
言
語
学
に
「
言
語
」
は
必
要
か

　
　
　
こ
と
ぱ
の
学
問
を
だ
い
な
し
に
す
る
張
本
人
は
こ
と
ぱ
で
す

　
　
　
　
　
　
　
ー
ソ
シ
ュ
ー
ル
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
大
学
就
任
講
演
」

糟
　
　
谷

啓
　
　
介

(ro7) ~~~-.-*?-, r*~fJ ,~i~~:~> 

1

　
言
語
学
と
は
「
言
語
を
科
学
的
に
研
究
す
る
学
問
」
で
あ
る

と
い
う
の
は
、
ど
ん
杢
言
語
学
の
教
科
書
に
も
書
い
て
あ
る
き

ま
り
文
句
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
「
言
呈
胴
」
と
や
ら
は
い
っ

た
い
な
に
か
と
ひ
ら
き
な
お
っ
て
き
か
れ
て
も
、
は
っ
き
り
し

た
こ
た
え
は
み
つ
か
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
「
言
語
と
は
な
に

か
」
と
い
う
究
極
的
な
問
い
に
た
い
し
て
は
、
研
究
が
最
終
的

に
到
達
し
た
地
点
で
こ
た
え
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
研
究
の

端
緒
と
し
て
の
「
言
呈
胴
」
は
具
体
的
で
直
感
的
な
対
象
に
と
ど

ま
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直
感
的
対
象
と
し

て
の
「
言
語
」
の
す
が
た
が
ま
っ
た
く
自
明
で
は
な
い
と
い
う

と
こ
ろ
に
、
言
語
学
に
特
有
の
困
難
が
あ
る
。

　
こ
の
事
態
に
だ
れ
よ
り
も
あ
た
ま
を
な
や
ま
せ
た
の
が
、
構

造
言
語
学
の
祖
と
さ
れ
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
で
あ
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル

は
二
盤
言
語
学
講
義
』
の
冒
頭
で
、
言
語
学
そ
の
も
の
が
か

か
え
た
困
難
を
こ
う
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
「
他
の
科
学
で

あ
る
と
、
あ
ら
か
じ
め
あ
た
え
ら
れ
た
対
象
を
と
り
扱
い
、
つ

い
で
こ
れ
を
い
ろ
い
ろ
の
観
点
か
ら
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

わ
れ
わ
れ
の
領
域
で
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
…
…
〔
言
語
学
に

お
い
て
は
］
観
点
に
先
だ
っ
て
対
象
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、

い
わ
ぱ
観
点
が
対
象
を
つ
く
り
だ
す
の
だ
。
」
（
ω
彗
窃
暮
9

H
彗
ド
p
畠
）

　
も
ち
ろ
ん
、
言
語
学
以
外
の
領
域
に
お
い
て
も
、
対
象
が
観
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点
に
先
立
っ
て
、
い
わ
ば
は
だ
か
の
事
実
と
し
て
存
在
す
る
こ

と
は
な
い
。
科
学
に
お
け
る
対
象
は
つ
ね
に
な
ん
ら
か
の
バ
ラ

ダ
イ
ム
の
も
と
で
の
み
把
握
さ
れ
、
観
察
事
実
と
い
え
ど
も

「
理
論
負
荷
性
」
を
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
ハ
ン
ソ
ン
や

ク
ー
ン
が
説
い
て
以
来
い
ま
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言
語
と
い
う
も
の
に
は
、
ほ
か
の
あ
ら

ゆ
る
人
閻
現
象
と
は
根
本
的
に
こ
と
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
な

に
か
を
科
学
の
「
対
象
」
と
す
る
た
め
に
は
、
そ
こ
か
ら
距
離

を
と
り
、
そ
の
対
象
の
外
部
に
た
た
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
「
言
語
」
の
外
部
な
ど
は
存

在
し
な
い
。
わ
た
し
た
ち
が
言
語
か
ら
ぬ
け
で
て
言
語
を
外
か

ら
観
察
で
き
る
よ
う
な
地
点
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
ひ
と
つ
の
自
覚
的
な
観
点
を
え
ら
び

と
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
「
言
語
と
は
な
に
か
」
と
一
般
的
に
問

う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
た
て
た
問
い
は
「
言

語
学
が
対
象
と
す
べ
き
言
語
と
は
な
に
か
」
で
あ
り
、
さ
ら
に

「
話
し
手
の
意
識
に
と
っ
て
真
に
実
在
的
で
あ
る
言
語
の
す
が

た
は
い
か
な
る
も
の
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ふ
た

つ
の
問
い
が
接
合
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
理
論
の
独

自
性
が
あ
ら
わ
れ
る
。

　
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
は
じ
め
も
な
く
お
わ
り
も
な
い
織
物
の
よ

う
な
多
様
き
わ
ま
り
な
い
言
語
の
現
実
相
を
「
ラ
ン
ガ
ー
ジ

ュ
」
と
よ
ぷ
。
こ
の
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
は
「
同
時
に
物
理
的
、
生

理
的
、
心
的
」
で
あ
り
、
「
個
人
的
領
域
に
も
杜
会
的
領
域
に
も

ぞ
く
す
る
」
と
い
う
、
か
ぎ
り
な
く
混
質
的
な
す
が
た
を
し
め

す
た
め
、
そ
の
ま
ま
で
は
言
語
学
の
対
象
に
は
な
り
え
な
い
。

そ
こ
で
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
の
な
か
か
ら
、
「
…
冒
語

活
動
の
行
使
を
個
人
に
許
す
べ
く
杜
会
体
が
採
用
し
た
制
約
の

総
体
」
で
あ
る
「
ラ
ン
グ
」
を
と
り
だ
し
、
そ
こ
に
こ
そ
言
語

学
の
基
礎
を
お
く
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
個
々
の
話
し
手
は
こ

の
ラ
ン
グ
に
も
と
づ
い
て
具
体
的
発
話
を
実
現
す
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
ら
の
実
現
体
は
「
バ
ロ
ー
ル
」
と
よ
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
ヨ
U
巨
P
寄
）

　
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
／
ラ
ン
グ
／
バ
ロ
ー
ル
と
い
う
こ
の
三
分
法

は
、
そ
の
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
考
が
お
も
い
お
も
い
の
角
度
か

ら
論
じ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
深
遠
な
ソ
シ
ュ
ー
ル
解
釈
学
に
は

深
入
り
し
な
い
で
お
こ
う
。
こ
こ
で
の
べ
た
説
明
に
し
て
も
、

あ
く
ま
で
と
り
あ
え
ず
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
こ
と
わ
っ
て
お
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と
こ
ろ
で
、
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
ニ
フ
ン
グ
・
バ
ロ
ー
ル
と
ぷ
ざ

ま
な
カ
タ
カ
ナ
書
き
を
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
は
、
適
切
な

日
本
語
の
訳
語
が
み
つ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
邦
訳
書
の
よ

う
な
「
言
語
活
動
・
言
語
二
言
」
と
い
う
訳
語
で
は
、
日
本
語

と
し
て
い
か
に
も
す
わ
り
が
わ
る
い
。
「
言
呈
胴
活
動
」
は
ま
だ

し
も
、
、
、
壷
冒
管
①
、
、
は
は
た
し
て
「
昌
目
語
」
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に

「
書
冒
」
と
な
る
と
も
う
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ

と
は
、
日
常
語
で
は
な
く
生
硬
な
漢
語
を
訳
語
に
え
ら
ぱ
ざ
る

を
え
な
い
と
い
う
日
本
語
の
特
別
な
状
況
だ
け
が
わ
ざ
わ
い
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
じ
つ
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
い
た
っ
て
日

常
的
な
用
法
に
も
と
づ
く
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
三
分
法
を
翻
訳
す
る

こ
と
自
体
が
至
難
の
わ
ざ
な
の
だ
。

　
英
語
に
お
い
て
も
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
三
分
法
を
い
い
あ
ら
わ
す

定
訳
ら
し
き
も
の
は
な
い
。
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
む
ず
か
し

い
の
は
、
英
語
の
．
、
一
彗
管
轟
①
．
、
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
、
。
－
彗
・

寝
o
q
①
．
，
と
、
、
｝
彗
管
①
、
．
の
ふ
た
つ
の
意
味
領
域
を
区
別
な
く
お

お
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
、
．
－
印
亨

o
q
亮
，
，
は
あ
る
特
定
の
杜
会
に
固
有
の
言
語
を
さ
し
、
、
、
－
曽
・

①
q
品
①
．
，
は
一
般
的
な
意
味
で
の
人
間
の
こ
と
ぱ
や
特
定
の
こ
と

ぱ
づ
か
い
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
類
比
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
手
段
を
さ
す
の
だ
が
、
英
語
の
、
．
－
曽
管
鍔
⑭
、
、
は
こ
の
ふ
た

つ
の
意
味
領
域
を
無
差
別
に
さ
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
動
物
言

語
（
彗
ぎ
印
二
竃
管
晶
①
）
」
や
「
花
こ
と
ぱ
（
－
彗
窪
嵩
①
O
｛

由
O
ミ
雪
ω
）
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
あ
く
ま
で
、
。
－
曽
閑
φ
潟
．
，
で

あ
っ
て
、
．
－
彗
管
①
．
、
で
は
な
い
。
英
語
の
．
．
一
彗
管
潟
①
、
，
と
7

ラ
ン
ス
話
胴
の
、
．
5
目
管
①
、
．
は
、
　
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
い
い
か
た
に
な

ら
う
な
ら
、
あ
る
種
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
お
な
じ
意
味
と
な

り
う
る
が
、
体
系
内
で
の
語
の
価
値
が
二
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
英
語
圏
で
な
が
ら
く
親
し
ま
れ
て
き
た
バ
ス
キ
ン
の
英
訳
で

は
、
．
、
5
目
①
q
｝
①
q
①
＼
5
コ
管
①
＼
o
胃
o
－
①
．
、
は
そ
れ
ぞ
れ
、
、
す
⊆
昌
印
目

省
①
8
ミ
ー
彗
管
竈
①
＼
ω
肩
算
一
屋
，
、
と
訳
さ
れ
て
お
り
、
デ
ー
ー
マ

ウ
ロ
は
「
こ
れ
が
決
定
的
な
も
の
に
な
る
か
と
考
え
ら
れ
る
」

（
U
①
竃
彗
8
一
畠
ぎ
ら
。
§
べ
）
と
評
し
て
い
た
。
し
か
し
、
あ

た
ら
し
く
二
般
言
語
学
講
義
』
を
英
訳
し
な
お
し
た
ロ
イ
．

ハ
リ
ス
は
、
、
。
一
竃
寒
o
q
①
．
．
は
冠
詞
な
し
の
不
可
算
名
詞

、
．
－
彗
管
晶
⑦
．
、
、
、
．
一
嘗
管
①
”
．
は
冠
詞
つ
き
の
、
．
｝
－
竃
管
潟
①
．
”
と

訳
す
べ
き
だ
と
い
う
（
自
胃
ユ
ω
し
㊤
o
．
9
p
s
）
。
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「
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
ニ
フ
ン
グ
・
バ
ロ
ー
ル
」
と
い
う
用
語
が

た
や
す
く
翻
訳
で
き
な
い
こ
と
に
は
、
ソ
シ
ュ
し
ル
も
気
が
つ

い
て
い
た
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
語
の
．
、
ω
肩
苧

○
ぼ
、
、
は
、
．
－
彗
o
q
鍔
①
，
、
と
、
、
一
彗
召
①
．
，
の
両
方
を
ふ
く
む
。
ま
た
、

．
．
内
①
o
①
．
．
は
ほ
ぼ
、
。
o
彗
o
－
①
．
．
に
あ
た
る
が
、
そ
の
ほ
か
に

、
．
昌
ω
8
冒
ω
、
、
の
意
味
も
ふ
く
む
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と

に
い
ら
だ
っ
た
か
の
よ
う
に
ソ
シ
ュ
i
ル
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は

こ
と
ぱ
で
は
な
し
に
、
も
の
を
定
義
し
た
」
と
い
い
、
「
も
の
を

定
義
す
る
に
あ
た
っ
て
こ
と
ば
か
ら
出
発
す
る
の
は
よ
く
な
い

方
法
で
あ
る
」
と
議
論
を
う
ち
き
る
の
で
あ
る
（
ω
讐
錦
胃
①
も
．

ω
H
）
。
け
れ
ど
も
、
デ
H
マ
ウ
ロ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ソ
シ
ュ

ー
ル
の
こ
う
い
う
い
い
か
た
に
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
自
身
が
攻
撃

し
て
や
ま
な
か
っ
た
は
ず
の
「
実
証
主
義
的
な
匂
い
」
（
U
①

冒
印
膏
◎
㌧
彗
9
p
§
①
）
、
つ
ま
り
、
コ
ト
バ
に
さ
き
だ
っ
て
モ

ノ
が
厳
然
と
あ
る
と
い
う
考
え
か
た
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。

　
じ
つ
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
二
般
言
語
学
講
義
』
の
な
か
で

「
ラ
ン
グ
」
の
十
全
た
る
定
義
を
い
ち
ど
も
か
か
げ
て
い
な
い
。

日
常
的
用
法
で
は
「
○
○
語
」
を
さ
す
「
ラ
ン
グ
」
を
い
ち
お

う
術
語
と
し
て
採
用
し
、
ま
ず
そ
れ
を
「
杜
会
体
が
採
用
し
た

制
約
の
総
体
L
と
し
て
把
握
し
、
究
極
的
に
は
「
記
号
の
純
粋

価
値
の
体
系
」
に
ま
で
深
化
さ
せ
て
い
く
と
い
う
「
観
点
」
の

深
化
の
過
程
こ
そ
が
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
思
考
の
特
色
な
の
で
あ

る
が
、
そ
の
結
果
、
「
ラ
ン
グ
」
概
念
に
は
い
く
つ
も
の
層
が
不

分
明
の
ま
ま
つ
か
み
か
さ
な
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
学
派
の
イ
ェ
ル
ム
ス
レ
ウ
は
、
こ
う
し
た

ラ
ン
グ
概
念
の
錯
綜
を
整
理
し
て
、
ラ
ン
グ
の
領
域
を
、
実
現

体
に
か
か
わ
ら
な
い
記
号
の
純
粋
に
形
式
的
な
体
系
で
あ
る

「
図
式
」
、
杜
会
の
な
か
で
実
現
さ
れ
る
一
般
的
な
型
と
し
て
の

「
規
範
」
、
じ
っ
さ
い
の
実
現
体
の
集
合
と
し
て
の
「
慣
用
」
の

み
っ
つ
の
領
域
に
明
確
に
区
分
し
た
（
g
①
－
昌
ω
－
睾
し
㊤
お
）
。

「
観
点
が
対
象
を
つ
く
る
」
と
い
う
命
題
を
、
科
学
的
対
象
の
設

定
の
た
め
に
は
一
貫
し
た
メ
タ
言
語
の
確
立
が
必
要
不
可
欠
だ

と
い
う
よ
う
に
と
ら
え
る
な
ら
、
　
ソ
シ
ュ
ー
ル
よ
り
も
イ
ェ
ル

ム
ス
レ
ウ
の
ほ
う
が
ず
っ
と
す
じ
が
と
お
っ
て
い
る
。
］
フ
ン

グ
L
「
バ
ロ
ー
ル
」
と
い
っ
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
概
念
は
、
真
偽
を

確
定
す
る
た
め
の
一
義
的
な
メ
タ
言
語
で
あ
る
よ
り
も
、
発
見

の
過
程
の
み
ち
び
き
と
な
る
メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
ほ
ど
ち
か
い
の

だ
。
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こ
の
こ
と
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
め
ざ
し
た
言
語
理
論
の
根
本
的

問
題
と
か
か
わ
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
「
話
し
手
の
意
識
」
を
無

視
し
、
あ
り
も
し
な
い
抽
象
的
カ
テ
ゴ
リ
i
が
現
笑
に
存
在
し

て
い
る
か
の
よ
う
に
み
な
す
従
来
の
言
語
学
の
あ
り
か
た
に
嫌

悪
を
も
よ
お
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
『
一
般
言
語
学
講
義
』

は
「
言
呈
岨
学
批
判
」
の
書
で
あ
る
と
い
う
の
は
あ
た
っ
て
い
る

（
丸
山
、
岩
o
。
ω
）
。
言
語
を
超
越
的
視
点
か
ら
と
ら
え
、
そ
こ
か

ら
見
れ
ぱ
安
心
し
て
言
語
の
本
質
を
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る

よ
う
な
展
望
台
を
用
意
し
て
く
れ
る
よ
う
な
メ
タ
言
語
を
、
ソ

シ
ュ
ー
ル
は
信
用
し
て
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
ソ
シ
ュ
ー

ル
は
、
言
語
学
に
「
正
真
正
銘
あ
ら
ゆ
る
出
発
点
の
必
然
的
な

不
在
」
（
前
田
、
岩
O
．
P
O
，
H
8
）
を
み
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
観
点
に
さ
き
だ
っ
て
対
象
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
ソ
シ

ュ
ー
ル
の
こ
と
ぱ
は
、
メ
タ
言
語
の
確
立
の
要
請
で
は
な
く
、

言
語
を
も
ち
い
て
言
語
を
語
る
と
い
う
こ
の
言
語
学
の
逆
説
的

な
い
と
な
み
に
た
い
す
る
深
い
懐
疑
か
ら
発
し
た
も
の
だ
。

「
こ
と
ば
で
は
な
く
現
実
を
み
よ
」
と
い
う
一
見
わ
か
り
や
す

い
こ
の
格
言
じ
み
た
い
い
か
た
が
も
っ
と
も
適
用
で
き
な
い
の

が
、
ま
さ
に
「
言
呈
胴
学
」
と
い
う
領
域
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
言
語
学
に
お
け
る
「
現
実
」
と
は
、

で
あ
る
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

や
は
り
「
こ
と
ぱ
」

　
「
言
呈
晒
学
の
ゆ
い
い
つ
の
真
正
の
対
象
は
、
そ
れ
自
体
と
し

て
の
、
そ
れ
自
体
の
た
め
の
ラ
ン
グ
で
あ
る
」
（
ω
彗
ω
竃
冨
も
．

ω
ミ
）
と
い
う
『
一
盤
言
語
学
講
義
』
を
む
す
ぶ
こ
と
ぱ
は
、
編

老
で
あ
る
バ
イ
イ
と
セ
シ
ュ
エ
の
創
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、

い
ま
で
は
す
こ
ぶ
る
評
判
が
わ
る
い
。
悪
評
の
理
由
の
ひ
と
つ

に
は
、
こ
の
文
句
に
よ
っ
て
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
パ
ロ
i
ル
を
排
除

し
た
静
態
的
言
語
学
を
め
ざ
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
う
け
と
ら

れ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
真
意
と
は
こ
と
な

る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
「
ゆ
い
い
つ
真
正
の
」
と

い
う
部
分
に
は
た
し
か
に
問
題
は
あ
る
に
せ
よ
、
混
質
的
言
語

活
動
の
な
か
か
ら
の
「
ラ
ン
グ
」
の
抽
出
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
目

的
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
自
体
は
さ
ほ
ど
的
は
ず
れ
と
お
も

わ
れ
な
い
。
問
題
な
の
は
「
ラ
ン
グ
」
う
ん
ぬ
ん
で
は
な
く
、

こ
こ
で
い
う
「
対
象
」
と
は
い
っ
た
い
な
に
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
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ラ
ン
グ
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ん
ざ
ん
議
論
さ

れ
て
き
た
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
な
に
を
さ
し
て
い
る
の
か
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
研
究
者
の
あ
い
だ
で
意
見
の
一
致
を
見
る

こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
な
い
だ
ろ
う
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
ひ
と
つ
の
誤
解
だ
け
は
さ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
、
ラ
ン
グ
は
す
な
わ
ち
「
○
○
語
」
の
こ
と
だ
と
い
う

誤
解
で
あ
る
。
い
ま
で
は
す
く
な
く
な
っ
た
が
、
か
つ
て
ラ
ン

グ
を
「
国
語
体
」
と
訳
し
て
す
ま
せ
て
い
る
本
も
あ
る
に
は
あ

っ
た
。

　
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
が
目
の
ま
え
に
し
て

い
る
の
は
、
混
質
的
で
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
言
語
活
動
の
総

体
で
あ
り
、
言
語
学
は
そ
こ
か
ら
同
質
的
な
〕
フ
ン
グ
L
の
体

系
を
抽
出
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
デ
H
マ
ウ

ロ
が
の
べ
る
よ
う
に
、
「
言
呈
胴
学
の
対
象
は
ラ
ン
グ
で
あ
る
」
と

い
う
さ
い
の
「
対
象
」
の
意
味
は
、
研
究
が
到
達
す
べ
き
「
目

的
」
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
意
味
で
の
「
テ
ロ
ス
」
な
の
で
あ
る

（
U
①
冬
印
膏
〇
一
〇
P
芦
ω
ム
）
。
け
っ
し
て
、
「
ラ
ン
グ
」
が
あ
り

の
ま
ま
の
現
実
と
し
て
目
の
ま
え
に
よ
こ
た
わ
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
だ
。
「
ラ
ン
グ
」
は
言
語
学
が
発
見
す
る
べ
き
理

念
的
構
成
物
な
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
問
題
が
お
き
る
。
論
理
学
的
に
い
う
な
ら
、
な
ん
ら

か
の
対
象
の
内
包
を
抽
象
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
対
象
の
外
延

が
ま
え
も
っ
て
し
ら
れ
て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、
そ
の
外

延
の
範
囲
を
規
定
す
る
も
の
こ
そ
内
包
的
性
質
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
ラ
ン
グ
」
の
体
系
を
抽
象
す
る
た
め
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
「
ラ
ン
グ
」
の
外
延
を
決
定
し
て
お
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

い
と
い
う
循
環
に
お
ち
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
言
語

記
号
の
体
系
は
そ
の
外
部
に
ま
っ
た
く
依
存
し
な
い
内
的
自
律

性
を
も
つ
。
と
な
る
と
、
体
系
相
互
の
関
係
は
体
系
内
の
要
素

間
の
関
係
と
は
べ
つ
の
次
元
に
あ
る
こ
と
に
な
り
、
体
系
内
部

の
論
理
で
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
わ

か
り
や
す
く
い
え
ば
、
日
本
で
話
さ
れ
て
い
る
こ
と
ぱ
（
ラ
ン

ガ
ー
ジ
ュ
）
の
な
か
か
ら
ひ
と
つ
の
「
日
本
語
」
（
ラ
ン
グ
）
を

抽
象
す
べ
き
論
理
的
必
然
性
、
さ
ら
に
、
奈
良
時
代
に
畿
内
で

話
さ
れ
て
い
た
こ
と
ぱ
と
現
在
東
京
で
話
さ
れ
て
い
る
こ
と
ぱ

に
歴
史
的
同
一
性
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
ら
ふ
た
つ
を
お
な
じ

「
日
本
語
」
と
と
ら
え
る
論
理
的
必
然
性
は
体
系
そ
の
も
の
の

な
か
に
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
。
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し
た
が
っ
て
、
言
語
学
老
は
現
実
の
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
の
な
か

か
ら
ラ
ン
グ
の
体
系
を
ひ
き
だ
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
も
、

事
実
は
「
○
○
語
」
と
い
う
前
理
論
的
対
象
を
自
明
の
前
提
と

し
て
分
析
を
す
す
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に

は
論
理
的
に
み
て
き
わ
め
て
不
明
瞭
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
だ
か
ら
、
言
語
学
老
の
な
か
に
は
、
存
在
証

明
の
で
き
て
い
な
い
そ
う
し
た
前
理
論
的
対
象
を
拒
否
す
る
も

の
さ
え
い
る
の
も
ふ
し
ぎ
で
は
な
い
。

　
言
語
学
に
お
い
て
、
「
言
呈
胴
（
鼠
轟
§
血
q
①
）
」
と
い
う
概
念
は

日
常
的
用
法
の
延
長
と
し
て
つ
か
わ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ぱ
、
記

号
相
互
の
関
係
を
さ
だ
め
る
体
系
と
い
う
い
た
っ
て
専
門
的
な

意
味
で
も
ち
い
ら
れ
る
と
き
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
○
○
語
」

は
す
な
わ
ち
言
語
記
号
の
つ
く
る
規
則
的
体
系
で
あ
る
と
と
ら

え
る
な
ら
、
こ
の
両
義
性
は
解
消
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ

の
両
者
の
あ
い
だ
に
こ
え
が
た
い
へ
だ
た
り
を
見
い
だ
す
者
に

と
っ
て
は
、
こ
の
ふ
た
つ
の
概
念
の
混
同
ほ
ど
腹
立
た
し
い
こ

と
は
な
い
。
そ
う
し
た
な
か
に
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
が
い
る
。

　
チ
目
ム
ス
キ
ー
が
現
代
言
語
学
に
も
た
ら
し
た
「
革
新
」
に

つ
い
て
は
、
チ
目
ム
ス
キ
ー
に
賛
成
す
る
側
か
ら
も
反
対
す
る

側
か
ら
も
さ
ん
ざ
ん
語
ら
れ
て
き
た
。
言
語
の
構
造
は
「
ヒ

ト
」
と
い
う
種
に
生
物
的
に
そ
な
わ
っ
た
普
遍
的
能
力
に
も
と

づ
く
と
い
う
生
得
主
義
と
普
遍
主
義
を
ひ
っ
さ
げ
て
登
場
し
た

生
成
変
形
文
法
は
、
そ
れ
ま
で
の
言
語
研
究
を
一
変
さ
せ
る
だ

け
の
衝
撃
力
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
チ
ヨ
ム
ス
キ
ー
理
論
が
真

の
意
味
で
革
新
的
だ
っ
た
の
は
、
か
れ
の
提
示
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
概
念
や
方
法
論
、
そ
し
て
研
究
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
あ
た
ら
し

か
っ
た
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
チ
ヨ
ム
ス
キ
ー
が
言
語
学
の
対

象
を
「
言
語
」
か
ら
「
文
法
」
に
転
換
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
こ

そ
が
、
画
期
的
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
チ
ヨ
ム
ス
キ
ー
に
よ
れ
ぱ
、
人
間
に
と
っ
て
の
言
語
の
本
質

的
意
味
は
、
こ
ど
も
が
か
ぎ
ら
れ
た
言
語
経
験
し
か
も
た
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
ま
で
い
ち
ど
も
聞
い
た
こ
と
の
な
い

文
を
生
成
し
た
り
、
は
じ
め
て
聞
い
た
文
の
文
法
性
を
判
断
で

き
る
能
力
を
獲
得
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
事
実
を
理
解
す
る

た
め
に
は
、
人
間
は
生
得
的
杢
言
語
能
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と

を
想
定
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
チ
目
ム
ス
キ
ー
は
か
ん
が
え
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る
。
こ
う
し
て
、
人
間
の
生
得
的
言
語
能
力
を
解
明
す
る
こ
と

が
、
言
語
学
の
最
終
目
標
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
チ
冒
ム
ス
キ
ー
は
人
間
に
生
得
的
に
そ
な
わ
る
言
語
能
力
の

初
期
状
態
を
「
普
遍
文
法
」
と
名
づ
け
る
。
つ
ま
り
、
チ
目
ム

ス
キ
ー
の
い
う
「
普
遍
文
法
」
と
は
、
地
球
上
で
話
さ
れ
て
い

る
さ
ま
ざ
ま
套
言
語
か
ら
経
験
的
に
掛
出
さ
れ
た
言
語
の
普
遍

的
特
性
を
さ
す
の
で
も
な
け
れ
ぱ
、
論
理
的
条
件
に
も
と
づ
い

て
規
定
さ
れ
る
言
語
の
可
能
態
で
も
な
く
、
脳
の
な
か
に
実
在

す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の
を
さ
す
。
チ
冒
ム
ス
キ
ー
に
よ
れ

ぱ
、
こ
の
初
期
状
態
は
さ
ま
ざ
ま
な
バ
ラ
メ
ー
タ
ー
を
も
っ
て

お
り
、
個
々
の
言
語
に
よ
っ
て
そ
の
バ
ラ
メ
ー
タ
ー
の
決
定
値

は
さ
ま
ざ
ま
に
選
択
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
個
々
の
言
語
に
特
有

の
バ
ラ
メ
ー
タ
ー
が
決
定
さ
れ
た
状
態
で
、
個
別
言
語
の
文
法

が
つ
く
ら
れ
、
恒
常
的
シ
ス
テ
ム
と
し
て
脳
に
定
着
す
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
言
語
の
文
法
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

言
語
能
力
が
初
期
状
態
か
ら
出
発
し
て
一
定
の
垣
常
的
状
態
に

到
達
す
る
ま
で
の
ブ
ロ
セ
ス
の
決
定
に
は
か
か
わ
ら
な
い
、
さ

ま
ざ
ま
な
不
純
物
を
排
除
し
て
お
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ

こ
で
想
定
さ
れ
る
の
が
「
均
質
的
な
言
語
共
同
体
に
お
け
る
理

想
的
話
老
L
と
い
う
仮
構
の
像
な
の
で
あ
る
。
「
理
想
的
話
老
」

と
い
え
ば
き
こ
え
は
い
い
が
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
、
み
ず

か
ら
の
内
的
シ
ス
テ
ム
だ
け
に
も
と
づ
い
て
こ
と
ば
を
話
す
脳

の
こ
と
だ
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。

　
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
、
こ
れ
ま
で
言
語
学
は
精
神
H
脳
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
と
は
関
係
の
な
い
「
外
的
言
語
（
蟹
言
昌
き
N
＆
－
曽
・

管
鍔
①
）
」
だ
け
を
研
究
し
て
き
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
精
神
1
－
脳

の
な
か
の
「
内
的
言
語
（
巨
8
昌
豊
S
巳
曽
沼
品
①
）
」
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
の
研
究
に
焦
点
を
う
つ
す
べ
き
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
方
向
で
研
究
を
つ
づ
け
る
な
ら
、
言
語
学
は
心
理
学

の
な
か
に
組
み
こ
ま
れ
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
脳
の
な
か
の

認
知
シ
ス
テ
ム
の
研
究
と
い
う
意
味
で
自
然
科
学
、
と
り
わ
け

生
物
学
の
な
か
に
地
位
を
し
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
チ
ヨ

ム
ス
キ
ー
は
い
う
の
で
あ
る
。
（
O
プ
o
∋
ω
斥
き
畠
o
o
①
）

　
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
チ
目
ム
ス
キ
ー
の
い
う
「
内
的
言
語
」

と
い
う
も
の
が
、
日
常
的
意
味
で
の
「
言
語
」
と
は
あ
ま
り
に

か
け
は
な
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
あ
き
ら
か
だ
。
ど
ち
ら
を

グ
ロ
テ
ス
ク
と
感
じ
る
か
は
ひ
と
に
よ
っ
て
こ
と
な
る
だ
ろ
う

が
、
ど
う
や
ら
チ
冒
ム
ス
キ
ー
は
「
言
語
」
の
概
念
の
ほ
う
に
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奇
怪
さ
を
感
じ
る
よ
う
で
、
た
ぴ
た
び
い
ら
だ
ち
を
あ
ら
わ
に

し
て
い
る
。

　
チ
富
ム
ス
キ
ー
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。
「
ま
ず
第
一
に
、
言

語
（
－
彗
管
晶
①
）
の
常
識
的
な
概
念
は
決
定
的
に
杜
会
政
治
的

な
次
元
を
も
っ
七
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
『
中
国
語
の
方
言
』
ど

う
し
は
ロ
マ
ン
ス
諸
語
ど
う
し
と
お
な
じ
く
ら
い
異
な
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
わ
た
し
た
ち
は
中
国
語
の
こ
と
を
『
ひ
と
つ
の

言
語
』
と
み
な
し
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
語
と
ド
イ
ツ
語
は
ふ
た

つ
の
こ
と
な
る
言
語
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
語
の
方

言
の
な
か
に
は
、
い
わ
ゆ
る
『
オ
ラ
ン
ダ
語
』
の
方
言
に
き
わ

め
て
ち
か
く
、
ほ
か
の
い
わ
ゆ
る
『
ド
イ
ツ
語
』
の
方
言
と
は

相
互
に
理
解
し
あ
え
な
い
も
の
も
あ
る
。
言
語
学
の
入
門
書
に

は
、
言
語
は
陸
軍
と
海
軍
を
そ
な
え
た
方
言
だ
と
い
う
お
決
ま

り
の
（
マ
ツ
ク
ス
．
ワ
イ
ン
ラ
イ
ヒ
に
よ
る
と
さ
れ
る
）
文
句

が
よ
く
か
か
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
『
言
呈
胴
』
に

な
ん
ら
か
の
一
貫
し
た
説
明
を
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど

う
か
は
、
は
な
は
だ
う
た
が
わ
し
い
。
た
し
か
に
、
そ
ん
な
こ

と
は
だ
れ
も
で
き
は
し
な
か
っ
た
し
、
ま
じ
め
に
手
を
つ
け
よ

う
と
も
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
科
学
的
ア
プ
ロ
ー

チ
は
、
日
常
的
用
法
で
『
言
語
』
と
よ
ぱ
れ
る
も
の
の
要
素
を

す
て
さ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
L
（
O
テ
o
昌
算
き
畠
o
o
g
P
旨
）

　
こ
う
し
て
チ
冒
ム
ス
キ
ー
は
、
「
根
本
的
な
概
念
は
文
法
お

よ
ぴ
文
法
を
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
言
語
お
よ
ぴ
言
語
を

知
っ
て
い
る
こ
と
は
派
生
的
で
あ
る
。
…
…
こ
の
［
言
呈
胴
と
い

う
］
概
念
な
し
で
す
ま
せ
る
こ
と
さ
え
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

し
、
た
と
え
そ
う
し
た
と
こ
ろ
で
失
う
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い

で
あ
ろ
う
」
と
ま
で
断
言
す
る
の
で
あ
る
。
（
O
ぎ
昌
呉
き

畠
o
o
介
り
p
H
8
－
べ
o
）

　
こ
の
よ
う
な
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
で
さ
え
、
い
か
に
「
均
質
的
」

と
は
い
え
「
言
語
共
同
体
」
な
る
も
の
を
想
定
し
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
い
の
は
、
み
か
た
に
よ
れ
ぱ
皮
肉
な
こ
と
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
「
言
呈
胴
共
同
体
」
と
や
ら
も
、
「
理
想
的
話
者
」
と

お
な
じ
く
は
な
は
だ
し
く
現
実
ぱ
な
れ
し
て
い
る
。
チ
ョ
ム
ス

キ
ー
に
よ
れ
ば
、
複
数
の
言
語
が
話
さ
れ
る
言
語
共
同
体
は
普

遍
文
法
の
観
点
か
ら
み
て
「
不
純
」
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
普
遍
文
法
の
バ
ラ
メ
ー
タ
ー
の
決
定
が

多
方
向
か
ら
な
さ
れ
る
結
果
、
選
択
肢
の
決
定
が
「
矛
盾
的
」

な
も
の
に
な
る
か
ら
だ
と
い
う
。
（
O
－
o
昌
県
き
畠
o
o
g
P
ミ
）
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あ
る
連
続
講
演
の
席
で
、
チ
冒
ム
ス
キ
ー
は
、
聴
講
老
か
ら

つ
ぎ
の
よ
う
な
質
問
を
う
け
と
っ
た
。
こ
ど
も
は
ふ
た
つ
の
言

語
を
、
ひ
と
つ
は
家
で
、
ひ
と
つ
は
外
で
と
い
う
よ
う
に
、
同

時
に
ま
な
ぷ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
あ
な
た
の
理
論
で

は
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
の
か
と
。
チ
冒
ム
ス
キ
ー
の
こ
た
え

は
こ
う
だ
。
フ
一
れ
は
非
常
に
重
要
な
問
題
で
、
私
は
今
ま
で

ず
っ
と
、
こ
ん
な
こ
と
は
起
こ
り
得
な
い
と
思
お
う
と
し
て
き

た
の
で
す
。
こ
の
問
題
は
非
常
に
不
思
議
な
の
で
す
。
質
間
に

挙
げ
ら
れ
た
例
は
と
て
も
衝
撃
的
だ
と
い
え
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、

子
ど
も
は
別
々
の
言
語
を
覚
え
る
の
で
す
。
た
と
え
ぱ
、
家
で

は
ス
ペ
イ
ン
語
を
、
外
で
は
英
語
を
と
い
う
具
合
で
す
。
L

（
O
ブ
o
冒
ω
斥
き
H
㊤
o
o
g
P
H
o
o
①
）

　
わ
た
し
に
い
わ
せ
れ
ぱ
、
質
問
老
の
あ
げ
た
事
実
よ
り
も
チ

冒
ム
ス
キ
ー
の
こ
た
え
の
ほ
う
が
、
よ
っ
ぽ
ど
「
不
思
議
」
で

「
衝
撃
的
」
だ
。
質
問
老
は
と
り
た
て
て
特
殊
な
事
例
を
あ
げ

た
わ
け
で
は
な
い
。
世
界
の
現
実
か
ら
み
れ
ぱ
、
「
複
数
言
語

使
用
」
は
異
常
な
状
態
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
個
人
的
レ
ベ
ル

で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
言
語
共
同
体
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
複

数
の
言
語
を
つ
か
い
わ
け
る
と
い
う
例
は
、
か
ず
か
ぎ
り
な
く

あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
、
理
論
的

仮
設
に
し
が
み
つ
き
、
現
実
に
目
を
つ
ぷ
る
か
の
よ
う
に
、
「
こ

ん
な
こ
と
は
起
こ
り
得
な
い
と
思
お
う
と
し
て
き
た
」
と
い
う

の
で
あ
る
。

4

　
こ
の
よ
う
に
、
チ
ヨ
ム
ス
キ
ー
の
よ
う
な
生
物
的
ア
プ
ロ
ー

チ
か
ら
み
て
「
言
呈
胴
」
は
す
て
さ
ら
れ
る
運
命
に
あ
る
。
そ
れ

で
は
、
チ
目
ム
ス
キ
ー
と
は
正
反
対
の
立
場
で
あ
る
杜
会
的
ア

プ
ロ
ー
チ
を
と
る
杜
会
言
語
学
に
「
言
語
」
は
救
出
先
を
も
と

め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
杜
会
言
語
学
の
立
場
か
ら

み
て
も
、
「
号
冒
語
」
は
い
た
っ
て
あ
や
ふ
や
な
す
が
た
し
か
し
め

さ
な
い
の
で
あ
る
。

　
杜
会
言
語
学
は
、
言
語
を
抽
象
的
で
静
態
的
な
文
法
体
系
と

は
と
ら
え
な
い
。
む
し
ろ
、
具
体
的
杢
言
語
現
象
が
杜
会
の
な

か
で
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
に
目
を
そ
そ
ぐ
。
フ
ィ

シ
ュ
マ
ン
の
定
式
化
（
ヨ
堅
冒
竃
L
㊤
雷
）
を
す
こ
し
拡
張
し

て
い
う
な
ら
、
杜
会
言
語
学
は
「
い
つ
だ
れ
が
ど
こ
で
ど
の
よ

う
に
な
に
を
だ
れ
に
た
い
し
て
話
す
か
」
と
い
う
問
い
を
根
本
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的
な
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
う
な
る
と
、
お
な
じ
ひ
と
つ
の
「
○
○
語
」

と
み
な
さ
れ
る
こ
と
ば
で
あ
っ
て
も
、
話
し
手
の
所
属
す
る
杜

会
階
層
や
出
身
地
域
、
会
話
が
お
こ
な
わ
れ
る
場
面
や
会
話
の

テ
i
マ
、
発
話
の
ス
タ
イ
ル
な
ど
に
よ
っ
て
、
こ
と
ぱ
は
は
な

は
だ
し
い
多
様
性
を
し
め
す
こ
と
が
具
体
的
に
わ
か
っ
て
く
る
。

さ
ら
に
つ
き
つ
め
て
い
え
ぱ
、
だ
れ
ひ
と
り
と
し
て
お
な
じ

「
言
呈
胴
」
を
話
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
お
な
じ
話
し
手
で

も
対
話
老
や
状
況
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
ぱ
を
つ
か
い
わ

け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
同
一
の
「
吾
日
語
」
の
す
が
た
な

ど
は
、
と
て
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
ハ
ド
ソ
ン
は
、
杜
会
言
語
学
が
あ
つ
か
う
べ
き
な
の
は
、
具

体
的
な
言
語
使
用
の
状
況
を
つ
く
る
諸
要
因
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
た
「
言
語
項
目
（
－
彗
①
q
§
O
q
巴
試
ヨ
）
」
と
そ
の
集
合
で
あ
る

「
言
語
変
種
（
一
彗
①
目
轟
①
q
⑦
竃
ユ
⑦
ξ
）
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う

し
た
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
「
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ロ
ン
ド
ン
方

言
の
英
語
、
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
実
況
中
継
の
英
語
、
北
西
ア
マ
ゾ

ツ
の
あ
る
特
定
の
集
団
住
居
の
住
民
が
使
う
言
語
、
あ
る
特
定

の
個
人
が
用
い
る
一
つ
あ
る
い
は
二
つ
以
上
の
言
語
な
ど
、
そ

れ
ぞ
れ
『
言
語
変
種
』
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
L
し
、
「
『
言
語
』

『
方
言
』
『
ス
タ
イ
ル
』
と
呼
ん
で
い
る
も
の
を
指
し
て
言
う
た

め
に
、
『
変
種
』
と
い
う
一
般
的
な
用
語
し
か
残
さ
れ
て
い
な

い
」
こ
と
に
な
る
（
雪
仁
O
ω
O
貝
H
㊤
O
O
O
〇
一
P
S
）
。
こ
う
し
て
、
「
言

語
」
は
杜
会
的
現
実
に
根
ざ
さ
な
い
仮
構
物
と
み
な
さ
れ
る
。

　
こ
の
点
で
も
っ
と
も
お
も
い
き
っ
た
方
向
を
と
っ
て
い
る
の

は
ロ
イ
．
ハ
リ
ス
で
あ
ろ
う
。
ハ
リ
ス
は
現
代
言
語
学
が
ひ
と

つ
の
「
神
話
」
の
う
え
に
な
り
た
っ
て
い
る
と
い
う
。
言
語
学

は
言
語
体
系
が
具
体
的
な
発
話
に
さ
き
だ
っ
て
存
在
し
、
「
不

変
項
（
弐
§
ユ
竃
一
）
」
か
ら
な
る
固
定
し
た
コ
ー
ド
で
あ
る
と

み
な
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
ハ
リ
ス
は
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る

の
で
あ
る
。
ハ
リ
ス
は
ラ
ン
グ
／
バ
ロ
ー
ル
、
コ
ー
ド
／
メ
ヅ

セ
ー
ジ
、
言
語
能
力
／
言
語
運
用
と
い
う
二
元
論
を
し
り
ぞ
け
、

こ
と
ぱ
を
つ
ね
に
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
と
ら
え
る
こ
と
を

要
求
す
る
。
ハ
リ
ス
の
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
発
話
の
生
産

と
解
釈
を
制
限
づ
け
る
付
随
条
件
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
発
話

を
可
能
に
す
る
母
胎
そ
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ハ
リ
ス
は
、

言
語
的
記
号
と
非
言
語
的
記
号
、
音
声
と
文
字
と
の
あ
い
だ
に

設
け
ら
れ
た
障
壁
さ
え
と
り
は
ら
っ
て
い
く
。
こ
う
し
て
ハ
リ
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ス
は
、
こ
れ
ま
で
の
分
離
主
義
的
言
語
学
（
こ
と
ば
を
コ
ン
テ

ク
ス
ト
か
ら
分
離
し
て
あ
つ
か
う
と
い
う
意
味
）
に
か
わ
る
統

合
主
義
的
言
語
学
の
確
立
を
と
な
え
る
の
だ
が
、
そ
の
点
に
つ

い
て
は
こ
こ
で
は
く
わ
し
く
は
ふ
れ
な
い
。

　
ハ
リ
ス
は
、
続
合
主
義
的
言
語
学
に
は
こ
れ
ま
で
の
言
語
学

が
自
明
の
前
提
と
し
て
き
た
想
定
は
不
要
で
あ
る
と
断
言
す
る
。

そ
れ
に
は
つ
ぎ
の
五
つ
の
も
の
が
あ
る
。
「
言
語
記
号
は
悉
意

的
で
あ
る
」
「
言
語
記
号
は
線
的
で
あ
る
」
「
語
が
意
味
を
も
つ
」

「
文
法
が
ル
ー
ル
を
も
つ
」
「
言
語
（
－
彗
管
晶
窃
）
が
存
在
す

る
」
。
（
曽
印
胃
尻
一
H
㊤
㊤
ρ
O
．
卜
蜆
）

　
最
初
の
ふ
た
つ
の
想
定
の
拒
否
は
、
「
言
語
記
号
の
窓
意
性
」

と
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
線
条
性
」
に
も
と
づ
く
ソ
シ
ュ
ー
ル
的

「
ラ
ン
グ
」
の
概
念
の
拒
否
を
意
味
し
、
つ
ぎ
の
ふ
た
つ
は
、
話

し
手
が
精
神
の
な
か
に
あ
る
辞
書
と
文
法
を
参
照
し
て
発
話
を

つ
く
り
、
聞
き
手
は
そ
の
ぎ
ゃ
く
の
道
す
じ
を
た
ど
っ
て
発
話

を
理
解
す
る
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
・
モ
デ
ル
の
拒
否

を
意
味
す
る
。
そ
れ
で
は
五
番
目
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

　
ハ
リ
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
「
こ
の
最
後
の
点
は
、
逆

説
的
に
み
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
は
じ
め
の
四
つ
か
ら
必
然

的
に
う
ま
れ
て
く
る
。
じ
っ
さ
い
、
は
じ
め
の
四
つ
の
想
定
を

な
し
で
す
ま
す
と
い
う
こ
と
は
、
言
語
学
は
言
語
（
一
竃
・

①
q
量
o
目
窪
）
の
存
在
を
そ
の
理
論
装
置
と
し
て
仮
定
す
る
必
要
が

な
い
と
い
う
こ
と
と
ひ
と
し
い
。
い
い
か
え
れ
ぱ
、
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
正
統
的
言
語
学
で
定
義
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

『
言
語
（
己
冒
管
鍔
①
）
』
と
い
う
概
念
が
、
そ
も
そ
も
分
析
の

明
確
な
対
象
と
対
応
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
個

人
的
で
あ
る
か
杜
会
的
で
あ
る
か
、
制
度
的
で
あ
る
か
心
理
的

で
あ
る
か
は
二
の
次
で
あ
る
。
も
し
そ
う
し
た
対
象
が
存
在
し

な
い
と
す
れ
ぱ
、
近
代
言
語
学
は
神
話
の
う
え
に
な
り
た
っ
て

き
た
と
い
う
結
論
を
く
だ
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
L

（
旨
ε

　
ハ
リ
ス
の
と
な
え
る
「
統
合
主
義
的
言
語
学
」
で
は
、
い
か

な
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
も
さ
さ
え
ら
れ
ず
に
存
在
す
る
「
言

語
」
な
る
も
の
の
し
め
る
べ
き
位
置
は
ま
っ
た
く
な
い
。
た
と

え
ば
、
ハ
リ
ス
の
い
う
「
統
合
主
義
的
言
語
学
」
を
お
し
す
す

め
よ
う
と
し
て
い
る
ラ
ヴ
は
、
「
言
語
（
與
鼠
目
①
目
自
與
潟
）
」
は
「
一

次
的
な
発
話
に
つ
い
て
の
観
念
か
ら
生
じ
る
二
次
的
な
構
成

物
」
で
あ
る
以
上
、
「
個
人
に
と
っ
て
一
次
的
な
現
実
に
な
る
こ
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と
は
け
っ
し
て
あ
り
え
な
い
L
と
い
う
（
■
O
く
9
H
竃
P
P

H
旨
）
。
し
か
し
こ
れ
で
は
、
「
言
語
」
を
「
人
為
的
構
成
物

（
胃
け
畠
q
邑
8
易
↓
冒
9
）
」
で
あ
る
と
み
な
す
チ
目
ム
ス
キ
ー

の
見
か
た
と
か
わ
り
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
「
言
語
」
の
廃
棄

と
い
う
点
で
は
、
生
物
的
ア
プ
目
ー
チ
と
杜
会
的
ア
プ
ロ
ー
チ

は
う
ら
で
手
を
む
す
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
じ
じ
つ
、
ペ
イ

ト
マ
ン
は
、
「
言
語
（
巴
曽
管
轟
①
）
は
言
語
的
事
実
で
は
な
く

杜
会
的
事
実
」
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
も
と
に
、
チ
目
ム
ス
キ

ー
理
論
の
価
値
を
そ
こ
な
う
こ
と
な
く
、
杜
会
言
語
学
的
研
究

に
接
合
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
（
勺
算
①
昌
彗
し
㊤
o
。
べ
）
。

　
た
だ
し
、
ハ
リ
ス
自
身
は
「
言
語
」
の
概
念
を
や
み
く
も
に

否
定
し
た
の
で
は
な
い
。
ハ
リ
ス
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。
「
統

合
主
義
者
は
世
間
の
ひ
と
び
と
が
『
○
○
語
』
と
『
X
×
語
』

と
の
あ
い
だ
に
ひ
く
メ
タ
言
語
的
区
別
を
は
っ
き
り
と
み
と
め

る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
区
別
に
よ
っ
て
言
語
共
同
体
の
ふ
つ
う

の
メ
ン
バ
ー
は
み
ず
か
ら
の
言
語
経
験
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
ふ
つ
う
の
ひ
と
び
と
が
、
い
ろ
い
ろ
な
単
語

を
『
英
語
』
と
か
『
ド
イ
ツ
語
」
と
か
『
フ
ラ
ン
ス
語
』
と
か

に
区
別
す
る
と
き
、
か
れ
ら
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
の
で
も
、
道

を
あ
や
ま
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
あ
や
ま
り
が
は
じ
ま
る
の

は
、
解
明
さ
れ
る
べ
き
対
象
を
正
統
言
語
学
が
理
論
的
公
理
と

し
て
た
て
て
し
ま
う
と
き
で
あ
る
。
L
（
＝
印
貝
互
H
竃
9
P
お
）

　
「
言
呈
咀
」
と
は
ま
さ
に
言
語
に
つ
い
て
の
メ
タ
言
語
的
解
釈

か
ら
う
ま
れ
る
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
メ
タ
言
語
の
は

た
す
役
割
に
つ
い
て
、
言
語
学
は
致
命
的
な
弱
点
を
も
っ
て
い

る
。
と
い
う
の
は
、
言
語
学
に
お
い
て
は
、
メ
タ
言
語
的
意
識

を
発
動
さ
せ
な
い
話
し
手
あ
る
い
ば
発
話
だ
け
が
真
正
の
対
象

と
な
っ
て
お
り
、
み
ず
か
ら
の
こ
と
ば
を
意
識
し
な
が
ら
話
す

こ
と
は
「
不
自
然
」
で
「
人
為
的
」
な
も
の
だ
と
い
う
烙
印
が

お
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
立
場
に
た
て

ぱ
、
メ
タ
言
語
的
意
識
は
脳
に
表
示
さ
れ
る
「
内
的
言
語
」
の

秩
序
を
み
だ
す
要
因
で
し
か
な
い
。
ま
た
、
杜
会
言
語
学
に
お

い
て
も
、
「
こ
と
ぱ
に
最
小
限
の
注
意
し
か
は
ら
わ
れ
な
い
発

話
」
こ
そ
が
言
語
の
現
実
を
つ
く
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
ひ

と
つ
の
原
理
と
な
っ
て
い
る
（
事
彗
夢
彗
o
目
戸
冨
竃
一
p
H
㊤
）
。

そ
れ
が
「
人
為
的
構
築
物
」
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
「
言
呈
胴
」

概
念
を
す
て
さ
ろ
う
と
す
る
言
語
学
に
は
、
「
意
識
」
が
科
学
の

対
象
を
撹
乱
さ
せ
る
「
人
為
的
」
な
も
の
で
あ
る
と
み
る
「
自
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然
主
義
L
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
浸
透
し
て
い
る
の
で
あ
り

（
旨
詔
昌
L
o
o
。
べ
）
、
そ
こ
で
は
話
し
手
が
み
ず
か
ら
の
こ
と
ぱ

を
意
識
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
そ
の
メ
タ
言
語
的
解
釈
と
は
い
か
な
る
も
の
な

の
か
。

5

　
こ
こ
で
す
こ
し
ま
わ
り
遣
を
し
て
み
る
。
と
り
あ
え
ず
構
造

言
語
学
の
い
い
か
た
に
の
っ
と
っ
て
、
言
語
は
離
散
的
記
号
か

ら
な
る
体
系
だ
と
し
て
み
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
体
系
が
そ
の

ま
ま
全
体
と
し
て
の
「
ラ
ン
グ
」
と
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

あ
く
ま
で
、
音
韻
、
形
態
、
統
辞
、
意
味
の
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ

ル
で
み
い
だ
さ
れ
る
体
系
の
集
合
体
が
言
語
を
か
た
ち
づ
く
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
体
系
は

外
部
に
依
存
し
な
い
消
極
的
単
位
が
つ
く
る
内
的
相
互
関
係
で

あ
る
以
上
、
体
系
ど
う
し
を
む
す
ぴ
つ
け
、
そ
れ
ら
を
な
ん
ら

か
の
全
体
に
ま
と
め
あ
げ
る
必
然
性
は
、
体
系
そ
れ
自
体
の
な

か
に
は
存
在
し
え
な
い
は
ず
だ
。

　
言
語
は
体
系
で
あ
り
コ
ー
ド
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
よ
く
い

わ
れ
る
が
、
厳
密
な
意
味
で
は
こ
の
ふ
た
つ
の
概
念
は
け
っ
し

て
お
な
じ
意
味
で
は
な
い
。

　
工
ー
コ
に
よ
れ
ぱ
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
「
体
系
」
を
つ
く

る
「
コ
ー
ド
」
と
は
、
記
号
の
ひ
と
つ
の
レ
ベ
ル
で
離
散
的
な

関
与
項
の
つ
く
る
結
合
法
則
を
さ
す
が
、
ふ
つ
う
「
コ
ー
ド
」

と
よ
ぱ
れ
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
個
々
の
体
系
間
の
要
素
を
相

互
に
む
す
び
つ
け
る
規
則
を
さ
す
。
工
ー
コ
は
こ
の
混
同
を
さ

け
る
た
め
に
、
前
者
を
「
体
系
コ
ー
ド
」
、
後
老
を
た
ん
に
「
コ

ー
ド
」
と
よ
ん
で
区
別
す
べ
き
だ
と
い
う
（
向
8
一
H
㊤
o
．
p
暑
。
塞

－
胃
）
。
こ
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
音
韻
、
形
態
、
統
辞
、
意
味

の
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
閉
じ
た
「
体
系
コ
ー
ド
」

が
存
在
す
る
が
、
全
体
と
し
て
の
「
言
語
」
は
け
っ
し
て
閉
じ

た
「
体
系
」
を
つ
く
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
に
構
造
的
機
能
の
観
点
だ
け
か
ら
と
ら

え
た
「
言
語
」
は
、
現
実
の
「
言
語
」
と
は
こ
と
な
る
次
元
に

存
在
す
る
。
コ
セ
リ
ウ
は
、
記
号
の
抽
象
的
体
系
で
あ
る
機
能

的
言
語
と
、
固
有
名
詞
を
冠
し
て
呼
ば
れ
る
現
実
の
歴
史
的
言

語
と
を
区
別
す
る
。
前
老
は
こ
と
ぱ
の
地
域
的
・
杜
会
的
・
文

体
的
多
様
性
の
な
か
の
た
だ
ひ
と
つ
の
レ
ベ
ル
だ
け
に
つ
い
て
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（121〕　言語学に「言語」は必要か

存
在
す
る
が
、
後
者
は
そ
れ
ら
複
数
の
機
能
的
体
系
の
「
複
雑

な
綜
合
体
」
「
寄
せ
あ
つ
め
」
で
あ
り
、
け
っ
し
て
「
一
個
の
言

語
体
系
と
し
て
記
述
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
（
O
o
ω
胃
亘
畠
軍

O
P
爵
H
－
雷
）
。
そ
れ
で
は
ど
う
や
っ
て
「
機
能
的
体
系
」
が
寄

り
あ
つ
ま
っ
て
「
歴
史
的
言
語
」
が
つ
く
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
に
肉
薄
し
た
の
は
、
プ
ラ
ハ
学
派
の
ホ
ラ
レ
ソ
ク
と

ボ
ガ
ト
ゥ
イ
リ
ョ
フ
し
か
い
な
い
（
曽
o
詠
－
①
斤
H
違
o
o
）
。
か
れ

ら
に
よ
れ
ぱ
二
言
語
の
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
で
の
体
系
の
要
素

は
限
定
し
た
機
能
し
か
も
た
な
い
が
（
た
と
え
ば
音
素
は
意
味

弁
別
の
機
能
）
、
そ
れ
ら
の
機
能
が
あ
つ
ま
っ
て
言
語
の
全
体

と
し
て
の
機
能
を
か
た
ち
づ
く
る
。
そ
れ
を
ホ
ラ
レ
ッ
ク
と
ボ

ガ
ト
ゥ
イ
リ
目
フ
は
「
諸
機
能
の
構
造
の
機
能
」
、
て
み
じ
か
に

「
一
般
機
能
」
と
よ
ん
だ
。
こ
の
さ
い
注
意
す
べ
き
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
レ
ベ
ル
の
体
系
の
機
能
が
加
算
的
に
あ
つ
め
ら
れ
る
の
で

は
な
く
、
「
こ
の
構
造
を
つ
く
る
構
成
要
素
と
は
は
っ
き
り
区

別
さ
れ
た
あ
ら
た
な
機
能
」
（
ま
O
も
。
竃
N
）
が
つ
く
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
だ
。

　
「
一
般
機
能
」
の
も
っ
と
も
重
要
な
役
割
は
、
言
語
に
全
体
性

を
付
与
し
、
言
語
に
お
け
る
「
わ
れ
わ
れ
」
の
意
識
を
強
調
し

す
る
こ
と
で
あ
る
。
個
々
の
体
系
の
レ
ベ
ル
で
み
れ
ば
、
言
語

は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
目
ン
の
た
め
の
中
立
的
道
具
で
あ
る
に
す

ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
の
上
位
に
た
つ
「
一
般
機
能
」
の
は
た
ら
き

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
ほ
か
の
だ
れ
の
も
の
で
も
な
い
「
わ
れ

わ
れ
．
の
母
語
」
と
い
う
観
念
が
つ
く
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
。

「
諸
機
能
の
構
造
の
機
能
に
よ
っ
て
言
語
は
一
体
性
を
お
ぴ
た

文
化
的
形
成
体
と
な
る
。
…
…
『
諸
機
能
の
構
造
』
の
機
能
と

い
う
概
念
は
、
わ
れ
わ
れ
に
言
語
を
調
和
的
形
成
体
、
自
律
的

文
化
価
値
と
し
て
か
ん
が
え
る
こ
と
を
う
な
が
す
。
」
（
ま
O
．
P

§
卜
）

　
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
こ
の
「
一
般
機
能
」
が
、
言
語
を

つ
く
る
さ
ま
ざ
ま
な
体
系
の
機
能
か
ら
予
定
調
和
的
に
つ
く
り

だ
さ
れ
る
も
の
と
見
ら
れ
か
ね
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
は

お
そ
ら
く
、
「
機
能
」
を
構
造
に
内
在
す
る
目
的
性
と
解
す
る
プ

ラ
ハ
学
派
独
特
の
機
能
概
念
が
わ
ざ
わ
い
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

こ
う
な
る
と
、
「
言
語
」
は
音
韻
体
系
と
い
う
も
っ
と
も
下
位
の

基
礎
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
で
の
「
構
造
」
の
媒

介
を
経
な
が
ら
、
「
一
般
機
能
」
と
い
う
頂
点
に
い
た
る
と
い
う

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
も
っ
た
調
和
的
全
体
を
つ

553



一橋論叢　第109巻 第4号 平成5年（1993年）4月号　（122〕

く
る
こ
と
に
な
る
。

　
む
し
ろ
事
実
は
ぎ
ゃ
く
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
体
系
ど
う
し

は
な
ん
の
根
拠
も
な
い
ま
ま
に
た
が
い
に
衝
突
と
混
交
を
く
り

か
え
し
、
そ
の
と
き
も
は
や
体
系
は
体
系
で
な
く
な
る
。
そ
う

し
た
体
系
間
の
衝
突
と
混
交
を
ふ
せ
ぎ
、
す
べ
て
が
一
個
の
調

和
的
体
系
の
な
か
に
し
か
る
べ
く
お
さ
ま
る
こ
と
を
保
証
さ
せ

る
の
が
「
一
般
機
能
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
じ
つ
は
一
般
機

能
が
そ
れ
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
す
る
の
は
、
諸
体
系
を
統
合

す
る
と
い
う
以
前
に
、
「
○
○
語
」
を
対
象
と
し
て
設
定
す
る
メ

タ
言
語
的
機
能
を
は
た
し
た
と
き
な
の
で
あ
る
。

　
諸
体
系
が
統
合
さ
れ
る
こ
と
で
「
○
○
語
」
が
う
ま
れ
る
の

で
は
な
く
、
メ
タ
言
語
に
よ
っ
て
「
○
○
語
」
が
存
在
す
る
と

み
な
さ
れ
る
二
と
に
よ
っ
て
、
言
語
の
諸
体
系
が
統
合
さ
れ
て

い
る
か
の
よ
う
な
外
観
を
呈
す
る
。
「
○
○
語
」
と
は
そ
れ
自

体
で
独
立
し
て
存
在
す
る
概
念
で
は
な
く
、
「
○
○
語
に
つ
い

て
語
る
」
メ
タ
言
語
的
言
説
の
ち
か
ら
に
よ
っ
て
実
在
化
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
「
言
呈
胴
の
一
般
機
能
」
を
行
使
す
る
の
は
、
「
○

○
語
」
の
概
念
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
杜
会
の
な
か
で

「
○
○
語
」
に
つ
い
て
語
る
一
連
の
言
説
群
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
言
説
群
の
な
か
で
も
っ
と
も
強
力
な
も
の
は
、
ほ

か
な
ら
ぬ
言
語
学
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
言
語
学
者
は
「
一

般
機
能
」
に
よ
っ
て
現
実
化
さ
れ
た
「
○
○
語
」
を
対
象
に
す

る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
安
心
し
て
言
語
体
系
の
分
析
に
と
り
か

か
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
言
語
学
は
、
そ
れ
が
自
明
の

対
象
で
あ
る
か
の
よ
う
に
「
○
○
語
」
に
つ
い
て
語
り
つ
づ
け

る
が
、
じ
つ
は
「
○
○
語
の
文
法
」
「
○
○
語
の
歴
史
」
「
○
○

語
の
起
源
」
を
語
る
と
い
う
言
説
行
為
に
よ
っ
て
「
O
○
語
」

の
概
念
を
生
産
し
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ロ
ト
マ
ン
は
、
文
化
的
記
号
体
系
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、
あ

る
段
階
で
み
ず
か
ら
の
体
系
の
秩
序
を
整
理
し
規
範
化
す
る
必

要
に
せ
ま
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
あ
る
視
点
か
ら
一
定
の

メ
タ
言
語
に
よ
っ
て
「
記
号
体
系
の
自
己
記
述
」
を
お
こ
な
う

こ
と
で
、
体
系
に
全
体
性
と
安
定
性
が
あ
た
え
ら
れ
る
。
そ
の

さ
い
、
体
系
の
統
一
性
を
み
だ
す
要
素
は
「
存
在
し
な
い
も
の
」

と
み
な
さ
れ
排
除
の
対
象
と
な
り
、
ぎ
ゃ
く
に
「
メ
タ
言
語
」

の
ほ
う
が
現
実
存
在
そ
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
「
自
己
記
述
」

と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
「
こ
の
場
合
、
メ
タ
言
語
は
体
系
に
外

的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
下
位
類
を
構
成
す
を
」
と
い
う
点
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（123）　言語学に「言語」は必要か

に
あ
る
。
（
－
g
目
印
p
畠
o
o
p
p
崖
）

　
こ
の
観
点
か
ら
み
れ
ぱ
、
「
言
呈
胴
」
に
た
い
す
る
メ
タ
言
語
的

解
釈
は
、
け
っ
し
て
「
言
語
」
の
外
部
に
あ
る
付
属
物
で
は
な

く
、
「
言
語
」
内
部
に
そ
れ
相
当
の
位
置
を
し
め
る
。
「
○
○
語
」

に
つ
い
て
だ
れ
が
な
に
を
語
ろ
う
と
、
「
○
○
語
」
は
か
わ
る
こ

と
な
く
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
○
○
語
」

は
一
次
的
現
実
に
も
と
づ
く
二
次
的
仮
構
物
で
は
な
い
。
そ
れ

は
言
語
に
お
い
て
メ
タ
レ
ベ
ル
と
対
象
レ
ベ
ル
が
た
え
ず
反
転

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
そ
れ
自
体
独
自
の
「
現
実
」

な
の
で
あ
る
。

　
み
ず
か
ら
を
説
明
す
る
メ
タ
言
語
を
下
位
体
系
と
し
て
ふ
く

む
と
い
う
離
れ
業
、
言
語
に
た
い
す
る
メ
タ
言
語
的
解
釈
が
言

語
そ
の
も
の
の
な
か
に
く
み
こ
ま
れ
て
い
る
と
い
う
倒
錯
、
こ

れ
は
ほ
と
ん
ど
バ
ラ
ド
ッ
ク
ス
そ
の
も
の
で
あ
る
。
「
ク
レ
タ

人
の
う
そ
」
の
バ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
対
象
言
語
と
メ
タ
言
語
を

区
別
す
れ
ば
容
易
に
解
決
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
言
語
に
お
い
て

は
そ
う
は
い
か
な
い
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
い
う
「
音
目
語
学
に
お
け

る
あ
ら
ゆ
る
出
発
点
の
必
然
的
な
不
在
」
は
、
言
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