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解
題 

森
本
淳
生

　

一
橋
大
学
大
学
院
言
語
社
会
研
究
科
で
は
、「H

itotsubashi International Fellow
 Program

」
及
び
筆
者
の
「
一
橋
大
学
個
人
研
究
支
援
経

費
」
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
東
洋
言
語
文
化
大
学
（IN

A
LCO

: Institut N
ational des Langues et Civilisations O

rientales

）
日
本
言
語

文
化
学
部
教
授
・
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
の
ア
ン
ヌ
・
バ
ヤ
ー
ル=

坂
井
先
生
を
お
招
き
し
て
、
二
〇
一
〇
年
一
月
十
八
日
に
研
究
セ
ミ
ナ
ー

「
谷
崎
潤
一
郎
の
小
説
に
お
け
る
〈
手
紙
〉」
を
、
ま
た
一
月
二
三
日
に
表
題
の
よ
う
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。

　

共
同
研
究
「
生
表
象
の
動
態
構
造
」
は
、
二
〇
〇
七
年
度
の
研
究
科
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
オ
ー
ト
バ
イ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
オ
ー
ト
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

―

近
代
に
お
け
る
〈
私
〉
語
り
の
変
容
」
を
引
き
継
ぐ
か
た
ち
で
構
想
さ
れ
、
二
〇
一
〇
年
度
か
ら
は
科
学
研
究
費
補
助
金
の
助
成
を
受
け
て
活

動
を
さ
ら
に
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
狭
義
の
自
伝
だ
け
で
な
く
、
オ
ー
ト
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
や
、
さ
ら
に
は
民
族
学
な
ど
で
扱
わ
れ
る
ラ
イ
フ
・

ヒ
ス
ト
リ
ー
な
ど
も
視
野
に
収
め
て
、
と
り
わ
け
近
代
に
お
い
て
人
間
の
「
生
」
が
表
象
さ
れ
る
さ
い
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
態
と
力
学
を
検
討
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
自
身
の
視
角
は
『
言
語
社
会
』
第
三
号
に
掲
載
し
て
あ
る
の
で
、
関
心
を
お
持
ち
の
方
は
参
照
し
て
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

バ
ヤ
ー
ル=

坂
井
先
生
は
フ
ラ
ン
ス
の
権
威
あ
る
叢
書
で
あ
る
ガ
リ
マ
ー
ル
社
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
文
庫
に
お
さ
め
ら
れ
た
谷
崎
潤
一
郎
フ
ラ
ン
ス

語
版
著
作
集
の
翻
訳
者
の
お
一
人
で
も
あ
り
、
昨
今
精
力
的
に
谷
崎
研
究
を
進
め
ら
れ
て
い
る
。
日
本
語
で
読
め
る
最
近
の
著
作
と
し
て
は
、
岩
波

書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
雑
誌
『
文
学
』
二
〇
〇
八
年
九―

一
〇
月
号
の
特
集
「
一
人
称
と
い
う
方
法
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
暴
露
さ
れ
る
一
人
称

と
小
説
の
可
能
性
」
が
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
七
年
三
月
に
フ
ラ
ン
ス
国
立
東
洋
言
語
文
化
大
学
で
組
織
さ
れ
た
谷
崎
に
関
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
成
果
を
『
谷
崎
潤
一
郎―

境
界
を
越
え
て
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
と
し
て
出
版
さ
れ
て
も
い
る
。

『
文
学
』
所
載
の
論
文
に
お
い
て
は
谷
崎
が
一
人
称
を
さ
ま
ざ
ま
に
工
夫
し
な
が
ら
小
説
に
活
か
し
て
い
る
こ
と
が
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
て
興

味
深
い
。
芥
川
と
の
い
わ
ゆ
る
「
小
説
の
筋
論
争
」
で
谷
崎
が
自
己
を
そ
の
ま
ま
に
書
く
こ
と
を
批
判
し
「
う
そ
」
の
必
要
を
説
い
た
事
実
を
枕
に
、



133　　解題

一
人
称
は
普
通
の
人
間
の
活
動
に
お
い
て
は
自
然
だ
が―

み
な
「
私
」
を
使
っ
て
話
す―

、「
文
学
と
い
っ
た
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
文
化
的
活
動

の
中
で
は
こ
の
一
人
称
の
語
り
と
い
う
の
は
、
誰
か
が
わ
ざ
わ
ざ
何
か
を
誰
か
に
向
け
て
語
る
、
と
い
っ
た
装
置
を
顕
在
化
さ
せ
、
そ
れ
は
ま
さ
に

作
為
的
な
も
の
と
し
て
暴
露
さ
れ
る
」（
一
〇
六
頁
）
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
こ
の
一
人
称
の
小
説
に
お
い
て
顕
在
化
す
る
作
為
性
に
谷
崎
が
い
か
に

対
処
し
た
か
を
検
討
さ
れ
て
い
く
。
近
代
小
説
は
「
不
特
定
多
数
の
読
者
共
同
体
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
る
」
も
の
、「
発
信
の
場
、
状
況
に
と
ら
わ

れ
な
い
書
か
れ
た
も
の
」
で
あ
る
か
ら
（
一
一
一
頁
）、
一
人
称
で
登
場
人
物
が
話
し
た
こ
と
は
「
書
か
れ
た
も
の
」
に
変
換
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
谷
崎
は
こ
う
し
た
近
代
文
学
の
条
件
を
、
話
し
手
が
そ
の
ま
ま
書
き
手
に
な
る
と
い
う
か
た
ち
に
よ
っ
て
（『
痴
人
の
愛
』）、
あ
る
い
は
話

の
聞
き
手
が
書
き
手
に
な
る
と
い
う
か
た
ち
で
（『
卍
』
や
『
盲
目
物
語
』）、
小
説
的
に
可
視
化
し
て
い
る
。

　

先
生
に
よ
れ
ば
、
近
代
小
説
と
は
私
的
言
説
空
間
に
暴
力
的
に
侵
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
（
一
一
四
頁
）。
十
八
日
の
セ

ミ
ナ
ー
で
主
題
と
さ
れ
た
谷
崎
に
お
け
る
手
紙
の
多
用
や
、『
鍵
』、『
瘋
癲
老
人
日
記
』
に
見
ら
れ
る
日
記
、
手
記
・
記
録
の
使
用
は
、
そ
う
し
た

私
的
言
説
を
公
共
空
間
へ
と
暴
き
だ
す
近
代
文
学
の
も
つ
力
学
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
谷
崎
文
学
の
面
白
さ
の
ひ
と
つ
は
、
私
見
で
は
、

こ
う
し
た
近
代
文
学
の
基
礎
構
造
を
作
品
の
う
ち
に
可
視
化
さ
せ
た
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
生
表
象
の
動
態
構
造
」
と
関
連
さ
せ
て
述
べ
る
な
ら
、
印
刷
技
術
か
ら
写
真
・
映
像
技
術
に
い
た
る
ま
で
の
種
々
の
表
象
技
術
は
、
十
八
世
紀
後

半
以
降
の
近
代
世
界
に
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
し
た
は
ず
な
の
だ
が
、
そ
の
ひ
と
つ
に
近
代
小
説
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
行
政
的
に
各
個
人
の

情
報
が
記
録
・
管
理
さ
れ
、
政
治
活
動
は
委
細
漏
ら
さ
ず
記
録
さ
れ
て
文
書
館
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
く
と
い
う
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
「
痕
跡
」
を
記

録
し
て
い
こ
う
と
い
う
近
代
の
衝
動
は
、
植
民
地
主
義
に
と
も
な
っ
て
世
界
を
支
配
し
た
西
欧
の
視
線
が
他
の
諸
民
族
を
対
象
化
し
記
録
し
て
い
っ

た
歴
史
と
呼
応
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
そ
の
大
き
な
流
れ
の
中
に
、
何
気
な
い
街
角
で
起
こ
る
出
来
事
や
知
ら
れ
ざ
る
人
間
関
係
や
密
室
で

起
こ
る
事
件
を
描
き
だ
す―

多
分
に
探
偵
小
説
的
な―

西
欧
近
代
文
学
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
近
代
文

学
は
知
ら
れ
ざ
る
秘
密
を
貪
欲
に
追
い
求
め
、
そ
れ
を
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
言
説
空
間
に
吸
い
上
げ
て
表
象
す
る
と
い
う
力
学
に
従
っ
て
い
る
。
谷
崎
の

文
学
は
そ
う
し
た
力
学
に
従
い
な
が
ら
そ
れ
に
対
す
る
メ
タ
批
評
的
装
置
を
組
み
立
て
て
、
い
わ
ば
こ
の
力
学
を
可
視
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、

大
変
興
味
深
い
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
ご
報
告
を
お
願
い
し
た
社
会
学
研
究
科
の
中
野
知
律
先
生
は
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
を
専
門
と
さ
れ
、
草
稿
の
生
成
論
的
研
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究
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
文
学
史
的
・
歴
史
社
会
学
的
な
知
見
を
加
え
つ
つ
、
プ
ル
ー
ス
ト
を
中
心
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
近
代
文
学
の
本
質
に
肉
薄
す

る
論
稿
を
数
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
（「『
ジ
ャ
ン
・
サ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
』
か
ら
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
へ―

書
け
な
い
主ヒ
ー
ロ
ー

人
公
の
誕
生
」（『
一

橋
大
学
研
究
年
報　

人
文
科
学
研
究
』
第
三
七
号
、
一
九
九
九
年
）、「
文
学
教
養―

十
九
世
紀
末
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
作
家
に
な
る
と
い
う
こ
と

―

」（『
一
橋
大
学
研
究
年
報　

社
会
学
研
究
』
第
四
一
号
、
二
〇
〇
三
年
）、「〈
書
け
な
い
主
人
公
〉
の
系
譜
学
」（『
言
語
文
化
』
第
四
〇
号
、

二
〇
〇
三
年
）、「
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
の
修
業
時
代
」（『
一
橋
大
学
研
究
年
報　

人
文
科
学
研
究
』
第
四
三
号
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
）。
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
で
あ
る
主
体
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
先
生
は
、
近
代
に
お
け
る
「
教
養
」
の
あ
り
方
を
学
校
教
育

史
な
ど
も
踏
ま
え
つ
つ
跡
づ
け
、
十
九
世
紀
後
半
に
教
養
と
書
く
こ
と
と
の
関
係
が
大
き
く
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
た
う
え
で
、
古
典
的
な

書
物
を
読
み

0

0

、
そ
の
中
で
書
く

0

0

と
い
う
作
家
の
伝
統
的
な
教
養
の
あ
り
方
が
不
可
能
と
な
る
中
で
、
プ
ル
ー
ス
ト
な
ど
新
し
い
世
代
の
作
家
た
ち
が

い
か
に
し
て
書
く
行
為
へ
と
到
達
し
よ
う
と
し
た
か
を
考
察
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
世
紀
末
に
「
書
け
な
い
青
年
」
を
主
人
公
と
す
る
小
説―

例

え
ば
ジ
ッ
ド
の
『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
を
典
型
と
す
る
よ
う
な
小
説―

が
多
く
書
か
れ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
、
教
養
と
書
く
行
為
と
へ
の

先
鋭
的
な
反
省
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。『
ジ
ャ
ン
・
サ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
』、『
サ
ン
ト=

ブ
ー
ヴ
に
反
論
す
る
』、
種
々
の

パ
ス
テ
ィ
ッ
シ
ュ
や
ラ
ス
キ
ン
の
翻
訳
な
ど
か
ら
畢
生
の
大
作
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
に
い
た
る
作
品
群
は
、
以
上
の
よ
う
な
世
紀
後
半
以
降

の
大
き
な
流
れ
に
対
す
る
プ
ル
ー
ス
ト
の
批
評
的
か
つ
創
作
的
な
試
行
錯
誤
の
痕
跡
で
あ
っ
た
。

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
バ
ヤ
ー
ル=

坂
井
先
生
に
谷
崎
に
お
け
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
関
係
に
つ
い
て
お
話
し
い
た

だ
き
、
そ
れ
に
関
連
す
る
か
た
ち
で
森
本
が
、
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
読
解
を
通
じ
て
小
林
秀
雄
が
醸
成
さ
せ
て
い
っ
た
〈
私-

小
説-

論
〉
的
な

批
評
の
内
実
に
つ
い
て
発
表
し
、
最
後
に
中
野
先
生
に
「
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
の
奸
策―

〈
書
け
な
い
主
人
公
〉
の
誕
生
」
と
題
し
た
ご
報

告
を
い
た
だ
い
た
。
中
野
先
生
か
ら
は
今
回
の
論
集
に
は
レ
ミ
・
ド
・
グ
ー
ル
モ
ン
の
『
シ
ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ
』
を
中
心
に
し
て
問
題
を
さ
ら
に
展
開

し
た
論
攷
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
。
三
本
の
論
攷
は
い
ず
れ
も
、
現
実
と
虚
構

0

0

0

0

0

、
生
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
が
近
代
文
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
関

係
づ
け
ら
れ
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
に
混
淆
し
な
が
ら

0

0

0

0

0

0

展
開
し
て
い
っ
た
の
か
を
跡
づ
け
る
こ
と
で
、「
生
表
象
」
の
問
題
を
近
代
文
学
研
究
の
側

か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
バ
ヤ
ー
ル=

坂
井
先
生
の
結
論
的
な
文
章
を
引
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ

っ
た
。「
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
文
章
を
通
し
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
意
義
、
価
値
、
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
わ
け
で
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
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文
章
を
も
っ
て
、
自
分
史
と
文
学
の
ス
ト
ー
リ
ー
化
の
同
化
を
完
結
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。」

　

な
お
、
十
八
日
に
は
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
精
神
分
析
批
評
を
専
門
と
さ
れ
る
山
田
広
昭
先
生
（
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
）
に
、

ま
た
二
三
日
に
は
中
国
近
代
文
学
を
専
門
と
さ
れ
る
坂
井
洋
史
先
生
（
言
語
社
会
研
究
科
）
に
そ
れ
ぞ
れ
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を
お
願
い
し
た
。
お
忙

し
い
中
、
快
く
お
引
き
受
け
い
た
だ
い
た
両
先
生
に
感
謝
し
た
い
。


