
日
本
に
お
け
る
言
語
接
触
と

バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム

鴨
確
　

１

　

「
単

一
国
家
言
語
」
」

，
単

〓
百
語
国
家
」

納』

日
本
語
は
日
本
国
内
以
外
に
、
南
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
や
ハ
ワ
イ

な
ど
で
、
日
本
か
ら
の
移
民
や
そ
の
子
孫
の
間
で
話
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
ア
ジ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
の
世
界
各
地
に
は
、
日
本
国
籍

を
有
す
る
在
外
邦
人
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本

語
話
者
の
全
体
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
人
々
の
割
合
は
非
常
に

少
な
く
、
「
」
の
地
球
上
で
、
日
本
語
と
い
う
言
語
が
ど
こ
の
国

で
話
さ
れ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
、
当
然

「
日
本
国

内
で
」
と
い
う
回
答
が
返
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
日
本

語
と
い
う
言
語
は

「単

一
国
家
言
語
」
に
極
め
て
近
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
日
本
国
内
で
暮
ら
し
て
い
る
人
が
何
語
を
話
し
て
い
る

か
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
日
本
国
内
の
居
住
者
の
ほ
と
ん
ど

が
母
語
と
し
て
日
本
語
を
話
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
日
本
は

「単

一
言
語
国
家
」
に
極
め
て
近
い
の
で
あ
る
。
日
本
国
内
の
最
大
の

異
民
族
で
あ
る
在
日
韓
国
　
朝
鮮
人
で
も
、
日
本
語
を
話
せ
る
人

は
ほ
ぼ
全
体
に
近
い
。

と
こ
ろ
で
、
話
者
の
人
数
だ
け
を
社
会
言
語
学
で
は
重
視
し
て

は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、
大
地
震
の
た

め
に
大
勢
の
人
命
が
失
わ
れ
た
と
い
う
の
と
、　
一
人
が
地
滑
り
で

亡
く
な
っ
た
と
い
う
の
を
聞
い
た
と
き
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
衝
撃

の
大
き
さ
も
違
う
で
あ
ろ
う
。
被
害
者
が

一
人
だ
け
で
も
、
大
勢

の
人
の
死
を
悲
し
む
と
き
と
同
じ
ほ
ど
の
衝
撃
を
受
け
る
は
ず
で

あ
る
が
、
実
際
に
は
死
者
の
数
が
多
い
方
が
そ
れ
を
聞
く
人
に
与

108
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え
る
衝
撃
が
大
き
い
。

少
数
派
言
語
の
話
者
を
考
え
る
と
き
に
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う

な
心
理
が
ど
う
し
て
も
働
い
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、
プ
ラ
ジ
ル
か

ら
来
日
し
て
い
る
労
働
者
は
大
勢
い
る
か
ら
、
彼
ら
の
子
供
に
対

す
る
日
本
語
教
育
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
教
育
は
重
視
す
べ
き
問
題
で

あ
る
が
、
在
日
ネ
パ
ー
ル
人
は
そ
れ
に
比
べ
て
人
数
が
少
な
い
の

で
、
彼
ら
の
言
語
教
育
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
も
の
で
は
な
い

と
、
つ
い
考
え
て
し
ま
う
。
確
か
に
税
金
に
は
制
限
が
あ
る
の
で
、

教
育
方
針
や
補
助
を
考
え
る
と
き
は
、
最
も
多
い
言
語
話
者
を
援

助
す
る
の
が
最
も
現
実
的
な
や
り
方
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
に
最
多
数
派
を
優
先
す
る
と
い
う
方
針
は
や
む
を
得
な

い
選
択
で
あ
っ
て
、
本
来
は
す
べ
て
の
言
語
を
同
程
度
に
尊
重
す

る
べ
き
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
日
本
語
と
他
言
語
と
の
接
触
を
主
に
国
内
の
視
点

か
ら
見
て
、
日
本
に
お
け
る
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
次

に
、
話
者
個
人
の
多
面
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

（帰
属
意
識
）
と

そ
の
人
の
言
語
選
択
　
使
用
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
に
、
そ

の
話
者
の
人
数
に
つ
い
て
触
れ
る
が
、
言
語
学
者
と
し
て
、
ま
た

の
あ
る

一
人
の
人
間
と
し
て
、
こ
う
し
た
数
字
に
こ
だ
わ
ら

に
、
す
べ
て
の
言
語
話
者
を
平
等
に
扱
う
こ
と
は
忘
れ
て
は
な

一．　２　日本
の言朧薇噛たガ

リズ
ムの歴史　　　秦一

従
来
、
日
本
と
い
う
国
、
お
よ
び
日
本
語
と
い
う
言
語
は
、
独

立
し
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
日

本
語
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
他
の
言
語
と
の
接
触
が
ほ
と
ん
ど
皆

無
で
あ
っ
た
時
期
は
鎖
国
時
代
ぐ
ら
い
の
も
の
で
、
そ
れ
以
外
で

は
、
言
語
接
触
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

日
本
語
は
言
語
接
触
に
よ
つ
て
生
ま
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
指

摘
さ
れ
て
い
る

（Ｋ
，，♀
【５
０
。
日
本
語
の
起
源
を
め
ぐ
る
諸
説

に
は
、
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
語
族
の
基
層
言
語
と
ア
ル
タ
イ
語
族

の
上
層
言
語
か
ら
な

っ
た
と
い
う
ク
レ
オ
ー
ル
言
語
説

（９
２
，

も
∞０
・^
縫
彗
ｏ，
】０∞じ

と
、
こ
の
二
つ
の
一一一口語
を
基
礎
言
語
と
上

層
言
語
と
定
め
な
い
混
合
言
語
説
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
紀
元
前
の
日
本
列
島
に
お
け
る
複
数
の

言
語
を
使
用
し
た
人
々
が
、
面
と
向
か
っ
て
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
行
っ
た
言
語
接
触
状
況
が
そ
れ
ぞ
れ
根
底
に
あ
る
。

日
本
語
は
複
数
の
言
語
が
接
触
し
た
結
果
、　
一
つ
の
言
語
に
結

晶
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
他
言
語
と
の
接
触
は
決
し
て

珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
言
語
接
触

が
起
き
た
形
跡
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
日
本
語
に
入
っ
た
借

用
語
で
あ
る
。
文
字
が
ア
ジ
ア
か
ら
導
入
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
大

日
本
に
お
け
る
言
語
接
触
と
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム



陸
の
話
者
か
ら

「
こ
め
」
や

「う
ま
」
、
ま
た
、
ア
イ
ヌ
語
話
者

か
ら
は

「か
み

（神
こ

が
借
用
さ
れ
た
と
い
つヽ
説
が
あ
る
。

大
陸
か
ら
導
入
さ
れ
た
文
字
と
合
わ
せ
て
、
大
量
の
単
語
も
日

本
語
に
入
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
伝
え
た
の
は
人
だ
っ
た
の

で
、
話
し
こ
と
ば
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
渡
来
人
と
日
本
人
と

の
間
に
言
語
接
触
が
起
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
日
本
側
か
ら

も
人
が
勉
学
や
貿
易
の
た
め
に
大
陸
へ
と
渡
っ
た
。
彼
ら
は
筆
談

で
意
思
疎
通
を
行
っ
た
場
合
も
あ
っ
た
が
、
語
し
こ
と
ば
の
レ
ベ

ル
に
お
い
て
も
、
臨
時
的
な

（あ
る
い
は
償
習
化
さ
れ
た
）
簡
略
化

さ
れ
た
言
語
体
系

（ビ
ジ
ン
の
よ
う
な
も
の
）
が
使
わ
れ
た
と
考
え

る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

室
町
時
代
に
来
日
し
た
西
洋
人
が
日
本
語
を
学
習
し
、
辞
書
や

文
法
書
を
作
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
基
層
言
語
に
し
た
ビ
ジ
ン
が

一
七
世
紀
の
長
崎

で
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
説
が
あ
る

（Ｖ
Ｌ
Ｆ
３
１
８
ｏ
。

一
九
世
紀
に
鎖
国
政
策
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
開
港
横
浜
で

「
ヨ

コ
ハ
マ
・
ダ
イ
ア
レ
ク
こ

と
呼
ば
れ
た
ビ
ジ
ン
日
本
語
が
港
町
な

ら
で
は
の
異
民
族
社
会
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
と

し
て
広
ぐ
用
い
ら
れ
て
い
た

０
３
９
Ｒ
Ｆ
員
首
，〓
ミ

カ
イ
ザ
ー

ー
一
九
九
七
）。
ま
た
明
治
時
代
に
な
る
と
、
日
本
政
府
に
招
待
さ

れ
、
日
本
に
長
期
滞
在
、
あ
る
い
は
永
住
す
る
西
洋
人

（英
、
米
、

独
、
仏
）
は
約

一
万
人
に
増
え
た
の
で
、
彼
ら
と
日
本
人
と
の
間

に
行
わ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
多
少
の
接
触
言
語
的
な

要
素
が
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

日
本
語
と
他
一言
語
と
の
接
触
の
舞
台
は
や
が
て
日
本
国
内
か
ら

海
外
へ
と
広
が
る
。
契
約
労
働
者
や
労
働
と
い
う
身
分
で
、
数
十

万
人
の
日
本
人
が
オ
セ
ア
ニ
ア

（ハ
ワ
イ
、
グ
ア
ム
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
、
フ
ィ
ジ
ー
）、
南
北
ア
メ
リ
カ

（プ
ラ
ン
ル
、
ベ
ル
ー
、
カ
ナ
ダ
、

メ
キ
シ
ョ
、
米
国
、
グ
ア
テ
マ
ラ
）、
そ
し
て
東
南
ア
ジ
ア

（
マ
レ
ー

半
島
な
ど
）
で
生
活
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
の
中
で
ハ
ワ
イ

の
一日
語
接
触
が
最
も
研
究
さ
れ
て
い
る
。

大
東
亜
文
化
圏
を
提
唱
す
る
大
日
本
帝
国
が
誕
生
す
る
と
、
か

つ
て
に
な
い
ほ
ど
の
日
本
語
と
他
言
語
と
の
接
触
が
実
現
す
る
。

こ
の
場
合
、
日
本
が
統
治
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
、
接
触
言
語

が
発
生
す
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
因

（日
杢
話
に
よ

る
学
校
教
育
の
有
無
、
現
地
語
の
数
、
統
治
の
長
さ
な
ど
）
を
老
着
“し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
地
の
人
が
ほ
ぼ
完
壁
に
習
得
し
た
日
本

語
を
使
っ
た
場
合

翁
鮮
半
島
な
ど
）
か
ら
、
日
本
人
が
現
地
の
言

語
を
習
得
し
て
使
う
場
合

（パ
フ
ア
一二

―
ギ
ニ
ア
な
ど
）
ま
で
さ

ま
ざ
ま
で
あ
る
。
ま
た
支
配
者
の
言
語
と
現
地
語
と
の
間
に
生
ま

れ
た
簡
略
化
さ
れ
た
日
本
語
が
共
通
語
と
し
て
使
わ
れ
た
ケ
ー
ス

も
あ
る

（、
ク
ロ
ネ
シ
ア
諸
鳥
な
ど
、
〓
Ｅ
晨
房
●
営
〓
Ｆ
千
８
００
。

日
本
が
続
治
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
言
語
接
触
し
た
可
能
性

は
高
い
が
、
そ
れ
に
関
す
る
資
料
は
極
め
て
少
な
い
。　
一
九
四
〇



年
代
の
旧
満
州
国
で
、
現
地
の
日
本
人
住
民
と
中
国
語
話
者
と
の

間
に
行
わ
れ
た
接
触
言
語
の
会
話
例
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う

し
た
接
触
言
語
の
実
態
や
使
用
状
況
は
把
握
さ
れ
て
い
な
い

（丸

山
―
一
九
四
二
、　
〓
二
八
頁
）。

戦
後
の
問
題
処
理

（従
軍
慰
安
婦
、
北
方
領
土
な
ど
）
は
平
成
時

代
の
政
治
的
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
言
語
学
の
分
野
で
も
、

戦
前
の
植
民
地
で
ど
の
よ
う
な
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
が
あ

っ
た

か
、
戦
後
、
日
本
語
が
ど
の
よ
う
な
跡
を
残
し
た
か
な
ど
の
学
問

的
な
研
究
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
最
近
、
旧
南
洋
諸
島

（ミ
ク

〓
季
ン
ア
）
に
お
け
る
日
本
語
の
残
存
状
況
、
お
よ
び
、
日
本
語

と
現
地
語
と
の
接
触
に
関
す
る
研
究

（ｒ
目”ｏ・‐】３
じ

が
行
わ
れ

て
い
る
。　
一
方
、
韓
国
な
ど
の
旧
植
民
地
を
含
む
世
界
各
国
で
日

本
語
に
対
す
る
意
識
調
査
が
続
け
ら
れ
て
い
る

（真
田
他
―

一
九
九

二ハ）。

毎
”　

３
　
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辮』

日
本
国
内
の
最
大
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
朝
鮮
半
島
の
出
身
者
、

よ
び
そ
の
子
孫
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
国
内
の
言
語
的
マ
イ
ノ

刊
テ
ィ
の
中
で
も
、
在
日
韓
国
　
朝
鮮
人
に
関
す
る
研
究
は
相
当

任
に
よ
る
と
、
在
日
　
在
米
の
韓
国
人
に

「あ
な
た
は
ど
の
程

度
韓
国
人
だ
と
思
う
か
」
と
尋
ね
る
と
、
「か
な
り
近
い
、
完
全

に
近
い
」
と
答
え
た
人
は
ア
メ
リ
カ
で
は
人
三
％
、
日
本
で
は
三

〇
％
で
あ
っ
た
。
当
初
、
日
本
と
比
べ
て
ア
メ
リ
カ
に

一
世
の
割

合
が
多
い
こ
と
が
そ
の
調
査
結
果
の
偏
り
を
生
ん
で
い
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
韓
国
生
ま
れ
の
イ
ン
フ
オ

ー
マ
ン
ト

（
一
世
）
は
ア
メ
リ
カ
調
査
の
七
割
を
占
め
て
い
る
の

に
比
べ
て
、
日
本
調
査
は

一
割
弱

（任
―

一
九
九
二
、
三
二
頁
）
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
次
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ

に
関
す
る
調
査
結
果
か
ら
、
先
の
調
査
結
果
に
間
違
い
は
な
い
こ

と
が
分
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
在
住
の

一
世
は
自
国
に
対

す
る
強
い
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
を
持
っ
て
い
る
の
が
九
二
％
に
対

し
て
、
日
本
在
住
は
七
七
％
と
い
う
デ
ー
タ
を
別
の
項
目
で
得
て

い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
た
祖
国
で
暮
ら
し
た
経
験
の
な
い
二

・

三
世
で
も
、
強
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持

っ
て
い
る
の
は
、
在

米
で
は
五
五
％
で
、
在
日
で
の
二
六
％
に
比
べ
て
大
き
か
っ
た
。

（任
―
一
九
九
二
、
五
二
頁
）。

ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
の
大
き
さ
と
言
語
使
用
と
の
関
係
に
は
社

会
環
境
の
差
も
表
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
在
日
で
は
、
ア
イ
デ

ン
テ
イ
テ
イ
を
感
じ
て
い
る
人
と
ほ
ぼ
同
じ
割
合

（二
七
％
）
が

「韓
国
語
が
話
せ
る
」
と
い
う
結
果
を
生
ん
で
い
る

（任
―

一
九
九

二
、　
一
九
八
頁
）。
逆
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
強
い
ア
イ
デ
ン
テ
イ

の
で
、
こ
こ
で
は
言
語
使
用
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
イ
に
か
か

つ
か
の
調
査
結
果
だ
け
に
触
れ
て
お
こ
う
。

日
本
に
お
け
る
言
語
接
触
と
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム



テ
ィ
を
感
じ
た
二
世
　
三
世
は
半
分
く
ら
い
に
と
ど
ま

っ
て
い
た

の
に
対
し
、
「話
せ
る
」
人
は
人
〇
％
に
も
上
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
ア
メ
リ
カ
在
住
の
韓
国
人

（韓
国
系
）
の
場
合
、
祖
国
の
言

語
を
保
持
す
る
た
め
の
要
因
と
し
て
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
必

要
と
し
て
い
な
い
現
地
生
ま
れ
が
大
勢
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

生
越
の
研
究
で
は
、
在
日
韓
国
　
朝
鮮
人
が
話
し
相
手
に
よ
っ

て
、
ま
た
は
状
況
に
よ
っ
て
、
祖
国
の
こ
と
ば
を
使
わ
な
く
な
っ

て
い
る
現
象
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
韓
国
語
の
使

用
率
が
最
も
高
い

「年
上
」
の
場
合
で
す
ら
、
祖
国
の
こ
と
ば
を

使
う
二
世
は
四
割
に
満
た
な
い
。
ま
た

「挨
拶
」
と
い
う
あ
ま
り

高
度
な
言
語
能
力
を
要
し
な
い
状
況
に
お
い
て
も
、
朝
鮮
　
韓
国

語
を
使
う
人
は
半
分
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

（生
越
―
一
九
九
こ
。

北
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
と
関
係
を
持
つ
朝
鮮
学
校
は
日

本
に
百
校
近
く
あ
る
。
近
畿
圏
を
中
心
に
、
東
は
東
京
、
西
は
福

岡
へ
と
太
平
洋
沿
い
の
都
市
に
集
中
し
て
分
布
し
て
い
る

（朝
鮮

新
報
社
―

一
九
九
七
）。
朝
鮮
学
校
で
は
従
来
と
同
様
に
、
朝
鮮
語

に
よ
る
授
業
を
行
い
、
外
国
語
科
目
と
し
て
日
本
語
と
英
語
を
教

え
て
い
る
が
、
「朝
鮮
に
帰

っ
た
後
の
生
活
」
の
た
め
の
教
育
か

ら
、
「
日
本
で
生
活
す
る
」
た
め
の
教
育

へ
と
そ
の
方
針
が
大
き

く
変
わ
っ
て
き
て
い
る

（ぞ
磐
∝‐】３
●
。

な
お
、
大
韓
民
国
と
関
係
し
て
い
る
在
日
韓
国
人
の
場
合
は
、

祖
国
の
言
語
保
持
が
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
大
き
な
課
題
に
な
る
で
あ

中
国
語
を
話
す
滞
在
者
の
問
題
は
複
雑
で
あ
る
。
ま
ず
、
「中

国
語
」
と
い
う
総
称
の
中
に
複
数
の
言
語

（北
京
語
、
広
東
語
な
ど
）

が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
う
し
た
違
い
を
除

い
て
も
、
中
国
語
圏
の
滞
在
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
っ
た
事
情

が
あ
る
。

第

一
に
は
、
数
世
代
に
わ
た
っ
て
日
本
で
生
活
し
て
い
る
、
い

わ
ゆ
る
華
僑
の
人
が
い
る
。
彼
ら
の
二
言
語
生
活
、　
一
世
の
日
本

語
習
得
や
習
得
し
た
日
本
語
の
特
徴
、
二
世
　
三
世
の
中
国
語
の

保
持
な
ど
に
関
す
る
研
究
課
題
が
多
く
残
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
日
本
国
籍
を
持
ち
な
が
ら
も
、
中
国
語
を
母
語
と
し

て
い
る
残
留
孤
児
、
お
よ
び
そ
の
家
族
に
対
す
る
日
本
語
教
育
が

大
き
な
課
題
に
な
る
０
ま
た
、
残
留
孤
児
の
孫
の
世
代
で
は
バ
イ

リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
が
重
要
な
研
究
課
題
と
な
り
、
日
本
生
ま
れ
の
彼

ら
の
子
孫
で
は
中
国
語
の
言
語
保
持
が
問
題
と
な
る
。

第
三
に
は
、
最
近
来
日
し
た
中
国
語
圏
の
人
々
で
あ
る
。
彼
ら

は
、
実
に
多
彩
で
あ
り
、
日
本
に
定
住
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る

「新
華
僑
」
か
ら
、
修
学
や
就
労
目
的
で
短
期
間
日
本
に
滞
在
し

て
い
る

「
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
」
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
の

ろ
ヽ，
。

4

華
僑
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人
が
存
在
し
て
い
る
。

「華
僑
」
に
関
す
る
統
計
は
取
得
し
に
く
い
。
中
国
系
の
人
々

の
中
に
は
、
数
十
年
前
に
来
日
し
て
永
住
し
て
い
る
人
、
日
本
で

生
ま
れ
育
っ
た
二
世
や
三
世
、
最
近
外
国
人
労
働
者
と
し
て
来
日

し
た
人
、
学
生
、
研
修
生
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
経
歴
を
持
つ
人
が
い

る
。
統
計
上
、
彼
ら
は

（帰
化
し
て
い
な
い
限
り
）
す
べ
て
非
日
本

国
籍
取
得
者
と
し
て
集
計
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
華
僑
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
は
、
在
日
韓
国
人
に
次
い
で
、
日
本
で
二
番
目
に
人
口

の
多
い
定
住
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
言
え
る
。

な
お
、
日
本
で
生
活
し
て
い
る
中
国
語
話
者
と
し
て
、
残
留
孤

帰
や
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
よ
り
も
、
「奉
嬌
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
に

こ
こ
で
は
注
目
し
た
い
。
少
数
民
族
の
言
語
が
維
持
に
大
き
く
貢

献
し
て
い
る
の
が
学
校
教
育
で
あ
ろ
う
。
日
本
に
は
、
か
つ
て
多

数
の
華
僑
学
校
が
日
本
各
地
に
存
在
し
た
。
最
も
歴
史
の
古
い
学

校
は
、
華
僑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
集
中
し
て
い
る
横
浜
、
神
戸
、
長

崎
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
に
は
、
北
海
道
、
群
馬
、
東
京
、
静

岡
、
京
都
、
大
阪
、
熊
本
に
あ
っ
た
し
、
現
在
も
開
校
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
る
。
か
つ
て
、
広
東
語
で
教
育
を
行
う
学
校
が
か
な

っ
た
が
、
今
存
続
し
て
い
る
五
校
は
い
ず
れ
も
北
京
語

で
あ
る
。
政
治
的
に
は
台
湾
を
支
持
す
る
の
が
三
校
で
、

の
二
つ
は
中
国
大
陸
派
で
あ
る

（符
腰
和
―

一
九
九
七
）。

見
て
き
た
よ
う
に
、
中
国
酷
を
母
語
と
す
る
人
、
あ
る

い
は
中
国
語
話
者
を
先
祖
と
す
る
人
々
の
民
族
的
、
あ
る
い
は
言

語
学
的
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を
左
右
す
る
要
因
は
数
多
く
あ
る
。

直
接
言
語
選
択
と
か
か
わ
っ
て
い
る
主
な
も
の
だ
け
で
も
、
（祖
先

の
）
一百
語

（北
京
語
、
広
東
話
な
ど
）、
地
域

（大
陸
、
台
湾
な
ど
）、

生
ま
れ

・
母
語

（日
本
生
ま
れ
、
日
本
語
を
母
語
と
し
て
い
る
か
ど
う

か
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
ら
の
言
語
状
況
と
こ
う
し
た
要
因
と
の

関
係
を
解
明
す
る
研
究
が
こ
れ
か
ら
期
待
さ
れ
る
。

「”　５
　「欧米系」の日本人　　　　　　　　　・』

日
本
に
帰
化
し
た
欧
米
系
の
人
に
は
、
例
え
ば
、
神
戸
在
住
の

ド
イ
ツ
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ
っ
た
。
自
ロ
シ
ア
入
系
の
日
本

人
で
野
球
選
手
、
Ｖ

・
ス
タ
ル
ヒ
ン
の
名
も
有
名
で
あ
る
。
文
書

の
世
界
で
は
モ
ラ
レ
ス
や
小
泉
八
雲

（ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
　
ハ
ー
ン
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
日
本
に
帰
化
し
た
欧
米
人
の
多
く
は
、
日

本
人
社
会
の
中
に
単
独
で
入
っ
て
い
っ
た
の
で
、
早
く
同
化
さ
れ

た
場
合
が
多
い
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
中
で
一
個
所
だ
け
、
西
洋
人
が
コ
ミ
ユ
ニ

テ
ィ
を
形
成
し
て
暮
ら
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
小

笠
原
諸
島
で
あ
る
。
現
在
で
も
こ
の
島
の
人
々
の
間
で
使
わ
れ
て

い
る

「欧
米
系
」
と
い
う
言
い
方
を
こ
こ
で
使
う
こ
と
に
し
た
が
、

彼
ら
の
先
祖
は
欧
米
以
外
に
も
太
平
洋
諸
島
か
ら
や
っ
て
き
た
。

日
本
に
お
け
る
言
圏
攘
触
と
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム



現
在
、
小
笠
原
諸
島
に
住
む
欧
米
系
の
数
を
特
定
す
る
の
は
困

難
で
あ
る
。
自
ら
の
こ
と
を

「欧
米
系
」
と
呼
ぶ
人
の
数
は
三
百

人
ま
で
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
先
祖
は

一
九
世
紀
前
半
に

無
人
島
だ
っ
た
父
島
に
や
っ
て
き
た
捕
鯨
船
な
ど
の
船
乗
り
と
彼

ら
が
連
れ
て
き
た
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
。
島
民
の
母
語
は
、
把
握

し
て
い
る
だ
け
で
も
、
英
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
チ
ャ
モ
ロ
語

（西
オ
ー
ス
ト
●
ネ
シ
ア
語
族
）、　
ハ
ワ
イ
語
、
キ

リ

バ
ス
語
、
ポ

ナ
ベ
語
、
タ
ヒ
チ
訳

北
マ
ル
ケ
ザ
ス
話

（以
上
東
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ

シ
ア
語
族
）、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
デ
ン
マ

ー
ク
語
、
ス
ベ
イ
ン
語
、
中
国
語
が
含
ま
れ
て
い
た
。

英
語
を
母
語
と
す
る
島
民
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
で
も
、
島
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
は
、
英
語
が
共
通
言
語
と

し
て
使
わ
れ
て
い
た
。　
一
九
世
紀
の
高
の
言
語
生
活
に
関
す
る
情
報

ほ
と
ん
ど
皆
無
に
等
し
い
が
、
わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
記
録
か
ら
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
情
報
を
引
き
出
し
て
、
当
時
の
言

語
生
活
を
ロ
ン
グ

（
一
九
九
八
）
が
再
現
し
て
い
る
。　
一
人
三
〇
年

か
ら

「小
笠
原
ビ
ジ
ン
英
語
」
が
形
成
さ
れ
始
め
て
、
後
に
島
生

ま
れ
の
二
世
が
増
え
て
・く
る
と
、
こ
れ
が
ク
レ
オ
ー
ル
化
し
て
、

「小
笠
原
ク
レ
オ
ー
ル
英
語
」
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
筆

者
は
考
え
て
い
る
。

一
人
七
〇
年
代
に
日
本
人
の
入
植
が
本
格
化
し
た
。
そ
れ
ま
で
、

島
に
は
学
校
や
教
育
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
日
本

政
府
が
日
本
語
と
英
語
の
両
方
に
よ
る
授
業
を
始
め
た
。
わ
ず
か

の
間
に
、
日
本
人
は
欧
米
系
の
数
を
上
回
り
、　
一
〇
年
後
に
は
欧

米
系
島
民
は
全
員
が
日
本
に
帰
化
し
て
い
た
。
こ
の
時
代
か
ら
ダ

イ
グ
ロ
シ
ア
的
な
言
語
使
用
状
況
が
始
ま
り
、
学
校
な
ど
の
公
的

な
場
面
で
は
日
本
語
、
家
庭
や
欧
米
系
が
集
う
場
面
で
は

「英
語
」

を
使
っ
て
い
た

（こ
れ
は
恐
ら
く

「標
準
英
鷹
」
と
い
う
よ
り
、
小
笠

原
タ
レ
オ
ー
ル
英
語
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
）。
や
が

て
、
彼
ら
の
二
つ
の
言
語
が
徐
々
に
混
合
し
、
こ
の
島
の
独
特
な

日
本
語
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
は

「小
笠
原
ク
レ
オ
ー
ル
日
本
語
」

と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
、
日
本
語
の
構
文
に
英
語
の
語
彙

的
形
態
素
か
ら
な
る
混
合
し
た
言
語
で
あ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
の
最
中
、
島
民
は
内
地
へ
の
引
き
揚
げ
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
。
敗
北
後
、
諸
島
は
米
海
軍
の
統
治
下
に
置
か
れ
、

自
称
欧
米
系
の
人
々
百

数
十
人
の
み
が
帰
島
を
昨
可
さ
れ
た
。

島
全
体
が
海
軍
の
秘
密
基
地
と
な
り
、
日
本
に
返
還
さ
れ
る

一
九

六
八
年
ま
で
の
四
半
世
紀
、
島
民
は
外
の
世
界
と
の
接
触
が
ほ
と

ん
ど
途
絶
え
た
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
、
海
軍
が
運
営
し
て

い
た
学
校
で
島
民
の
子
供
た
ち
は
ア
メ
リ
カ
英
語
で
勉
強
し
て
い

た
が
、
家
に
帰
る
と
日
本
語

（恐
ら
く
、
「小
笠
原
ク
レ
オ
ー
ル
日
本

語
し

を
し
ゃ
べ
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
半
世
紀
前
と
は
正
反
対
の
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア
的
言
語
使

用
状
況
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。
現
在
、
返
還
前
の
生
活
を
知
っ
て
い
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る
人
も
中
年
層
に
な
っ
て
お
り
、
若
い
世
代
は
内
地

（関
東
地
方
）

と
似
た
日
本
語
し
か
使
え
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
か
つ

て
の
二
つ
の
ク
レ
オ
ー
ル
言
語
は
姿
を
消
そ
う
と
し
て
い
る
。

百
数
十
年
に
わ
た
り
、
父
島
で
英
語
の
変
種
が
使
わ
れ
続
け
た

背
景
に
は
、
欧
米
系
島
民
が
独
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
を
形
成

し
、
保
っ
て
い
た
状
況
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
彼
ら

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
起
き
て
い
る
英
語
か
ら
日
本
語
へ
の
移
行
に

も
彼
ら
の
変
化
し
つ
つ
あ
る
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
が
関
与
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

黎
摯
　
６
　
ｎ里
不
の
さ
ま
ざ
晏
沐
彗
里
話
コ
ミ

ユ
ニ
テ
イ

　
　
餞」

本
稿
で
は
、
紙
面
の
制
約
お
よ
び
筆
者
の
知
識
の
限
界
が
あ
っ

た
の
で
、
在
日
朝
鮮
　
韓
国
人
、
在
日
華
僑
、
そ
し
て
小
笠
原
諸

島
の
欧
米
系
島
民
と
い
う
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
し
か
触
れ

．る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
以
外
に
も
、
日
本
語
と
バ
イ
リ

ン
ガ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
課
題
で
、
も

っ
と
学
問
的
な
理
解
を
深
め

る
べ
き
も
の
が
数
多
く
あ
る
。

日
本
に
住
む
ア
イ
ヌ
民
族
で
は
日
本
語
の
話
せ
な
い
者
は
い
な

ア
イ
ヌ
民
族
の
二
言
語
生
活
と
い
っ
た
研
究
課
題
は
も
は
や
史
料

に
頼
ら
ぎ
る
を
得
な
い
歴
史
的
な
研
究
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に

し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
課
題
を
先
延
ば
し
に
し
な
い
で
、
早
い
段

階
で
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

神
戸
、
横
浜
、
沖
縄
を
中
心
と
す
る
在
日
イ
ン
ド
人
の
数
は
五

〇
〇
〇
人
に
及
ぶ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
中
に
は
、
三
世
代
に
わ
た

り
日
本
に
滞
在
し
て
い
る
者
も
い
る
。
彼
ら
の
多
く
は
、
日
本
語

と
母
語
以
外
に
も
英
語
を
使
用
し
て
い
る
の
で
、
二
重
言
語
生
活

を
送
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

日
本
に
移
住
し
て
き
た
ベ
ト
ナ
ム
難
民
の
多
く
は
日
本
に
帰
化

し
て
い
る
の
で
、
国
籍
だ
け
を
調
べ
て
も
こ
の
人
た
ち
は
浮
か
び

上
が
っ
て
こ
な
い
。
難
民
本
人
の
日
本
語
習
得
の
問
題
以
外
に
、

二
世
の
ベ
ト
ナ
ム
語
保
持
が
課
題
と
な
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
た
く
さ
ん
の
外
国
人
労
働
者
が
日
本
国
内
で
暮
ら
し
て

い
る
。
中
で
も
特
に
多
い
の
は
日
系
プ
ラ
ジ
ル
人
で
あ
る
。
今
、

彼
ら
の
最
大
の
言
語
問
題
は
、
日
本
語
習
得
や
二
言
語
使
用
で
あ

る

（ナ
カ
ヽヽヽ
ズ
ー

一
九
九
六
）
が
、
滞
在
期
間
が
長
期
化
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
子
供
た
ち
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
教
育
や
言
語
保
持
の
問
題

が
よ
り
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。

一
方
、
「他
言
語
」
を
そ
の
ま
ま

「他
民
族
」
と
い
う
ふ
う
に

考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
日
本
国
内
に
、

自
分
た
ち
は
日
本
民
族
と
自
覚
し
な
が
ら
も
、
自
分
の
母
語
は
日

い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
イ
ヌ
語
話
者
の
人
数
が
今
日
で
は
ご

れ
て
い
る
の
で
、
和
人
と
ア
イ
ヌ
と
の
間
に
使
わ
れ
た
コ

ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
、
ア
イ
メ
民
族
の
日
本
語
学
習
の
過
程
、

日
本
に
お
け
る
言
語
接
触
と
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム



本
語
で
は
な
い
と
主
張
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
あ
る
。
そ
れ
は

聾
唖
者
で
あ
り
、
彼
ら
の
母
語
は
日
本
語
と
は
異
な
っ
た
言
語
体

系
を
持
つ
日
本
手
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
耳
が
不
自
由
と
い
う
こ

と
は
障
害
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
ら
に
と
っ
て
、
自
分
た
ち
の
ア
イ

デ
ン
テ
イ
テ
ィ
の
綿
ｒ
π
に
も
な
っ
て
い
る
。

一
藤
　
７
　
ア
ノ
■
ア
ン
テ
イ
テ
ィ
ル
与
星
堕
保
椿

　̈
　
　
　
　
議』

移
民
が
ど
の
よ
う
に
先
住
民
の
言
語
を
習
得
し
、
そ
し
て
次
の

世
代
が
ど
の
よ
う
に
先
祖
の
言
語
を
保
持
す
る
か
と
い
う
課
題

は
、
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
の
問
題
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
話

者
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
は
自
分
自
身
で
形
成
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
形
成
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
あ
る
社
会
的
環
境

の
中
で
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
黄
色
人
種
の
場
合
、

話
者
が
自
分
の
正
体
を
明
か
さ
な
け
れ
ば
、
（あ
る
程
度
で
は
あ
る

が
）
日
本
人
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

人
前
で
祖
先
の
言
語
を
使
う
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
言
語
選
択

の
行
動
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
身
分
を
明
か
す
行
為
に
も
な
る
。

こ
う
い
う
意
味
で
は
、
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
韓
国
人
の

言
語
選
択
に
比
べ
る
と
、
問
題
の
重
要
性
が
全
く
違
う
。

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
あ
る
民
族
の
言
語
を
話
せ
る
人
が
い

な
く
な
り
、
言
語
が
完
全
に
失
わ
れ
た
場
合
、
そ
の
民
族
に
属
し

て
い
る
人
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
が
い
く
ら
強
い
も
の
で

あ
っ
て
も
、
一言
語
を
介
し
て
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
表
す
こ

と
は
あ
り
得
な
い
。
ア
イ
ヌ
人
は
い
く
ら
そ
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン

テ
イ
テ
ィ
が
強
く
て
も
、
ア
イ
ヌ
語
が
話
せ
な
か
っ
た
ら
、
自
分

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
示
す
の
に
、
別
の
方
法

（ア
イ
メ
の
伝
統

芸
能
を
や
る
な
ど
）
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

民
族
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
持
す
る
た
め
に
は
、
言
語
の

使
用
は
必
ず
し
も
必
要
と
は
限
ら
な
い
。
米
国
の
黒
人
は
最
近
自

分
た
ち
の
こ
と
を

「
ア
フ
リ
カ
ン

・
ア
メ
リ
カ
ン
」
、
つ
ま
リ
ア

フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
、
と
自
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
ア
フ

リ
カ
の
言
語
の
話
せ
る
ア
メ
リ
カ
人
の
黒
人
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
に

す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
先
社
の
言
語
を
保
持
せ
ず
に
、
自
分
た
ち
の

言
語
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
持
す
る
と
い
う
行
為
で
あ
る
。

し
か
し
、
逆
の
現
象
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
あ
る
集

団
が
、
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
言
語
使
用
に
託
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
言
語
が
衰
え
て
い
っ
て
、
使
わ
れ

な
く
な
っ
て
い
く
ケ
ー
ス
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
な
ど
に
見
ら
れ
る
。

日
本
の
言
語
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
場
合
に
も
、
言
語
的
ア
イ
デ
ン

テ
イ
テ
ィ
の
強
さ
は
言
語
保
持
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
を
解
明
す

る
研
究
が
こ
れ
か
ら
も
期
待
さ
れ
よ
う
。
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