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時
枝
誠
記
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
「
誤
読
」
し
た
か
？

 
―
― 
日
本
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
受
容
史
に
お
け
る
小
林
英
夫
の
役
割
に
つ
い
て
の
序
論

■
論
文
Ⅲ
■

本
学
東
洋
思
想
研
究
所
嘱
託
研
究
員　

関　

沢　

和　

泉

Ⅰ　

序

　

表
題
の
問
い
に
つ
い
て
、
私
達
は
た
だ
ち
に
、
語
の
厳
密
な
意
味

に
お
い
て
は
、
そ
し
て
幾
つ
か
の
点
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
誤
読
で

あ
る
、
と
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
、
同
時
に
、
時
枝
誠
記
の
「
誤
読
」
は
、
日
本
語
に
お
い
て

〈
こ
と
ば
〉
を
巡
る
語
彙
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
、
そ

し
て
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
ソ
シ
ュ
ー
ル

の
〈
こ
と
ば
〉
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
果
た
し
て
何
を
行
っ
て
い
る
も

の
な
の
か
、
そ
れ
は
ど
れ
だ
け
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
っ

た
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
う
た
め
の
有
益
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て

く
れ
る
も
の
で
も
あ
る
、
と
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
し
て
、ま
た
、そ
う
し
た
時
枝
の
「
誤
読
」
の
背
景
に
、ソ
シ
ュ
ー

ル
の
『
一
般
言
語
学
講
義
』
の
邦
訳
者
で
あ
る
言
語
学
者
・
小
林
英

夫
の
翻
訳
の
ま
ず
さ
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
と
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ

る
の
だ
が
、実
の
所
、単
な
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
の（
あ
ま
り
適
切
で
は
な
い
）

紹
介
者
な
ど
と
言
わ
れ
る
小
林
は
、
そ
う
し
た
「
紹
介
者
」
に
留
ま

ら
ず
、
独
自
の
形
で
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
著
作
が
行
わ
れ
た
フ
ラ
ン
ス

語
の
論
理
と
、
彼
が
そ
れ
を
翻
訳
し
た
日
本
語
の
論
理
の
違
い
の
分

析
を
し
て
お
り
、
そ
の
構
図
の
上
に
こ
そ
、
時
枝
の
批
判
は
、
そ
の

構
図
の
転
倒
と
し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で

検
証
す
る
の
は
、
こ
の
転
倒
の
様
子
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
小
林
英
夫
は
、
単
な
る
海
外
の
言
語
学
の

潮
流
の
紹
介
者
に
留
ま
ら
な
い
、
極
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
紹
介
者
と
し
て
の
小
林
で
は
な
く
、
彼

自
身
の
言
語
理
論
に
つ
い
て
は
、残
念
な
が
ら
、ほ
と
ん
ど
ま
と
ま
っ

た
分
析
が
な
さ
れ
ず
に
き
た
。
例
外
は
、
独
自
の
国
語
改
革
論
者
と

し
て
、
小
林
が
自
身
の
言
語
観
を
練
り
上
げ
て
き
た
過
程
を
分
析
し
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た
立
川
（
一
九
九
四
＝
一
九
九
五
）
で
あ
り
（
渡
辺
（
二
〇
一
〇
）、六
〇

頁
、
註
三
）、
ま
た
、
そ
れ
を
指
摘
す
る
渡
辺
自
身
の
分
析
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
し
ば
し
ば
日
本
の
言
語
思
想
の
伝
統
に
繋
が

る
側
面
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
る
時
枝
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
批
判
の
背
景
に

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
小
林
の
提
示
し
た
構
図
が
果
た
し
て
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
な
ぜ
時
枝
の
「
誤
読
」

は
単
な
る
誤
解
で
あ
る
と
済
ま
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
か
、
を

確
認
し
、
今
後
の
小
林
英
夫
自
身
の
言
語
理
論
の
研
究 

―
― 

そ
し

て
そ
れ
は
、
時
枝
の
議
論
の
位
置
づ
け
の
再
評
価
へ
も
繋
が
る
だ
ろ

う 

―
― 

へ
の
導
入
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
「
言
語
活
動
」
と
い
う
言
葉
を
鍵
に
し
て
、
よ
り
具
体
的
な

「『
国
語
』
教
育
」
の
場
面
に
お
い
て
こ
う
し
た
問
題
を
分
析
し
た

上
述
の
渡
辺
哲
男
『「
国
語
」
教
育
の
思
想
』（
二
〇
一
〇
）
は
、
小

林
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
、
本
稿
で
扱
う
極
め
て
細
部
の
問
題
と
は

異
な
っ
た
主
題
を
扱
い
つ
つ
大
き
な
見
取
り
図
を
与
え
て
お
り
、
日

本
に
お
い
て
は
ま
だ
ま
だ
発
展
途
上
だ
と
言
え
る
言
語
学
史
研
究
の

極
め
て
優
れ
た
労
作
と
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
本
稿
も
そ
の
影
響
下

に
あ
る
事
を
記
し
て
お
き
た
い
（
な
お
以
下
、
本
編
中
の
引
用
は
、
必

要
な
場
合
、
基
本
的
に
す
べ
て
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
て
あ
る
）。

Ⅱ　

時
枝
誠
記
の
現
在

　

時
枝
誠
記
の
日
本
語
を
軸
と
し
た
言
語
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
以

前
か
ら
、
哲
学
的
な
観
点
か
ら
の
関
心
・
評
価
が
高
か
っ
た
こ
と
は

良
く
知
ら
れ
る
事
実
で
あ
る
。
古
典
的
な
所
で
は
、
例
え
ば
、
三
浦

つ
と
む
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
彼
は
、
時
枝
の
、
言
語
は
何
よ
り

も
、
個
別
の
具
体
的
な
言
語
の
規
則
・
規
範
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

表
現
と
理
解
の
過
程
に
あ
る
と
し
た
「
言
語
過
程
説
」
を
高
く
評
価

し
た
。
と
は
い
え
、
三
浦
は
、
時
枝
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
批
判
と
言
語
過

程
説
に
つ
い
て
、「（
時
枝
は
）
正
し
い
規
範
論
を
持
た
な
か
っ
た
た

め
に
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
理
論
を
正
し
く
つ
く
り
か
え
る
ま
で
に
至
ら
な

か
っ
た
」
と
評
す
の
で
あ
り
（
三
浦
（
一
九
八
三
）、
四
三
一
頁
）、
表

現
（
な
い
し
交
通
＝
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
に
お
け
る
規
範
・
形
式

の
重
要
性
・
不
可
欠
性
を
考
慮
に
入
れ
、
そ
う
し
た
欠
点
を
補
い
つ

つ
言
語
過
程
説
を
理
論
的
に
再
整
備
し
よ
う
と
試
み
た
上
で
の
評
価

で
は
あ
っ
た
の
だ
が
（
小
川
（
二
〇
〇
四
）
参
照
）。

　

あ
る
い
は
例
え
ば
中
村
雄
二
郎
（
一
九
七
一
＝
一
九
九
三
）（
一
九

八
三
・
一
九
八
七
＝
一
九
九
三
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
西
田
哲
学
の

再
評
価
と
連
動
さ
せ
て
の
時
枝
評
価
も
存
在
す
る
。一
連
の
著
作
で
、

中
村
は
、
時
枝
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
批
判
は
、
お
そ
ら
く
邦
訳
の
問
題
に

由
来
す
る
に
せ
よ
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
用
語
法
を
ま
る
で
理
解
し
て
い

な
い
決
定
的
な
誤
読
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
完
全
に
切
っ
て
捨
て
つ

つ
も
、
西
田
幾
多
郎
の
「
場
所
の
論
理
」
と
日
本
語
の
構
造
の
驚
く

べ
き
近
さ
を
示
し
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
、
西
田
哲
学
と
時
枝
の
言
語
理
論
と
が
ど
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の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
の
に
は
、
あ
る
程
度

慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
柄
谷
（
一
九
八
三
＝

一
九
九
九
＝
二
〇
〇
四
）
は
、
こ
う
し
た
類
似
性
は
、
そ
も
そ
も
時
枝

誠
記
が
西
田
哲
学
の
影
響
下
に
い
た
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
見
方
は
転
倒
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

　

だ
が
、
そ
れ
で
も
直
接
的
な
影
響
関
係
を
証
明
す
る
の
は
現
状
で

は
困
難
で
あ
り
（
安
田
（
二
〇
〇
六
）、
一
〇
七
頁
）、
柄
谷
が
言
う
よ

う
な
形
で
西
田
（
学
派
）
と
の
関
係
を
自
明
で
あ
る
と
言
っ
て
済
ま

す
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
西
田
自
身
で
は
な
く
、
西
田
周
辺
の
人
々

が
書
い
た
科
学
哲
学
的
な
書
物
へ
の
、
時
枝
に
留
ま
ら
な
い
周
辺

の
言
語
学
者
も
含
め
た
言
及
に
つ
い
て
、「
哲
学
的
」
影
響
と
い
う

よ
り
も
、
よ
り
限
定
さ
れ
た
「
科
学
哲
学
的
」
影
響
の
観
点
（
そ
れ

ら
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
人
文
科
学
も
含
め
た
諸
科
学
の
性
格
付
け
が

論
じ
ら
れ
て
お
り
、
時
枝
等
が
、
ど
の
よ
う
に
言
語
学
の
科
学
＝
学
門
と

し
て
の
可
能
性
を
考
え
た
か
の
影
響
関
係
を
追
う
こ
と
が
出
来
る
）
か
ら
、

よ
り
具
体
的
な
分
析
を
行
う
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

他
方
で
、
西
田
幾
多
郎
と
京
都
学
派
の
政
治
的
な
役
割
に
つ
い
て

の
評
価
と
同
様
に
、
彼
の
言
語
理
論
が
、
そ
の
発
言
さ
れ
た
文
脈
に

お
い
て
含
み
持
つ
政
治
的
な
側
面
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
戦
後
す

ぐ
か
ら
批
判
が
続
い
て
き
た
の
で
あ
り
、
近
年
で
は
「
国
語
」
と

「
日
本
語
」
を
め
ぐ
る
政
治
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
分
析
し
続
け
て
き

た
安
田
敏
郎
の 

―
―
と
り
わ
け
『
植
民
地
の
な
か
の
「
国
語
学
」』

（
一
九
九
八
） 

―
―
子
安
宣
邦
（
一
九
九
四
＝
一
九
九
六
＝
二
〇
〇
三
）

が
、
そ
う
し
た
問
題
を
追
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
一
方
で
の
哲
学
的
関
心
か
ら
の
肯
定
的
評

価
と
、
そ
の
当
時
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
政
治
的
な
機
能
か
ら

の
批
判
的
分
析
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
政
治
的
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
な

ど
を
取
り
あ
え
ず
括
弧
に
入
れ
た
上
で
の
、
時
枝
誠
記
の
言
語
理
論

自
体
は
、
現
在
、
言
語
学
の
分
野
か
ら
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い

る
の
か
。

　

そ
こ
に
は
、
あ
る
種
の
分
裂
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
一
方
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
モ
ダ
リ
テ
ィ
研
究
の
先
駆
者
と

し
て
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
一
方
で
、
や
や
言
語
学
史
的
な
話
題
に

な
る
の
だ
が
、彼
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
批
判
に
つ
い
て
は
、例
外
的
な
ケ
ー

ス
を
の
ぞ
き
、先
に
中
村
雄
二
郎
の
時
枝
評
価
に
見
た
の
と
同
様
に
、

フ
ラ
ン
ス
語
の
理
解
・
翻
訳
の
問
題
な
ど
に
起
因
す
る
あ
る
種
の
誤

読
と
し
て
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
い
、
も
は
や
顧
み
ら
れ
な
い
事
が
多

い
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
肯
定
的
評
価
の
方
を
見
て
み
よ
う
。

　

例
え
ば
「
モ
ダ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
研
究
は
、こ
の
十
年
の
間
に
、

言
語
学
に
お
い
て
最
も
活
動
的
な
研
究
分
野
の
一
つ
と
な
っ
た
」（
実
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際
、
数
多
く
の
研
究
論
文
・
研
究
書
が
近
年
出
版
さ
れ
て
い
る
―
―
た
だ
し
、

日
本
で
は
こ
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
研
究
は
、
さ
ら
に
早
い
時
期
か
ら
盛
ん
で
あ

る
）
と
い
う
モ
ダ
リ
テ
ィ
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
の
総
括
か
ら
始
ま

るN
arrog

（
二
〇
一
二
）
に
お
い
て
、
日
本
語
の
例
は
、
英
語
と
ド

イ
ツ
語
に
並
ん
で
、
決
定
的
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
彼
は

確
か
に
、ド
イ
ツ
出
身
の
日
本
語
学
研
究
者
な
の
だ
が
、モ
ダ
リ
テ
ィ

研
究
に
お
い
て
、
日
本
語
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
は
偶
然

で
は
な
い
。

　

詳
細
に
踏
み
込
む
と
論
者
に
よ
る
定
義
の
違
い
な
ど
扱
う
べ
き
問

題
点
は
多
い
た
め
本
稿
で
は
触
れ
な
い
が
、「
モ
ダ
リ
テ
ィ
」
と
い

う
の
は
、
話
し
手
が
発
話
す
る
際
の
心
的
な
態
度
を
言
う
も
の
で
あ

る
。
一
方
に
外
的
世
界
や
内
的
世
界
の「
事
態
・
対
象
的
な
内
容
」（
命

題
）
が
あ
り
、
他
方
に
、
そ
れ
を
ど
う
受
け
取
っ
て
い
る
か
、
そ
し

て
ど
う
伝
え
る
か
と
い
う
話
し
手
の
態
度
（
モ
ダ
リ
テ
ィ
）
が
あ
る

（
仁
田
・
益
岡
（
二
〇
〇
〇
））。
例
え
ば
英
語
で
あ
れ
ば
、m

ust

や
m

ay

と
い
っ
た
法
助
動
詞
で
表
さ
れ
る
事
態
を
想
像
す
る
の
が
早
い

だ
ろ
う
。
日
本
語
で
は
、
し
ば
し
ば
そ
れ
は
日
本
語
に
と
っ
て
重
要

な
末
尾
に
お
い
て
、
高
度
に
文
法
化
さ
れ
た
形
で
明
示
さ
れ
る
（
益

岡
（
一
九
九
一
）、
三
〇
頁
）。
そ
う
し
た
事
柄
の
分
析
か
ら
、
ま
た
、

日
本
語
は
「
感
情
や
思
考
の
表
現
に
お
い
て
、
判
断
主
体
の
主
観
性

に
属
す
る
事
柄
を
客
観
的
事
柄
か
ら
区
別
し
て
扱
」
い
、「
当
該
の

事
態
に
対
す
る
判
断
主
体
の
関
わ
り
を
明
示
す
る
傾
向
が
強
い
」
と

言
う
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
（
同
所
）。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
、
ま
さ
に
時
枝
が
日
本
語
に
つ
い
て
分
析
し

た
際
に
、
話
者
（
時
枝
の
記
述
で
は
主
に
主
体
と
言
い
換
え
ら
れ
る
）
の

重
要
性
を
強
調
し
、「
辞
」
と
い
わ
れ
る
機
能
語
が
、
後
か
ら
、
先

行
す
る
「
客
観
的
事
実
」
を
示
す
「
詞
」
を
包
み
込
む
と
分
析
し
た

こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。

　

実
際
、
例
え
ば
、
先
のN

arrog

は
、
日
本
語
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
研

究
に
特
化
し
たN

arrog

（
二
〇
〇
九
）
に
お
い
て
、
日
本
に
お
け
る

モ
ダ
リ
テ
ィ
研
究
史
を
振
り
返
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
時
枝
誠
記

は
、
あ
る
種
の
前
史
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
重
要
な
位
置

を
占
め
て
い
る
（
同
書
二
二 

― 

三
二
頁
。
こ
こ
で
追
記
し
て
お
く
べ
き

は
時
枝
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
避
け
つ
つ
言
語
に
お
け
る
主
体
性
を
研
究
し

よ
う
と
し
た
日
本
の
研
究
者
に
と
っ
て
、
シ
ャ
ル
ル
・
バ
イ
イ
が
非
常
に

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
）。
同
様
に
、

日
本
語
に
お
け
る
モ
ダ
リ
テ
ィ
研
究
に
お
い
て
、
時
枝
が
理
論
的
な

経
緯
に
お
い
て
も
、
関
連
す
る
言
語
資
料
の
提
示
に
お
い
て
も
重

要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
例
え
ばM

aynard

（
一
九
九
三
）
やJohnson

（
二
〇
〇
三
）
も
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
例
え
ば
池
原
（
二
〇
〇
四
）
は
、
時
枝
の
言
語
理
論
を
継

承
し
た
三
浦
つ
と
む
の
言
語
理
論
と
の
出
会
い
と
対
話
が
、
彼
の
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
上
で
の
自
然
言
語
処
理
研
究
の
進
展
に
と
っ
て
非
常
に

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
事
を
述
懐
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
時
枝
の
言
語
理
論
は
、
狭
義
の
言
語
学
内
部
に
お

い
て
、
モ
ダ
リ
テ
ィ
研
究
を
中
心
に
し
な
が
ら
も
、
単
に
日
本
語
研

究
に
留
ま
ら
な
い
形
で
、
あ
る
種
の
源
流
に
あ
る
も
の
と
し
て
評
価

さ
れ
読
ま
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
し
か
し
、
日
本
に
お
け
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
受
容
の
歴
史
か

ら
見
た
場
合
、
ど
う
な
の
か
。
こ
ち
ら
の
事
情
は
、
後
述
の
よ
う

に
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
自
身
の
テ
キ
ス
ト
の
問
題
が
あ
り
、
少
々
入
り
組

ん
で
い
る
。
だ
が
、
総
体
と
し
て
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
誤
読
に
基
づ

く
も
の
と
し
て
あ
ま
り
真
剣
に
は
検
討
さ
れ
な
い
か
、
あ
る
い
は

一
九
五
〇
年
代
以
降
次
々
と
発
掘
さ
れ
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
新
資
料
に

基
づ
き
、
当
時
時
枝
が
目
の
前
に
し
て
い
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
そ
も

そ
も
「
本
当
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
つ
ま
り

時
枝
が
批
判
し
て
い
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
本
来
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
で
は
な

く
、
時
枝
自
身
の
立
場
は
、
実
は
真
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
な
る
も
の
の
立

場
と
決
し
て
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
か
っ
た
、
と
問
題
が
解
消
さ
れ
る
事

が
一
般
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

確
か
に
早
く
か
ら
そ
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
前
田
英
樹
（
と

り
わ
け
前
田
（
二
〇
〇
七
））
の
よ
う
に
、
時
枝
に
よ
る
ソ
シ
ュ
ー
ル

批
判
を
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
学
の
限
界
を
的
確
に
指
摘
し
た
も
の

で
あ
る
と
す
る
論
者
も
い
る
。
だ
が
、
恐
ら
く
、
時
枝
の
言
語
理
論

自
体
は
評
価
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
批
判
に
つ
い
て
の

評
価
と
し
て
は
、
日
本
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
受
容
史
に
新
た
な
段
階
を
も

た
ら
し
た
丸
山
圭
三
郎
が
編
集
し
た
『
ソ
シ
ュ
ー
ル
小
事
典
』
に
寄

せ
ら
れ
て
い
る
前
田
・
滝
口
（
一
九
八
五
）
に
よ
る
、
日
本
に
お
け

る
ソ
シ
ュ
ー
ル
受
容
史
を
ま
と
め
た
文
章
が
示
し
て
い
る
線
に
近
い

も
の
が
一
般
的
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
依
拠
し
つ
つ
、
若
干
違
っ
た
観
点

も
含
ん
で
い
るSuenaga

（
二
〇
〇
三
）、
ま
た
昭
和
初
期
の
受
容
に

つ
い
て
、さ
ら
に
細
か
く
扱
っ
て
い
る
石
井
（
二
〇
〇
七
）
と
合
わ
せ
、

本
稿
の
読
者
に
は
必
ず
し
も
知
ら
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
ソ
シ
ュ
ー

ル
の
受
容
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
簡
単
に
そ
の
評
価
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
日
本
で
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
受
容
は

三
段
階
、
あ
る
い
は
四
段
階
（Suenaga

）
に
分
け
ら
れ
る
と
言
う
。

Suenaga

（
二
〇
〇
三
）
は
、
前
田
・
滝
口
（
一
九
八
五
）
後
の
状
況

も
扱
っ
て
い
る
た
め
、
四
段
階
に
区
分
す
る
の
が
、
現
在
か
ら
見
た

場
合
適
切
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
は
厳
密
な

意
味
で
時
間
的
に
区
分
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
・

論
争
が
続
い
て
い
る
時
期
は
部
分
的
に
重
な
っ
て
い
る
。

第
一
段
階　

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
邦
訳
と
初
期
受
容

　

ま
ず
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
講
義
を
「
弟
子
」
達
が
、
講
義
出
席
者

の
ノ
ー
ト
を
元
に
書
物
と
し
て
ま
と
め
、『C

ours de linguistique 

générale
』
が
一
九
一
六
年
に
出
版
さ
れ
る
。
こ
の
講
義
録
は
以
上

の
よ
う
な
経
緯
を
成
立
事
情
と
し
て
有
す
る
た
め
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
自



97

■論文

身
の
思
想
を
ど
れ
だ
け
正
確
に
伝
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
多
く
の

問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
も
、
出
席
者
の
ノ
ー
ト
が
ど
れ

だ
け
正
確
に
講
義
を
伝
え
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
だ
け
で
な
く
、

書
籍
の
形
式
に
す
る
た
め
に
、
編
者
達
は
講
義
の
前
後
を
い
じ
り
、

表
現
を
書
き
加
え
、
素
材
と
し
た
講
義
ノ
ー
ト
に
大
幅
に
手
を
入
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、「
ソ
シ
ュ
ー
ル
自
身
の
意
図
」

と
の
関
係
で
言
え
ば
問
題
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
後
に
、
ノ
ー
ト

自
体
や
ソ
シ
ュ
ー
ル
自
身
の
草
稿
の
研
究
が
一
九
五
〇
年
代
以
降
、

幾
つ
か
の
段
階
を
経
な
が
ら
進
展
す
る
ま
で
、
こ
の
形
態
で
受
容
さ

れ
る
事
に
な
っ
た
書
物
で
あ
る
（
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
語
原
書
に
つ
い
て
、

こ
の
当
時
出
版
さ
れ
た
版
に
は 

―
― 

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
時
枝
や
小

林
が
参
照
で
き
た
版
に
は 

―
― 

現
在
入
手
で
き
る
版
に
含
ま
れ
て
い
る
イ

タ
リ
ア
の
研
究
者D

e M
auro 

に
よ
る
、
そ
の
後
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
研
究
の
進

展
を
反
映
し
た
、
本
文
の
理
解
を
助
け
る
詳
細
な
註
が
付
い
て
い
な
か
っ

た
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
）。

　

さ
て
、
や
が
て
二
〇
世
紀
の
言
語
学
に
広
く
、
お
よ
び
そ
の
他

の
人
文
諸
科
学
に
と
っ
て
も
、「
構
造
主
義
の
源
流
」
と
し
て
非
常

に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
事
に
な
る
同
書
だ
が
、
実
は
最
初
に
翻

訳
さ
れ
た
の
は
日
本
語
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
早
く
も

一
九
二
八
年
に
、
当
初
は
『
言
語
学
原
論
』
と
い
う
、
や
や
原
題

と
は
異
な
る
邦
題
で
で
は
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
扱
う
小
林
英
夫
の

翻
訳
に
よ
り
、
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
（
た
だ
し
、
厳
密
に
は
神
保
格
が

一
九
二
二
年
に
は
す
で
に
間
接
的
に
紹
介
し
て
い
た
と
も
言
わ
れ
る
。
神

保
（
一
九
二
二
）、
渡
辺
（
二
〇
一
〇
）
四
四
―
四
五
頁
参
照
）。
そ
し
て
、

こ
の
本
は
、
そ
れ
ま
で
、
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ソ
シ
ュ
ー
ル
以

前
の
、
主
に
ド
イ
ツ
系
の
近
代
言
語
学
を
輸
入
し
て
い
た
日
本
語
を

研
究
す
る
学
者
達
（
国
語
学
者
達
）
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ

と
に
な
り
、
第
二
段
階
で
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
な
、
時
枝
誠
記
の
そ

う
し
た
受
容
状
況
へ
の
批
判
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の

段
階
で
、
国
語
学
者
達
に
よ
り
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
（
の
邦
訳
）
自
体
が

読
ま
れ
、
理
解
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
小
林
自
身
の
多

く
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
解
説
論
文
と
解
説
書 

―
― 

と
見
な
さ
れ
た
も
の

の
、
実
際
に
は
極
め
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
側
面
も
多
く
含
む 

―
― 

例

え
ば
『
言
語
学
通
論
』（
一
九
三
七
）
等
を
介
し
て
の
理
解
で
あ
っ
た

か
は
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。

第
二
段
階　
「
時
枝
論
争
」

　

次
い
で
、
前
田
・
滝
口
（
一
九
八
五
）
が
「
時
枝
論
争
」
と
名
付

け
て
い
る
段
階
が
来
る
。

　

時
枝
誠
記
は
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
「
心
的
過
程
と
し
て
の

言
語
本
質
観
」（
一
九
三
七
）、「
言
語
に
於
け
る
場
面
の
制
約
に
つ
い

て
」（
一
九
三
八
）、「
言
語
に
対
す
る
二
つ
の
立
場 

―
― 

主
体
的
立

場
と
観
察
者
的
立
場 

―
―
」（
一
九
四
〇
）
と
い
っ
た
、
ど
の
よ
う
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に
言
語
を
分
析
す
べ
き
か
を
論
じ
た
一
連
の
論
文
を
執
筆
し
、
ソ

シ
ュ
ー
ル
批
判
を
行
い
つ
つ
自
分
の
言
語
論
の
立
場
を
組
み
上
げ

て
い
く
（
す
べ
て
時
枝
（
一
九
七
三
）
に
収
録
）。
そ
う
し
て
作
り
上
げ

ら
れ
た
立
場
を
基
に
、
一
九
四
〇
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
学
と
は
異

な
っ
た
日
本
に
お
け
る
言
語
理
論
の
歴
史
を
振
り
返
る『
国
語
学
史
』

が
、
そ
し
て
、
一
九
四
一
年
に
言
語
過
程
説
の
立
場
に
基
づ
く
具
体

的
な
日
本
語
の
分
析
を
含
む
『
国
語
学
原
論
』
が
出
版
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
書
物
に
お
い
て
、
時
枝
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
学
に

は
「
言
語
を
『
物
』
と
し
て
見
る
傾
向
」
が
あ
る
の
に
対
し
、「
日

本
に
古
く
か
ら
見
ら
れ
る
考
え
方
は
、『
事
』
と
『
言
』
を
同
一
視

す
る
考
え
方
」
で
あ
り
、「『
言
う
事
』
の
根
本
に
あ
る
の
は
『
心
』

で
」
あ
る
と
い
う
形
で
日
本
の
言
語
思
想
を
発
掘
す
る
（
時
枝

（
一
九
四
〇
）、
一
八
―
一
九
頁
）。
そ
れ
ら
を
基
盤
と
し
て
、「
言
語

の
具
体
的
存
在
」
は
、「
個
人
の
主
体
的
行
為
以
外
に
な
い
」
と
し

（
時
枝
一
九
九
一
＝
二
〇
〇
七
、一
五
八
頁
）、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
そ
う

し
た
主
体
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
「
言
語
」
を
主
体
の
外
に
、「
物
」

と
し
て
実
在
す
る
か
の
よ
う
に
扱
う
間
違
い
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
と

言
う
。
そ
し
て
、こ
れ
に
よ
り
言
語
に
関
し
て
の「
主
体
的
立
場
」（
当

事
者
的
な
立
場
）
を
言
語
の
学
か
ら
追
い
出
し
、
単
に
観
察
者
的
な

立
場
に
よ
る
も
の
へ
と
言
語
の
学
を
還
元
し
て
し
ま
っ
た
と
批
判
す

る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
時
枝
の
批
判
に
対
し
、
既
に
小
林
か
ら
早
い
時
期
に
批

判
が
あ
り
（
小
林
・
波
多
野
・
滑
川
（
一
九
四
七
））
―
― 

実
は
こ
の

批
判
は
以
下
に
触
れ
る
服
部
と
の
論
争
と
あ
る
程
度
同
じ
内
容
を
含

ん
で
い
る
―
―
、
そ
の
後
さ
ら
に
様
々
な
論
者
を
巻
き
込
ん
で
一
つ

の
論
争
と
な
る
。
そ
の
中
で
、
本
稿
の
目
的
に
関
連
し
て
注
目
し
て

お
く
べ
き
は
、
時
枝
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
「
誤
読
」
を
具
体
的
に
、
ま
た

決
定
的
に
示
し
た
こ
と
に
な
る
、
言
語
学
者
の
服
部
四
郎
と
の
間
で

行
わ
れ
た
一
九
五
七
年
の
や
り
と
り
で
あ
る
（
服
部
の
応
答
「
言
語
過

程
説
に
つ
い
て
」「
ソ
ス
ュ
ー
ル
のlangue

と
言
語
過
程
説
」
は
す
べ
て
服

部
（
一
九
六
〇
）
に
所
収
。
時
枝
側
の
応
答
は
「
服
部
四
郎
教
授
の
『
言

語
過
程
説
に
つ
い
て
』を
読
む
」と
し
て『
国
語
国
文
』第
二
六
巻
第
四
号
）。

そ
こ
で
は
、ソ
シ
ュ
ー
ル
の
基
礎
概
念
で
あ
る「langage

」「langue

」

「parole

」と
い
っ
た
語
が
、日
本
語
の「
言
語
」の
両
義
性（langage

とlangue

の
両
方
を
意
味
し
う
る
）
に
よ
り
、
時
枝
の
誤
読
と
、
そ
れ

に
基
づ
い
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
批
判
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
様
子
が
ソ

シ
ュ
ー
ル
の
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
を
引
用
し
つ
つ
分
析
さ
れ
、
そ
の
結

果
、
時
枝
の
批
判
は
、
小
林
の
邦
訳
を
通
し
た
誤
読
の
せ
い
で
あ
る
、

と
い
う
形
に
還
元
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
論
争
を
通
じ
て
、

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
原
典
に
基
づ
く
解
釈
の
必
要
性
が
再
認
識
さ
れ
る
に

至
る
の
で
あ
る
。

第
三
段
階　

構
造
主
義
の
導
入
と
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
原
典
へ

　

こ
う
し
た
段
階
を
経
て
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
学
は
、
日
本
語
研
究
・
国
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語
学
へ
の
直
接
的
な
適
用
可
能
性
よ
り
も
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
自
身
の
理

解
を
深
め
る
第
三
段
階
へ
と
移
る
。
そ
こ
で
は
、
構
造
主
義
の
高

ま
り
を
背
景
と
し
て
、
そ
の
源
流
に
あ
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
へ
の
注
目

が
高
ま
る
だ
け
で
は
な
く
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
発
掘
が
進
ん
だ
ソ

シ
ュ
ー
ル
の
講
義
録
の
原
資
料
の
直
接
的
研
究
に
基
づ
い
た
丸
山
圭

三
郎
の
一
連
の
研
究
に
よ
り
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
自
身
の
言
語
理
論
の
理

解
は
新
た
な
段
階
に
入
る
。

第
四
段
階　

ソ
シ
ュ
ー
ル
研
究
の
成
熟
へ

　

そ
し
てSuenaga

（
二
〇
〇
三
）
の
言
う
第
四
段
階
だ
が
、
こ
こ

で
は
丸
山
圭
三
郎
の
弟
子
の
世
代
の
研
究
者
達
が
、
一
方
で
、
丸
山

の
基
礎
研
究
の
上
に
、
自
ら
の
独
自
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
読
解
や
、
言
語

哲
学
を
組
み
立
て
て
い
く
動
き
が
あ
り
、
他
方
で
、
現
地
で
の
さ
ら

な
る
資
料
の
発
掘
と
連
動
し
つ
つ
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
自
身
に
さ
ら
に
近

い
資
料
を
、
よ
り
正
確
な
形
で
校
訂
す
る
作
業
に
従
事
す
る
研
究
者

も
増
え
る
。
ま
た
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
成
果
が
次
々
と
邦

訳
さ
れ
て
も
い
る
。

　

と
は
い
え
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
自
身
の
手
稿
が
新
た
に
ま
と
ま
っ
て
校

訂
刊
行
さ
れ
る
、
そ
れ
に
対
す
る
さ
ら
な
る
訂
正
版
が
出
る
と
い
っ

た
形
で
の
資
料
の
発
掘
は
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
も
続
き
、
ソ

シ
ュ
ー
ル
自
身
が
実
際
の
所
、
何
を
考
え
て
い
た
か
と
い
う
点
の
理

解
で
言
え
ば
、
ま
さ
に
世
界
的
に
未
だ
途
上
の
段
階
と
い
う
状
況
な

の
で
あ
る
。

Ⅲ　

時
枝
誠
記
の
「
誤
読
」

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
ソ
シ
ュ
ー
ル
受
容
史
を
簡
単
に
確
認
し
た

上
で
、
時
枝
の
「
誤
読
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
幾
つ
か
の
論
点

が
あ
る
の
だ
が
、
次
の
一
点
に
絞
っ
て
本
稿
で
は
扱
っ
て
い
こ
う
。

　

時
枝
は
、ソ
シ
ュ
ー
ル（
お
よ
び
そ
の
小
林
に
よ
る
解
釈
・
解
説
）の「
言

語
」
と
「
言
」（
そ
れ
ぞ
れ
に
す
べ
て
「
ラ
ン
グ
」
と
「
パ
ロ
ー
ル
」

と
フ
ラ
ン
ス
語
の
原
語
の
音
写
を
振
り
仮
名
で
振
っ
て
あ
る
）
の
定

義
を
批
判
す
る
文
脈
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

例
え
ば
、一
匹
の
馬
を
表
す
に
何
故
に
、「
馬
」と
い
う「
言
語〔
ラ

ン
グ
〕」
が
使
用
さ
れ
る
か
、
又
は
、「
動
物
」
と
い
う
「
言
語

〔
ラ
ン
グ
〕」
が
使
用
さ
れ
る
か
は
、「
言
〔
パ
ロ
ー
ル
〕」
と
「
言

語
〔
ラ
ン
グ
〕」
と
の
関
係
を
考
え
る
上
に
重
要
な
問
題
で
あ

る
（
時
枝
（
一
九
四
一
＝
二
〇
〇
七
）、
九
〇
頁
）。

　

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
議
論
を
知
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
現
在
の
フ
ラ
ン

ス
語
を
良
く
知
っ
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
何
か
奇
妙
な
印
象
を

与
え
る
文
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
日
本
語
で

も
、
今
日
の
「
言
語
」
と
い
う
言
葉
の
一
般
的
な
用
法
に
従
え
ば
違

和
感
を
覚
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
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小
林
英
夫
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
邦
訳
の
中
で
「langage

（
ラ
ン
ガ
ー

ジ
ュ
）」に「
言
語
活
動
」、「langue

（
ラ
ン
グ
）」に「
言
語
」、「parole

（
パ
ロ
ー
ル
）」
に
「
言
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
て
い
る
。
こ
こ
で
は

そ
れ
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
原
語
も
振
り
仮
名
で
示
さ
れ
て
い
る
の
だ

が
、
こ
こ
で
は
「
馬
」
や
「
動
物
」
と
い
っ
た
個
々
の
語
に
対
し
て

「
言
語 langue
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
こ
の
「
言
語 langue

」
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
重
要

と
な
る
の
は
、「
言
語
活
動 langage
」
と
対
比
さ
れ
た
そ
の
意
味

で
あ
る
。
小
林
英
夫
に
よ
っ
て「
言
語
活
動
」と
訳
さ
れ
た
ソ
シ
ュ
ー

ル
の
「langage

」
の
解
釈
に
つ
い
て
実
は
問
題
も
あ
る
の
だ
が
（
ケ

ル
ナ
ー
（
一
九
八
二
）、二
一
五
―
二
五
三
頁
、Arrivé
（
二
〇
〇
七
）、三
八

―
四
一
頁
）、
例
え
ば
、『
ソ
シ
ュ
ー
ル
小
事
典
』
は
両
者
を
対
比
さ

せ
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

人
間
の
も
つ
普
遍
的
な
言
語
能
力
・
抽
象
能
力
・
カ
テ
ゴ
リ
ー

化
の
能
力
お
よ
び
そ
の
諸
活
動
を
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
（langage
）

と
よ
び
、
個
別
言
語
共
同
体
で
用
い
ら
れ
て
い
る
多
種
多
様
な

国
語
体
を
ラ
ン
グ
（langue

）
と
よ
ん
で
、
こ
の
二
つ
を
峻
別

し
た
（
丸
山
（
一
九
八
五
）、
六
三
頁
）。

　

つ
ま
り
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
文
脈
で
は
、
日
本
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
と

い
っ
た
個
別
言
語
（
個
別
の
国
語
）
を
指
し
示
し
て
使
わ
れ
る
言
葉

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
先
の
時
枝
の
引
用
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
個
別
言
語

に
属
し
て
い
る
個
々
の
語
に
対
し
て
使
わ
れ
、
こ
れ
が
ソ
シ
ュ
ー
ル

批
判
の
要
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。と
い
う
の
も
、こ
う
し
た
個
々

の
語 

―
― 

時
枝
言
う
と
こ
ろ
の「
言
語
」―
― 

を
実
体
化
し
て
扱
っ

て
い
る
の
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
問
題
で
あ
る
、
と
時
枝
は
分
析
し
、
そ

う
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
語
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
音
声
の

印
象（
聴
覚
映
像
）と
意
味（
概
念
）の
連
合
は
、あ
く
ま
で
も
主
体（
話

者
）
に
お
い
て
過
程
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
言
語
の
学

は
、
そ
れ
（
を
含
む
形
で
／
む
し
ろ
そ
ち
ら
）
を
分
析
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
、
と
結
論
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
お

け
る
「
言
語 langue

」
と
は
、
そ
う
し
た
個
々
の
語
を
単
位
と
し

て
成
り
立
た
せ
含
み
持
つ
体
系
な
の
で
あ
り
、
こ
の
批
判
は
ど
う
に

も
話
が
か
み
合
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
確
か
に
、
こ
れ
は
日
本

語
に
お
け
る
〈
こ
と
ば
〉
を
示
す
語
彙
の
多
義
性
、
と
り
わ
け
「
言

語
」と
い
う
言
葉
で
は
今
日
明
確
で
な
い
と
す
れ
ば
、そ
れ
を「
言
葉
」

と
置
き
換
え
れ
ば
明
確
に
な
る
よ
う
な
多
義
性
に
よ
り
、
ソ
シ
ュ
ー

ル
の
「
誤
読
」
が
起
こ
り
、
そ
れ
ゆ
え
す
れ
違
い
が
起
こ
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
（
な
お
本
稿
で
も
「
言
葉
」
の
多
義
性
を
意
図
的
に
用

い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
語
」
の
意
味
で
あ
る
）。

　

実
際
、
小
林
は
、
一
九
四
七
年
の
鼎
談
で
、「
言
語
は
記
憶
的
事
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実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
を
時
枝
は
認
め
な
い
点
に
問
題
が
あ
る
と

分
析
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
時
枝
が
以
上
の
よ
う
な
ソ
シ
ュ
ー
ル
批

判
を
行
う
理
由
を
次
の
よ
う
に
語
る
の
で
あ
る
。

小
林　

こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、日
本
語
で
非
常
に
困
る
の
は
、

一
々
の
単
語
も
言
葉
だ
し
、
言
語
も
言
葉
だ
し
、
言
語
活
動
も

言
葉
だ
し
、
そ
れ
を
ご
っ
ち
ゃ
に
し
て
、
話
に
な
ら
ん
で
す
よ
。

そ
れ
で
時
枝
氏
が
、
言
語
の
本
質
と
し
て
聴
覚
映
像
と
概
念
の

れ
ん
合
と
い
う
よ
う
に
ソ
ッ
シ
ュ
ー
ル
が
言
っ
た
と
い
う
が
、

ソ
ッ
シ
ュ
ー
ル
は
そ
う
言
っ
て
な
い
の
で
す
よ（
小
林
・
波
多
野
・

滑
川
（
一
九
四
七
）、
五
頁
）。

　

つ
ま
り
、
時
枝
は
日
本
語
の
「
言
葉
」
の
多
義
性
を
「
ご
っ
ち
ゃ

に
し
て
」
い
る
所
に
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
故
に
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
誤
読

し
た
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
時
枝
の
（
的
外
れ
の
）
ソ
シ
ュ
ー
ル
批
判

が
出
て
き
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば 

―
― 

小
林
自
身

が
ソ
シ
ュ
ー
ル
翻
訳
の
責
任
者
で
あ
り
当
事
者
で
は
あ
る
の
だ
が 

―
― 

翻
訳
の
（
失
敗
の
）
問
題
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
起
こ
っ
て

い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
あ
る
問
題
は
、
そ
れ
で

片
付
く
も
の
だ
ろ
う
か
。

Ⅳ　

言
語
学
に
お
け
る
〈
こ
と
ば
〉

　

こ
こ
で
、
少
し
だ
け
遠
回
り
を
し
て
み
た
い
。

　

フ
ラ
ン
ス
語
と
日
本
語
は
、
想
定
さ
れ
る
系
統
的
に
も
、
実
際
の

語
彙
や
統
語
法
に
お
い
て
も
遠
い
言
語
で
あ
る
。
そ
う
し
た
理
由
か

ら
、
も
し
か
し
た
ら
、
こ
う
し
た
行
き
違
い
は
、
二
つ
の
言
語
が
遠

く
離
れ
て
い
る
か
ら
当
た
り
前
の
事
だ
と
い
う
風
に
考
え
ら
れ
る
か

も
知
れ
な
い
。

　

だ
が
、
例
え
ば
、
日
本
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
に
比
べ
れ
ば
比
較
的
近

い
、
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
間
で
も
、
類
似
の
問
題
は
生
じ
て
い
る
。

例
え
ば
、今
問
題
に
し
て
い
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
の「langage

」「langue

」

「parole

」
は
英
語
で
は
ど
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
し

て
い
る
の
か
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
学
講
義

に
は
現
在D

e M
auro

の
詳
細
な
訳
が
付
い
て
お
り
、
そ
こ
で
も
こ

う
し
た
問
題
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
（Saussure

（
一
九
一
六

＝
一
九
九
五
）、
註
六
五
、四
二
〇
―
四
二
二
頁
）、
近
年
の
ソ
シ
ュ
ー

ル
研
究
の
成
果
を
ま
と
め
た
『T

he Cam
bridge Com

panion 
to Saussure

』
に
お
い
て
、
編
者
は
様
々
に
提
案
さ
れ
て
き
た
英

語
で
の
翻
訳
語
を
検
討
し
た
後
に
、「langue

」
に
は
「language 

system

」
な
い
し
フ
ラ
ン
ス
語
を
そ
の
ま
ま
使
い
「langue

」
を
、

「parole

」
に
は
「speech

」
な
い
し
フ
ラ
ン
ス
語
を
そ
の
ま
ま
使

い
「parole

」
を
、
と
あ
る
種
の
翻
訳
不
可
能
性
を
認
め
た
提
案
を

行
う
（Sanders　
（
二
〇
〇
四
）、
一
―
六
頁
）。
だ
が
、
何
よ
り
も
こ

う
し
た
提
案
の
困
難
さ
は
、
編
者
の
言
明
に
も
関
わ
ら
ず
、
様
々
な
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著
者
の
論
考
が
集
め
ら
れ
た
同
巻
の
中
で
、
最
終
的
に
翻
訳
語
が
統

一
さ
れ
て
い
な
い
事
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
一

連
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
語
に
見
合
う
と
考
え
ら
れ
る
英
語
の
語
は
、
著

者
に
よ
り
判
断
が
分
か
れ
、
一
定
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
う
し
た
中

で
の
安
全
策
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
そ
の
ま
ま
残
す
、
と
い
う

事
に
な
る
の
で
あ
る
（A

m
acker

（
二
〇
〇
五
）
参
照
）。

　

ま
た
、
英
語
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
の
場
合
も
同
様
の
問
題
が
生
じ

て
い
る
。
例
え
ば
、
近
年
の
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
「I-language

」
と

い
う
言
葉
を
術
語
と
し
て
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
言
語
の
知
と
い

う
も
の
は
、
集
団
的
で
外
的
と
い
う
よ
り
も
、
個
人
的
で
内
的

な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
を
示
す
語
で
あ
る
の
だ

が
、「langue

」
と
「langage

」
と
い
う
区
別
が
な
く
、
そ
れ
ら

に
対
し
「language

」
と
い
う
一
語
を
持
つ
英
語
で
作
ら
れ
た

こ
の
新
し
い
語
を
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
ど
の
よ
う
に
訳
し
て
い

る
の
か
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
あ
る
著
作
の
仏
訳
者
は
、
そ
の
序
文

で
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
の
置
き
換
え
可
能
性
と
し
て
「I-language

（《langue/langage interne

》）」と
両
方
を
併
記
す
る（Chom

sky 

tr. Fr.

（
二
〇
〇
五
）、
二
八
頁
）。
別
の
研
究
者
は
翻
訳
不
可
能
な

語
と
し
て
「I-language

」
と
英
語
の
ま
ま
用
い
る
（Rouveret

（
二
〇
〇
四
））。
ま
た
別
の
研
究
者
は
「I-langue

」
と
い
う
語
を

提
案
す
る
（Pollock

（
一
九
九
八
））。
こ
う
し
た
困
難
は
、
英
語
の

「I-language

」
と
い
う
表
現
が
、
言
語
の
内
的
な
能
力
と
で
も
言

う
べ
き
も
の
（I-langage

）
と
、
内
的
な
あ
る
言
語
と
で
も
言
う
べ

き
も
の
（I-langue

）
の
両
者
を
示
し
う
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
両

者
を
同
時
に
示
す
と
い
う
所
に
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
立
論
が
成
立
し
て

い
る
が
故
に
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、チ
ョ

ム
ス
キ
ー
の
立
論
は
、
英
語
の
「language

」
が
よ
り
普
遍
的
な
相

で
あ
る
「langage

」
と
よ
り
個
別
的
な
相
で
あ
る
「langue

」
の

両
方
を
含
意
す
る
／
し
う
る
が
故
に
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事

を
、
こ
の
翻
訳
問
題
は
明
か
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
間
で
す
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の

言
語
に
お
い
て
育
て
上
げ
ら
れ
て
き
た
言
語
学
の
理
論
は
、
意
外
な

ほ
ど
翻
訳
の
困
難
を
抱
え
て
お
り
、（
初
期
と
は
違
っ
た
形
と
は
言
え
）

形
式
化
を
目
指
し
て
来
た
生
成
文
法
の
用
語
に
お
い
て
す
ら
、
こ
の

よ
う
に
基
礎
的
な
用
語
も
機
械
的
に
フ
ラ
ン
ス
語
へ
と
訳
す
こ
と
は

出
来
な
い
。
そ
し
て
、
ま
た
、
こ
う
し
た
翻
訳
の
問
題
は
、
一
言
語

の
中
だ
け
で
は
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
、
そ
う
し
た
理
論
が
形
作

ら
れ
練
り
上
げ
ら
れ
る
言
語
に
、
い
か
に
理
論
が
依
存
し
て
い
る
か

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ⅴ　

ソ
シ
ュ
ー
ル
を
読
む
小
林
を
読
む
時
枝

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
言
語
学
に
お
い
て 

―
― 

た
と
え
現
代
の

生
成
文
法
の
よ
う
に
一
定
の
形
式
化
を
行
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で



103

■論文

あ
っ
て
も 

―
― 

そ
う
し
た
理
論
の
記
述
を
行
っ
て
い
る
言
語
の
影

響
は
、
理
論
の
内
実
に
も
影
響
し
か
ね
な
い
も
の
だ
と
い
う
事
を
簡

単
に
だ
が
確
認
し
た
。

　

時
枝
の
ケ
ー
ス
と
い
う
の
も
、
あ
る
意
味
で
そ
う
し
た
状
況
の
一

つ
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
は
、
時
枝
が
単
に
勘
違
い

を
し
た
、
な
い
し
フ
ラ
ン
ス
語
を
正
し
く
理
解
し
な
か
っ
た
と
い
う

よ
り
も
、
実
の
所
、
一
時
期
の
同
僚
で
も
あ
っ
た
小
林
英
夫
の
、
あ

る
日
本
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
違
い
の
解
釈
を
、積
極
的
に
捉
え
直
し
、

転
倒
さ
せ
る
所
に
成
立
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

小
林
英
夫
は
、
日
本
に
お
け
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
受
容
の
場
面
で
も
触

れ
た
『
言
語
学
通
論
』
と
い
う
非
常
に
広
く
読
ま
れ
た
書
物
に
お
い

て
、
言
語
学
が
何
を
対
象
と
す
る
学
問
で
あ
る
の
か
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
際
に
、
次
の
よ
う
に
日
本
語
に
お
け
る
〈
こ
と
ば
〉
を
め
ぐ

る
語
彙
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
（
小
林
（
一
九
三
七
）、一
四
―
一
七
頁
）。

　

言
語
学
は
コ
ト
バ
を
そ
の
対
象
と
す
る
科
学
で
あ
る　

―
― 

こ
れ
は
同
語
反
復
で
あ
っ
て
定
義
の
体
を
な
さ
な
い
。
要
は
コ

ト
バ
と
は
何
か
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
こ
の
コ
ト
バ
と
い
う
日
本
語
は
恐
ろ
し
く
多
種
多
様
の

意
味
を
含
ん
で
い
る
。
い
ま
そ
の
う
ち
幾
つ
か
を
取
り
出
し
、

例
を
以
て
説
明
し
て
み
よ
う
。

　

そ
し
て
、
そ
の
「
多
種
多
様
な
意
味
」
か
ら
、
代
表
的
な
七
つ
の

意
味
を
抜
き
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
語
の
語
と
対
応

さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
興
味
深
い
説
明
が
見
ら
れ
る
の

だ
が
、
す
べ
て
を
引
用
す
る
に
は
長
い
た
め
、
要
点
だ
け
を
ま
と
め

な
が
ら
見
て
い
き
た
い
（
要
約
し
て
の
引
用
で
あ
る
）。

　

一
．
「
鳥
獣
に
も
コ
ト
バ
あ
り
」
と
い
う
場
合
。
こ
れ
は
比
喩
的

な
表
現
で
あ
り
、
本
来
は
人
間
に
固
有
の
、
思
想
感
情
を

音
声
を
持
っ
て
表
現
す
る
能
力
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
の

「langage

」。

　

二
．
「
わ
が
国
の
コ
ト
バ
」
と
い
う
場
合
。
い
わ
ゆ
る
「
国
語
」

の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
一
国
内
部
で
互
い
に
意
思
疎
通
を
す

る
た
め
の
音
声
手
段
の
規
則
の
体
系
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語

の
「langue

」。

　

三
．
「
コ
ト
バ
を
交
わ
す
」
と
い
う
場
合
。
こ
れ
は
各
人
が
持
っ

て
い
る
言
語
の
能
力
を
、
第
二
の
意
味
の
規
則
の
体
系
と
し

て
の
コ
ト
バ
を
「
材
料
」
と
し
て
行
使
す
る
も
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
語
の
「parole

」。
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四
．
「
コ
ト
バ
の
上
で
の
争
い
」
と
い
う
場
合
。
こ
れ
は
事
実
や

内
容
に
対
比
し
て
の
表
現
で
あ
り
、
そ
の
表
現
面
に
注
視
し

た
意
味
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
形
容
詞
「verbal

」。

　

五
．
「
コ
ト
バ
巧
み
に
言
い
寄
る
」
と
い
う
場
合
。
第
四
の
意
味

に
近
い
な
が
ら
、よ
り
技
術
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

雄
弁
術
や
修
辞
学
の
扱
う
「
コ
ト
バ
」
の
領
域
。
フ
ラ
ン
ス

語
の
「discours
」。

　

六
．
「
学
問
上
の
コ
ト
バ
」
と
い
う
場
合
。
明
確
に
定
義
さ
れ
た

概
念
の
表
記
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
「term
e

」。

　

七
．
テ
ニ
ヲ
ハ
ま
で
も
含
め
た
コ
ト
バ
。
第
二
の
意
味
の
コ
ト
バ

の
要
素
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
「m

ot

」。

　

こ
の
よ
う
に
、小
林
は
、日
本
語
の「
コ
ト
バ
」と
い
う
言
葉（m

ot
）

が
い
か
に
多
様
な
意
味
を
持
ち
得
る
の
か
を
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
フ
ラ

ン
ス
語
に
対
応
さ
せ
る
事
で
示
し
て
い
る
。
小
林
の
分
析
が
興
味
深

い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
七
つ
の
異
な
っ
た
意
味
を
抽
出
し
た
上
で
、

そ
こ
に
あ
る
種
の
矛
盾
と
止
揚
の
運
動
を
見
い
だ
し
て
い
く
過
程
で

あ
る
。

　

ま
ず
小
林
は
、
第
六
と
第
七
の
意
味
は
、
第
二
の
意
味
で
の
コ
ト

バ
の
要
素
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
考
察
か
ら
外
す
。
そ
の

上
で
、
第
一
は
最
後
に
扱
う
と
し
て
、
第
二
の
意
味
に
つ
い
て
、
つ

ま
りlangue

と
し
て
の
意
味
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

第
２
義
の
コ
ト
バ
は
、
先
に
述
べ
た
如
く
、
一
国
民
、
一
民

族
乃
至
一
社
会
の
歴
史
的
産
物
即
ち
文
化
財
で
あ
る
が
、
何
ら

か
の
既
製
の
も
の
と
い
う
感
じ
が
す
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
コ
ト

バ
の
静
的
様
相
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、langue

と
し
て
の
コ
ト
バ
と
は
、
集
団
的
な
産
物
で
、

あ
る
種
の
静
的
な
様
相
を
示
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

続
い
て
、
第
三
か
ら
第
五
の
意
味
が
分
析
さ
れ
る
（
以
下
、
引
用
文

中
の
傍
線
は
著
者
自
身
に
よ
る
も
の
）。

　

第
３
義
は
能
力
の
行
使
で
あ
り
、
第
４
義
は
既
に
行
使
を
予

定
し
た
上
で
の
表
現
面
で
あ
り
、
第
５
義
は
特
に
技
術
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
は
互
に
些
少
の
差
異
を
含
ん
で
い
は
し
て
も
、
い

ず
れ
も
第
２
義
に
は
見
い
だ
さ
れ
な
か
っ
た
活
動
の
概
念
を
共

有
し
て
い
る
。
即
ち
静
的
様
相
に
対
す
る
動
的
様
相
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
し
て
、こ
の
対
比
は
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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第
２
義
の
コ
ト
バ
が
物
と
い
う
感
じ
を
与
え
る
と
す
れ
ば
、
こ

の
動
的
様
相
は
事
と
い
う
感
じ
を
与
え
る
。

　

つ
ま
り
、
第
二
義
（langue

）
の
意
味
の
コ
ト
バ
は
、「
物
」
で
あ

り
「
静
的
」
で
あ
る
の
だ
が
、
第
三
義
（parole

）
か
ら
第
五
義
ま

で
の
コ
ト
バ
は
「
事
」
で
あ
り
「
動
的
」
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。

　

だ
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。

　

物
と
事
、
静
と
動
―
―
こ
の
二
つ
は
云
う
迄
も
な
く
矛
盾
で

あ
る
。
日
本
語
の
コ
ト
バ
と
い
う
語
は
こ
の
よ
う
に
矛
盾
を
含

ん
だ
語
で
あ
る
。
物
が
正
で
あ
る
な
ら
ば
事
は
反
、
事
が
正
で

あ
る
な
ら
ば
物
は
反
、
二
者
は
並
び
た
ち
え
ぬ
も
の
で
あ
る
。

　

な
ら
ば
、
日
本
語
の
「
コ
ト
バ
」
は
、
分
裂
し
て
い
て
矛
盾
に
貫

か
れ
て
い
る
の
か
、
両
立
不
可
能
な
も
の
を
一
語
で
指
し
示
し
て
い

る
の
か
。

　

小
林
は
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。

　

然
る
に
こ
こ
に
こ
の
矛
盾
を
止
揚
す
る
と
こ
ろ
の
概
念
が
あ

る
。
そ
れ
が
即
ち
第
１
義
の
コ
ト
バ
で
あ
る
。
我
々
は
先
に
一

先
ず
そ
れ
を
人
間
の
能
力
だ
と
考
え
た
。
し
か
し
こ
れ
は
不
精

密
な
考
え
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
陰
在
的
な
力
で
は
な
く
し

て
、
発
現
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
物
を

事
た
ら
し
め
る
活
動
―
―
こ
れ
が
人
間
の
な
し
得
る
こ
と
で
あ

る
。
一
言
に
い
え
ば
「
物
を
言
う
事
」
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
日
本
語
の
「
コ
ト
バ
」
の
四
つ
の
多
義
性
が
示
し
て

い
る
コ
ト
バ
の
静
的
な
相
（
第
二
義
）
と
動
的
な
相
（
第
三
か
ら
第

五
義
）
を
総
合
す
る
、
止
揚
す
る
も
の
と
し
て
、
第
一
義
の
コ
ト
バ

（langage

）
が
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
「
物
を
事
た
ら
し
め
る
活
動
」
で

あ
り
、
人
間
に
固
有
の
言
語
能
力
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
多
種
多
様
な
意
義
を
、
第
一
義
の
コ
ト
バ

（langage

）
と
し
て
の
コ
ト
バ
が
統
合
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
。

　

さ
て
、
時
枝
誠
記
は
、
こ
の
小
林
の
「
コ
ト
バ
」
の
分
析
を
、
ソ

シ
ュ
ー
ル
の
解
説
で
あ
る
と
理
解
し
て
、次
の
よ
う
に
要
約
す
る（
小

林
か
ら
の
引
用
箇
所
ま
で
時
枝
に
よ
る
。
時
枝
（
一
九
四
〇
）、
一
八
頁
）。

　

ソ
シ
ュ
ー
ル
は
「
物
を
い
う
事
」
を
言
語
活
動
（langage

）

と
名
づ
け
、「
い
わ
れ
る
物
」
を
言
語
（langue

）
と
名
づ
け
た

（
小
林
英
夫
『
言
語
学
通
論
』
事
実
編
第
一
「
言
語
活
動
の
定
義
」）

　

こ
こ
に
は
、
第
三
義
か
ら
第
五
義
が
不
在
と
な
る
こ
と
で
、
既
に
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お
そ
ら
く
微
妙
な
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
批

判
す
る
た
め
に
言
語
活
動
で
は
な
く
言
語
に
注
視
す
る
こ
と
で 

―

― 
た
し
か
に
『
講
義
』
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
言
語
を
言
語
学
の
対

象
だ
と
す
る 
―
―
、
そ
れ
は
さ
ら
に
ず
れ
て
く
る
の
だ
が
、
そ
れ

ら
を
足
が
か
り
と
し
て
次
の
結
論
が
導
か
れ
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
始

め
と
し
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
学
」
を
批
判
す
る
、
先
に
ソ
シ
ュ
ー

ル
の
受
容
の
第
二
段
階
「
時
枝
論
争
」
で
短
く
引
用
し
た
箇
所
の
全

体
を
見
て
み
よ
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
学
に
通
じ
て
見
ら
れ
る
言
語
を
「
物
」
と
し

て
見
る
傾
向
に
対
し
て
、
日
本
に
古
く
か
ら
見
ら
れ
る
考
え
方

は
、「
事
」
と
「
言
」
と
を
同
一
視
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
国

語
に
お
い
て
「
事
」
と
「
言
」
と
は
共
に
「
こ
と
」
と
い
わ
れ

て
い
る
。
こ
こ
に
事
と
し
て
の
言
語
と
い
う
こ
と
は
、
事
に
お

い
て
使
用
せ
ら
れ
る
素
材
と
し
て
の
言
語
が
存
在
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、「
言
う
事
」
の
根
本
に
あ
る
も

の
は
「
心
」
で
あ
っ
て
、
心
が
発
動
し
て
言
語
と
な
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
（
時
枝
（
一
九
四
〇
）、
一
八
頁
）。

　

そ
し
て
、
平
田
篤
胤
等
の
日
本
の
伝
統
的
言
語
の
捉
え
方
は

事
と
し
て
の
言
語
の
考
え
方
で
あ
る
。
国
語
学
史
上
に
現
わ
れ

て
い
る
言
語
観
は
実
に
右
に
述
べ
た
よ
う
な
「
事
と
し
て
の
言

語
」
観
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
学
に

お
け
る
「
物
と
し
て
の
言
語
観
に
対
立
す
る
と
こ
ろ
の
思
想
で

あ
る
（
同
書
、
一
九
頁
）。

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
時
枝
自
身
は
、
こ
う
し
た
「
事
と

し
て
の
言
語
」
観
へ
と
、
言
語
に
お
け
る
「
主
体
的
立
場
」
を
回
復

す
る
こ
と
に
よ
り
向
か
う
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
先
に
見
た
、
小
林
に
よ
る
日
本
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
比
較

を
通
し
て
の
「
コ
ト
バ
」
と
「
言
語
活
動
」
の
定
義
か
ら
、
こ
の
対

比
と
批
判
ま
で
の
距
離
は
、
ご
く
わ
ず
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

し
て
実
際
、
こ
の
行
の
直
前
で
、
先
に
見
て
き
た
小
林
の
『
言
語
学

通
論
』
の
該
当
箇
所
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
解
説
と
し
て
理
解
さ
れ
引
用

さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
基
と
し
て
、
こ
の
対
比
と
批
判
が
導

か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
時
枝
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
学
批
判
は
、
単

な
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
誤
読
と
し
て
出
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た

同
時
に
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
読
解
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
語
と
の
出
会
い

な
く
し
て
も
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
な
、
日
本
の
古
典
的
著
作
の
読
み

直
し
だ
け
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
小
林

に
よ
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
始
め
と
し
た
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
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ン
ス
語
と
日
本
語
と
の
比
較
を
通
し
て
示
さ
れ
た
構
図 

―
― 

た
だ

し
そ
こ
で
は
日
本
語
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
対
し
て
混
乱
し
た
も
の
と

し
て
示
さ
れ
る 

―
― 

を
積
極
的
に
転
倒
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
産

み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、小
林
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
準
備
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、

そ
こ
に
お
い
て
は
単
な
る
日
本
語
の
混
乱
と
し
て
片
付
け
ら
れ
て
し

ま
っ
て
い
た
も
の
を
、
積
極
的
に
捉
え
返
す
こ
と
で
、
日
本
語
に
お

い
て
、〈
こ
と
ば
〉
を
め
ぐ
る
言
葉
が
、
ど
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
て

い
る
か
、
機
能
し
て
い
る
か
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
ま
た
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
的
な
「langage

」「langue

」「parole

」

の
区
分
が
、
も
し
か
し
た
ら
、
あ
る
種
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
伝
統
（「
あ

る
種
の
伝
統
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
分
割
は
二
〇
世
紀
の
初
頭
に
お
い
て

は
、
ま
だ
必
ず
し
も
確
定
的
で
は
な
く
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
自
身
も
原
資
料
を

見
る
限
り
段
階
を
経
て
築
き
上
げ
た
区
分
だ
か
ら
だ
）
に
依
拠
し
て
の
み

可
能
だ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
に
潜
在
的
に
含

ま
れ
て
い
た
要
素
が
フ
ラ
ン
ス
語
話
者
に
可
能
に
し
た
、
あ
る
極
め

て
限
定
さ
れ
た
特
殊
な
区
分
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
知
ら
せ
る

の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
類
似
の
対
比
は
、
ロ
マ
ン
ス
諸
語
に
多
く
見
ら

れ
る 

―
― 

た
と
え
ば
個
別
言
語
に
つ
い
て
、
ス
ペ
イ
ン
語
で
は
中
世
ラ
テ

ン
語
の
伝
統
に
直
接
連
な
るidiom

a

もlengua

同
様
使
わ
れ
る
と
い
っ
た

違
い
が
あ
る
に
し
て
も
）。

　

あ
く
ま
で
も
言
語
的
普
遍
が
存
在
す
る
と
い
う
科
学
者
（
言
語
学

者
）
と
し
て
の
立
場
を
貫
き
、「
言
語
学
一
般
の
対
象
」
な
い
し
「
言

語
学
の
一
般
的
対
象
」
が
存
在
す
る
と
い
う
立
場
を
取
る
の
で
あ
れ

ば
、
ソ
シ
ュ
ー
ル 

―
― 

た
ま
た
ま
フ
ラ
ン
ス
語
で
そ
の
理
論
を
組

み
上
げ
た 

―
― 

と
時
枝 

―
― 

た
ま
た
ま
日
本
語
で
理
論
を
組
み

上
げ
た 

―
― 

の
ど
ち
ら
か
が
、
よ
り
正
し
く
言
語
学
一
般
の
対
象

を
記
述
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
構
成
へ
と
至
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
時
枝
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
理
論
を
誤
読
・

誤
解
し
た
、
あ
る
い
は
時
枝
の
側
に
立
ち
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
理
論
は
間

違
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
結
論
を
出
す
方
向
へ
と
導
か
れ
る
事
に
な

る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
科
学
史
家
（
言
語
学
史
家
）、
な
い
し
、
文
化
人
類
学
的

な
視
点
か
ら
、
こ
う
し
た
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
言
語
（
に
対
す
る

反
省
）
の
伝
統
を
持
つ
文
化
に
お
い
て
、
彼
ら
が
日
々
実
践
し
て
い

る
「
言
語
活
動
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
表
象
を
持
つ
に
至
り
、
そ

う
し
た
比
較
的
自
然
に
発
生
す
る
表
象
だ
け
で
な
く
、
文
化
的
衝
突

を
経
て
ど
の
よ
う
な
（
理
論
的
）
反
省
が
産
ま
れ
て
く
る
か
、
と
考

え
る
と
き
、
こ
う
し
た
「
ソ
シ
ュ
ー
ル
」
と
、
そ
れ
を
小
林
を
介

し
て
読
む
時
枝
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
言
語
の
体
験
を
表
現
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
別
個
の
言
語
と
出
会
う
際
の
衝
撃
を

体
験
し
た
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
時
枝
が
組
み

上
げ
た
日
本
的
伝
統
に
連
な
る
と
時
枝
が
い
う
言
語
の
「
主
体
」
も
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ま
た
、
そ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
で
、
柄
谷
（
一
九
八
三
＝
一
九
九
九

＝
二
〇
〇
四
）、
子
安
（
一
九
九
四
＝
一
九
九
六
＝
二
〇
〇
三
）、
安
田

（
一
九
九
八
）
が
指
摘
す
る
よ
う
な
日
本
の
植
民
地
支
配
の
文
脈
に

お
け
る
の
と
は
や
や
別
の
文
脈
で
、狭
義
の「
誤
読
」と
は
異
な
っ
た
、

文
化
の
出
会
い
と
交
差
路
に
お
け
る
出
来
事
と
し
て
読
む
こ
と
が
出

来
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
時
枝

の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
学
」
批
判
は
、
ま
た
別
の
形
で
「
近
代
の
超

克
」
論
が
現
わ
れ
る
文
脈
と
も
接
続
さ
れ
る
事
と
な
る
だ
ろ
う
。

〈
参
考
文
献
〉

池
原　

悟
（
二
〇
〇
四
）　
「
自
然
言
語
処
理
と
言
語
過
程
説
」、『
言
語
過

程
説
の
探
求　

第
一
巻　

時
枝
学
説
の
継
承
と
三
浦
理
論
の
展
開
』、

佐
良
木
昌
編
、
明
石
書
店
、
三
三
一
―
四
〇
八
頁

石
井
久
雄
（
二
〇
〇
七
）　
「
昭
和
前
期
の
国
語
研
究
に
お
け
る
ソ
シ
ュ
ー

ル
」、『
昭
和
前
期
日
本
語
の
問
題
点
』（
国
語
論
究
、
第
一
三
集
）、
加

藤
正
信
・
松
本
宙
編
、
明
治
書
院
、
二
五
二
―
二
七
一
頁

小
川
文
昭
（
二
〇
〇
四
）　
「
主
体
的
言
語
学
の
意
義 

―
― 

言
語
表
現
の

二
重
性
の
発
見
」、『
言
語
過
程
説
の
探
求　

第
一
巻　

時
枝
学
説
の
継

承
と
三
浦
理
論
の
展
開
』、
佐
良
木
昌
編
、
明
石
書
店
、
一
五
―
四
八

頁
柄
谷
行
人
（
一
九
八
三
＝
一
九
九
九
＝
二
〇
〇
四
）　
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
＝
ス

テ
ー
ト
と
言
語
学
」、『
定
本
柄
谷
行
人
集
４　

ネ
ー
シ
ョ
ン
と
美
学
』、

岩
波
書
店
、
一
七
三
―
二
〇
七
頁

ケ
ル
ナ
ー
、E. F. K

. 

（
一
九
八
二
）　
『
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
論　

そ
の

淵
源
と
展
開
』
山
中
圭
一
訳
、
大
修
館
書
店
（
原
著 Ferdinand de 

Saussure, 1973,  V
iew

eg &
 Sohn

）

小
林
英
夫
（
一
九
三
七
）　
『
言
語
学
通
論
』

小
林
英
夫
、
波
多
野
完
治
、
滑
川
道
夫
（
一
九
四
七
）　
「
観
念
論
的
国
語

観
の
批
判
」、『
生
活
学
校
』、（
戦
後
版
）V

ol.2 N
o.1, 

一
九
四
七
年
、一
・

二
月
号

子
安
宣
邦
（
一
九
九
四
＝
一
九
九
六
＝
二
〇
〇
三
）　
『
日
本
近
代
思
想
批

判　

一
国
知
の
成
立
』、
岩
波
書
店
（
初
出
『
現
代
思
想
』
二
二
巻
九

号
（
一
九
九
四
年
八
月
）、
青
土
社
）

神
保
格
（
一
九
二
二
）　
『
言
語
学
概
論
』、
岩
波
書
店

立
川
健
二
（
一
九
九
四
＝
一
九
九
五
）　
「PO

U
R O

U
 CO

N
T

RE 
SA

U
SSU

RE　

未
来
の
国
語
設
計
者
・
小
林
英
夫
の
言
語
学
思
想
」、

『
愛
の
言
語
学
』、
夏
目
書
房
、
二
三
九
―
二
七
二
頁
、
二
八
二
―

二
八
六
頁（
初
出『
現
代
思
想
』、第
二
二
巻
九
号（
一
九
九
四
年
八
月
）、

青
土
社
）

時
枝
誠
記
（
一
九
四
〇
）　
『
国
語
学
史
』、
岩
波
書
店

時
枝
誠
記
（
一
九
四
一
＝
二
〇
〇
七
）　
『
国
語
学
原
論
』、
岩
波
書
店

（
二
〇
〇
七
年
版
は
、
一
九
四
一
年
版
を
基
に
し
た
文
庫
版
で
あ
る
。

本
稿
で
は
二
〇
〇
七
年
版
の
頁
数
で
引
用
す
る
。）

時
枝
誠
記
（
一
九
七
三
）　
『
言
語
本
質
論
』、
岩
波
書
店
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中
村
雄
二
郎
（
一
九
七
一
＝
一
九
九
三
）　
「
制
度
と
し
て
の
日
本
語
」、

『
中
村
雄
二
郎
著
作
集 III 

言
語
論
』、岩
波
書
店
（
初
出
『
中
央
公
論
』

一
九
七
一
年
）

中
村
雄
二
郎
（
一
九
八
三
・
一
九
八
七
＝
一
九
九
三
）　
『
中
村
雄
二
郎
著

作
集　

V
II　

西
田
哲
学
』、
岩
波
書
店
（『
西
田
哲
学
』（
一
九
八
三
）、

『
西
田
哲
学
の
脱
構
築
』（
一
九
八
七
）
を
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
）

仁
田
義
雄
・
益
岡
隆
志
（
編
）（
二
〇
〇
〇
）　
『
モ
ダ
リ
テ
ィ
』（
日
本
語

の
文
法
３
）、
岩
波
書
店

服
部
四
郎
（
一
九
六
〇
）　
『
言
語
学
の
方
法
』、
岩
波
書
店

前
田
英
樹
（
二
〇
〇
七
）　
「
時
枝
誠
記
の
言
語
学
」、
時
枝
（
一
九
四
一
）

二
〇
〇
七
年
文
庫
版
の
後
書
（
二
七
五
―
三
〇
九
頁
）

前
田
英
樹
・
滝
口
守
信
（
一
九
八
五
）　
「
日
本
」、『
ソ
シ
ュ
ー
ル
小
事
典
』、

丸
山
圭
三
郎
編
、
大
修
館
書
店
、
一
五
七
―
一
六
二
頁

益
岡
隆
志
（
一
九
九
一
）　
『
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
文
法
』、
く
ろ
し
お
出
版

松
本
克
己
（
一
九
九
一
）　
「
主
語
に
つ
い
て
」、『
言
語
研
究
』、一
〇
〇
号
、

一 

― 

四
一
頁

丸
山
圭
三
郎
（
一
九
八
五
）　
「
ソ
シ
ュ
ー
ル
理
論
の
基
本
概
念
」、『
ソ

シ
ュ
ー
ル
小
辞
典
』、
丸
山
圭
三
郎
編
、
大
修
館
書
店
、
六
一
―
九
〇
頁

三
浦
つ
と
む
（
一
九
八
三
）　
『
言
語
過
程
説
の
展
開
』（
三
浦
つ
と
む
選

集
３
）、
勁
草
書
房

安
田
敏
郎
（
一
九
九
八
）　
『
植
民
地
の
な
か
の
「
国
語
学
」』、
三
元
社

安
田
敏
郎
（
二
〇
〇
六
）　
『「
国
語
」
の
近
代
史　

帝
国
日
本
と
国
語
学

者
た
ち
』、
中
央
公
論
新
社

渡
辺
哲
男
（
二
〇
一
二
）　
『「
国
語
」
教
育
の
思
想　

声
と
文
字
の
諸
相
』、

勁
草
書
房

A
m

acker, R.

（
二
〇
〇
五
） "Saussure en Grande-Bretagne",　

H
istoriographia Linguistica,　

X
X

X
II : 3, 325-341.

Chom
sky tr. Fr.

（
二
〇
〇
五
）N

ouveaux horizons dans l'étude 
du langage et de l'esprit, traduit par Crevier, R. et K

ihm
, A

. 
Stock.

Johnson, Y
. 

（
二
〇
〇
三
）　M

odality and the Japanese Lan-
guage, Center for Japanese Studies (T

he U
niversity of 

M
ichigan).

M
aynard, S. K

.

（
一
九
九
三
）　D

iscourse M
odality. Subjectiv-

ity, E
m

otion and V
oice in the Japanese Language, John 

Benjam
ins Publishing Com

pany.
N

arrog, H
. 

（
二
〇
〇
九
） M

odality in Japanese. The Layered 
Structure of the C

lause and H
ierarchies of Functional C

at-

egories, John Benjam
ins Publishing Com

pany.
N

arrog, H
. 

（
二
〇
一
二
） M

odality, Subjectivity, and Sem
antic 

C
hange. A C

ross-Linguistic Perspective, O
xford U

niversity 
Press.

Pollock, J.-Y
.

（
一
九
九
八
）　Langage et cognition – introduc-
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tion au program
m

e m
inim

aliste de la gram
m

aire généra-

tive, Presses U
niversitaires de France （1

e édition 1997

）.

Rouveret, A
.

（
二
〇
〇
四
）　"Gram

m
aire form

elle et cognition 
linguistique ", in La linguistique cognitive, éd. par Fuchs, C.,  
Editions O

phrys / Editions de la M
aison des sciences de 

lʼhom
m

e, 27-71.
Sanders, C. ed.

（
二
〇
〇
四
）　The C

am
bridge C

om
panion to 

Saussure, Cam
bridge U

niversity Press.
Saussure, F. de 

（
一
九
一
六
＝
一
九
九
五
）　C

ours de linguistique 
générale, Payot.

Suenaga, A
. 

（
二
〇
〇
三
）　"Le Saussurism
e au Japon au X

X
e 

siècle", C
ahiers Ferdinand de Saussure, vol.56, 177-224.

〔
筆
者
追
記　

本
論
入
稿
後
、
小
林
英
夫
と
時
枝
誠
記
の
ソ
シ
ュ
ー

ル
受
容
は
、
単
純
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の

視
点
か
ら
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
へ
の
批
判
的
応
答
で
あ
っ
た
と
し
、
両
者

を
比
較
分
析
す
る
渡
辺
哲
男
の
論
考
「
言
語
論
的
転
回
と
言
語
の
教

育
を
め
ぐ
る
思
想 

―
― 

ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
学
の
日
本
へ
の
導
入
と

「
読
む
」
こ
と
の
教
育
を
め
ぐ
っ
て
」、『
言
語
と
教
育
を
め
ぐ
る
思

想
史
』（
森
田
伸
子 

編
、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
三
年
）、
二
八
〇
―

三
三
五
頁
が
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
非
常
に
興
味
深
い
分
析
は
本
論
に

は
反
映
で
き
な
か
っ
た
事
を
注
記
し
て
お
き
た
い
。〕

日
本
思
想
史
講
座　
全
五
巻

（
ぺ
り
か
ん
社
、
既
刊
分
各
巻 

税
別
三
八
〇
〇
円
）

編
集　

苅
部　

直
／
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