
マ
ャ
文
字
の
解
読
に
つ
い
て

マ
ヤ
人
は
新
大
陸
原
住
民
の
中
で
、
最
も
す
ぐ
れ
た
文
字
を
有
し
た
民

族
で
あ
る
。
そ
の
象
形
文
字
は
、
先
住
民
族
、
た
と
え
ば
サ
ポ
テ
カ
民
族

Z
a
p
o
t
e
c
a
、

オ
ル
メ
カ
民
族

O
h
n
e
c
a

な
ど
に
影
密
を
受
け
た
可
能
性

I

序
vrvmrr 

附本あマ解未序
ヤ解

文と文読読

が字小の
録注目理

き録史由

も
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
確
と
し
た
痕
跡
の
な
い
い
ま
、
そ
の
オ

リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ

ー
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
0

マ
ャ
文
字
を
模
倣
し
て
作

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
ア

ス
テ
カ
民
族

A
z
t
e
c
a

の
文
字
は
、

マ
ャ
文
字

に
比
べ
て
ず
っ
と
幼
稚
で
あ
る
o

イ
ギ
リ
ス
の
文
字
研
究
家
デ
ィ

リ
ン
ジ
ャ

ー
D
a
v
i
d
D
i
r
i
n
g
e
r
は
絵

文
字
を
次
の
三
つ
に
分
け
た
。
即
ち
、

一

図

解

法

I
c
o
n
o
g
r
a
p
h
y

二
合
成
ま
た
は
表
意
文
字

S
y
n
t
h
e
t
i
c
o
r
 i
d
e
o
g
r
a
p
h
i
c
 w
r
i
t
i
n
g
 

三

分

析
文
字

A
n
a
l
y
t
ic
w
r
itin
g
 

彼
に
よ
る
と
、

マ
ャ
文
字
は
ジ
ュ
メ

ー
ル
文
字
、

エ
ジ
プ
ト
型
刻
文
字

H
i
e
r
o
g
ly
p
h
i
c
 w
riting
や
ク
レ
タ
の
絵
文
字
な
ど
と
共
に
、
三
の
分
析

的
文
字
に
分
類
さ
れ
る
°
つ
ま
り
多
く
の
実
験
的
な
絵
画
か
ら
、
習
似
に

よ
っ
て
選
ば
れ
、
箇
易
化
し
た
絵
で
―
つ
の
物
ま
た
は
言
葉
を
あ
ら
わ
す

121 

絵
画
的
な
シ
ン
ボ
ル
を
有
す
る
文
字
で
あ
る
。
こ
の
分
析
文
字
は
、
絵
文

マ

ャ

文

字

の

解

読

に

つ

い

て

植

田

覚
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字
の
中
で
最
も
発
達
し
た
文
字
で
あ
る
o

．
マ
ャ
文
字
が
何
時
頃
現
わ
れ
始
め
た
か
は
、
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
い
な

い
が
、
お
そ
ら
く
キ
リ
ス
ト
紀
元
前
と
い
わ
れ
て
い
る
。
現
存
の
マ
ャ
文

字
が
書
か
れ
て
い
る
追
物
の
最
も
古
い
年
代
は
、
キ
リ
ス
ト
紀
元
三
二

0

3
 

年
で
あ
る
。
°
発
生
は
、
こ
の
年
代
よ
り
少
な
く
と
も
四
？
五
世
紀
、
あ

4
 

る
い
は
六

t
七
世
紀
前
に
遡
る
と
考
え
て

い
る
学
者
も
い
る
。

マ
ャ
文
化
は
、

コ
ル
テ
ス

H
e
rn
a
n
C
o
r
t翁

の
メ
キ

ッ
コ
征
服
（
一
立

-
=
）
頃
に
は
す
で
に
減
び
つ

つ
あ
り
、

一
六
九
七
年
に
完
全
に
滅
び
た

が
、
そ
の
頃
ま
で
マ
ャ
文
字
は
ま
だ
使
わ
れ
て
い
た
と
、
ス
ペ

イ
ン

人
の

記
録
に
見
え
る
°
尤
も
こ
の
頃
の
も
の
は

hi
s
p
a
n
ize
さ
れ
て

い
た
か

ら
、

コ
ロ
ン

プ
ス
以
前
の
文
字
と
は
違
っ
て

い
る
。
た
だ
妓
盛
期
か
ら
千

五
百
年
位
は
余
り
変
わ
ら
な
い
で
続
い

て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

マ
ヤ
語
に

は
約
二
十
三
の
方
言
区
分
が
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
る
が
、
大

き
く
分
け
れ
ば
、
高
地

マ
ヤ
語
と
低
地

マ
ヤ
語
に
区
分
で
き
、
残
り
は
方

言
と
考
え
て
よ

い
。

マ
ャ
語
の

テ
キ
ス
ト

に
あ
る
文
字
は
、
殆
ど
低
地
・

特
に
ユ

カ
タ
ン
地
方
に
住
ん
で
い
た
民
族
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
o

M
a
y
a

と
い
う
名
称
の

〈〈y
〉
〉
と
い
う
字
は
、
ス

ペ
イ
ソ
人
が
遥
入
し

た
も
の
で
、
音
価
は

〈〈i

〉〉

と
同
じ

で
あ
る
。
ラ

ン
ダ
神
父

D
i
e
g
o
d
e
 

L
a
n
d
a

も
、
こ
の
両
者
に
何
の
区
別
も
し
て
い
な
い
。
た
だ
常
識
的
に
、

母
音
の
前
に
あ
る
か
ら

〈〈
y
〉
〉
と
な
る
の
だ
と
思
え
ば
よ
い
0

m
a
y
a
↓
 

m
a
ia
を
語
源
的
に
辿
る
と
、
m
a
は
大
地
、
i
は
木
々
の
菱

a

は
水

を
意
味
し
、
地
早
穣
の
三
つ
の
甚
本
的
要
素
を
代
表
す
る
。
マ
ヤ
の
概
念
に

従
え
ば
、〈〈
m
aー

iー

a
〉〉

は
「
水
か
ら
生
ま
れ
た
母
、
及
び
萌
芽
」
の
意
味

で
あ
る
が
、

芽
と
水
が
盟
穣
の
塞
本
的
ジ

ン
ポ
ル
で
あ
る
か
ら
、

「水
の

中
の
生
命
の
木
」
の
意
味
と
も
な
る
。
ま
た
「
生
命
の
木
」
の
マ
ャ
語
は

y
a
 (ia
)
で
あ
る
か
ら
、
〈〈
m
aー

y
a
〉〉

ま
た
は

〈〈
m
aー

ia
〉〉
は
、「
大
地
の
母

と
生
命
の
木
」
の
意
味
と
な
る
。

マ
ヤ
人
は
暦
に
支
配
さ
れ
た
民
族
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
諸
々

の
数
の
概
念
を
体
系
化
し
て
、
隔
を
記
録
す
る
た
め
に
文
字
が
作
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

マ
ヤ
の
象
形
文
字
は
、
そ
の
形
態
か
ら
み
て
、

方
形
、

長
斜

方

形

r
h
o
m
b
o
i
d
、

ま
た
は
卵
形
の
も
の
が
多
い
が
、

諸
々

の
形
を
し
た
文
字

が
あ
り
、
主
と
し
て
暦
の
記
述
に
使
わ
れ
た
、
奇
怪
な
表
情

の
人
間
の
顔

が
使
わ
れ
て
い
る
文
字
が
あ
る
。
ま
た
形
の
大
小
か
ら
、
大
型
の
も
の
、

5
 

枇
長
の
も
の
、
小
型
の
も
の
と
一

l

一
種
に
分
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
始
め
て

マ
ャ
文
字
を
見
る
者
は
、
必
ず
や
そ
の
奇
怪
な
表
情
を
も
つ
顔
に
驚
か
さ

れ
る
。
こ
う
し
た
怪
物
の
発
明
と
い
う
点
で
は
、
ジュ

メ
ー
ル
人
、
ヒ
ン

ド
ゥ
人
、

エ
ト
ル
リ
ア
人
、
中
国
人
な
ど
も
遠
く
及
ば
な
い
。
ま
た
中
国

語
や
エ
ジ
プ

ト
象
形
文
字
の
よ
う
な
、
ち
ょ
っ
と
し
た

ヒ
ン
ト
で
と
け
る

絵
文
字
と
は
異
な
り
、

マ
ヤ
の
象
形
文
字
は
、
我
々
か
ら
見
れ
ば
、
全
く

不
可
解
な
一
定
の
体
系
を
も
っ
て
作
ら
れ
て

い
る。

マ
ャ
の
文
字
は
、
約
八

O
O
の
象
形
文
字
の
記
号
を
含
ん
で
い
る
と
い

わ
れ
て
い
る
。
現
在
ま
で
、

一
五
〇
乃
至
二

0
0
の
記
号
し
か
解
読
さ
れ

て
い
な
い
。
現
存
の
三
つ
の
古
文
書
に
は
、
三
七
二
の
象
形
文
字
が
あ
り

（
ク
ノ
ロ
ゾ
フ
は
二
七

0
と
い
う
）
、
そ
の
う
ち
一
七

O
が
よ
く
使
わ
れ
て

い
る
。
だ
か
ら
約
半
分
が
ま
だ
解
読
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
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マ
ャ
文
字
の
解
読
に
つ

い
て

II 

マ
ャ
文
字
は
、
ま
た
、
内
容
的
に
二
つ
に
大
別
で
き
る
°
即
ち
、

日

天

文

学

、
暦
、
数
字
の
サ
イ
ン

を
あ
ら
わ
す
文
字
で
時
間
を
数
え

る
の
に
使
わ
れ
た
文
字

ロ
（
一
）
の
記
号
を
伴
う
あ
る
稲
の
説
明
的
機
能
を
も
つ
文
字
、

つ

ま
り
、（

一
）
の
文
字
の
も
つ
根
拠
の
性
質
を
述
べ
る
文
字

で
あ
っ
て
、
日
は
現
在
大
部
分
が
解
読
さ
れ
、
口
が
ま
だ
未
解
読
な
の
で

あ
る
。し

か
し
最
近
、
今
後
の
解
読
の
土
台
と
な
る
べ
き
重
要
な
著
作
が
相
次

い
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
基
に
し
て
、
漸
次
解
読
が
完
成
さ
れ

る
こ
と
と
思
わ
れ
る
°
注
目
す
べ
き
解
読
の
試
み
も
行
な
わ
れ
た
が
、
ま

だ
そ
の
成
果
が
充
分
納
得
さ
れ
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
。

拙
稿
で
は
、
ま
ず
始
め
に
、
何
故
い
ま
ま
で
マ
ャ
文
字
が
未
解
読
と
な

っ
て

い
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
、
つ
い
で
現
在
ま
で
の
解
読
の
歴
史
を
集

約
的
に
辿
っ
て
み
た
い
。
ま
た
、
最
近
出
版
さ
れ
た
二
つ
の
「
マ
ャ
文
字

目
録
」
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

未

解

読

の

理

由

ま
ず
今
日
ま
で
、
何
故
マ
ャ
文
字
が
解
読
で
き
な
か
っ
た
か
を
考
え
て

み
る
の
も
意
義
が
あ
る
と
思
う
。
そ
の
理
由
の
―
つ
は
、
現
在
ま
だ
未
解

読
と
な
っ
て
い
る
ニ

ト
ル
ス
コ
の
文
字
の
場
合
と
同
じ
く
、
残
さ
れ
た
資

料
が
ご
く
少
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
衆
知
の
ご
と
く
、
ス
ペ
イ
ン
人
の

中
米
征
服
と
共
に
随
行
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
僧
侶
達
が
、
マ
ヤ
人
の
宗
教

は
邪
教
だ
と
し
て
徹
底
的
な
焚
書

・
偶
像
破
壊
を
行
な
っ
た
結
果
、
征
服

前
に
あ
っ
た
書
冊
は
す
べ
て
灰
描
に
帰
し
、
わ
ず
か
に
難
を
逃
れ
て

ョ
ー

ロ
ッ
パ
に
も
た
ら
さ
れ
た
三
稲
の
古
文
書
が
現
存
し
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
即
ち
、
ド
レ
ス
デ
ン
文
害

C
o
d
e
x
D
r
e
s
d
e
n
s
is
、
ト
ロ

・
コ
ル
テ
ス

文
書

C
o
d
e
x
T
r
o
'
C
o
rt
e
s
i
 
a
n
u
s
、
ペ
レ
ス
文
書

C
o
d
e
xP
~
res
ian
u
s 

で
、
終
り
の
二
者
は
、
現
在
そ
れ
ら
の
文
書
を
所
有
し
て
い
る
場
所
を
冠

6
 

し
て
、

マ
ド
リ

ー
ド
文
告
、
バ
リ
文
書
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
も
、

こ
の
う
ち
ペ
レ
ス
文
書
は
、
初
め
と
終
り
が
欠
け
て
い
る
断
片
で
、
保
存

状
態
が
極
め
て
悪
く
、
文
字
も
欠
損
や
不
鮮
明
が
目
立
ち
、
解
読
の
材
料

と
し
て
は
殆
ど
使
え
な
い
。
こ
れ
ら
三
穂
の
文
密
の
推
測
さ
れ
る
内
容

が
、
一
―
一
種
と
も
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ヤ
マ
文
化
の
も
つ
多
様
性
も

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
以
外
の
文
書
の
残
存
し
て
い
な
い
現
在
、
知
る

よ
し
も
な
い
。

ま
た
ラ
ン
ダ
神
父
に
よ
れ
ば
、
ス
ペ

イ
ソ
人
が
征
服
時
破
壊
し
た
り
焼

い
た
り
し
た
原
住
民
の
造
物
は
、
五

0
00
の
彫
像
、

一
三
の
大
祭
瑕
、

大
小
二

0
0
以
上
の
像
、
二
七
の
鹿
皮
装
の
本
と
い
う
数
に
の
ぽ
っ
て
い

る
と
い
う
が
、
そ
の
後
に
失
わ
れ
た
も
の
を
加
え
れ
ば
、
こ
の
数
字
は
逝

か
に
大
き
な
数
に
の
ぽ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

一
八
世
紀
以
来
、
多
く
の
学
者
、
探
検
調
査
団
が
、
メ
キ
ッ
コ
の
各

地
、
た
と
え
ば
コ
。
ハ
ン

C
o
p
a
n
、
ボ
ナ
ム
。
ハ
ッ
ク

B
o
n
a
m
p
a
k
、
チ
ャ

パ
ス

C
h
i
a
p
a
s
、
カ
ン

ペ
チ
ェ

C
a
m
p
e
c
h
e
、

パ
レ

ン
ケ

P
a
l
e
n
q
u
e

な
ど
で
発
見
し
た
わ
ず
か
な
石
碑
、
文
字
の
あ
る
階
段
、
書
板
、
壁
画
、

土
器
な
ど
も
、
多
く
を
失
っ
た
今
、
原
資
料
と
し
て
費
重
な
の
で
は
あ
る

―・21一・



が
何
と
い
っ
て
も
、
数
多
く
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
文
書
が
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た
こ
と
は
解
読
上
致
命
的
な
こ
と
で
あ
る
。
文
魯
以
外
の
文
字
は

ご
く
限
ら
れ
た
主
題
の
も
の
が
多
い
か
ら
で
あ
る
o

ま
た
シ
ャ
ン
ボ

リ
オ
ン
の
古
知
に
よ
る
ま
で
も
な
く
、

マ
ヤ
の
「
ロ
ゼ

ッ
タ
石
」
が
な
い
こ
と
も
、
ヤ
マ
文
字
が
未
解
読
に
な
っ
て
い
る
大
き
な

要
因
の
―
つ
で
あ
ろ
う
0

ア
メ

リ
カ
の
マ
ヤ
学
者

モ
ー
レ
ー
、
ト

ム
ソ
ン

固

な
ど
は
、
ラ
ン
ダ
神
父
の
「

ユ
カ

タ
ン
誌
」
を
、

マ
ヤ
の
「
ロ
ゼ
ッ
タ

石
」
と
呼
ん
で

い
て
、
た
し
か
に
現
在
マ
ャ
文
字
が
約
半
分
解
読
で
き
た

の
は
、
こ
の
本
の
お
か
げ
で
あ
る
が
、
他
の
言
語
と
併
記
し
て
あ
る
資
料

が
な
い
の
で
、

マ
ヤ
語
と
他
の
言
語
と
の
比
較
か
ら
推
定
を
引
き
出
す
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
マ
ヤ
語
諸
資
料
の
徹
底
的
な
比
較
に
よ

っ
て
、
そ
の
妥
当
性
を
吟
味
し
う
る
に
は
、
古
文
書
、
石
碑
、
浮
彫
、
彫

像
等
残
さ
れ
た
資
料
は
あ
ま
り
に
少
な
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。

も
う
―
つ

の
理
由
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ツ
ェ

ー
ラ
ム

C
.
W
.
 
C
e
r
a
m
 

，
 

の
本
に
面
白
く
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
解
読
の
基
礎
的
な
知
識
が
残
さ

れ
て
い
な
い
か
ら
だ
と
い
う
。
以
下
同
書
か
ら
拾
っ
て
み
る
。

旧
世
界
の
大
部
分
の
文
化
民
族
は
戚
び
て
、
地
上
か
ら
跡
形
も
な
く
消

え
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
彼
等
の
言
語
も
「
死
語
」
と
な
っ
て
、
彼
等
と

共
に
死
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
我
々
は
、
そ
の
解
読
に
苦
労
す
る
の

で
あ
る
。

し
か
る
に
、

マ
ヤ
人
は
、
今
日
な
お
生
き
て
お
り
、
彼
等
の
言

語
は
古
代
の
失
わ
れ
た
帝
国
の
そ
れ
と
殆
ど
変
化
な
く
生
き
て
い
る
の
で

OI 
II 

あ
る
。
し
か
し
マ
ヤ
語
研
究
へ
の
手
掛
り
は
、
旧
世
界
の
文
化
に
比
べ
て

ご
く
少
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
、

ニ
ジ
プ
ト
、
ア

ジ
ア
、
ギ
リ
ッ
ァ
等
の
古
代
諸
民
族
に
つ
い
て
は
、
昔
か
ら
知
ら
れ
て
お

り
、
多
く
の
こ
と
は
失
わ
れ
た
が
、
な
お
ま
だ
か
な
り
多
く
の
こ
と
が
、

文
字
や
口
碑
や
伝
説
の
形
で
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
マ
ヤ

文
化
は
、
「
首
を
は
ね
ら
れ
た
文
化
」
で
あ
り
、
残
さ
れ
た
も
の
は
ご
く

少
な
く
、
そ
れ
も
ス
ペ
イ
ン
人
の
征
服
後
全
く
埋
も
れ
て
し
ま
い
、
ア
メ

リ
カ
の
探
検
家
ス
テ
ィ

ー
ヴ
ソ
ズ
J
.

L. 
S
t
e
v
e
n
s
が
廃
墟

を
発

見
し

て
、
い
ま
で
は
古
典
的
な
著
作
と
な
っ
た
旅
行
記
を
出
版
し
て
、
セ
ン
セ

イ
ジ
ョ
ン
を
ま
き
起
こ
し
た
の
は
、

一
八
四
一
年
で
あ
っ
た
。
ま
た
前
記

ラ
ン
ダ
神
父
の
「
ユ
カ
タ
ン
誌
」
も
、
書
か
れ
て
か
ら
一
―

1
0
0年
も
発
見

さ
れ
ず
に
埋
も
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

マ
ャ
文
化
の
追
物
は
、

三
世
紀
も
の
問
、
誰
に
も
知
ら
れ
ず
に
眠
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

マ
ャ
文
字
は
、
ス
ペ
イ
ン
人
の
征
服
と
共
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
マ
ヤ
語
研
究
も
こ
の
時
に
始
ま
る
。

征
服
と
共
に
、
メ
キ
シ
コ
に
赴
任
し
た
殆
ど
す
べ
て

の
ス

ペ
イ
ン
人
牧

師
は
、
原
住
民
に
キ
リ
ス
ト
教
を
布
教
す
る
た
め
、
多
か
れ
少
な
か
れ
マ

ヤ
語
を
学
び
、
ス

ペ
イ
ン
語
を
原
住
民
に
教
え
た
。

最
も
古
い
マ
ヤ
語
に
つ
い
て
の
著
作
は
、

十

六

世

紀

の

ニ
レ

ラ

A
n
t
o
ni
o
 d
e
 H
e
r
r
e
r
a
、
ヴ
ィ
ル
ラ
。
ハ
ソ
ド

L
u
is
d
e
 V
i
ll
a
p
a
n
d
o
と

い
っ
た
人
達
の
も
の
で
、
彼
等
は
マ
ヤ
語
を
ラ
テ
ン
文
字
で
書
き
、

マ
ヤ

語
の
辞
書
を
作
っ
た
り
、
文
法
を
ま
と
め
た
り
、
教
会
の
ド
ク

ト
リ
ー
ナ

m
解

読

小

史
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マ
ャ
文
字
の
解
読
に
つ
い
て

を
マ
ヤ
語
に
翻
訳
し
た
り
し
た
。
ま
た
現
在
で
は
、
そ
の
名
前
だ
け
が
知

ら
れ
て
い
て
、
現
物
は
散
侠
し
て
し
ま
っ
た
作
品
を
み
て
も
、
一
六
？

一

II 

八
世
紀
の
マ
ヤ
語
研
究
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
°

ソ
ラ
ー
ナ

A
l
o
n
s'.l 
d
e
 S
o
l
a
n
a

は
最
初
の
マ
ヤ
語
辞
典

(
H
K
O
)

の
著
者
で
あ

っ

た
。
そ
の
他
こ
の
時
期
の
学
者
と
し
て
は
、

ジ
ュ
ダ
ー

・
レ
ア
ル

A
n
t
o
n
i
o
 d
e
 C
i
u
d
a
d
 R
e
i
l、

ヒ
ウ

G
a
s
p
a
r
A
n
t
o
n
i
o
 X
iu
、
ア
ギ

ラ
ー
ル
P
e
d
r
o
S
a
n
c
h
e
z
 d
e
 A
g
u
i
l
a
r
、
メ
ー

ナ

C
a
r
l
o
s

M
e
n
a
、

サ
ン

・
プ
エ
ナ
ヴ
ェ
ン

ト
ゥ
ー
ラ

G
a
briel
d
e
 S
a
n
 
B
u
e
n
a
v
e
n
tu
r
a
 

と
い
っ
た
人
達
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
°
し
か
し
こ
れ
ら
の
人
の
作
品
は
、

い
ま
か
ら
考
え
れ
ば
甚
だ
不
備
な
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
他
の
ど
の
本
よ
り
も
マ
ヤ
語
解
読
の
手
掛
り
と
な
っ
た
の
は
、

ラ
ン
ダ
神
父
の
「
ユ
カ
ク
ン
誌
」
で
あ
る
。
彼
の
言
語
学
的
な
著
作
の
全

貌
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
た
だ
「
ユ
カ
タ
ン
誌
」
だ
け
が

現
存
し
て
い
る
。
彼
は
、
こ
れ
を
一
五
六
一
年
か
ら
六
六
年
ま
で
か
か
っ

て
書
き
上
げ
た
。
彼
は
越
権
の
廉
で
ス
ペ

イ
ン
に
召
喚
さ
れ
投
獄
さ
れ
た

が
、
そ
の
間
に
自
分
を
弁
護
す
る
資
料
と
し
て
こ
の
本
を
書
い
た
の
で
あ

る
。
こ

の
本
は
そ
の
後
長
く
埋
も
れ
て
い
て
、
書
か
れ
て
か
ら
一

110
0年

も
た
っ
て
、
即
ち

l

八
六
三
年
に
フ
ラ

ン
ス
の
宣
教
師
プ

ー

ル
プ
ー
ル

（
正
し
く
は
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ー
ル

・
ド
・ブ
ー
ル
ブ
ー
ル
）

C
h
a
rl
e
s
 
E
ti
e
n
n
e
 

B
r
a
s
se
u
r
 
d
e
 
B
o
u
r
b
o
u
r
g

が
マ
ド
リ
ー
ド
で
発
見
し
た
°
翌
年
彼
は

パ
リ
で
仏
訳
を
付
し
て
原
典
を
刊
行
し
た
。

ラ
ン
ダ
神
父
は
、
フ
ラ
ン
ジ
ス
コ
派
の
伝
道
僧
と
し
て
、
ス
ペ

イ
ン
人

の
メ
キ
ジ
コ
征
服
の
数
年
後
、
即
ち
一
五
四
九
年
に
ニ
カ
ク
ン
地
方
に
赴

き
、

ユ
カ
タ
ン
、
メ
リ
ダ
地
方
に
修
道
院
を
建
て
た
。
ま
た
彼
は
、
例
の

焚
害
に
敏
腕
を
ふ
る
っ
た
が
、

マ
ャ
語
に
つ
い
て
は
非
常
に
緻
密
な
研
究

を
行
な
い
、

マ
ヤ
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
み
な
ら
ず
、

マ
ヤ
人
の
秘
教

の
甚
礎
と
い
う
べ
き
瀬
柄
に
も
精
通
し
て
い
た
。
「
ユ
カ
タ
ン
誌
」
（
正
確

に
い
え
ば
「
ユ
カ
タ
ン
の
事
物
に
関
す
る
報
告
」
）
は
マ
ヤ
人
の
生
活
、

住
居
、
食
事
、
暦
、
数
学
、
宗
教
生
活
、
神
々
、
戦
い
等
に
閑
す
る
事
柄

を
詳
し
く
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、

マ
ヤ

の
象
形
文
字
の

ス
ケ
ッ

チ
風
な

模
写
を
入
れ
た
麿
の
体
系
ゃ
、

マ
ャ
文
字
の
研
究
に
も
多
く
の
頁
を
さ
い

て
い
て
、
こ
れ
が
後
の
解
読
の
基
礎
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
特
に

ア
メ
リ

カ
の
モ
ー
レ
ー
や
ガ
ン

T
h
o
m
a
s
G
a
n
n
、
ト
ム
ソ
ン
な
ど
は
、
こ
の
本

を
使
っ
て
マ
ャ
の
暦
を
解
読
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ク

ノ
ロ

ゾ
フ
は
、

彼
等
の
こ
と
を
「
カ
レ
ン
ダ

ー
学
派
」
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
。
ラ

ン
ダ
神

父
は
、

マ
ヤ
語
の
二
七
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
を
発
見
し
た
。
こ
れ
を
古
代

マ
ヤ
都
市
の
遣
跡
の
刻
文
に
当
て
は
め
た
と
こ
ろ
、
暦
の
日
付
が
信
頼
で

き
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
彼
の
発
見
し
た

ア
ル
フ
ァ
ペ
ッ

ト
が
、

実

は
、
無
価
値
で
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
に
わ
か
っ
て
、
解
読
の
カ
ギ
を
見
つ
け

た
と
喜
ん
だ
人
々
を
失
望
さ
せ
た
。

何
故
な
ら
、
複
雑
な
マ
ャ

の
ア
ル

フ

．．
 

ァ
ベ
ッ
ト
の
解
明
は
、
彼
の
発
明
し
た
も
の
だ
っ
た
°
彼
の
考
え
た
も
の

は
、

マ
ヤ
語
の
組
椴
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
使
わ
れ
て

い
た
マ
ャ
語
を
か
な
り
研
究
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、

マ
ャ
文
字
の
組
織
は

次
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
°
即
ち
、

一
、
簡
単
な
記
号
ま
た
は
文
字

c
ie
rtos
c
a
ract
e
res 
o
 Jetras 

こ
れ
は

p
h
o
n
e
tic

で
あ
る
。
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s
y
m
b
o
l
i
c

で

二
、
人
間
ま
た
は
動
物
の
顔
形
を
し
て
い
る
文
字

f
i
g
u
r
a
s

こ
れ
は
忌
u
r
at
ive
で
あ
る
。

―――
、
二
に
何
ら
か
の
記
号
が
付
さ
れ
た
文
字

a
l
g
u
n
a
s
 sefiales 
e
n
 la
s
 
f
i
g
u
r
a
s

こ
れ
は

あ
る
。

ま
た
実
際
に
使
わ
れ
て
い
た
文
字
の
実
例
か
ら
調
べ
て
、
次
の
如
く
分

類
し
て
い
る
。

一
、
古
い
型
の
文
字
体
系
ま
た
は
，
T
a
b
a
l
s
y
s
t
e
m

と
呼
ぶ
型
°
こ

れ
は
神
堂
を
あ
ら
わ
す
と
考
え
ら
れ
て
い
た
文
字
で
、
ア
ス
テ
カ

の
古
文
書
に
見
出
さ
れ
る
の
と
よ
く
似
た
シ
ラ
ビ
ッ
ク
な
文
字
と

結
合
し
た
象
形
文
字
が
含
ま
れ
る
°
合
成
文
字

e
s
c
ri
t
u
r
a
 
d
e
 

p
a
r
t
e
 
j
u
n
t
a
と
も
呼
ん
で
い
る
。
古
文
書
の
上
端
に
み
ら
れ

る
、
装
飾
的
な
役
割
を
す
る
文
字
が
こ
れ
に
当
た
る
。

二
、
新
し
い
型
の
文
字
体
系
ま
た
は

T
a
b
l
a
h
a
l
s
y
s
t
e
m
と
呼
ぶ
型°

こ
れ
に
は
、
単
一
の
記
号
ま
た
は
文
字
、ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
記
号
、

マ
ヤ
語
で
「
選
ば
れ
た
」
を
意
味
す
る
〈
z
iblil
〉
の
記
号
な
ど

が
含
ま
れ
、
孤
立
文
字

e
s
c
r
itu
r
a
a
 p
a
r
t
e
s
と
も
い
わ
れ
る
o

彼
は
こ
の
文
字
は
四
つ
し
か
あ
げ
て
い
な
い
が
、
実
際
は
、
古
文

書
に
二

0
位
あ
る
。
そ
れ
に
こ
の
文
字
は
、
天
文
学
的
な
意
味
や

暦
に
関
す
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
°
彼
は
こ
れ
ら
の
文
字
の
最
初

の
音
を

p
h
o
netic

な
意
味
に
と
っ
て
使
っ
て
い
る
。
彼
の
考
え

た
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
残
り
の
二
四
は
合
成
文
字
で
あ
っ
て
、
古

文
書
の
中
に
は
見
出
だ
せ
な
い
。

三
、
装
飾
的
な
象
形
文
字
、
こ
の
文
字
に
は
人
間
や
動
物
の
絵
が
つ
け

ら
れ
て
い
る
o

こ
の
三
つ
の
分
類
と
、
旧
世
界
の
古
代
文
字
の
三
つ
の
分
頚
、
即
ち
、

一、

epis
t
o
l
o
g
r
a
p
h
i
c
、
二
、
hi
e
rati
c
、

三
、
hi
e
r
o
g
l
y
p
h
i
c
..>J±ll款

し
て
み
る
と
面
白
い
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
暦
を
あ
ら
わ
す
文
字
の
最
初
の
音
を
、
そ

の
文
字
の
音
価
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
二
六

0
日
周
期
の
祭

式
暦
の
二

0
の
日
付
の
文
字
の
う
ち
、
c
h
u
e
n

を
〈
〈
C

〉〉ヽ

c
a
u
a
c

を

〈〈
c
u
〉〉ヽ

c
i
m
i
を〈〈
K
〉〉ヽ

ix
を〈〈
e
'〉〉と

p
h
o
n
e
tic

に
趾
き
か
え
た
。

た
し
か
に
、
彼
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
誤
り
で
あ
る
に
は
迎
い
な
い
が
、

た
だ

p
h
o
n
e
t
i
c

の
面
か
ら
考
え
れ
ば
価
値
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
ラ
ン
ダ

神
父
は
、

ナ
ウ
ア
語

n
a
h
u
a
tl

の
用
法
を
マ
ヤ
語
に
適
用
し
た
た
め
、

こ
う
し
た
誤
り
を
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
誤
り
に
も
拘
ら
ず
、

「
ユ
カ
タ
ン
誌
」
は
マ
ヤ
語
解
読
の
基
礎
と
な
っ

-
）

0
 

t
 ラ

ン
ダ
神
父
以
後
の
研
究
で
は
、
ル
ス

J
o
a
q
u
i
n

R
u
z
、
ペ
レ
ス

J
u
a
n
 P
i
o
 
P
e
r
e
z
と
い
っ
た
人
達
の
業
絞
が
あ
る
。
し
か
し
ル
ス
の
著

作
は
、
マ
ヤ
言
語
学
の
見
地
か
ら
み
て
あ
ま
り
価
値
が
な
い
。
ま
た
ペ

レ

ス
の
著
作
も
基
本
的
な
知
識
、
た
と
え
ば
マ
ヤ
の
時
代
区
分
の
長
さ
の
解

釈
で
重
大
な
ミ
ス
が
あ
る
か
ら
、
象
形
文
字
の
知
識
に
そ
れ
ほ
ど
役
立
っ

て
は
い
な
い
。
た
だ
散
侠
途
上
に
あ
っ
た
マ
ヤ
語
の
古
文
書
の
保
存
と
い

う
面
で
重
大
な
寄
与
を
し
た
と
い
え
る
o

そ
う
い
っ
た
貢
献
で
は
、
プ
ー
ル
プ
ー
ル
、
ベ
レ
ソ
ト

C
a
r
l
H
e
r
m
a
n
n
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ャ
文
字
の
解
読
に
つ

い
て

B
e
r
e
n
d
t
、

プ
リ
ン
ト
ン

D
a
n
i
e
l

G
a
r
r
i
s
o
n
 
B
r
i
n
t
o
n
、

ゲ

ー

ツ

W
i
ll
i
a
m
 E
d
m
o
n
d
 G
a
t
e
s
と
い
っ
た
学
者
の
業
鉛
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。

プ
ー
ル
プ
ー
ル
の
業
紹
は
、
ト
ロ
ア
ー
ノ
文
書
の
刊
行
(
-
ハ
究
ー
七0
)

と

前
記
ラ
ン
ダ
神
父
の
「
ユ
カ
タ
ン
誌
」
の
刊
行
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
サ
ン

•

プ
ェ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
ラ
の
文
法
雹
の
刊
行
も
見
落
と
せ
な
い
仕
事
と

い
え
る
。
し
か
し
彼
の
「
マ
ャ
語
丞
集
」
は
い
ま
で
は
あ
ま
り
価
値
が
な

21 
し
ペ
レ
ソ
ト
の
仕
事
は
、
現
在
、
ペ
ン
ジ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
大
学
の
拇
物
館

、0付
屈
図
害
館
に
あ
る
「
ペ

レ
ン
ト
・
コ
レ
ク

ツ
ョ
ン
」
と
な
っ
て
残
さ
れ

て
い
る
。
残
さ
れ
た
手
写
本
を
で
き
る
か
ぎ
り
コ
ピ
ー
し
、
マ
ヤ
語
を
研

究
し
た
。
彼
の
コ
゜
ヒ

ー
し
た
文
古
の
中
に
は
、
い
ま
で
は
散
侠
し
た
毀
訳

な
資
料
が
見
ら
れ
、
中
で
も
、
現
在
で
も
使
わ
れ
て
い
る
唯
一
の
辞
雹
で

あ
る
モ

ー
ト

ル
の
辞
害
の
コ
。
ヒ

ー
は
、
彼
が
他
の
辞
四
を
使
っ
て
修
正

ペIl 

し
、
付
加
し
、
比
較
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
プ
リ
ン
ト
ン
も
ベ

レ
ン
ト
の
後
継
者
と
し
て
、
ペ
レ
ン
ト

・
コ
レ

ク
ジ
ョ
ン
を
大
学
に
寄
贈

し
た
人
で
、
彼
の
マ
ャ
語
に
関
す
る
仕
事
と
し
て
は
、
「
チ
ラ
ン
・
バ
ラ

ン
の
書
」
の
抄
訳
（
英
語
訳
）
が
あ
る
が
、
一
八
八

二
年
に
刊
行
さ
れ
た

と
は
い
え
、
有
益
で
し
か
も
翻
訳
因
と
し
て
は
妓
も
大
規
模
な
も
の
で
あ

っ
た
°
ゲ
ー
ツ
の
業
船
も
、
そ
の
内
容
と
我
々
に
与
え
る
貢
献
の
大
き
さ

か
ら
い
っ
て
、
プ
リ
ン
ト
ン
と
―
二
を
競
う
仕
事
を
し
た
°
マ
ヤ
古
文
甚

の
コ
レ
ク
ジ
ョ
ン
は
、
い
ま
で
も
最
大
の
コ
レ
ク
ジ
ョ
ン
と
し
て
知
ら

れ
、
現
在
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
ピ
ー
ポ
デ
ィ
縛
物
館
に
あ
る
。
中
で
も
、

モ
ー
ト
ル
と
サ
ン

・
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
の
辞
典
、
コ
ロ
ネ
ル
、
サ
ン
・
プ
ニ

ナ
ヴ
―
―
ン

ト
ゥ
ー
ラ
、

ベ
ル

ト
ラ
ン
等
の
文
法
、
「
チ
ラ
ン

・
バ
ラ
ン
の

⑯
 

忠
」
の
一
部
の
投
製
は
沢
限
で
あ
る
o

そ
の
後
、
ア
メ

リ
カ
、
ド
イ

ツ
、
フ
ラ
ソ
ス
等
の
マ
ヤ
学
者
が
、

マ
ヤ

語
を
研
究
し
、
彼
等
の
著
書
の
成
果
の
柏
み
重
ね
の
上
に
、

マ
ヤ
語
解
読

の
土
台
が
で
き
上
が
っ
て
い
っ
た
。
一
八

0
0年
以
降
、
三
つ
の
占
文
忠

の
複
製
刊
本
が
相
次
い
で
世
に
出
る
と
共
に
、
古
文
害
の

c
o
m
m
e
n
t
a
r
y

も
出
版
さ
れ
た
。
マ
ヤ
の
古
文
四
の
一
っ
が
あ
る
ド
レ
ス
デ
ン
王
立
図
杏

館
（
現
サ
ク
ソ
ン
図
苫
館
）
の
司
書
フ
ュ
ー
ル
ス
テ
マ
ソ

E
.
W
.
F
o
r
s‘
 

t
e
m
a
n
n
に
よ
る
ド
レ
ス
デ
ン
文
書
の
刊
行
（
一
八
八
0
)

と

c
o
m
m
e
n
t
a
r
y

（一八八六）
、
プ
ー
ル
プ
ー
ル

（
一
八
究
）
と
ロ

ー

ニ

に
o
n
d
e
 
R
o
s
n
y
 (一八

八
――-
）
に
よ
る
ト
ロ

・
コ
ル
テ
ス
文
書
の
刊
行
な
ど
。
ま
た
前
記
モ
ー
ト
ル
の

辞
典

(K-i九
）
、
ゲ

ー
ツ
の
辞
害
（
一
窒
一
）
、
ト
ッ
ツ
ェ
ル

A
.M
.
T
o
 
N
N
 er 

の
文
法
害
(
-
空
一
）
も
マ
ヤ
語
解
読
に
あ
た
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い

資
料
で
あ
る
。
ま
た
ゼ

ー
ラ
ー
の
諸
研
究
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
o

一
九
三
八
年
に
は
ヴ
ォ

ル
フ

W
e
r
n
e
r
W
o
l
f
f
に
よ

っ
て
、
マ
ャ
の
古
文

t
 

h
u冒

書
の
解
読
が
現
代
語
訳
を
付
し
て
試
み
ら
れ
た
。
彼
の
解
読
は
プ

ー
ル

プ

ー
ル
と
モ

ー
ト
ル

の
辞
害
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
最
近
の
解
読

と
比
較
検
討
す
べ
き
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
o

フ
ュ

ー
ル
ス
テ
マ
ン
は
ド
レ
ス
デ
ソ

文
古
刊
行
後
の
二

0
年
問
、
こ
の

絵
文
lt
閉
盃
解
明
に
没
頭
し
た
。
そ
の
後
一
四
年
間
に
わ
た
っ
て
、
文
書
や

石
碑
に
あ
る
マ
ヤ
の
暦
の
秘
密
を
解
く
不
朽
の
業
紹
を
あ
げ
た
っ
彼
は
マ

ヤ
人
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
独
削
的
な
二

0
進
法
を
発
見
し
解
明
し

た
。
そ
し
て
こ
れ
が
天
文
学
及
び
年
代
の
諾
事
臥
に
、
い
か
に
使
わ
れ
て

い
た
か
を
初
め
て
指
摘
し
た
。
そ
の
他
択
要
な
研
究
を
数
多
く
し
て
、
マ
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ャ
文
字
研
究
の
基
礎
を
築
い
た
。

一
八
九
一
年
グ
ッ
ド
マ
ソ

J.
T
.
 G

o
o
d
m
a
n

は
、
マ
ヤ
語
の
テ
キ
ス

ト
の
年
代
の
部
分
の
解
読
に
成
功
し
た
。
（
以
前
は
彼
は
、
フ
ュ
ー
ル
ス

テ
マ
ン
の
研
究
を
参
照
し
て
い
な
い
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
最
近
の
研
究

で
は
彼
の
業
蹟
を
説
ん
で
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
）
フ
ュ
ー
ル
ス
テ
マ
ン

は
主
に
ド

レ
ス
デ
ン
文
書
を
材
料
と
し
た
が
、
グ
ッ
ド
マ
ン
は
石
碑
を
材

料
と
し
て
解
読
を
行
な
っ
た
。

以
後
モ
ー
ズ
リ

ー
A
.P
.
 M
a
u
d
s
la
y
、
ス
ピ
ン
デ
ソ

H
.]
.
 

S
p
i
n
cle
n
、

ロ
ン
グ

C
.
E
.
 L
o
n
g
、

テ
ィ
ー
プ
ル

].
E
.
 T
e
e
pl
e
、

ベ
イ
ヤ
ー
I
'
I
.

B
e
y
e
r
等
主
に
ア
メ
リ
カ
の
学
者
が
マ
ヤ
語
解
読
に
役
立
つ
数
々
の
研
究

を
し
て
い
る
o

し
か
し
こ
う
い
っ
た
業
鎖
の
中
で
も
特
筆
す
べ
き
は
、
モ

ー
レ
ー
の
そ

れ
で
あ
ろ
う
。
彼
は
マ
ャ
文
字
研
究
の
た
め
、
発
見
さ
れ
た
殆
ど
全
部
の

辿
跡
を
粕
力
的
に
訪
れ
、
ま
た
未
発
見
の
追
跡
を
探
し
続
け
た
。
そ
れ
に

要
し
た
莫
大
な
金
額
は
す
べ
て
自
弁
で
あ
っ
た
。
次
第
に
崩
れ
ゆ
く
石
碑

類
の
コ
。
ヒ

ー
を
と
る
の
に
忙
し
く
、
た
め
に
マ
ヤ
語
の
解
読
や
研
究
に
十

分
な
時
間
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
一
九
一
五
年
に
出
版
し

＾
 

II 

た
「
マ
ヤ
象
形
文
字
入
門
」
は

m
o
n
u
m
e
n
t
a
l
な
研
究
で
あ
る
。
こ
の

本
で
彼
は
主
に
暦
や
天
文
に
閲
す
る
マ
ャ
文
字
を
殆
ど
完
全
に
解
読
し

た
。
彼
は
ラ
ン
ダ
神
父
の
誤
り
が
表
音
蒻
阻
か
ら
由
来
し
た
と
信
じ
て
、

マ
ヤ
語
は
殆
ど
表
意
文
字
で
あ
る
と
主
張
し
た
°
事
実
時
を
数
え
る
た
め

に
使
わ
れ
た
天
文
、
暦
、
数
字
を
あ
ら
わ
す
文
字
は
殆
ど
表
意
文
字
で
あ

る
。
し
か
し
表
音
的
要
素
の
あ
る
こ
と
も
、
あ
る
程
度
認
め
て
い
た
し
、

そ
の
表
音
的
要
素
が
も
っ
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
表
意
的
要
素
は
、
そ
れ
に

従
っ
て
、
多
少
そ
の

p
h
o
n
e
ti
c
v
a
l
u
e
が
限
定
さ
れ
て
く
る
こ
と
も
認

め
て
い
た
。
彼
の
分
類
に
よ
る
と
、

マ
ヤ
語
は
次
の
三
つ
に
分
け
ら
れ

る
°
即
ち
、

日
表
音
的
要
素
を
も
つ
文
字
＇
~
あ
る
音
を
あ
ら
わ
し

、

意
味
と
か

思
想
と
は
全
く
分
離
し
て
い
る
。

口

表

意

的
要
素
を
も
つ
文
字
1

あ
る
意
味
乃
至
思
想
を
あ
ら
わ
し

て
い
る
o

n
 

bu 

回
日
と
⇔
の
結
合
し
た
も
の
で
、
二
つ
の
要
素
を
合
わ
せ
も
つ
。

第
一
に
、
マ
ヤ
語
は
す
べ
て
表
音
的
要
素
を
も
っ
と
い
う
説
は
誤
り
で

あ
り
、
ラ
ン
ダ
神
父
の
例
が
こ
れ
で
あ
る
。
マ
ャ
文
字
を
す
べ
て
表
音
体

系
ま
た
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
に
直
し
て
み
る
と
い
う
試
み
は
失
敗
で
あ
っ

こ
O

t
 プ

リ
ン
ト
ン
は
、
ラ
ン
ダ
神
父
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
か
ら
推
論
で
き
る

二
つ
の
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
マ
ャ
文
字
は
大
部
分
表
意
的
要
素
を
も

つ
が
、
表
音
的
要
素
も
確
か
に
あ
る
と
い
う
理
論
で
あ
る
°
ゼ

ー

ラ

ー

も
、
確
か
に
マ
ヤ
語
に
は
、
神
、
人
間
、
場
所
な
ど
の
名
称
を
も
つ
合
成

文
字
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
要
素
は
表
音
的
な
原
則
と
結
合
し
て
い
る

が
、
し
か
し
マ
ャ
語
の
大
部
分
は
、
表
意
的
な
原
則
に
基
づ
い
て
組
み
立

d
5
 

II 

て
ら
れ
て
い
る

c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
s
y
m
b
o
l

で
あ
る
と
い
う
0

以
上
の
学
者
の
努
力
に
よ
っ
て
、

マ
ヤ
の
数
字
、
日
、
月
、
神
の
名
が

確
実
に
判
読
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
現
在
残
っ
て
い
る
追
跡
の

そ
れ
は
、
主
に
後
古
典
期
、
つ
ま
り
紀
元
一

0
0
0年
か
ら
一
五

0
0年
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マ
ャ
文
字
の
解
読
に
つ
い
て

の
間
の
も
の
で
あ
る
し
、
神
の
名
も
、
首
長
や
神
官
や
戦
士
の
も
の
で
あ

る
と
推
測
さ
れ
る
と

')
ろ
か
ら
、
時
代
的
に
、
階
級
的
に
限
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
に
注
恋
す
ぺ
き
で
あ
る
。
マ
ヤ
人
一
般
が
日
常
の
語
菌
と

し
て
使
っ
た
表
示
方
法
に
つ
い
て
正
確
な
観
念
を
も
つ
こ
と
は
、
い
ま
な

お
依
然
と
し
て
困
難
で
あ
る
。
た
し
か
に
現
在
の
と
こ
ろ
、

マ
ャ
の
文
字

体
系
は
専
ら
表
意
文
字
で
あ
る
ら
し
い
。
し
か
し
殆
ど
表
意
文
字
か
ら
成

っ
て
い
る
文
字
体
系
で
は
、
異
な
っ
た
記
号
の
意
味
を
決
定
す
る
の
は
極

端
に
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
表
音
文
字
体
系
の
言
語
で
は
、
あ

る
言
葉
は
音
が
決
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
音
価
は
ど
ん
な
時
で
も
全
く
変
わ

ら
な
い
。

マ
ャ
語
に
も
表
音
的
要
素
が
あ
る
こ
と
が
、
上
述
の
如
く
以
前

か
ら
主
張
さ
れ
て
き
た
。
マ
ヤ
語
に
は
、
お
そ
ら
く
、
六
髄
の
文
字
が
純

粋
に
表
音
的
な

b
a
s
is

の
上
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る。

し
か
し
ま
だ
未
発
見
の
資
料
か
ら
、
表
音
的
要
素
を
も
つ
文
字
が
発

見
さ
れ
、
そ
の
数
が
ふ
え
れ
ば
、

マ
ヤ
語
の
表
音
的
要
素
が
も
っ
と
は
っ

き
り
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
マ
ヤ
語
自
体
の
概
念
も
大
き

く
変
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
事
実
現
存
す
る
象
形
文
字
の
一
部
が
音
節
か

ら
成
り
、
そ
れ
故
、

マ
ヤ
語
の
す
べ
て
の
可
能
性
を
表
現
し
え
た
と
仮
定

す
る
こ
と
も
で
き
る
°

何
故
な
ら
、
そ
れ
以
外
の
文
字
は
、
も
し
そ
れ
が

表
意
文
字
で
あ
る
な
ら
、
た
と
え
そ
の
使
い
方
が
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
も
、
何
千
と
い
う
マ
ヤ
語
の
語
幽
を
書
く
の
に
十
分
で
は
な
い
は
ず

で
あ
る
°
だ
か
ら
こ
れ
ら
の
表
意
文
字
の
一
部
が
、
古
代
エ
ジ
プ

ト
の
象

形
文
字
と
同
じ
よ
う
に
、
観
念
で
は
な
く
、
音
を
示
す
の
に
使
わ
れ
た
に

迩
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ

B
.

W
olf
も
、

マ
ヤ
語
の
中
に

は
表
音
的
要
素
と
な
ら
ん
で
、
s
y
ll
a
b
ic

な
要
素
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、

同
じ
概
念
を
表
現
す
る
表
音
的
な
記
号
と
結
合
し
た
と
考
え
た
。

ソ
ヴ
ェ
ト
の
ク
ノ

ロ
ゾ
フ
の
最
近
の
研
究
は
、
こ
う
い
っ
た
点
で
注
目

91 
Il 

す
べ
き
理
論
を
樹
立
し
た
。

彼
は
、

モ
ー
レ

ー
の
表
意
文
字
芍
重
の
観
点
を
誤
り
と
し
、

マ
ャ
文
字

の
大
部
分
は
表
音
文
字
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
次
の
よ
う
に
分
類
し
た
。

I

表
意
文
字

JI

表
音
文
字

①
母
音
°
単
独
に
、
ま
た
は
言
葉
の
終
り
に
用
い
ら
れ
る
。
た
と

え
ば

、

a
:
0
》
e
》
i····
·
·
m~

,

t~
0
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

テ
ィ
ッ

ク

・

タ
イ
プ
と
呼
び

A
と
す
る
。

⑱

母
音
＋
子
音
°
た
と
え
ば
、
a
h
,
a
k
,
 e

t
 
O

~ 

ラ
ビ
ッ
ク

・
タ

イ
プ
と
呼
び
A
B
で
あ
ら
わ
す
。

③
子
音
ま
た
は
母
音
を
伴
っ
た
子
音
。
た
と
え
ば、

p
a
~
k
u
~.

k
u
~
"
言
葉
の
終
り
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ット
と
し
て

使
わ
れ
る
°
ァ

ル
フ
ァ
ベ
テ
ィ
ッ
ク

・
ジ
ラ
ビ
ッ
ク

・
タ
イ
プ
と
呼
ん
で

B
凶
で

あ
ら
わ
す
。
こ
の
型
は
ジ
ラ
ビ
ッ
ク
と
し
て
使
わ
れ
る
時
は
、
大

部
分
最
後
の
母
音
が
落
ち
る
。
た
と
え
ば

k
(
a
),
 k

 (u
),
 N

(u
u
)
0
 

④

子

音

＋
母
音
＋
子
音
°
た
と
え
ば

b
a
l,
n
a
l,
 th

a
l
。
こ
れ
は

ツ
ラ
ビ
ッ
ク

・
タ
イ
プ
と
呼
ん
で

B
A
B
で
あ
ら
わ
し、

語
根
、

接
尾
語
を
害
く
た
め
に
使
わ
れ
た
°

IlI

限
定
詞
こ
れ
は
ご
く
少
な
い
。
発
音
も
し
な
い
°
表
音
ま
た
は

表
意
の
記
号
で
書
か
れ
た
文
章
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
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こ
の
分
類
に
基
つ
い
て
、
彼
は
マ
ャ
文
字
の
独
立
記
号
を
一
五
〇
、
単

語
を
二

0
0、
文
章
を
一
―

10例
あ
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
解
読
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
研
究
に
当
た
っ
て
、
彼
が
典
拠
と
し
た
の
は
、
現
在
ま
で
の
諸

学
者
の
研
究
で
あ
っ
て
、
そ
の
約
半
分
が
モ

ー
ト
ル
や
プ

ー
ル
ブ

ー
ル
の

辞
典
か
ら
の
引
用
で
あ
る
o

し
か
し
彼
の
こ
の
理
論
の
実
例
と
し
て
あ
げ
た
材
料
は
、
そ
の
評
価
を

正
し
く
判
断
す
る
た
め
に
は
、
残
念
な
が
ら
少
な
す
ぎ
る
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
そ
れ
に
彼
は
、
ラ
ン
ダ
神
父
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
全
く
信
用

し
て
お
り
、

マ
ヤ
語
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
テ
ィ
ッ
ク
な
文
字
と
ジ
ラ
ピ
ッ
ク
な

文
字
の
間
を
交
差
し
、
子
音
十
母
音
で
マ
ヤ
語
の
音
価
が
決
定
さ
れ
る
と

考
え
た
の
で
あ
る
。

ト
ム
ソ
ン
や
バ
ル
テ
ル

T
.S
.
 B
a
r
t
h
e
l

は
ク
ノ

ロ

ゾ
フ
の
説
に
は
全
く
懐
疑
的
で
あ
る
。
彼
が
従
来
誤
り
と
さ
れ
て
い
た
ラ

ン
ダ
神
父
の

ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ

ト
を
典
拠
と
し
て
採
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。

ト
ム
ソ

ン
も
ク

ノ
ロ
ゾ

フ
の
説
を
公
平
に
判
断
す
る
の
は
他
の
人
が
や
る

べ
き
だ
と
い
う
0

い
ず
れ
に
し
ろ
、
ク
ノ
ロ
ゾ
フ
の
理
論
は
オ
リ
ジ
ナ
ル

oJ 
h
 

で
あ
り
、
正
し
く
考
え
ら
れ
る
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
っ
、
ソ

ヴ
ェ

ト
で
注
目
す
べ
き
業
絞
が
あ
る
。

一
九
六

一
年
、
シ
ベ

リ
ア

で
、
ソ
ヴ

ェ
ト
の
三
人
の
数
学
者
が
電
子
計

算
機
を
使

っ
て
、
マ

ャ
文
字
の
解
読
を
試
み
る
と
い
う
画
期
的
な
研
究
が

lJ 
h
 

な
さ
れ
た
。
そ
の
成
果
が
四
冊
の
本
に
な
っ
て
同
年
出
版
さ
れ
た
。
直
訳

す
る
と
、
「
古
代
マ
ャ
文
字
研
究
に
お
け
る
電
子
計
算
機
の
適
用
」
で
あ

っ
て
、
前
書
き
に
よ
る
と
、
第
一
巻
は
マ
ド
リ
ー
ド
文
書
、
第
二
巻
は
ド

レ
ス
デ
ン
文
書
と
象
形
記
号
、
日
、
月
、
数
字
、
象
形
記
号
の
組
合
せ
、

マ
ヤ
語
ー
ロ
ツ
ア
語
辞
典
、
第
三
巻
は
象
形
記
号
の
総
括
組
織
目
録
、
第

四
巻
は
文
書
の
分
析
と
文
字
の
構
成
に
つ
い
て
、
研
究
方
法
、
ア
ラ
ビ
ア

数
字
（
鍔
用
数
字
）
算
法
、
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
適
用
に
つ
い
て
扱
っ
て
い

る
。
ど
う
し
た
わ
け
か
、
第
四
巻
は
現
物
が
入
手
で
き
な
い
の
で
、
解
読

方
法
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
二
つ
の
古
文
書
（
パ
リ
文
害
、

つ
ま
り
ペ

レ
ス
文
書
は
欠
損
が
多
く
解
読
の
材
料
と
し
て
使
え
な
か
っ
た
に
違
い
な

い
）
を
幾
つ
も
の
断
片
に
分
け
、
古
代
マ
ヤ
語
を
古
代
ス
ペ
イ
ン
語
の
表

音
方
式
に
直
し
た
ラ
テ
ン
文
字
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
象
形
記
号
は

三
桁
の
数
字
、
日
は
一
桁
、
月
は
二
桁
、
ロ
ー
マ
数
字
は
週
を
示
し
て
い

る。
し
か
し
こ
れ
は
文
字
の
判
読
で
は
な
く
、
ク

ノ
ロ

ゾ
フ
や
モ

ー
ト
ル
等

の
研
究
成
果
を
も
と
に
し
て
、
判
読
し
た
各
記
号
の
読
み
を
用
い
て
、
テ

キ
ス

ト
の
音
読
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
電
子
計
算
機
の
記
憶
装

置
に
各
記
号
の
音
価
を
覚
え
さ
せ
、
そ
れ
に
対
応
す
る
各
記
号
に
分
類
番

号
を
与
え
た
上
で
、
各
テ
キ
ス
ト
を
機
械
に
読
ま
せ
た
の
だ
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
結
果
ド
レ
ス
デ
ン
文
書
と
マ
ド
リ

ー
ド
文
書
の
文
字
の
う
ち
、

約
四

0
%
（
約
六

0
の
文
章
）
が
解
読
で
き
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
解

読
に
要
し
た
時
間
は
、
二
日
間
フ
ル
に
計
算
機
を
操
作
（
約
一
万
回
）
し

て
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
マ
ヤ
の
三
つ

の
文
書
は
、

一
0
な

い
し
一
―
万
回
の
操
作
で
、
全
部
解
読
可
能
で
あ
る
と
確
言
し
た
。

こ
の

計
算
機
の
操
作
が
終
わ
っ
て
か
ら
約
四
ヵ
月
後
に
、
解
読
の
結
果
が
発
表

四

さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
は
い
わ
ば
翻
字
で
あ

っ
て
、
機
械
に
よ
る
記
号
の
置
き
か
え
で
あ
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マ
ャ
文
字
の
解
説
に
つ
い
て

り
、
現
代
文
へ
の
翻
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
を
基
に
し
て
、
近
い
将

来
、
翻
訳
が
行
な
わ
れ
れ
ば
、
こ
れ
は
霜
要
な
業
紹
と
な
る
だ
ろ
う

0

ま
た
、
マ
ャ
語
の
組
織
が
か
な
り
複
雑
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
う
い

う
試
み
を
す
ぐ
受
け
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

事
実
、
こ
の
結
果
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ

の
学
者
は
ま
だ
納
得
し
て
い

な
い
し
、
ソ

ヴ
ェ

ト
の
ク
ノ

ロ
ゾ
フ
で
も
、
こ
れ
は
少
な
か
ら
ず
不
正
確

な
結
果
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
も
と
よ
り
、
解
読
事
実
は
、

古
代
記
述
法
の
解
読
に
利
用
で
き
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
問
題
は

。
フ
ロ
グ
ラ
ム
（
つ
ま
り
素
材
の
根
械
へ
の
醤
換
え
）
の
網
成
方
法
の
完
成

が
さ
ら
に
意
要
で
あ
り
、
ま
だ
こ
の
仕
事
が
残
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い

四る。
一
九
五

0
年
以
降
に
は
、
バ

ル
テ
ル
、
バ
ー
リ
ン

H
.
B
e
r
l
i
n
、
プ
ロ

ス
コ
ウ
リ
ア
コ
フ
女
史

T
.
P
r
o
s
k
o
u
r
i
a
k
o
f
f
な
ど
の
学
者
の
研
究
が
、

マ
ャ
文
字
研
究
の
進
歩
に
頁
献
し
て
い
る
。
バ
ル
テ
ル
は
マ
ャ
文
字
と
同

じ
く
、
未
解
読
だ
っ
た
イ

ー
ス
ク
ー
島
の
文
字
を
解
読
し
、

マ
ャ
文
字
に

つ
い
て
も
、
ド
レ

ス
デ
ン
文
告
に
つ
い
て
有
益
な
仕
事
を
し
、

一
九
五
ニ

年
よ
り
五
五
年
に
至
る
四
年
間
に
、
五
冊
も
の
著
作
を
出
し
て
、
精
力
的

に
活
躍
し
て
い
る
。
バ
ー
リ
ン
は

"
e
m
b
le
m
"
と
名
づ
け
た
、
あ
る
特

別
な
言
語
の
研
究
で
、
新
生
面
を
開
い
た
。
彼
に
よ
る
と
、
古
代
マ
ヤ
の

各
主
要
都
市
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他
の
場
所
に
は
見
出
だ
さ
れ
な
い
特
別
な
文

字
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
地
方
的
な

"
e
m
b
l
e
m
"

の
接
辞

a
ヨ
x
は
ど
こ
で
も
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
m
a
i
n
s
i
g
n
だ
け
が
研

究
す
る
価
値
が
あ
る
と
い
う

3

。
フ
ロ
ス
コ
ウ
リ
ア
コ
フ
女
史
は
、
石
碑
の

主
題
と
結
合
し
て
い
る
文
字
の
パ
タ
ー
ソ
を
鑑
別
す
る
仕
事
を
し
、
い
ま

そ
の
成
果
を
ま
と
め
て
出
版
す
る
準
備
を
し
て
い
る
。
彼
女
の
研
究
は
、

今
後
の
解
読
に
と
っ
て
、
非
常
に
菫
要
な
仕
事
と
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ

41 ，
 

る。
ト
ム
ソ
ソ
の
「
マ
ャ
象
形
文
字
入
門
」
は
、
一

九
六
0
年
新
版
を
出
し

た
が
、
こ
れ
は
一
九
五

0
年
に
出
し
た
初
版
を
大
幅
に
改
訂
増
補
し
た
大

冊
の
本
で
、
現
在
ま
で
の
諸
業
鋲
を

s
u
m
m
a
r
iz
e
し
て
い
て
、
マ
ャ
文

字
の
一
覧
を
内
容
別
に
分
類
し
て
載
せ
て
い
る
。
ま
た
ク
ノ

ロ
ゾ
フ
は
、

「
古
代
マ
ヤ
原
住
民
の
文
字
」
（
一
癸
B
)

で
、
ス
ペ
イ
ン
人
征
服
後
の
ラ

テ

ソ
文
字
で
書
か
れ
た
マ
ャ
の
諸
々
の
テ
キ
ス
ト
（
断
片
が
多
い
が
）
の
翻

訳
を
し
、

マ
ヤ
語
文
法
と
マ
ャ
語
ー

ロ
ジ
ア
語
辞
典
、
マ
ャ
文
字
二
邸
と

そ
の
解
説
、
さ
ら
に
現
存
の
三
つ
の
古
文
害
の
各
頁
を
写
真
複
製
し
て
載

せ
て
い
る
。
こ
の
本
も
総
計
六
六
三
頁
の
大
冊
の
本
で
、
計
ら
ず
も
ト
ム

ソ
ン
の
本
と
競
い
合
っ
て
い
る
感
が
あ
る
°
ト
ム
ソ
ン
の
著
紺
は
麿
の
解

明
が
大
部
分
を
占
め
、
そ
の
点
で
は
現
在
ま
で
、
最
も
詳
し
い
記
述
と
い

え
る
。
ま
た
ク
ノ
ロ
ゾ
フ
の
著
書
で
は
、
文
法
と
辞
典
（
語
菌
集
）
で
は

最
新
の
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
先
進
諸
学
者
の
業
鋲
に
よ
っ
て
、

マ
ャ
文
字
も
漸
次
解
読

さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
完
全
に
解
読
が
行
な
わ
れ
る
の
は
ま
だ
将
来
の

こ
と

だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
新
し
い
資
料
の
発
見
や
、
新
し
い
理
論
の
樹
立

に
よ
っ
て
、
現
在
ま
で
の
成
果
が
く
つ
が
え
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

さ
ら
に
す
ぐ
れ
た
研
究
が
さ
れ
て
、
マ
ャ
文
字
が
解
明
さ
れ
る
日
が
く
る

こ
と
を
願
う
わ
け
で
あ
る
。
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7

8

?

 7
6
3
 

IV 

マ

ャ

文

字

目

録

以
上
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
研
究
と
、
同
じ
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
重

要
な
基
礎
的
資
料
と
い
う
べ
き
著
作
は
、
ト

ム
ソ
ン
と
ツ
ィ
ン
メ
ル
マ
ン

四

G
.
 N i

m
m
e
r
m
a
n
n
の
マ
ヤ
象
形
文
字
目
録
で
あ
る
。

以
前
に
出
た
目
録

d
5.
 

h
 

と
し
て
は
、
ゲ
ー
ツ
が

一
九
三
一
年
に
出
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
彼
は
そ

の
中
で

二
九
六
の

m
a
i
n
sign
と

一
―
二

の

m
i
n
o
r
e
l
e
m
e
n
t
に
分

け
て
い
て
、
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
接
辞
だ
け
が
異
な
っ
て
い
る
文
字
も

区
別
さ
れ
て
別
の
番
号
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
り
、
ま
た
あ
る

m
i
n
o
r

e
l
e
m
e
n
t
が

m
a
i
n
sign
の
中
に
含
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
分
類
も

甚
だ
不
十
分
な
も
の
で
あ

っ
た
。

一
九
五
六
年
に
出
た
ツ

ィ
ン
メ
ル
マ
ン
の
目
録
は
、
す
ぐ
れ
た
業
娯
で

あ
り
、
整
然
と
分
類
さ
れ
て
お
り
、
合
成
文
字
の
す
べ
て
に
番
号
が
つ
い

て
お
り
、
接
辞
の
つ
け
ら
れ
て
い
る
位
置
が
示
し
て
あ
る
点
で
す
ぐ
れ
て

い
る
。
ト
ム
ソ
ソ
の
目
録
も
、
分
類
は
殆
ど
ツ

ィ
ン
メ
ル
マ
ン
の
方
法
を

模
倣
し
て
い
る
。

ツ
ィ
ソ
メ
ル
マ
ン
が
使
っ
た
分
類
と
番
号
は
、

1

t

 9
1

接
辞

D
i
e
Affixe 

1
0
 

0~169 

D
i
e
 H
a
u
p
t
z
e
i
c
h
e
n
 
(
人
間
の
体
ま
た
は
顧
を
も
っ

文
字
）

D
i
e
 
H
a
u
p
t
ze
ic
h
e
n
 
(
動
物
の
体
ま
た
は
顔
を
も
っ

文
字
）

1
3
0
0
-
1
3
7
7
 

D
i
e
 H
a
u
p
t
ze
i
c
h
e
n
 
(
因
製
的
乃
至
装
飾
的
な
記

号
）

（
他
に
若
干
の
変
形
、
付
屈
形
の
文
字
も
別
に
あ
げ
て
い
る
が
、

番
号
付
は
し
て
い
な
い
o
)

で
あ
っ
た
0

ト
ム
ソ
ン

は
、
現
存
の
あ
ら
ゆ
る
資
料
（
こ
の
中
に
は
、
こ

の
時
新
た
に
発
見
さ
れ
た
質
料
も
あ
る
）
か
ら
、
ツ
ィ
ン
メ
ル
マ
ン
の
分

類
に
従
っ
て
文
字
を
排
列
し
た
結
果
、
こ
の
分
類
で
は
少
な
す
ぎ
る
部
分

が
出
て
き
て
、
も
っ
と
柔
軟
性
を
も
つ
数
を
考
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
°

た
と
え
ば
、
接
辞
は
一

0
0を
逝
か
に
オ

ー
バ
ー
し
、

m
a
i
n
sign
の
う

ち
、
人
間
の
顔
を
も
つ
文
字
も
一

0
0を
越
え
た
の
で
、
次
の
分
類
を
作

っ
た
°
即
ち
、

1
、/
｀
3
7
0
 

m
a
m
 sign 

2
0
0
 

4
9
2
 

接
辞

a
ヨ
x

5
0
1
、/
、8
5
6

m
a
i
n
 
sign 
(
動
物
の
顔
を
も
つ
文
字
を
含
む
が
、
人

間
の
顔
を
も
つ
文
字
を
除
く
）

1
0
0
0
-
1
0
8
7
 

m
a
i
n
 sign 
(
人
間
の
顔
を
も
つ
文
字
）

1
3
0
0
-
1
3
4
7

そ
の
他
の
記
号

d
u
b
i
o
u
s
"
p
u
r
g
a
t
o
r
y
"
 gr
o
u
p
 

両
者
の
実
数
を
計
算
し
て
み
る
と
、

affix 

8
3
 

3
7
0
 

と
な
っ
て
、
両
者
に
相
当
の
開
き
が
あ
る
が
、
ツ
ィ
ン
メ
ル
マ
ン
の
実
数

は
、
た
し
か
に
少
な
す
ぎ
、

マ
ャ
文
字
の
総
目
録
と
し
て
は
不
十
分
で
あ

る
が
、
ト
ム
ソ
ン
の
は
、
彼
自
ら
い
う
よ
う
に
、
あ
る
文
字
は
、
別
な
文

Z
i
m
m
.
 

T
h
o
m
 

写
2
8
3
 

7
6
2
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マ
ャ
文
字
の
解
読
に
つ

い
て

字
の
変
形
で
し
か
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
う
い
う
ダ
プ
リ
が
幾
ら
か

あ
る
と
考
え
て
、
八

0
0乃
至
八
二
五
位
が
、
現
在
残
っ
て
い
る
マ
ャ
文

n
 

h
 

字
の
総
数
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
も
将
来
、
も
っ
と
研
究
が
進

め
ば
、
こ
の
数
は
も
っ
と
減
る
し、

ま
た
新
た
に
発
見
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト

な
ど
か
ら
新
し
い
文
字
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
か
ら
、
結
局
、
差

引
七
五

0
と
い
う
の
が
、

マ
ャ
文
字
の
総
数
と
し
て
妥
当
な
数
で
あ
る
と

い
う
0

こ
の
数
は
、
残
っ
て
い
る
マ
ャ
語
の
資
料
が
少
な
い
こ
と
を
頭
に

入
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
エ
ジ
プ

ト
の
象
形
文
字
の
総
数
は
七
三
四

と
い
う
数
か
ら
み
て
、

一
般
に
絵
文
字
は
六

O
Oよ
り
少
な
い
こ
と
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
七
五

0
と
い
う
数
は
、

マ
ャ
語
が
も
と
も
と
ツ
ラ
ビ
ッ
ク
で
は
な

か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
°
マ
ャ
の
文
字
体
系
は
も
と
は
表
意
体
系
で

あ
っ
て
、
あ
る
時
か
ら
ツ
ラ
ビ
ッ
ク
に
変
わ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ

る。

し
か
し
現
在
の
と
こ
ろ
確
証
で
き
な
い
。

ト
ム

ソ
ソ
の

m
a
i
n

s
i
g
n

四
九
二
の
う
ち
、
一
―
―
―
―
ー
は
古
文
書
に
一
〇

0
以
上
出
て
く
る
。
マ
ヤ
語
の
典
型
的
な
形
は
、
m
a
i
n
s
i
g
n
 
+
 
p
r
e
fi
x
 

+
 
postfix

で
あ
っ
て
、
時
々
他
の
文
字
も
結
合
す
る
°
接
辞
は

m
a
i
n

s
i
g
n

と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ご
く
ま
れ
に

m
a
i
n
s
i
g
n
が
接

辞
に
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
組
織
は
、
現
代
マ
ャ
語
の
方
言

で
あ
る

Y
u
c
a
t
e
c
,
c
h
o
l
,
 ch

o
n
t
a
l
語
の
組
織
と
殆
ど
同
じ
で
あ
る
o

現
段
階
で
は

ト
ム
ソ
ン
の
目
録
は
、

マ
ャ
文
字
目
録
と
し
て
は
妓
良
と

思
わ
れ
る
が
、
今
後
の
研
究
で
修
正
を
予
想
さ
れ
る
。

以
上
の
如
く
、

マ
ヤ
語
は
逐
次
解
明
さ
れ
る
過
程
に
あ
る
が
、
こ
れ
が

解
明
さ
れ
れ
ば
、
ま
だ
不
明
の
こ
と
の
多
い
マ
ャ
文
化
の
諸
相
が
、
少
し

ず
つ
判
明
す
る
こ
と
に
な
る
。

ト
ム
ソ
ン
は
近
く
第
一
―
一
の
著
忠
を
発
表
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
ク
ノ

ロ
ゾ

フ
、
バ
ル
テ
ル
等
の
学
者
も
、
そ
の
新
し
い
著
作
が
期
待
さ
れ
る
人
達
で

あ
る
。
ま
た
メ
キ
ッ
コ
の
各
地
で
、未
発
掘
の
造
跡
が
掘
り
出
さ
れ
、思
わ

ぬ
負
覧
な
資
料
が
出
て
こ
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
将
来
に
期
待
し
た
い
。

拙
稲
は
、
た
ま
た
ま
手
に
し
た
諸
文
献
に
基
づ
い
て
、
そ
の
一
部
を
紹

介
し
た
に
す
ぎ
な
い
°
ぜ
ひ
と
り
上
げ
る
ぺ
き
重
要
な
文
献
を
落
と
し
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、理
解
の
不
十
分
さ
か
ら
、
思
わ
ぬ
誤
解
を
し
て
い

る
個
所
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
0

識
者
の
御
叱
正
を
乞
う
次
第
で
あ
る
o

な
お
、
本
文
お
よ
び
注
に
あ
げ
た
資
料
の
う
ち
、
館
蔵
の
マ
ャ
文
字
を

直
接
扱
っ
た
本
と
し
て
は
、

1. 
S
.
 G
.
 Mo
r
l
e
y
.
 A

n
 i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
to 
t
h
e
 
s
t
u
d
y
 
of 
th
e
 

M
a
y
a
 h
i
e
r
o
g
l
y
p
h
s
.
 K

U
 59
8
 (
5
7
)
 

2
.
 

3
.
 B.
 Es
p
e
1
1
H
O
B
,
 H
 .
l
l
P
•
コ
p
1
1
M
e
H
e
1
1
1
1
e3
J
J
e
t
(
T
p
0
H
H
b
I
X
 

A
K
 36
0
9
 

3
• 

D
i
e
g
o
 
d
e
 L
a
n
d
a
.
 

A
G
 3
2
8
9
 

の
三
稲
だ
け
で
あ
る
。

＞

あ

と

R
e
la
c
io
n
 d
e
 la
s
 c
o
s
a
s
 d
e
 Y
u
c
a
ta
n
 

が

き
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(3) (2) 

,la
ム
ス
ン
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
先
住
民
族
の
文
字
は
、
ご
く
初

歩
的
な
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
殆
ど
発
達
し
な
か
っ
た
と
い

ぅ
°
若
干
の
「
日
」
の
名
称
な
ど
に
同
族
性
が
見
出
さ
れ
る
が
、

あ
る
い
は
地
域
的
に
同
一
の
起
源
に
基
づ
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
現
段
階
で
は
確
証
は
な
い
と
い
う
0

]• 

E
.
 S.
 T

h
o
m
p
s
o
n
.
 M

a
y
a
 h
i
e
r
o
g
l
y
p
h
i
c
 w
r
i
t
i
n
g
;
 a
n
 

in
tr
o
d
u
c
t
i
o
n
.
 N

e
w
 e
d
.
 N

o
r
m
a
n
,
 19

6
2
,
 p
.
 27ー

2
8

ま
た
、

メ
キ
シ
コ
浩
岸
の
ト
レ
ス

・
サ
ボ
テ
カ
で
、

オ
ル
メ
カ
風

の
石
碑
が
発
見
さ
れ
、

マ
ヤ
の
数
字
を
使

っ
た
浮
彫
り
が
あ
っ
た

と
い
う
0

ま
た
マ
ャ
文
字
に
似
た
象
形
文
字
が
オ
ル
メ
カ
の
石
人

形
に
見
出
だ
さ
れ
、
現
在
の
と
こ
ろ
、

こ
れ
が
新
大
陸
最
古
の
文

，
字
と
い
わ
れ
て
い
る
°
だ
か
ら
、

い
ま
ま
で
い
わ
れ
て
き
た
よ
う

に
、
マ
ヤ
人
が
新
大
陸
古
代
文
明
の
数
学
、
天
文
学
、
文
字
な
ど

を
発
明
し
た
の
で
は
な
く
、
オ
ル
メ
カ
民
族
が
作
っ
た
も
の
で
、

そ
れ
が
マ
ヤ
に
伝
え
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
C

泉
蛸
一
「
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
古
代
文
化
」
（
批
界
の
文
化
十
六

巻
、
中
米
と
ア
ン
デ
ス
五
七
頁
）

・
寺
田
和
夫
「
メ
ソ

・
ア

メ
リ
カ
文
明
の
お
い
た
ち
」
（
同
浪
い
八
九
頁
）

D
.
 Di
r
i
n
g
e
r
.
 
T
h
e
 h
a
n
d
 ,
 
p
r
o
d
u
c
e
d
 b
o
o
k
.
 Lo

n
d
o
n
,
 

1
9
5
3
,
 

p
.
 1

9
-
2
2
.
 

モ
ー
レ
ー

S
人

G
.
M
o
r
l
e
y

に
よ
る
と
、

一
八
六
四
年
に
、
ガ
テ

マ
ラ
で
発
見
さ
れ
た

、

縦
八
•

五
イ
ン
チ
、
横
三
イ
ン
チ
の
小
さ

な
石
斧
状
の
ひ
す
い
で
、

L
e
y
d
e
n

P
l
a
t
e

と
呼
ば
れ
て
い
る
も

〔注
〕

，・
ー
・
ー（
 

(4) 

の
が
そ
れ
で
、
横
棒

一
と
丸
●

（
一
―
つ

が
五
を
あ
ら
わ

し
、
●

―
っ
ぱ
一
を
あ
ら
わ
す
）
を
使
っ
た
マ
ヤ
の
数
字
が
芯
か
れ
て
い

る
°
文
字
は
上
か
ら
七
つ

、
そ
の
下
に
小
さ
な
文
字
が
八
つ
害
か

れ
、
そ
の
う
ち
、
数
字
が
あ
る
の
は
上
か
ら
二
つ
目
の
文
字
か

ら
、

八
•
一
四
•

三
•
一
・
―
二
と
五
個
あ
る
°
マ
ヤ
の
数
字
は

下
か
ら
上
へ
と
単
位
が
大
き
く
な
っ
て
ゆ
き
、

二

O
進

法

で

あ

る
°
右
の
数
字
を

こ
れ

に
あ
て
は
め
、
キ
リ

ス
ト
紀
元
に
換
算
す

る
と
三
二

0
年
と
な
る
0

な
お
、
ウ
ア
ハ
ク
ト
ゥ
ン

U
a
x
a
c
t
u
n

で
発
見
さ
れ
た
石
碑
に
は
、
三
二
八
年
と
い
う
年
号
が
刻
ま
れ
て

い
た
°
そ
し
て
モ
ー
レ

ー
は
、
さ
ら
に
も
っ
と
古
い
年
代
を
害

い

た
も
の
が
、
石
以
外
に
も
あ
っ
た
は
ず
だ
と
い
ぅ
。

し
か
し
高
温

多
湿
の
熱
幣
性
気
候
の
マ
ヤ
の
土
地
で
は
、
そ
の
素
材
は
朽
ち
易

い
も
の
だ
っ
た
の
で
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
0

S
.
 G.
 Mo
r
l
e
y
.
 An

c
i
e
n
t
 M
a
y
a
.
 3.
 e

d
.
 St

a
n
f
o
r
d
,
 

1
9
5
8
,
 

p
.
 50
ー

5
3
.

ト
ム
ソ
ン
に
よ
る
と
、
一
九
五
九
年
、
マ
ャ
文
明
の
中
心
地
。
ハ

レ
ン
ケ

P
a
le
n
q
u
e
で
、

メ
キ
シ
コ
の
国
立
人
類
学

・
歴
史
研
究

所
が
行
な
っ
た
発
掘
で
、

ア
メ
リ
カ
、

ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
大
学

の
シ
ュ
ー
ク
博
士

E
d
w
i
n
S
h
o
o
k
が
、
重
要
で
よ
く
保
存
さ
れ

た
迫
跡
を
発
見
し
た
が
、
そ
れ
に
は

L
e
y
d
e
n
P
l
a
t
e
よ
り
も
二

八
年
前
、
即
ち
二
九
二
年
の
年
号
が
あ
っ
た
と
い
ぅ
。
現
在
の
と

こ
ろ
、
こ
れ
が
最
古
の
年
代
で
あ
る
O

]• 

E
.
 S.
 Th
o
m
p
s
o
n
.
 0
 p
.
 cit
.
 p.
 V
.
 

晋
通
、
マ
ヤ
の
文
化
は

、
キ
リ
ス
ト
紀
元
の
始
ま
り
と
ほ
ぼ
同
じ
頃

か
ら
形
成
さ
れ
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
文
字
の
起
源
も
そ
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M) (9) (8) (7) (6) (5) 

マ
ャ
文
字
の
解
読
に
つ
い
て

の
頃
か
ら
と
も
推
論
で
き
る
°
ク
ノ
ロ
ゾ
フ

JQ
.
B
・
l
<
H
O
p
0
3
0
B

も
起
源
は
紀
元
前
で
あ
ろ
う
と
い
う
0

5•B• 

l
<
H
O
p
0
3
0
B
.
 C

H
C
T
e
M
a
 n
H
C
b
M
a
 .11peBHHX M
a
rrn
.
 

M
o
c
K
s
a
,
 19

5
5
,
 p
.
 

5
3
.
 

ま
た
、

モ
ー

レ
ー
は
、

六

i
七
世
紀
前
頃
か
ら
発
生
し
た

と
考

え
て
い
る
o

S
.
 G
.
 M
o
r
l
e
y
・
o
p
.
 cit
.
 p.
 

5
5
.
 

石
碑
や
階
段
な
ど
に

印
さ
れ
て
い
る
文
字
は
、
そ
の
場
所
的
制
約

か
ら
、
多
少
変
形
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
o

拙
稿
「
古
代
メ
キ
シ
コ
の
古
文
害
に
つ
い
て
ー
|
_
マ
ヤ
の
三
つ
の

写
本
ー
ー
ー
」
、

私
立
大
学
図
啓
館
協
会
会
報
第
四
四
号
、

一
九
六

五
年
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

W
・
W
o
l
f
f
.
 

D
e
c
h
i
f
f
r
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l'ecrit
u
r
e
 
m
a
y
a
 
et 

t
r
a
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 c
o
d
i
c
e
s
.
 Pa

r
i
s
,
 19

3
8
,
 p
.
 11・ 

原
題

R
e
la
c
i
o
n
d
e
 la
s
 
c
o
s
a
s
 
d
e
 
Y
u
c
a
t
a
n
.
 引
用
は
、

メ

キ
シ
コ

、

P
o
r
r
u
a
密
店
が
一

九
五
九
年
（
但
し
八
版
）
に

出
し

た
版
に
よ
る
0

本
害
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
出
°

G
o
t
t
e
r
,
 Gr

a
b
e
r
 u
n
d
 G
e
l
e
h
r
t
e
.
 邦
訳

「
神
・

幽
•

学
者
」

村
田
数

之

亮

訳

昭

和
一
i-+
―
年
の
下
巻
二
二
六

i
-―
二
七
頁
に

載

っ
て

い
る
O

一
九
四

0
年
の

人
口
調
壺
に
よ
る
と
、

メ
キ
シ
コ
の
マ
ヤ
原
住
民

は
、
一
九
五
万
七
二
六

0
人
で
あ
っ
て

、
メ
キ
シ
コ

、
ガ
テ
マ
ラ
、

ホ
ン
デ

ュ
ラ
ス
、
英
領
ホ
ン
デ

ュ
ラ
ス
な
ど
に
住

ん
で
い
て
、
そ

の
う
ち
、
四

万
五
千
人
ほ
ど
は
ワ
ス
テ
ッ
ク
族

W
a
s
t
e
k

で
あ

る
°
な

か
で
も
、
近
代
文
明
か
ら
全
く
隔
絶
し
て
、
完
全
に
原
始

~4) (13) (12) ⑪ 

的
な
生
活
を
し
て
い
る
の
は
、

メ
キ
シ
コ
の
チ
ャ
パ
ス
州
に
住
ん

で
い
る
ラ
カ
ン
ド
ン
族

L
a
k
a
n
d
o
n

で
あ
っ
て
、
七

つ
の
集
団

に
分
か
れ
て
い
る
が
、
総
計
し
て
も
一

七
三
人

し
か
い
な
い
o

P
a
ul 
R
iv
e
t. 

C
忌
s
M
a
y
a
.
 Pa

r
is
,
 19

6
2
.
 p
.
 

9
5
.
 

A
.
M
.
 T

o
 
N
N
 er. 

A
 M
a
y
a
 g
r
a
m
m
a
r. 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
,
 Ma

s
s
., 

1
9
2
1

に
は
、

後
半
―
四

0
頁
の
詳
細
な
目
録
が
載

っ
て

い
る
o

こ
の
語
邸
集
は
「
ユ
カ
タ
ン
誌
」
の
仏
訳
付
原
典
の

出
版
の
時、

附
加
さ
れ
た
も
の
、
な
お
、

一
八

七
二
年
に
は
、
「

ユ
カ
タ
ン
原

住
民
の
象
形
文
字
体
系
の
研
究
を
付
し

た
マ
ヤ
語
の
辞
典、

文
法

お
よ
び
ク
レ
ス
ト
マ
テ
ィ

ー

D
i
ct
i
o
n
n
a
ir
e
,
g
r
a
m

m
ai
re
 et 

c
h
r
e
s
t
o
n
a
t
h
ie
 d
e
 la
 la
n
g
u
e
 
M
a
y
a
 
p
r
e
c
e
d
e
s
 
d
'u
n
e
 

e
tu
d
e
 
s
u
r
 
le
 s
y
s
te
m
e
 g
r
a
p
h
i
q
u
e
 d
e
s
 
incli
g
e
n
e
s
 
clu 

Y
u
c
a
t
a
n
 (
M
e
x
iq
u
e
)
,
 P

a
r
is」
を
刊
行
し
て

い
る
o

モ
ー
ト
ル
の
辞
芯
は
、
D
i
c
c
i
o
n
a
r
i
o
d
e
 M
o
t
u
l
,
 m
a
y
a
 ,
 
e
s
p
a
 ,
 

glol、
a
t
r
i
b
u
iclo
a
 F
r
a
y
 A
n
t
o
n
io
 cle 
Ciucl
acl 
R
e
a
l
 y
 A
rte 

cle 
le
n
g
u
a
 m
a
y
a
 p
o
r
 F
r
a
y
 J
u
a
n
 J
.
 Ma

r
t
i
n
e
z
 H
e
r
n
a
n
‘
 

clez
.
 Me

r
i
d
a
,
 19

2
9

と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

最
近
の
マ
ヤ

文
字
解
読
（
例
え
ば
ク
ノ
ロ
ゾ
フ
や
ソ
ヴ
ェ
ト
の

俎
子
計
鍔
機
に

よ
る
試
み
な
ど
）
に
は
、

こ
の
辞
害
が
使
わ
れ
て

い
る
o

「
チ
ラ
ン

・
バ
ラ
ン
の
嗚
」

に
つ
い
て
は
詳
し
く
述
べ
な
い
。

た

だ
略
述
す
る
と
、

こ
れ
は
マ
ヤ
の
事
敗
に
つ
い
て
の
記
述
が
含
ま

れ
、

ス
ペ
イ
ン
人
の
征
服
後
、
マ
ヤ
語
を
ラ
テ
ン
文
字
で
し
る
し

た
マ
ヤ
原
住
民
に
よ
る
文
学
作
品
で
あ
っ
て
、
宗
教
的
な
内
容
を

も
つ
も
の
、
歴
史
を
記
述
し
た
も
の
、
医
学
を
扱
っ
た
も
の
、
年

代
ま
た
は
天
文
の
事
蹟
を
述
べ
た
も
の
、
祭
礼
を
述
べ
た
も
の
、
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文
学
な
ど
諸
々
の
内
容
を
も
つ
八
つ
の
許
を
集
め
た
文
密
で
、
他

に
も
断
片
的
な
衰
料
が
入
っ
て
い
る
0

ど
う
し
て
こ
う
い
う
名
称

が
つ
い
た
か
は
っ
き
り
わ
か
っ
て

い
な
い
が
、
「
チ
ラ
ン

・
バ
ラ

ン
」
は
「
口
を
も
つ
人
」
の
意
と
解
さ
れ
、
「

チ
ラ
ン
」
は
文
告

を
か
く
佃
侶
階
級
を
呼
ぶ
名
称
で
あ
り
、

「
バ
ラ
ン
」
は
ス
ペ
イ

ン
人
の
征
服
直
前
に

い
た
「
チ
ラ

ン
」
達

の

最

有

力

者

の

名

前

で
、
豹
ま
た
は
廣
術
師
の
意
味
が
あ
る
0

こ
の
害
の
価
値
は
、
第

一
に
、

ス
ペ
イ
ン
人
の
征
服
後
使
わ
れ
て
い
た
マ
ヤ
語
が
ラ
テ
ン

文
字
で
害
か
れ
た

こ
と
に
あ
り
、
こ

れ
が
、

マ
ヤ
語
の
諸
知
識
に

大
い
に

稗
益
し
た
わ
け
で
あ
る
0

E
l
 
li
b
r
o
 
d
e
 
los 
li
b
r
o
s
 
d
e
 

C
h
i
l
a
m
 B
a
l
a
m
 2
.
 e

d
.
 M

e
x
i
 g
 ,
 
1
9
6
3
,
 p
.
 9ー

1
0
.

注
⑰
の
本
が
そ
れ
で
あ
る
°
解
読
は
三
つ
の
文
芯
の
う
ち
の
一
部

に
つ
い
て
行
な
わ
れ
た
だ
け
だ
が
、
詳
細
な
解
説
も
付
さ
れ
、
他

に
マ
ヤ
語
ー
フ
ラ
ン
ス
語
の
語
曲
集
も
杏
か
れ
て
い
る
°
本
稿
に

詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
他
の
機
会
に
談
る
O

A
n
 i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
st
u
d
y
 o
f
 
t
h
e
 M
a
y
a
 hi
e
r
o
g
ly
 ,
 

p
h
s
.
 W
a
s
h
i
n
g
t
o
n
,
 

1
9
1
5
 

(
S
m
i
t
h
s
o
n
ia
n
 
I
n
s
titut
io
n
 

B
u
r
e
a
n
 o
f
 
A
m
e
r
i
c
a
n
 E
t
h
n
o
l
o
g
y
,
 Bu

l
l
e
t
i
n
 
5
7
)
 

I
b
i
d
.
 p
.
 2

6
.
 

Ib
id
.
 p
.
 30
.
 

注
④
の
小
冊
子
が
そ
れ
で
、
ロ
シ
ア
語
と
ス
ペ
イ
ン
語
で
書
か
れ

て
い
る
°
各
々
本
文
―
二
頁
、
実
例
三
二
貝
0

引
用
ば
す
べ
て

ス

ペ
イ
ン
語
の
部
分
か
ら
の
も
の
で
あ
る
o

ド
イ
ツ
の
文
字
学
者
ゲ
ル
プ
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G
e
l
b
は
、

マ
ヤ
語
は
表
音
文

字
体
系
で
あ
ろ
う
と
い
う
°
つ
ま
り
表
意
文
字
は
、
そ
こ
に
罷
さ
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れ
た
国
語
さ
え
わ
か
れ
ば
解
読
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
マ

ヤ
語
は

現
在
で
も
ュ
カ
タ
ン
の
原
住
民
約
一
―
―
五
万
の
人
々
に
語
り

つ
が
れ

て
い
る
の
で
あ
る
し
、
そ
れ
で
も
未
だ
に
未
解
読
で
あ
る
か
ら
に

は
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マ
ヤ
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表
意
文
字
体
系
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が
な
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い
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ク
ノ
ロ
ゾ
フ
に
よ
る
と
、
マ
ャ

文
字
の
総
数
は
八
ニ
―
で
あ
っ

て
、
ほ
ぽ
妥
当
な
数
で
あ
る
が
、

ト
ム
ソ
ン
の
目
録
と
比
較
し
て

な
い
の
で
、
彼
の
分
類
が
正
し
い
か
ど
う
か
ま
だ
不
明
で
あ
る
O

10
.

B
• 

K
u
o
p
o
3
0
B
,
 「IH
C
b
M
e
H
H
O
C
T
B
,
p
.
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0
7ー

3
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マ
ャ
文
字

の
解
読
に
つ
い
て

瑶B圏

翅匿

環

~;\ 

藷

hahal chaan. 

雨空。

1tz chaan pat'hi. 

空（天上界）の癖が現われた。

nak chaan tippan. 

雲の去った空が現われた。

R違＠坦
：倍墨匹

ziimal chab kin. 

太I湯が大地を乾かす。

附

録
（
写
真
）

燭~~謳

柘固

憂鐙裔

認臨

ox pocmal kin tum kinil. 

太l陽はその時，そのすべてを

焼く。

kin ak ichinah ti chab. 

雨は大地を豊かにする。

四 回

rn~ 
琴~a

~ 

姻

令

一

ク
ノ
ロ
ゾ
フ
の
「
古
代
マ
ャ
文
字
」
の
中
の
解
読
実
例
中
の
一
頁

（
九
三
頁
）
で
、
和
訳
す
る
と
次
の
如
く
な
る
O

amac'hi chikinil Cek Xib Chae. 

黒いチャック（雨の神， また西を

司る神）が西風に 出会った。

amac'hi・mahal Kan Xib Chae. 

黄色いチ ォッ ク（雨の神，また南

を司る神）が南風に出会った。

amacaan Chae ti kante mahal. 

チャックが黄色い木の中で南風に

出会った。

amaccan ich coltah Chae cutz. 

一羽の七面烏が（いけにえを捧げ

る）場所でチャックに出会った。

認 邁と醐
amacaan k叫 otochChae 
takan. 

成熟 した果物が（いけにえを
捧げる）神殿でチャックに出
会った。
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マ
ャ
文
字

の
解
読
に
つ

い
て

こ
の
解
読
結
果
の
説
明
、

（
木
館
浮
也
整
理
深5
)

ニ

ソ
ヴ
ェ
ト
の
電
子
計
邸
機
に
よ
る
解
読
の
見
本
で

、

左
は
ド
レ
ス
デ

ン
文
魯
第
二
六
頁
の
写
真
複
製
o

（
こ
れ
は
フ
ニ

ー
ル

ス
テ
マ
ン
の
頁
付
に
よ
る
0

こ
の
頁
付
は
誤
っ
て
お
り
、
ク
ノ
ロ
ゾ
フ
に
よ
る
と
、
正
し
く
は
五
五
頁
で
あ
る
°
な
お
、
こ

の
文
密

は
い
わ
ば

帖
本
で
あ
る
の
で
、

二
六
丁
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
o
)

原
本
は

8
.
5

x
 
2
0
.
5
c
m

の
大
き
さ
で
あ
る
0

貝
殻
様
の

も
の
が
文
字
で
あ
っ
て
、
そ
の
余
白
に
奇
怪
な
絵
が
描
か
れ
て
い
る
o

右
側
は
こ
の
文
害
を
、

電
子
計
罫
機
に
よ
っ
て
文
字
の
各
記
号
を
番
号
に
直
し
て
並
べ
た
も
の
で
、

象
形
記
号
は
三
桁
、

日

の

記
号
は
一
桁
、
月

の
記
号
は
二
桁
の
数
字
、

ロ
ー

マ
数
字
は
週
期
を
示
す
。
左
側
縦
の

17
、

18
と
い
う
数
字
は

日
の

記

号

で

あ

り

（
マ
ヤ
の

日
の
記
号
は
二
〇
あ
る
）
、
そ
れ
ぞ
れ
十
七
番
目
、
十
八
番
目
の
日
に
当
た
る
わ
け
で
あ
っ
て
、

ニ
―
―
ず
つ
あ
る
0

17
は

C
a
b
a
n
、

18
は

E
z
a
n
a
b
と
呼
ば
れ
て
い
る
o

枠
外
の

下
の
文
字
は
、
上

の
三
桁
の
数
字
を
解
読
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

で
示
さ
れ
て
い
る
o

こ
れ
ら
の
絵
や
、

あ
げ
な

い
o

古
代
ス

ペ
イ
ン
語
の
表
音
方
式
に
直
し
た
ラ
テ
ン
文
字

あ
る
い
は
絵
と
文
字
と
の
関
連
を
解
明
す
る
の
は
今
後
に
ゆ
ず
り
、

こ
こ
で
は
と
り
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