
e
s
s
.
1
8
9
0
,
p
p
.
5
3
1
･
5
4
9
.
同
論
文
に
つ
い

て
は
王
揚
宗
(
1
九
九
l
)
　
｢
清
未
益
智
会
統
一
科
技
術
語
工
作
述
評
｣

(
『
中
国
科
技
史
料
』
第
1
2
巻
2
､
九
～
一
九
頁
)
を
参
照
の
こ
と
｡

2
0
　
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
方
法
は
後
に
化
学
物
質
の
標
準
的
な
命
名
法
と
し
て

中
国
政
府
に
採
用
さ
れ
た
｡

2
1
　
沈
国
威
(
二
〇
〇
八
)
｢
『
官
話
』
　
(
1
9
1
6
)
　
及
其
訳
詞
-
以

〝
新
詞
〟
ク
部
定
詞
〟
為
中
心
｣
(
『
ア
ジ
ア
文
化
交
流
研
究
』
第
3
号
､

1
　
二
二
～
二
一
九
貢
)

2
2
　
沈
国
威
｢
中
国
近
代
的
科
技
術
語
辞
典
(
1
8
5
8
-
1
9
4
9
)
｣

2
3
　
こ
れ
は
特
に
進
歩
の
著
し
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
工
学
､
情
報
工
学
な
ど

の
分
野
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
｡

2
4
　
音
訳
語
を
考
案
す
る
時
'
意
図
的
に
意
味
を
織
-
込
む
手
法
(
例
え

ば
｢
倶
楽
部
｣
な
ど
)
　
は
現
在
の
中
国
で
は
避
け
ら
れ
て
い
る
｡
例
え

ば
エ
イ
ズ
の
訳
語
は
､
｢
愛
滋
病
｣
　
(
愛
に
よ
っ
て
生
じ
た
病
気
)
　
か
ら

｢
文
責
病
｣
に
決
定
さ
れ
た
｡
中
国
で
は
外
国
の
人
名
地
名
を
音
訳
す

る
た
め
の
漢
字
一
覧
表
が
用
意
さ
れ
て
い
る
が
､
効
率
的
に
音
訳
形
式

の
術
語
を
産
出
す
る
に
は
'
主
要
外
国
語
の
音
節
･
漢
字
対
応
表
が
不

可
欠
で
あ
る
｡

2
5
　
沈
国
威
｢
異
文
化
受
容
に
お
け
る
漢
字
の
射
程
-
日
本
の
蘭
学
者

と
来
華
宣
教
師
の
場
合
｣
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
新
作
字
の
衝
動
が
い
ま

も
続
い
て
い
る
｡
漢
字
研
究
者
の
蘇
培
成
は
新
作
字
の
乱
立
と
そ
の
弊

害
を
指
摘
し
て
い
る
(
｢
新
造
漠
字
的
現
状
応
当
改
変
｣
『
科
技
術
語
研

究
』
1
9
9
9
年
第
3
期
)
が
､
拘
束
力
の
あ
る
政
府
方
針
が
示
さ
れ

な
い
限
-
､
新
作
字
乱
立
の
現
象
は
解
消
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
｡

2
6
　
韓
飴
仁
(
二
〇
〇
八
)
｢
応
充
分
発
揮
漢
字
在
科
学
技
術
名
詞
定
名

中
的
表
意
優
勢
｣
(
『
中
国
科
技
術
語
』
2
0
0
8
年
第
4
期
､
五
五
～

五
八
頁
)

2
7
　
｢
-
炎
｣
は
ホ
ブ
ソ
ン
の
『
医
学
英
華
字
釈
』
　
(
1
八
五
八
)
に
す
で

に
見
ら
れ
る
｡

2
8
　
中
国
朝
鮮
自
治
区
に
お
い
て
中
朝
韓
の
術
語
の
相
違
に
よ
る
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
問
題
が
持
ち
上
が
っ
て
い
る
｡

(
し
ん
‥
｣
-
い
　
関
西
大
学
教
授
)


