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《
研
究
ノ
ー
ト
》

モ
ン
ゴ
ル
語
方
言
分
類
の
問
題

　
　
－
特
に
『
言
語
学
犬
辞
典
』
の
「
内
豪
古
語
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
項
目
を
め
ぐ
っ
て
ー

1
　
問
題
の
所
在

フ
フ
ノ、

ト

ル

　
モ
ン
ゴ
ル
語
の
研
究
は
、
前
世
紀
を
通
じ
て
、
文
語
の
み
を
対
象

と
し
た
、
一
種
の
文
献
学
（
昌
＝
〇
一
〇
電
）
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
し

か
し
今
世
紀
に
入
る
と
o
」
・
ラ
ム
ス
テ
ヅ
ト
を
は
じ
め
、
＞
』
．
ル

ー
ド
ネ
フ
、
戸
く
與
．
ウ
ラ
ヂ
一
ミ
ル
ツ
ォ
フ
が
、
各
地
で
実
際
に
話

さ
れ
て
い
る
生
き
た
モ
ン
ゴ
ル
語
、
す
な
わ
ち
諸
方
言
の
研
究
に
着

手
し
、
方
言
分
類
を
試
み
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
さ
ら
に
各
方

言
の
記
述
的
研
究
が
す
す
む
に
つ
れ
て
、
当
時
の
分
類
は
そ
の
ま
ま

で
は
実
情
に
合
わ
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
ウ
ラ
ヂ
ー
ミ
ル
ツ
才

フ
の
鉦
に
代
一
て
・
ξ
詳
細
奪
ン
ジ
一
完
と
ポ
迄
の

鞭
轡
㍗
窪
む
㍍
い
ボ
ピ
簑
㌶

国
に
お
い
て
も
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
に
お
い
て
よ
り
影
響
力
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

持
つ
に
至
っ
た
。
次
い
で
現
わ
れ
た
ロ
ブ
サ
ン
ワ
ン
ダ
ン
の
論
文
は
、

モ
ン
ゴ
ル
諸
語
、
方
言
分
類
の
原
理
を
直
接
の
対
象
と
し
て
い
た
。

　
こ
の
論
文
で
ロ
ブ
サ
ン
ワ
ン
ダ
ン
は
、
　
一
九
五
五
～
五
六
年
に
中

国
で
行
わ
れ
た
中
国
領
内
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
語
、
方
言
に
関
す
る
膨
大

な
調
査
資
料
に
も
と
づ
い
て
、
チ
ン
ゲ
ル
タ
イ
が
行
っ
た
分
類
を
参

考
に
し
つ
っ
、
モ
ン
ゴ
ル
語
地
帯
全
域
に
わ
た
る
現
代
モ
ン
ゴ
ル
諸

語
、
と
り
わ
け
モ
ン
ゴ
ル
語
諸
方
言
の
分
類
に
つ
い
て
新
し
い
見
解

を
示
し
た
。
ロ
ブ
サ
ン
ワ
ン
ダ
ン
の
こ
の
分
類
法
は
日
本
の
研
究
老

に
よ
つ
て
も
、
一
靖
新
し
く
、
か
つ
本
国
の
学
者
の
分
類
・
で
あ
る

と
評
価
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
本
国
の
モ
ン
ゴ
ル
で
は
一
九
八
四
年
に

出
版
さ
れ
た
・
包
括
要
方
言
研
塾
も
そ
の
説
を
ほ
ぽ
そ
の
ま
ま

採
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
内
モ
ン
ゴ
ル
の
モ
ン
ゴ
ル
語
学

老
た
ち
に
与
え
た
影
響
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
本

稿
は
こ
の
説
に
更
に
「
妥
当
性
」
を
確
認
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
の

で
は
な
く
、
ロ
ブ
サ
ン
ワ
ン
ダ
ン
の
こ
の
所
説
が
、
新
た
に
生
じ
た

方
言
分
類
の
問
題
に
重
要
な
視
点
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
喚

起
す
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ブ
サ
ン
ワ
ン
ダ
ン
は
こ
の
論

文
に
お
い
て
、
モ
ン
ゴ
ル
語
、
方
言
の
分
類
は
、
か
つ
て
の
部
族
や

そ
れ
を
基
礎
と
す
る
行
政
区
分
に
影
響
さ
れ
る
ぺ
き
で
は
な
く
、
話

し
手
相
互
問
の
歴
史
的
交
流
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
相
互
の
理
解

度
な
ど
の
、
言
語
内
の
事
実
に
も
と
づ
く
べ
き
だ
と
い
う
、
モ
ン
ゴ

ル
語
、
方
言
分
類
の
基
本
原
則
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
主

に
サ
ン
ジ
ェ
ー
エ
フ
が
、
オ
イ
ラ
ト
方
言
と
ブ
リ
廿
ー
ト
方
言
を
モ

ン
グ
ォ
ル
語
、
モ
ゴ
ー
ル
語
な
ど
と
同
様
に
「
言
語
」
と
し
て
分
類
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し
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
が
、
ポ
ヅ
ベ
の
分
類
も
サ
ン
ジ

ェ
ー
エ
フ
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
批

判
は
ポ
ヅ
ベ
の
分
類
に
も
及
ん
だ
。
し
か
し
、
ポ
ツ
ペ
の
場
合
は
、

言
語
そ
の
も
の
に
即
し
て
、
言
語
体
系
－
主
と
し
て
音
韻
体
系
の

中
か
ら
特
定
の
現
象
を
取
り
出
し
て
分
類
基
準
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

言
語
内
的
な
分
類
基
準
の
機
械
的
な
適
用
の
結
果
は
、
し
か
し
、
こ

れ
ら
諸
方
言
を
母
語
と
す
る
研
究
老
の
感
覚
か
ら
す
れ
ぱ
必
ず
し
も

機
械
的
で
も
客
観
的
で
も
な
い
場
合
が
あ
る
。

　
何
が
言
語
（
－
彗
①
q
轟
①
q
①
）
で
あ
り
、
何
が
方
言
（
2
巴
①
g
）
で
あ

る
か
、
こ
う
し
た
決
定
が
、
言
語
外
の
影
響
を
受
け
ず
に
行
わ
れ
る

の
は
至
難
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
モ
ン
ゴ
ル
語
方
言
分
類
に
あ

っ
て
は
、
近
代
国
家
の
政
治
的
境
界
に
影
響
さ
れ
な
い
と
い
う
、
従

来
の
好
も
し
い
伝
統
か
ら
み
て
、
ロ
ブ
サ
ン
ワ
ン
ダ
ン
の
こ
の
主
張

は
正
当
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
モ
ン
ゴ
ル
語
の
場
合

は
、
例
え
ぱ
、
ド
イ
ツ
語
と
オ
ラ
ン
ダ
語
と
の
関
係
の
よ
う
に
・
国

家
的
所
属
に
よ
っ
て
「
言
呈
胴
」
か
「
方
言
」
か
が
決
定
さ
れ
る
と
い

う
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
一
方
、
問
題
視
さ
れ
た
サ
ン
ジ
ェ
ー
エ
フ
の
分
類
で
も
、
実
は
オ

イ
ラ
ト
方
言
と
ブ
リ
ヤ
ー
ト
方
言
を
は
っ
き
り
と
「
独
立
の
言
語
」

だ
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
は
オ
イ
ラ
ト
方
言
も
、

“

フ
リ
ヤ
ー
ト
方
言
も
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
言
語
に
な
る
に
は
い
た
っ
て

い
な
い
と
強
調
す
る
と
共
に
、
ダ
グ
ル
語
、
モ
ン
グ
ォ
ル
語
、
モ
ゴ

ー
ル
語
と
そ
の
他
の
諸
語
（
オ
イ
ラ
ト
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
、
モ
ン
ゴ
ル
）

と
の
違
い
を
三
点
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
D
　
こ
れ
ら
の
言
語
（
ダ
グ
ル
、
モ
ン
グ
ォ
ル
、
モ
ゴ
ー
ル
）
が

十
三
～
十
四
世
紀
に
他
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
族
か
ら
孤
立
し
た
あ
と
、

モ
ン
ゴ
ル
語
の
構
造
に
重
大
な
変
化
が
生
じ
た
。

　
2
）
　
こ
れ
ら
の
言
語
は
モ
ン
ゴ
ル
文
字
で
書
か
れ
た
こ
と
が
な
く
一

し
た
が
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
文
語
と
の
交
流
が
な
か
っ
た
。

　
3
）
　
こ
れ
ら
の
言
語
は
そ
れ
ぞ
れ
ま
っ
た
く
異
な
る
大
言
語
の
中

に
包
囲
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
語
と
の
交
流
が
な
か
っ
た
。

　
オ
イ
ラ
ト
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
、
モ
ン
ゴ
ル
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
お

お
よ
そ
、
以
上
示
さ
れ
た
三
点
を
全
く
逆
転
さ
せ
た
状
況
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
む
か
か
わ
ら
ず
、
サ
ン
ジ
ェ
ー
エ
フ
は
な
ぜ
「
オ
イ
ラ
ト

語
」
と
か
「
ブ
リ
ヤ
ー
ト
語
」
と
か
と
い
う
ふ
う
に
呼
ぶ
の
か
と
、

ロ
ブ
サ
ン
ワ
ン
ダ
ン
は
、
サ
ン
ジ
ェ
ー
エ
フ
が
掲
げ
た
の
と
ほ
ぼ
同

じ
状
況
を
三
点
挙
げ
て
反
問
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
を
彼
は
、
モ
ン

ゴ
ル
帝
国
が
減
亡
し
た
後
も
数
百
年
に
わ
た
っ
て
、
オ
イ
ラ
ト
・
ブ

リ
ー
ヤ
ー
ト
、
内
、
外
モ
ン
ゴ
ル
の
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
が
密
接
な
関
係

を
持
ち
つ
づ
け
た
こ
と
や
、
移
住
民
と
の
雑
居
に
よ
っ
て
方
言
問
の

深
い
分
裂
が
阻
止
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
。

　
。
し
か
し
、
本
稿
の
目
的
は
「
オ
イ
ラ
ト
語
」
や
「
ブ
リ
ヤ
ー
ト
語
」

を
い
か
に
み
る
べ
き
か
を
論
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
モ
ン
ゴ
ル
語
方

言
分
類
で
は
ま
だ
問
題
に
な
っ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
新
た
に
生
じ
た
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問
題
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
あ
る
。

　
先
に
見
て
き
た
の
は
一
九
五
〇
年
代
の
議
論
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

モ
ン
ゴ
ル
研
究
が
飛
躍
的
に
深
ま
っ
た
数
十
年
後
の
今
日
、
日
本
の

言
語
研
究
の
集
大
成
と
圭
言
う
べ
き
コ
言
語
学
大
辞
典
』
に
は
驚
く

べ
き
分
類
法
に
よ
る
異
様
な
言
語
名
が
登
場
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、

「
オ
イ
ラ
ト
語
」
や
「
ブ
リ
ヤ
ー
ト
語
」
な
ら
ぱ
比
較
的
な
じ
ん
で
い

る
が
、
「
オ
ル
ド
ス
語
」
、
と
り
わ
け
「
内
蒙
古
語
」
と
い
う
「
独
立

の
言
語
」
は
、
こ
の
『
大
辞
典
』
が
は
じ
め
て
創
造
し
た
新
言
語
で

あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
作
り
も
の
の
新
言
語
は
、
杜
会
言

語
学
的
な
観
点
か
ら
生
じ
る
様
々
な
問
題
を
別
に
す
る
と
し
て
も
、

言
語
学
的
な
分
類
基
準
そ
の
も
の
に
決
定
的
に
反
し
て
お
り
、
認
め

ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

2
　
「
内
蒙
古
語
」

は

「
独
立
の
言
語
」

か
？

　
こ
こ
で
は
問
題
の
核
心
、
「
内
蒙
古
語
」
に
つ
い
て
論
ず
る
は
ず
で

あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
「
オ
イ
ラ
ト
語
」
に
つ
い
て
前
も
っ
て
ふ

れ
て
お
く
こ
と
が
好
都
合
な
の
で
、
ま
ず
「
オ
イ
ラ
ト
語
」
か
ら
見

て
い
”
㍍
嘉
㍗

　
「
オ
イ
ラ
ト
語
」
と
は
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
か
、
順
序
と
し
て

ま
ず
、
上
記
『
大
辞
典
』
に
お
け
る
栗
林
氏
の
記
述
を
見
る
こ
と
に

す
る
。

　
　
モ
ン
ゴ
ル
諸
語
の
オ
イ
ラ
ト
系
の
言
語
、
方
言
の
総
称
。
ソ
連

邦
カ
ル
ム
イ
ク
自
治
共
和
国
の
カ
ル
ム
イ
ク
語
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民

共
和
国
西
部
の
オ
イ
ラ
ト
系
諸
方
言
、
お
よ
ぴ
、
中
国
新
彊
ウ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
イ
ラ
　
　
ト

　
グ
ル
自
治
区
、
青
海
省
、
甘
粛
省
等
の
衛
拉
特
方
言
を
含
む
。
狭

　
義
に
は
、
新
彊
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
オ
イ
ラ
ト
方
言
、
お
よ
び
、

　
彼
ら
の
用
い
る
「
オ
イ
ラ
ト
文
語
」
（
後
述
）
を
さ
す
こ
と
が
あ

　
る
。項

汽
㍊
㍗
鋪
弓
芥
篶
■
砧
け

イ
ク
語
L
、
そ
し
て
、
新
彊
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
オ
イ
ラ
ト
方
言
は

「
オ
イ
ラ
ト
語
」
の
「
オ
イ
ラ
ト
方
言
」
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た

逆
に
こ
の
［
オ
イ
ラ
ト
方
言
L
も
「
狭
義
に
は
」
「
オ
イ
ラ
ト
話
」
と

な
る
。
こ
う
し
た
矛
盾
が
あ
る
と
し
て
も
、
「
オ
イ
ラ
ト
語
」
の
分
類

が
そ
れ
だ
け
の
間
題
に
止
ま
る
な
ら
ぱ
、
私
は
そ
れ
も
一
つ
の
分
類

方
式
と
見
な
し
、
こ
こ
に
取
り
あ
げ
る
ほ
ど
問
題
視
は
し
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
オ
イ
ラ
ト
語
」
は
「
さ
ら
に
」
次
の
よ
う
に

分
類
さ
れ
て
い
る
。

　
　
さ
ら
に
、
オ
イ
ラ
ト
系
の
言
語
、
諸
方
言
は
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民

　
共
和
国
の
ハ
ル
ハ
亥
言
や
中
国
内
蒙
古
自
治
区
の
内
モ
ン
ゴ
ル
諸

　
方
言
と
言
語
的
な
隔
た
り
が
少
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
に
よ
る

　
相
互
理
解
も
困
難
で
な
い
こ
と
か
ら
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
の

　
オ
イ
ラ
ト
系
諸
方
言
は
ハ
ル
ハ
・
モ
ン
ゴ
ル
語
の
方
言
と
し
て
、

　
ま
た
、
中
国
内
の
そ
れ
は
内
モ
ン
ゴ
ル
語
の
一
方
言
と
み
な
さ
れ

　
尺
か
。
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「
み
な
さ
れ
て
い
る
」
な
ど
と
、
学
界
の
合
意
を
得
た
か
の
よ
う
に

客
観
化
し
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
う
「
み
な
し
て
」
い
る
の
は
お
そ

ら
く
栗
林
氏
だ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
う
「
み
な
さ
れ
る
」
た
め
に
は
、

ま
ず
そ
の
前
提
と
な
る
「
内
蒙
古
語
」
な
る
も
の
を
認
め
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
で
は
、
栗
林
氏
が
「
独
立
の
言
語
」
と
見
な
す
「
内
蒙
古
語
」
と

は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
栗
林
氏
の
論
述
を
見
よ
う
。

　
　
・
内
蒙
墨
L

　
　
＃
H
も
う
こ

　
　
内
蒙
古
自
治
区
を
中
心
に
分
布
す
る
中
国
内
の
モ
ン
ゴ
ル
（
蒙

古
）
族
の
言
語
。
話
し
こ
と
ぱ
は
、
チ
ャ
ハ
ル
（
o
冨
事
彗
、
察
恰

爾
）
方
言
の
発
音
を
も
っ
て
口
語
標
準
音
と
し
、
書
き
こ
と
ぱ
は
、

伝
統
的
な
縦
魯
き
の
蒙
古
字
で
表
記
す
る
現
代
の
蒙
古
文
語
を
用

　
い
る
。
（
中
略
－
引
用
老
）
言
語
的
に
み
て
も
、
た
と
え
ぱ
、
モ

　
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
の
標
準
語
の
基
礎
方
言
と
な
っ
て
い
る
ハ
ル

　
ハ
（
事
邑
事
與
）
方
言
と
、
内
蒙
古
自
治
区
の
チ
ャ
ハ
ル
方
言
の

差
異
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
相
互
理
解
に
ほ
と
ん
ど
支
障
は
な
く
、

両
老
は
同
；
冒
語
の
方
言
の
関
係
に
あ
る
と
み
な
し
う
る
。

　
し
か
し
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
と
内
蒙
古
自
治
区
で
、
互
い

に
文
字
体
系
の
ま
っ
た
く
異
な
る
書
き
こ
と
ぱ
を
有
し
、
そ
れ
ぞ

れ
が
独
自
の
口
語
標
準
語
を
育
成
し
て
い
る
今
日
、
、
両
考
を
伽

立
の
言
語
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
の
立
場
か
ら
す
れ

ば
、
呼
称
の
上
で
も
区
別
す
る
必
要
が
生
じ
る
。

栗
林
氏
の
論
述
の
中
で
私
が
傍
点
を
付
し
た
部
分
ぽ
、
モ
ン
ゴ
ル

諸
語
の
分
類
に
お
い
て
も
最
も
注
目
す
べ
き
、
し
か
も
か
つ
て
例
の

な
い
新
し
い
見
解
で
あ
る
。

　
栗
林
氏
が
、
「
内
蒙
古
語
」
を
「
独
立
の
言
語
」
と
み
な
す
根
拠
と

し
て
、
「
ハ
ル
ハ
・
モ
ン
ゴ
ル
語
」
と
「
内
蒙
古
語
」
に
お
け
る
言
語

内
的
事
実
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
文
字
体
系
の
ま
っ
た
く
異
な
る
奮
き

こ
と
ぱ
」
で
あ
る
こ
と
と
、
「
独
自
の
口
語
標
準
語
を
育
成
し
て
い

る
」
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
内
モ
ン
ゴ
ル
の
諸
方
言
を

独
立
の
言
語
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
文
字
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

警
き
こ
と
ぱ
と
し
て
は
綴
り
こ
そ
異
な
る
け
れ
ど
も
こ
と
ぱ
自
体
は

変
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
で
キ
リ
ル

文
字
に
よ
り
出
版
さ
れ
た
数
多
く
の
蓄
物
が
内
モ
ン
ゴ
ル
で
ま
っ
た

く
そ
の
ま
ま
伝
統
的
な
モ
ン
ゴ
ル
文
字
表
記
に
移
し
か
え
ら
れ
て
、

ま
っ
た
く
違
和
感
の
な
い
文
章
と
し
て
愛
読
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
同
じ
言
語
を
話
し
な
が
ら
異
な
る
文
字
を
使
用
し
て
い
る
民
族
は

モ
ン
ゴ
ル
民
族
以
外
に
も
い
く
つ
も
の
例
が
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、

「
内
蒙
古
語
」
と
基
本
的
に
同
じ
よ
う
な
状
況
に
あ
る
中
国
領
内
の

カ
ザ
フ
語
と
朝
鮮
語
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ザ
フ
共
和
国
の

カ
ザ
フ
語
は
キ
リ
ル
文
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
中
国
領

内
の
カ
ザ
フ
語
は
ア
ラ
ビ
ア
文
字
を
使
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
韓
国
．

で
は
ハ
ン
グ
ル
と
漢
字
を
同
時
に
用
い
て
い
る
の
に
対
し
、
中
国
の

朝
鮮
族
は
朝
鮮
語
の
表
記
に
は
漢
字
を
一
切
使
用
し
な
い
。
し
か
し
、

こ
れ
を
文
字
体
系
が
異
な
る
と
い
う
理
由
で
、
伊
梨
カ
ザ
フ
自
治
州
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イ
　
　
リ

の
カ
ザ
フ
語
は
そ
の
自
治
州
の
名
称
を
と
っ
て
「
伊
梨
語
」
と
し
、

同
じ
く
延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
の
朝
鮮
語
は
「
延
辺
語
」
と
い
う
呼
称

を
与
え
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
を
「
独
立
の
言
語
」
に
し
た
て
あ
げ
る

こ
と
を
、
ど
ん
な
言
語
学
老
が
思
い
つ
く
だ
ろ
う
か
。
事
実
、
『
言
語

学
大
辞
典
』
に
執
筆
し
た
チ
ュ
ル
ク
語
学
老
や
朝
鮮
語
学
老
は
そ
ん

な
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
伊
利
牛
語
」
「
延
辺
語
」
な
ど

の
独
立
の
項
目
を
立
て
た
り
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

モ
ン
ゴ
ル
語
の
場
合
は
、
「
内
蒙
古
自
治
区
の
名
称
を
と
っ
て
」
「
内

蒙
古
語
」
と
い
う
「
独
立
の
言
語
」
を
項
目
に
設
け
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
今
や
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
で
は
キ
リ
ル
文
字
が
廃

止
さ
れ
、
一
九
九
四
年
か
ら
内
モ
ン
ゴ
ル
と
同
様
の
伝
統
的
な
モ
ン

ゴ
ル
文
字
を
用
い
る
こ
と
が
公
式
に
決
定
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、

一
九
九
四
年
以
降
、
「
内
蒙
古
語
」
は
、
栗
林
氏
の
掲
げ
た
存
立
の
基

盤
を
失
い
、
『
言
呈
咀
学
大
辞
典
』
に
お
け
る
「
内
蒙
古
語
」
と
い
う
項

目
も
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
消
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

同
様
に
、
未
刊
の
「
モ
ン
ゴ
ル
語
」
と
い
う
項
目
に
も
同
じ
よ
う
な

問
題
が
生
ず
る
だ
ろ
う
。
更
に
波
紋
は
「
オ
イ
ラ
ト
語
」
の
内
容
に

も
、
そ
し
て
、
「
オ
ル
ド
ス
語
」
な
ど
他
の
項
目
に
も
及
ぷ
で
あ
ろ

う
。
ひ
る
が
え
っ
て
、
「
カ
ザ
フ
語
」
や
「
朝
鮮
語
」
な
ど
の
項
目
に

つ
い
て
言
え
ば
、
た
と
え
、
カ
ザ
フ
共
和
国
が
キ
リ
ル
文
字
を
捨
て

て
旧
来
の
ア
ラ
ビ
ア
文
字
を
復
活
さ
せ
た
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
、

韓
国
が
北
朝
鮮
の
よ
う
に
漢
字
を
完
全
に
廃
止
し
た
と
し
て
も
コ
言

語
学
大
辞
典
』
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
項
目
は
ぴ
く
と
も
し
な
い
だ
ろ

、
つ
o

　
栗
林
氏
が
「
内
蒙
古
語
」
を
「
独
立
の
言
語
」
に
し
た
て
た
も
う

一
つ
の
理
由
は
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
の
「
口
語
漂
準
語
」
と
は

異
な
る
「
独
自
の
口
語
標
準
語
を
育
成
し
て
い
る
」
と
い
う
、
一
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
極
め
て
重
要
な
認
識
の
誤
り
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
の
共
通
語
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ハ
ル
ハ
．
モ

ン
ゴ
ル
語
」
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
口
語
標
準
語
も
ハ
ル
ハ
方
言
で
あ

る
よ
う
に
、
種
族
的
に
み
て
、
ハ
ル
ハ
・
モ
ン
ゴ
ル
人
は
全
国
人
口

の
八
割
以
上
（
但
し
、
モ
ン
ゴ
ル
族
は
全
人
口
の
九
割
以
上
）
を
占

め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
は
基
本
的
に
は

ハ
ル
ハ
・
モ
ン
ゴ
ル
人
を
基
幹
住
民
と
す
る
国
家
で
あ
る
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
更
に
、
言
語
的
に
み
た
場
合
、
ハ
ル
ハ
方
言
を
話
す

人
口
が
上
記
の
数
字
を
は
る
か
に
上
廻
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
に
お
い
て
、
「
口
語
標
準

語
」
と
い
う
言
い
方
は
そ
れ
ほ
ど
意
味
を
な
さ
な
い
。
辺
境
地
域
の

特
殊
な
オ
イ
ラ
ト
方
言
や
ブ
リ
ヤ
ー
ト
方
言
を
除
い
て
、
国
民
の
ほ

と
ん
ど
が
標
準
語
を
話
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
国
民
の
四
分
の
一

が
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
と
い
う
同
じ
町
に
住
ん
で
い
る
こ
と
を
考
え
あ

わ
せ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
ハ
ル
ハ
方
言
は
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国

に
お
い
て
口
語
標
準
語
で
あ
る
ぱ
か
り
で
な
く
、
モ
ン
ゴ
ル
文
語
に

も
近
い
口
語
で
あ
る
た
め
、
他
の
方
言
の
話
し
手
に
も
分
り
や
す
い

と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
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一
方
、
中
国
領
内
の
モ
ン
ゴ
ル
語
の
「
口
語
標
準
語
」
は
、
チ
ャ

ハ
ル
方
言
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
チ
ャ
ハ
ル
方
言
は
言
語
的
に
は
内

モ
ン
ゴ
ル
の
い
か
な
る
小
方
言
（
但
し
、
「
シ
リ
ン
ゴ
ル
・
ウ
ラ
ン
チ

ャ
ブ
小
方
言
」
を
ハ
ル
ハ
方
言
、
あ
る
い
は
チ
ャ
ハ
ル
方
言
と
み
な

さ
な
い
場
合
は
別
で
あ
る
が
）
よ
り
も
む
し
ろ
、
ハ
ル
ハ
方
言
に
近

い
。
こ
れ
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ハ
ル
ハ
方
言

と
チ
ャ
ハ
ル
方
言
は
、
内
外
の
学
老
た
ち
に
は
極
め
て
近
い
方
言
と

し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ぱ
か
り
か
、
モ
ン
ゴ
ル
人
の
学
者
た

ち
の
間
で
は
両
老
を
同
一
方
言
に
属
す
る
二
つ
の
下
位
方
言
と
し
て

分
類
さ
れ
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
「
口
語
標
準
語
」
の
間
題
を
取
り
あ
げ
て
「
ハ
ル

ハ
．
モ
ン
ゴ
ル
語
」
と
「
内
蒙
古
語
」
の
差
異
を
強
調
し
よ
う
と
す

る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
両
「
言
呈
胴
」
の
親
近
性
を
強
調
す
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
栗
林
氏
の
言
う
「
独
自
の
標
準
語
」
な
る
も
の
は
、

決
し
て
二
つ
の
方
言
を
そ
れ
ぞ
れ
「
独
立
の
言
語
」
に
導
く
よ
う
な

性
質
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
『
大
辞
典
』
の
読
老
に
は
特

に
知
っ
て
お
い
て
も
ら
い
た
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
3
　
「
内
蒙
古
語
」
の
位
置
づ
け

　
今
日
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
モ
ン
ゴ
ル
語
の
方
言
分
類
が
、
モ
ン
ゴ

ル
語
の
言
語
内
的
事
実
に
の
み
し
た
が
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は

す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
日
本
で
も
早
く
か
ら
、
服
部
四
郎
を

は
じ
め
、
野
村
正
良
、
小
沢
重
男
、
橋
本
勝
ら
の
学
老
が
海
外
の
学

者
た
ち
に
よ
る
モ
ン
ゴ
ル
諸
語
の
分
類
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
独

自
の
見
解
を
も
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
例
示

す
る
必
要
は
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
誰
一
人
と
し
て
「
内
蒙

古
語
」
と
い
う
、
「
独
立
の
言
語
」
を
挙
げ
た
老
は
い
な
か
っ
た
。

　
こ
の
伝
統
か
ら
す
る
と
『
言
語
学
大
辞
典
』
の
「
内
蒙
古
語
」
は
、

日
本
の
モ
ン
ゴ
ル
語
学
界
に
お
け
る
画
期
的
な
で
き
ご
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
国
際
モ
ン
ゴ
ル
学
の
規
模
で
見
た
場
合
は
、
日
本
の
学
者
が

初
め
て
こ
う
し
た
分
類
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
、
「
内
蒙
古
語
」
は
現
地
の
モ
ン
ゴ
ル
学
老
た
ち
に
は
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
の
例
を
紹
介
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
内
モ
ン
ゴ
ル
大
学
の
チ
ン
ゲ
ル
タ
ィ
教
授
は
、
一
九
五
五

～
五
六
年
に
お
け
る
全
国
規
模
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
語
・
方
言
調
査
を
実

施
し
た
あ
と
、
そ
の
資
料
を
分
析
し
、
そ
の
第
一
段
階
の
試
み
と
し

チ
雷
領
内
の
モ
ン
ゴ
ル
語
諸
方
一
一
一
冒
を
次
の
五
つ
の
方
言
に
分
類

し
た
。

　
　
1
、
バ
ル
ガ
．
ブ
リ
ヤ
ー
ト
方
言
（
新
バ
ル
ガ
、
陳
バ
ル
ガ
、

ブ
リ
ヤ
ー
ト
）

　
　
2
、
東
部
方
言
（
ジ
ヨ
ー
オ
ダ
、
ジ
リ
ム
、
ジ
目
ス
ト
）

　
　
3
、
中
部
方
言
（
シ
リ
ン
ゴ
ル
、
チ
ャ
ハ
ル
、
オ
ル
ド
ス
）

　
一
4
、
西
都
方
言
（
エ
ジ
ネ
・
ア
ラ
シ
ャ
ン
、
青
海
省
と
甘
粛
省

　
の
モ
ン
ゴ
ル
証
咀
）

　
　
5
、
オ
イ
ラ
ト
方
言
（
新
彊
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
モ
ン
ゴ
ル
語
）

417



橋論叢　第108巻　第2号　平成4年（1992年）8月号　（210

し
か
し
、
チ
ン
ゲ
ル
タ
イ
は
こ
の
分
類
を
再
警
し
た
結
果
、
一
甥

在
で
は
上
記
の
五
つ
の
方
言
を
次
の
三
つ
の
方
言
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
　
1
、
バ
ル
ガ
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
方
言

　
　
2
、
内
モ
ン
ゴ
ル
方
言
（
上
記
の
「
東
部
方
言
」
「
中
都
方
言
」

　
「
西
部
方
言
」
の
甘
粛
省
粛
北
の
モ
ン
ゴ
ル
語
を
除
く
エ
ジ
ネ
．

　
ア
ラ
シ
ャ
ン
下
位
方
言
）

　
　
3
、
オ
イ
ラ
ト
方
言
（
上
記
「
オ
イ
ラ
ト
方
言
」
と
「
西
部
方

　
言
」
の
青
海
及
ぴ
甘
粛
省
粛
北
の
モ
ン
ゴ
ル
語
）

　
チ
ン
ゲ
ル
タ
イ
が
分
類
を
改
め
た
主
な
理
由
は
、
バ
ル
ガ
．
ブ
リ

ヤ
ー
ト
方
言
及
び
、
オ
イ
ラ
ト
方
言
に
比
■
べ
て
、
内
モ
ン
ゴ
ル
諸
方

言
（
前
の
分
類
の
2
，
3
，
4
）
間
の
隔
た
り
が
少
な
い
と
い
う
こ

と
か
ら
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
中
国
杜
会
科
学
院
の
ド
ブ
も
同
じ
三
方
言
分
類
を
行
っ
て
い
る
が
、

現
在
で
は
こ
の
分
類
が
、
中
国
国
内
の
モ
ン
ゴ
ル
語
方
言
の
分
類
法

と
し
て
、
最
も
有
力
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
呼
称
の
違
い

こ
そ
あ
れ
、
粟
林
氏
自
身
も
、
同
様
な
分
類
法
を
用
い
て
「
内
蒙
古

語
」
の
方
言
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

　
　
内
蒙
古
語
の
口
語
方
言
は
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、

　
1
）
　
西
部
方
言
、
ω
　
東
北
部
方
言
、
m
　
中
部
方
言
、
に
大
別

　
さ
れ
る
。

　
　
こ
の
1
～
m
の
方
言
は
、
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
下
位
方
言
を

　
含
む
。

　
　
1
）
　
西
部
方
言

III ) II ) 

g) f) e) d) c) b) a) c) b) a) b) a) 
　
新
彊
方
言

　
海
西
、
粛
北
方
言

東
北
部
方
言

㍗
一
竺
一
一
一

　
ブ
リ
ヤ
ー
ト
方
言

中
部
方
言

・
ブ
リ
ャ
ー
ト
方
言

ホ
ル
チ
ン
（
科
爾
沁
）
方
言

ハ
ラ
チ
ン
（
喀
醐
沁
）
方
言

バ
ー
リ
ン
（
巴
林
）
方
言

チ
ャ
ハ
ル
（
察
暗
爾
）
方
言

ハ
ル
ハ
（
喀
爾
喀
）
方
言

オ
ル
ド
ス
（
都
爾
多
期
）
亥
言

ア
ラ
シ
ャ
ン
（
阿
拉
善
）
方
言

　
し
か
し
、
栗
林
氏
の
分
類
の
観
点
は
チ
ン
ゲ
ル
タ
イ
な
ど
の
分
類

と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
チ
ン
ゲ
ル
タ
イ
ら
が
言
う
中
国
国

内
の
モ
ン
ゴ
ル
語
の
三
方
言
は
、
粟
林
氏
の
分
類
で
は
、
い
か
な
る

言
語
学
的
な
分
類
原
理
に
も
よ
ら
ず
、
「
内
蒙
古
語
」
と
い
う
わ
く
の

中
に
機
械
的
に
、
無
理
に
押
し
こ
ま
れ
た
上
、
「
内
蒙
古
語
」
の
中
の

三
方
言
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
モ
ン
ゴ
ル
語
全
体
の
中
に
お
け
る
「
内
蒙
古
語
」
の
位

置
を
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
見
て
と
る
た
め
に
別
の
二
人
の
所
見
を
紹

介
し
よ
う
。
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内
モ
ン
ゴ
ル
杜
会
科
学
院
モ
ン
ゴ
ル
語
研
究
所
の
研
究
員
B
．
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
）

ル
ゲ
ン
に
よ
れ
ぱ
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
現
代
モ
ン
ゴ
ル
語
は
、
オ
イ
ラ
ト
（
西
部
）
方
言
、
ブ
リ
ヤ
ー

　
ト
（
北
部
）
方
言
及
ぴ
、
内
モ
ン
ゴ
ル
・
ハ
ル
ハ
（
中
部
）
方
言

　
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
三
方
言
は
、
中
国
、
ソ
連
と
モ
ン
ゴ
ル
人

　
民
共
和
国
に
分
布
し
て
い
る
。

　
ト
ル
ゲ
ン
は
ま
た
言
語
と
文
字
体
系
の
関
係
に
つ
い
て
も
次
の
よ

う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
文
字
体
系
は
異
な
っ
て
も
、
文
字
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
言
語

　
の
内
的
構
造
は
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
語
の
内
的
構
造

　
か
ら
見
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
（
内
モ
ン
ゴ
ル
方
言
と
ハ
ル
ハ
方

　
言
－
引
用
老
）
を
た
だ
、
モ
ン
ゴ
ル
語
の
中
の
同
一
の
方
言
と

　
し
て
包
括
し
、
内
モ
ン
ゴ
ル
・
ハ
ル
ハ
方
言
、
あ
る
い
は
、
モ
ン

　
ゴ
ル
語
の
中
部
方
言
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
内
モ
ン
ゴ
ル
・
ハ
ル
ハ
方
言
に
は
七
つ
の
下
位
方
言
が
含
ま
れ

　
る
。
す
な
わ
ち
、
チ
ャ
ハ
ル
、
オ
ル
ド
ス
、
ホ
ル
チ
ン
、
バ
ル
ガ
、

　
中
部
ハ
ル
ハ
、
東
部
ハ
ル
ハ
、
西
部
ハ
ル
ハ
下
位
方
言
で
あ
る
。

　
次
は
、
内
モ
ン
ゴ
ル
杜
会
科
学
院
モ
ン
ゴ
ル
語
研
究
所
の
ノ
ル
ジ

　
　
　
　
　
（
1
5
）

ン
の
見
解
で
あ
る
。

　
　
現
代
モ
ン
ゴ
ル
語
は
世
界
的
規
模
に
お
い
て
も
国
内
に
お
い
て

　
も
同
様
に
四
犬
方
言
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
オ

　
イ
ラ
ト
．
カ
ル
ム
イ
ク
方
言
、
ハ
ル
ハ
・
チ
ャ
ハ
ル
方
言
、
バ
ル

　
ガ
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
方
言
及
び
ホ
ル
チ
ン
方
言
で
あ
る
。

　
以
上
、
中
国
の
代
表
的
な
学
者
に
よ
る
分
類
を
紹
介
し
、
そ
こ
か

ら
栗
林
氏
の
分
類
に
お
け
る
「
内
蒙
古
語
」
が
ど
の
よ
う
な
根
拠
を

持
ち
う
る
か
を
見
た
。

4
　
「
内
蒙
古
語
」

が
も
た
ら
し
た
問
題

　
「
内
蒙
古
語
」
の
創
出
に
よ
り
生
じ
た
矛
盾
及
ぴ
問
題
に
つ
い
て

こ
こ
に
若
干
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
内
モ
ン
ゴ
ル
の
諸
方
言
と
は
地
理
的
に
も
、
言
語
的
に
も

犬
き
く
隔
た
る
オ
イ
ラ
ト
方
言
（
新
彊
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
、
青
海
省
、

甘
粛
省
の
モ
ン
ゴ
ル
語
）
を
「
内
蒙
古
語
」
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
た

め
に
、
言
語
の
呼
称
に
掲
げ
ら
れ
た
地
域
名
、
す
な
わ
ち
、
「
内
蒙

古
」
と
、
そ
の
言
語
が
実
際
に
分
布
す
る
地
域
と
の
間
に
大
き
な
隔

た
り
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。

　
そ
れ
は
、
前
に
引
用
し
た
「
内
蒙
古
語
の
方
言
分
布
」
〈
図
〉
の
中

に
、
「
内
豪
古
語
」
を
形
成
す
る
三
方
言
の
う
ち
、
二
つ
の
方
言
し
か

収
ま
っ
て
い
な
い
二
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
〈
図
〉
の
下
に
添

え
ら
れ
た
「
注
」
に
注
目
し
て
も
ら
い
た
い
。
そ
こ
に
は
「
西
部
方

言
に
つ
い
て
は
、
「
オ
イ
ラ
ト
語
」
の
項
の
図
を
参
照
L
と
書
い
て
あ

る
。
な
ぜ
、
「
内
蒙
古
語
」
を
見
る
た
め
に
「
オ
イ
ラ
ト
語
」
の
図
を

参
照
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
栗
林
氏
の
記
述
で
は

「
内
蒙
古
語
」
の
一
都
分
は
、
実
は
「
オ
イ
ラ
ト
語
」
の
一
部
分
で
も

あ
る
と
い
う
矛
盾
が
生
ず
る
か
ら
だ
。

　
次
に
は
さ
ら
に
、
オ
イ
ラ
ト
方
言
や
ハ
ル
ハ
方
言
の
よ
う
な
、
中
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国
と
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
の
両
国
に
跨
る
同
一
方
言
、
ま
た
は
同

　
一
の
下
位
方
言
と
み
な
さ
れ
る
小
方
言
が
、
異
な
る
二
つ
の
「
独
立

の
言
語
」
に
属
す
る
と
い
う
深
刻
な
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
。

　
栗
林
氏
の
記
述
の
中
に
は
、
新
彊
な
ど
の
オ
イ
ラ
ト
方
言
を
「
内

蒙
古
語
」
の
一
方
言
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
中
身
を
「
オ
イ

ラ
ト
語
」
の
中
で
記
述
し
た
り
、
ま
た
、
「
ハ
ル
ハ
・
モ
ン
ゴ
ル
語
」

の
オ
イ
ラ
ト
方
言
と
、
「
内
蒙
古
語
」
の
オ
イ
ラ
ト
方
言
は
そ
れ
ぞ

れ
、
異
な
る
二
つ
の
「
言
呈
胴
」
の
二
つ
の
方
言
だ
と
言
い
な
が
ら
、

両
老
を
同
じ
「
オ
イ
ラ
ト
語
」
の
中
の
異
な
る
方
言
と
し
て
紹
介
す

る
な
ど
と
い
う
、
救
い
が
た
い
混
乱
に
陥
っ
て
い
る
。

　
も
う
一
つ
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
重
要
な
問
題
は
、

内
モ
ン
ゴ
ル
の
モ
ン
ゴ
ル
人
が
自
分
の
母
語
を
呼
ぶ
際
に
用
い
て
き

た
、
古
く
か
ら
の
自
称
で
あ
る
「
モ
ン
ゴ
ル
語
」
を
し
り
ぞ
け
、
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
「
モ
ン
ゴ
ル
語
」
と
い
う
同
一
の
言
語
か
ら
内
モ

ン
ゴ
ル
の
モ
ン
ゴ
ル
語
の
話
し
手
を
排
除
し
、
「
内
蒙
古
語
」
と
い
う

別
個
の
、
「
モ
ン
ゴ
ル
語
」
と
は
対
等
の
言
語
を
立
て
た
こ
と
で
あ

る
。

　
栗
林
氏
は
「
日
本
語
で
「
モ
ン
ゴ
ル
語
」
が
す
で
に
モ
ン
ゴ
ル
人

民
共
和
国
の
公
用
語
（
括
弧
内
省
略
－
引
用
老
）
を
意
味
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
…
…
L
と
い
う
「
事
情
」
を
述
べ
な
が

ら
、
「
こ
こ
で
は
、
「
内
蒙
古
自
治
区
」
の
名
称
を
と
っ
て
「
内
蒙
古

語
」
と
し
L
た
と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
内
モ
ン
ゴ
ル
の

　
　
“
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
う
こ
　
ご

モ
ン
コ
ル
族
の
こ
と
ぱ
を
、
年
配
の
人
が
「
蒙
古
語
」
と
言
う
こ
と

を
除
い
て
、
「
モ
ン
ゴ
ル
語
」
と
言
わ
な
か
つ
た
日
本
人
に
私
は
一
度

も
会
っ
た
こ
と
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
内
蒙
古
自
治
区
に
は
モ
ン
ゴ
ル
民
族
以
外
に
も
多
く

の
民
族
が
住
ん
で
い
る
ぱ
か
り
で
な
く
、
モ
ン
ゴ
ル
語
よ
り
も
は
る

か
に
優
勢
な
中
国
語
を
は
じ
め
、
他
の
少
数
民
族
の
言
語
も
話
さ
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
内
蒙
古
語
」
と
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
内

蒙
古
式
の
中
国
語
だ
と
い
う
誤
解
を
す
ら
生
む
お
そ
れ
が
あ
る
。

　
周
知
の
通
り
、
モ
ン
ゴ
ル
族
は
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
全
人
口
の
一

割
強
し
か
占
め
な
い
。
し
か
も
そ
の
中
に
は
民
族
語
が
話
せ
な
い
人

が
少
な
か
ら
ず
い
る
。
そ
れ
に
、
い
わ
ゆ
る
「
内
蒙
古
語
」
が
話
さ

れ
て
い
る
の
は
「
内
蒙
古
自
治
区
」
だ
け
で
は
な
い
。
外
に
も
新
彊

ウ
イ
グ
ル
自
治
区
を
は
じ
め
、
七
つ
の
自
治
区
、
省
に
お
い
て
こ
の

こ
と
ば
が
話
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
事
情
を
無
視
し
た

と
し
て
も
、
重
大
な
誤
り
は
言
語
の
呼
称
に
単
純
に
行
政
上
の
地
域

名
を
流
用
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
。
行
政
上
の
地
域
名
は
政
治
の
都

合
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
、
方
言
の
呼
称
も
学
老
の

見
解
や
分
類
法
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
一

「
独
立
の
一
一
．
目
語
」
と
見
な
さ
れ
る
言
語
の
名
称
は
そ
れ
を
話
す
民
族

名
、
あ
る
い
は
種
族
名
と
一
致
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
「
内
蒙
古
語
」
と
い
う
「
独
立
の
言
語
と
み
な
す
こ
と
も
可

能
」
で
あ
る
よ
う
な
「
一
一
冒
語
」
を
仕
立
て
る
た
め
に
は
、
「
内
蒙
古
族
」

が
存
在
す
る
と
い
う
前
提
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
内
蒙
古
族
」
な
る
「
民
族
」
や
「
種
族
」
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
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い
。　

内
モ
ン
ゴ
ル
の
モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
は
昔
か
ら
自
分
の
言
語
を

冒
o
o
電
－
曽
－
1
す
な
わ
ち
、
日
本
の
杜
会
で
も
す
で
に
公
認
さ
れ

た
1
「
モ
ン
ゴ
ル
語
」
と
言
っ
て
き
た
が
、
こ
の
「
モ
ン
ゴ
ル
語
」

も
ま
た
、
今
ま
で
か
つ
て
い
か
な
る
外
国
人
学
者
に
よ
っ
て
も
、
ま

た
一
い
か
な
る
政
権
か
ら
も
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
今
や
、
学
問
が
生
ん
だ
こ
う
し
た
言
語
の
呼
称
の
間

題
は
、
学
界
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
実
社
会
に
も
影
響
を
与
え
は
じ

め
て
い
る
。
こ
こ
に
そ
う
し
た
具
体
的
な
例
を
一
つ
挙
げ
て
お
き
た

い
。
「
日
本
国
際
教
育
協
会
」
は
、
外
国
人
留
学
生
に
対
し
、
毎
年

「
日
本
語
能
力
試
験
」
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
願
書
に
は
受
験
生
の

「
第
；
旨
語
」
（
墨
旨
く
巴
曽
碧
品
①
）
を
記
入
す
る
欄
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
母
語
に
与
え
ら
れ
た
番
号
を
、
そ
の
中
へ
書
き
入
れ
る
仕
組

み
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
諸
言
語
の
番
号
を
付
け

た
リ
ス
ト
が
あ
る
。
そ
の
リ
ス
ト
に
は
宍
竃
顯
斤
サ
（
カ
ザ
フ
語
）
、

↓
自
〕
①
冨
目
（
チ
ベ
ヅ
ト
語
）
、
o
樹
プ
膏
（
ウ
イ
グ
ル
語
）
の
よ
う
に
、

中
国
少
数
民
族
の
言
語
も
若
干
載
っ
て
お
り
、
も
ち
ろ
ん
「
モ
ン
ゴ

ル
語
」
も
入
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
モ
ン
ゴ
ル
語
」
に
与

え
ら
れ
た
英
文
は
丙
ぎ
寿
訂
冨
昌
o
q
昌
嘗
で
あ
る
。
前
に
見
て
き

た
通
り
宍
ぎ
寿
訂
竃
昌
田
q
ξ
冒
は
「
言
呈
咀
」
で
は
な
く
、
「
方
言
」
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
リ
ス
ト
で
掲
げ
よ
う
と
し
た
の
は
「
方
言
」

で
は
な
く
て
「
言
語
」
の
名
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
英
訳
名
は
奇
妙
で

あ
る
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
事
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
、
お
そ
ら

く
た
ま
た
ま
こ
の
英
訳
に
あ
た
っ
た
人
が
、
「
モ
ン
ゴ
ル
語
」
と
は
正

確
に
は
「
ハ
ル
ハ
・
モ
ン
ゴ
ル
語
」
を
指
す
も
の
だ
と
い
う
、
学
術

め
か
し
た
知
識
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
問
題
は

内
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
や
っ
て
来
た
留
学
生
た
ち
の
場
合
で
あ
る
が
、
同

じ
モ
ン
ゴ
ル
語
を
母
語
に
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
あ
た
る
項
目
が
な

い
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
こ
の
調
査
表
に
は
、
や
が
て
は
「
モ

ン
ゴ
ル
語
」
と
は
別
の
、
「
内
豪
古
語
」
と
い
う
独
立
の
項
目
を
設
け

ね
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
こ
の
『
言
語
大
辞
典
』

の
「
内
蒙
古
語
」
は
、
こ
う
し
た
い
つ
わ
り
の
措
置
に
根
拠
を
与
え

る
も
の
と
し
て
引
用
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
栗
林
氏
は
、
「
言
語
名
の
「
内
豪
古
語
」
は
、
確
定
的
な
も
の
で

は
な
い
L
と
も
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
栗
林
氏
は
、
彼
が
『
言
呈
胴

学
大
辞
典
』
で
多
用
す
る
「
内
蒙
古
語
」
と
い
う
奇
妙
な
呼
称
を
定

着
さ
せ
る
た
め
に
、
『
大
辞
典
』
以
前
か
ら
前
も
つ
て
地
な
ら
し
を
し

て
き
て
い
る
。
粟
林
氏
は
ほ
ぽ
一
九
八
五
年
の
「
蒙
古
語
諸
方
言
に

お
け
る
ウ
ム
ラ
ウ
ト
塾
一
と
い
う
論
文
を
さ
か
い
に
、
・
内
蒙
古

語
」
を
使
い
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
奇
態
な
概

念
を
世
に
な
じ
ま
せ
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
工
夫
を
し
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
か
っ
た
。
「
内
蒙
古
語
」
に
は
一
々
「
（
チ
ャ
ハ
ル
方
言
等
）
」
と

い
う
よ
う
に
、
括
号
の
中
で
解
釈
を
付
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
が

一
例
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
降
の
論
文
で
は
時
々
「
内
モ
ン
ゴ
ル
語
」

と
い
う
表
現
も
用
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
『
大
辞
典
』
の
刊
行
か
ら
四

年
が
経
っ
た
現
在
で
は
、
「
内
蒙
古
語
」
（
あ
る
い
は
「
内
モ
ン
ゴ
ル
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語
L
）
は
着
実
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
は
、

最
近
の
若
い
専
門
家
の
一
般
向
け
の
出
騒
に
ま
で
・
こ
の
ま
一
た

く
学
問
的
根
拠
の
な
い
、
異
様
な
概
念
が
た
め
ら
い
な
く
披
露
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
栗
林
氏
の
努

力
の
成
果
は
な
ん
と
い
っ
て
も
、
他
の
研
究
老
に
「
内
蒙
古
語
」
を

認
知
さ
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

5
　
お
わ
り
に

　
本
稿
に
お
い
て
私
は
、
現
代
モ
ン
ゴ
ル
語
の
分
類
が
い
か
に
あ
る

べ
き
か
を
、
モ
ン
ゴ
ル
語
圏
の
研
究
老
た
ち
の
所
説
を
参
考
に
し
な

が
ら
述
べ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
試
み
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
感
じ

た
き
っ
か
け
は
、
近
年
刊
行
さ
れ
た
『
言
語
学
大
辞
典
』
が
モ
ン
ゴ

ル
諸
語
の
記
述
に
あ
た
っ
て
示
し
た
誤
り
と
矛
盾
に
満
ち
た
態
度
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
生
じ
た
問
題
点
に
つ
い
て
は
本
稿
に
お
い
て

具
体
的
に
指
摘
し
て
お
い
た
。

　
『
言
語
学
大
辞
典
』
は
、
言
語
内
的
事
実
の
記
述
に
主
眼
を
置
い

た
、
伝
統
的
言
語
学
の
立
場
に
立
つ
学
術
の
書
で
あ
り
な
が
ら
、
奇

妙
な
と
こ
ろ
で
言
語
外
的
な
影
響
を
受
け
、
「
内
蒙
古
語
」
な
ど
と
い

う
、
こ
れ
ま
で
の
モ
ン
ゴ
ル
学
で
は
考
え
及
ぶ
こ
と
の
な
か
っ
た
新

し
い
項
目
を
た
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
独
立
の
言
語
」
を
創
り
出
し

た
。
こ
の
分
類
が
単
に
あ
る
地
域
の
方
言
を
他
の
方
言
と
区
別
し
て

取
り
扱
う
た
め
の
、
説
明
上
の
都
合
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、

前
に
見
て
き
た
通
り
明
ら
か
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
ま
た
、
さ
さ
や
か
な
一
例
し
か
示
さ
な
か
っ
た
が
、
言

語
あ
る
い
は
方
言
の
分
類
が
、
思
わ
ぬ
し
か
た
で
実
生
活
に
も
影
響

を
及
ぽ
す
こ
と
が
あ
る
と
い
う
社
会
言
語
学
的
な
側
面
も
指
摘
し
て

お
い
た
。
そ
れ
は
、
言
語
の
記
述
が
、
決
し
て
言
語
そ
の
も
の
の
レ

ベ
ル
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
言
語
の
話
し
手
で
あ
る
人

問
に
も
お
よ
ぶ
と
い
う
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。

　
　
（
1
）
団
畠
曽
…
員
畠
』
・
■
（
一
〇
畠
）
一
9
§
彗
§
§
婁
§
§
§
．

　
　
　
ミ
o
ミ
篶
宍
o
ミ
o
主
～
o
』
｝
o
き
o
o
o
o
茗
富
o
｝
き
雨
主
韮
o
｝
o
轟
宮
篶
邑
宮
』
§
o
o
■

　
　
　
宍
o
。
。
o
主
§
雨
§
申
b
竃
o
霊
§
自
息
婁
雨
ミ
宮
宍
亀
（
当
空
…
召
豊
臭
妾

　
　
　
穿
…
…
蔓
膏
ミ
：
呈
而
…
戸
ρ
両
漢
葛
9
自
婁
ξ
凹
ト
）

　
　
一
2
一
〇
姜
§
；
戸
言
撃
9
§
・
§
§
§
S
§
－

　
　
ミ
o
ミ
案
o
ミ
量
s
き
冥
真
曽
ミ
宍
o
〇
一
↓
．
－
（
室
o
臭
畠
）

　
　
一
3
一
3
薫
…
一
－
婁
一
』
ぎ
ぎ
一
ぎ
ざ
き
§
§
ミ

　
　
9
ミ
§
§
き
“
い
ぎ
ミ
8
（
匡
①
匡
目
斥
－
）

　
　
（
4
）
　
桑
席
葉
夫
（
一
九
五
九
）
、
『
蒙
古
語
比
較
語
法
』
民
族

　
　
出
版
社
、
北
京
。

　
　
一
5
一
〇
姜
葺
「
；
；
弩
一
き
・
。
。
§
董
§
§
姜

　
　
ミ
§
（
き
〔
…
益
昌
ω
…
罫
「
麸
貸
＜
養
彗
s
胃
署
）

　
一
6
一
ξ
§
嚢
童
…
・
C
§
一
…
婁
§
董
§
§
姜

　
　
k
、
§
（
ω
g
2
與
呂
o
鍔
昌
8
一
↓
o
昌
易
ガ
霊
ω
q
2
巨
m
員

　
　
＜
畠
彗
3
胃
e
）

　
　
　
羅
布
桑
旺
丹
（
一
九
五
九
）
「
関
於
現
代
蒙
古
諸
語
言
、
方

　
　
言
的
分
類
問
題
」
『
北
京
大
学
学
報
（
社
会
科
学
）
』
二
期
（
北
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京
）

（
7
）
　
小
沢
重
男
（
一
九
六
八
）
、
『
モ
ン
ゴ
ル
語
の
話
』
大
学

　
書
林
、
東
京
。

一
8
一
峯
8
毒
9
ρ
豪
妻
・
琴
墓
・
δ
・
一
嚢
串
9
、
目
主

　
ぺ
§
薯
ミ
o
§
§
誉
全
8
§
§
一
（
目
…
善
賢
薫
竃
…
麦
遣
．

　
何
…
葦
×
凹
窒
異
く
彗
旨
ω
p
＜
』
団
彗
α
塞
↓
e
）

（
9
）
　
『
暑
冒
語
学
犬
辞
典
』
（
一
九
八
八
）
、
第
一
巻
、
九
七
一
－

　
九
七
四
、
三
省
堂
、
東
京
。

（
1
0
）
　
前
掲
『
…
呈
咀
学
大
辞
典
』
第
一
巻
、
二
二
〇
〇
－
二
二

　
〇
六
。

（
u
）
　
『
…
呈
胴
学
大
辞
典
』
（
一
九
八
九
）
、
第
二
巻
、
一
四
二
七

　
－
一
四
三
四
、
三
省
堂
、
東
京
。

（
1
2
）
　
内
蒙
古
大
学
蒙
古
語
文
研
究
所
編
（
一
九
八
六
）
、
『
語

　
文
学
術
論
文
集
』
（
蒙
文
）
、
第
二
巻
、
二
九
〇
1
二
九
六
、

　
内
蒙
古
大
学
出
版
杜
、
呼
和
浩
特
。

（
1
3
）
　
清
格
爾
泰
（
一
九
七
九
）
、
「
中
国
蒙
古
語
方
言
的
画
分
」

　
上
、
下
、
『
民
族
語
文
』
第
一
期
、
第
二
期
。

（
1
4
）
　
葡
・
図
力
更
等
薯
（
一
九
八
八
）
、
『
現
代
蒙
古
語
研
究

　
概
論
』
（
蒙
文
）
、
三
〇
頁
、
内
蒙
古
人
民
出
版
杜
、
呼
和
浩

　
特
。

（
1
5
）
　
照
那
斯
図
、
李
垣
朴
（
一
九
八
九
）
、
『
当
代
中
国
民
族

　
語
言
学
家
』
、
四
四
七
頁
、
青
海
人
民
出
版
社
、
西
寧
。

（
1
6
）
　
栗
林
均
（
一
九
八
五
）
、
「
蒙
古
語
諸
方
言
に
お
け
る
ウ

　
ム
ラ
ウ
ト
現
象
」
、
『
音
声
の
研
究
』
、
第
二
一
集
、
↓
■
向

　
、
匡
0
2
向
↓
－
O
ω
O
O
－
向
↓
■
O
句
－
＞
勺
＞
Z
－

（
1
7
）
　
一
ノ
瀬
恵
（
一
九
九
一
）
、
『
モ
ン
ゴ
ル
に
暮
ら
す
』
、

　
一
1
1
一
六
八
、
七
八
、
一
七
五
、
一
九
四
頁
、
岩
波
新
書
、
東

　
京
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）

424




