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十
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
言
語
批
判
の
大
き
な
潮
流
の
ひ
と
つ
は
、
国
語
育
成
に
関
わ
る
実
践
的
な
言
語
批
判
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
す
で
 
 

（
1
）
 
 

に
古
代
に
端
を
発
す
る
認
識
論
的
言
語
批
判
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
言
語
と
は
あ
ら
ゆ
る
現
実
と
等
価
の
表
現
な
の
か
」
 
と
い
う
言
語
へ
 
 

の
懐
疑
に
見
る
ま
で
も
な
く
、
終
わ
り
な
き
議
論
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
グ
リ
ム
兄
弟
や
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ド
ゥ
ー
デ
 
 

ン
、
ダ
ニ
エ
ル
・
ザ
ン
ダ
ー
ス
、
グ
ス
タ
フ
・
ヴ
ス
ト
マ
ン
な
ど
様
々
な
辞
書
編
纂
が
な
さ
れ
た
こ
の
時
代
は
、
ド
イ
ツ
語
圏
の
統
一
 
 

国
家
を
目
指
す
社
会
的
気
運
と
も
相
侯
っ
て
、
国
語
育
成
に
多
方
面
か
ら
関
心
が
寄
せ
ら
れ
た
。
ド
イ
ツ
国
家
統
一
の
プ
ロ
セ
ス
に
連
 
 

動
し
た
国
語
浄
化
運
動
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
国
語
育
成
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
に
展
開
さ
れ
た
実
践
的
な
言
語
批
判
に
は
、
十
九
世
 
 

紀
に
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
遂
げ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
歴
史
家
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
リ
ユ
ッ
ケ
ル
ト
は
、
ド
イ
ツ
 
 

語
の
「
同
形
性
」
、
「
正
当
性
」
、
「
純
粋
性
」
、
方
言
か
ら
の
隔
絶
、
文
学
的
洗
練
、
大
衆
へ
の
普
及
、
公
的
機
能
性
、
教
養
に
裏
打
ち
さ
 
 

れ
た
進
歩
発
展
を
目
指
し
、
新
聞
を
読
む
こ
と
、
政
治
化
、
都
市
化
、
鉄
道
交
通
す
ら
も
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
要
因
と
見
な
し
て
、
い
わ
ゆ
 
 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
判
 
 
 

は
じ
め
に
 
 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
判
 
 

－
 
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
実
践
的
言
語
批
判
 
 
 

志
 
 

雅
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ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
判
 
 
 

（
2
）
 
 

る
十
九
世
紀
阻
な
進
歩
が
、
言
語
の
発
展
に
も
寄
与
す
る
こ
と
を
高
ら
か
に
う
た
い
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
楽
観
的
な
国
語
育
成
が
 
 

目
指
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
の
弊
害
を
指
摘
す
る
実
り
あ
る
同
時
代
人
の
声
も
聞
か
れ
る
。
国
語
育
成
の
最
も
大
き
な
対
象
は
こ
の
時
代
 
 

に
形
成
さ
れ
る
大
衆
層
で
あ
っ
た
が
、
問
題
は
新
聞
を
代
表
と
す
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
大
衆
へ
の
影
響
で
 
 

あ
っ
た
。
こ
れ
を
憂
慮
す
る
批
判
的
な
声
の
代
表
格
は
ア
ル
ト
ウ
ー
ル
・
シ
ョ
ー
ベ
ン
ハ
ウ
ア
ー
で
、
「
お
よ
そ
活
字
を
読
む
人
間
の
十
 
 

分
の
九
以
上
は
確
実
に
、
新
聞
の
他
に
は
何
も
読
ま
ぬ
連
中
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
彼
ら
の
正
書
法
、
文
法
、
そ
し
て
文
体
が
新
聞
を
 
 

（
3
）
 
 

手
本
に
形
成
さ
れ
る
の
は
ほ
と
ん
ど
避
け
ら
れ
な
い
」
と
大
衆
の
言
語
使
用
に
対
す
る
新
聞
の
影
響
を
危
倶
す
る
。
こ
れ
は
同
時
に
新
 
 

聞
読
者
層
の
広
が
り
を
物
語
っ
て
い
る
が
、
な
る
ほ
ど
シ
ョ
ー
ベ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
生
き
た
時
代
は
、
新
聞
が
出
版
の
自
由
を
獲
得
し
て
 
 

（
4
）
 
 

ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
シ
ョ
ト
ベ
ン
ハ
ウ
ア
ー
か
ら
少
し
遅
れ
て
同
様
の
批
判
を
展
開
し
た
の
が
、
自
身
も
ジ
ャ
ー
 
 

ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
（
一
八
二
一
－
一
八
七
九
年
）
 
で
あ
る
。
キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
は
、
 
 

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ベ
ル
ネ
や
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
、
そ
し
て
若
き
ド
イ
ツ
派
が
発
展
さ
せ
た
フ
エ
ユ
ト
ン
 
（
新
聞
の
学
芸
欄
）
 
の
伝
 
 

統
に
名
を
連
ね
る
フ
エ
ユ
ト
ニ
ス
ト
で
、
い
わ
ば
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
た
だ
中
に
身
を
置
い
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
ら
が
属
す
 
 

る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
内
側
か
ら
、
そ
の
生
来
持
つ
傾
向
を
暴
い
た
の
で
あ
る
。
彼
の
「
内
側
か
ら
の
批
判
」
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
 
 

の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
は
、
キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
判
と
実
践
的
言
語
批
判
と
の
つ
な
が
り
を
彼
の
著
作
を
 
 

通
じ
て
概
観
し
、
言
語
を
取
り
巻
く
当
時
の
状
況
を
も
同
時
に
僻
撤
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
彼
の
批
判
の
歴
史
的
意
義
、
す
な
わ
を
 
 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
判
の
急
先
鋒
で
あ
る
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
の
先
駆
者
と
し
て
の
意
義
に
光
を
当
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

言
語
浄
化
運
動
の
背
景
に
は
一
般
に
、
外
国
語
の
流
入
と
い
う
要
因
と
、
あ
る
意
味
で
は
そ
れ
と
表
裏
一
体
を
な
す
国
家
意
識
の
形
 
 
 

言
語
浄
化
運
動
批
判
 
 

34  



成
と
烏
う
要
因
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
状
況
が
生
じ
た
の
は
、
三
十
年
戦
争
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
、
 
 

普
仏
戦
争
、
第
一
次
世
界
大
戦
、
国
家
社
会
主
義
の
台
頭
の
時
期
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
語
史
の
記
述
に
よ
る
七
、
言
語
浄
化
運
動
に
は
 
 

三
つ
の
時
代
区
分
が
あ
る
。
ま
ず
人
文
主
義
・
啓
蒙
主
義
の
十
七
、
八
世
紀
、
過
渡
期
と
し
て
の
一
七
七
九
年
か
ら
一
八
一
九
年
、
そ
 
 

（
5
）
 
 

し
て
十
九
、
二
十
世
紀
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
他
国
と
の
交
渉
が
影
を
落
と
し
て
い
る
。
す
で
に
中
世
 
 

以
来
の
宮
廷
へ
の
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
影
響
や
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
通
じ
て
の
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
か
ら
の
影
響
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
を
 
 

通
じ
て
の
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
影
響
、
バ
ロ
ッ
ク
文
学
に
お
け
る
ス
ペ
イ
ン
文
学
か
ら
の
影
響
な
ど
、
様
々
な
分
野
で
ド
イ
ツ
語
へ
の
外
 
 

来
語
の
流
入
が
見
ら
れ
る
。
根
底
に
は
ラ
テ
ン
語
文
化
の
伝
統
が
あ
り
、
そ
の
上
に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
、
様
々
な
ロ
マ
ン
ス
語
文
化
 
 

が
ド
イ
ツ
語
圏
内
に
半
ば
無
防
備
に
入
っ
て
く
る
。
十
七
世
紀
に
入
っ
て
間
も
な
い
三
十
年
戦
争
期
に
は
軍
隊
用
語
が
軍
隊
制
度
と
と
 
 

も
に
入
り
込
む
。
こ
の
戦
争
は
ド
イ
ツ
語
圏
を
焦
土
と
化
す
が
、
開
戦
間
近
の
一
六
一
七
年
に
は
、
イ
タ
リ
ア
の
制
度
を
モ
デ
ル
と
し
 
 

た
ド
イ
ツ
語
圏
最
初
の
言
語
協
会
、
「
実
り
を
も
た
ら
す
協
会
」
F
r
u
c
h
t
b
r
i
n
g
e
n
d
e
G
e
s
e
H
s
c
h
a
f
t
（
後
に
「
椰
子
の
会
」
P
a
－
m
2
n
O
r
d
e
n
 
 

と
も
称
す
る
）
が
誕
生
し
て
い
る
。
爾
来
、
こ
の
種
の
協
会
、
団
体
は
各
地
で
結
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
平
行
し
て
、
す
で
に
入
っ
 
 

て
き
て
い
た
外
来
語
や
、
こ
れ
か
ら
導
入
し
ょ
う
と
す
る
他
国
の
思
想
、
制
度
、
技
術
な
ど
に
関
わ
る
外
来
語
の
ド
イ
ツ
語
化
が
、
人
 
 

文
主
義
期
な
ら
び
に
、
啓
蒙
主
義
期
の
学
者
や
文
士
ら
に
よ
っ
て
企
て
ら
れ
る
。
そ
の
成
果
を
示
す
統
計
の
一
例
を
挙
げ
る
と
、
一
七
 
 

四
〇
年
頃
は
出
版
さ
れ
て
い
た
あ
ら
ゆ
る
書
物
の
約
三
割
が
ラ
テ
ン
語
で
あ
っ
た
の
が
、
一
八
〇
〇
年
時
点
で
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の
ジ
ャ
 
 

ン
ル
に
お
い
て
、
ラ
テ
ン
五
．
洞
の
書
物
の
占
め
る
割
合
が
一
割
に
満
た
な
い
と
こ
ろ
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
。
十
八
世
紀
の
言
語
浄
化
運
 
 

動
の
担
い
手
に
は
、
例
外
的
に
ク
ロ
ッ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
よ
う
な
極
め
て
国
粋
主
義
的
な
外
国
語
排
斥
論
者
が
い
る
も
の
の
、
ゴ
ツ
ト
 
 

（
6
）
 
 

シ
エ
ー
ト
や
ア
ー
デ
ル
ン
グ
な
ど
、
規
範
的
な
国
語
を
育
成
し
ょ
う
と
し
て
い
た
学
者
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
。
 
 
 

過
渡
期
に
あ
た
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
に
至
る
時
期
に
な
る
と
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
か
た
ち
を
と
っ
た
フ
ラ
 
 

ン
ス
の
政
治
的
成
熟
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
諸
邦
に
分
立
し
統
一
を
欠
い
た
ド
イ
ツ
語
圏
は
そ
の
後
進
性
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
 
 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
判
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ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
政
治
的
な
動
き
と
強
く
結
び
つ
い
て
、
国
語
育
成
と
言
語
浄
化
運
動
の
気
運
が
一
気
に
高
ま
っ
て
く
る
。
 
 

「
言
語
精
神
」
と
「
民
族
精
神
」
、
「
言
語
境
界
」
と
「
国
境
」
と
が
し
ば
し
ば
同
一
視
さ
れ
、
言
語
国
家
、
国
民
言
語
と
い
う
古
来
よ
 
 

り
受
け
継
が
れ
た
思
想
が
政
治
的
に
も
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
期
の
言
語
浄
化
運
動
は
、
辞
書
編
纂
に
も
携
わ
っ
た
ヨ
 
 

ア
ヒ
ム
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
カ
ン
ペ
の
活
動
を
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
前
時
代
の
ア
ー
デ
ル
ン
グ
が
等
閑
に
付
し
て
い
 
 

た
外
国
語
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
徹
底
的
に
メ
ス
を
入
れ
、
外
来
語
の
ド
イ
ツ
語
化
を
実
践
し
た
の
で
あ
る
。
標
準
ド
イ
ツ
語
を
豊
か
 
 

（
7
）
 
 

に
し
、
定
着
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
外
国
語
に
ド
イ
ツ
語
を
充
て
る
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
着
手
し
、
自
身
の
編
纂
す
る
辞
書
で
、
三
 
 

千
語
以
上
の
外
来
語
に
関
し
て
独
自
の
ド
イ
ツ
語
化
を
図
っ
た
。
そ
の
う
ち
一
割
弱
が
定
着
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
に
お
け
る
浄
化
運
 
 

動
の
ネ
ス
ト
ル
と
い
え
る
カ
ン
ペ
以
来
、
言
語
浄
化
運
動
の
流
れ
は
決
定
的
な
方
向
性
を
得
、
こ
れ
が
二
十
世
紀
に
至
る
ま
で
、
国
家
 
 

意
識
と
結
び
つ
い
た
か
た
ち
で
基
調
を
な
す
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
こ
の
過
渡
期
を
境
に
言
語
浄
化
運
動
は
、
急
進
的
な
様
相
を
呈
す
 
 

の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
生
を
受
け
た
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
は
、
従
っ
て
第
三
の
時
代
区
分
の
最
初
期
に
位
置
 
 

し
て
い
る
。
 
 
 

第
三
期
以
前
の
言
語
浄
化
運
動
は
、
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
統
一
国
家
の
成
立
、
な
い
し
国
家
言
語
の
成
立
を
目
指
し
て
積
極
的
に
外
国
 
 

語
の
ド
イ
ツ
語
化
を
押
し
進
め
よ
う
と
し
た
こ
れ
ま
で
の
傾
向
に
対
し
て
、
第
三
期
に
は
い
る
と
、
普
填
戦
争
に
よ
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
 
 

に
よ
る
ド
イ
ツ
統
一
の
道
筋
が
半
ば
決
定
し
、
普
仏
戦
争
の
勝
利
で
小
ド
イ
ツ
、
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
帝
国
が
成
立
す
る
と
、
言
語
浄
化
 
 

運
動
は
統
一
国
家
と
い
う
大
き
な
目
標
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
逆
に
外
国
語
に
対
す
る
ド
イ
ツ
語
の
優
位
が
唱
え
ら
れ
 
 

る
よ
う
に
な
り
、
国
語
浄
化
は
、
運
動
と
い
う
か
た
ち
に
代
わ
っ
て
様
々
な
制
度
化
の
方
向
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
一
八
八
五
年
に
創
 
 

設
さ
れ
、
、
一
九
四
五
年
に
一
旦
組
織
が
完
全
に
改
編
さ
れ
る
も
の
の
そ
の
名
称
で
現
在
も
続
い
て
い
る
「
全
ド
イ
ツ
言
語
協
会
」
A
宇
 
 

g
e
m
2
i
ロ
2
r
D
e
u
t
s
c
h
e
r
S
p
r
a
官
記
r
e
i
n
が
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
新
た
な
動
き
を
側
面
か
ら
支
え
た
の
が
、
 
 

十
九
世
紀
に
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
見
た
新
聞
、
つ
ま
り
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
他
な
ら
な
い
。
 
 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
判
 
 

36   



さ
て
、
キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
は
言
語
浄
化
運
動
に
関
連
し
て
、
「
言
語
を
豊
か
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
実
質
的
に
は
言
語
腐
敗
と
 
 

し
か
も
言
語
腐
敗
が
外
か
ら
し
か
や
っ
て
こ
ず
、
内
か
ら
や
っ
て
く
る
可
能
性
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
 
 

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
は
！
 
 
 

（
8
）
 
 

か
の
よ
う
で
あ
る
」
（
S
」
畠
）
と
皮
肉
を
込
め
て
評
し
て
い
る
。
当
時
の
言
語
浄
化
運
動
が
過
度
に
外
国
語
排
斥
に
傾
い
て
い
た
こ
と
 
 

が
こ
の
見
解
か
ら
も
看
取
で
き
る
。
し
か
し
事
実
上
、
こ
の
時
代
に
は
ド
イ
ツ
語
化
で
き
な
い
様
々
な
他
国
の
制
度
、
技
術
が
流
入
し
 
 

て
い
た
。
例
え
ば
小
説
家
で
も
あ
っ
た
キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
作
品
『
ア
メ
リ
カ
に
倦
ん
だ
男
』
b
雷
／
牟
S
S
良
計
言
添
熟
〓
八
五
五
年
）
 
 

で
は
、
新
大
陸
ア
メ
リ
カ
の
す
さ
ま
じ
い
興
隆
に
憑
か
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
好
ん
で
使
っ
た
米
語
を
小
説
中
に
ち
り
ば
め
、
当
時
の
 
 

（
9
）
 
 

ア
メ
リ
カ
熱
を
効
果
的
に
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
主
に
、
金
融
市
場
や
商
業
分
野
に
入
っ
て
来
て
い
た
外
来
語
で
、
言
語
浄
化
運
動
 
 

の
コ
イ
ン
の
裏
側
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
い
う
「
外
か
ら
」
の
言
語
腐
敗
は
、
単
に
外
来
語
の
流
入
を
意
味
す
る
だ
け
で
 
 

は
な
い
。
当
時
の
浄
化
運
動
の
主
た
る
傾
向
は
、
外
来
語
を
と
に
か
く
排
除
す
る
こ
と
を
原
理
原
則
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
 
 

も
定
着
し
た
外
来
語
を
わ
ざ
わ
ざ
ド
イ
ツ
語
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
語
自
体
の
歪
み
が
惹
き
起
こ
さ
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
 
 

「
内
か
ら
」
の
言
語
腐
敗
が
あ
る
。
こ
れ
を
出
来
さ
せ
る
原
因
は
、
「
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
書
籍
市
の
カ
タ
ロ
グ
に
満
載
さ
れ
た
強
欲
な
ハ
ル
 
 

ピ
ユ
イ
ア
の
す
べ
て
、
つ
ま
り
教
導
、
娯
楽
、
暇
潰
し
、
霊
魂
不
滅
、
学
問
、
白
痴
化
、
こ
れ
ら
の
た
め
に
書
か
れ
、
印
刷
さ
れ
、
出
 
 

版
さ
れ
、
裁
断
さ
れ
る
す
べ
て
の
も
の
を
は
る
か
に
凌
ぐ
ほ
ど
、
膨
大
で
圧
倒
的
な
言
語
の
消
費
量
を
誇
る
文
献
、
す
な
わ
ち
ジ
ャ
ー
 
 

ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
」
（
S
」
畠
）
一
連
の
言
語
浄
化
運
動
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
新
聞
は
、
外
来
語
を
取
り
入
れ
る
最
大
の
窓
口
で
あ
っ
 
 

た
ば
か
り
で
な
く
、
言
語
に
さ
え
関
わ
っ
て
い
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ
た
っ
て
、
い
わ
ば
無
節
操
に
言
語
を
消
 
 

費
し
尽
く
そ
う
と
す
る
怪
物
で
あ
っ
た
。
極
端
な
外
来
語
排
斥
と
結
び
つ
い
た
国
語
育
成
を
担
い
つ
つ
、
そ
の
一
方
で
必
要
と
あ
ら
ば
 
 

外
国
語
で
あ
ろ
う
が
何
で
あ
ろ
う
が
無
批
判
に
受
け
入
れ
、
ま
た
そ
れ
自
体
の
内
側
に
も
腐
敗
の
困
を
有
し
て
い
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
 
 

の
こ
の
捻
れ
た
構
造
が
、
キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
仁
を
し
て
言
語
批
判
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
判
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
判
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シ
ョ
ー
ベ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
死
後
六
年
経
っ
て
出
版
さ
れ
た
キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
『
言
語
と
新
聞
』
密
送
C
訂
§
軋
恕
叫
ぎ
薦
（
一
八
 
 

六
六
年
）
の
な
か
に
、
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
空
気
中
の
酸
素
の
よ
う
に
破
壊
し
、
腐
敗
さ
せ
、
溶
解
し
な
が
ら
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
新
 
 

た
な
形
成
も
す
る
に
は
す
る
が
、
書
物
言
語
と
い
う
固
形
物
に
浸
透
す
る
」
（
S
」
畏
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
「
新
た
な
形
成
」
と
い
う
 
 

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
側
面
も
含
ま
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
全
体
の
ト
ー
ン
と
し
て
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
悪
影
響
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
キ
ュ
 
 

ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
が
こ
の
論
の
冒
頭
で
、
「
外
国
の
新
聞
が
国
内
に
入
っ
て
く
る
一
方
で
、
ド
イ
ツ
の
新
聞
に
対
し
て
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
印
 
 

紙
税
が
布
告
さ
れ
た
」
（
S
」
昌
こ
と
に
触
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
新
聞
の
後
進
性
を
椰
輸
し
て
い
る
。
し
か
し
様
々
 
 

な
制
約
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
実
上
新
聞
の
需
要
と
供
給
は
増
大
し
、
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
、
一
八
五
一
年
か
ら
一
八
六
〇
年
の
十
年
間
 
 

（
1
0
）
 
 

に
四
百
八
十
二
紙
に
上
る
新
規
の
新
聞
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
新
聞
の
持
つ
影
響
力
が
、
「
空
気
中
の
酸
素
」
に
擬
せ
ら
れ
る
ほ
ど
も
は
 
 

や
避
け
よ
う
も
な
い
も
の
と
さ
れ
る
の
も
過
ぎ
た
比
喩
で
は
な
い
。
彼
は
さ
ら
に
シ
ョ
ー
ベ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
こ
と
ば
を
祖
述
す
る
か
の
 
 

よ
う
に
、
「
個
々
の
単
語
や
慣
用
句
全
体
の
刷
新
、
正
書
法
や
統
語
法
の
刷
新
、
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
言
語
の
雛
形
の
刷
新
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
 
 

ズ
ム
が
専
ら
手
を
そ
め
る
」
と
述
べ
、
「
書
物
の
文
学
が
全
部
か
か
っ
て
も
な
し
え
な
い
こ
と
を
、
い
と
も
簡
単
に
、
遊
戯
ぜ
な
が
ら
新
 
 

聞
の
文
学
が
や
っ
て
の
け
る
」
（
S
」
昌
と
、
大
衆
の
言
語
に
対
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
影
響
範
囲
の
広
さ
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
作
 
 

風
の
速
さ
を
も
警
告
し
て
い
る
。
 
 
 

彼
の
批
判
に
特
徴
的
な
の
は
、
シ
ョ
ー
ベ
ン
ハ
ウ
ア
ー
や
ニ
ー
チ
ェ
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
流
行
語
そ
の
も
の
や
、
語
法
 
 

上
の
誤
り
な
ど
の
実
例
を
姐
上
に
の
ぼ
せ
て
正
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
特
に
彼
が
批
判
の
矛
先
を
向
け
る
の
は
、
新
造
語
の
類
で
あ
 
 

る
。
新
聞
の
窓
意
的
な
造
語
や
新
語
、
流
行
語
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
必
然
性
の
な
さ
や
滑
稽
さ
を
露
呈
さ
せ
る
。
例
え
ば
、
「
私
 
 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
判
 
 

言
語
と
新
聞
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の
若
い
頃
は
、
G
e
g
e
n
w
a
r
t
（
現
在
）
と
書
い
て
い
た
の
に
、
今
日
で
は
J
e
t
N
t
乱
t
（
「
今
」
と
「
時
代
」
の
合
成
語
、
「
現
在
」
の
意
）
 
 

な
ど
と
言
わ
れ
る
。
何
と
も
お
ぞ
ま
し
い
歯
擦
音
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
言
語
よ
り
蛇
の
言
語
に
ふ
さ
わ
し
い
」
（
S
」
畠
）
と
い
う
ぐ
あ
 
 

い
で
あ
る
。
同
時
代
の
ニ
ー
チ
ェ
も
あ
る
と
こ
ろ
で
「
一
九
〇
〇
年
に
は
ド
イ
ツ
の
古
典
は
も
は
や
正
確
に
は
理
解
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
 
 

う
し
、
高
貴
な
（
l
e
t
z
t
z
e
i
t
）
の
ご
ろ
つ
き
の
隠
語
以
外
の
言
語
は
も
は
や
分
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
1
の
こ
 
 

V
艶
爪
 
と
ば
を
そ
の
ま
ま
引
き
つ
つ
引
用
符
付
き
で
こ
の
語
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
よ
り
も
や
や
時
代
を
下
っ
た
ニ
ー
 
 

チ
ェ
の
こ
の
引
用
の
背
後
に
は
、
ド
イ
ツ
語
に
は
国
民
的
文
体
が
な
く
、
統
一
的
文
体
も
な
い
こ
と
へ
の
嘆
き
が
あ
る
。
こ
の
引
用
に
 
 

続
け
て
ニ
ー
チ
ェ
は
、
軽
桃
浮
薄
に
流
れ
て
ゆ
く
言
語
の
行
く
末
を
危
倶
す
る
。
「
実
際
に
、
す
で
に
今
、
ド
イ
ツ
の
言
語
審
議
官
や
文
 
 

法
家
た
ち
は
、
最
新
の
雑
誌
で
次
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
我
が
国
の
文
体
に
と
っ
て
、
我
が
国
の
古
典
作
家
た
 
 

ち
は
も
は
や
見
本
と
な
り
え
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
彼
ら
に
は
、
我
々
が
な
く
し
た
非
常
に
多
く
の
こ
と
ば
や
言
い
回
し
、
統
語
的
接
続
 
 

（
1
2
）
 
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
。
」
ニ
ー
チ
ェ
の
こ
の
こ
と
ば
か
ら
も
、
古
典
よ
り
も
雑
誌
の
類
が
広
く
行
き
渡
り
、
あ
ろ
う
こ
と
か
重
ん
 
 

ぜ
ら
れ
て
さ
え
い
る
風
潮
が
看
取
で
き
る
。
 
 
 

造
語
に
関
す
る
キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
批
判
の
具
体
的
な
例
を
も
う
ひ
と
つ
挙
げ
て
お
く
と
、
機
能
動
詞
を
使
っ
た
熟
語
表
現
の
単
 
 

語
化
が
あ
る
。
現
在
の
辞
書
に
は
見
出
語
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
「
着
手
」
を
意
味
す
る
l
n
a
n
g
r
i
f
f
ロ
a
h
m
e
（
l
n
A
n
g
r
i
f
f
ロ
e
h
・
 
 

m
e
n
）
や
、
「
考
慮
」
を
意
味
す
る
Ⅰ
ロ
b
e
t
r
a
c
h
t
n
a
h
m
e
（
l
n
B
e
t
r
a
c
h
t
n
e
h
m
e
n
）
と
い
っ
た
合
成
名
詞
が
新
聞
雑
誌
に
見
ら
れ
る
 
 

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
触
れ
、
「
今
に
、
（
生
活
二
入
り
込
ム
コ
ト
）
H
n
s
－
e
b
e
ロ
t
r
e
t
u
n
g
（
l
n
s
L
e
b
e
ロ
t
r
e
t
e
n
）
な
ど
と
書
か
れ
る
よ
う
 
 

に
な
る
で
あ
ろ
う
」
（
S
」
蚤
と
皮
肉
を
込
め
て
語
っ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
例
え
ば
複
合
動
詞
き
e
r
g
e
h
2
n
に
関
し
て
、
分
離
、
非
 
 

分
離
と
な
る
の
は
、
「
好
み
と
気
分
に
応
じ
て
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
の
変
化
に
応
じ
て
」
（
S
」
昌
で
あ
る
と
、
実
際
に
当
時
の
新
聞
 
 

で
は
珍
し
く
な
か
っ
た
分
離
、
非
分
離
の
悪
意
的
混
交
を
難
じ
て
い
る
。
彼
の
批
判
対
象
に
は
、
先
に
言
及
し
た
言
語
浄
化
主
義
者
に
 
 

見
ら
れ
る
人
口
に
臍
灸
し
た
外
来
語
を
不
必
要
に
ド
イ
ツ
語
化
す
る
こ
と
や
、
ド
イ
ツ
語
で
充
分
意
味
の
通
じ
る
こ
と
ば
を
街
学
的
に
 
 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
判
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キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
い
う
「
フ
レ
ー
ズ
」
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
言
語
と
新
聞
』
の
中
で
は
次
の
よ
う
 
 

に
言
わ
れ
て
い
る
。
奇
異
な
言
い
回
し
や
誤
記
は
、
そ
れ
自
体
正
さ
れ
る
運
命
を
持
っ
て
い
て
、
い
わ
ば
こ
れ
ら
は
自
ら
に
よ
っ
て
批
 
 

判
さ
れ
る
と
彼
は
言
う
。
け
れ
ど
も
こ
れ
よ
り
も
「
も
っ
と
目
立
た
な
い
か
た
ち
で
、
醜
さ
、
あ
る
い
は
矛
盾
を
隠
し
持
っ
て
い
る
の
 
 

が
、
〔
…
…
〕
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
子
に
し
て
、
誰
か
ら
も
悪
意
を
抱
か
れ
ず
に
口
語
や
書
物
言
語
に
よ
っ
て
す
で
に
口
ま
ね
さ
れ
て
い
 
 

る
フ
レ
ー
ズ
や
慣
用
句
で
あ
る
。
」
（
S
」
葺
こ
こ
で
彼
は
、
目
に
と
ま
っ
た
こ
の
よ
う
な
フ
レ
ー
ズ
の
代
表
的
な
も
の
の
具
体
例
を
六
 
 

っ
挙
げ
示
し
て
い
る
。
キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
フ
レ
ー
ズ
批
判
の
本
領
は
、
個
々
の
フ
レ
ー
ズ
に
対
す
る
具
体
的
批
判
な
の
で
あ
る
。
 
 

外
来
語
に
置
き
換
え
る
よ
う
な
行
為
も
含
ま
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
新
聞
の
使
う
悪
意
的
造
語
や
言
い
回
し
が
フ
レ
ー
ズ
と
化
し
二
生
活
 
 

二
入
り
込
ム
コ
ト
」
が
、
キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
憂
慮
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
彼
を
実
践
的
言
語
批
判
に
通
じ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
 
 

判
へ
と
向
か
わ
せ
た
動
機
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
批
判
す
べ
き
も
っ
と
も
大
き
な
対
象
の
ひ
と
つ
は
「
フ
レ
ー
ズ
」
で
あ
っ
た
。
 
 

一
、
「
算
定
不
可
能
な
射
程
」
u
n
b
e
r
e
c
h
e
ロ
b
a
r
e
T
r
a
g
w
e
i
t
e
。
結
果
や
作
用
に
、
「
大
き
な
」
と
か
「
重
要
書
と
か
形
容
し
て
満
 
 
 

足
し
て
い
た
時
代
が
懐
か
し
い
。
空
間
に
お
け
る
距
離
で
、
時
間
に
お
け
る
歴
史
的
作
用
の
無
限
性
を
比
喩
的
に
表
現
し
よ
う
と
 
 
 

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
S
」
監
f
．
）
 
 

二
、
「
代
表
す
る
」
完
r
t
r
2
t
2
n
と
い
う
表
現
は
、
議
会
政
治
か
ら
の
借
用
語
で
あ
る
。
あ
る
役
者
が
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
「
代
表
す
る
」
 
 
 

と
か
、
あ
る
画
家
が
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
を
「
代
表
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
（
S
」
缶
f
．
）
 
 

三
、
「
（
危
険
な
徴
候
が
）
示
さ
れ
る
」
a
n
g
e
z
e
i
g
t
と
い
う
術
語
は
、
臨
床
で
使
わ
れ
て
い
た
が
、
近
年
の
コ
レ
ラ
、
チ
フ
ス
の
流
行
 
 
 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
判
 
 

フ
レ
ー
ズ
批
判
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こ
れ
ら
の
例
は
さ
ら
に
三
つ
に
類
型
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
扇
動
」
の
言
語
、
「
弛
緩
」
の
言
語
、
「
儀
礼
」
の
言
語
の
三
つ
で
あ
 
 

る
。
新
聞
が
こ
れ
ら
の
言
語
を
使
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
事
態
と
な
る
。
「
扇
動
」
の
言
語
（
例
え
ば
一
お
よ
び
五
の
u
ロ
b
e
r
e
c
h
e
n
・
 
 

b
a
r
e
T
r
a
g
w
e
i
t
e
や
M
i
s
s
i
O
n
）
は
、
「
誇
張
さ
れ
、
飾
り
立
て
ら
れ
、
誇
張
法
の
濫
用
を
招
き
か
ね
な
い
。
」
（
S
」
旨
「
弛
緩
」
の
 
 

言
語
（
二
お
よ
び
三
の
完
r
t
r
e
t
e
ロ
や
a
n
g
e
z
e
i
g
t
）
は
、
「
思
考
を
ち
ょ
っ
と
楽
に
し
、
思
考
の
簡
略
表
現
を
発
明
し
、
ふ
さ
わ
し
い
箇
 
 

所
で
は
差
し
支
え
な
い
表
現
を
無
数
の
ふ
さ
わ
し
く
な
い
箇
所
で
繰
り
返
す
危
険
を
冒
す
。
」
（
S
」
∽
N
）
「
儀
礼
」
の
言
語
（
四
お
よ
び
 
 

六
の
s
c
h
ぎ
e
s
S
t
r
e
b
e
ロ
や
g
e
w
i
n
n
e
n
）
 
に
関
し
て
は
、
「
繊
細
な
椀
曲
表
現
よ
り
も
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
率
直
さ
を
好
む
ド
イ
ツ
語
に
 
 

で
医
者
と
患
者
の
行
き
来
が
増
え
、
医
者
の
口
か
ら
文
章
語
へ
、
そ
れ
か
ら
何
で
も
刷
新
す
る
こ
と
に
飢
え
た
喉
、
つ
ま
り
ジ
ャ
ー
 
 
 

ナ
リ
ズ
ム
の
言
語
に
受
け
継
が
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
事
態
の
個
別
的
な
相
貌
を
よ
り
い
っ
そ
う
豊
か
に
描
写
す
る
よ
う
な
表
現
を
 
 
 

選
ば
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
で
、
今
日
で
は
あ
た
り
か
ま
わ
ず
ど
こ
で
も
、
す
べ
て
が
「
示
さ
れ
る
」
か
「
示
さ
れ
な
い
」
 
 
 

か
で
あ
る
。
思
想
を
殺
す
フ
レ
ー
ズ
で
あ
り
、
口
語
を
腐
敗
さ
せ
、
お
粗
末
で
単
調
で
退
屈
に
す
る
。
（
S
」
彗
f
．
）
 
 

四
、
「
美
し
き
努
力
」
e
i
ロ
S
C
h
ぎ
e
s
S
t
r
e
b
e
n
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
使
う
こ
と
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
文
化
批
評
家
然
と
振
る
舞
っ
 
 
 

て
い
る
が
、
芸
術
（
K
u
n
s
t
）
と
は
能
力
（
K
ぎ
ロ
e
n
）
が
語
源
で
あ
る
の
に
、
「
努
力
」
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。
努
力
が
美
し
い
と
 
 
 

は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
（
S
」
念
f
．
）
 
 

五
、
「
使
命
」
M
i
s
s
i
O
ロ
と
は
元
来
神
に
託
さ
れ
た
使
命
で
あ
り
、
モ
ー
ゼ
や
オ
ル
レ
ア
ン
の
乙
女
に
使
う
こ
と
ば
で
あ
る
の
に
、
 
 
 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
と
う
と
う
自
分
た
ち
の
仕
事
、
つ
ま
り
毎
日
を
で
き
る
限
り
虜
も
し
ろ
く
す
る
努
力
に
も
使
う
よ
う
に
な
っ
 
 
 

た
。
（
S
」
怠
f
．
）
 
 

六
、
「
（
芸
術
家
な
ど
を
）
雇
用
す
る
」
e
n
g
a
g
i
e
r
e
ロ
と
言
う
代
わ
り
に
「
（
く
ど
い
て
）
迎
え
入
れ
る
」
g
e
w
i
ロ
n
e
n
と
ド
イ
ツ
語
で
 
 

（
1
3
）
 
 
 

は
言
っ
て
い
る
。
な
ん
と
驚
く
べ
き
翻
訳
か
。
（
S
」
誓
f
．
）
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は
、
エ
チ
ケ
ッ
ト
の
学
校
な
ど
と
う
て
い
耐
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
は
る
か
な
昔
か
ら
心
地
よ
い
言
い
回
し
を
ふ
ん
だ
ん
に
持
ち
 
 

合
わ
せ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
田
舎
者
よ
ろ
し
く
そ
れ
を
欠
い
て
い
る
」
（
S
」
∽
N
f
．
）
と
し
、
．
こ
の
種
の
表
現
の
不
適
切
を
 
 

嘆
い
て
い
る
。
 
 
 

け
れ
ど
も
こ
こ
で
視
野
に
入
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
三
類
型
の
肯
定
的
な
側
面
を
も
挙
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
扇
動
」
 
 

の
言
語
に
も
、
「
跳
躍
、
輝
き
、
炎
と
生
命
、
詩
的
活
力
と
独
創
性
を
獲
得
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
言
語
を
至
福
の
段
階
へ
高
め
る
可
能
 
 

性
も
あ
る
」
と
す
る
。
「
弛
緩
」
の
言
語
も
、
そ
れ
が
作
り
出
す
慣
用
的
文
体
は
、
上
記
の
難
点
を
除
け
ば
悪
い
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
 
 

「
儀
礼
」
の
言
語
に
し
て
も
、
「
我
が
国
の
言
語
環
境
を
取
り
巻
ぐ
新
聞
が
、
貢
献
す
る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
が
」
 
（
S
」
∽
∽
）
と
非
現
実
 
 

話
法
を
使
い
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
希
望
的
見
解
を
開
陳
し
て
い
る
。
キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
新
聞
か
ら
拾
い
出
し
た
具
体
的
な
フ
レ
ー
 
 

ズ
の
批
判
に
は
、
フ
レ
ー
ズ
の
持
つ
具
体
的
難
点
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
処
方
も
ま
た
提
供
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
わ
 
 

れ
る
。
，
し
か
し
現
実
に
は
、
そ
の
処
方
で
は
追
い
つ
か
な
い
ほ
ど
の
フ
レ
ー
ズ
の
大
量
生
産
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
押
し
進
め
 
 

ら
れ
て
い
た
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
『
華
々
し
き
新
聞
の
文
体
』
b
詠
出
訂
S
§
詠
∽
恕
叫
ぎ
ぷ
顎
乱
打
（
一
八
七
二
年
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、
彼
は
「
フ
 
 

レ
ー
ズ
」
を
「
タ
ー
ム
」
と
の
関
連
で
説
明
す
る
。
タ
ー
ム
は
そ
れ
自
体
と
し
て
い
か
な
る
専
門
的
活
動
に
も
直
接
必
要
な
も
の
で
あ
 
 

る
一
方
で
、
「
フ
レ
ー
ズ
は
過
剰
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
過
剰
自
体
は
必
要
な
も
の
で
あ
っ
て
、
フ
レ
ー
ズ
は
少
な
く
と
も
間
接
的
に
 
 

は
必
要
で
あ
る
。
フ
レ
ー
ズ
は
言
凛
と
戯
れ
、
言
語
を
飾
る
。
け
れ
ど
も
遊
び
、
飾
る
欲
求
は
、
生
理
的
必
要
と
同
様
に
、
人
間
の
本
 
 

性
に
本
源
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
S
」
誤
）
こ
の
よ
う
に
迂
遠
な
理
屈
を
使
っ
て
フ
レ
ー
ズ
の
必
要
性
が
椰
掩
さ
れ
る
。
続
け
 
 

て
こ
う
言
う
。
「
い
か
な
る
専
門
的
活
動
も
専
門
概
念
を
表
す
た
め
に
飾
り
の
こ
と
ば
を
も
作
り
出
す
。
 

レ
ー
ズ
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。
否
、
ほ
と
ん
ど
専
門
語
を
必
要
と
し
な
い
よ
う
な
専
門
的
活
動
ま
で
も
が
、
こ
の
よ
う
な
飾
り
の
必
 
 

要
に
駆
ら
れ
て
や
は
り
フ
レ
ー
ズ
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
事
の
真
相
で
あ
る
。
」
（
S
」
∽
空
こ
の
種
の
「
専
門
的
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活
動
」
こ
そ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。
思
考
を
簡
略
化
し
、
紋
切
り
型
に
と
ど
め
て
し
ま
う
よ
う
な
言
語
の
雛
形
こ
そ
が
フ
レ
ー
 
 

ズ
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
ま
た
、
文
学
の
言
語
を
も
フ
レ
ー
ズ
に
し
て
し
ま
う
可
能
性
を
学
ん
で
い
る
。
 
 

「
フ
レ
ー
ズ
を
使
う
こ
と
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
苦
労
も
な
く
文
化
批
評
家
然
と
し
て
い
ら
れ
る
」
（
S
．
－
怠
）
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
 
 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
と
っ
て
は
過
去
の
言
語
遺
産
を
都
合
よ
く
利
用
す
る
こ
と
が
便
法
で
あ
る
。
キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
は
言
う
。
 
 

「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
中
に
ヴ
オ
ル
テ
ト
ル
、
ゲ
ー
テ
、
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
の
言
葉
を
読
む
が
よ
い
。
そ
れ
は
四
方
八
方
か
ら
革
命
の
 
 

波
を
か
ぶ
っ
て
い
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
全
く
別
の
も
の
を
彼
ら
の
言
葉
を
使
っ
て
い
か
に
も
も
っ
と
も
ら
し
く
仕
立
て
上
げ
る
。
」
 
 

（
S
」
畠
）
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
ゲ
ー
テ
、
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
の
言
葉
を
剰
窃
し
、
い
と
も
簡
単
に
攻
究
し
て
し
ま
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
 
 

姿
が
浮
か
び
上
が
る
。
ま
た
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
注
意
深
い
読
者
な
ら
ば
、
「
ゲ
ー
テ
や
レ
ッ
シ
ン
グ
の
こ
と
ば
か
ら
、
毎
年
一
部
が
失
 
 

わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
」
（
S
」
巴
）
と
言
い
、
か
つ
は
ま
た
「
レ
ッ
シ
ン
グ
や
ゲ
ー
テ
の
こ
と
ば
が
生
き
た
言
語
で
 
 

あ
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
う
」
（
S
．
－
澄
）
と
言
う
。
こ
れ
ら
の
発
言
の
根
幹
に
は
、
偉
大
な
詩
人
、
作
家
た
ち
の
こ
と
ば
を
、
自
分
た
 
 

ち
に
都
合
の
よ
い
文
脈
に
は
め
込
み
、
「
ふ
さ
わ
し
く
な
い
箇
所
で
繰
り
返
し
」
、
そ
れ
ら
を
も
フ
レ
ー
ズ
と
化
し
て
し
ま
う
ジ
ャ
ー
ナ
 
 

リ
ズ
ム
の
危
険
性
を
す
で
に
察
知
し
て
い
る
キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
慧
眼
が
あ
る
。
新
聞
に
は
芸
術
文
化
を
扱
う
欄
と
し
て
フ
ェ
ユ
ト
 
 

ン
（
F
e
u
i
u
e
t
O
ロ
）
が
あ
り
、
・
現
在
で
も
新
聞
を
構
成
す
る
重
要
な
一
要
素
を
な
し
て
い
る
。
「
フ
ェ
ユ
ト
ン
」
と
い
う
こ
と
ば
自
体
は
 
 

一
八
〇
〇
年
、
フ
ラ
ン
ス
の
『
論
争
新
聞
』
旨
§
萱
ご
訂
h
藍
象
に
付
い
て
い
た
、
批
評
家
ア
ベ
・
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
の
文
学
芸
術
雑
感
 
 

（
1
4
）
 
の
付
録
の
紙
片
（
F
e
u
i
亡
e
）
に
由
来
す
る
と
さ
れ
、
歴
史
は
比
較
的
新
し
い
。
も
ち
ろ
ん
啓
蒙
思
潮
期
に
教
養
新
聞
、
雑
誌
が
誕
生
し
 
 

て
以
来
、
劇
評
や
書
評
は
す
で
に
、
ゴ
ッ
ト
シ
エ
ー
ト
や
レ
ッ
シ
ン
グ
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
て
は
い
た
が
、
個
々
の
芸
術
作
品
の
批
評
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（
1
5
）
 
 
い
わ
ゆ
る
新
聞
連
載
小
説
が
ド
イ
ツ
で
生
ま
れ
た
の
は
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
新
聞
雑
誌
か
ら
書
籍
へ
と
い
う
手
続
き
は
、
出
版
構
 
 

造
の
ひ
と
つ
の
転
換
点
で
あ
る
。
芸
術
家
の
作
品
が
、
新
聞
の
都
合
に
合
わ
せ
て
書
か
れ
る
の
は
、
フ
エ
ユ
ト
ニ
ス
ト
で
あ
る
彼
に
し
 
 

て
も
全
く
奇
異
に
思
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
人
間
と
文
化
全
体
、
ひ
い
て
は
言
語
全
体
に
関
わ
る
構
造
の
転
換
で
あ
る
。
け
れ
ど
 
 

も
こ
れ
が
今
日
で
は
ご
く
自
然
の
ナ
」
と
で
あ
る
の
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
我
々
の
気
付
か
ぬ
う
ち
に
浸
透
し
て
き
た
結
果
に
他
な
ら
 
 

な
い
。
 
 
 

か
ら
学
術
・
文
化
政
策
に
至
る
ま
で
文
化
全
般
に
関
わ
る
事
柄
を
網
羅
的
に
扱
う
ひ
と
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
な
っ
た
の
は
十
九
世
紀
に
 
 

な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
語
圏
で
フ
エ
ユ
ト
ン
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
確
立
し
た
の
は
ベ
ル
ネ
や
ハ
イ
ネ
で
あ
る
。
キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
 
 

ガ
ー
も
そ
の
流
れ
を
く
む
者
で
あ
る
が
、
フ
ェ
ユ
ト
ン
が
成
立
し
て
間
も
な
い
頃
に
フ
エ
ユ
ト
ン
批
判
の
先
駆
け
と
し
て
、
．
次
の
よ
う
 
 

に
自
説
を
展
開
し
て
い
る
。
 
 

新
聞
は
我
が
国
の
言
語
を
育
成
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
不
格
好
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
否
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ど
ち
ら
か
一
 
 

方
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
も
新
聞
が
言
語
を
あ
る
が
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
事
実
以
上
に
確
か
 
 

な
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
。
新
聞
雑
誌
は
結
局
の
と
こ
ろ
書
物
と
は
全
く
違
う
よ
う
に
語
ら
ざ
る
を
え
ず
、
大
衆
教
化
の
、
書
物
 
 

か
ら
新
聞
雑
誌
へ
の
移
行
は
と
ど
め
が
た
い
。
ラ
マ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
は
い
み
じ
く
も
、
今
ま
で
は
新
聞
雑
誌
は
書
籍
の
中
か
ら
生
ま
 
 

れ
て
き
た
が
、
今
日
で
は
書
籍
が
新
聞
雑
誌
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
と
言
っ
た
。
次
第
に
小
説
は
新
聞
小
説
と
な
り
、
学
術
論
 
 

文
は
大
衆
に
対
す
る
講
演
と
計
り
、
学
問
は
通
信
文
と
な
る
。
新
聞
に
携
わ
る
人
々
は
次
第
に
自
分
の
寄
稿
文
を
集
め
て
書
物
の
 
 

か
た
ち
に
し
、
再
び
自
分
の
著
作
と
す
る
の
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
。
新
聞
記
事
の
再
録
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
書
物
は
 
 

す
で
に
数
限
り
な
い
。
文
章
語
は
次
第
に
こ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
新
聞
語
と
。
（
S
」
∽
〕
）
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キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
は
『
言
語
と
新
聞
』
の
末
尾
近
く
で
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
言
語
へ
の
腐
食
作
用
と
い
う
点
で
、
空
気
中
の
 
 

酸
素
に
比
せ
ら
れ
る
」
（
S
」
芭
と
繰
り
返
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
酸
素
と
の
違
い
を
こ
う
言
い
表
わ
す
。
「
酸
素
は
盲
目
の
自
然
力
 
 

で
あ
る
が
、
新
聞
雑
誌
は
意
識
的
な
理
性
を
持
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
す
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
し
、
自
由
な
選
択
に
よ
っ
て
、
破
壊
す
る
こ
と
も
で
き
、
構
築
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
」
（
S
」
芝
）
す
な
わ
 
 

ち
彼
は
理
性
的
な
書
き
手
の
自
由
な
選
択
に
よ
る
「
新
た
な
る
形
成
」
や
「
構
築
」
の
可
能
性
に
一
繚
の
望
み
を
託
し
て
い
た
の
で
あ
 
 

る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
大
衆
化
の
波
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
り
、
そ
れ
に
つ
れ
て
い
わ
ゆ
る
「
教
養
」
の
享
受
者
は
特
権
的
教
 
 

養
階
級
か
ら
大
衆
へ
と
移
行
す
る
。
大
衆
が
文
化
の
享
受
者
と
な
っ
て
ゆ
く
一
方
で
、
そ
の
教
化
と
い
う
問
題
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
 
 

し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
も
深
く
関
わ
る
国
語
育
成
へ
の
気
運
が
高
ま
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
一
括
り
に
歓
迎
す
べ
き
こ
と
と
す
る
 
 

の
で
は
な
く
、
こ
れ
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、
検
証
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
理
性
的
な
書
き
手
で
あ
れ
ば
、
そ
の
大
衆
を
真
の
意
味
 
 

で
教
化
す
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
目
に
映
じ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
実
体
は
、
そ
こ
か
 
 

ら
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
渦
中
に
い
な
が
ら
彼
に
と
っ
て
は
批
判
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
 
 

キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
が
展
開
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
判
は
注
目
に
値
す
る
。
実
践
的
言
語
批
判
へ
と
通
じ
る
彼
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
 
 

批
判
は
、
国
語
育
成
が
、
言
語
腐
敗
と
紙
一
重
で
あ
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
に
十
分
で
あ
っ
た
。
 
 
 

し
か
し
、
ひ
と
た
び
堰
を
切
っ
た
流
れ
は
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
瞬
く
間
に
世
界
を
く
ま
な
く
覆
っ
て
し
ま
う
。
十
九
世
紀
か
ら
二
 
 

十
世
紀
に
か
け
て
の
世
紀
転
換
期
に
湧
き
起
こ
っ
た
類
を
み
な
い
言
語
へ
の
危
機
意
識
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
隆
盛
と
、
そ
れ
が
も
 
 

た
ら
し
た
国
語
育
成
の
問
題
性
、
す
な
わ
ち
言
語
腐
敗
の
可
能
性
の
増
大
と
い
う
歴
史
的
文
脈
な
し
に
は
お
そ
ら
く
考
え
ら
れ
な
い
で
 
 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
判
 
 
 

お
わ
り
に
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あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
認
識
と
そ
の
対
象
と
の
乗
離
を
、
言
語
と
事
物
と
の
乗
離
と
し
て
捉
え
る
時
代
感
情
の
淵
源
に
は
、
フ
レ
ー
ズ
 
 

と
い
う
言
語
の
平
板
化
が
極
め
て
大
き
な
要
因
と
し
て
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
レ
ー
ズ
は
対
象
を
そ
の
ま
ま
に
措
こ
う
と
す
 
 

る
も
の
で
は
な
く
、
対
象
を
閉
じ
込
め
る
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
認
識
の
対
象
を
ね
じ
曲
げ
、
替
小
化
し
、
本
来
あ
 
 

る
べ
き
姿
と
は
別
な
何
も
の
か
を
作
り
上
げ
る
危
険
性
に
常
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
た
「
認
 
 

識
」
の
あ
り
方
が
問
題
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
見
て
き
た
キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
判
、
具
体
例
に
即
し
た
実
践
的
言
語
批
判
は
、
歴
史
的
に
見
て
ひ
と
つ
 
 

豊
明
芽
で
あ
っ
た
。
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
は
キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
を
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
か
つ
て
得
た
も
っ
と
も
偉
大
な
政
治
的
作
家
」
 
 

（
1
6
）
 
 

と
評
し
て
い
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
渦
中
に
い
な
が
ら
そ
の
体
質
を
問
い
続
け
、
抽
象
的
言
辞
を
弄
す
る
の
で
は
な
く
常
に
具
体
的
 
 

に
批
判
す
る
態
度
に
極
め
て
親
近
性
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
、
稀
代
の
諷
刺
家
で
あ
り
、
皮
肉
屋
で
あ
っ
た
ク
ラ
ウ
ス
を
し
て
こ
の
よ
 
 

ぅ
な
賛
辞
を
言
わ
し
め
た
に
相
違
な
い
。
キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
展
開
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
判
は
、
言
語
浄
化
運
動
批
判
、
フ
レ
ー
 
 

ズ
批
判
、
フ
エ
ユ
ト
ン
批
判
と
い
う
三
つ
の
層
を
成
し
て
い
た
。
こ
の
三
つ
の
層
か
ら
成
る
言
語
批
判
は
、
キ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
が
 
 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
わ
ず
か
に
抱
い
て
い
た
期
待
、
す
な
わ
ち
「
新
た
な
る
形
成
」
の
可
能
性
を
全
く
認
め
ず
、
は
る
か
に
先
 
 

鋭
に
、
は
る
か
に
徹
底
的
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
判
を
展
開
し
た
二
十
世
紀
の
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
の
活
動
に
受
け
継
が
れ
、
豊
か
な
 
 

実
り
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
 
 

注
 
 

（
1
）
F
r
i
e
d
r
i
c
h
N
i
e
t
N
S
C
h
e
‥
9
雪
⊥
爵
替
計
社
…
邑
h
爵
裾
卦
‥
琵
琶
⊇
§
已
許
訂
蒜
詮
喜
 
I
n
‥
≧
露
ゎ
C
訂
き
註
．
H
g
．
く
O
n
 
 

G
i
O
r
g
i
O
C
O
亡
i
u
．
M
a
z
z
i
n
O
M
O
n
t
i
n
a
r
i
．
B
e
ユ
5
．
－
笥
N
〉
B
d
J
H
H
・
N
〉
S
∴
竃
N
 
 

（
2
）
 
H
2
i
n
r
i
c
h
R
芳
k
e
r
t
‥
b
計
詠
註
c
訂
幹
計
息
蕾
V
責
訂
隷
、
G
囁
§
S
諷
表
責
ご
詳
こ
謀
計
ぎ
．
I
n
‥
W
a
－
t
e
r
D
i
e
c
k
m
a
n
n
（
H
g
．
）
‥
 
 
 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
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ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
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、
へ
㌻
・
＼
ミ
、
ミ
、
：
、
、
、
、
＼
」
こ
≡
、
、
、
、
こ
∵
＼
こ
、
＼
．
ミ
、
こ
、
卓
ミ
・
、
、
∴
 
T
㌢
・
「
＝
l
二
号
モ
∴
十
に
コ
∴
二
コ
．
 
 

（
3
）
 
A
r
t
h
u
r
S
c
h
O
p
e
n
h
a
u
e
r
‥
諺
讃
嘆
：
挙
㌣
謬
萱
皆
§
彗
き
慧
宗
許
こ
紆
註
．
I
n
‥
d
2
r
S
ト
払
ぎ
註
紆
訂
－
罫
謎
～
・
H
g
・
く
O
n
P
a
u
－
 
 

D
e
u
s
s
e
n
．
M
ロ
n
c
h
e
n
－
芝
〕
－
S
．
∽
ヨ
．
 
 

（
4
）
 
詳
し
く
は
拙
論
「
カ
ー
ル
・
．
ク
ラ
ウ
ス
と
シ
ョ
ー
ベ
ン
ハ
ウ
ア
ー
」
（
「
シ
ョ
ー
ベ
ン
ハ
ウ
ア
一
研
究
」
第
七
号
、
二
〇
〇
二
年
、
五
九
～
七
 
 

七
頁
）
 
の
六
〇
～
六
二
頁
参
照
。
 
 

（
5
）
 
A
－
a
n
K
i
r
k
n
i
s
s
‥
臣
試
b
監
碧
雲
誉
：
浄
こ
ざ
乱
ヨ
顛
こ
ざ
臥
顎
〔
訂
象
計
罫
：
訝
こ
ざ
邑
邑
訂
 
I
n
‥
W
e
r
n
e
r
B
e
s
c
h
u
・
a
・
（
H
g
・
）
‥
 
 
 

．
ヰ
ミ
、
・
＼
モ
・
こ
、
＼
∴
ミ
：
、
い
．
㌻
、
ト
、
、
、
、
＼
、
ミ
こ
、
‥
≒
ヘ
ン
こ
、
＼
∴
、
、
＼
：
、
こ
、
、
＼
こ
、
＼
．
ミ
、
こ
、
｛
ミ
こ
、
‥
、
ミ
ニ
、
こ
＝
⊥
‡
ミ
、
・
＼
ミ
黄
・
コ
こ
±
〓
一
芸
ネ
コ
（
一
・
 
 
 

－
〉
S
．
生
や
巴
亘
 
 

（
6
）
 
こ
の
前
後
の
言
語
浄
化
運
動
の
歴
史
に
関
す
る
記
述
は
、
主
に
前
掲
害
お
よ
び
後
述
の
二
書
に
依
拠
し
て
い
る
。
A
u
g
u
s
t
 
L
a
n
g
2
n
‥
 
 
 

、
ご
、
、
．
ミ
、
■
与
ミ
主
で
ミ
、
＼
∴
ミ
：
三
、
こ
ぎ
ご
∴
ト
・
字
．
い
、
、
二
㌧
∴
ぺ
■
ミ
壬
、
、
．
一
≡
′
′
．
＝
ニ
ぎ
＝
”
ユ
〓
l
≡
≡
一
三
二
〓
モ
‥
、
言
ざ
＼
、
二
≡
＼
こ
、
主
＼
∴
ミ
 
 

』
温
S
 
B
e
ユ
i
n
－
芸
N
｝
B
d
」
｝
S
p
一
器
丁
慧
皐
－
≡
∞
⊥
O
N
N
」
－
缶
⊥
－
声
〓
∞
干
〓
∞
〕
L
－
諾
⊥
N
芝
u
n
d
－
N
遥
⊥
N
∞
L
 
P
e
t
e
r
召
n
 
 

P
O
－
e
n
z
‥
b
簑
官
許
密
送
C
河
害
獣
c
計
訂
害
S
密
払
ぎ
鞋
註
詳
ヽ
㌻
～
雫
C
馬
芸
喜
温
．
B
e
ユ
i
n
－
涙
声
B
d
・
〕
〉
S
・
N
澄
ム
芦
 
 

（
7
）
 
J
O
a
C
h
i
m
H
e
i
n
r
i
c
h
C
a
m
p
e
‥
慧
貢
温
室
ご
室
内
罫
営
農
慧
挙
〓
討
昏
註
註
扇
ご
ぎ
S
琵
轟
こ
嘗
邑
訂
屡
曾
冬
扇
笥
§
 
 
 

舌
鼓
ぎ
旨
註
計
．
H
i
－
d
e
s
h
e
i
m
－
笥
P
 
 

（
8
）
 
F
e
r
d
i
n
a
n
d
K
守
n
b
e
r
g
e
r
‥
恕
註
訂
訂
芦
 
H
g
．
く
O
n
K
a
ユ
R
i
h
a
．
F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
．
M
」
窯
芦
 
以
下
こ
こ
か
ら
の
引
用
は
引
用
末
 
 

尾
に
頁
数
の
み
示
す
。
 
 

（
9
）
 
こ
の
小
説
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
受
容
の
文
脈
で
、
山
口
知
三
「
ア
メ
リ
カ
と
い
う
名
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
（
「
希
土
」
 
 

第
二
六
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
 
に
詳
し
い
。
 
 

（
1
0
）
 
K
a
ユ
d
、
E
s
t
e
r
‥
餌
註
屋
ご
§
軋
加
温
已
息
声
‥
n
‥
W
O
－
f
g
a
n
g
S
t
a
m
邑
e
r
（
H
g
．
）
‥
9
乱
数
罠
迦
鼓
碁
尽
こ
S
』
鼠
鼓
・
B
e
ユ
i
n
 
 
 

－
芸
N
〉
B
d
．
〕
〉
S
p
J
N
∞
P
 
 

（
1
1
）
 
N
i
e
t
z
s
c
h
e
‥
S
莞
茸
箋
昏
竃
騒
き
已
旨
盛
§
ト
 
】
n
‥
e
b
d
．
）
B
d
．
1
Ⅰ
〓
－
S
．
N
－
2
n
d
S
c
h
O
p
e
n
h
a
u
e
r
‥
9
訂
ご
詳
こ
諷
ご
計
温
芸
 
 

ゝ
、
＼
、
：
：
、
、
こ
、
ミ
、
＼
㌢
・
ミ
ニ
、
・
＼
こ
…
∴
「
こ
、
、
ミ
ミ
‥
、
ミ
ト
∵
、
こ
・
こ
こ
、
＼
ミ
、
こ
、
ン
言
、
こ
、
∴
ニ
ー
∵
一
ミ
ミ
、
・
・
三
、
こ
＼
ミ
、
＼
ミ
、
、
ニ
ユ
二
ミ
、
ミ
ミ
、
、
・
ミ
＼
ミ
ミ
、
 
 

≧
N
C
計
訂
P
H
g
．
召
n
E
d
u
a
r
d
G
r
i
e
s
b
a
c
h
．
L
e
i
p
z
i
g
－
∞
芝
⊥
笠
〕
｝
S
一
声
 
因
み
に
現
在
、
D
u
d
e
n
や
K
－
a
p
p
e
n
b
a
c
h
の
辞
書
に
は
 
 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
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J
e
t
N
t
N
e
i
t
は
見
出
し
語
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
1
2
）
 
N
i
e
t
N
S
C
h
e
‥
e
b
d
．
 
 

（
1
3
）
 
以
上
挙
げ
た
例
の
中
で
、
二
、
三
、
五
は
、
現
在
で
は
こ
こ
で
論
難
さ
れ
て
い
る
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
a
n
g
e
z
e
i
g
t
に
関
し
て
言
 
 

え
ば
、
臨
床
で
使
わ
れ
る
よ
う
な
意
味
と
し
て
は
十
八
世
紀
の
ア
ー
デ
ル
ン
グ
の
辞
書
の
記
述
に
は
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
降
の
辞
書
に
 
 

は
グ
リ
ム
の
辞
書
を
除
い
て
見
ら
れ
な
い
。
 
 

（
1
4
）
 
d
出
s
t
e
r
‥
e
b
d
．
－
S
p
J
N
芝
f
．
 
 

（
1
5
）
 
ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
初
の
新
聞
連
載
小
説
は
、
ウ
ー
ジ
エ
ー
ヌ
・
シ
ュ
ー
の
『
永
遠
の
ユ
ダ
ヤ
人
』
の
翻
訳
で
あ
り
、
一
．
八
四
四
年
か
ら
 
 
 

一
八
五
五
年
に
か
け
て
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
ブ
ロ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
社
が
発
行
し
て
い
た
新
聞
串
摩
箋
設
計
∴
詳
評
点
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
 
 

成
功
か
ら
各
紙
に
新
聞
小
説
の
連
載
が
広
ま
っ
た
。
d
〉
E
s
t
e
r
‥
e
b
d
．
｝
S
p
．
－
N
琵
f
．
u
n
d
 
W
a
－
t
e
r
 
J
e
n
s
（
H
g
．
）
‥
無
註
訂
3
 
莞
莞
∽
 
 

卜
詳
S
鼓
弓
評
注
訂
責
 
M
D
n
c
h
e
n
－
憲
∞
〉
B
d
．
－
の
ー
S
」
⊇
f
f
．
 
 

（
1
6
）
 
K
a
ユ
K
r
a
u
s
‥
b
計
語
c
訂
二
i
n
－
N
B
旨
d
e
n
）
．
F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
m
M
a
i
n
｝
N
a
c
h
d
r
u
c
k
く
O
n
K
a
ユ
K
r
a
u
s
‥
b
計
語
c
訂
二
i
n
〕
り
 
 

B
a
n
d
e
阜
 
M
ロ
コ
C
h
e
n
－
麗
∞
⊥
3
摩
N
r
．
N
－
干
N
－
∽
〉
S
．
㌢
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