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ェ
ー
バ
ー
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一
　
こ
の
飜
訳
の
底
本
は
、
】
Ｋ
［
貨
屑
Ｑ
ｒ
ｊ
Ｎ
Ｗ
ｌ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
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ｉ
Ｇ
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Ｆ
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９
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６
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ｅ
ｓ
ａ
ｍ
ｍ
ｅ
ｌ
ｔ
ｅ
　
　
　
Ｐ
〇
ｌ
ｉ
-

　
　
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｎ
ｅ
　
c
＾
ｃ
ｎ
ｒ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｎ
。
　
　
'
Ｉ
.
　
　
Ａ
ｕ
ｔ
ｌ
.

。
　
　
ｈ
ｒ
ｓ
ｇ
.
　
　
ｖ
.
　
　
Ｊ
ｏ
ｈ
ａ
ｎ
ｎ
ｅ
ｓ
　
Ｗ
ｉ
ｎ
ｃ
ｋ
ｅ
ｌ
ｍ
ａ
ｎ
ｎ
｡
Ｔ
ｉ
ｉ
ｂ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
　
１
９
５
８
｡
　
　
Ｓ
.
　
１
３
９
-
１
４
２
で
あ
る
。

二
　
訳
文
中
傍
点
を
付
し
た
字
句
は
、
底
本
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
で
あ
る
。

三
　
訳
文
中
「
　
」
型
括
弧
は
、
底
本
で
は
Ｖ
　
Ａ
型
括
弧
で
あ
る
。

四
　
訳
文
中
（
　
）
型
括
弧
は
、
す
べ
て
底
本
の
ま
ま
で
あ
る
。

五
　
訳
文
中
〔
　
〕
型
括
弧
で
囲
ん
で
あ
る
も
の
は
、
通
読
の
便
宜
の
た
め
訳
者
が
挿
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

六
　
原
文
の
セ
ン
テ
ン
ス
が
と
く
に
長
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
訳
者
の
責
任
に
お
い
て
こ
れ
を
分
割
し
て
訳
出
し
た
。

　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
『
二
つ
の
律
法
の
あ
い
だ
』
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わ
れ
わ
れ
の
戦
争
の
意
味
に
つ
い
て
（
『
婦
人
』
誌
々
上
で
行
な
わ
れ
た
）
討
論
は
、
ま
さ
し
く
あ
な
た
が
確
信
を
も
っ
て
尊
重

し
て
お
ら
れ
る
観
点
、
歴
史
に
た
い
す
る
わ
れ
わ
れ
の
責
任
を
も
っ
と
強
調
す
る
な
ら
、
お
そ
ら
く
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
が
で
き
る

で
し
よ
う
。
―
私
は
こ
の
言
葉
か
ら
幾
分
悲
愴
な
感
じ
さ
え
受
け
ま
す
。
〔
し
か
し
〕
事
態
そ
の
も
の
は
単
純
な
の
で
す
。

　
権
力
国
家
と
し
て
組
織
さ
れ
た
「
よ
り
多
く
の
」
人
口
を
持
つ
民
族
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
明
白
な
事
実
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
す
な
わ
ち
そ
の
よ
う
な
民
族
は
、
結
局
は
ス
イ
ス
人
、
デ
ン
マ
ー
ク
人
、
オ
ラ
ン
ダ
人
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
人
の
よ
う
な
民
族
に

課
せ
ら
れ
て
い
る
の
と
は
ま
っ
た
く
異
っ
た
課
題
の
前
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
言
う
ま
で
も

な
い
こ
と
で
す
が
、
「
僅
か
な
」
人
口
と
「
僅
か
な
」
権
力
し
か
持
た
な
い
民
族
が
、
少
し
の
「
価
値
」
し
か
な
い
と
か
、
歴
史
の

法
廷
の
前
で
「
重
要
」
で
な
い
な
ど
と
言
う
つ
も
り
は
毛
頭
あ
り
ま
せ
ん
〇
こ
の
よ
う
な
〔
弱
小
〕
民
族
は
、
明
ら
か
に
そ
の
よ
う

な
〔
強
大
〕
民
族
と
は
異
っ
た
義
務
を
持
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
異
っ
た
文
化
的
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
あ
な
た

は
、
し
ば
し
ば
賞
賛
を
博
し
た
ヤ
コ
ブ
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
〔
一
八
一
八
ー
九
七
年
、
ド
イ
ッ
系
ス
イ
ス
の
歴
史
家
、
美
術
史
家
〕
の
権
力

の
悪
魔
的
性
格
に
関
す
る
著
書
〔
『
世
界
史
的
考
察
』
一
九
〇
五
年
〕
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
。
今
や
こ
の
著
書
は
、
例
え
ば
ス
イ
ス
人
の

よ
う
な
民
族
の
保
護
の
下
に
あ
る
文
化
財
の
観
点
か
ら
は
、
首
尾
一
貫
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
ス
イ
ス
人
は
、
大
き
な
軍

事
国
家
と
い
う
町
聯
が
ま
と
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
（
だ
か
ら
、
歴
史
の
上
で
も
そ
う
し
た
義
務
を
負
う
て
い
ま
せ
ん
。
）
わ
れ
わ

れ
も
ま
た
、
国
民
的
権
力
国
家
の
外
部
に
一
個
の
ド
イ
ッ
魂
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
運
命
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
素

朴
な
市
民
道
徳
、
ど
ん
な
大
権
力
国
家
で
も
未
だ
か
っ
て
実
現
し
た
こ
と
の
な
い
真
の
民
主
主
義
、
さ
ら
に
、
は
る
か
に
内
面
的
で

し
か
も
永
遠
の
価
値
ー
こ
れ
ら
は
、
政
治
的
権
力
を
断
念
し
た
共
同
体
の
土
壌
の
上
で
の
み
開
花
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
〇
以
上

の
こ
と
は
、
芸
術
の
領
域
に
つ
い
て
も
言
え
ま
す
。
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
●
ケ
ル
ラ
ー
　
〔
一
八
一
九
―
九
〇
年
、
ド
イ
ツ
系
ス
イ
ス
の
作
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家
、
詩
人
〕
の
よ
う
な
真
の
ド
イ
ッ
人
で
さ
え
、
わ
が
国
の
よ
う
な
軍
事
国
家
の
内
部
で
生
活
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
あ
の
よ
う
な

本
当
に
傑
出
し
た
存
在
、
比
類
の
な
い
存
在
に
は
決
し
て
な
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
権
力
国
家
と
し
て
組
織
さ
れ
た
民
族
に
向
か
っ
て
発
せ
ら
れ
る
要
求
は
免
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
世
界
権
力

ー
す
な
わ
ち
究
極
的
に
は
、
未
来
の
文
化
の
特
性
を
決
定
す
る
力
ー
が
、
一
方
で
は
ロ
シ
ア
の
官
僚
の
規
則
と
、
他
方
で
は
お

そ
ら
く
ラ
テ
ン
的
な
「
理
性
」
が
混
っ
て
い
る
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
民
族
の
「
社
会
」
の
慣
習
と
の
あ
い
だ
で
戦
わ
ず
し
て
配
分
さ

れ
る
な
ら
、
未
来
の
世
代
、
特
に
わ
れ
わ
れ
自
身
の
子
孫
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
人
、
ス
イ
ス
人
、
オ
ラ
ン
ダ
人
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
人
に
責

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｘ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
４
　
　
、
ｌ
　
ｉ
　
ｌ
　
ｘ
　
ｘ
　
１
　
４
　
１
　
１
　
１
　
ｘ
　
ｉ
　
ｌ
　
ｘ

任
を
負
わ
せ
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。
彼
ら
に
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
に
責
任
を
帰
す
る
で
し
ょ
う
。
し
か
も
、
そ
う
す
る
こ
と
は

正
し
い
の
で
す
。
わ
が
国
は
権
力
国
家
で
す
か
ら
、
し
た
が
っ
て
、
あ
の
「
弱
小
」
民
族
と
は
ち
が
っ
て
、
歴
史
の
こ
う
し
た
問
題

の
な
か
で
自
分
た
ち
の
力
に
物
を
言
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
か
ら
、
あ
の
両
権
力
が
全
世
界
に
氾
濫
す
る
の
を
防
ぐ
と
い
う

歴
史
に
た
い
す
る
、
つ
ま
り
後
世
に
た
い
す
る
厄
介
な
義
務
と
責
務
は
、
あ
の
小
民
族
に
で
は
な
く
わ
れ
わ
れ
に
か
か
っ
て
い
る
の

で
す
。
も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
義
務
を
拒
絶
す
る
な
ら
、
ド
イ
ッ
帝
国
は
、
文
化
を
毒
す
る
よ
う
Ｉ
な
き
ら
び
や
か
で
浅
薄
な
贅
沢

と
い
う
も
の
で
す
。
も
し
そ
う
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
贅
沢
を
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
ん
な

贅
沢
を
で
き
る
だ
け
は
や
く
止
め
て
し
ま
っ
て
、
わ
が
国
体
を
「
ス
イ
ス
化
」
ー
す
な
わ
ち
、
芸
術
愛
好
家
好
み
の
庭
園
の
あ
る

政
治
的
に
無
力
な
小
さ
な
州
に
解
体
―
す
べ
き
で
す
。
こ
の
ば
あ
い
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
小
民
族
と
し
て
の
文
化
価
値
ｌ
こ
れ

が
わ
が
国
の
存
在
の
意
味
を
永
久
に
と
ど
め
る
で
し
ょ
う
ー
を
静
か
に
守
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
、
こ
う

し
た
こ
と
を
わ
が
隣
国
が
い
つ
ま
で
も
許
し
て
お
く
だ
ろ
う
か
と
見
守
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、
ド
イ
ッ
帝
国

の
よ
う
な
政
治
構
成
体
は
心
や
ヤ
ぶ
号
つ
決
意
す
れ
ば
、
例
え
ば
ス
イ
ス
が
行
な
っ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
平
和
主
義
的
政
治
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に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
が
で
き
る
、
し
た
が
っ
て
国
境
侵
害
に
た
い
し
て
は
優
秀
な
国
民
軍
を
も
っ
て
立
ち
向
う
こ
と
で
事
が
足
り
る

と
主
張
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
重
大
な
誤
り
で
す
。
ス
イ
ス
の
よ
う
な
政
治
構
成
体
は
、
ｌ
わ
が
国
が
敗
北
し
た
ば
あ
い
、
時
を
移

さ
ず
イ
タ
リ
ア
の
併
合
歓
を
非
難
し
た
と
し
て
も
ｌ
少
く
と
も
原
理
的
に
は
い
か
な
る
国
の
政
治
的
権
力
計
画
の
邪
魔
に
は
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
無
力
な
る
が
故
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
地
理
的
位
置
か
ら
も
邪
魔
に
な
ら
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
わ
が
国
の
よ

う
な
強
大
国
は
、
た
だ
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
、
他
の
権
力
国
家
に
と
っ
て
、
殊
に
文
化
の
欠
如
に
基
因
す
る
ロ
シ

ア
農
民
の
土
地
飢
餓
者
と
ロ
シ
ア
の
国
教
会
及
び
官
僚
の
権
力
利
害
に
と
っ
て
障
害
な
の
で
す
。
こ
れ
が
今
後
ど
う
変
っ
て
い
く
か

を
見
き
わ
め
る
手
だ
て
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
〇
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
あ
ら
ゆ
る
大
国
の
な
か
で
も
っ
と
も
膨
脹
歓
を
持
た
な
い

国
で
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
ｌ
容
易
に
見
返
さ
れ
る
の
で
す
が
ｌ
も
っ
と
も
危
険
な
国
だ
っ
た
の
で
す
〇
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
崩
壊

す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
そ
の
最
後
の
瞬
間
に
崩
壊
を
喰
い
止
め
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
崩
壊
す
る
に
ま
か
せ
て
数
年
後
に

わ
が
国
自
身
を
も
見
殺
し
に
す
る
か
、
わ
が
国
は
こ
の
い
ず
れ
か
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ロ
シ
ア
の
膨
脹
衝
動
を

旨
い
具
合
に
再
び
ど
こ
か
他
の
方
向
へ
向
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ら
、
将
来
も
同
じ
状
態
が
続
き
ま
す
〇
こ
れ
は
、
ど
ん
な
平

和
主
義
の
お
喋
り
で
も
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
運
命
な
の
で
す
。
同
じ
よ
う
に
明
白
な
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
か
つ
て
ー
帝
国

を
創
設
し
た
当
時
ｌ
当
面
し
た
選
択
と
こ
れ
に
ょ
っ
て
負
う
た
義
務
か
ら
、
た
と
え
逃
れ
よ
う
と
思
っ
て
も
、
恥
辱
な
し
に
は
も

は
や
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
し
、
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
ア
メ
リ
カ
の
「
貴
婦
人
」
（
男
も
含
め
て
！
）
の
平
和
主
義
は
、
も
っ
と
も
卑
し
い
「
お
喋
り
」
で
す
。
こ
の
「
お
喋
り
」
は
、

ー
ま
っ
た
く
の
善
意
な
の
で
す
が
！
ー
か
つ
て
茶
歓
語
の
水
準
で
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
も
こ
の
「
お
喋
り
」
に
は
、
塹

壕
の
野
蛮
人
に
比
べ
て
、
物
資
供
給
の
商
売
を
見
事
な
腕
前
で
行
な
っ
て
い
る
寄
生
虫
的
人
間
の
偽
善
的
態
度
が
う
か
が
え
ま
し
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た
。
同
じ
よ
う
に
、
ス
イ
ス
人
の
反
軍
国
主
義
的
「
中
立
」
と
権
力
国
家
の
拒
否
の
う
ち
に
、
権
力
国
家
と
し
て
組
織
さ
れ
た
国
民

の
歴
史
的
義
務
と
い
う
悲
劇
に
た
い
す
る
偽
善
的
な
無
理
解
の
か
な
り
の
部
分
が
時
折
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ

れ
わ
れ
は
、
冷
静
に
も
、
自
分
た
ち
の
運
命
が
お
か
れ
て
い
る
状
況
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
ド
イ
ッ
国
民
だ
け
で
は
引
受
け
ら
れ
な
い
真

の
核
心
が
、
彼
ら
の
偽
善
的
な
無
理
解
の
背
後
に
潜
ん
で
い
る
の
を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
だ
が
、
福
音
主
義
に
つ
い
て
は
以
上
の
議
論
か
ら
は
ず
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ｌ
さ
も
な
け
れ
ば
、
真
剣
に
論
ず
る
べ
き

で
す
。
そ
こ
に
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
結
論
し
か
な
い
の
で
す
。
こ
れ
以
外
の
も
の
は
い
っ
さ
い
存
在
し
ま
せ
ん
。
他
人
が
ｌ
直
接

に
せ
よ
間
接
に
せ
よ
Ｉ
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
利
子
を
た
だ
の
一
銭
で
も
受
取
っ
て
い
る
人
な
ら
誰
で
も
、
自
分
の
で
は
な
く
、

他
人
の
労
働
の
汗
が
し
み
つ
い
て
い
る
耐
久
消
費
財
を
持
っ
て
い
る
か
、
ま
た
は
非
耐
久
消
費
財
を
使
用
し
て
い
る
人
な
ら
誰
で
も
、

あ
の
無
情
で
無
慈
悲
な
経
済
的
生
存
競
争
の
営
み
か
ら
自
分
の
生
活
の
糧
を
得
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
生
存
競
争
を
、
ブ
ル
ジ

ョ
ア
的
用
語
法
で
は
「
平
和
な
文
化
的
仕
事
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
人
間
対
人
間
の
闘
争
の
も
弓
二
つ
の
形
態
は
こ
う
で
す
〇
そ
れ

は
幾
百
万
で
は
な
く
幾
千
万
も
の
人
び
と
が
年
々
歳
々
肉
体
と
魂
を
損
な
う
か
、
零
落
す
る
か
、
あ
る
い
は
な
ん
ら
か
の
「
意
味
」

が
認
め
ら
れ
る
点
で
、
み
ん
な
が
（
女
性
も
ー
自
分
の
義
務
を
果
す
と
き
に
は
、
彼
女
た
ち
も
戦
争
を
「
行
な
っ
て
い
る
」
の
で

す
か
ら
）
、
名
誉
に
た
い
し
て
、
簡
単
に
言
う
と
、
運
命
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
自
国
民
の
歴
史
的
義
務
に
た
い
し
て
責
任
を
負
う
の

と
は
実
際
お
よ
そ
か
け
離
れ
た
生
活
を
す
る
よ
う
Ｉ
に
な
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
福
音
書
の
立
場
は
、
決
定
的
な
点
で
ま
っ

た
く
明
白
で
す
。
福
音
書
は
、
ま
さ
し
く
戦
争
｜
戦
争
に
つ
い
て
特
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
｜
に
た
い

し
て
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
世
界
が
世
俗
的
「
文
化
」
の
世
界
、
し
た
が
っ
て
「
被
造
物
」
の
美
、
尊
厳
、
名
誉
、
偉
大
さ
の
世
界
た

ら
ん
と
す
る
と
き
に
は
、
究
極
的
に
は
現
世
の
い
っ
さ
い
の
法
則
に
た
い
し
反
対
の
立
場
に
立
ち
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
結
論
を
下
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さ
な
い
も
の
は
誰
で
も
ー
ト
ル
ス
ト
イ
で
さ
え
死
に
臨
ん
で
始
め
て
結
論
を
下
し
た
の
で
す
が
Ｉ
Ｉ
Ｉ
、
権
力
戦
争
の
可
能
性
と
不

可
避
性
を
い
つ
か
は
内
包
す
る
現
世
の
法
則
に
自
分
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
、
及
び
こ
の
法
則
の
内
部
で
の
み
「
日
々
の
要
求
」

を
か
な
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
知
っ
て
お
く
べ
き
で
す
。
だ
が
こ
の
要
求
は
、
ス
イ
ス
の
ド
イ
ツ
人
に
た
い
す
る
の
と
は
別
の

意
味
を
、
ド
イ
ッ
に
い
る
ド
イ
ッ
人
に
た
い
し
持
っ
て
い
た
し
、
現
在
も
持
っ
て
い
ま
す
。
今
後
も
持
ち
続
け
る
で
し
ょ
う
。
な
ぜ

な
ら
権
力
国
家
の
財
に
参
加
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
全
政
治
史
を
支
配
し
て
い
る
「
権
力
－
プ
ラ
ー
グ
マ
」
の
法
則
に
巻
き
込
ま
れ

る
か
ら
で
す
。

　
冷
静
な
老
経
験
主
義
者
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
〇
経
験
の
土
壌
か
ら

は
、
ひ
と
つ
の
神
に
達
す
る
も
の
で
は
な
く
Ｉ
少
く
と
も
善
の
神
に
は
達
し
な
い
と
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
が
Ｉ
－
Ｉ
、
多
神
教
に

達
す
る
も
の
だ
、
と
。
実
際
、
（
キ
リ
ス
ト
教
的
意
味
で
の
）
「
現
世
」
に
住
む
人
は
、
多
数
の
価
値
系
列
－
そ
れ
ぞ
れ
、
ひ
と
つ

ひ
と
つ
を
見
れ
ば
、
義
務
を
負
う
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
１
の
あ
い
だ
の
闘
争
以
外
の
も
の
を
も
と
も
と
経
験
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
人
は
、
こ
れ
ら
の
神
々
の
い
ず
れ
に
、
ま
た
は
い
つ
一
方
の
神
に
、
い
つ
他
方
の
神
に
仕
た
ん
と
欲

し
、
仕
え
る
べ
き
か
を
選
ば
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
と
き
に
は
、
彼
は
常
に
こ
の
世
の
あ
る
神
に
た
い
す
る
闘
争
に
、
あ

る
い
は
い
く
つ
か
の
他
の
神
々
に
た
い
す
る
闘
争
に
入
る
の
で
す
。
そ
し
て
殊
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
は
１
少
く
と
も
山
上
の

垂
訓
の
な
か
で
告
げ
ら
れ
た
神
と
は
１
永
久
に
な
ん
の
関
係
も
な
く
な
る
の
で
す
〇

解
　
　
題

　
こ
こ
に
訳
出
し
た
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
パ
ー
の
『
二
つ
の
律
法
の
あ
い
だ
（
Ｎ
ｗ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
ｚ
w
ｅ
ｉ
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ｅ
ｔ
ｚ
ｅ
ｎ
）
　
ｊ
な
る
論
文
は
、
当
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初
、
月
刊
誌
『
婦
人
【
】
一
）
同
哨
｝
″
と
に
Ｉ
）
』
の
一
九
一
六
年
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
、
後
に
『
政
治
論
集
』
の
な
か
に
収
録
さ
れ
た
。
も

と
も
と
こ
の
論
文
は
、
同
誌
の
一
九
一
五
年
十
月
号
と
一
九
一
六
年
一
月
号
に
発
表
さ
れ
た
ド
イ
ツ
人
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
・
ボ
イ
マ
ー

　
（
G
e
r
t
r
u
d

B
a
u
m
e
r
）
と
ス
イ
ス
の
平
和
主
義
者
ゲ
ジ
ネ
・
ノ
ル
ト
ベ
ッ
ク
（
（
い
ａ
Ｆ
ｇ
Ｚ
Ｏ
応
ｒ
り
ｋ
）
と
の
間
の
論
争
に
目
を

と
め
た
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
、
ボ
イ
マ
ー
宛
の
手
紙
を
『
婦
人
』
誌
の
編
集
部
に
送
っ
た
も
の
を
、
編
集
部
が
「
討
議
を
深

め
る
う
え
に
大
変
重
要
で
あ
る
」
と
判
断
し
、
こ
の
論
争
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
『
二
つ
の
律
法
の
あ
い
だ
』
を
タ
イ
ト
ル
に
冠
し
て
、

同
誌
に
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
「
二
つ
の
律
法
」
と
い
う
の
は
、
「
世
界
は
主
の
善
で
満
ち
て
い
る
」
と
い
う
命
題
（
福
音
の
律
法
）
と
「
主
は
国
民
思

想
を
熟
さ
せ
る
」
と
い
う
命
題
（
祖
国
愛
の
律
法
）
を
意
味
し
て
い
る
。
『
婦
人
』
誌
に
は
じ
め
に
発
表
さ
れ
た
ボ
イ
マ
ー
の
『
二

つ
の
律
法
の
あ
い
だ
』
論
文
に
よ
れ
ば
、
ひ
と
は
、
こ
の
二
つ
の
律
法
の
い
ず
れ
か
一
方
に
道
徳
的
基
準
を
お
い
て
他
方
を
非
難
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
「
二
つ
の
律
法
の
あ
い
だ
」
の
矛
盾
＝
緊
張
の
も
と
で
生
活
す
る
こ
と
が
「
わ
れ
わ
れ

の
時
代
の
本
質
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
方
が
善
、
他
方
が
悪
で
あ
る
と
い
う
絶
対
的
な
道
徳
主
義
的
価
値
基
準
に
従
っ
て
諸
民

族
の
権
力
闘
争
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
敵
国
も
ま
た
、
こ
の
権
力
闘
争
の
も
と
に
立
つ
こ
と
を
承
認
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
相
互
に
「
誠
実
さ
」
と
い
う
倫
理
的
義
務
が
要
請
さ
れ
る
、
こ
れ
が
ボ
イ
マ
ー
論
文
の
趣
旨
で
あ
る
。
こ

れ
に
た
い
す
る
ノ
ル
ト
ベ
ッ
ク
の
批
判
は
、
『
二
つ
の
律
法
の
あ
い
だ
？
』
と
い
う
疑
問
形
の
タ
イ
ト
ル
で
、
も
と
も
と
福
音
の
律

法
と
祖
国
愛
の
律
法
と
の
間
に
は
な
ん
ら
の
矛
盾
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ノ
ル
ト
ベ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、

多
く
の
人
達
は
、
無
数
の
人
の
血
を
流
す
よ
う
な
祖
国
見
は
持
た
な
い
が
、
し
か
し
故
郷
、
宗
族
、
文
化
財
な
ど
に
た
い
す
る
愛
情

と
保
護
と
い
う
意
味
で
の
祖
国
愛
を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
平
和
主
義
的
な
福
音
の
律
法
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
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平
和
へ
の
意
思
が
権
力
へ
の
意
思
を
打
ち
負
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
も
は
や
、
野
蛮
人
と
変
る
と
こ
ろ
が
な
く
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
崩
壊
を
意
味
し
て
い
る
、
と
い
う
。
だ
か
ら
、
ボ
イ
マ
ー
の
ご
と
く
、
「
二
つ
の
律
法
の
あ
い
だ
」
の
対
立
を

か
き
た
て
、
そ
こ
か
ら
諸
民
族
の
権
力
闘
争
に
「
誠
実
に
」
参
加
す
る
こ
と
を
倫
理
的
義
務
で
あ
る
と
み
な
す
考
え
方
に
よ
る
と
、

偉
大
さ
と
権
力
と
を
目
指
さ
な
い
弱
小
国
家
の
市
民
は
祖
国
営
を
持
ち
え
な
い
こ
と
に
な
る
し
、
さ
ら
に
、
「
二
つ
の
律
法
の
あ
い

だ
」
の
ボ
イ
マ
ー
の
苦
闘
は
、
善
が
悪
に
勝
つ
と
い
う
信
念
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
人
間
と
人
間
と
の
対
立
を
激

化
さ
せ
る
危
険
な
考
え
方
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
。
か
い
つ
ま
ん
で
述
べ
る
と
、
ボ
イ
マ
ー
と
ノ
ル
ト
ベ
ッ
ク
と
の
間
の
論
争
の
要

点
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
目
に
止
ま
り
、
彼
を
し
て
ボ
イ
マ
ー
宛
の
手
紙
を
書
か
し
め
た
の
に

は
、
二
つ
の
事
情
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
〇
そ
の
ひ
と
つ
は
、
政
治
と
倫
理
と
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
問
題
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の

権
力
思
想
の
核
心
を
な
し
て
い
る
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
彼
自
身
の
言
葉
で
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
ボ
イ
マ
ー
の
立
場
を
さ
ら
に
徹
底

さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
こ
の
問
題
を
帝
国
主
義
時
代
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
民
族
の
権
力
構

造
の
も
と
で
と
ら
え
か
え
す
と
い
う
ウ
ェ
ー
バ
ー
独
白
の
政
治
的
感
覚
で
あ
る
〇
み
ら
れ
る
と
お
り
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
論
文
に

お
い
て
、
権
力
国
家
と
弱
小
民
族
と
の
歴
史
的
課
題
の
あ
り
方
の
相
違
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
歴
史
に
た
い
す
る
責
任
」
の
と
り
方
の
相

違
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
力
国
家
に
よ
っ
て
は
な
し
え
な
い
小
民
族
独
自
の
文
化
的
諸
価
値
を
防
衛
す
る
と
い
う
課
題

を
、
権
力
国
家
に
課
せ
ら
れ
た
宿
命
的
な
義
務
と
し
て
う
け
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ボ
イ
マ
ー
の
考
え
方
の
な
か
に
は
、
こ
の
よ
う

な
権
力
国
家
ド
イ
ッ
の
文
化
的
使
命
に
た
い
す
る
責
任
意
識
の
点
で
な
お
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
、
こ
の
論
文
の
な
か
か
ら
、
「
権
力
の
悪
魔
的
性
格
」
を
ま
さ
し
く
「
悪
魔
的
性
格
」
と
し
て
自
覚
し
つ
つ
も
、
な
お
か
つ
、
そ

れ
以
外
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
弱
小
民
族
の
自
立
と
文
化
的
多
様
性
と
を
ま
も
る
道
は
な
い
と
感
得
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
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の
、
帝
国
主
義
時
代
の
自
由
主
義
者
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
‘
に
お
け
る
権
力
と
文
化
と
の
悲
劇
的
な
関
連
を
読
み
と
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

　
ボ
イ
マ
ー
と
ノ
ル
ト
ベ
ッ
ク
の
論
争
の
よ
り
詳
し
い
紹
介
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
平
和
主
義
批
判
の
積
極
的
意
味

に
つ
い
て
は
、
不
十
分
な
が
ら
、
拙
稿
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
平
和
主
義
批
判
‐
１
「
二
つ
の
律
法
の
あ
い
だ
」

論
争
に
よ
せ
て
Ｉ
’
‐
』
（
成
城
大
学
経
済
学
部
創
立
二
十
周
年
記
念
論
文
集
、
昭
和
四
五
年
、
二
〇
五
－
二
二
二
ぺ
ー
ジ
）
を
参
照
い
た
だ
き

た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
七
一
・
八
）
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