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ド
イ
ツ
語
の
「
ア
ル
バ
イ
ト
」
が
ま
と
0

0

も
な
0

0

労
働
な
り
研
究
な
り
を
意
味
す
る
は
、

私
と
て
承
知
し
て
い
る
。
而し
か

し
て
こ
れ
に

は
、
内
職
、
の
語
意
は
お
よ
そ
含
ま
れ
ぬ

よ
う
な
の
だ
が
、
本
邦
に
あ
っ
て
は
、
往

時
を
知
る
人
ぞ
識
る
、
ア
ル
バ
イ
ト
・
サ

ロ
ン
（
縮
め
て
、
ア
ル
・
サ
ロ
）
な
る
文

句
が
流
行
し
た
の
だ
っ
た
し
、
当
今
各
辞

書
内
、
該
項
に
つ
い
て
「
②
学
生
が
学
業

の
か
た
わ
ら
に
行
う
内
職
。
バ
イ
ト
」
な

ぞ
と
い
っ
た
語
釈
が
一
律
に
登
載
さ
れ
て

い
る
の
を
見
る
で
あ
ろ
う
。

　

私
は
居
常
、
言
葉
が
や
た
ら
に
簡
略
化

さ
れ
る
の
を
好
ま
ず
、
だ
か
ら
し
て
、
題

目
を
敢
え
て
こ
う
書
い
た
と
こ
ろ
に
、
私

の
、
い
わ
ば
イ
ロ
ニ
ー
を
察
知
し
て
も
ら

い
た
い
の
だ
け
れ
ど
、
い
か
に
も
、
刻
下
、

業
種
は
様
々
で
あ
れ
、
一
時
間
八
、
九
百

円
と
い
う
の
が
相
場
ら
し
い
、こ
の
内
職
・

バ
イ
ト
に
励
む
学
生
、
比
々
と
し
て
皆
然

り
の
様
相
に
、
青
眼
、
に
非
ず
、
白
眼
を

遣や

ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
。
聞き
く

説な
ら
く

、

バ
イ
ト
が
彼
等
の
起
臥
・
寝
食
の
中
に

占
め
る
割
合
は
啻た
だ

な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
よ

う
で
、
そ
れ
こ
そ
先
の
辞
書
内
の
文
言
と

は
逆
に
、
傍
に
逐お

わ
れ
る
の
は
学
業
の
方

と
い
う
、
浩
歎
す
べ
き
果
が
結
ば
れ
る
に

至
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

自
国

・

日
本
間
の
貨
幣
価
値
の
落
差
の

甚
だ
し
き
が
ゆ
え
に
、
仕
送
り
は
ほ
と
ん

ど
無
効
、
バ
イ
ト
に
よ
っ
て
糊
口
を
凌
が

ざ
る
を
得
ぬ
留
学
生
の
群
は
別
に
措
く
。

ま
ず
は
食
べ
て
行
け
る
、
一
般
学
生
が

あ
た
か
も
何
か
に
憑
か
れ
た
み
た
い
に
、

あ
っ
た
ら
二
度
と
還
ら
ぬ
青
春
の
日
々
を

ば
バ
イ
ト
に
蕩
尽
す
る
の
は
何
故
な
の
だ

ろ
う
。
彼
等
は
、
そ
う
、「
つ
れ
づ
れ
な

る
ま
ま
に
、
日
く
ら
し
」
自
室
に
籠
り
き

る
な
ん
て
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。

　

我
身
に
も
覚
え
有
り
、
半
世
紀
前
、
学

生
の
私
は
無
為
無
聊
を
持
て
余
し
て
い
た
。

机
上
に
は
、
何
時
間
費
や
し
て
も
数
頁
し

か
読
解
す
る
能
わ
ざ
る
書
物
が
置
か
れ
て

い
る
。
想
い
は
結
ぼ
れ
て
解
け
ず
、
胸
裡

の
磁
気
あ
ら
し
に
苦
し
ん
で
、
今
日
も
空

し
く
暮
れ
る
。
悪
魔
だ
っ
て
、
こ
ん
な
不

景
気
な
青
年
を
誘
惑
し
よ
う
と
は
せ
ぬ
。

―
―
も
し
バ
イ
ト
が
口
を
開
け
て
待
っ
て

い
た
の
だ
っ
た
ら
、
私
は
遅
疑
無
く
そ
こ

に
駆
け
付
け
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
に

し
ろ
一
時
間
幾
ら
の
割
で
金
員
は
確
実
に

入
手
可
能
な
の
だ
か
ら
、（
最
低
、
こ
れ

だ
け
の
仕
事
を
熟こ
な

し
た
）
と
の
満
足
感
に

浸
れ
る
の
だ
か
ら
。
さ
り
な
が
ら
、
翌
日
、

例
の
書
物
は
私
の
目
に
い
と
ど
し
く
疎
々
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し
気
に
映
り
、
結
句
、
辛
う
じ
て
継
続
し

て
い
た
、
そ
の
読
解
の
途
は
断
絶
す
る
に

及
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
、
疑
い
を
容
れ
ま

い
。
幸
い
な
る
哉
、
往
昔
、
バ
イ
ト
は
街が
い

衢く

に
溢
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

尤
も
私
達
教
師
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
例

え
ば
他
大
学
の
非
常
勤
講
師
、
と
い
う

ま
こ
と
に
お
手
軽
な
内
職
と
無
縁
で
は
な

い
。
何
を
匿
そ
う
、
私
自
身
、
本
学
に
専

任
と
し
て
禄
を
食
ん
で
の
約
四
十
年
間
に

数
校
に
出
講
、
渋
谷
に
在
る
ミ
ッ
シ
ョ
ン

ス
ク
ー
ル
の
そ
れ
な
ど
、
三
十
余
年
の
久

し
き
に
亙
っ
た
。
本
来
非
常
勤
講
師
と
は
、

余
人
を
以
て
し
て
は
替
え
が
た
い
、
特
殊

な
講
座
に
斯
道
の
権
威
・
俊
英
が
故
事
に

謂い

う
、
三
顧
の
礼
に
よ
っ
て
招
聘
さ
れ
る
、

と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
が
、

実
際
に
は
多
く
、
私
ご
と
き
有
象
無
象
が

俗
臭
ぷ
ん
ぷ
ん
た
る
縁
故
関
係
を
通
し
て

攫か
く

取し
ゅ

す
る
、
誰
が
担
当
し
て
も
許
さ
れ
る

内
職
口
以
外
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
教
師

達
は
、
い
か
な
る
理
由
に
拠
っ
て
右
の
内

職
・
副
業
に
精
出
す
の
か
。
鼻
の
シ
ラ
ノ

風
に
申
さ
ば
―
―
「
都み
や

雅び

で
行
け
ば
」
高

貴
な
研
究
用
の
多
額
な
書
籍
費
、「
ざ
っ

く
ば
ら
ん
で
」
住
宅
ロ
ー
ン
の
返
済
や
洒

落
・
美
食
上
の
快
楽
等
々
が
列
挙
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
し
か
し
、
他
人
は
知
ら
ず
、
私

に
と
っ
て
内
職
の
功
徳
た
る
や
、
一
に
か

か
っ
て
、
既
述
の
（
最
低
、
こ
れ
だ
け
の

…
…
）
と
甘
心
す
る
と
こ
ろ
に
存
し
た
。

ま
さ
か
、
当
初
か
ら
そ
ん
な
思
念
を
得
べ

く
、
他
校
の
講
師
を
勤
め
た
わ
け
で
は
な

い
。
だ
け
れ
ど
も
、
充
実
・
難
解
な
書
物

の
読
過
が
儘ま
ま

な
ら
ず
、
意
気
込
ん
だ
割
に

は
筆
路
が
拓
か
れ
ぬ
と
い
う
よ
う
な
場
合
、

出
講
し
て
二
、
三
コ
マ
を
熟
し
、
事
後
、

疲
労
感
、
そ
し
て
偸と
う

安あ
ん

、
の
語
を
用
い
て

も
い
い
、
ま
さ
に
一
時
的
な
充
足
感
で
軽

く
酔
っ
た
み
た
い
な
気
分
を
覚
え
て
か
ら
、

こ
の
内
職
か
ら
足
を
洗
え
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

私
は
こ
の
内
職
の
正
当
化

0

0

0

を
図
っ
て
、

こ
ん
な
風
に
も
考
え
て
み
た
。
す
な
わ
ち
、

今
や
国
文
学
界
に
お
い
て
は
書
く
人
口
が

読
む
人
口
を
上
回
る
、
と
皮
肉
ら
れ
る
程

印
刷
物
が
氾
濫
、
そ
れ
ら
は
操
志
を
喪
い

硬
度
を
失
っ
て
、
忽
卒
・
安
直
・
模
倣
・

反
復
の
汚
点
に
塗
れ
た
文
章
で
埋
め
ら
れ

て
い
る
。
事
態
か
く
の
ご
と
き
な
ら
ば
、

同
じ
内
職
に
従
う
に
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る

売
文
の
徒
と
な
る
よ
り
、
一
日
百
数
十
分

か
ら
二
百
分
以
上
喋
り
っ
放
し
、
と
い
う

具
合
に
肉
体
を
酷
使
す
る
方
に
文
学
的
な

浄
潔
性
は
保
持
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
か
の
高
見
順
は
、
戦
時
中
従
軍
作
家

と
し
て
行
動
す
る
に
際
し
て
い
み
じ
く
も

言
っ
た
で
は
な
い
か
、「
身
は
売
っ
て
も

芸
は
売
ら
ぬ
」
と
。

　

嘗
て
の
異ア
ヌ
ス
・
ミ
ラ
ビ
リ
ス

常
な
年
に
お
け
る
、
高
見
の

釈
言
に
凭も
た

れ
掛
か
っ
て
の
私
見
が
誤
謬
乃な
い

至し

無
意
味
な
る
は
、
こ
れ
と
て
も
先
記
し

た
よ
う
に
、
内
職
の
日
の
当
晩
・
翌
朝
、

書
物
は
伝
説
の
樹
帚は
は

木き
ぎ

み
た
い
に
追
え
ば

遠
ざ
か
り
、
筆
端
は
膠
状
化
し
文
字
を
容

易
に
生
ぜ
し
め
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
明
白
で
あ

る
。
傘
寿
を
と
っ
く
に
過
ぎ
て
い
な
が
ら
、

最
近
も
雄
篇
『
斎
藤
茂
吉
』
を
梓
行
し
た

西
郷
信
綱
先
生
、
多
年
月
一
日
一
枚
執
筆

を
履
行
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
岩
石
の

ご
と
き
持
続
力
は
、
あ
の
日
吉
在
、
高
圧

線
下
、
崖
中
腹
の
第
宅
に
蟄
居
し
て
こ
そ

叶
え
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
事
実
先

生
は
こ
の
呉
下
の
旧
阿
蒙
に
対
し
て
、
仕

事
の
中
断
0

0

の
怖
さ
を
説
き
、
副
業
は
お
ろ

か
本
業
ま
で
も
辞
す
る
こ
と
を
促
し
て
歇や

ま
な
か
っ
た
。

　

与
え
ら
れ
た
紙
員
が
尽
き
か
け
て
い
る
。

例
に
よ
っ
て
均
衡
を
欠
い
た
叙
述
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
が
、
真
の
0

0

ア
ル
バ
イ
ト
の
達

成
に
は
バ
イ
ト
の
減
殺
・
禁き
ん

遏あ
つ

を
必
須
と

す
る
、
と
い
う
趣
意
は
ど
う
や
ら
納
得
さ

れ
た
か
に
思
わ
れ
る
。
止
め
を
刺
す
に
、

白
洲
正
子
が
ど
こ
か
で
書
い
て
い
た
、
癪

に
触
る
く
ら
い
素
敵
な
明
言
を
ば
藉か

り
る

と
し
よ
う
。「
暇
を
つ
く
る
と
い
う
の
は

強
い
意
志
を
要
す
る
こ
と
で
、
充
実
し
た

仕
事
を
す
る
よ
り
も
、
い
い
か
げ
ん
な
所

で
忙
し
が
っ
て
い
る
方
が
、
は
る
か
に
楽

だ
」。


