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が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
何
が
言
語
で
何
が
方
言
か
が
、
は
っ
き
り

と
決
め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
か
ら
で
す
。
で
す
が
、
そ
の
こ
と
を
念
頭

に
置
い
た
う
え
で
言
う
な
ら
、
こ
の
数
は
ひ
と
つ
の
指
標
と
し
て
役
立
つ

と
思
い
ま
す
。
世
界
の
国
家
の
数
が
二
百
足
ら
ず
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
ひ
と
つ
の
国
家
の
な
か
に
複
数
の
言
語
が
存
在
す
る
の
は
、
け
っ
し

て
異
常
な
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
普
通
の
こ
と
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
言
語
の
話
者
数
の
デ
ー
タ
を
見
る
と
、
そ
こ
に
大
き
な
偏
り

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
話
者
数
が
一
億
人
以
上
の
言
語
の
数
は
た

っ
た
八
つ
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
八
つ
の
言
語
の
話
し
手
だ
け
で
、
世
界

の
人
口
の
約
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
ま
す
。
そ
の
反
対
に
、
話
し

手
が
千
人
以
下
の
言
語
は
約
千
七
百
も
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の

話
し
手
を
集
め
て
も
、
世
界
の
人
口
の
〇
・
〇
一
％
に
も
届
き
ま
せ
ん
。

　

言
語
を
文
化
資
源
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う

議
論
に
入
る
前
に
、
い
く
つ
か
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
は
一
般
的
な
意
味
で
の
「
人
間
の
こ
と
ば
」
を
話
し
て
い
る

と
同
時
に
、
特
定
の
固
有
名
詞
を
冠
し
た
「
○
○
語
」
を
話
し
て
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
は
、
当
然
の
帰
結
と
し
て
、「
○
○
語
」
と
は
異
な
る
「
×
×

語
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
世
界
で

言
語
は
つ
ね
に
複
数
の
存
在
と
し
て
現
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
い
ま
世
界
で
い
く
つ
の
言
語
が
話
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う

か
。
こ
う
い
う
と
き
に
よ
く
利
用
さ
れ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
サ
イ
ト

「
エ
ス
ノ
ロ
ー
グ
」
を
見
る
と
、
世
界
の
言
語
数
は
約
七
千
に
な
っ
て
い

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
が
正
確
な
数
だ
と
言
う
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

実
は
言
語
の
数
を
数
え
る
こ
と
は
、
原
理
的
に
見
て
む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
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て
い
る
こ
と
は
、「
解
決
す
べ
き
問
題
」
だ
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
複
数

の
言
語
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
阻
害
し
、
社
会

の
メ
ン
バ
ー
の
結
び
つ
き
を
弱
め
、
国
家
の
ま
と
ま
り
を
危
う
く
す
る
も

の
と
と
ら
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
社
会
の
な
か
で
使
わ

れ
る
言
語
は
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
態
度
を
生
み
、
ひ

い
て
は
少
数
集
団
を
同
化
し
た
り
排
除
し
た
り
す
る
政
策
を
正
当
化
し
ま

す
。
こ
の
先
に
あ
る
の
は
、
社
会
の
強
制
的
な
画
一
化
の
道
で
す
。

　

し
か
し
、
社
会
に
多
く
の
言
語
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
本
当
に
「
問

題
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。
む
し
ろ
わ
た
し
た
ち
は
、
社
会
に
複
数
の
言
語

が
存
在
す
る
こ
と
を
肯
定
的
に
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
た
反
省
か
ら
、「
資
源
と
し
て
の
言
語
」
と
い
う

見
方
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
社
会
の
な
か
で
話
さ

れ
る
あ
ら
ゆ
る
言
語
は
、
ど
ん
な
に
少
数
の
話
し
手
に
し
か
話
さ
れ
な
い

も
の
で
あ
っ
て
も
、
社
会
全
体
に
と
っ
て
大
切
に
す
べ
き
貴
重
な
文
化
財

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
欧
州
評
議
会
が
定
め
た
欧
州
地

域
語
少
数
言
語
憲
章
に
は
、
こ
う
し
た
考
え
方
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
地
域
語
や
少
数
言
語
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

「
文
化
的
富
」
を
維
持
・
発
展
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
加
盟
国
に
、「
文
化
的
富
の
表
現
」
と
し
て
の
地
域
語
・
少
数

言
語
を
公
的
に
承
認
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。

　

他
の
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
で
は
、
イ
タ
リ
ア
語
以
外
に

言
語
の
世
界
に
は
、
は
な
は
だ
し
い
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
あ
る
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
か
ら
何
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
、
い
く
つ
か
の
例
外
を
別
に
す
れ
ば
、
世
界
の
国
々
は
い
ず
れ
も
多

言
語
・
多
民
族
社
会
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
膨
大

な
数
の
言
語
が
す
べ
て
同
じ
状
態
に
あ
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
平
等
な

扱
い
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
多
く
の
話
し
手
を
か
か
え

て
通
用
力
の
あ
る
大
言
語
が
あ
る
か
と
思
え
ば
、
ご
く
少
数
の
話
し
手
し

か
お
ら
ず
、
社
会
的
に
も
低
い
地
位
し
か
占
め
な
い
少
数
言
語
も
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
世
界
の
言
語
の
あ
い
だ
に
は
、
話
者
数
や
社
会
的
地

位
な
ど
の
点
で
著
し
い
格
差
が
存
在
し
ま
す
。

　

こ
う
し
た
言
語
的
格
差
を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
格
差
は
、
何
ら
か
の
人
為
的
手
段
に
よ
っ
て
是
正
す
べ

き
も
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
こ
う
し
た
格
差
は
自
然
に
生
じ
た
出

来
事
で
あ
っ
て
、
仕
方
の
な
い
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
し
か

し
こ
こ
で
「
自
然
に
生
じ
た
」
と
い
う
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
か
を
考
え

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
言
語
は
徹
底
的
に
社
会
的
な
存
在
な
の
で
す
か

ら
、
そ
こ
に
は
厳
密
な
意
味
で
の
「
自
然
」
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
す
。

言
語
に
見
ら
れ
る
格
差
は
、
社
会
の
他
の
領
域
に
お
け
る
格
差
と
の
関
係

で
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
か
ら
、
言
語
的
格
差
を
緩
和
す
る
た

め
の
言
語
政
策
の
必
要
性
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
長
い
間
、
ひ
と
つ
の
社
会
の
な
か
に
多
く
の
言
語
が
話
さ
れ
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源
」
あ
る
い
は
「
富
」
と
し
て
少
数
言
語
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、

そ
の
言
語
を
話
す
言
語
共
同
体
の
意
志
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
お
そ
れ

が
あ
り
ま
す
。
第
二
に
、「
資
源
」
と
い
う
考
え
方
は
、
と
も
す
れ
ば

「
利
潤
」
や
「
開
発
」
と
い
う
考
え
方
と
結
び
つ
き
、
言
語
の
「
商
品
化
」

を
助
長
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
言
語
は
「
金
に
な
る

か
な
ら
な
い
か
」
と
い
う
基
準
で
序
列
化
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。「
資
源

と
し
て
の
言
語
」
と
い
う
考
え
方
に
は
評
価
す
べ
き
側
面
が
い
ろ
い
ろ
と

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
一
方
で
、
こ
う
し
た
危
険
性
が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と

も
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
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さ
ま
ざ
ま
な
言
語
が
イ
タ
リ
ア
に
あ
る
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
そ
れ
ら

の
言
語
は
す
べ
て
「
言
語
的
・
文
化
的
資
源
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
ス
ペ
イ
ン
憲
法
を
見
る
と
、「
ス
ペ
イ
ン
の
豊
か
な
言
語

的
様
態
の
多
様
性
は
、
特
別
の
尊
重
と
保
護
の
対
象
と
さ
れ
る
文
化
財
で

あ
る
」
と
い
う
条
文
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
以
外
の
、

カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
語
、
ガ
リ
シ
ア
語
、
バ
ス
ク
語
の
存
在
が
念
頭
に
お
か

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、「
資
源
と
し
て
の
言
語
」
と
い
う
見
方
に

は
、
少
数
言
語
の
価
値
を
認
め
る
方
向
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、「
資
源
と
し
て
の
言
語
」
と
い
う
見
方
に
も
、
問
題
点
が
な

い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
第
一
に
、
社
会
全
体
が
利
用
す
べ
き
「
資


