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増
田
純
男
編
著

『
言
語
戦
争
』

e

　
上
智
大
学
教
授
の
渡
部
昇
一
は
、
「
ど
う
し
て
も
現
代
の
人
種
問
題
は
民
族

が
起
し
て
い
る
の
で
は
な
く
語
族
が
起
し
て
い
る
と
し
か
思
わ
れ
な
い
」
と
述

べ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
悪
質
な
人
種
差
別
を
導
入
し
た
の
が
ゲ
ル
マ
γ
語
を

話
す
民
族
に
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。
「
こ
の
よ
う
に
歴
史
を
見

て
く
る
と
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
が
急
に
自
分
た
ち
の
言
葉
に
対
す
る
自
信
を
持
ち

は
じ
め
、
非
ゲ
ル
マ
ン
語
系
の
言
葉
を
軽
蔑
し
出
し
た
の
は
、
十
六
世
紀
の
中

頃
で
あ
つ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
」
渡
部
は
十
六
世
紀
の
中
頃
に
ド
イ
ツ

で
中
世
的
言
語
観
と
民
族
観
に
亀
裂
が
入
り
、
近
代
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
ド

イ
ツ
人
の
言
語
観
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
画
期

的
な
言
語
観
転
換
の
理
論
的
基
盤
を
提
供
し
た
の
は
、
現
行
の
西
洋
哲
学
史
や

思
想
史
か
ら
は
完
全
に
忘
れ
ら
れ
て
い
る
ヨ
ハ
ソ
・
ゴ
ロ
ピ
ウ
ス
・
ベ
カ
ヌ
ス

（
一
五
一
八
－
一
五
七
二
）
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ベ
カ
ヌ
ス
は
、
「
中
世
に
お
い

て
聖
な
る
言
葉
と
さ
れ
た
の
は
バ
イ
ブ
ル
に
用
い
ら
れ
て
い
る
三
つ
の
古
典
語

で
あ
つ
て
、
実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
語
は
何
十
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
等
価
値

　
　
　
紹
介
と
批
評

だ
つ
た
。
つ
ま
り
死
語
が
聖
な
の
で
あ
つ
て
、
生
き
て
い
る
母
国
語
は
ど
こ
の

国
の
も
の
で
も
ど
つ
ち
み
ち
救
霊
や
終
末
と
は
直
接
関
係
な
か
つ
た
」
と
中
世

の
言
語
観
に
挑
戦
し
た
。
ベ
カ
ヌ
ス
は
、
バ
ベ
ル
の
塔
事
件
の
た
め
全
人
類
の

祖
語
は
乱
さ
れ
た
が
、
ゲ
ル
マ
ン
人
は
こ
の
塔
の
建
設
以
前
に
ノ
ア
に
よ
り
分

ち
与
え
ら
れ
た
ヨ
ー
β
ッ
パ
に
移
つ
て
い
た
の
で
あ
る
と
し
た
。
バ
ベ
ル
の
塔

の
建
設
に
参
加
し
な
か
つ
た
の
だ
か
ら
、
ゲ
ル
マ
ン
人
の
言
語
は
乱
さ
れ
た
は

ず
は
な
く
、
し
た
が
つ
て
ゲ
ル
マ
ン
語
こ
そ
全
人
類
の
祖
語
で
あ
る
と
主
張
し
、

ゲ
ル
マ
ソ
語
を
話
す
民
族
の
み
が
優
秀
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
渡
辺

は
ベ
カ
ヌ
ス
を
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。
「
特
定
の
土
着
語
を
神
聖
と
し

て
そ
れ
を
語
る
国
民
を
他
の
言
語
圏
の
民
族
と
差
別
す
る
と
い
う
考
え
は
、
中

世
の
言
語
観
と
民
族
観
か
ら
は
出
て
く
る
筈
の
な
い
も
の
で
あ
つ
た
。
ベ
カ
ヌ

ス
の
説
が
い
か
に
今
日
荒
唐
無
稽
に
見
え
よ
う
と
も
、
革
命
的
意
味
が
あ
る
と

い
う
の
は
正
に
こ
の
点
な
の
で
あ
る
。
」

　
ベ
カ
ヌ
ス
の
言
語
観
は
、
北
部
オ
ラ
ン
ダ
で
ロ
マ
ソ
ス
語
（
フ
ラ
ン
ス
語
と

ス
ペ
イ
ン
語
）
を
使
う
人
々
に
支
配
さ
れ
て
い
た
ゲ
ル
マ
ン
語
を
使
う
人
々
に
、

従
来
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
優
越
感
に
す
り
換
え
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
ふ
き

こ
ん
だ
の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
ス
ペ
イ
ソ
に
対
す
る
オ
ラ
ン
ダ
の
独
立
戦
争
の

精
神
的
支
え
を
提
供
し
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
他
の
ゲ
ル
マ
ン
地
域
よ
り
も
遥
か
に

言
語
の
点
で
、
ベ
カ
ヌ
ス
的
な
意
味
で
潔
癖
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス

も
、
チ
ョ
ー
サ
ー
が
ロ
マ
ン
語
の
借
用
が
多
い
こ
と
で
批
判
を
う
け
た
こ
と
で

も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
大
き
な
影
響
を
う
け
た
。

　
以
上
の
論
旨
と
引
用
は
、
渡
辺
昇
一
著
「
言
語
と
民
族
の
起
源
に
つ
い
て
」

（
一
九
七
三
年
＋
一
月
大
修
館
書
店
）
か
ら
で
あ
る
が
、
最
初
の
問
題
提
起
を
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
（
三
一
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

辺
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。
「
こ
の
オ
ラ
ン
ダ
人
と
イ
ギ
リ
ス
人
が

北
米
や
南
ア
フ
リ
カ
の
主
な
植
民
者
で
あ
つ
た
、
と
言
え
ぽ
現
在
の
人
種
問
題

の
源
が
わ
か
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
人
種
問
題
は
神
秘
的
な
言
語
観
と
関

係
が
あ
る
ら
し
い
。
」

　
私
は
渡
辺
の
人
種
間
題
を
語
族
と
く
に
十
六
世
紀
中
葉
以
降
の
ゲ
ル
マ
ン
人

の
言
語
観
と
結
び
つ
け
て
論
じ
る
こ
と
に
、
新
鮮
な
驚
き
と
大
き
な
関
心
を
持

つ
た
。
同
時
に
、
「
現
在
の
人
種
問
題
は
民
族
が
起
し
て
い
る
の
で
は
な
く
語

族
が
起
し
て
い
る
」
と
い
う
渡
辺
の
主
張
の
、
現
実
へ
の
対
応
度
に
い
さ
さ
か

疑
問
を
持
つ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
オ
ラ
ン
ダ

の
植
民
地
に
た
い
す
る
言
語
政
策
が
基
本
的
な
違
い
を
も
つ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
は
植
民
地
の
現
地
人
が
英

語
を
修
得
す
る
こ
と
を
奨
励
し
、
植
民
地
の
現
地
言
語
が
英
語
に
お
き
か
わ
る

こ
と
は
、
植
民
地
社
会
の
文
明
化
に
通
じ
る
と
善
意
に
信
じ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
イ
ギ
リ
ス
に
と
つ
て
、
「
あ
る
言
語
を
他
の
言
語
で
置
き
替
え
よ
う
と
す

る
と
、
必
然
的
に
そ
の
文
化
全
体
を
抹
殺
し
よ
う
と
い
う
努
力
を
伴
う
こ
と
に

な
る
。
そ
の
結
果
は
、
筋
の
通
ら
な
い
民
族
的
偏
見
と
な
つ
て
表
わ
れ
る
」

（
P
・
ト
ラ
ッ
ド
ギ
ル
、
土
田
滋
訳
「
言
語
と
社
会
」
岩
波
新
書
　
一
九
七
五
年
）
こ
と

は
、
無
意
図
の
帰
結
で
あ
つ
た
側
面
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
、
オ

ラ
ン
ダ
は
植
民
地
支
配
に
お
い
て
、
支
配
者
の
言
語
と
被
支
配
者
の
言
語
を
明

確
に
区
別
し
、
は
じ
め
か
ら
意
図
的
に
人
種
差
別
を
行
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
た

と
え
ば
、
一
九
七
六
年
六
月
に
お
き
た
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
の
首
都
ヨ
ハ
ネ
ス

ブ
ル
グ
の
ア
フ
リ
カ
人
居
住
地
区
で
お
き
た
暴
動
は
、
当
時
の
フ
ォ
ル
テ
ス
政

権
が
黒
人
に
た
い
し
、
黒
人
の
中
等
教
育
で
ア
フ
リ
カ
ー
ン
語
の
学
習
を
強
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
（
三
二
〇
）

し
た
こ
と
に
あ
つ
た
。
黒
人
た
ち
は
、
ア
フ
リ
カ
ー
ン
語
を
少
数
白
人
支
配
の

象
徴
と
し
て
い
る
た
め
強
く
反
発
し
た
の
で
あ
つ
た
。
何
故
な
ら
、
南
ア
フ
リ

カ
の
オ
ラ
ン
ダ
系
支
配
者
は
、
そ
れ
ま
で
黒
人
が
ア
フ
リ
カ
ー
ソ
語
を
修
得
す

る
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ア
フ
リ
カ
ー
ン
語

に
英
語
と
と
も
に
公
用
語
と
し
て
の
地
位
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
ア
バ
ル

ト
ヘ
イ
ト
は
、
ア
フ
リ
カ
ー
ソ
語
へ
の
ア
ク
セ
シ
ピ
リ
テ
ィ
の
可
否
と
し
て
の

側
面
を
も
つ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
渡
辺
の
指
摘
の
現
実
の
対
応
度
に
た
い
す
る
疑
問
の
第
二
は
、
ゲ
ル
マ
ン
語

族
以
外
の
民
族
に
も
、
は
げ
し
い
人
種
差
別
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ロ
シ

ア
に
お
け
る
反
セ
ム
主
義
↓
の
歴
史
は
、
こ
の
典
型
的
な
一
つ
の
例
で
あ
ろ
う
。

最
近
の
反
セ
ム
主
義
↓
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
一
九
六
九
年
、

ソ
連
市
民
を
監
視
す
る
国
家
保
安
委
員
会
（
K
G
B
）
に
第
五
管
理
本
部
と
よ

ば
れ
る
組
織
が
設
け
ら
れ
、
宗
教
活
動
、
民
族
運
動
、
知
識
階
級
の
反
体
制
の

動
き
に
厳
し
い
目
を
向
け
だ
し
た
。
一
九
七
一
年
に
は
こ
の
第
五
管
理
本
部
に

ユ
ダ
ヤ
人
局
と
い
う
部
門
が
設
置
さ
れ
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
監
視
を
一
段
と

強
め
た
。
」
（
増
田
純
男
編
「
言
語
戦
争
」
大
修
館
書
店
　
一
九
七
八
年
）
。
と
こ
ろ

が
、
渡
辺
は
、
「
同
じ
印
欧
族
で
も
ス
ラ
ブ
族
は
今
の
ソ
連
を
見
れ
ば
わ
か
る

よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
人
種
問
題
は
な
い
」
と
断
定
し
て
い
る
。
し
か

し
、
ア
メ
リ
ヵ
の
人
種
問
題
（
主
と
し
て
黒
人
差
別
）
と
、
ソ
連
の
人
種
問
題

（
た
と
え
ば
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
規
制
と
差
別
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
背
景
や
現
在

の
争
点
に
お
け
る
相
違
は
あ
れ
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
公
分
母
を
も
つ
た
問
題
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
渡
辺
の
指
摘
の
現
実
の
対
応
度
に
た
い
す
る
疑
問
の
第
三
は
、
個
人
に
と
つ



て
神
秘
的
な
重
要
さ
を
持
つ
言
語
的
相
違
が
、
強
調
さ
れ
鮮
明
に
な
る
社
会
状

況
が
人
種
差
別
を
生
む
一
般
的
原
因
の
一
つ
と
な
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
ゲ
ル
マ
ン
語
を
話
す
人
々
」
特
有
の
現
象
と
し
て
人
種

問
題
を
と
ら
え
る
よ
り
も
、
渡
辺
の
指
摘
に
従
う
な
ら
ば
十
六
世
紀
中
ご
ろ
か

ら
ゲ
ル
マ
ソ
語
を
話
す
人
々
の
間
で
、
言
語
的
相
違
に
も
と
づ
い
た
彼
我
意
識

が
社
会
的
状
況
の
中
で
強
調
さ
れ
、
そ
れ
が
後
の
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
発
展
と
展
開
に
深
い
影
響
を
与
え
た
と
と
ら
え
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

事
実
、
今
日
で
も
第
三
世
界
の
状
況
は
、
国
内
に
お
け
る
言
語
的
多
様
性
の
中

で
社
会
統
合
を
ど
の
よ
う
に
達
成
す
べ
き
か
を
模
索
し
て
い
る
。
そ
の
模
索
の

過
程
で
、
特
定
の
言
語
の
公
用
語
化
は
、
残
り
の
言
語
を
話
す
人
々
へ
の
差
別

を
殆
ん
ど
の
場
合
、
伴
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
の
状
況
に
つ
い

て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
運
の
悪
い
場
所
に
生
れ
て
き
た
イ
ン
ド
人
は

全
国
的
な
水
準
で
一
人
前
に
な
ろ
う
と
す
る
と
少
く
と
も
四
つ
の
言
葉
を
マ
ス

タ
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
生
れ
た
部
族
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉

は
小
学
校
の
段
階
で
も
う
頼
り
に
な
ら
な
く
な
り
、
初
等
教
育
を
終
ら
せ
る
た

め
に
は
そ
の
州
の
公
用
語
を
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
中
央
政
府
の

役
人
に
な
つ
た
り
、
全
国
に
支
店
の
あ
る
大
企
業
に
就
職
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

国
の
公
用
語
で
あ
る
ヒ
ソ
デ
ィ
語
を
マ
ス
タ
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に

政
府
の
高
官
や
一
流
企
業
の
重
役
に
な
ろ
う
と
す
れ
ぽ
大
学
を
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
大
学
教
育
の
大
部
分
が
英
語
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
英
語
を
人

並
み
以
上
に
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
言
葉
の
多
様
性
と
多
層
性
が
、
カ
ー
ス
ト
な
ど

の
伝
統
的
な
社
会
制
度
と
か
ら
み
あ
つ
て
、
エ
リ
ー
ト
と
大
衆
の
ギ
ャ
ッ
プ
を

　
　
　
紹
介
と
批
評

拡
げ
、
一
つ
の
国
と
し
て
の
発
展
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も

明
ら
か
で
あ
る
。
」
（
増
田
純
男
編
前
掲
書
）
。
つ
ま
り
、
特
定
の
言
語
に
属
す

る
人
々
が
人
種
差
別
を
鮮
明
に
う
ち
出
す
理
由
は
、
言
語
に
よ
り
集
団
ア
ィ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
て
い
る
非
公
用
語
集
団
の
人
々
に
第
二
級
の
市
民
で
あ
る

と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
公
用
語
お
よ
び
そ
の
集
団
に
属
す

る
人
々
の
優
越
性
を
強
調
し
、
ひ
い
て
は
特
定
言
語
の
公
用
語
た
る
所
以
を
示

そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⇔

　
渡
部
昇
一
教
授
の
「
言
語
と
民
族
の
起
源
に
つ
い
て
』
は
、
深
い
学
識
と
平

易
な
文
章
で
私
達
に
言
語
論
の
系
譜
を
、
簡
明
に
示
し
て
く
れ
る
著
書
で
あ
る

と
思
う
。
そ
の
記
述
の
中
に
は
、
政
治
社
会
学
を
専
攻
す
る
私
に
と
つ
て
、
先

に
示
し
た
よ
う
な
個
々
の
点
に
お
い
て
疑
問
は
残
る
が
、
人
種
問
題
へ
の
視
座

に
と
つ
て
、
示
唆
に
富
む
指
摘
が
多
く
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
示
唆
は
、

人
種
差
別
の
現
実
へ
の
分
析
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
言
語
論
か

ら
引
ぎ
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
た
ち
は
、
現
実
と
の
対
応
に
お
い

て
渡
部
の
示
唆
を
見
直
す
こ
と
に
よ
り
、
人
種
差
別
の
背
景
や
原
因
と
し
て
私

た
ち
政
治
社
会
学
老
の
多
く
が
見
逃
し
て
い
た
重
要
な
側
面
が
あ
つ
た
こ
と
を

発
見
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
世
界
に
あ
る
言
語
問
題
の
現
実
を
知
る
上
で
、
既
に
内
容
の
一
部
を
引
用
し

た
が
、
増
田
純
男
編
「
言
語
戦
争
」
（
大
修
館
書
店
　
一
九
七
八
年
）
は
、
解
説
書

と
し
て
よ
く
ま
と
ま
つ
て
い
る
。
著
者
は
、
海
外
経
歴
の
豊
か
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
達
で
あ
り
、
言
語
問
題
の
論
理
的
考
察
や
歴
史
的
背
景
の
解
明
で
は
な
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紹
介
と
批
評

く
、
「
政
治
、
経
済
と
密
接
に
結
び
つ
き
刻
々
に
流
動
す
る
人
間
生
活
全
般
に

わ
た
る
社
会
現
象
」
と
し
て
把
え
た
地
域
別
レ
ポ
ー
ト
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
本
は
言
語
問
題
が
社
会
的
対
立
や
紛
争
を
ひ
ぎ
起
こ
す
公
分
母

は
何
か
に
つ
い
て
の
考
察
を
、
ま
つ
た
く
欠
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
明
ら
か
に

個
々
の
レ
ポ
ー
ト
が
主
と
し
て
現
状
記
述
に
終
始
し
、
言
語
問
題
の
歴
史
的
背

景
や
将
来
の
展
望
に
つ
い
て
記
述
し
考
察
す
る
労
力
を
は
ぶ
い
て
い
る
た
め
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
ソ
連
の
言
語
政
策
の
記
述
の
中
で
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
が
い

か
に
ソ
連
の
ア
キ
レ
ス
腱
で
あ
る
か
わ
か
る
」
と
い
う
指
摘
を
、
ソ
連
の
中
東

政
策
と
の
関
連
だ
け
で
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
安
易
す
ぎ
る
。
ロ

シ
ア
の
反
セ
ム
主
義
の
歴
史
的
考
察
な
く
し
て
は
、
現
在
の
ソ
連
の
ユ
ダ
ヤ
人

間
題
の
解
明
は
で
き
な
い
筈
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
デ
ィ
語
が
国
語

に
な
れ
る
か
を
論
じ
た
中
で
、
「
イ
ン
ド
に
見
る
横
の
面
で
の
多
様
性
と
縦
の

線
で
の
多
層
性
は
、
言
語
問
題
を
真
剣
に
考
え
る
人
達
を
時
と
し
て
絶
望
的
に

す
る
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
一
国
内
に
多
数
言
語
の
存
在
す
る
こ
と
を
、
社
会

病
理
現
象
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
か
ら
議
論
を
は
じ
め
て
い
る
。
い
う
迄
も
な

く
、
こ
の
見
方
は
言
語
的
に
も
極
め
て
等
質
的
な
社
会
で
育
つ
た
日
本
人
の
思

考
の
特
徴
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
ヵ
ナ
ダ
の
言
語
問
題
を
ヶ
ベ
ッ
ク
独
立
運
動

と
の
関
連
で
論
じ
る
中
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
系
住
民
が
英
語
系
住
民
と
の
文
化
の

対
等
化
を
強
く
主
張
L
て
も
（
両
様
文
化
主
義
）
、
そ
の
他
の
カ
ナ
ダ
を
構
成
す

る
諸
民
族
に
ま
で
文
化
的
に
対
等
な
立
場
を
附
与
し
よ
う
と
す
る
政
策
（
多
様

文
化
主
義
）
に
抵
抗
し
て
い
る
事
実
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
カ

ナ
ダ
の
言
語
問
題
の
記
述
と
し
て
は
適
切
性
を
欠
く
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
に
指
摘
し
た
よ
う
な
い
く
つ
か
の
批
判
は
あ
る
が
、
増
田
純
男
編
に
な
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る
こ
の
本
は
次
に
か
か
げ
る
目
次
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
広
く
世
界
の
言
語

紛
争
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
点
で
、
こ
の
問
題
に
関
心
を
持
つ
者
に
と
つ
て
、
一

読
す
る
価
値
が
あ
る
。

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

第
6
章

第
7
章

第
8
章

第
9
章

第
1
0
章

第
n
章㊧

ベ
ル
ギ
ー
の
言
語
紛
争
〈
ワ
ロ
ン
・
フ
ラ
マ
γ
の
対
決
〉

カ
ナ
ダ
・
仏
語
地
区
住
民
の
強
硬
路
線
く
ヶ
ベ
ッ
ク
万
歳
V

フ
ラ
ン
ス
の
〃
挑
戦
μ
〈
法
律
で
英
語
ボ
イ
コ
ッ
ト
〉

タ
イ
・
韓
国
に
氾
濫
す
る
日
本
語
く
一
方
通
行
の
言
語
と
反
日
V

平
等
を
求
め
る
米
国
の
言
語
戦
争
〈
少
数
民
族
か
ら
ウ
ー
マ
ン
リ

ブ
ま
で
〉

ソ
連
と
少
数
民
族
の
言
語
〈
共
産
主
義
国
家
の
言
語
政
策
〉

複
雑
な
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
状
況
く
ロ
シ
ア
語
は
不
人
気
ド
イ

ツ
語
が
優
勢
V

言
語
改
革
に
挑
戦
す
る
中
国
く
人
民
の
た
め
の
言
語
研
究
V

イ
ン
ド
の
心
イ
ン
ド
の
言
葉
く
ヒ
ン
デ
ィ
は
国
語
に
な
れ
る
か
V

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
言
語
的
配
慮
く
多
民
族
国
家
の
統
一
の
た
め

に
V

ア
フ
リ
カ
人
の
言
語
戦
争
く
植
民
地
時
代
の
影
と
大
国
の
介
入
の

な
か
で
V

　
私
は
、
今
日
の
人
間
コ
、
・
・
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
が
あ
ま
り
に
も
、
行
動
科

学
に
基
礎
を
置
く
情
報
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
か
た
よ
り
す
ぎ
て
い
る
よ
う
な
気

が
す
る
。
人
間
に
と
つ
て
、
言
語
は
単
な
る
音
素
に
還
元
で
き
な
い
神
秘
的
な



重
み
を
持
つ
て
い
る
と
思
う
。
言
葉
（
或
い
は
文
字
）
は
、
人
間
の
精
神
構
造
と

密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
言
葉
は
人
間
の
精
神
構
造
を

規
制
す
る
。
た
と
え
ば
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
原
因
が
、
ド
イ
ツ
皇
帝
ヴ
ィ
ル

ヘ
ル
ム
ニ
世
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
太
子
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
の
暗

殺
に
同
情
し
た
あ
ま
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
ヘ
の
支
持
の
約
束
を
｝
セ
筈
巴
§
鴨
守

茸
o
ま
．
、
と
表
現
し
た
こ
と
に
あ
つ
た
と
い
う
分
析
が
あ
る
（
甘
ぎ
ω
8
霧
，

ω
ぼ
凶
①
き
≦
び
『
2
暮
一
〇
霧
O
o
日
o
譲
餌
き
ω
け
竃
帥
旨
言
．
の
℃
器
器
噛
2
0
名
鴫
o
『
ぎ

お
謡
）
、
こ
の
言
葉
は
、
ド
イ
ツ
文
化
圏
に
住
む
者
の
み
に
た
い
し
、
強
い
拘

束
力
を
持
つ
誓
い
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。
こ
の
一
言
の
た
め
に
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル

ム
ニ
世
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
支
持
し
て
戦
争
突
入
の
道
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て

行
つ
た
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
先
の
自
由
民
主
党
総
裁
予
備
選
挙
に
お
け
る
福
田
候
補
の
「
天
の
声
」

発
言
は
、
結
局
自
ら
の
行
動
を
し
ば
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
も
し
、

福
田
候
補
が
予
備
選
挙
を
「
民
の
声
」
と
し
て
尊
重
す
る
と
し
て
い
た
ら
、
本

選
挙
で
「
天
の
声
」
を
聞
く
こ
と
は
で
き
た
筈
で
あ
る
。
福
田
候
補
の
本
選
挙

不
出
馬
は
、
予
備
選
挙
の
結
果
の
票
差
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
が
「
天
の

声
」
と
し
た
も
の
を
無
視
す
る
こ
と
が
“
明
治
三
十
八
才
μ
の
老
政
治
家
に
と

つ
て
倫
理
的
に
で
き
な
か
つ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
私
は
、
政
治
学
へ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
新
た
な
方
向

を
、
言
葉
の
神
秘
性
が
政
治
に
及
ぼ
す
影
響
（
た
と
え
ば
人
種
問
題
や
指
導
者
の

行
動
へ
の
規
制
、
世
論
操
作
に
お
け
る
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
言
葉
等
々
）
を
、
従
来
の

社
会
科
学
的
と
さ
れ
る
分
析
方
法
に
あ
え
て
逆
つ
て
開
拓
し
て
み
た
い
と
考
え

て
い
る
。
こ
の
考
え
を
持
つ
私
に
と
つ
て
、
渡
部
昇
一
教
授
の
著
書
と
、
増
田

純
男
氏
の
編
著
に
な
る
本
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
つ
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
修
舘
書
店
　
一
九
七
八
年
一
月
　
×
＋
三
九
六
頁
）
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