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お
そ
ら
く
世
界
の
ど
の
国
、
ど
の
地
域
で
あ
ろ
う
と
、
二
十
世
紀
の
後
半
に
言
語
学
を

か
じ
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
は
、
生
成
文
法
家
と
い
う
人
種
の
知
的
火
の
粉
を
浴
び
た
こ
と

が
あ
る
だ
ろ
う
。
教
室
に
入
る
な
り
、
黒
板
に
樹
形
図
を
描
き
、
机
の
上
に
座
っ
て
話
し

始
め
る
タ
イ
プ
の
人
た
ち
。
評
者
も
東
京
で
の
大
学
時
代
に
受
け
た
ブ
レ
ン
ト
・
デ
シ
ェ

ン
先
生
（
こ
の
先
生
は
例
外
的
に
極
め
て
体
系
的
で
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
授
業
を
さ
れ
た

が
）
の
音
韻
論
の
授
業
や
、
原
口
庄
輔
先
生
に
よ
る
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
のBarriers

の
購
読

（
時
折
飛
び
出
す
卑
猥
な
冗
談
と
取
り
尽
く
島
の
な
いM

IT
 Press

の
青
い
テ
キ
ス
ト
の
対

比
）、
大
学
院
留
学
時
代
の
パ
リ
で
聴
い
た
黒
田
成
幸
先
生
の
講
演
（
冒
頭
で
少
し
だ
け
フ

ラ
ン
ス
語
で
話
さ
れ
た
の
ち
に
、
英
語
に
変
わ
っ
て
続
け
ら
れ
た
講
演
の
後
で
も
、
日
本

語
は
一
言
も
発
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。）
な
ど
が
思
い
出
さ
れ
る
。

　

生
成
文
法
の
創
始
者
で
あ
る
ノ
ー
ム
・
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
日
本
や
フ
ラ
ン
ス
に
来
る
と

言
語
学
と
政
治
の
二
つ
の
講
演
を
す
る
こ
と
が
常
で
あ
る
。
若
い
こ
ろ
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に

反
対
し
投
獄
さ
れ
た
経
験
を
持
ち
、
九
十
歳
を
超
え
、
ボ
ス
ト
ン
か
ら
ア
リ
ゾ
ナ
に
拠
点
を

移
し
て
も
な
お
ア
メ
リ
カ
政
府
へ
の
辛
辣
な
批
判
を
続
け
る
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
姿
に
人
々

は
、
二
十
世
紀
に
勃
興
し
た
言
語
学
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
態
度
を
重
ね
て
き
た
。
難
解
さ
ゆ

え
ア
メ
リ
カ
の
す
べ
て
の
出
版
社
か
ら
出
版
を
拒
否
さ
れ
た
博
士
論
文
を
オ
ラ
ン
ダ
で
印
刷

す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
彼
の
理
論
的
探
求
は
、
デ
ー
タ
を
理
想
化
し
、
合
理
性
の
み
に

お
い
て
、
ヒ
ト
の
言
語
能
力
（=

心
的
器
官
）
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
標
準
理
論
、

拡
大
標
準
理
論
、
原
理
と
パ
ラ
メ
ー
タ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

と
枠
組
み
を
変
え
な
が
ら
常
に
前
進
を
続
け
て
い
る
。
生
成
文
法
は
、
そ
の
批
判
と
し
て

言
語
の
意
味
的
側
面
を
重
視
す
る
認
知
言
語
学
や
構
文
文
法
、
言
語
と
社
会
の
関
係
を
分

析
す
る
社
会
言
語
学
な
ど
を
間
接
的
に
産
み
出
し
て
き
た
と
も
言
え
る
し
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ

＆
ガ
タ
リ
が
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
で
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
ツ
リ
ー
構
造
を
批
判
し
リ
ゾ
ー
ム

の
モ
デ
ル
を
提
起
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ア
ン
チ
に
対
し
て
も
二
十
世
紀
に

残
し
た
影
響
力
は
甚
大
で
あ
る
。
近
年
は
、
進
化
言
語
学
の
分
野
で
も
、
刺
激
的
な
議
論

を
提
供
し
て
お
り
、
再
帰
性
を
普
遍
的
特
徴
と
す
る
ヒ
ト
の
言
語
が
突
然
「
マ
ー
ジ
」
に

よ
っ
て
生
ま
れ
た
と
す
る
最
新
の
学
説
は
本
書
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

教
科
書
の
体
裁
を
装
い
な
が
ら
も
、
本
書
は
そ
の
伝
統
に
連
な
る
知
的
火
の
粉
を
我
々

に
振
り
か
け
て
来
る
。
本
文
三
○
四
頁
、
四
頁
の
索
引
が
付
属
し
、
全
体
の
半
分
を
占
め

る
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
が
生
成
文
法
か
ら
発
展
し
た
学
際
的
言
語
研
究
の
概
説
で
あ

り
、
第
四
章
か
ら
第
十
章
ま
で
は
統
語
現
象
を
扱
っ
た
各
論
と
な
る
。
か
な
り
テ
ク
ニ
カ

ル
な
議
論
も
含
ま
れ
る
が
、
著
者
は
問
題
を
よ
り
広
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
説
き
起
こ
し

て
お
り
、
読
者
は
一
冊
で
こ
の
分
野
を
リ
ー
ド
す
る
国
内
外
の
研
究
者
（
著
者
は
音
象
徴

と
言
語
起
源
の
関
連
を
考
察
し
た
自
ら
の
二
○
一
九
年
の
論
文
を
さ
り
げ
な
く
紹
介
す
る

の
み
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
一
人
に
含
ま
れ
る
）
の
最
新
の
論
点
を
サ
ー
ヴ
ェ
イ
で
き
る

仕
組
み
で
あ
る
。

　

た
だ
し
現
在
の
言
語
学
の
全
体
像
の
提
示
は
こ
の
本
で
は
意
図
さ
れ
て
い
な
い
。
音
声

学
・
音
韻
論
、
言
語
の
歴
史
、
社
会
言
語
学
、
言
語
教
育
な
ど
に
興
味
を
持
つ
向
き
に
は
、

同
じ
著
者
の
『
英
語
の
諸
相
』（
名
古
屋
外
国
語
大
学
出
版
）
が
薦
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ

こ
で
は
、
通
時
的
な
英
語
の
発
展
、
英
語
の
社
会
的
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
と
と
も
に
、

マ
イ
ケ
ル
・
ト
マ
セ
ロ
な
ど
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
に
批
判
的
な
立
場
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

霊
長
類
研
究
に
お
い
て
世
界
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
日
本
だ
が
、
か
つ
て
チ
ョ
ム
ス
キ
ー

を
も
恐
れ
さ
せ
た
黒
田
成
幸
先
生
（
没
後
に
蔵
書
は
斎
藤
衛
先
生
の
勤
務
す
る
大
学
に
受

け
入
れ
を
拒
否
さ
れ
、
残
念
な
が
ら
散
逸
し
た
と
も
聞
く
）
を
始
め
、
理
論
言
語
学
で
も

世
界
レ
ベ
ル
の
研
究
者
を
生
み
出
し
て
き
た
の
だ
。
こ
の
本
を
き
っ
か
け
に
後
に
続
く
者

た
ち
が
現
れ
る
こ
と
を
祈
ろ
う
で
は
な
い
か
。
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