
こ
と
ば
か
ら
み
た
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
一
側
面

　
　
　
　
　
　
「
セ
ル
ビ
ア
・
ク
ロ
ア
チ
ア
語
」
を
め
ぐ
っ
て中

　
　
島

由
　
　
美

（1） ことぱからみた1日ユーゴスラヴィアの一側面

　
イ
ン
ド
．
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
中
で
も
、
ス
ラ
ヴ
語
派
は
系
統

的
観
点
か
ら
見
て
相
互
に
近
親
性
の
高
い
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
と
い

え
る
が
、
こ
と
に
南
ス
ラ
ヴ
諸
語
間
の
関
係
は
非
常
に
緊
密
で
、

か
つ
地
理
的
に
も
連
続
的
に
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
領
域
に
含
ま

れ
る
現
時
点
で
の
独
立
国
家
は
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
、
マ
ケ

ド
ニ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
の
六
カ
国
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
国
家
の

境
界
は
言
語
特
徴
の
境
界
と
殆
ど
の
場
合
一
致
せ
ず
、
諸
特
徴
の

地
理
的
分
布
を
知
る
た
め
に
は
、
常
に
国
境
を
越
え
た
範
囲
を
視

野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
り
、
南
ス
ラ
ヴ
諸
語
の
分
布
域
全
体
を
、

ひ
と
つ
の
連
続
的
言
語
領
域
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

こ
の
分
野
の
研
究
者
が
し
ば
し
ば
好
む
表
現
を
借
り
れ
ば
、
仮
に

ユ
リ
ア
・
ア
ル
プ
ス
か
ら
旅
を
始
め
て
南
へ
向
か
う
と
す
る
と
、

黒
海
沿
岸
に
辿
り
着
く
ま
で
の
問
に
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
支
障
を
感
ず
る
こ
と
な
く
」
、
次
第
に
言
語
の
か
た
ち
が
移
り

変
わ
っ
て
ゆ
く
の
を
体
験
で
き
る
と
想
像
さ
れ
る
。
実
際
に
、
こ

の
地
域
の
ス
ラ
ヴ
語
を
母
語
と
す
る
話
者
な
ら
誰
も
が
、
同
領
域

内
の
「
ど
こ
へ
行
っ
て
も
話
が
通
じ
」
、
「
言
葉
は
同
じ
だ
」
と
言

う
の
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
も
っ
と
も
こ
の
旅
程
中
に
ス
ラ
ヴ
語
以
外
の
こ
と
ば
を
話
す
民

族
が
ま
と
ま
っ
て
屠
住
す
る
地
域
を
通
る
と
す
れ
ぱ
、
当
然
「
コ

、
・
、
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
に
支
障
を
感
ず
る
こ
と
な
く
」
と
は
い
か
な

い
だ
ろ
う
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
南
ス
ラ
ヴ
諸
語
の
連
続
的

分
布
に
の
み
注
目
す
る
こ
と
に
す
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
い
う
な
ら
ば
「
ひ
と
つ
の
言
語
の
方
言
連
続

体
」
と
み
な
し
得
る
と
い
う
の
が
、
セ
ル
ビ
ア
や
ク
ロ
ア
チ
ア
を

含
む
南
ス
ラ
ヴ
圏
の
言
語
上
の
特
徴
で
あ
り
、
逆
に
い
え
ば
、
そ

れ
ほ
ど
に
互
い
の
親
縁
関
係
が
密
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

即
ち
、
基
本
語
彙
に
つ
い
て
系
統
関
係
を
証
明
す
る
音
韻
対
応
が

明
確
で
あ
り
、
か
つ
文
法
特
徴
の
類
似
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
を
代
表
す
る
方
言
学
者
で
あ
っ
た
パ

ヴ
レ
・
イ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
そ
の
主
著
の
ひ
と
つ
『
セ
ル
ビ
ア
・
ク

ロ
ア
チ
ア
語
方
言
学
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
セ
ル
ビ
ア
・
ク
ロ
ア
チ
ア
語
の
言
語
領
域
は
北
西
に
お
い
て

は
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
語
、
南
東
に
お
い
て
は
マ
ケ
ド
ニ
ア
語
、
ま

た
東
で
は
ブ
ル
ガ
リ
ア
語
と
そ
の
境
を
接
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

四
つ
の
言
語
は
南
ス
ラ
ヴ
諸
語
の
分
割
し
難
い
領
域
を
成
し
、

ユ
リ
ア
・
ア
ル
プ
ス
や
ア
ド
リ
ア
海
か
ら
、
黒
海
や
工
ー
ゲ
海

の
沿
岸
地
帯
ま
で
広
が
っ
て
い
る
。
こ
の
領
域
は
縦
二
一
五
〇

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
対
し
て
、
横
三
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
、
縦
長

　
　
　
　
　
（
1
）

の
形
を
し
て
い
る
。

さ
て
、
ひ
と
つ
の
右
言
連
続
体
と
い
う
こ
と
で
、

こ
の
状
況
を

日
本
の
場
合
と
比
較
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
狭
い
と
言
わ
れ
る
我

が
国
土
で
あ
る
が
、
北
海
遺
か
ら
与
那
国
島
ま
で
お
よ
そ
三
千
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
、
や
は
り
ほ
ぼ
南
北
に
伸
び
る
そ
の
領
域
内
に
、
互

い
に
系
統
的
親
縁
関
係
の
証
明
で
き
る
こ
と
ぱ
が
展
開
し
て
い
る
。

彼
の
地
と
異
な
づ
て
海
と
い
う
自
然
の
境
界
が
あ
り
、
仮
に
北
の

端
か
ら
旅
し
て
行
く
と
す
る
と
、
鹿
児
島
か
ら
海
上
を
下
っ
て
ト

カ
ラ
列
島
を
越
え
奄
美
大
島
へ
渡
る
あ
た
り
で
言
葉
の
違
い
が
急

に
大
き
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
南
下
す
る

ほ
ど
に
そ
れ
が
一
段
と
顕
著
に
な
っ
て
、
古
く
か
ら
の
土
地
の
言

葉
を
初
め
て
聞
く
と
し
た
ら
、
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
な

状
況
に
遭
遇
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
列
島
三
千
キ
ロ
の
問
に
は
他

に
も
東
西
方
言
の
境
界
の
如
き
も
の
が
あ
る
し
、
ま
た
全
国
津
々

浦
々
に
「
山
一
つ
越
え
る
と
言
葉
が
違
う
」
と
い
わ
れ
る
所
は
た

く
さ
ん
あ
る
が
、
「
コ
ミ
ェ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
断
絶
」
云
々
と
い

う
基
準
で
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
本
土
方
言
と
琉
球
右
言
間
の
境
界

が
最
大
の
壁
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
両
者
の
分
岐
は
遅
く
と
も
奈

良
時
代
以
前
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
懸
隔
は
千
三

百
年
余
の
間
に
、
双
方
独
白
の
歴
史
・
文
化
的
発
展
に
つ
れ
て
拡

大
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
南
北
の
距
離
に
し
て
半
分
以
下
の
南
ス
ラ
ヴ
語
圏
は
、
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（3）　ことぱからみた旧コ・一ゴスラヴィアの一側面

、、考二1曳

1’　11　　　　・宅
　　　．一　　　　　　　・．o、
　　　　　　　　　　」　　㌔
　　　　　　　　．バ　　㌔　　　嘉．
　　　夕・…．　　1　　　　言　ぎI’　・、

　　　　　　　　1■　　　　　8　　　…　　　　　’
　　　　　　　　　．　3　，’　　’
　　　　　　　　　34　　5　　，
　　　　　　　　　　　　　6　　　　　・、

　　　　　　　　　　　　　1・・、　　・ξ
　　　　　　　　　　　　　　　　、．一’4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　8

図1音声的特勘二ついての等言吾線

ヨ1

｝

1　‡2gI．‡zdI〉乏

2‡d’〉j

3　‡sk■〉‡stI

4乏e〉re（「できる』の現在形で〕

5　母音に，≡≡去豆の区男！1なL

6倒音b，』の区別なし
7　村’が　‡skI、‡st’　と■司じでない

8ヤッチの対応がeより広＜ない

1、、・．｝、ダ　　　　．

2■　㍗　　　　　　　’
　　3・、　　　　　　　　　　　言

　　　　、・、　一　　　　。“．　　ζ’、・・、書

　　　　　　　　　　　ε　　　壬　　1き
　　　　　　　　　　“　　！　　z．。詐

　　　　　　　　　　4　　　　’　　　1
　　　　　　　　　　　　　6ゲり

　　　　　　　　　　　　　　　1　　　－
　　　　　　　　　　　　　8’　　　　■
　　　　　　　　　　　　　　g軸。

図2文法特衛（形態輪）にっいての特徴

1双数の存在

2疑問代名飼がk・j
3　男性名詞・1音節霜の複数形の一〇v．なし

4人称代名覇複歓形非自立形ni．viなL

5紹合的銃鱈法
6後置冠詞なし
7動罰現在変化1人称・複数形の≡吾尾一m0

8　人称代名嗣1人称櫨数mi．mie
9所有形容詞3人称・槍数形が1ehn一でない

c仁図1，図2ともに，各等書吾線より酉側1こ，上記の各特徴が現われる．
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面
積
で
は
三
六
万
七
千
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
我
が
国
と
ほ
ぽ
同

程
度
の
広
さ
で
あ
る
。
北
方
の
カ
ル
バ
チ
ア
と
お
ぼ
し
き
方
面
か

ら
ス
ラ
ヴ
人
が
南
下
し
始
め
た
の
は
早
く
て
四
世
紀
と
推
定
さ
れ
、

七
世
紀
頃
ま
で
に
バ
ル
カ
ン
半
島
の
各
地
に
定
住
し
た
も
の
と
み

ら
れ
る
。
こ
の
地
に
到
着
す
る
以
前
に
既
に
複
数
の
グ
ル
ー
プ
に

分
か
れ
、
言
語
差
が
多
少
な
り
と
も
発
達
し
て
い
た
の
か
ど
う
か

は
、
詳
ら
。
か
で
な
い
。
彼
ら
が
移
住
の
途
上
残
し
た
ス
ラ
ヴ
的
地

名
の
特
徴
か
ら
、
何
ら
か
の
方
言
分
化
を
推
定
す
る
こ
と
も
不
可

能
で
は
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
九
世
紀
に
現
マ
ケ
ド

ニ
ア
辺
の
口
語
を
母
体
に
成
立
し
た
文
語
が
、
南
ス
ラ
ヴ
圏
ぱ
か

り
で
な
く
、
北
方
の
ロ
シ
ア
方
面
で
も
充
分
通
用
し
、
そ
の
後
も

書
き
こ
と
ば
の
モ
デ
ル
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ス

ラ
ヴ
諸
語
の
分
岐
は
我
が
本
土
方
言
対
琉
球
方
言
の
場
合
に
較
べ

て
も
、
そ
れ
程
早
い
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
片
や
n
口
本
本
土
で
は
統
一
国
家
化
が
進
行
、
中
央
集
権
体
制
が

時
代
を
追
っ
て
確
立
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
中
で
こ
と
ば
の
面
か
ら

見
た
「
地
方
分
権
的
」
事
象
と
い
え
ば
、
江
戸
期
の
藩
ご
と
の
閉

鎖
的
支
配
が
各
地
の
言
語
特
徴
の
新
た
な
発
展
を
促
し
、
い
わ
ゆ

る
「
お
国
託
り
」
を
発
達
さ
せ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、

「
書
き
こ
と
ぱ
」
は
ほ
ぼ
一
定
の
中
心
地
か
ら
発
信
さ
れ
て
き
た

上
に
、
「
話
し
こ
と
ば
」
の
方
も
最
終
的
に
は
今
目
我
々
の
知
る

「
標
準
語
」
が
カ
を
得
、
遂
に
は
琉
球
方
言
ま
で
を
取
り
込
む
か

、
た
ち
で
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　
「
古
代
教
会
ス
ラ
ヴ
語
」
と
称
さ
れ
る
先
の
文
語
は
、
ス
ラ
ヴ

圏
に
と
っ
て
初
め
て
の
書
き
こ
と
ば
で
あ
る
。
ま
ず
キ
リ
ス
ト
教

文
献
翻
訳
の
た
め
に
登
場
し
、
正
教
に
お
け
る
ス
ラ
ヴ
典
礼
の
言

語
と
な
っ
て
、
各
地
の
特
徴
を
吸
収
し
形
を
変
え
な
が
ら
、
正
教

文
化
圏
を
中
心
に
共
通
の
文
語
の
役
割
を
果
た
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
外
国
勢
力
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
南
ス
ラ
ヴ
圏
で
は
、
，
一

れ
以
降
地
域
の
こ
と
ば
を
母
体
と
し
た
文
語
は
長
ら
く
登
場
せ
ず
、

時
代
ご
と
、
ま
た
地
域
ご
と
に
影
響
力
の
強
い
他
民
族
の
言
語
が

公
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ま
ま
に
近
代
を
迎
え
た
。
後
に
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ァ
を
形
成
す
る
南
ス
ラ
ヴ
の
民
が
「
民
族
語
」
に
よ

る
書
き
言
葉
を
本
格
的
に
確
立
し
た
と
い
え
る
の
は
、
だ
い
た
い

十
九
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
一
番
遅
い
マ
ケ
ド
ニ

ア
は
な
ん
と
二
十
世
紀
半
ぱ
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
地
域
の
口
語
は

外
部
か
ら
の
影
響
を
吸
収
し
つ
つ
、
「
土
地
ご
と
に
」
営
ま
れ
て

い
っ
た
。
単
純
に
言
っ
て
高
位
の
諸
外
国
語
対
土
地
の
言
葉
と
い

う
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア
的
状
況
は
、
民
族
語
を
母
体
と
す
る
文
化
的
ス

テ
イ
タ
ス
の
高
い
「
こ
と
ば
」
、
或
い
は
広
い
地
域
に
通
用
す
る

468



（5） ことぱからみた旧ユーゴスラヴィアの一側両

標
準
語
的
な
「
こ
と
ば
」
を
容
易
に
は
確
立
さ
せ
ず
、
そ
れ
故
ス

ラ
ヴ
語
研
究
者
を
狂
喜
さ
せ
る
よ
う
な
貴
重
な
言
語
事
象
を
、
生

の
ま
ま
口
語
の
中
に
残
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。
こ
の
地
域
の
基
本

的
套
言
語
状
況
は
ざ
っ
と
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
セ
ル
ビ
ア
と
ク
ロ
ア
チ
ア
の
こ
と
ば
は
ど
の
く
ら
い
違
う
の
か
、

工
い
っ
た
疑
問
に
答
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
日
本
語
の
状

況
と
較
べ
る
と
し
て
も
、
も
と
よ
り
異
な
る
地
域
の
異
な
る
言
語

の
違
い
を
比
較
す
る
客
観
的
基
準
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ

で
も
こ
の
地
域
に
対
す
る
基
本
的
認
識
の
ひ
と
つ
と
し
て
敢
え
て

言
う
な
ら
ぱ
、
セ
ル
ビ
ァ
、
ク
ロ
ァ
チ
ァ
を
合
む
南
ス
ラ
ヴ
人
全

体
の
問
の
言
語
差
は
、
日
本
で
「
方
言
差
」
と
称
さ
れ
る
も
の
と

較
べ
て
、
は
る
か
に
大
き
い
と
は
言
い
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
バ
ル
カ
ン
に
紛
争
の
火
の
手
が
上
が
る
た
び
に
、
民
族
的
多
様

性
が
複
雑
な
背
景
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
重
要
ア
イ
テ
ム
た
る
言
語
の
独
自
性
が
強
調
さ
れ
る
。
し

か
し
ス
ラ
ヴ
語
に
限
っ
て
言
え
ぱ
、
こ
の
よ
う
に
言
語
的
に
は
か

な
り
緊
密
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
は
強
調
し
て
お

き
た
い
。
異
な
る
「
国
家
語
」
の
数
が
ま
す
ま
す
増
大
し
て
し
ま

っ
た
今
日
、
各
「
…
呈
叩
」
の
違
い
が
、
あ
た
か
も
歴
史
的
に
厳
然

た
る
事
実
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
恐
れ
も
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
ら
に
は
民
族
的
一
体
感
の
拠
所
と
な
る
よ

う
な
統
一
的
「
文
語
」
が
育
た
な
か
っ
た
。
ス
ラ
ヴ
人
同
士
な
ら

「
ど
こ
へ
行
っ
て
も
こ
と
ば
は
同
じ
」
と
い
う
、
話
し
言
葉
に
対

す
る
民
衆
の
素
朴
な
意
識
は
、
各
地
の
文
化
的
異
な
り
に
も
か
か

わ
ら
ず
脈
々
と
生
き
続
け
た
の
で
あ
る
が
、
社
会
的
・
文
化
的
一

体
感
を
支
え
る
よ
う
な
こ
と
ば
は
発
達
し
な
か
っ
た
。
よ
り
正
確

に
言
え
ぱ
、
作
り
上
げ
よ
う
と
い
う
意
思
は
存
在
し
、
試
み
ら
れ

た
が
、
結
局
実
を
結
ぱ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
本
稿
で
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
地
域
の
背
負
っ
た
民
族
問

題
に
分
け
入
る
ひ
と
つ
の
道
と
し
て
こ
と
ば
に
焦
点
を
定
め
、

「
セ
ル
ビ
ア
・
ク
ロ
ア
チ
ア
語
」
と
称
さ
れ
た
言
語
に
つ
い
て
、

、
こ
く
大
雑
杷
で
は
あ
る
が
考
え
て
み
た
い
。
「
こ
と
ぱ
」
の
か
た

ち
か
ら
出
発
す
る
た
め
に
、
ま
た
方
言
研
究
を
主
た
る
研
究
領
域

と
す
る
立
場
か
ら
、
日
本
で
は
馴
染
み
の
薄
い
方
言
特
徴
に
踏
み

込
む
こ
と
も
あ
る
が
、
お
許
し
願
い
た
い
。
そ
の
一
方
で
、
言
語

変
化
に
当
然
関
わ
る
社
会
史
的
側
面
に
踏
み
込
む
こ
と
は
、
紙
数

の
関
係
も
あ
っ
て
で
き
な
い
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
歴
史
学
等

の
優
れ
た
業
績
が
我
が
国
で
も
多
数
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
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ち
ら
を
参
考
に
さ
れ
た
い

二

　
「
南
ス
ラ
ヴ
語
域
全
体
を
ひ
と
つ
の
方
言
連
続
体
と
み
な
し
得

る
」
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
そ
の
中
身
を
み
て
み
た

い
。
3
頁
の
図
1
，
2
は
、
先
に
紹
介
し
た
パ
ヴ
レ
・
イ
ヴ
ィ
ッ

チ
に
よ
る
地
図
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
南
ス
ラ
ヴ
語
圏
を
走
る
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ま
ざ
ま
な
等
語
線
の
う
ち
、
特
に
重
要
な
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
話
が
少
し
脇
へ
そ
れ
る
が
、
こ
の
図
は
彼
の
主
著
の
ひ
と
つ

「
セ
ル
ビ
ア
・
ク
ロ
ア
チ
ア
語
方
言
学
」
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
。

イ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
南
ス
ラ
ヴ
諸
語
を
ひ
と
つ
の
方
言
連
続
体
と
み
な

す
こ
と
の
意
義
を
、
こ
の
よ
う
に
明
確
に
示
し
た
最
初
の
人
問
と

い
え
る
が
、
こ
の
図
示
そ
の
も
の
は
、
母
語
に
よ
る
版
よ
り
も
五

八
年
の
ド
イ
ツ
語
版
に
お
い
て
、
よ
り
詳
し
く
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
し
か
も
、
五
六
年
の
母
語
版
は
長
く
再
版
さ
れ
な
か
っ
た

た
め
、
方
言
学
を
専
門
と
す
る
学
生
や
研
究
者
を
除
け
ば
、
本
国

に
お
い
て
一
般
の
人
々
が
こ
の
認
識
に
手
が
属
く
状
況
に
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
政
府
は
七
一
年
に
発
表
さ

　
　
　
　
（
3
）

れ
た
あ
る
著
作
を
も
っ
て
、
イ
ヴ
ィ
ッ
チ
を
特
定
の
「
民
族
主
義

的
傾
向
L
の
顕
著
な
人
物
と
み
な
し
、
彼
を
教
育
現
場
か
ら
追
放

し
て
、
「
学
間
的
」
研
究
の
場
へ
と
閉
じ
込
め
た
。
さ
す
が
に
、

海
外
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
彼
か
ら
学
問
研
究
の
自
歯
を
奪
う
こ

と
は
、
西
側
世
界
に
対
し
て
「
自
由
主
義
」
国
家
を
ア
ピ
ー
ル
す

る
政
府
に
と
っ
て
、
得
策
で
は
な
か
っ
た
と
み
え
る
。
セ
ル
ビ
ア

人
と
し
て
の
彼
の
民
族
意
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は

と
も
か
く
と
し
て
、
地
道
な
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
と
記
述
研
究

を
積
み
重
ね
、
か
つ
多
く
の
魅
力
あ
る
仮
説
を
提
起
し
た
彼
な
れ

ば
こ
そ
の
業
績
も
、
国
民
に
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
は
李
か
っ
た
。

や
が
て
登
場
し
た
政
権
に
よ
っ
て
特
定
の
「
民
族
主
義
」
の
標
棲

が
国
是
と
な
り
、
セ
ル
ビ
ア
が
世
界
の
中
で
孤
立
無
援
の
状
況
に

な
っ
て
再
び
そ
の
業
績
に
光
が
当
た
っ
た
の
は
皮
肉
な
こ
と
で
あ

る
。
し
か
も
、
連
邦
を
揺
る
が
す
き
う
か
け
の
ひ
と
つ
と
な
づ
た

公
然
た
る
大
セ
ル
ビ
ア
主
義
の
標
棲
は
、
彼
が
閉
じ
込
め
ら
れ
た

セ
ル
ビ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
が
震
源
地
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
発
信

　
　
　
　
　
（
4
）

さ
れ
た
の
だ
か
ら
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
形
で
み
る
と
、
南
ス

ラ
ヴ
語
域
の
重
要
な
等
語
線
の
多
く
は
、
北
西
か
ら
南
東
に
か
け

て
、
領
域
を
横
切
る
よ
う
に
平
行
し
て
走
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

470



（7） ことぱからみた1日ユーゴスラヴィアの一側面

る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
等
語
線
に
よ
う
て
区
分
け
さ
れ
る
方
言
領

域
は
、
予
想
通
り
国
家
的
（
旧
連
邦
当
時
の
ボ
ス
ニ
ア
や
ツ
ル

ナ
・
ゴ
ー
ラ
と
い
っ
た
民
族
共
和
国
も
合
め
て
）
領
土
に
対
応
す

る
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
宗
教
グ
ル
ー
プ
の
異
な
り
な
ど
に

対
庵
す
る
も
の
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

　
さ
て
、
こ
の
図
に
お
い
て
音
声
・
文
法
特
徴
各
々
に
関
す
る
等

語
線
の
束
を
考
慮
す
る
と
、
連
邦
の
領
土
を
、
お
よ
そ
北
の
ス
ロ

ヴ
ェ
ニ
ァ
と
南
の
マ
ケ
ド
ニ
ア
に
あ
た
る
地
域
、
お
よ
び
そ
れ
ら

を
除
い
た
地
域
の
三
つ
に
分
け
る
可
能
性
が
支
持
さ
れ
る
。
何
の

こ
と
は
な
い
、
結
局
独
立
性
の
強
い
別
個
の
「
民
族
」
の
領
域
を

除
い
た
だ
け
で
は
な
い
か
、
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
こ
の
結
論
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
あ
る
。
何
よ
り
も
こ
の
よ

う
な
提
示
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
国
、
も
し
く
は
文
化
圏
と
い
り
た

根
拠
で
な
く
、
「
言
語
学
的
」
に
三
領
域
が
区
別
さ
れ
る
と
主
張

で
き
る
。
（
こ
れ
ら
南
北
二
地
域
が
圃
有
の
言
語
を
持
つ
と
い
う

意
識
だ
と
て
、
決
し
て
長
い
歴
史
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
）
そ

し
て
南
北
ニ
グ
ル
ー
プ
を
除
い
た
残
り
の
領
域
を
、
ま
と
ま
り
の

あ
る
、
「
ひ
と
つ
」
の
言
語
圏
と
み
な
す
正
当
性
を
示
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
内
容
を
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。

　
マ
ケ
ド
ニ
ァ
を
別
個
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
立
て
る
た
め
の
大
き

な
ポ
イ
ン
ト
は
、
何
よ
り
も
文
法
特
徴
の
等
語
線
に
あ
る
。
セ
ル

ビ
ア
と
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
境
界
に
ほ
ぼ
沿
っ
て
現
わ
れ
る
等
語
線
の

束
の
う
ち
最
も
重
要
な
も
の
、
そ
れ
は
「
総
合
的
統
語
法
」
と

「
分
析
的
統
語
法
」
の
境
界
で
あ
る
。
ス
ラ
ヴ
語
は
古
典
的
類
型

論
上
の
分
類
で
言
う
と
こ
ろ
の
、
「
屈
折
タ
イ
プ
」
、
即
ち
、
名
詞

等
の
語
尾
変
化
が
文
法
的
機
能
を
表
示
す
る
、
い
わ
ゆ
る
格
言
語

で
あ
る
。
東
の
ロ
シ
ア
語
か
ら
西
の
チ
ェ
コ
語
、
或
い
は
ド
イ
ツ

語
圏
に
言
語
島
と
し
て
存
在
す
る
ソ
ル
ブ
語
に
至
る
ま
で
、
ス
ラ

ヴ
語
は
こ
の
点
に
関
し
保
守
的
で
、
六
個
乃
至
七
個
の
格
を
区
別

す
る
。
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
セ
ル
ビ
ア
語
は
七
つ
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
等
語
線
か
ら
東
の
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
ブ
ル

ガ
リ
ア
で
は
、
わ
ず
か
の
痕
跡
を
残
し
て
格
変
化
は
す
っ
か
り
失

わ
れ
、
分
析
的
統
語
法
に
変
わ
う
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
境
界
は
従

っ
て
、
単
に
南
ス
ラ
ヴ
だ
け
で
な
く
、
ス
ラ
ヴ
語
派
金
体
に
と
う

て
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

　
（
つ
い
で
な
が
ら
、
冒
頭
の
バ
ル
カ
ン
縦
断
旅
行
だ
が
、
こ
の

よ
う
に
文
法
的
特
徴
が
違
っ
て
い
た
ら
さ
ぞ
か
し
相
互
の
意
思
疎

通
に
支
障
が
起
こ
る
だ
ろ
う
と
恩
い
き
や
、
基
本
語
彙
の
共
通
性

が
も
の
を
い
う
せ
い
か
、
全
く
問
題
な
い
と
皆
が
い
う
。
現
に
筆
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者
は
、
こ
の
等
語
線
を
は
さ
ん
だ
各
地
の
出
身
者
の
問
で
、
全
く

滞
る
こ
と
な
く
会
話
が
進
行
す
る
様
を
し
ば
し
ば
目
撃
す
る
。
）

　
次
に
、
音
声
面
で
同
地
域
を
他
か
ら
区
別
す
る
重
要
な
特
徴
は
、

地
図
上
で
は
「
母
音
の
量
的
区
別
の
有
無
」
の
等
語
線
と
し
て
現

わ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
こ
の
等
語
線
か
ら
西
側
で
は
母
音
に
長
短

の
区
別
が
あ
り
、
そ
れ
は
ア
ク
セ
ン
ト
の
種
類
に
関
係
し
て
い
る
。

こ
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
は
音
の
強
弱
と
と
も
に
ピ
ッ
チ
、
即
ち
音
の

高
低
も
関
与
し
、
例
え
ば
セ
ル
ビ
ア
・
ク
ロ
ア
チ
ア
語
が
標
準
と

し
て
き
た
タ
イ
プ
で
は
、
長
母
音
、
短
母
音
そ
れ
ぞ
れ
に
上
昇
調
、

下
降
調
と
い
わ
れ
る
ピ
ッ
チ
の
違
い
が
現
わ
れ
得
る
。
一
方
東
側

の
地
域
で
は
ア
ク
セ
ン
ト
に
関
係
す
る
の
は
音
の
強
弱
だ
け
で
、

ス
ト
レ
ス
の
置
か
れ
る
母
音
が
自
動
的
に
他
よ
り
長
く
発
音
さ
れ

る
の
で
、
母
音
の
長
短
は
意
味
の
区
別
に
関
与
し
な
い
。
ピ
ッ
チ

が
関
与
す
る
西
側
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
当
該
地
域
で
独
自
に
発
達
し

た
も
の
で
、
ス
ラ
ヴ
諸
語
の
中
で
も
特
異
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
発
達
の
あ
っ
た
地
域
と
、
な
か
っ
た
地
域
と
が
明
確

に
分
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
境
界
線
を
境
と
し
て
そ
れ
ぞ

れ
の
口
語
の
発
達
に
か
な
り
の
独
立
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ

せ
る
。

　
さ
て
、
西
側
の
地
域
で
同
様
に
大
き
な
意
味
を
も
つ
等
語
線
は
、

「
双
数
を
持
つ
か
ど
う
か
」
と
い
う
、
文
法
特
徴
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。
数
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
単
数
、
複
数
の
他
に
「
二

つ
」
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
印
欧
祖
語
に
推
定
さ
れ
る
特
徴
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
。
ス
ラ
ヴ
派
で
は
、
先
に
述
べ
た
古
代
教
会
ス

ラ
ヴ
語
は
ま
だ
こ
れ
を
保
持
し
て
い
る
が
、
現
代
諸
語
で
は
概
ね

失
わ
れ
、
一
部
に
そ
の
痕
跡
が
現
わ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
ほ
ぼ
ス

ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
の
領
土
に
あ
た
る
地
域
の
口
語
は
、
ソ
ル
ブ
語
と
並

ん
で
こ
れ
を
現
代
ま
で
伝
え
た
貴
重
な
例
で
あ
る
。
ス
ラ
ヴ
諸
語

全
体
と
の
関
連
に
お
い
て
、
双
数
を
保
存
し
た
地
域
の
独
自
性
を

重
視
す
る
こ
と
に
は
充
分
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
イ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
示
し
た
等
語
線
は
、
ス
ラ
ヴ
語
比

較
文
法
の
枠
組
み
の
中
で
、
ス
ラ
ヴ
語
全
体
の
発
達
に
と
っ
て
鍵

と
な
る
特
徴
を
中
心
に
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

根
拠
に
よ
っ
て
旧
連
邦
領
土
か
ら
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
と
マ
ケ
ド
ニ
ア

を
除
い
た
残
り
の
地
域
、
そ
れ
が
即
ち
「
セ
ル
ピ
ア
・
ク
ロ
ア
チ

ア
語
」
域
と
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
領
域
内
を
横
切
る
等
語
線
に

は
、
重
要
な
も
の
が
二
本
あ
る
。

　
そ
の
第
一
は
、
疑
問
代
名
詞
「
何
」
の
形
に
関
す
る
も
の
だ
が
、

実
は
こ
れ
は
こ
の
地
域
の
伝
統
的
方
言
区
画
の
基
準
と
し
て
名
高
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い
も
の
で
あ
る
。
「
何
」
と
い
う
疑
問
代
名
詞
と
し
て
、
こ
の
地

方
で
は
「
カ
イ
」
「
チ
ャ
」
「
シ
ュ
ト
」
の
三
つ
が
知
ら
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
が
ま
と
ま
っ
た
分
布
領
域
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
三
つ
の
方
言

グ
ル
ー
プ
の
名
称
と
し
て
定
着
し
た
。
こ
の
う
ち
「
カ
ィ
」
方
言

は
ザ
グ
レ
ブ
を
合
む
ク
ロ
ア
チ
ア
内
陸
部
に
分
布
し
、
ス
ロ
ヴ
ェ

ニ
ア
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
「
チ
ャ
」
方
言
は
ア
ド
リ
ア
海
沿
岸
、

及
び
島
娯
部
に
分
布
す
る
。
最
も
広
い
領
域
を
持
つ
の
は
「
シ
ュ

ト
」
方
言
で
、
ド
ゥ
ブ
ロ
ヴ
ニ
ク
を
含
む
ア
ド
リ
ア
海
南
部
か
ら

ダ
ル
マ
チ
ア
、
ツ
ル
ナ
・
ゴ
ー
ラ
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ

ィ
ナ
、
そ
し
て
セ
ル
ビ
ア
全
域
に
広
が
り
、
さ
ら
に
マ
ケ
ド
ニ
ア
、

ブ
ル
ガ
リ
ア
（
音
形
は
多
少
異
な
る
が
）
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　
イ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
こ
れ
を
「
カ
イ
」
対
「
そ
れ
以
外
」
に
分
類
し

た
。
図
2
の
2
の
等
語
線
が
こ
れ
で
あ
る
。
「
何
」
は
古
代
教
会

ス
ラ
ヴ
語
で
は
「
チ
」
、
及
び
こ
れ
に
指
示
代
名
詞
「
ト
」
の
つ

い
た
「
チ
ト
」
と
し
て
現
わ
れ
る
。
「
チ
ャ
」
は
「
チ
」
の
母
音

（
申
舌
の
あ
い
ま
い
母
音
で
、
位
置
に
よ
っ
て
消
失
し
た
り
、
他

の
母
音
に
変
わ
っ
た
り
し
た
）
が
「
ア
」
に
変
化
し
て
で
き
た
も

の
と
推
定
で
き
る
。
現
に
、
当
該
母
音
は
こ
の
地
域
で
は
一
貫
し

て
「
ア
」
に
対
応
し
て
い
る
。
「
シ
ュ
ト
」
の
方
は
、
指
示
代
名

詞
付
き
の
方
の
「
チ
ト
」
の
子
音
が
、
後
続
の
t
の
影
響
に
よ
っ

て
シ
ュ
に
変
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
ロ
シ
ア
語
な

ど
に
同
種
の
例
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
カ
イ
」
に
は
、
全
く

別
の
発
達
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
ス
ラ
ヴ
語
の
発
達

プ
ロ
セ
ス
を
念
頭
に
置
け
ぱ
、
「
カ
イ
」
対
そ
の
他
に
分
け
る
こ

と
に
は
や
は
り
充
分
な
根
拠
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
の
等
語
線
は
「
ヤ
ッ
チ
の
対
応
」
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。
「
ヤ
ッ
チ
」
と
は
、
古
代
教
会
ス
ラ
ヴ
語
以
来
の
キ
リ

ル
文
字
で
用
い
ら
れ
た
母
音
字
母
「
血
」
を
指
す
が
、
こ
れ
に
対

し
て
現
代
ス
ラ
ヴ
諸
語
で
ど
の
よ
う
な
母
音
が
対
応
す
る
か
は
、

ス
ラ
ヴ
諸
語
の
発
達
に
と
っ
て
や
は
り
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

こ
の
地
域
で
は
、
「
工
」
「
イ
エ
」
「
イ
」
と
い
う
三
つ
の
変
種
が

あ
り
、
例
え
ば
「
ミ
ル
ク
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
ム
レ
ー
コ
昌
－
①
π
O
」

「
ム
リ
エ
コ
昌
ε
①
斥
O
」
「
ム
リ
ー
コ
昌
－
寿
o
」
と
な
る
。
た
く
さ

ん
の
語
例
に
頻
繁
に
現
わ
れ
る
こ
の
母
音
の
違
い
は
方
言
的
特
徴

の
代
表
格
と
い
え
、
「
何
」
に
よ
る
先
の
三
方
言
の
う
ち
、
特
に

「
シ
ュ
ト
」
方
言
を
さ
ら
に
下
位
グ
ル
ー
プ
に
区
分
す
る
際
の
基

準
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
。
イ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
こ
こ
で
も
三
つ
の
変

種
を
「
工
」
よ
り
広
く
な
い
か
否
か
（
母
音
の
調
音
の
問
題
と
し

て
の
広
狭
に
つ
い
て
）
、
の
二
つ
に
分
け
て
い
る
。
二
分
割
の
根

拠
は
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
音
声
的
特
徴
か
ら
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い
っ
て
「
工
よ
り
広
く
な
い
」
側
の
二
つ
の
変
種
を
ひ
と
つ
に
ま

と
め
る
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
に
根
拠
が
あ
る
し
、
一
方
の
「
工
」

側
は
ブ
ル
ガ
リ
ア
東
部
ま
で
の
広
い
地
域
と
つ
な
が
る
こ
と
に
な

る
の
で
、
分
布
か
ら
い
っ
て
も
納
得
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
何
」
「
ヤ
ッ
チ
」
の
ど
ち
ら
も
、
三
つ
の
変
種

が
二
つ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
等
語
線
を
設
定
す
る
に
は
二
分

割
の
方
が
明
解
で
あ
る
し
、
ま
た
、
構
造
主
義
言
語
学
徒
た
る
イ

ヴ
ィ
ッ
チ
に
と
っ
て
二
項
分
類
が
好
ま
し
か
っ
た
だ
け
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
の
場
合
も
、
三
分
割
で
は
特
定
の
民
族
的

文
化
圏
と
方
言
グ
ル
ー
プ
が
重
な
っ
て
し
ま
い
、
ど
う
し
て
も

「
言
語
外
」
の
背
景
が
連
想
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
設
定
に
政
治

的
配
慮
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
実
は
こ
の
二

種
類
の
方
言
的
差
異
は
、
こ
の
地
域
の
文
語
の
統
一
問
題
に
常
に

深
く
関
わ
る
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
セ
ル

ビ
ア
・
ク
ロ
ア
チ
ア
語
」
発
展
の
頃
に
戻
っ
て
み
て
み
よ
う
。

一一一

　
「
セ
ル
ビ
ア
・
ク
ロ
ア
チ
ア
語
」
と
い
う
名
称
は
、
「
セ
ル
ビ
ア

の
」
と
い
う
意
の
形
容
詞
ω
召
ω
江
と
、
「
ク
ロ
ア
チ
ア
の
」
と
い

う
意
の
形
容
詞
ミ
き
房
ζ
を
つ
な
げ
て
、
ω
｛
艮
o
ミ
く
呉
ω
ζ
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
（
「
セ
ル
ボ
・
ク
ロ
ア
チ
ア
語
」
と
称
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
ω
害
σ
O
－
S
畠
匡
凹
P
ω
雪
一
〕
o
－
0
8
呉
9

ω
雪
σ
o
ζ
畠
募
g
な
ど
、
英
独
仏
語
等
で
、
二
つ
の
形
容
詞
を

つ
な
げ
た
形
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
）
こ
の
名
称
自
体
が
後

に
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
を
象
徴
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
が
、

そ
の
始
ま
り
は
一
八
一
八
年
の
、
ヴ
ー
ク
・
カ
ラ
ジ
ッ
チ
に
よ
る

辞
書
及
び
文
法
の
出
版
に
遡
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
カ
ラ
ジ
ッ
チ
は
、
「
こ
と
ば
を
同
じ
く
す
る
」
南
ス
ラ
ヴ
の
民

が
外
国
勢
力
の
支
配
を
脱
し
て
統
一
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
民

族
語
に
基
づ
い
た
統
一
的
文
語
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
、
文
語
に

相
応
し
い
正
書
法
と
文
法
を
定
め
、
語
彙
を
確
定
す
る
な
ど
の
業

綾
を
残
し
た
。
彼
は
な
る
べ
く
多
く
の
民
が
利
用
可
能
な
形
を
標

準
形
と
す
ぺ
く
各
地
の
方
言
を
詳
細
に
検
討
し
、
「
シ
ュ
ト
」
方

言
の
「
イ
ェ
」
グ
ル
ー
プ
を
選
ん
だ
。
こ
の
選
択
は
、
ハ
プ
ス
ブ

ル
グ
帝
国
支
配
下
に
あ
っ
て
ド
イ
ツ
語
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
の
影
響

に
脅
か
さ
れ
、
南
ス
ラ
ヴ
人
の
統
一
達
成
を
強
く
望
ん
で
い
た
ク

ロ
ア
チ
ア
知
識
人
に
も
歓
迎
さ
れ
た
。
そ
の
成
果
が
、
一
八
五
〇

年
の
い
わ
ゆ
る
「
ウ
ィ
ー
ン
文
語
協
定
」
で
あ
る
。
続
く
統
一
国

家
成
立
に
際
し
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
こ
の
協
定
は
、

連
邦
の
立
場
か
ら
そ
の
意
義
が
強
調
さ
れ
過
ぎ
た
こ
と
を
差
し
引
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い
て
も
、
充
分
に
興
味
深
い
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
以
下
、

そ
の
意
味
を
知
づ
て
頂
く
た
め
に
、
多
少
長
く
な
る
が
主
要
な
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

分
を
訳
出
し
、
紹
介
し
て
み
た
い
。

　
下
に
署
名
な
し
た
る
者
た
ち
は
、
「
ひ
と
つ
の
」
民
族
は
「
ひ

と
つ
の
文
語
」
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
共
有
し
、
か

つ
、
我
が
邦
に
お
い
て
は
文
字
に
つ
い
て
も
、
正
書
法
に
つ
い
て

も
、
文
語
が
統
一
無
き
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
事
態
を
憂
え
、
今

こ
こ
に
集
っ
て
目
下
の
と
こ
ろ
な
し
得
る
最
良
の
か
た
ち
で
文
語

に
つ
い
て
合
意
し
、
確
認
す
る
た
め
に
話
し
合
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、

　
一
、
諸
方
言
を
合
成
し
て
、
話
者
の
存
在
せ
ぬ
新
し
い
こ
と
ば

を
作
る
こ
と
は
せ
ず
、
民
族
の
こ
と
ぱ
た
る
方
言
を
ひ
と
つ
選
び
、

そ
れ
を
も
っ
て
文
語
と
な
す
こ
と
で
意
見
の
一
致
を
み
た
。
何
故

な
ら
ば
、

　
イ
　
誰
も
が
、
自
ら
の
方
言
で
読
み
得
る
形
で
書
く
、
と
い
う

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
口
　
合
成
語
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
人
の
手
に
な
る
も
の
で

あ
る
以
上
、
神
の
創
り
給
う
た
尊
い
こ
と
ぱ
よ
り
劣
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

　
ハ
　
全
て
の
民
族
は
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
人
や
イ
タ
リ
ア
人
も
、

諸
方
言
を
合
成
し
て
新
し
い
こ
と
ぱ
を
作
っ
た
の
で
は
な
く
、
民

族
語
の
ひ
と
つ
を
選
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
書
物
を
著
わ
し
て
い
る
。

　
二
　
次
に
我
々
は
、
南
部
の
方
言
を
文
語
と
定
め
る
こ
と
が
最

良
の
選
択
で
あ
る
と
い
う
合
意
に
達
し
た
。
そ
の
理
由
は
、

　
イ
　
最
も
多
く
の
話
者
を
も
つ
方
言
で
あ
る
こ
と
。

　
口
　
古
い
ス
ラ
ヴ
語
に
最
も
近
い
こ
と
ば
で
あ
る
、
そ
れ
は
即

ち
、
他
の
ス
ラ
ヴ
諸
語
に
最
も
近
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　
ハ
　
殆
ど
す
べ
て
の
民
謡
は
こ
れ
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
て
い
る
。

　
二
　
す
べ
て
の
古
い
ド
ゥ
ブ
ロ
ヴ
ニ
ク
の
文
学
が
こ
れ
に
よ
っ

て
童
目
か
れ
て
い
る
。

　
ホ
　
東
西
い
ず
れ
の
信
仰
に
帰
依
す
る
者
も
、
最
も
多
く
の
文

学
者
が
既
に
こ
の
方
言
に
よ
っ
て
書
い
て
い
る
（
皆
が
そ
の
規
範

の
す
べ
て
に
忠
実
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
）
、
等
で
あ
る
。
さ

ら
に
次
の
点
に
つ
い
て
も
確
認
し
た
。
即
ち
、
こ
の
方
言
に
お
い

て
二
音
節
の
と
こ
ろ
は
「
イ
エ
」
と
書
き
、
一
音
節
の
と
こ
ろ
は

「
イ
ェ
」
も
し
く
は
「
工
」
、
も
し
く
は
「
イ
」
と
書
く
こ
と
。
例

え
ぱ
、
「
ビ
ェ
ロ
」
「
ビ
ェ
リ
ナ
」
「
ム
レ
ー
ジ
ャ
」
「
ド
ニ
オ
」

仁
学

　
　
　
　
σ
と

　
も
し
も
何
人
か
が
、
何
ら
か
の
重
要
な
理
由
に
よ
り
、
我
々
が
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ひ
と
つ
の
文
語
と
統
一
の
た
め
に
最
も
相
応
し
い
と
見
な
す
こ
の

方
言
で
書
く
こ
と
を
望
ま
な
い
場
合
に
は
、
残
る
二
つ
の
う
ち
好

む
方
に
よ
っ
て
書
く
が
良
か
ろ
う
が
、
た
だ
し
そ
れ
ら
を
混
交
し
、

話
者
の
存
在
せ
ぬ
こ
と
ば
を
作
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
・
：
…
中
略
…
…

　
以
上
の
よ
う
に
我
々
は
合
意
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
こ
れ

ら
の
考
え
を
神
が
お
認
め
下
さ
る
な
ら
ば
、
我
が
邦
の
文
語
上
の

大
き
な
混
乱
が
取
り
去
ら
れ
、
正
し
い
統
一
に
向
け
て
一
層
の
前

進
を
達
成
で
き
る
も
の
と
確
信
す
る
。

　
さ
れ
ぱ
す
べ
て
の
文
学
者
に
対
し
、
も
し
自
ら
の
民
族
の
幸
と

進
歩
を
望
む
な
ら
ぱ
、
我
々
の
考
え
に
賛
同
し
、
自
ら
の
創
作
を

そ
れ
に
従
っ
て
な
す
よ
う
望
む
も
の
で
あ
る
。

　
　
ウ
ィ
ー
ン
に
て
、
一
八
五
〇
年
　
三
月
二
十
八
目

　
ヴ
ー
ク
・
カ
ラ
ジ
ッ
チ
を
は
じ
め
と
し
て
、
私
人
と
し
て
で
は

あ
る
が
こ
の
協
定
に
署
名
し
た
者
は
全
部
で
八
名
、
う
ち
五
名
が

ク
ロ
ア
チ
ア
、
三
名
が
セ
ル
ビ
ア
出
身
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
協
定

は
ま
ず
「
一
つ
の
民
族
に
は
ひ
と
つ
の
言
語
」
が
必
要
と
の
基
本

認
識
を
掲
げ
、
さ
ら
に
具
体
的
に
言
語
の
形
を
規
定
し
て
い
る
の

だ
が
、
そ
の
「
か
た
ち
」
の
決
定
に
お
け
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
先
の

「
何
」
と
「
ヤ
ッ
チ
の
対
応
」
に
つ
い
て
、
ど
の
変
種
を
選
ぷ
べ

き
か
な
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
南
部
の
方
言
」
と
は
、
シ
ュ
ト
方
言

を
指
す
。
こ
れ
を
選
ぷ
根
拠
と
し
て
、
そ
の
分
布
域
が
圧
倒
的
に

広
い
こ
と
、
ま
た
ク
ロ
ア
チ
ア
に
と
っ
て
も
か
つ
て
の
先
進
文
化

地
域
で
あ
る
ド
ゥ
ブ
ロ
ヴ
ニ
ク
が
、
こ
の
方
言
形
に
よ
る
文
学
遺

産
を
残
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
選

択
に
お
い
て
は
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
な
い
別
の
理
由
も
大
き
く

作
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ザ
グ
レ
ブ
文
化
圏
に
と

っ
て
、
彼
ら
自
身
の
方
言
は
あ
く
ま
で
も
「
カ
イ
」
方
言
で
あ
り
、

実
際
、
条
文
に
あ
る
よ
う
な
「
シ
ュ
ト
」
方
言
に
よ
る
執
筆
行
為

と
並
ん
で
、
「
カ
イ
」
方
言
に
よ
る
文
語
構
築
の
試
み
も
行
わ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
仮
に
新
し
い
文
語
と
し
て
「
カ
イ
」
方
言
を

選
ん
だ
場
合
、
同
じ
く
「
カ
イ
」
を
基
盤
と
す
る
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア

語
と
区
別
さ
れ
に
く
く
な
り
、
そ
の
影
響
を
受
け
や
す
い
の
で
は

な
い
か
…
…
ク
ロ
ア
チ
ア
の
知
識
人
に
は
そ
の
よ
う
な
不
安
が
強

か
っ
た
と
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
自
分
た
ち
だ
け
に
固
有
の
こ
と
ば
の
か
た
ち
を
探
す
こ
と
」
、

こ
の
地
域
の
文
章
語
の
制
定
に
際
し
て
は
、
常
に
こ
の
問
題
が
つ

き
ま
と
う
。
一
九
四
五
年
に
は
じ
め
て
固
有
の
文
章
語
を
制
定
す
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る
に
至
っ
た
マ
ケ
ド
ニ
ア
は
、
そ
の
典
型
と
い
え
る
。
セ
ル
ビ
ア
、

ブ
ル
ガ
リ
ア
と
い
う
、
よ
り
強
力
な
民
族
集
団
に
囲
ま
れ
、
な
お

か
つ
「
自
分
た
ち
だ
け
の
か
た
ち
」
を
定
め
な
け
れ
ぱ
、
当
時
の

人
口
に
し
て
わ
ず
か
百
万
強
の
弱
小
ス
ラ
ヴ
民
族
の
自
立
は
か
な

わ
な
い
。
「
こ
と
ば
は
同
じ
」
ス
ラ
ヴ
人
同
士
、
し
か
も
長
ら
く

「
ト
ル
コ
帝
国
領
の
正
教
徒
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
共

有
し
て
き
た
人
々
で
あ
る
。
新
生
国
家
の
国
語
の
「
設
計
」
を
ま

か
さ
れ
た
ブ
ラ
ジ
ェ
・
コ
ネ
ス
キ
は
、
ヴ
ー
ク
・
カ
ラ
ジ
ッ
チ
の

「
セ
ル
ビ
ア
・
ク
ロ
ア
チ
ア
語
」
文
法
制
定
を
手
本
と
し
な
が
ら
、

周
辺
民
族
か
ら
で
き
る
だ
け
遠
い
中
央
地
域
の
方
言
を
選
び
、
し

か
も
い
ず
れ
の
ス
ラ
ヴ
語
か
ら
も
区
別
さ
れ
得
る
「
独
自
の
」
か

た
ち
を
文
章
語
に
取
り
入
れ
る
べ
く
、
事
業
を
進
め
て
い
っ
た
の

で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
事
態
も
、
最
初
に
述
べ
た
南
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
の
言
語

的
近
親
性
故
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
・
か
だ
。
近
代
の

民
族
主
義
は
こ
と
ば
を
重
要
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
な
す
。
恐

ら
く
は
そ
の
ふ
る
さ
と
が
多
民
族
国
家
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ

リ
ー
帝
国
で
、
そ
こ
で
は
「
こ
と
ぱ
」
の
違
い
が
個
々
の
グ
ル
ー

プ
の
違
い
の
決
め
手
で
あ
う
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
し
－
か
し
宗
教

の
違
い
が
重
要
で
あ
っ
た
ト
ル
コ
領
の
ス
ラ
ヴ
人
は
、
近
代
ま
で

言
語
の
違
い
を
今
目
の
よ
う
に
決
定
的
な
も
の
と
は
意
識
し
て
い

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
と
ぱ
の
違
い
が
「
違
う
国
家
」
獲
得

の
要
件
と
な
っ
た
今
、
「
同
じ
こ
と
ば
」
の
中
の
「
違
い
」
を
探

し
て
そ
れ
を
独
自
性
の
根
拠
と
な
す
こ
と
、
そ
れ
が
こ
の
地
域
の

「
民
族
主
義
」
の
特
性
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
も
、
「
シ
ュ
ト
」
方
言
に
つ
い
て
は
何
と
い
っ
て
も
そ

の
分
布
域
が
圧
倒
的
に
広
く
、
ま
た
、
先
述
の
よ
う
に
ク
ロ
ア
チ

ア
の
知
識
人
た
ち
の
問
に
「
シ
ュ
ト
」
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た

こ
と
も
あ
り
、
抵
抗
は
大
き
く
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
「
ヤ
ッ

チ
の
対
応
」
の
方
は
そ
う
簡
単
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
。

　
カ
ラ
ジ
ッ
チ
は
三
つ
の
変
種
の
分
布
を
検
討
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

音
的
特
徴
を
考
慮
し
て
、
「
イ
エ
」
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し

た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
セ
ル
ビ
ァ
人
、
こ
と
に
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
帝

国
領
の
ノ
ヴ
ィ
・
サ
ド
で
言
論
活
動
を
展
開
し
て
い
た
知
識
人
た

ち
の
根
強
い
抵
抗
に
あ
っ
た
。
彼
ら
が
文
語
の
モ
デ
ル
と
し
て
い

た
「
ス
ラ
ヴ
・
セ
ル
ビ
ア
語
」
と
呼
ぱ
れ
た
言
語
は
、
　
ロ
シ
ア
語

の
影
響
の
強
い
教
会
ス
ラ
ヴ
語
的
な
言
語
で
、
当
然
な
が
ら
古
風

な
キ
リ
ル
文
字
を
用
い
て
い
た
。
従
っ
て
彼
ら
は
「
ヤ
ッ
チ
芯
」

を
そ
の
ま
ま
の
形
で
書
き
、
こ
れ
を
「
工
」
と
読
ん
で
い
た
の
で

あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
こ
れ
を
「
イ
エ
．
」
と
綴
る
の
が
い
か
に
困
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難
で
あ
っ
た
か
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
も
、
カ
ラ
ジ
ッ
チ
の

提
唱
し
た
キ
リ
ル
文
字
で
は
、
こ
の
綴
り
に
ラ
テ
ン
文
字
の
j
を

使
周
す
る
の
で
、
聖
職
者
の
低
抗
も
強
か
っ
た
。

　
ウ
ィ
ー
ン
文
語
協
定
は
セ
ル
ビ
ア
人
と
ク
ロ
ア
チ
ア
人
の
統
一

志
向
の
盛
り
上
が
り
に
支
え
ら
れ
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に

ク
ロ
ア
チ
ア
は
地
理
的
に
も
、
ま
た
歴
史
的
事
情
か
ら
も
、
ア
ド

リ
ア
海
沿
岸
の
ダ
ル
マ
チ
ア
地
方
と
内
陸
部
及
び
そ
の
中
間
に
位

置
す
る
山
間
部
の
問
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
を
抱
え
て
お
り
、
し

か
も
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
帝
国
の
辺
境
に
あ
っ
て
、
先
進
西
欧
文
化
の

強
い
影
響
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
ク
ロ
ア
チ
ア
知
識
人
の
問
に
展

開
し
た
「
イ
リ
リ
ア
主
義
」
と
い
わ
れ
る
南
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
統
合

志
向
も
、
こ
う
し
た
背
景
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ク
ロ
ア
チ
ア
人
も
セ
ル
ビ
ア
人
も
統
一
的
な
文
語
の
必
要
性
は
認

識
し
て
い
な
が
ら
、
具
体
的
な
「
－
か
た
ち
」
を
定
め
る
と
な
る
と
、

歩
み
寄
る
こ
と
に
す
ら
拒
絶
反
応
が
起
こ
る
。
同
じ
こ
と
は
連
邦

崩
壊
に
至
る
ま
で
、
幾
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
た
。
「
ヤ
ッ
チ
の

対
応
」
を
め
ぐ
る
抗
争
は
、
そ
の
象
徴
と
い
え
よ
う
。

　
北
米
大
陸
を
代
表
す
る
南
ス
ラ
ヴ
語
研
究
者
で
、
と
く
に
セ
ル

ビ
ア
・
ク
ロ
ア
チ
ア
語
の
記
述
研
究
か
ら
社
会
言
語
学
的
問
題
ま

で
、
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
そ
の
研
究
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
い
だ
ケ
ネ

ス
・
ネ
イ
ラ
ー
は
、
こ
れ
以
降
の
「
セ
ル
ビ
ア
・
ク
ロ
ア
チ
ア

語
」
の
運
命
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
時
代
区
分
を
設
定
し
て

（
7
）

い
る
。一

、
　
一
八
二
〇
年
か
ら
同
五
〇
年
ま
で
ー
ク
ロ
ア
チ
ア
人
イ
ン

テ
リ
層
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
が
、
セ
ル
ビ
ア
人
の
文
化
的
上
層

部
、
特
に
聖
職
者
か
ら
は
拒
否
さ
れ
た
時
期
。

二
、
一
八
五
〇
年
か
ら
同
七
五
年
ま
で
－
ク
ロ
ア
チ
ア
人
、
及

び
セ
ル
ビ
ア
人
の
若
者
た
ち
に
よ
る
受
容
期
。
（
ヴ
ー
ク
の
正
書

法
が
セ
ル
ビ
ア
で
公
式
に
採
用
さ
れ
た
の
は
一
八
六
四
年
）

三
、
一
八
七
五
年
か
ら
一
九
二
〇
年
ま
で
－
セ
ル
ビ
ア
人
、
ク

ロ
ア
チ
ア
人
相
方
か
ら
の
受
容
期
。

四
、
一
九
二
〇
年
か
ら
一
九
四
〇
年
ま
で
ー
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ

ア
国
家
に
よ
る
受
容
期
。
す
べ
て
の
民
族
出
身
者
に
も
概
ね
受
け

入
れ
ら
れ
た
。
（
こ
の
時
期
、
セ
ル
ビ
ア
・
ク
ロ
ア
チ
ア
語
は
ユ

ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
公
用
語
）

五
、
　
一
九
四
〇
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
ー
ク
ロ
ア
チ
ア
人
に

よ
る
拒
絶
期
。
（
主
と
し
て
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
影
響
に
よ
る
）

六
、
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
六
六
年
ま
で
ー
セ
ル
ビ
ア
、
ク
ロ

ア
チ
ア
相
方
に
よ
る
、
両
民
族
に
属
す
る
言
語
と
し
て
の
受
容
期
。
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（
幾
分
の
保
留
あ
り
）

七
、
　
一
九
六
七
年
以
降
ー
セ
ル
ビ
ア
人
と
ク
ロ
ア
チ
ア
人
の
た

め
の
単
一
の
文
語
と
の
考
え
に
対
す
る
拒
絶
期
。
特
に
、
民
族
主

義
的
傾
向
の
強
い
一
部
ク
ロ
ア
チ
ア
知
識
人
に
よ
る
。
（
こ
れ
に

続
き
、
八
O
年
代
に
は
特
定
の
共
和
国
　
　
ボ
ス
ニ
ア
、
ク
ロ
ア

チ
ア
、
ツ
ル
ナ
・
ゴ
ー
ラ
、
な
ど
ご
と
に
言
語
規
範
の
確
立
志
向

が
広
が
る
）

　
カ
ラ
ジ
ッ
チ
が
恐
ら
く
は
最
も
肝
要
と
考
え
た
「
か
た
ち
」
の

面
で
の
統
一
は
、
結
局
そ
の
後
真
剣
に
顧
み
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

「
セ
ル
ビ
ア
・
ク
ロ
ア
チ
ア
語
」
と
い
う
名
称
の
み
が
、
統
一
の

理
想
と
ヴ
ー
ク
・
カ
ラ
ジ
ッ
チ
の
偉
大
性
と
共
に
、
そ
の
信
奉
者

に
対
し
て
は
神
話
と
し
て
、
非
信
奉
者
に
対
し
て
は
好
ま
し
か
ら

ざ
る
記
憶
と
し
て
受
け
継
が
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
二
十
世
紀
に
は
い
っ
て
訪
れ
た
新
し
い
世
界
秩
序
は
、
「
セ
ル

ビ
ア
人
・
ク
ロ
ア
チ
ア
人
・
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
王
国
（
第
一
次
ユ

ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
）
」
を
生
む
。
「
統
一
の
理
想
」
は
こ
こ
に
も
発

揮
さ
れ
、
「
セ
ル
ビ
ア
・
ク
ロ
ア
チ
ア
語
」
の
一
体
性
は
概
ね
既

成
の
事
実
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
焦
点
は
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
の
こ

と
ば
を
ど
う
扱
う
か
に
あ
づ
た
よ
う
だ
。
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
勢
カ

の
中
に
は
、
「
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
語
を
単
な
る
セ
ル
ピ
ア
・
ク
ロ
ア

チ
ア
語
の
方
言
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
の
は
許
し
が
た
い
」
．
と
主
張

す
る
者
が
当
然
出
現
す
る
。
一
九
一
九
年
の
同
国
憲
法
は
結
局
、

新
国
家
の
公
用
語
に
つ
い
て
、
「
公
用
語
は
セ
ル
ビ
ア
・
ク
ロ
ア

チ
ア
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
宮
廷
、
国
民
議
会
、
軍
隊
、
及
ぴ
す
べ

て
の
国
家
機
構
の
言
語
で
あ
る
。
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
に
お
い
て
は
ス

ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
語
が
同
じ
く
国
家
の
言
葉
と
さ
れ
る
」
の
よ
う
に
定

（
目
〕

め
た
。

　
こ
の
、
統
一
精
神
と
妥
協
の
両
方
を
受
け
継
い
だ
第
二
次
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ァ
（
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ァ
）
は
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ァ
人

と
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
の
こ
と
ば
を
固
有
の
言
語
と
し
て
民
族
自
主
独

立
精
神
と
の
折
り
合
い
を
つ
け
、
両
者
を
除
い
た
こ
と
ぱ
を
「
セ

ル
ビ
ア
・
ク
ロ
ア
チ
ア
語
」
と
す
る
こ
と
で
統
一
信
仰
を
守
っ
た
。

し
か
し
ク
ロ
ア
チ
ア
側
に
く
す
ぶ
り
続
け
た
不
平
等
感
は
分
裂
志

向
を
加
速
さ
せ
、
言
語
的
一
体
感
は
急
速
に
失
わ
れ
て
ゆ
く
。
統

一
志
向
を
支
え
た
も
の
が
言
語
の
一
体
性
で
あ
っ
た
以
上
、
分
裂

志
向
推
進
の
た
め
に
は
、
セ
ル
ビ
ア
と
の
文
化
的
差
異
、
と
く
に

宗
教
文
化
に
よ
る
異
な
り
が
強
調
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
分
裂
志

向
派
は
、
連
邦
H
セ
ル
ビ
ア
主
導
の
社
会
主
義
政
権
－
封
建
的
色

彩
の
強
い
東
方
文
化
1
1
正
教
文
化
圏
、
な
る
図
式
に
対
し
て
、
旧
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ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
帝
国
領
1
－
自
歯
主
義
的
西
欧
文
明
阯
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
核
を
成
す
カ
ソ
リ
ッ
ク
文
化
圏
、
と
い
う
図
式
を
自
ら
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
柱
と
し
、
こ
れ
が
歴
史
的
伝
統
で
あ
る
と
い
う

主
張
を
強
化
し
て
ゆ
く
。
こ
の
路
線
に
従
っ
た
セ
ル
ビ
ア
と
の
言

語
分
離
政
策
は
従
っ
て
、
「
ヤ
ッ
チ
」
に
対
応
す
る
音
価
や
「
何
」

の
形
と
い
っ
た
方
言
差
以
上
に
、
文
化
圏
の
異
な
り
を
反
映
す
る

要
素
、
即
ち
文
字
（
セ
ル
ピ
ア
に
お
け
る
キ
リ
ル
文
字
と
、
ク
ロ

ア
チ
ア
に
お
け
る
ラ
テ
ン
文
字
）
と
語
彙
の
違
い
に
集
中
し
て
強

化
さ
れ
た
よ
う
に
み
え
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
語
彙
面
で
セ
ル

ビ
ア
と
の
違
い
を
強
調
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
西
欧
志
向
と
は
逆

に
、
よ
り
ス
ラ
ヴ
的
な
か
た
ち
を
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
何
故
な

ら
ぱ
、
近
代
に
入
っ
て
新
し
い
文
物
を
取
り
入
れ
る
際
に
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
辺
境
と
し
て
常
に
強
力
な
外
国
語
の
影
響
に
さ
ら
さ
れ

て
い
た
ク
ロ
ア
チ
ア
は
、
外
来
の
文
化
を
そ
の
名
称
の
ま
ま
受
け

入
れ
る
こ
と
を
よ
し
と
せ
ず
、
ス
ラ
ヴ
語
に
意
訳
し
て
導
入
す
る

こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
ト
ル
コ
圏
の
セ
ル
ビ
ア
で

は
、
西
欧
か
ら
の
新
し
い
文
物
は
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
名
称
と
セ

ッ
ト
で
、
新
し
い
時
代
の
象
徴
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
元
来

存
在
し
て
い
た
外
来
語
を
め
ぐ
る
両
者
の
こ
の
よ
う
な
違
い
は
、
、

当
然
分
離
志
向
政
策
の
好
む
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
先
に
紹
介
し
た
ケ
ネ
ス
・
ネ
イ
ラ
ー
は
、
一
九
九
二
年
、
五
五

才
の
若
さ
で
こ
の
世
を
去
っ
た
が
、
そ
の
遺
稿
の
中
で
「
今
目
の

ス
ラ
ヴ
世
界
に
お
い
て
、
言
語
と
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問

題
が
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
ほ
ど
や
や
こ
し
い
と
こ
ろ
は
な
い
」
と

い
う
言
葉
に
続
い
て
、
同
様
の
事
態
が
世
界
中
に
拡
大
し
つ
つ
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

る
こ
と
を
憂
え
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
原
稿

は
紛
争
勃
発
直
前
の
九
十
年
頃
、
オ
ハ
イ
オ
大
学
に
お
い
て
行
わ

れ
た
講
演
の
草
稿
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
だ
そ
う
だ
。
平
和
な
時

代
に
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
を
深
く
愛
す
る
よ
う
に
な
づ
た
者
に
共

通
の
思
い
と
し
て
、
事
態
の
進
展
に
対
す
る
驚
き
と
悲
し
み
が
ひ

と
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
か
ら
、
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の

言
葉
を
、
仲
問
の
誰
か
ら
も
愛
さ
れ
、
親
し
ま
れ
、
か
つ
尊
敬
さ

れ
た
ネ
イ
ラ
ー
の
遺
言
と
し
て
紹
介
す
る
こ
と
で
、
本
稿
の
し
め

く
く
り
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
ド
ラ
ゴ
リ
ュ
ブ
・
ペ
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
強
調
し
た
よ
う
に
、

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
た
ち
は
自
ら
の
言
語
的
異
な
り
を
、
民

族
の
御
旗
、
即
ち
他
か
ら
自
己
を
区
別
す
る
た
め
の
し
る
し
と

し
て
し
ま
っ
た
。
言
語
を
根
拠
に
互
い
の
区
別
を
明
確
に
せ
ん

084
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と
し
て
、
彼
ら
は
言
語
が
第
一
義
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と

み
な
さ
れ
た
十
九
世
紀
の
伝
統
に
逆
戻
り
し
て
し
ま
っ
た
。

、
中
略
、
恐
ら
く
諸
民
族
は
、
互
い
の
言
語
の
違
い
が
本

質
的
に
徴
細
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
て
、
だ
か
ら

こ
そ
自
ら
の
独
自
性
を
失
う
恐
怖
に
苛
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
言
い
換
え
れ
ば
、
言
語
が
以
前
果
た
し
た
統
合
の
象
徴
と
し

て
の
役
割
よ
り
も
、
グ
ル
ー
プ
問
の
区
別
を
加
速
さ
せ
る
役
割

の
方
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
で

は
「
ひ
と
つ
の
民
族
は
ひ
と
つ
の
言
語
を
持
ち
、
ひ
と
つ
の
言

語
は
た
だ
ひ
と
つ
の
民
族
に
属
す
る
」
と
い
う
、
ヘ
ル
ダ
ー
の

ロ
マ
ン
主
義
的
信
仰
へ
の
回
帰
が
起
こ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
原
因
は
と
も
か
く
と
し
て
、
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う

套
言
語
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
的
傾
向
は
、
と
も
す
れ
ぱ
政
治
家
な

ど
の
や
か
ら
が
自
ら
の
利
害
の
た
め
に
好
ん
で
利
用
す
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

（
1
）
　
霊
く
一
〇
～
昼
豆
o
ω
鶉
σ
o
ζ
o
き
m
争
雪
冒
画
一
芽
訂
－

　
一
〇
p
＝
與
胴
巨
p
冨
蜆
o
〇
一
℃
1
M
①
一

く
o
巨
一

（
2
）
　
同
右
、
o
P
望
．
ω
ド
ま
た
、
巾
與
三
①
～
5
9
前
－
o
奪
〇
一
〇
①
q
旨

　
ω
宅
冬
o
～
く
g
鼻
o
o
q
］
畠
宗
〇
一
ζ
斗
一
8
彗
蕩
ζ
し
o
o
。
蜆
（
初
版
は
一

　
九
五
六
年
）
ら
」
①
■

一
3
一
雪
＝
鼻
ω
・
曇
；
彗
」
三
琶
く
亘
斥
』
8
。
・
邑
一

　
δ
芦
（
セ
ル
ビ
ア
人
と
そ
の
言
語
）

（
4
）
　
「
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
」
事
件
が
有
名
で
あ
る
。
柴
宣
弘
著
『
ユ
ー

　
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
現
代
史
』
、
岩
波
新
替
、
に
記
述
あ
り
。

一
5
一
S
。
菱
≦
§
㌧
§
三
冨
享
四
柔
§
亘
幕
…
。
・

　
－
竃
茅
p
N
品
『
g
し
竃
o
o
ら
p
曽
甲
M
0
0
ρ
（
「
ク
ロ
ア
チ
ア
文
章
語
の

　
適
程
に
て
」
）
に
採
録
さ
れ
て
い
る
も
の
よ
り
訳
出
。

（
6
）
　
こ
こ
で
「
二
音
節
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
長
母
音
の
場
合
、

　
「
一
音
節
」
は
短
母
音
の
場
合
で
あ
る
。

一
7
一
界
彗
量
二
・
之
き
昌
’
＜
鼻
．
二
彗
。
・
畠
。
・
二
ま
；
竃
q

ω
ぎ
8
8
豊
彗
↓
a
睾
＝
唖
這
…
O
§
畠
実
O
畠
量
§
く

　
｝
｝
宍
o
墨
員
窒
p
；
｝
o
昌
冒
員
」
㊤
o
o
↓
．
一
〇
p
＝
苧
＝
9

一
8
一
寒
旨
蚕
・
§
系
ξ
ヨ
け
ぎ
N
§
ま
こ
長
。
㎝
一
。
毒
目
．

　
ω
ζ
句
＆
①
冨
＝
轟
∋
ポ
ω
8
o
q
『
邑
し
o
o
〇
一
〇
．
竃
．

（
9
一
奈
畠
；
1
ξ
一
昌
－
ω
9
巨
一
晶
く
蓬
姜
暮
幕
冒
≡
①
q
筥

旨
ぎ
昌
。
。
一
〇
毒
巨
冨
㌔
嚢
く
①
亘
嚢
①
も
O
』
岨
－
ω
O
－

（
m
）
　
パ
ヴ
レ
・
イ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
高
弟
、
方
言
学
者
。
長
ら
く
ノ
ヴ

　
ィ
．
サ
ド
大
学
に
お
い
て
教
鞭
を
と
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
教
授
）

捌




