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１　

は
じ
め
に－
駅
の
表
示
か
ら

ま
ず
下
の
図
を
見
て
い
た
だ
き

た
い
。
こ
れ
は
東
京
の
山
手
線
の

あ
る
駅
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に

貼
っ
て
あ
っ
た
も
の
で
、
近
年
ふ

え
た
外
国
人
観
光
客
を
も
対
象
と

し
た
表
示
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず

一
番
上
は
日
本
語
で
「
や
め
ま

し
ょ
う
、
歩
き
ス
マ
ホ
」、
次
は
英

語
で
「STOP: Texting W
hile 

W
alking

」
で
、－

ing

で
韻
を
踏

ん
で
い
る
。

そ
し
て
下
段
の
左
側
に
は
漢

字
の
繁
体
字
（
正
字
体
）
で
、「
專

（
専
）
心
走
好
路
，
別
當
（
当
）

低
頭
族
」
と
あ
る
。（
）
内
は
筆
者
が
日
本
の
常
用
字
に
改
め
た
も
の
、
以
下
も

同
じ
。「
注
意
を
集
中
し
て
ち
ゃ
ん
と
歩
き
、
下
向
き
族
に
な
る
な
」
と
い
う
意

味
で
、「
路
」（lù

）
と
「
族
」（zú

）
が
中
国
語
で
は
一
応
韻
を
踏
ん
だ
形
に
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
主
に
繁
体
字
を
使
用
し
て
い
る
台
湾
、
香
港
か
ら
の
観
光
客
の

た
め
の
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
中
国
語
の
「
走
」
は
走
る
で
は
な
く
歩
く
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
注
意
深
い
読
者
の
方
は
、
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
は
路
で
は
な

い
の
に
、
な
ぜ
「
走
路
」
と
言
う
の
だ
と
疑
問
を
も
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
国

語
で
は
こ
う
い
う
場
合
の
「
路
」
に
は
意
味
が
な
い
。
た
と
え
ば
「
子
供
が
も
う

歩
け
る
よ
う
に
な
っ
た
」
は
、
中
国
語
で
「
孩
子
学
会
走
路
了
」
と
言
う
。
こ
れ

は
む
ろ
ん
、
孩
子
（
子
供
）
が
道
路
を
歩
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
は

な
い
。

さ
て
そ
の
右
は
中
国
大
陸
で
使
わ
れ
て
い
る
簡
体
字
で
、「
不
要
在
走
路
时

（
時
），
使
用
手
机
（
機
）」（
歩
く
時
に
ス
マ
ホ
を
使
用
す
る
な
）
と
あ
る
、
こ
れ

は
む
ろ
ん
大
陸
か
ら
の
観
光
客
用
で
あ
る
。
台
湾
、
香
港
と
大
陸
で
は
字
体
が
違

う
だ
け
で
な
く
文
章
も
異
な
る
。
中
国
語
の
文
体
は
多
彩
な
の
で
、
台
湾
、
香
港

と
大
陸
で
は
、
語
彙
や
言
い
方
に
も
若
干
違
い
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
問
題

に
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。
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最
後
は
韓
国
語
で
「
걸
어
가
면
서

스
마
트
폰

사
용
하
면

위
험
」（
歩
き
な
が

ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
使
用
す
れ
ば
危
険
）
で
あ
る
。「
스
마
트
폰
」（
ス
マ
ト
ゥ
ポ

ン
）
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
韓
国
で
の
言
い
方
で
、英
語
の
f
を
日
本
語
は
ハ
行
、

韓
国
語
は
パ
行
で
写
し
て
い
る
。「
사
용
」（
サ
ヨ
ン
）、「
위
험
」（
ウ
イ
ホ
ム
）
は
、

そ
れ
そ
れ
「
使
用
」「
危
険
」
の
韓
国
語
の
漢
字
音
（
い
わ
ゆ
る
朝
鮮
漢
字
音
）

で
あ
る
。
韓
国
は
今
で
は
漢
字
を
ほ
と
ん
ど
使
わ
な
い
の
で
、
漢
字
語
も
ハ
ン
グ

ル
で
表
記
す
る
。

も
う
一
例
、
コ
ン
ビ
ニ
の
ト
イ
レ
の
標
語
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

「
い
つ
も
き
れ
い
に
使
っ
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う

日
本
語
に
対
し
て
、
ま
ず
英
語
は
「Thank you for keeping the toilet clean!

」、

次
が
簡
体
字
で
、「
非
常
感
谢
（
謝
）

一
直
以
来
配
合
保
持
洗
手
间
（
間
）
内

的
卫
（
衛
）
生
整
洁
（
潔
）」（
い
つ
も
ト
イ
レ
内
の
衛
生
、
整
頓
清
潔
保
持
に
協

力
し
て
く
だ
さ
り
、
あ
な
た
に
感
謝
し
ま
す
）、
つ
い
で
繁
体
字
、「
感
謝

為
盥

洗
室
留
下
美
好
環
境
」（
ト
イ
レ
の
た
め
に
良
好
な
環
境
を
と
ど
め
て
く
だ
さ
り
、

あ
な
た
に
感
謝
し
ま
す
）、
最
後
は
韓
国
語
「
항
상

깨
끗
하
게

이
용
해

주
셔
서

감
사
합
니
다
」（
い
つ
も
き
れ
い
に
利
用
し
て
く
だ
さ
り
、
感
謝
し
ま
す
）。

簡
体
字
は
22
字
、
繁
体
字
は
13
字
で
、
簡
体
字
の
方
が
9
文
字
も
多
く
、
か
つ

共
通
す
る
の
は
「
感
谢
（
謝
）」
と
「

」（
あ
な
た
）
だ
け
で
あ
る
。
特
に
ト
イ

レ
は
、簡
体
字
が
「
洗
手
间
（
間
）」（
お
手
洗
い
）、繁
体
字
で
は
「
盥
洗
室
」（「
盥
」

は
洗
う
、
ま
た
は
手
を
洗
う
盤
、
タ
ラ
イ
の
こ
と
）
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
お

そ
ら
く
中
国
大
陸
、台
湾
か
香
港
の
人
に
頼
ん
で
書
い
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

個
人
差
も
あ
る
の
で
、
大
陸
と
台
湾
、
香
港
の
表
現
の
違
い
を
代
表
す
る
も
の
と

は
必
ず
し
も
言
え
な
い
が
、
表
現
が
相
当
異
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
わ
か
る
で

あ
ろ
う
。
韓
国
語
の
「
항
상
」（
ハ
ン
サ
ン
）、「
이
용
」（
イ
ヨ
ン
）、「
감
사
」（
カ

ム
サ
）
は
、そ
れ
ぞ
れ
「
恒
常
」「
利
用
」「
感
謝
」
の
韓
国
語
漢
字
音
で
、「
恒
常
」

は
「
い
つ
も
」
の
意
味
、
韓
国
語
の
表
現
が
も
と
の
日
本
語
に
も
っ
と
も
近
い
。

こ
れ
は
日
本
語
と
韓
国
語
の
語
法
が
似
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
英
語
、
中
国
語
で

は
、
日
本
語
、
韓
国
語
で
は
不
要
な
「you

」「

」
が
必
要
で
、
そ
の
代
り
「
い

た
だ
き
」
に
当
た
る
表
現
が
な
い
。
韓
国
語
で
は
「
주
셔
서
」（
ジ
ュ
シ
ョ
ソ
）

が
「
い
た
だ
き
」
に
相
当
す
る
。
日
韓
と
も
に
敬
語
、
謙
譲
語
表
現
が
発
達
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
中
国
語
二
種
と
韓
国
語
の
表
示

は
、
近
年
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
至
る
と
こ
ろ
で
見
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
、
も
う
当
た
り
前
の
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
こ
う
い
う
表
示

を
し
て
い
る
の
は
、
世
界
広
し
と
い
え
ど
も
、

実
は
日
本
だ
け
で
あ
る
。
韓
国
で
も
日
本
語
と

中
国
語
の
表
記
は
見
ら
れ
る
が
、
た
だ
し
中
国

語
表
記
は
簡
体
字
か
繁
体
字
か
の
ど
ち
ら
か
だ

け
で
あ
る
。
簡
体
字
は
む
ろ
ん
中
国
大
陸
観
光

客
用
だ
が
、
繁
体
字
は
別
に
香
港
、
台
湾
人
の

た
め
で
は
な
く
、
韓
国
の
漢
字
も
繁
体
字
な
の

で
、
自
国
使
用
の
漢
字
で
書
い
て
い
る
と
こ
ろ

が
、
香
港
、
台
湾
人
の
た
め
に
繁
体
字
を
使
う

日
本
と
は
異
な
る
。
中
国
大
陸
で
は
商
店
の
看

板
な
ど
最
近
繁
体
字
使
用
が
増
え
た
が
、
こ
の

種
の
公
共
の
表
示
は
簡
体
字
だ
け
、
台
湾
は
繁

体
字
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
に
政
治
的
理
由

な
ど
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
人

は
両
方
と
も
読
め
る
の
で
必
要
な
い
か
ら
で
あ

ろ
う
。
欧
米
な
ど
そ
れ
以
外
の
地
域
で
は
、
全

部
調
べ
た
わ
け
で
は
む
ろ
ん
な
い
が
、
こ
う
い

う
表
示
、
特
に
中
国
語
の
二
種
併
記
は
な
い
と

思
え
る
。

で
は
な
ぜ
日
本
だ
け
中
国
語
を
繁
簡
二
種
の
字
体
で
、
し
か
も
文
章
ま
で
変
え

て
表
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
中
国
大
陸
と
香
港
、

台
湾
を
区
別
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
北
京
政
府
の
一
国
両
制
は
、
香
港
、
台

湾
で
の
繁
体
字
使
用
を
今
の
と
こ
ろ
ま
だ
認
め
て
い
る
の
で
問
題
は
な
い
が
、
し

か
し
次
の
例
は
ど
う
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
京
都
は
木
屋
町
四
条
小
橋
の
喫
煙
所
で
、
大
陸
用
に
「
吸
煙
禁
止
」、

台
湾
用
に
「
抽

禁
止
」（「

」
は
煙
草
の
こ
と
）、
さ
ら
に
英
語
な
ど
十
一
カ

国
語
で
同
じ
こ
と
を
書
い
た
も
の
だ
が
、
最
後
に
「
路
上
喫
煙
禁
止
を
十
三
か
国

語
で
表
示
し
て
い
ま
す
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
と
台
湾
を
明
ら
か
に
別
の
国
と

し
て
勘
定
い
る
の
で
、
大
い
に
問
題
で
あ
る
。
中
国
か
ら
抗
議
さ
れ
て
も
お
か
し

く
な
い
。

た
だ
し
、
こ
れ
を
書
い
た
人
、
た
ぶ
ん
京
都
市
の
役
人
は
、
お
そ
ら
く
台
湾
は

中
国
と
は
別
の
国
で
あ
る
と
主
張
し
た
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
単
に
気

が
つ
い
て
い
な
い
だ
け
だ
と
思
え
る
。
日
本
で
は
絶
対
に
お
目
に
か
か
ら
な
い

「

」
を
使
う
念
の
入
れ
よ
う
で
、
細
部
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
、
よ
り
重
要
な
問

題
に
は
無
頓
着
な
と
こ
ろ
が
、
い
か
に
も
お
役
人
の
仕
事
ら
し
い
。「
十
三
か
国
」

は
あ
き
ら
か
に
蛇
足
で
あ
る
。
つ
い
で
に
言
え
ば
、「
吸
煙
（
抽

）
禁
止
」
は

日
本
語
の
語
順
な
の
で
、中
国
語
と
し
て
は
「
禁
止
吸
煙
」
の
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。

２　

異
体
字
へ
の
こ
だ
わ
り

政
治
的
主
張
で
は
な
い
と
す
る
と
、
で
は
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
そ

れ
は
日
本
人
の
自
慢
と
す
る
お
も
て
な
し
の
精
神
で
あ
ろ
う
。
来
て
い
た
だ
い
た
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お
客
さ
ん
の
立
場
に
よ
り
そ
っ
て
、
不
便
が
な
い
よ
う
気
遣
い
を
す
る
、
だ
か
ら

相
手
の
国
（
地
域
）
の
文
字
で
書
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
無
用
で
あ
る

こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

そ
の
他
、
も
う
一
つ
日
本
側
の
理
由
と
し
て
、
日
本
人
は
異
体
字
に
こ
だ
わ
る

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
特
に
人
名
に
つ
い
て
、
齋
藤
と
斎
藤
、
渡
辺
と
渡

邊
、
渡
邉
、
船
田
と
舩
田
な
ど
、
間
違
え
る
と
相
手
に
失
礼
に
な
る
こ
と
は
、
日

本
で
の
常
識
で
あ
る
。
し
か
し
「
齋
」
と
「
斎
」、「
辺
」
と
「
邊
」、「
邉
」、「
船
」

と
「
舩
」
は
、
同
じ
字
の
本
字
、
略
字
、
異
体
字
の
関
係
に
あ
り
、
意
味
が
違
う

わ
け
で
は
な
い
。
斎
藤
と
斉
藤
、
渡
辺
と
渡
部
、
船
田
と
舟
田
の
よ
う
に
、
同
じ

発
音
で
あ
っ
て
も
別
字
を
使
っ
た
場
合
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
こ
れ
は
た
と
え
ば

ハ
ン
コ
は
篆
書
体
を
使
う
、
あ
る
い
は
英
語
で
同
じ
名
前
を
場
合
に
よ
っ
て
は
ゴ

ジ
ッ
ク
体
、
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
書
く
の
と
同
じ
こ
と
で
、
用
途
や
ケ
ー
ス
に
よ
っ

て
使
い
わ
け
る
だ
け
で
、
本
質
的
に
は
同
じ
字
で
あ
る
。

台
湾
の
陳
先
生
が
大
陸
に
行
け
ば
簡
体
字
で
陈
先
生
と
書
か
れ
、
大
陸
の
马
女

士
は
台
湾
で
は
馬
女
士
に
な
る
が
、そ
ん
な
こ
と
に
こ
だ
わ
る
人
は
ま
ず
い
な
い
。

あ
る
い
は
韓
国
に
も
曹
と
い
う
姓
が
あ
る
が
、
伝
統
的
に
曺
と
い
う
異
体
字
で
書

か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
か
と
い
っ
て
曺
さ
ん
を
曹
さ
ん
と
書
い
て
も
特
に
失
礼
に

は
な
ら
な
い
し
、
曺
と
曹
の
二
つ
の
姓
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
昔
は
正
式
、
公

式
の
文
書
、
目
上
へ
の
手
紙
な
ど
は
本
字
（
繁
体
字
）、
私
的
、
非
公
式
の
文
書
、

親
し
い
人
へ
の
手
紙
な
ど
は
略
字
、
異
体
字
、
俗
字
を
使
っ
て
も
よ
い
と
い
う
基

準
で
、
大
陸
の
簡
体
字
は
、
基
本
的
に
は
非
公
式
の
略
字
を
公
式
の
文
字
と
し
た

に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
台
湾
、香
港
で
は
繁
体
字
が
正
式
の
文
字
で
あ
る
と
は
い
え
、

メ
モ
や
ノ
ー
ト
で
ま
で
繁
体
字
で
書
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
略
字
も
使
わ
れ

て
い
る
。
ま
た
「
盥
洗
室
」「
抽

」
な
ど
は
文
章
語
で
、口
語
で
は
台
湾
で
も
「
洗

手
間
」、「
吸
煙
」
ま
た
は
「
抽
煙
」
と
言
う
。

字
体
あ
る
い
は
筆
順
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
日
本
独
特
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

お
も
て
な
し
の
精
神
、
さ
ら
に
律
儀
さ
が
加
わ
っ
て
、
全
国
津
々
浦
々
の
観
光
地

か
ら
コ
ン
ビ
ニ
の
ト
イ
レ
、
は
て
は
銭
湯
に
ま
で
、
中
国
語
二
種
併
記
が
行
わ
れ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
二
種
併
記
し
て
あ
れ
ば
、
中
国
大
陸
、
台
湾
、
香
港
か
ら

の
観
光
客
は
、
そ
れ
を
見
て
、
日
本
は
自
分
た
ち
の
こ
と
を
考
え
て
く
れ
て
い
る

と
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
に
感
心
、
感
謝
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
ま
っ
た
く

無
駄
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
必
要
性
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、
二
種
併
記

し
な
く
と
も
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
税
金
、
費
用
を
使
う
か
ど
う

か
も
考
慮
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
東
ア
ジ
ア
全
体
の
中
で
漢
字
が
ど
う
使
わ
れ

て
い
る
か
を
知
る
こ
と
は
、
単
な
る
知
識
の
問
題
で
は
な
く
、
お
金
も
か
ら
む
現

実
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
が
、
ご
理
解
い
た
だ
け
た
で
あ
ろ
う
か
。

３　

次
は
車
内
放
送－

固
有
名
詞
の
読
み
方

中
国
人
、
韓
国
人
観
光
客
へ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
駅
の
案
内
表
示
だ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
車
内
放
送
で
あ
る
。
電
車
が
関
西
空
港
に
近
づ
く
と
、「
次
は
関
西
空

港
で
す
」、「N

ext station is K
ansai Airport

」
に
つ
づ
き
、
中
国
語
の
「
下
一

站
是

西
（guānxī

）
机
场
（
機
場
）」、
つ
い
で
韓
国
語
「
다
음 

역
은 

간
사
이

（kansai

）
공
항
입
니
다
」と
い
う
声
が
流
れ
る
。
こ
の
場
合
は
音
声
で
あ
る
か
ら
、

字
体
は
む
ろ
ん
関
係
な
い
。
中
国
語
の
「
下
一
站
」
は
次
の
駅
、「

」
は
「
関
」

の
簡
体
字
（
繁
体
字
は
「
關
」）、
机
场
（
機
場
）
は
飛
行
場
で
あ
る
。
韓
国
語
の

「
역
」（yok

）、「
공
항
」（konghang

）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
駅
」
と
「
空
港
」
の



九

漢
字
學
硏
究　

第
一
〇
號
別
冊

韓
国
語
漢
字
音
で
あ
る
。

そ
れ
は
い
い
と
し
て
、
問
題
は
「
関
西
」
の
発
音
で
あ
る
。
中
国
語
放
送
で
は

中
国
語
で
読
ん
でguānxī

と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
韓
国
語
はkansai

と
日
本

語
読
み
で
、
英
語
と
同
じ
で
あ
る
。
韓
国
語
漢
字
音
で
は
関
西
は
「
관
서
」

（guanseo

）
に
な
る
が
、
そ
う
は
言
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

漢
字
の
字
体
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
基
本
的
に
東
ア
ジ
ア
漢
字
文
化
圏
で
は
共

通
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
漢
字
の
発
音
は
、
中
国
標
準
音
（
さ
ら
に
各
地
の
方

言
音
も
あ
る
）、
ベ
ト
ナ
ム
漢
字
音
、
朝
鮮
漢
字
音
、
日
本
漢
字
音
（
い
わ
ゆ
る

呉
音
、
漢
音
、
唐
音
）
と
ば
ら
ば
ら
で
、
も
と
は
す
べ
て
中
国
古
代
の
発
音
に
由

来
す
る
が
、
長
い
間
に
そ
れ
ぞ
れ
の
国
、
地
方
で
独
自
の
変
化
を
遂
げ
、
も
と
が

同
じ
な
の
で
、
な
ん
と
な
く
似
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
耳
で
聞

い
た
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
の
相
違
が
で
き
て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
同

じ
漢
字
を
そ
れ
ぞ
れ
の
国
、
地
方
の
発
音
で
読
む
の
が
通
例
と
な
り
、
目
で
字
を

見
れ
ば
わ
か
る
が
、
耳
で
聞
い
て
も
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
読
ん
で
い
る
の
か

わ
か
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
日
本
に
は
こ
の
他
、
漢
字
を
日
本
語
の
意
味
で
読
む

訓
読
み
も
あ
り
（
山－

「
や
ま
」
な
ど
）、
こ
れ
は
日
本
語
を
習
っ
た
こ
と
の
な

い
外
国
人
に
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。

人
名
、
地
名
な
ど
の
固
有
名
詞
も
同
じ
で
、
た
と
え
ば
「
中
国
」
は
、
現
代
中

国
語
で
はZhōngguó

、
韓
国
語
で
は
「
중
국
」（Jungguk

）、
日
本
語
は
「
ち
ゅ

う
ご
く
」（Chugoku

）、
ベ
ト
ナ
ム
語
で
はTrungQuoc

と
、
な
ん
と
な
く
似

て
は
い
る
が
相
当
異
な
る
。
ま
た
人
名
は
私
の
名
前
、
金
文
京
を
例
に
と
る
と
、

韓
国
語
で
は
김
문
경
（K

im
M
unkyong

）、
中
国
語
で
はJīn W

énjīng

、
日
本

漢
字
音
で
は
「
き
ん
ぶ
ん
き
ょ
う
」（
こ
の
他
、漢
音
、呉
音
の
組
み
合
わ
せ
で
「
き

ん
ぶ
ん
け
い
」、「
き
ん
も
ん
き
ょ
う
」
な
ど
と
も
読
め
る
）、
ベ
ト
ナ
ム
語
で
は

K
im
 Vankinh

と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
漢
字
文
化
圏
で
は
、
同
じ
漢
字
を
そ
れ
ぞ

れ
別
の
発
音
で
読
む
の
が
昔
か
ら
の
習
慣
で
あ
り
、相
互
に
暗
黙
の
了
解
が
あ
り
、

そ
れ
で
特
に
問
題
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
地
名
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
通

信
使
な
ど
が
、
た
と
え
ば
博
多
を
「
朴
加
大
」（Pakkatai

）
と
音
を
任
意
の
漢

字
で
当
て
た
例
が
あ
っ
た
（
宋
希
璟
『
老
松
堂
日
本
行
録
』）。
こ
れ
は
日
本
が
ま

だ
漢
字
を
使
用
す
る
前
に
、
邪
馬
台
国
、
卑
弥
呼
と
、
中
国
人
が
勝
手
に
音
を
漢

字
で
当
て
た
の
と
同
じ
こ
と
で
、
漢
字
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
少
数

の
例
外
で
あ
る
。

４　

韓
国
の
主
張

と
こ
ろ
が
20
世
紀
後
半
ご
ろ
か
ら
、
こ
れ
に
異
を
称
え
る
意
見
が
韓
国
か
ら
出

て
来
た
。
た
と
え
ば
私
の
名
前
はK

im
M
unkyong

で
あ
る
。
そ
れ
を
勝
手
に

K
inBunkyo

、JīnW
énjīng

な
ど
と
読
み
替
え
る
の
は
固
有
名
詞
の
独
自
性
を
無

視
す
る
も
の
で
あ
り
、人
権
侵
害
に
も
な
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
韓
国
は
、

ひ
と
昔
前
ま
で
は
日
本
人
の
名
前
や
地
名
、
た
と
え
ば
豊
臣
秀
吉
を
韓
国
語
漢
字

音
で
풍
신
수
길
（PungsinSugil

、
日
本
で
も
音
読
み
す
れ
ば
「
ほ
う
し
ん
し
ゅ

う
き
ち
」
と
や
や
近
い
発
音
に
な
る
）、
東
京
を
동
경
（D

onggyong

）
と
呼
ん

で
い
た
の
を
改
め
、
日
本
語
の
発
音
を
ハ
ン
グ
ル
で
토
요
토
미
히
데
요
시
（
と
よ

と
み
ひ
で
よ
し
）、
토
쿄
（
と
き
ょ
、
韓
国
語
に
は
長
母
音
が
な
い
の
で
「
う
」

が
抜
け
て
い
る
）
と
書
く
よ
う
に
な
っ
た
。
ソ
ウ
ル
か
ら
仁
川
空
港
に
行
く
空
港

鉄
道
に
も
英
語
の
ほ
か
日
本
語
、
中
国
語
の
車
内
放
送
が
あ
る
が
、
仁
川
は
韓
国

語
で
イ
ン
チ
ョ
ン
で
あ
る
。
日
本
で
も
昔
は
「
じ
ん
せ
ん
」
と
日
本
語
読
み
し
て
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い
た
が
、
今
で
は
イ
ン
チ
ョ
ン
空
港
が
す
っ
か
り
定
着
し
た
。

中
国
の
人
名
、
地
名
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
同
じ
こ

と
を
日
本
や
中
国
に
も
要
求
し
た
。
つ
ま
り
韓
国
の
地
名
、人
名
を
日
本
漢
字
音
、

中
国
漢
字
音
で
は
な
く
、韓
国
の
も
と
の
発
音
で
表
記
し
ろ
と
い
う
要
求
で
あ
る
。

ベ
ト
ナ
ム
に
も
要
求
し
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

５　

日
本
の
対
応

こ
の
韓
国
の
主
張
は
、
一
見
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
で
あ
る
。
固
有
名
詞
は
何
よ

り
も
発
音
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
日
本
で
は
韓
国
の

こ
の
主
張
に
賛
成
す
る
人
が
多
く
出
た
。
あ
る
い
は
こ
れ
は
、
幸
子
さ
ん
が
自
分

は
ユ
キ
コ
で
サ
チ
コ
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
だ
と
思
っ
た
人
も

い
る
だ
ろ
う
。
漢
字
の
問
題
、
あ
る
い
は
民
族
、
人
権
問
題
に
関
心
が
あ
る
人
ほ

ど
、
韓
国
の
主
張
に
は
共
感
を
覚
え
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
日
本
の
新
聞
な
ど
で
は
、
韓
国
ま
た
北
朝
鮮
の
人
名
、
地
名
を
日
本
漢

字
音
で
読
ん
で
い
た
従
来
の
慣
習
を
改
め
（
北
朝
鮮
は
特
に
要
求
し
て
い
な
い

が
）、
現
在
で
は
た
と
え
ば
尹ユ

ン

錫ソ
ン

悦ヨ
ル

（
日
本
漢
字
音
な
ら
「
イ
ン
セ
キ
エ
ツ
」）
大

統
領
、
金キ

ム

正ジ
ョ
ン
ウ
ン
恩
（
日
本
漢
字
音
な
ら
「
キ
ン
セ
イ
オ
ン
」）
委
員
長
、
釜プ
サ
ン山
（「
フ

ザ
ン
」）、
平ピ

ョ
ン
ヤ
ン壌（「
ヘ
イ
ジ
ョ
ウ
」）
の
よ
う
に
、
韓
国
語
（
朝
鮮
語
）
の
発
音
を

ル
ビ
で
振
り
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
放
送
で
も
そ
の
よ
う
に
発
音
し
て
い
る
こ
と
は
、

周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
と
同
時
に
当
然
な
が
ら
、
韓
国
語
放
送
で
の
日
本
の
固

有
名
詞
は
日
本
語
読
み
と
な
っ
た
。
車
内
放
送
で
「
関
西
空
港
」
の
「
関
西
」
が

「K
ansai

」
と
日
本
語
の
発
音
で
あ
る
の
は
そ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
中
国
語
の
固
有
名
詞
に
も
こ
れ
を
適
用
し
よ
う
と
い
う
動
き

も
一
部
に
現
れ
、以
前
は
た
と
え
ば「
ろ
じ
ん
」と
読
ん
で
い
た「
魯
迅
」に「
魯ル
ー
シ
ュ
ン迅」、

「
西
安
」
を
「
せ
い
あ
ん
」
で
は
な
く
「
西シ
ー
ア
ン安
」
と
中
国
語
の
発
音
で
読
む
例
も
、

最
近
で
は
多
く
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
習
近
平
主
席
は
依
然
と
し
て

「
シ
ュ
ウ
キ
ン
ペ
イ
」
と
日
本
語
読
み
で
、
韓
国
語
ほ
ど
は
徹
底
し
て
い
な
い
。

中
国
は
韓
国
と
違
っ
て
、
自
国
の
固
有
名
詞
を
中
国
語
で
表
記
し
ろ
と
い
う
要
求

し
て
い
な
い
こ
と
が
一
因
で
あ
ろ
う
。
結
果
的
に
日
本
は
中
国
と
韓
国
で
、
異
な

る
原
則
に
よ
っ
て
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
地
名
に
つ
い
て
は
、
北ペ

キ
ン京
、
南ナ
ン
キ
ン京
、
上シ
ャ
ン
ハ
イ海、
広カ
ン
ト
ン東
、
香ホ
ン
コ
ン港
な
ど
、
中
国
の

南
方
方
言
で
読
む
例
が
以
前
か
ら
あ
る
が
、
こ
れ
は
江
戸
時
代
に
長
崎
を
通
じ
て

入
っ
た
唐
音
、
も
し
く
は
明
治
以
降
、
西
洋
人
の
呼
び
方
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ

る
。

６　

固
有
名
詞
現
地
音
主
義
の
問
題
点

韓
国
の
こ
の
主
張
を
、
と
り
あ
え
ず
固
有
名
詞
現
地
音
主
義
と
よ
ん
で
お
く
こ

と
に
し
よ
う
。
こ
の
主
張
は
い
か
に
も
も
っ
と
も
だ
が
、
問
題
点
も
あ
る
。

ま
ず
最
初
の
問
題
は
中
国
の
対
応
で
あ
る
。
日
本
は
固
有
名
詞
現
地
音
主
義
に

対
し
片
仮
名
表
記
で
対
応
し
て
い
る
。K

im

が
キ
ム
（K

im
u

）
に
な
る
な
ど
若

干
違
う
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、こ
れ
は
英
語
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
も
同
じ
こ
と
な
の
で
、

ま
ず
は
問
題
な
い
。
韓
国
は
ハ
ン
グ
ル
で
表
記
す
る
の
で
、
だ
い
た
い
日
本
の
仮

名
と
同
じ
で
、
や
は
り
問
題
は
な
い
。
問
題
は
中
国
の
対
応
で
あ
る
。
中
国
の
自

国
語
表
記
は
漢
字
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
外
国
の
固
有
名
詞
も
当
然
、
漢
字
で
表
記

す
る
。
し
か
し
た
と
え
ば
現
代
中
国
語
の
標
準
音
（
い
わ
ゆ
る
普
通
話
）
に
はki

と
い
う
発
音
が
な
い
、
昔
は
あ
っ
た
の
だ
が
、
口
蓋
化
と
い
う
現
象
に
よ
っ
て
、
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あ
る
時
期
か
らki

は
す
べ
てji

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
た
と
え
ば
ウ
ク

ラ
イ
ナ
の
キ
エ
フ
は
「
基
輔
」（Jīfǔ

）
と
表
記
す
る
（
念
の
た
め
に
言
っ
て
お
く

と
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
中
国
人
はki

が
発
音
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
）。

知
ら
な
い
人
に
と
っ
て
「
ジ
ー
フ
」
か
ら
キ
エ
フ
を
想
像
す
る
こ
と
は
ま
ず
不
可

能
で
あ
ろ
う
。
ま
た－

m
で
終
わ
る
音
節
も
な
い
の
で
、K

im

を
漢
字
で
正
確
に

表
記
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
と
い
う
こ
と
な
ら「
基
母
」

（jīm
ǔ

）
と
で
も
書
く
し
か
な
い
。
日
本
の
キ
ム
は
当
た
ら
ず
と
い
え
ど
も
遠
か

ら
ず
だ
が
、
ジ
ム
は
許
容
範
囲
外
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
中
国
は
た
と
え
固
有
名
詞
現

地
音
主
義
を
や
ろ
う
と
し
た
と
し
て
も
、
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
、
外
国
の
固
有
名
詞
を
す
べ
て
漢
字
で
表
記
す
る
と
い
う
の
は
、
歴
史
的

に
中
国
が
ず
っ
と
採
っ
て
来
た
方
法
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
倫
敦
」（
ロ
ン
ド
ン
）、

「
巴
里
」（
パ
リ
）
な
ど
は
日
本
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
中
国
の
原
則
は
、
漢
字
文

化
圏
以
外
の
欧
米
な
ど
の
固
有
名
詞
は
、
現
地
の
発
音
を
適
当
な
漢
字
で
表
記
す

る
（「
基
輔
」
の
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
あ
ま
り
適
当
で
は
な
い
が
）、
そ
し
て
漢
字

文
化
圏
（
日
本
、
朝
鮮
半
島
、
ベ
ト
ナ
ム
）
に
つ
い
て
は
、
現
地
の
漢
字
表
記
を

中
国
語
で
発
音
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

韓
国
の
主
張
す
る
固
有
名
詞
現
地
音
主
義
は
、
言
い
方
を
変
え
る
と
、
漢
字
文

化
圏
に
つ
い
て
も
非
漢
字
文
化
圏
と
同
じ
扱
い
に
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
、
つ
ま
り

は
漢
字
文
化
圏
か
ら
の
離
脱
あ
る
い
は
解
消
を
目
指
す
も
の
で
、
一
種
の
グ
ロ
ー

バ
ル
化
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
言
っ
て
み
れ
ば
、
漢
字
が
東
ア
ジ
ア
で
広
く

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
前
の
状
態
、
日
本
な
ら
邪
馬
台
国
の
時
代
に
逆
も
ど
り
と

い
う
こ
と
に
も
な
る
。
た
だ
し
中
国
は
現
在
の
方
法
を
変
え
る
気
は
、
今
の
と
こ

ろ
ま
っ
た
く
な
い
よ
う
な
の
で
、
韓
国
の
主
張
は
中
国
で
は
、
少
な
く
と
も
当
分

の
間
、
実
現
す
る
見
込
み
が
な
い
。

次
に
、
漢
字
文
化
圏
の
こ
れ
ま
で
の
慣
習
、
黙
契
を
破
棄
し
て
、
邪
馬
台
国
の

昔
に
も
ど
る
の
は
、
実
際
に
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
日
本
、
朝
鮮

半
島
、
ベ
ト
ナ
ム
、
す
べ
て
漢
字
を
受
け
入
れ
て
か
ら
す
で
に
千
年
以
上
の
歴
史

が
あ
り
、漢
字
文
化
は
自
国
文
化
の
不
可
分
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
を
破
棄
す
る
こ
と
は
、
下
手
を
す
る
と
タ
ラ
イ
の
水
と
い
っ
し
ょ
に
赤
子
ま

で
流
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

た
と
え
ば
孔
子
、
李
白
な
ど
中
国
史
上
の
多
く
の
人
物
は
、
日
本
、
朝
鮮
半
島
、

ベ
ト
ナ
ム
で
も
自
国
の
歴
史
上
の
人
物
と
同
じ
く
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
親
し

ま
れ
て
い
る
。
さ
す
が
の
韓
国
も
孔
子
や
李
白
を
中
国
語
でK

ǒngzǐ

、LǐBái

と

よ
ぼ
う
と
は
言
っ
て
お
ら
ず
、
従
来
ど
お
り
공
자
（K

ongja

）
이
백
（YiBaek

）

と
韓
国
音
で
よ
ん
で
い
る
。
そ
う
で
な
い
と
大
変
な
混
乱
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
か

ら
で
あ
る
。
日
本
で
も
し
「
孔
子
は
こ
う
言
っ
た
」、「
李
白
の
詩
」
を
「
コ
ン
ズ

は
こ
う
言
っ
た
」「
リ
バ
イ
の
詩
」
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
ど
う
な

る
だ
ろ
う
。
ま
ず
実
現
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
説
明
を
要
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
な
る
と
範
囲
を
限
定
し
て
、
ど
こ
か
で
線
引
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
た
と
え
ば
歴
上
の
人
物
は
仕
方
が
な
い
の
で
従
来
ど
お
り
に
し
て
、
現
代

の
人
物
だ
け
は
現
地
音
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
20
世
紀
以
降
に
生
れ
た
人
に

か
ぎ
っ
て
現
地
音
で
表
記
す
る
と
決
め
た
と
し
よ
う
。
そ
う
す
る
と
た
と
え
ば
、

毛
沢
東
（1893－

1976

）
は
「
も
う
た
く
と
う
」、鄧
小
平
（1904－

1997

）
は
「
ト

ン
シ
ャ
オ
ピ
ン
」
と
書
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
い
か
に
も
変
で
あ
ろ
う
。
ど
の

よ
う
な
線
引
き
を
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
種
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
は
到
底
免
れ

な
い
。
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で
あ
れ
ば
、
従
来
ど
お
り
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
見
も
あ
る
だ
ろ

う
。
現
在
、
少
な
く
と
も
漢
字
を
常
用
し
て
い
る
中
国
（
香
港
、
台
湾
）
と
日
本

の
間
で
は
、
字
形
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
相
違
は
あ
る
が
、
相
互
に
自
国
の
漢
字
音
で

相
手
の
固
有
名
詞
を
読
む
と
い
う
従
来
の
方
式
は
、
特
に
大
き
な
問
題
な
く
行
わ

れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
も
変
化
の
波
は
確
実
に
訪
れ
つ
つ
あ
る
。

７　

欧
米
の
場
合
と
の
比
較

で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
は
漢
字
文
化
圏
に
特
有
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
い

や
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
大
多
数
の
国
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
使
う
欧
米

で
も
似
た
よ
う
な
問
題
は
あ
る
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
首
都Paris

パ
リ
を
、

イ
ギ
リ
ス
、ア
メ
リ
カ
人
は
英
語
風
に
最
後
の
s
も
読
ん
で
パ
リ
ス
と
発
音
す
る
。

イ
ギ
リ
ス
のLondon

ロ
ン
ド
ン
を
フ
ラ
ン
ス
で
はLondres

と
表
記
す
る
。
ド

イ
ツ
の
作
曲
家Bach

を
英
米
人
は
バ
ー
ク
と
読
む
、
同
じ
よ
う
な
例
は
枚
挙
に

暇
が
な
い
。
こ
れ
は
同
じ
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
使
い
な
が
ら
、
そ
の
読
み
方
や
表

記
法
が
各
国
語
に
よ
っ
て
や
や
異
な
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
英
米
人
に
パ
リ
ス
で
な

く
パ
リ
と
言
え
と
か
、
英
米
人
が
フ
ラ
ン
ス
人
にLondres

と
書
く
な
、
ド
イ
ツ

人
が
バ
ー
ク
じ
ゃ
な
く
て
バ
ッ
ハ
だ
ぞ
と
文
句
を
つ
け
た
と
い
う
話
は
聞
い
た
こ

と
が
な
い
。
そ
れ
は
歴
史
的
に
長
い
交
流
の
中
で
、
相
互
の
相
違
点
を
理
解
し
、

そ
れ
を
認
め
合
っ
て
い
る
か
ら
、
つ
ま
り
こ
の
問
題
に
つ
い
て
長
い
間
に
培
わ
れ

た
慣
習
と
黙
契
が
存
在
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
東
ア
ジ
ア
漢
字

文
化
圏
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
同
じ
文
字
、
同
じ
文
化
を
共
有
し
、
歴
史
的
に
密
接
な
交
流
の
あ
る
国
、

地
域
同
士
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
緯
に
よ
り
、
固
有
名
詞
の
読
み
方
、
書
き
方
に

相
違
が
生
じ
が
ち
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
こ
と
を
英
語
で
はGerm

any

、
フ
ラ
ン

ス
で
はAllem

agne

と
い
う
例
さ
え
あ
り
、
そ
れ
な
り
の
歴
史
的
経
緯
が
あ
っ
て

そ
う
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
一
方
、
歴
史
的
に
交
流
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
国

同
士
で
は
、
お
互
い
に
現
地
音
で
表
記
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
日
本
人
が

パ
リ
を
英
語
風
の
パ
リ
ス
と
言
っ
た
り
、
ロ
ン
ド
ン
を
フ
ラ
ン
ス
に
な
ら
っ
て
ロ

ン
ド
ル
と
書
い
た
り
す
る
理
由
は
何
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
欧
米
人
が
田
中

さ
ん
をTanaka

以
外
の
発
音
で
読
む
必
要
も
理
由
も
な
い
。

欧
米
と
東
ア
ジ
ア
と
の
相
違
は
、
欧
米
が
歴
史
的
慣
習
や
黙
契
を
そ
れ
な
り
に

今
も
維
持
し
て
い
る
の
に
対
し
、
漢
字
文
化
圏
で
は
近
代
に
な
っ
て
ベ
ト
ナ
ム
、

北
朝
鮮
が
漢
字
を
廃
止
し
、
ベ
ト
ナ
ム
は
国
語
と
い
う
名
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
、

北
朝
鮮
は
ハ
ン
グ
ル
（
北
朝
鮮
で
は
「
조
선
문
자
」
朝
鮮
文
字
と
い
う
）
の
み
を

使
い
、
韓
国
は
廃
止
こ
そ
し
て
い
な
い
が
、
ほ
ぼ
ハ
ン
グ
ル
独
用
で
、
漢
字
を
常

用
す
る
の
は
中
国
（
香
港
、
台
湾
）
と
日
本
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
、
文
化
圏
と

し
て
は
す
で
に
成
立
し
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
こ
れ
ら
の
地
域
は
、
す
べ

て
19
世
紀
以
来
、
西
洋
近
代
化
の
強
い
影
響
を
受
け
、
国
家
制
度
や
社
会
が
大
き

な
変
化
を
遂
げ
、
近
代
以
前
の
歴
史
的
慣
習
や
黙
契
の
多
く
が
忘
れ
去
ら
れ
て
し

ま
っ
た
点
に
あ
る
。

で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
再
び
過
去
の
慣
習
、黙
契
を
取
り
も
ど
す
の
か
、

そ
れ
と
も
過
去
は
捨
て
て
新
し
い
方
式
に
転
換
す
る
の
か
、
私
た
ち
は
今
そ
の
分

岐
点
に
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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む
す
び
に
代
え
て－

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
民
族
主
義

数
年
前
、
中
央
ア
ジ
ア
の
グ
ル
ジ
ア
が
、
国
名
を
ジ
ョ
ー
ジ
ア
（Georgia

）

に
変
更
し
た
。
グ
ル
ジ
ア
は
ロ
シ
ア
語
の
読
み
方
で
、
本
当
は
サ
カ
ル
ト
ヴ
ェ
ロ

（sakartvelo

）
と
い
う
ら
し
い
が
、と
に
か
く
英
語
読
み
に
変
え
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
今
年
の
6
月
、
ト
ル
コ
は
国
連
で
の
国
家
名
称
表
記
を
、
現
行
の
英
語
風
の

タ
ー
キ
ーTurkey

か
ら
、
ト
ル
コ
語
のTürkiye

ト
ウ
ル
キ
エ
に
変
更
す
る
よ

う
申
請
し
た
と
の
報
道
が
あ
っ
た
。ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
に
よ
っ
て
、キ
エ
フ
が
キ
ー

ウ
に
、
オ
デ
ッ
サ
が
オ
デ
ー
サ
に
な
っ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

世
界
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
、
中
東
の
イ
ス
ラ
ム
文
化
圏
な

ど
歴
史
的
に
同
じ
文
化
を
共
有
し
、
地
理
的
に
も
近
接
し
た
い
く
つ
か
の
文
化
圏

が
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
の
漢
字
文
化
圏
も
む
ろ
ん
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ

ら
古
く
か
ら
存
在
す
る
文
化
圏
は
、
現
在
み
な
外
か
ら
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
、
言

語
的
に
は
英
語
化
、
内
か
ら
は
民
族
主
義
の
荒
波
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ョ
ー

ジ
ア
は
英
語
化
、
ト
ウ
ル
キ
エ
は
民
族
主
義
の
台
頭
、
そ
し
て
キ
エ
フ
と
キ
ー
ウ

は
異
な
る
民
族
主
義
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
中
で
起
こ
っ
た
変
化
で
あ
ろ
う
。

漢
字
文
化
圏
の
固
有
名
詞
現
地
音
主
義
も
ま
た
こ
の
二
つ
の
動
き
と
無
縁
で
は

な
い
。
漢
字
文
化
圏
の
枠
を
は
ず
し
て
、
そ
の
他
の
世
界
と
同
じ
よ
う
な
扱
い
に

と
い
う
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
、
韓
国
の
人
名
、
地
名
は
韓
国
語
で
と
い
う
民
族
主

義
が
合
体
し
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
主
張
が
出
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
漢
字

を
廃
止
は
し
て
い
な
い
が
、
し
か
し
ほ
と
ん
ど
使
っ
て
い
な
い
韓
国
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
こ
と
は
、
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
必
然
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

東
ア
ジ
ア
の
固
有
名
詞
の
読
み
方
、
呼
び
方
が
将
来
ど
う
な
る
の
か
は
、
今
の

段
階
で
は
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
も
と
に
も
ど
る
こ
と
は
、
多
分
も
う
な

い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
い
う
名
の
英
語
化
が
進
み
（
日
中

韓
の
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
す
で
に
英
語
が
共
通
語
に
な
っ
て
い
る
）、
い
ず
れ
「
今
日

は
チ
ャ
イ
ナ
料
理
、
明
日
は
コ
リ
ア
料
理
」
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
若
者
の
中

に
は
、
す
で
に
そ
う
い
う
言
い
方
を
す
る
人
も
い
る
ら
し
い
。
あ
る
い
は
『
三
国

志
』
を
語
る
の
に
、「
劉
備
（
り
ゅ
う
び
）
と
孔
明
（
こ
う
め
い
）」
で
は
な
く
、「
リ

ウ
ベ
イ
と
コ
ン
ミ
ン
」
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
時
代
が
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
欧

米
で
も
み
ん
な
が
パ
リ
、
ロ
ン
ド
ン
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

言
語
の
変
化
は
、
決
し
て
あ
る
原
理
原
則
に
よ
っ
て
合
理
的
に
進
む
も
の
で
は

な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
偶
然
が
大
き
な
力
と
な
っ
て
、
少
な
く
と
も
同
時
代
の

人
々
に
は
見
通
す
こ
と
の
で
き
な
い
思
わ
ぬ
方
向
に
変
化
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ど
う
あ
え
る
べ
き
だ
と
い

う
こ
と
を
提
言
す
る
つ
も
り
は
な
い
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
目
下
の
状
況
は
、
韓
国
が
固
有
名
詞
現
地
音
主
義
で
ほ

ぼ
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
漢
字
使
用
国
で
あ
る
中
国
、
日
本
で
の
関
心
は

き
わ
め
て
低
い
。
日
本
で
の
漢
字
へ
の
関
心
は
、
ほ
ぼ
日
本
国
内
に
閉
ざ
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
お
か
げ
で
中
国
語
二
種
併
記
、
韓
国

語
表
記
が
至
る
と
こ
ろ
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
問
題
を
考
え

る
う
え
で
の
ひ
と
つ
の
契
機
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
ど
う
す
る
の
か
、
ど
う
あ

る
べ
き
か
を
性
急
に
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
今
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
過
去
に

は
ど
う
だ
っ
た
の
か
を
多
く
の
人
が
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
、
言
語
の
変
化
が

た
と
え
恣
意
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
将
来
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
や
は

り
重
要
で
あ
ろ
う
。
筆
者
が
こ
の
小
文
に
こ
め
た
さ
さ
や
か
な
願
い
も
そ
こ
に
あ
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る
。
観
光
地
や
コ
ン
ビ
ニ
、
銭
湯
で
上
記
の
よ
う
な
標
語
を
目
に
し
た
ら
、
こ
れ

は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
京
都
大
學
名
誉
教
授
）


