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人
間
文
化
研
究
機
構
の
金
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。
人
間
文
化
研
究
機
構
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、

国
文
学
研
究
資
料
館
、
国
立
国
語
研
究
所
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
総
合
地
球
環
境
学
研

究
所
、
国
立
民
族
学
博
物
館
の
六
つ
の
研
究
機
関
か
ら
な
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
で
す
。
本
機

構
で
は
所
属
の
六
研
究
機
関
を
中
心
に
、
日
本
各
地
お
よ
び
世
界
各
地
の
大
学
の
研
究
者
と
と
も
に

研
究
を
進
め
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
活
動
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
ま
た
広
く
そ
の
成
果
を
共
有
し
て

い
た
だ
く
た
め
に
、
公
開
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
回
は
国
立
民
族
学
博
物
館
と
国
立
国
語
研
究
所
が
中
心
と
な
っ
て
開
催
す
る
も
の
で
、
テ
ー
マ

は
「
こ
と
ば
の
類
型
と
多
様
性
」
で
す
。
こ
と
ば
ほ
ど
日
常
、
多
用
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
複
雑

な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
複
雑
さ
は
身
近
な
例
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
す
ぐ
理
解

で
き
ま
す
。
例
え
ば
こ
の
会
場
の
す
ぐ
隣
り
に
有
楽
町
駅
が
あ
り
ま
す
が
、
ご
承
知
の
よ
う
に
駅
と

い
う
の
は
鉄
道
の
列
車
が
停
車
し
、人
々
が
乗
り
降
り
す
る
施
設
で
す
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
古
代
で
は
、

駅
は
国
家
的
な
道
路
網
に
伴
っ
て
設
置
さ
れ
た
施
設
で
し
た
。
鉄
道
で
は
な
く
道
路
に
伴
う
施
設
で

あ
り
、
制
度
で
し
た
。
明
治
時
代
に
入
っ
て
か
ら
鉄
道
が
敷
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
鉄
道
の
施

設
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
近
年
、
道
路
沿
い
に
設
置
さ
れ
て
い
る
休
憩
や
商

業
の
施
設
な
ど
で
国
土
交
通
省
に
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
鉄
道
の
駅
と
区
別
す
る
た
め
、
わ
ざ

わ
ざ
殊
更
に
「
道
の
駅
」
と
称
し
て
い
る
の
は
ご
承
知
の
と
お
り
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
と
ば
の
意
味

は
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

英
語
に
は
、
誰
で
も
知
っ
て
い
るstation

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
て
、
日
本
語
と
同
じ
よ
う
な

意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
英
語
圏
のstation

も
か
つ
て
は
道
路
に
伴
う
施
設
で
し
た
。
そ
れ
が
現

在
で
は
日
本
語
と
同
じ
鉄
道
駅
の
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
異
な
っ
た
国
で
も
同
じ
よ
う
な
対

象
を
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
一
方
で
、station

の
語
は
日
本
語
の
駅
の
意
味
の
ほ
か
に
、

施
設
そ
の
も
の
や
部
署
や
場
所
な
ど
も
意
味
し
ま
す
。
例
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
中
央
部
や
北
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部
に
行
け
ば
広
大
な
牧
場
が
あ
っ
て
、sheep station

（
羊
の
牧
場
）、cattle station

（
牛
の
牧
場
）

と
い
う
よ
う
に
表
現
し
て
い
ま
す
。
日
本
に
も
こ
の
よ
う
な
表
現
が
入
っ
て
き
て
い
て
、
病
院
の
ナ
ー

ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
使
い
方
で
す
。

　

つ
ま
り
、
ま
っ
た
く
別
の
文
化
圏
に
お
け
る
異
な
っ
た
言
語
で
は
、
異
な
っ
た
対
象
を
も
示
し
て

い
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
対
象
と
な
る
事
象
の
相
違
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
概
念
に

か
か
わ
る
抽
象
的
な
こ
と
ば
の
場
合
、
そ
の
類
似
や
相
違
は
さ
ら
に
複
雑
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
言

語
そ
の
も
の
の
構
造
の
類
似
や
相
違
と
い
っ
た
問
題
も
あ
り
ま
す
。

　

本
日
は
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
個
々
の
施
設
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
と
そ
の
多
様
性
に
つ

い
て
講
演
を
し
て
い
た
だ
き
、
続
け
て
討
論
を
交
わ
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
と
ば
の
本
質
に
迫
る

一
つ
の
過
程
を
お
示
し
い
た
だ
け
る
こ
と
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
と
ば
は
文
化
の
基
本
と
な
る
も

の
で
も
あ
り
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進
む
現
代
社
会
に
お
い
て
、
多
様
性
の
あ
る
多
文

化
理
解
の
必
要
性
は
一
層
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
共
通
性
あ
る
い
は
類
型
の
認
識
は
、

人
類
あ
る
い
は
人
間
文
化
の
本
質
に
か
か
わ
る
、
極
め
て
重
要
な
事
柄
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

本
日
の
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
こ
と
ば
の
本
質
と
多
様
性
の
理
解
に
迫
る
機
会
と
な
る
こ
と
を

期
待
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
皆
さ
ま
に
お
知
ら
せ
す
る
と
と
も
に
、
お
願
い
し
た
い
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
今
回
、

本
機
構
が
出
版
社
と
協
力
し
て
新
し
い
雑
誌
『
Ｈ
Ｕ
Ｍ
Ａ
Ｎ
』
を
発
刊
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

本
機
構
に
お
け
る
研
究
の
成
果
や
研
究
の
過
程
の
情
報
を
広
く
お
知
り
い
た
だ
く
た
め
の
雑
誌
で
す
。

と
も
に
人
間
文
化
を
考
え
る
基
礎
と
な
れ
ば
と
い
う
意
図
が
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
見
本
と
そ
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
受
付
に
置
い
て
あ
り
ま
す
が
、
三
月
に
は
発
売
に
な
り
ま
す
。
皆
さ
ま
に
ぜ
ひ
ご
購

読
い
た
だ
き
、
人
文
系
の
学
問
や
研
究
の
意
義
、
お
も
し
ろ
さ
に
つ
い
て
ご
理
解
を
い
た
だ
き
た
い

と
存
じ
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
本
日
は
人
間
文
化
研
究
機
構
主
催
の
「
こ
と
ば
の
類
型
と
多
様
性
」
の

公
開
講
演
会
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
国
立
民
族
学
博
物
館

長
の
須
藤
と
申
し
ま
す
。
開
会
に
先
立
ち
、
主
催
者
を
代
表
し
て
一
言
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

国
立
民
族
学
博
物
館
（
民
博
）
は
、
毎
年
東
京
で
公
開
講
演
会
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
今
回
は
人

間
文
化
研
究
機
構
の
公
開
講
演
会
の
一
環
と
し
て
、
日
本
語
と
言
語
学
の
国
際
的
な
研
究
拠
点
で
あ

る
国
立
国
語
研
究
所
と
の
共
催
の
形
で
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
協
力
の
下
こ
こ
に
講
演
会
を
開
催

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

さ
て
、
世
界
に
は
現
在
六
〇
〇
〇
も
の
言
語
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち

二
五
〇
〇
言
語
が
消
滅
の
危
機
に
あ
り
ま
す
。
と
り
わ
け
少
数
民
族
の
固
有
言
語
が
死
語
に
な
り
つ

つ
あ
り
ま
す
。
こ
の
五
〇
年
間
に
二
一
九
語
が
絶
滅
し
ま
し
た
。
昨
年
、
名
古
屋
で
は
一
七
九
の
国

と
国
際
機
関
が
参
加
し
て
、
生
物
の
多
様
性
を
守
る
条
約
締
約
国
会
議
が
開
か
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
民
族
固
有
の
言
語
の
絶
滅
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
人
間
集
団
の
生
存

の
基
と
な
る
文
化
を
生
み
出
し
た
民
族
と
、
そ
の
貴
重
な
財
産
の
消
滅
と
い
う
危
機
的
状
況
に
は
人

類
社
会
は
意
外
と
冷
淡
で
す
。
人
類
学
者
の
中
に
は
、
植
民
地
主
義
以
前
に
は
こ
の
地
球
上
に
は
数

千
の
文
化
が
存
在
し
た
け
れ
ど
も
、
二
〇
世
紀
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
伴
っ
て
、
世

紀
末
に
は
そ
の
文
化
が
二
〇
〇
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
警
告
を
鳴
ら
す
者
も
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
言
語
環
境
の
下
で
、
本
日
は
世
界
の
こ
と
ば
の
多
様
性
と
普
遍
性
に
つ
い
て
国
際
的

に
ご
活
躍
の
先
生
方
か
ら
研
究
の
一
端
を
お
聞
か
せ
願
え
る
、
ま
た
と
な
い
機
会
で
す
。
内
容
は
、

日
本
語
の
な
ま
り
、
言
語
に
お
け
る
主
語
の
属
性
、
人
間
の
認
知
と
言
語
表
現
な
ど
の
言
語
現
象
に

見
ら
れ
る
多
様
性
の
お
話
と
、
そ
の
対
極
を
な
す
世
界
の
言
語
の
類
型
論
的
な
い
し
地
域
的
特
徴
や
、

自
然
言
語
と
し
て
の
手
話
言
語
の
共
通
性
に
着
目
す
る
、
類
型
論
的
視
点
か
ら
の
こ
と
ば
の
普
遍
性

に
関
す
る
お
話
で
す
。
ま
さ
に
こ
と
ば
に
つ
い
て
幅
の
広
い
、
奥
の
深
い
内
容
で
す
。
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こ
と
ば
の
多
様
性
は
、
人
類
が
生
み
出
し
て
き
た
豊
か
な
文
化
と
価
値
観
を
維
持
し
、
未
来
へ
と

継
承
す
る
力
の
源
で
す
。
本
日
の
講
演
と
討
論
を
通
し
て
、
皆
さ
ま
が
こ
と
ば
の
持
つ
人
間
の
感
情

や
思
考
の
表
現
と
意
思
伝
達
の
あ
り
よ
う
、
あ
る
い
は
こ
と
ば
の
不
思
議
さ
や
お
も
し
ろ
さ
に
つ
い

て
、
新
し
い
考
え
方
の
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
民
博
の
宣
伝
を
少
し
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
東
京
講
演
会
で
は
民
博
の
研
究
活
動

の
一
端
を
紹
介
す
る
と
同
時
に
、
東
京
の
皆
さ
ま
に
大
阪
の
民
博
を
一
層
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
民
博
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
地
域
の
文
化
を
展
示
す
る
博
物
館
を
持

ち
、
そ
し
て
大
学
院
教
育
も
行
う
世
界
で
も
ユ
ニ
ー
ク
な
文
化
人
類
学
と
民
族
学
の
研
究
所
で
す
。

一
九
七
四
年
の
創
設
以
来
、「
地
の
先
へ
。
知
の
奥
へ
。」
を
モ
ッ
ト
ー
に
人
間
文
化
を
探
求
す
る
旅

を
続
け
て
お
り
ま
す
。

　

民
博
の
六
〇
名
の
教
員
た
ち
は
世
界
各
地
で
社
会
と
文
化
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
に
励
ん
で
き
ま

し
た
。
ま
た
、
特
定
の
テ
ー
マ
を
課
題
に
す
る
共
同
研
究
や
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
組
織
し
、
毎
年

国
内
外
か
ら
一
〇
〇
〇
名
の
研
究
者
を
招
い
て
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。
研
究
だ
け
で
な
く
、
異
文

化
に
暮
ら
す
人
々
の
生
活
や
世
界
観
を
深
く
理
解
す
る
た
め
に
民
族
標
本
資
料
、
映
像
音
響
資
料
、

文
献
図
書
資
料
等
、
一
〇
〇
万
点
を
超
す
資
料
を
収
集
・
保
存
し
、
民
博
は
「
知
の
情
報
拠
点
」
と

し
て
そ
れ
ら
の
情
報
と
資
料
を
広
く
一
般
に
公
開
し
て
い
ま
す
。

　

民
博
で
は
二
〇
〇
九
年
か
ら
本
館
展
示
の
新
構
築
を
進
め
て
き
て
い
ま
す
。
昨
年
（
二
〇
一
〇
年
）

三
月
に
言
語
展
示
コ
ー
ナ
ー
を
新
し
く
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
展
示
の
一
部
を
映
像
で
皆
さ
ん
に
ご

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
（
ビ
デ
オ
上
映
）

　

言
語
展
示
コ
ー
ナ
ー
の
イ
ン
ト
ロ
部
分
に
は
古
代
の
エ
ジ
プ
ト
と
ギ
リ
シ
ャ
の
文
字
を
書
い
た
ロ

ゼ
ッ
タ
ス
ト
ー
ン
や
夢
の
石
碑
を
置
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
Ｉ
Ｔ
機
器
や
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
開
発
、

駆
使
し
た
言
語
展
示
場
の
風
景
で
す
。

　

語
順
の
い
ろ
い
ろ
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
で
は
、「
お
ば
あ
さ
ん
が
子
ど
も
に
昔
話
を
語
っ
た
」
と
い
う

文
章
で
、
世
界
の
一
五
〇
の
言
語
の
表
現
パ
タ
ー
ン
を
示
し
て
お
り
ま
す
。
声
で
遊
ぼ
う
の
コ
ー
ナ
ー

に
は
こ
と
ば
を
目
で
見
て
、
ど
の
よ
う
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
非
常
に
面
白
い
装
置
が
あ
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り
ま
す
。

　

次
が
絵
本
の
コ
ー
ナ
ー
で
す
。『
星
の
王
子
さ
ま
』
は
サ
ン
＝
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
の
作
品
で
す
が
、
現

在
一
八
〇
以
上
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
民
博
で
は
そ
れ
ら
を
そ
ろ
え
て
、
子
ど
も
た
ち
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

目
の
ご
不
自
由
な
方
に
も
点
字
の
絵
本
に
触
っ
て
、物
語
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
絵
本
コ
ー

ナ
ー
も
あ
り
ま
す
。『
は
ら
ぺ
こ
あ
お
む
し
』と
い
う
絵
本
は
四
七
か
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
う
ち
二
五
言
語
に
関
し
て
は
「
音
の
箱
」
と
い
う
装
置
で
、
自
分
の
読
み
た
い
言
語
で
物
語
を

聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。世
界
の
絵
本
の
こ
と
ば
を
、こ
れ
で
理
解
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
装
置
で
す
。

　

ま
た
、「
動
く
地
球
儀
」
に
自
分
が
知
り
た
い
地
域
の
言
語
を
タ
ッ
チ
す
る
と
、
こ
と
ば
の
情
報
、

音
声
、
そ
れ
か
ら
文
章
が
表
示
さ
れ
る
と
い
う
装
置
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
約
一
八
〇
の
言
語
が

入
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、「
こ
と
ば
ス
タ
ン
プ
」
の
コ
ー
ナ
ー
に
は
、音
と
音
を
組
み
合
わ
せ
て
こ
と
ば
を
作
る
ゲ
ー

ム
感
覚
の
装
置
も
あ
り
ま
す
。「
ご
」
と
い
う
音
と
「
わ
」
と
い
う
音
を
合
わ
せ
て
「
ご
わ
ご
わ
」
と

い
う
擬
態
語
が
で
き
ま
す
。こ
の
よ
う
に
、音
に
よ
っ
て
言
葉
が
ど
う
で
き
る
の
か
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
装
置
は
、作
ら
れ
た
こ
と
ば
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
表
記
、英
語
の
説
明
、あ
る
い
は
図
に
よ
っ

て
表
示
し
て
く
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
新
し
く
工
夫
を
凝
ら
し
た
い
ろ
い
ろ
な
装
置
を
そ
な
え
た

言
語
展
示
場
で
す
の
で
、
ど
う
ぞ
民
博
へ
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
。

　

民
博
で
は
、
昨
年
七
月
に
亡
く
な
っ
た
民
博
の
創
設
者
で
初
代
館
長
の
、
梅
棹
忠
夫
の
人
と
学
問

を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
三
月
一
〇
日
か
ら
特
別
展
「
ウ
メ
サ
オ
タ
ダ
オ
展
」
を
開
催
し
ま
す
（
～

六
月
一
四
日
）。
そ
の
一
週
間
後
に
は
、
本
館
展
示
の
オ
セ
ア
ニ
ア
と
ア
メ
リ
カ
の
展
示
コ
ー
ナ
ー
を

新
構
築
し
て
オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。
そ
れ
以
降
も
四
月
か
ら
研
究
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
講
演
会
、
映
画

会
等
、
い
ろ
い
ろ
な
催
し
物
を
行
い
ま
す
。
皆
さ
ま
、
関
西
に
い
ら
し
た
ら
、
緑
豊
か
な
万
博
公
園

の
中
に
あ
る
民
博
へ
足
を
延
ば
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、「
異
文
化
へ
の
眼
差
し
と
知
的
発
見
」
の

楽
し
み
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
本
講
演
会
の
開
催
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
し
た
文
部
科
学
省
と
朝
日
新
聞
社
に
厚
く
お

礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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は
じ
め
に　

　

人
文
的
事
象
を
観
察
す
る
と
き
、人
は
何
ら
か
の
形
で
「
比
較
」

と
い
う
作
業
を
頭
の
中
で
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
何
の
た
め
で

し
ょ
う
か
？　

観
察
す
る
「
自
」
と
観
察
さ
れ
る
「
他
」
と
を
相

対
化
す
る
た
め
の
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
観
察
対
象
の
幅
を

広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
事
象
の
普
遍
的
な
面
と
特
殊
な
面

を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
の
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
言
語
学
の

方
法
論
は
、
こ
の
比
較
を
ど
の
よ
う
に
用
い
る
か
を
軸
に
見
て
ゆ

く
と
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
と
ば
は
文
化
と
歴
史
の
所
産
で
あ
り
、
い
か
な
る
言
語
も
こ

の
桎
梏
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
と
ば
現

象
を
鳥
瞰
す
る
立
場
か
ら
眺
め
て
み
る
と
、
種
々
の
レ
ベ
ル
に
お

け
る
構
造
上
の
違
い
や
一
致
は
、
多
く
の
言
語
間
で
並
行
的
に
観

察
さ
れ
る
一
般
的
現
象
と
言
え
ま
す
。
系
統
関
係
を
重
視
し
、
当

該
言
語
の
特
殊
性
を
抽
出
し
、
同
時
に
そ
の
祖
型
を
再
構
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
歴
史
言
語
学
（
比
較
言
語
学
）
は
言
語
研
究
の

重
要
な
柱
の
ひ
と
つ
で
す
。
他
方
、
系
統
や
地
理
的
分
布
の
違
い

を
超
え
て
比
較
し
、
様
々
の
構
造
上
の
違
い
や
一
致
を
型
と
し
て

理
解
し
、
そ
の
特
徴
に
よ
っ
て
言
葉
を
分
類
す
る
論
理
を
見
い
だ

す
と
と
も
に
、
諸
言
語
に
共
通
す
る
性
質
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
言
語
類
型
論
も
ま
た
、
言
葉
を
探
求
す
る
上

で
等
し
く
重
要
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
比
較
と
分
類
を
通
じ

て
の
特
殊
性
探
求
と
普
遍
性
探
求
の
二
面
が
あ
る
の
で
す
。
本
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
基
本
的
に
言
語
現
象
の
一
般
性
な
い
し
普
遍
性
を

念
頭
に
置
い
て
は
い
ま
す
が
、
こ
の
探
究
は
種
々
の
言
語
の
持
つ

特
殊
性
と
豊
か
な
多
様
性
を
大
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
り
ま
せ
ん
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
講
演
内
容
を
も
と
に
発
表
者
が
書
き
下
ろ

し
た
論
考
を
理
解
す
る
一
助
と
し
て
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
斯
学

の
流
れ
を
、
類
型
論
を
中
心
に
大
ま
か
に
説
明
し
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
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１　

初
期
の
類
型
研
究　

　

一
八
世
紀
後
半
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（Sir W

illiam
 Jones

）
は
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
が
ギ
リ
シ
ア
語
や
ラ
テ
ン
語
と
親
縁
関
係
が
あ
る

と
の
指
摘
を
行
い
、
こ
れ
に
触
発
さ
れ
た
印
欧
語
の
歴
史
研
究

が
隆
盛
に
向
か
い
ま
す
。
こ
の
流
れ
の
中
か
ら
、
史
的
変
化
へ
の

関
心
と
同
時
に
分
類
の
必
要
性
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
シ
ュ

レ
ー
ゲ
ル
（F. von Schlegel 1808

）
や
フ
ン
ボ
ル
ト
（W

. 
von H

um
boldt

）
は
語
の
形
態
的
組
成
様
式
の
観
点
か
ら
、
印

欧
語
の
よ
う
な
屈
折
を
持
つ
言
語
を
他
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
差
別
化

す
る
こ
と
を
提
案
し
、
孤
立
語･

膠
着
語･

屈
折
語
（
・
多
総
合

語
）
と
い
う
タ
イ
プ
を
立
て
る
こ
と
を
提
唱
し
ま
し
た
。
孤
立
語

（isolating language

）
は
形
態
法
を
持
た
ず
、
語
と
形
態
素
が

一
対
一
の
関
係
の
も
の
、
膠
着
語
（agglutinative language

）

は
語
が
二
つ
以
上
の
形
態
か
ら
成
り
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
境
界

が
明
瞭
で
あ
る
も
の
、
屈
折
語(inflectional language

）
な
い

し 

融
合
語
（fusional language

）
は
語
を
構
成
す
る
形
態
素

間
に
明
瞭
な
境
界
が
な
く
、
種
々
の
範
疇
が
ひ
と
つ
の
分
割
不

能
な
形
態
に
融
合
し
て
い
る
も
の
、
抱
合
語
（incorporating 

language

）
な
い
し
多
総
合
語
（polysynthetic language
）

は
語
彙
的
、
文
法
的
形
態
素
が
多
く
結
合
し
て
、
一
語
を
形
成
で

き
る
も
の
、
で
す
。

　

こ
の
類
型
論
は
、
印
欧
語
の
比
較
研
究
と
結
び
つ
い
て
い
て
、

か
つ
、
孤
立
語
→
膠
着
語
→
屈
折
語
の
順
で
「
進
化
」
す
る
と
の

素
朴
な
価
値
観
に
基
づ
い
た
も
の
で
し
た
。
ま
た
、
形
態
的
基
準

を
絶
対
視
し
た
こ
と
か
ら
、
言
語
の
多
様
な
局
面
を｢

一
つ
の
簡

単
な
公
式｣

（E
. Sapir 1921

）
に
押
し
込
め
る
結
果
と
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
よ
り
精
密
な
分
類
基
準
を
提
唱
し
た
の
が
サ
ピ

ア
（E

. Sapir 1921

） 

で
す
。
彼
は
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る

四
つ
の
概
念
―
―
基
本
概
念
、
派
生
概
念
、
具
体
的
関
係
概
念
、

純
粋
関
係
概
念
―
―
を
区
別
し
、
こ
れ
に
孤
立
・
膠
着
・
融
合 

の｢

手
法｣

と｢

統
合
の
度
合
い｣

を
組
み
合
わ
せ
る
分
類
を
提
唱

し
ま
し
た
。
特
に
彼
が
注
目
し
て
い
た
の
は
「
統
合
の
度
合
い
」

で
す
。
ア
メ
リ
カ
原
住
民
語
の
よ
う
な
、
英
語
と
は
ま
っ
た
く
異

な
る
タ
イ
プ
の
言
語
を
記
述
す
る
こ
と
か
ら
発
想
し
た
も
の
と
思

わ
れ
、「
こ
れ
か
ら
す
わ
っ
て
ナ
イ
フ
で
黒
い
雌
牛
を
切
り
分
け

よ
う
と
し
て
い
る
連
中
」
が
一
語
で
表
現
さ
れ
る
パ
ユ
ー
ト
語
の

例
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
サ
ピ
ア
の
考
え
は
、
単
純
な
基
準
で
一
般

性
の
あ
る
類
型
化
は
で
き
な
い
こ
と
を
立
証
し
た
点
で
画
期
的
で

し
た
が
、
言
語
を
全
体
的
ま
と
ま
り
と
し
て
、
あ
る
型
に
当
て
は

め
る
と
い
う
発
想
は
従
前
と
あ
ま
り
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。た
だ
、

特
に
サ
ピ
ア
の
場
合
、
言
語
と
思
惟
方
法
（
あ
る
い
は
認
識
の
パ

タ
ン
）
の
関
係
を
探
究
す
る
こ
と
へ
の
強
い
関
心
が
見
ら
れ
、
次

世
代
の
類
型
論
の
発
展
に
示
唆
を
与
え
た
だ
け
で
な
く
、
あ
る
意

味
で
は
、
今
日
の
認
知
言
語
学
へ
の
先
鞭
を
つ
け
た
学
者
と
も
言

え
る
で
し
ょ
う
。

２　

音
韻
体
系
の
類
型　

　

印
欧
語
研
究
で
の
青
年
文
法
学
派
の
台
頭
に
よ
り
、
音
韻
対
応

に
基
づ
く
系
譜
的
親
縁
関
係
の
絶
対
視
が
有
力
に
な
る
と
、
類
型

問題提起ーー ことば現象への視座
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研
究
は
衰
退
し
ま
す
が
、
二
〇
世
紀
に
入
り
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
（F. 

de Saussure 1916

）『
一
般
言
語
学
講
義
』（1916

）に
触
発
さ
れ
、

新
た
な
言
語
研
究
の
態
度
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
構
造
主
義
と
言

わ
れ
る
流
れ
で
、
こ
れ
と
と
も
に
類
型
研
究
が
復
活
し
ま
す
。
特

に
、
プ
ラ
ー
グ
学
派
に
見
ら
れ
る
機
能
主
義
的
志
向
は
系
譜
的
近

縁
関
係
に
の
み
適
用
す
る
比
較
方
法
か
ら
、
親
縁
関
係
の
な
い
言

語
間
の
「
共
時
的
比
較
」（H

. Paul 1920

）
へ
、「
よ
り
普
遍
的

な
言
語
傾
向
と
文
法
範
疇
」
研
究
（B. T

rnka　

1929

）
へ
道
を

開
き
ま
し
た
。

　

こ
の
傾
向
を
代
表
す
る
類
型
研
究
は
ト
ゥ
ル
ベ
ツ
コ
イ
（N

. S. 
T

rubetzkoy

）
の
『
音
韻
論
の
原
理
』（1939

）
で
、
音
韻
体
系

の
類
型
を
母
音
に
つ
い
て
は｢

聞
こ
え｣

と｢

音
色｣

、
子
音
に

つ
い
て
は｢

位
置｣

と｢
克
服
様
式｣

を
基
準
と
し
て
示
す
こ
と

に
よ
り
、
よ
り
普
遍
的
な
音
韻
の
仕
組
み
を
明
ら
か
に
し
た
の
で

す
。

３　

統
語
、含
意
関
係 

　

こ
の
よ
う
な
先
駆
的
研
究
を
受
け
、
現
代
の
類
型
論
は 

①
音

韻･

形
態
の
レ
ベ
ル
か
ら
、｢

統
語｣

レ
ベ
ル
へ
、
②
含
意
的
普

遍
法
則
（Im

plicational universals

）
の
導
入
、
に
よ
っ
て
特

徴
づ
け
ら
れ
ま
す
。
統
語
レ
ベ
ル
へ
の
展
開
の
嚆
矢
と
な
る
の
が
、

テ
ニ
エ
ー
ル
（L

. T
esnière 1959

）
の｢

文
の
構
造
と
は
、
文

中
の
語
と
語
の
依
存
関
係
の
階
層
で
あ
る｣

と
の
考
え
で
、
後
の

語
順
の
類
型
論
に
繋
が
っ
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、ヤ
コ
ブ
ソ
ン
（R

. 
Jakobson 1941

）
は
音
韻
に
お
い
て
も
含
意
関
係
の
法
則
化
が
、

言
語
の
普
遍
的
特
徴
を
抽
出
す
る
の
に
有
用
で
あ
る
こ
と
を
実
証

し
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
含
意
的
普
遍
法
則
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
ま
す
。
こ
れ

は
、Ｘ
で
あ
れ
ば
Ｙ
、Ｘ
で
あ
れ
ば
Ｙ
で
な
い
、Ｘ
で
な
け
れ
ば
Ｙ
、

Ｘ
で
な
け
れ
ば
Ｙ
で
な
い
、
と
い
う
四
つ
の
論
理
と
そ
の
組
み
合

わ
せ
に
よ
っ
て
、
事
象
の
生
起
関
係
を
説
明
す
る
も
の
で
、
実
例

は
５
節
で
述
べ
ま
す
。

４　

語
順
の
類
型　

　

上
記
の
流
れ
を
さ
ら
に
加
速
し
た
の
が
、グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
（J. 

H
. Greenberg 1963

）
に
よ
る
語
順
の
類
型
研
究
で
し
た
。
彼

は「
絶
対
的
普
遍
性
」と「
普
遍
的
傾
向
」双
方
を
考
慮
に
入
れ
て
、

表
層
の
語
順
を
類
型
化
し
、
そ
れ
ら
の
類
型
の
間
に
普
遍
的
な
含

意
関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
す
。
そ
の
基
準
は
①

前
置
詞
を
取
る
か
後
置
詞
を
取
る
か
、
②
平
叙
文
で
の 

Ｓ
Ｏ
Ｖ

の
相
対
的
位
置
、
③
修
飾
さ
れ
る
名
詞
と
修
飾
す
る
形
容
詞
の
ど

ち
ら
が
前
に
来
る
か
、
④
属
格
名
詞
と
修
飾
さ
れ
る
名
詞
（
句
）

の
位
置
関
係
、
な
ど
で
、
こ
れ
を
適
用
し
て
彼
は
三
〇
の
言
語
に

つ
い
て
、
四
五
の
普
遍
法
則
を
抽
出
す
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
レ
ー
マ
ン
（W

. P. Lehm
ann 1978

）
は
動

詞
と
そ
の
目
的
語
が
文
の
基
本
的
構
造
と
考
え
、
主
語
の
位
置

と
は
無
関
係
に
Ｖ
Ｏ
型
と
Ｏ
Ｖ
型
を
区
別
す
る
考
え
を
示
し
、
一

方
フ
ェ
ネ
マ
ン
（T

. V
ennem

ann 1974

）
は
、
統
語
構
造
は

O
perand

とO
perator

の
相
対
関
係
に
依
存
す
る
こ
と
を
主
張

し
ま
し
た
。
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５　

統
語
現
象
の
類
型　

　

語
順
だ
け
で
な
く
、
統
語
現
象
の
類
型
を
様
々
の
角
度
か
ら
研

究
す
る
傾
向
も
顕
著
で
、
例
え
ば
、
関
係
節
、
使
役
構
造
、
能

格
現
象
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
中
で
も
、
含
意
的
普
遍
性
を

フ
ル
に
活
用
し
て
統
語
現
象
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
キ
ー
ナ

ン 
＆ 
コ
ム
リ
ー
（E. L. K

eenan &
 B. Com

rie 1977

）
の
関

係
節
の
形
成
に
お
け
る
名
詞
句
の
階
層
に
関
す
る
研
究
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
あ
る
名
詞
句
を
関
係
節
化
で
き
る
か
否
か
は
、
他

の
特
定
の
機
能
を
持
つ
名
詞
句
を
関
係
節
化
で
き
る
か
否
か
に
よ

る
、
と
い
う
一
連
の
依
存
関
係
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の

で
、「
優
位
性
の
階
層
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
、
英
語
で
は
名
詞
（the boy

）
に
か
か
る
関
係
節
は

次
の
五
通
り
が
可
能
で
す
。

　

直
接
目
的
語　

the boy w
ho/that M

ary loves

　

間
接
目
的
語　

the boy to w
hom

 M
ary gave the book

　

斜
格
目
的
語　

the knife w
ith w

hich M
ary cut the m

eat

　

属
格
目
的
語　

the boy w
hose hat M

ary took

　

比
較
名
詞
句　

the boy than w
hom

 M
ary is shorter

　

し
か
し
、
通
言
語
的
に
多
く
の
言
語
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
関
係

を
観
察
す
る
と
、
言
語
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
制
限
が
あ
る
こ
と

が
分
か
り
、
か
つ
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
規
則
性
が
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、「
比
較
名
詞
句
が
関
係
節
化
さ

れ
れ
ば
、
属
格
名
詞
句
も
関
係
化
さ
れ
う
る
」「
属
格
名
詞
句
が

関
係
節
化
さ
れ
れ
ば
、
斜
格
名
詞
句
も
関
係
化
さ
れ

う
る
」
等
で
す
。「
比
較
名
詞
句
が
関
係
節
化
さ
れ
う

る
の
に
、
属
格
名
詞
句
は
関
係
節
化
さ
れ
な
い
」
言

語
は
な
い
、と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
仕
組
み
を
キ
ー

ナ
ン
と
コ
ム
リ
ー
は
図
①
の
よ
う
に
描
い
て
見
せ
た

の
で
す
。

６　

優
位
性
の
階
層 

 

「
優
位
性
の
階
層
」
と
い
う
考
え
方
は
他
の
文
法
範

疇
に
つ
い
て
も
有
効
で
あ
る
こ
と
が
認
知
さ
れ
て
お

り
、
隣
接
す
る
学
問
、
例
え
ば
文
化
人
類
学
研
究
に

も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
色
彩
名
称
研
究
が
そ

の
典
型
で
、
バ
ー
リ
ン 

＆ 

ケ
イ（B. Berlin &

 P. K
ay 

1969

） 

は
一
〇
〇
を
超
え
る
言
語
の
色
彩
語
彙
の
焦

点
を
調
べ
、
こ
れ
が
一
連
の
普
遍
的
含
意
性
に
基
づ

く
、
一
定
の
階
層
性
を
持
つ
こ
と
を
発
見
し
ま
し
た
。

　

図
②
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
読

み
ま
す
。（
１
）
す
べ
て
の
言
語
は
白
と
黒
を
持
つ
、

（
２
）
三
つ
基
礎
色
彩
語
彙
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
白･

黒･

赤
で
あ
る
（
＝
赤
が
あ
れ
ば
、
必
ず
白

も
黒
も
あ
る
）、
等
。
多
く
の
言
語
の
発
話
協
力
者
に

つ
い
て
色
彩
の
焦
点
を
調
べ
た
結
果
か
ら
、
こ
の
よ

う
な
階
層
性
を
見
い
だ
し
た
こ
と
、
そ
れ
が
一
種
の

進
化
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
な
る
点
を
指
摘
し
た
の
は

慧
眼
で
す
。
し
か
し
、
彼
ら
自
身
が
規
定
し
て
い
る

図①

問題提起ーー ことば現象への視座
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基
礎
色
彩
語
彙
基
準
の
適
用
が
あ
ま

り
に
甘
い
こ
と
、
当
該
言
語
に
お
け
る

色
彩
語
彙
の
構
造
を
無
視
し
て
い
る
こ

と
な
ど
、
言
語
学
的
に
見
る
と
、
再
検

討
す
べ
き
こ
と
が
山
積
し
て
い
ま
す
。

７　

む
す
び 

　

言
語
の
類
似
と
差
異
を
類
型
と
し
て

把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
何
ら
か
の
一

般
原
理
を
発
見
す
る
糸
口
と
な
り
う
る

こ
と
を
見
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
系
統

関
係
の
な
い
言
語
間
の
共
時
的
比
較
か

ら
出
発
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
史
的

ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
一
定
の
示
唆
を
与
え

う
る
こ
と
も
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
類

型
研
究
は
こ
の
よ
う
に
言
語
現
象
の
一
般
性
を
探
求
す
る
の
に
魅

力
あ
る
方
法
で
す
。
た
だ
、
こ
れ
は
多
様
な
言
語
現
象
が
保
持
さ

れ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
研
究
で
あ
り
、
ユ
ニ
ー
ク
な
特
徴
を
持

つ
少
数
言
語
が
政
治
的
・
経
済
的
に
優
位
な
大
言
語
に
呑
み
込
ま

れ
て
ゆ
く
現
状
を
食
い
止
め
、か
つ
、
改
善
す
る
た
め
、言
語
学
者

は
時
間
と
の
戦
い
を
続
け
て
い
る
の
で
す
。

【
引
用
し
た
文
献
】

■ Berlin, B &
 P. K

ay （1969

） Basic Color T
erm

s. 

■ Greenberg, J. H
. 

（1963

） Som
e universals of gram

m
ar w

ith 

particular reference to the order of m
eaningful elem

ents. 
U

niversals of Language, pp.73-113

■ Jakobson, R
. 

（1941/1962

） K
indersprache, A

phasie und 
allgem

aine Lautgesetze. In R. Jakobson,  Selected W
ritings 

1:328-398. 

■ K
eenan, E. L. &

 B. Com
rie 

（1977

） N
oun phrase accessibility 

hierarchy. Linguistic Inquiry 8:63-99

■ Lehm
ann, W

.P. （1978

） Syntactic T
ypology. pp.3-55

■ Paul, H
. 

（1920

） Prinzipien der Sprachgeschichte. 

（『
言
語
史
原

理
』
講
談
社
）

■ Sapir, E. （1921

）　Language. 

（『
言
語
』
紀
伊
国
屋
書
店
）

■ Saussure,F.de

（1916

）Cours de linguistique générale. 

（『
一
般

言
語
学
講
義
』
岩
波
書
店
）

■ Schlegel, F. von 

（1808

） Ueber die Sprache und W
eisheit der 

Indier.  

■ T
esnière, L. （1959

）　Élém
ents de syntaxe structural.

■ T
rnka, B. 

（1929

） M
ethode de com

paraison analytique et 
gram

m
aire com

parée historique. T
ravaux du Cercle Linguistique 

de Prague  1:33-38

■ T
rubetzkoy, N

. S. 

（1939

） G
rundzüge der Phonologie. 

T
ravaux du Cercle Linguistique de Prague 7. 

（『
音
韻
論
の
原
理
』

岩
波
書
店
）

■ V
ennem

ann, T
. 1974

） T
opics, subjects and w

ord order. 
H

istorical Linguistics. pp.339-376

【
言
語
類
型
論
を
も
っ
と
知
り
た
い
方
の
た
め
に
】

■ 
コ
ム
リ
ー
B.（
一
九
九
二
）『
言
語
普
遍
性
と
言
語
類
型
論
』ひ
つ
じ
書
房

■ 

佐
藤
昭
裕
（
一
九
八
六
）「
言
語
の
類
型
」『
言
語
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』

一
七
六
～
一
九
七
ペ
ー
ジ
、 

世
界
思
想
社

図②
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１　

言
語
の
多
様
性　

 

「
生
物
の
多
様
性
」
と
い
う
こ
と
ば
を
よ
く
耳
に
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
昨
年
名
古
屋
で
開
か
れ
た
Ｃ
Ｏ
Ｐ
10
を
は
じ
め
と
し

て
、
世
界
中
で
生
物
の
多
様
性
を
守
ろ
う
と
す
る
運
動
が
起
こ
っ

て
い
ま
す
。
実
は
こ
と
ば
の
世
界
で
も
、一
〇
年
以
上
前
か
ら
「
言

語
の
多
様
性
」
を
守
ろ
う
と
す
る
運
動
が
世
界
の
言
語
学
界
で
展

開
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

二
〇
世
紀
を
振
り
返
る
と
、
言
語
の
世
界
で
は
少
数
民
族
の

言
語
や
地
方
の
方
言
が
急
速
に
衰
退
し
て
い
っ
た
一
〇
〇
年
で

あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
こ
の
流
れ
は
二
一
世
紀
に
な
っ
て
も
収
ま

ら
ず
、
む
し
ろ
加
速
度
化
し
て
い
く
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
あ

る
言
語
学
者
の
予
測
で
は
、
西
暦
二
〇
〇
〇
年
の
段
階
で
世
界

中
で
話
さ
れ
て
い
た
約
六
〇
〇
〇
の
言
語
が
、
一
〇
〇
年
後
の

二
一
〇
〇
年
に
は
三
〇
〇
～
六
〇
〇
言
語
に
減
っ
て
し
ま
う
そ
う

で
す
（K

rauss 1992

）。
一
〇
〇
年
間
で
実
に
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト

（
五
四
〇
〇
）
の
言
語
が
滅
ん
で
し
ま
う
と
い
う
予
測
で
す
。
こ

の
厳
し
い
状
況
の
中
、
世
界
の
言
語
学
界
で
は
U
N
E
S
C
O
や

各
国
政
府
の
援
助
を
受
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
絶
滅
危
機
言
語
・
危
機

方
言
（endangered language/dialect

）
の
調
査
研
究
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
日
本
語
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
日
本
語
を
母
語
と
す
る
人

の
数
は
一
億
人
を
超
え
て
い
ま
す
の
で
、
危
機
言
語
と
呼
ば
れ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
間
違
い
な
く
二
二
世
紀
ま
で
生
き
残
る

三
〇
〇
～
六
〇
〇
の
言
語
の
中
に
入
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
日
本
語
内
部
の
多
様
性
を
考
え
て
み
る
と
、
日
本
語
も
例

外
で
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
日
本
語
の
歴
史
の
中
で
、
二
〇

世
紀
は
ま
さ
に
標
準
語
が
方
言
を
飲
み
込
ん
で
い
っ
た
世
紀
で

し
た
。
こ
の
流
れ
は
二
一
世
紀
も
止
め
ら
れ
ず
、
逆
に
標
準
語
化

の
傾
向
は
さ
ら
に
加
速
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
西
暦

二
一
〇
〇
年
に
な
る
と
日
本
列
島
の
北
か
ら
南
ま
で
、
標
準
語
か

そ
の
地
方
版
（
地
域
化
し
た
標
準
語
）
し
か
聞
か
れ
な
く
な
る
か

講演 1ーー アクセントとイントネーション
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も
し
れ
ま
せ
ん
。
方
言
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
、
言
語
の
多
様
性
が

失
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
多
様
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
豊
か
さ

が
失
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
語
の
活
力
が
失

わ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

方
言
特
徴
の
中
で
も
語
彙
（
単
語
）
に
比
べ
発
音
は
標
準
語
の

影
響
を
受
け
に
く
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
発
音
特
徴
の

中
で
も
、
赤
ち
ゃ
ん
が
早
い
時
期
に
獲
得
す
る
ア
ク
セ
ン
ト
（
単

語
の
発
音
特
徴
、
日
本
語
で
は
単
語
の
中
で
の
音
の
高
低
）
や
イ

ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
（
文
に
お
け
る
音
の
高
低
）
は
、
比
較
的
標
準

語
化
し
に
く
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
若
い
世

代
の
日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
確
実
に
変
化
し
て
お
り
、
そ
の
変

化
の
中
に
標
準
語
の
影
響
が
見
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
日
本
語
諸

方
言
の
中
で
も
保
守
的
―
―
つ
ま
り
標
準
語
の
影
響
を
受
け
て
い

な
い
―
―
と
さ
れ
る
鹿
児
島
方
言
で
は
、中
年
層
（
五
〇
歳
前
後
）

と
高
年
層
（
七
〇
歳
前
後
）
の
間
に
は
ア
ク
セ
ン
ト
の
面
で
顕
著

な
違
い
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
若
年
層
（
一
五
～
二
五
歳
）
の
ア

ク
セ
ン
ト
に
は
質
的
な
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い

ま
す
（
窪
薗 

二
〇
〇
六
）。

２　

方
言
と
誤
解　

　

こ
の
よ
う
に
諸
方
言
の
特
徴
が
急
速
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と

言
っ
て
も
、
方
言
の
違
い
は
日
常
生
活
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
見
出

さ
れ
ま
す
。
人
の
移
動
、
社
会
の
流
動
性
に
伴
っ
て
自
分
と
は
異

な
る
方
言
の
話
者
と
日
常
的
に
接
す
る
機
会
は
昔
よ
り
む
し
ろ
増

え
て
い
る
は
ず
で
す
。
方
言
が
異
な
る
者
同
士
の
会
話
は
一
種
の

異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
そ
こ
に
当
事
者
た
ち

が
意
図
し
な
か
っ
た
問
題
―
―
と
り
わ
け
無
意
識
（
無
自
覚
）
の

方
言
差
に
よ
る
誤
解
―
―
が
生
じ
ま
す
。
だ
ま
し
絵
の
例
と
し
て

よ
く
使
わ
れ
る
ル
ビ
ン
の
壷
（
図
①
）
に
た
と
え
る
な
ら
ば
、
九

州
の
話
者
が
白
い
壷
の
絵
を
描
い
た
つ
も
り
で
も
、
そ
れ
が
東
京

の
人
に
は
人
間
の
横
顔
に
し
か
見
え
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、

東
京
の
人
が
人
間
の
横
顔
を
描
い
た
つ
も
り
で
も
そ
れ
が
東
北
の

人
た
ち
に
は
壷
の
絵
に
し
か
見
え
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
状
況
で

す
。こ
の
よ
う
な
誤
解
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
方
言
差（
音
声
、語
彙
、

語
義
、
用
法
、
文
法
等
）
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
が
、
本
稿
で
は
標
準
語
化
の
影
響
を
比
較
的
受
け
に
く

い
ア
ク
セ
ン
ト
と
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
方
言
差
が
引

き
起
こ
す
誤
解
の
要
因
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

３　

ア
ク
セ
ン
ト
の
多
様
性　

　

ア
ク
セ
ン
ト
と
は
単
語
の
レ
ベ
ル
に
見
ら
れ
る
発
音
の
特
徴

で
、
日
本
語
で
は
音
の
高
低
が
そ
れ
に
該
当
し
ま
す
。
日
本
語

図①　ルビンの壷
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の
方
言
は
ア
ク
セ
ン
ト
の
宝
庫
で
あ
り
、
同
じ
単
語
で
も
方
言
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
変
容
を
見
せ
ま
す
。
た
と
え
ば
「
あ
り
が
と

う
」
と
い
う
日
常
的
な
言
葉
も
、
あ
る
い
は
数
十
年
前
に
日
本
語

に
入
っ
た
ば
か
り
の
「
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
」
と
い
う
外
来
語
も
、
地

域
が
変
わ
る
と
ア
ク
セ
ン
ト
が
変
わ
り
ま
す
。「
雨
―
飴
」
な
ど

の
同
音
異
義
語
も
そ
う
で
す
。
こ
こ
で
は
い
く
つ
か
の
方
言
し
か

あ
げ
て
い
ま
せ
ん
が
、
日
本
語
全
体
で
は
こ
れ
よ
り
大
き
な
方
言

差
が
観
察
さ
れ
ま
す
（
横
棒
は
高
く
発
音
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
表
わ

し
ま
す
）（
上
村 
一
九
四
一
、
平
山 

一
九
六
〇
、
木
部 

二
〇
〇
〇
、
窪

薗 

二
〇
〇
六
、
大
津
・
窪
薗 

二
〇
〇
八
）。

（
１
）

標
準
語　

あ
り
が
と
う　

マ
ク
ド
ナ
ル
ド　

あ
め（
雨
）　

あ
め（
飴
）

名
古
屋　

あ
り
が
と
う　

マ
ク
ド
ナ
ル
ド　

あ
め　
　

  

あ
め

大
阪　
　

あ
り
が
と
う　

マ
ク
ド
ナ
ル
ド　

あ
め　
　

  

あ
め

鹿
児
島　

あ
り
が
と
う　

マ
ク
ド
ナ
ル
ド　

あ
め　
　

  

あ
め

甑
島　
　

あ
り
が
と
う　

マ
ク
ド
ナ
ル
ド　

あ
め　
　

  

あ
め

　

実
際
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
面
で
は
、
文
脈
の
助
け
も

あ
っ
て
、
方
言
ア
ク
セ
ン
ト
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
大
き
な

障
害
と
な
る
こ
と
は
少
な
い
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
。
実
際
、「
雨
」

と
「
飴
」
な
ど
の
同
音
異
義
語
の
多
く
は
使
わ
れ
る
文
脈
（
場
面
）

が
異
な
る
こ
と
が
多
く
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
方
言
差
が
誤
解
の
直
接

的
原
因
と
な
る
可
能
性
は
比
較
的
低
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か

し
、
複
合
語
が
絡
ん
だ
同
音
異
義
語
で
は
、
他
方
言
話
者
の
意
味

を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
困
難
と
な
り
ま
す
。

（
２
）

宮
城
さ
ん
―
宮
城
山
―
宮
城
産

汚
職
事
件
―
お
食
事
券

孫
・
悟
空（
ア
ニ
メ
・
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
）―
孫
悟
空（
昔
話
）

あ
ん
な
大
学
―
ア
ン
ナ
大
学

早
く
つ
ま
み
、
出
し
て
。
―
―
早
く
つ
ま
み
出
し
て
。

 

「
宮
城
さ
ん
―
宮
城
山
―
宮
城
産
」
は
標
準
語
で
は
し
っ
か
り

ア
ク
セ
ン
ト
で
区
別
さ
れ
ま
す
が
、
鹿
児
島
弁
で
は
区
別
で
き
ま

せ
ん
。
逆
に
「
汚
職
事
件
―
お
食
事
券
」
は
標
準
語
で
は
区
別

が
む
ず
か
し
い
一
方
、
鹿
児
島
弁
で
は
明
確
に
区
別
で
き
ま
す
。

（
３
）

　
　
　
　
　

宮
城
さ
ん　
　

宮
城
山　
　
　

宮
城
産　

標
準
語　
　

み
や
ぎ
さ
ん　

み
や
ぎ
さ
ん　

み
や
ぎ
さ
ん　

鹿
児
島
弁　

み
や
ぎ
さ
ん　

み
や
ぎ
さ
ん　

み
や
ぎ
さ
ん　

　
　
　
　
　

汚
職
事
件　
　
　
　

お
食
事
券

標
準
語　
　

お
し
ょ
く
じ
け
ん　

お
し
ょ
く
じ
け
ん　

鹿
児
島
弁　

お
し
ょ
く
じ
け
ん　

お
し
ょ
く
じ
け
ん

　

さ
ら
に
誤
解
の
原
因
と
な
り
や
す
い
の
が
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
境

界
表
示
機
能
が
関
わ
っ
て
く
る
場
合
で
す
。
た
と
え
ば
二
種
類
の

「
孫
悟
空
」（
図
②
）
は
、
単
語
を
一
つ
の
ア
ク
セ
ン
ト
（
の
山
）

に
ま
と
め
る
か
、
そ
れ
と
も
複
数
に
分
け
る
か
と
い
う
基
準
で
区

（
鹿
児
島
県
）

講演 1ーー アクセントとイントネーション
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別
さ
れ
ま
す
。「
つ
ま
み
出
し
て
」（
外
へ
つ
ま
み
出
す
、
お
つ
ま

み
を
出
す
）
と
い
う
同
音
異
義
文
（
図
③
）
も
同
様
で
す
。
こ
れ

ら
は
（
４
）
の
よ
う
な
方
言
差
を
示
し
ま
す
。
母
方
言
が
異
な
る

と
、
ど
ち
ら
の
意
味
で
あ
る
か
即
座
に
判
断
す
る
の
は
む
ず
か
し

い
の
が
実
状
で
す
。

（
４
）

標
準
語  

そ
ん
ご
く
う 

そ
ん
・
ご
く
う 
　
　

鹿
児
島 　
　
　

 

そ
ん
ご
く
う 

そ
ん
・
ご
く
う

甑
島
（
鹿
児
島
県
） 

そ
ん
ご
く
う 

そ
ん
・
ご
く
う

　
　標

準
語  

つ
ま
み
だ
し
て 

つ
ま
み
、
だ
し
て 　
　

鹿
児
島 　
　
　

 

つ
ま
み
だ
し
て 

つ
ま
み
、
だ
し
て　
　
　

甑
島
（
鹿
児
島
県
） 

つ
ま
み
だ
し
て 

つ
ま
み
、
だ
し
て

４　
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
多
様
性

　

ア
ク
セ
ン
ト
よ
り
さ
ら
に
厄
介
な
の
が
、
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン

（
文
に
お
け
る
音
の
高
低
）
で
す
。
た
と
え
ば
、
言
語
学
の
教
科

書
に
は
「
こ
れ
、
わ
か
る
？
」
の
よ
う
な
疑
問
文
は
文
末
を
上
昇

調
で
発
音
し
、「
こ
れ
、
わ
か
る
。」
の
よ
う
な
平
叙
文
は
文
末
を

上
げ
な
い
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
ど
の
教
科
書
に
も
人
間
の
言
語

に
共
通
し
た
特
徴
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
よ
う
で
す
が
、
実
際
に

は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
疑
問
文
の
文
末
を
上
げ
な
い
言
語
は

珍
し
く
な
く
、さ
ら
に
は
、文
末
を
積
極
的
に
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ

て
平
叙
文
と
区
別
し
よ
う
と
す
る
言
語
も
あ
り
ま
す
。

　

日
本
語
の
中
に
も
、疑
問
文
を
文
末
上
昇
で
表
す
方
言
（
東
京
、

近
畿
）
と
な
ら
ん
で
、
逆
に
文
末
下
降
で
表
わ
す
方
言
が
あ
り
ま

す
。
後
者
は
南
九
州
（
鹿
児
島
、
宮
崎
）
か
ら
琉
球
列
島
に
広
が

る
南
の
地
域
と
、
青
森
、
秋
田
、
岩
手
と
い
う
北
東
北
地
方
に
見

ら
れ
る
よ
う
で
す
。
前
者
の
話
者
が
後
者
の
疑
問
文
を
聞
く
と
、

そ
れ
が
ま
る
で
平
叙
文
の
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
。
た
と
え
ば
鹿
児

島
弁
の
疑
問
文
が
、
標
準
語
話
者
に
は
尋
ね
て
い
る
よ
う
に
は
聞

こ
え
な
い
の
で
す
（
木
部 

二
〇
一
〇
）。

図②　「孫悟空」と「孫・悟空」

図③　「つまみ出して」と「つまみ、出して」

（５）
標準語　わかる？↗
　　　　うん、わかる。

鹿児島　わかる？↘
　　　　うん、わかる。



15

ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
日
常
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
障
害
と
な
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
誤
解
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
は
、
日
本
語
と
一
言

で
い
っ
て
も
一
様
で
は
な
く
、
方
言
間
に
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の

違
い
も
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

５　

文
明
と
文
化　

　

司
馬
遼
太
郎
は
、
標
準
語
は
そ
の
言
語
の
「
文
明
」
で
あ
り
、

地
域
の
方
言
は
そ
の
地
方
の
「
文
化
」
で
あ
る
と
言
っ
た
そ
う
で

す
。
標
準
語
と
方
言
を
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
と
、
地
方
の
諸

方
言
が
標
準
語
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
と
い
う
現
在
の
状
況
は
、

日
本
各
地
に
根
付
い
た
文
化
が
日
本
と
い
う
国
の
文
明
に
飲
み
込

ま
れ
て
い
く
過
程
と
分
析
で
き
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

前
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
語
の
諸
方
言
は
ア
ク
セ
ン
ト
、

イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
点
で
も
豊
か
な
多
様
性
を
持
っ
て
い

ま
す
。
方
言
の
多
様
性
が
日
本
語
の
豊
か
さ
を
表
わ
し
て
い
る
こ

と
を
考
え
る
と
、
方
言
の
特
徴
を
守
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
方
言
の
特
徴
が

 

「
大
丈
夫
」
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
も
同
様
で
す
。
鹿
児
島
方
言

話
者
が
「
大
丈
夫
？
」
と
聞
い
て
も
、
文
末
が
積
極
的
に
下
げ
て

発
音
さ
れ
る
た
め
東
京
方
言
話
者
に
は
な
か
な
か
疑
問
文
に
は
聞

こ
え
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
「
大
丈
夫
。」
と
い
う
平
叙
文
が
疑
問
文

の
よ
う
に
聞
こ
え
て
し
ま
い
ま
す
。
尋
ね
て
い
る
か
（
疑
問
文
）、

答
え
て
い
る
か
（
平
叙
文
）
と
い
う
基
本
的
な
区
別
に
つ
い
て
、

異
方
言
話
者
間
に
誤
解
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
。

　

イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
誤
解
の
原
因
と
な
る
こ
と
は
、
同
じ
タ

イ
プ
の
方
言
間
で
も
起
こ
り
得
ま
す
。
た
と
え
ば
東
京
と
大
阪
で

は
、
疑
問
文
を
と
も
に
上
昇
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
表
わ
し
ま
す

が
、
方
言
間
で
単
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
異
な
る
た
め
に
、
話
者
が

受
け
と
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
異
な
っ
て
き
ま
す
。
た
と
え
ば
「
わ
か

る
？
」
と
い
う
文
を
東
京
の
ア
ク
セ
ン
ト
・
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン

（
低
高
低
＋
文
末
上
昇
）
で
発
音
さ
れ
る
と
、
関
西
人
の
中
に
は

子
ど
も
扱
い
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
侮
蔑
さ
れ
た
と
い
う
印
象

を
持
つ
人
が
少
な
く
な
い
よ
う
で
す
。
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
し

ば
し
ば
話
者
の
心
的
態
度
を
示
す
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
方
言
差
が

講演 1ーー アクセントとイントネーション

（６）
標準語　だいじょうぶ？↗
　　　　うん、だいじょうぶ。

鹿児島　だいじょうぶ？↘
　　　　うん、だいじょうぶ。

（７）
東京　　わかる？↗　

大阪　　わかる？↗
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残
る
と
い
う
こ
と
は
、
方
言
の
多
様
性
か
ら
生
じ
る
こ
と
ば
の
誤

解
も
残
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
多
様
性
を
守
ろ
う
と
す
れ
ば
そ

こ
か
ら
生
じ
る
誤
解
の
可
能
性
も
残
る
の
で
す
。
逆
に
、
誤
解
の

可
能
性
を
低
く
し
よ
う
と
し
て
方
言
差
を
な
く
す
と
、
日
本
語
の

多
様
性
・
豊
か
さ
が
失
わ
れ
る
と
い
う
結
果
に
な
り
ま
す
。
ど
ち

ら
を
と
っ
て
も
理
想
的
な
状
態
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
決
す
る
唯
一
の
方
法
は
、
方
言
の
多
様
性

を
守
り
な
が
ら
、
そ
の
多
様
性
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の

誤
解
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
皆

が
方
言
間
の
違
い
を
十
分
か
つ
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
不
可
欠

と
な
り
ま
す
。
学
校
と
い
う
教
育
の
場
で
は
、
方
言
の
多
様
性
と

そ
れ
を
守
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
他
の
方

言
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
と
は
異
な
る
も
の
を
受

け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
方
言
の
多
様
性
を
大
切
に
す
る

と
言
う
こ
と
は
、
自
分
と
は
異
な
る
価
値
観
を
受
け
入
れ
る
と

い
う
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
方
言
教
育
を
異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
考
え
、
方
言
を
全
人
教
育
の
教
材
と
し
て
積

極
的
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
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１　

は
じ
め
に

　

ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
大
堀
で
す
。
本
日
は
こ
の
よ
う
な

場
で
話
す
機
会
を
頂
き
、
大
変
光
栄
に
思
い
ま
す
。
今
日
は
主
語

に
つ
い
て
、
機
能
的
類
型
論
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
た
い
と
思
い

ま
す
。
主
語
の
問
題
に
つ
い
て
は
多
く
の
方
が
関
心
を
も
た
れ
、

ま
た
言
語
学
者
の
間
で
も
広
く
議
論
さ
れ
て
き
ま
し
た
。し
か
し
、

一
般
的
な
理
解
と
専
門
研
究
の
間
に
今
で
も
へ
だ
た
り
が
あ
る
こ

と
は
事
実
で
す
。
今
日
の
お
話
も
、
こ
の
へ
だ
た
り
を
架
橋
す
る

試
み
と
し
て
お
聞
き
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
　

 

あ
る
言
語
が
主
語
を
持
つ
と
は

　
　

 

ど
う
い
う
こ
と
か

 

「
○
○
語
に
は
主
語
は
な
い
」
と
い
う
タ
イ
プ
の
議
論
が
し
ば
し

ば
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
そ
う
言
う
以
前
に
、
あ
る
言
語
が
主
語
な

ど
の
文
法
関
係
を
も
つ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
規
定
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
定
義
な
し
で
主
語
と
い
う
と
き
、
英
語
や
そ
の
他
の

比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
に
お
け
る
主
語
と
同

等
の
も
の
を
指
す
、
と
い
う
暗
黙
の
前
提
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。
で
は
英
語
が
主
語
を
持
つ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

（
と
言
っ
て
も
、
後
で
見
る
よ
う
に
英
語
は
世
界
の
言
語
の
中
で

標
準
的
と
は
言
え
な
い
の
で
す
が
）。

　

ま
ず
主
語
と
い
う
の
は
文
法
上
の
概
念
で
す
。
意
味
上
の
概
念

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
言
い
か
え
れ
ば
、
意
味
だ
け
で
は
説

明
で
き
な
い
何
か
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
次
の
例
文
を
見

て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
で
はand

で
接
続
し
た
後
の
節
で
省
略（
φ

で
表
記
）が
あ
り
ま
す
。
先
行
す
る
節
に
あ
ら
わ
れ
る
名
詞
句（
す

な
わ
ちPat

とChris

）
の
う
ち
、
後
続
す
る
節
の
φ
が
承
け
て

い
る
の
は
ど
ち
ら
で
し
ょ
う
か
。
答
え
は
、
下
線
で
示
し
た
と
お

り
、
す
べ
て
の
例
文
で
φ
はPat

を
承
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

の
文
に
お
け
るPat

の
意
味
上
の
役
割
を
カ
ッ
コ
内
に
示
し
ま
し

た
。

講演 2ーー 「主語」を問い直す

２
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（
１
）はPat kissed Chris and sm

iled
と
あ
り
ま
す
。Pat

が

こ
の
場
合
キ
ス
と
い
う
動
作
を
す
る
人
、Chris

が
そ
の
動
作
を

受
け
る
人
で
す
。
そ
し
て
誰
がsm

ile

し
た
か
は
省
略
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
がPat

で
あ
る
こ
と
は
英
語
の
話
せ
る
人

な
ら
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
が
英
語
の
規
則
だ
か
ら
で
す
。
で
は
、

こ
の
よ
う
な
省
略
要
素
を
解
釈
す
る
た
め
の
規
則
は
、
動
作
主
と

い
う
意
味
上
の
役
割
を
も
っ
た
語
句
に
だ
け
あ
て
は
ま
る
の
か
？

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
２
）～（
４
）を
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、

移
動
し
て
誰
か
に
出
く
わ
す
人（
２
）、
理
解
す
る
と
い
う
心
理
的

な
経
験
を
す
る
人（
３
）、
さ
ら
に
は
キ
ス
と
い
う
動
作
の
対
象
と

な
る
人（
４
）、
ど
れ
も
こ
の
構
文
に
お
い
てsm

iled

の
省
略
さ

れ
た
要
素
と
し
て
の
解
釈
が
さ
れ
ま
す
。
等
位
接
続
で
の
省
略
を

説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
省
略
要
素
φ
に
先
行
す
る
節
で
対
応
す

る
名
詞
句
は
必
ず
動
作
主
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
説
明
は
成
り

立
た
な
い
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
例
で
異
な
っ
た
意

味
を
も
つPat

と
い
う
語
句
が
、
文
法
的
に
は
同
じ
ふ
る
ま
い
を

す
る
（
い
わ
ば
意
味
の
違
い
が
「
中
和
」
さ
れ
る
）
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
意
味
上
の
役
割
と
は
別
個
の

何
か
を
分
析
上
の
概
念
と
し
て
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
の
「
何
か
」
が
主
語
で
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
主

語
を
考
え
る
う
え
で
注
意
す
べ
き
第
一
の
点
で
す
。

　

次
に
同
じ
く
英
語
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
構
文
の
例（
５
）～

（
８
）を
見
ま
し
ょ
う
。

（1）Pat kissed Chris and φ smiled.
　　（動作主）

（2）Pat met Chris and φ smiled.
　　（主題［＝移動物］）

（3）Pat understood Chris's idea and φ smiled.
　　（経験者）

（4）Pat was kissed by Chris and φ smiled
　　（対象）

（5）John has been helping his friends.
　　（人称・数の一致）

（6）John has been helping his friends for himself.
　　（再帰形のコントロール）

（7）John has been helping his friends, hasn't he?
　　（付加疑問）

（8）John has been helping his friends but φ 
　　will go bankrupt soon.

　　（等位接続での同一指示［既出］）
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３　

対
格
型
・
能
格
型
・
活
格
型

　

私
た
ち
が
ふ
れ
る
こ
と
の
多
い
言
語
と
言
え
ば
、
日
本
語
、
英

語
そ
れ
に
韓
国
語
、
中
国
語
な
ど
ア
ジ
ア
の
言
語
、
そ
れ
か
ら

ド
イ
ツ
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
で
す
が
、
こ

れ
ら
は
主
語
に
関
わ
る
性
質
と
い
う
点
で
は
、
一
つ
の
重
要
な
共

通
点
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
言
語
が
み
な
基
本
的
に

は
「
対
格
型
」
と
呼
ば
れ
る
特
徴
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

れ
は
図
①
に
あ
る
よ
う
に
、
自
動
詞
に
必
ず
現
わ
れ
る
要
素
（
こ

れ
を
Ｓ
と
呼
び
ま
す
）
が
、
他
動
詞
に
現
わ
れ
る
要
素
の
う
ち
、

能
動
性
を
も
っ
た
要
素
（
こ
れ
を
Ａ
と
呼
び
ま
す
）
と
同
じ
ふ
る

ま
い
を
す
る
タ
イ
プ
の
言
語
で
す
。
例
え
ば
日
本
語
で
は
「
パ
ッ

ト
が
微
笑
ん
だ
」（
自
動
詞
）と「
パ
ッ
ト
が
ク
リ
ス
に
キ
ス
し
た
」

（
他
動
詞
）の
二
つ
の
文
で
、

Ｓ
と
Ａ
に
あ
た
る
「
パ
ッ

ト
」
が
ど
ち
ら
の
場
合
も

「
が
」を
伴
っ
て
い
ま
す（
つ

ま
り
Ｓ=

Ａ
）。

　

と
こ
ろ
が
世
界
の
言
語

に
は
、こ
れ
と
大
き
く
違
っ

た
類
型
の
言
語
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
中
の
一
つ
に「
能

格
型
」
と
呼
ば
れ
る
言
語

タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
言
語
理
論
の
中
で
は

一
九
七
〇
年
代
に
大
き
な

 

（
５
）で
はJohn

に
続
く
助
動
詞
がhas

と
い
う
形
を
と
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
三
人
称
単
数
で
す
。
つ
ま
りJohn

と
人
称
と
数

の
一
致
を
見
せ
て
い
ま
す
。
仮
にhis friends

と
助
動
詞
が
一
致

し
て
い
た
らhas

で
は
な
くhave

に
な
り
、John have been 

helping his friends

と
い
う
英
語
と
し
て
あ
り
え
な
い
文
に

な
り
ま
す
。（
６
）で
は
再
帰
形him

self

はJohn

を
う
け
て
使

わ
れ
て
い
ま
す
。
も
しhis friends

を
う
け
て
い
た
ら
複
数
の

them
selves

に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
現
実
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
７
）は
付
加
疑
問
で
、
こ
こ
もhis friends

を
う
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
でhaveńt they?　

は
も
ち
ろ
ん
お
か
し
い
で
す
。

（
８
）は
す
で
に
見
た
の
と
同
じ
で
す
。
こ
こ
か
ら
何
が
言
え
る
か

と
い
う
と
、
英
語
で
は
ど
の
構
文
に
つ
い
て
も
、
一
貫
し
て
優
先

的
な
地
位
を
も
っ
た
語
句
が
認
定
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
構

文
Ａ
に
お
い
て
優
先
的
な
地
位
を
も
っ
た
語
句
が
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
、

…
…
の
ど
の
構
文
に
お
い
て
も
同
じ
地
位
を
も
つ
と
き
、
そ
れ
を

統
一
的
に
扱
う
た
め
に
主
語
と
呼
ぼ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ

が
主
語
を
考
え
る
上
で
注
意
す
べ
き
第
二
の
点
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
世
界
の
言
語
を
見
る
と
、
英
語
の
よ
う
な
形
で
は

主
語
が
認
め
ら
れ
な
い
言
語
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
に
気
が
つ

き
ま
す
。
こ
れ
は
言
語
類
型
論
の
中
で
過
去
三
〇
年
以
上
に
わ

た
っ
て
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
成
果
か
ら
言
え
る
こ
と
で
す
。
こ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
多
様
性
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
個
々

の
事
実
か
ら
積
み
上
げ
る
こ
と
で
一
般
化
を
は
か
ろ
う
と
し
ま
す

（K
eenan 1976; Com

rie 1989; W
haley 1997

）。
こ
れ
か
ら
、

そ
う
し
た
蓄
積
の
一
部
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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（9）a. gopnyan   geu-mat        lôn
　　彼（女）. 丁寧　3 人称 . 丁寧 - 抱く 私 . 丁寧
　　「彼（女）[ 行為者 ] が私を [ 受動者 ] 抱く」
　　b. geu-jak         gopnyan
　　3 人称 . 丁寧 - 行く　彼（女）. 丁寧
　　「彼（女） [行為者 ] が行く」
　　c. lôn     rhët
　　私 . 丁寧　落ちる
　　「私が [ 受動者 ] 落ちる」

研
究
課
題
と
な
り
ま
し
た
。
図
②
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
能
格
型

の
言
語
で
は
、
他
動
詞
文
に
お
け
る
動
作
の
受
け
手
（
こ
れ
を
Ｐ

と
呼
び
ま
す
）
が
優
先
的
な
地
位
を
も
っ
て
、
自
動
詞
文
の
Ｓ
と

同
じ
ふ
る
ま
い
を
示
し
ま
す
。
例
え
ば
（
１
）
に
あ
て
は
め
れ
ば
、

Pat kissed Chris and 

φ sm
iled

と
言
っ
た
時
に
、sm

ile

し

た
の
が
一
つ
め
の
節
で
Ｐ
で
あ
るChris

に
あ
た
る
語
句
と
な
る

（
つ
ま
り
Ｓ=

Ｐ
）
よ
う
な
言
語
が
あ
る
と
言
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
二
つ
の
他
に
、
さ
ら
に
「
活
格
型
」（active-inactive 

type

）
と
い
う
言
語
類
型
も
存
在
し
ま
す
。
図
③
に
示
し
た
パ

タ
ン
で
す
。
次
の
ア
チ
ェ
語
の
例
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
（D

urie 
1987

）。
こ
れ
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
一
部
の
地
域
で
話
さ
れ
て
い

る
言
語
で
す
。
ＳＡ
は
自
動
詞
に
あ
ら
わ
れ
る
名
詞
句
の
中
で
も
能

動
的
な
性
格
の
も
の
、
ＳＰ

は
能
動
性
の
弱
い
も
の
で
す
。

　

例（
９
）は
動
詞
に
つ
く
人
称
の
標
示
に
つ
い
て
で
す
。
図
④
に

図
式
化
し
た
も
の
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
動
詞
は
四
角
で
囲
ん
で

あ
り
ま
す
。
行
為
者
は
動
詞
の
先
頭
に
標
示
さ
れ
ま
す
。
他
動
詞

文
の（
９
ａ
）で
はgeu

が
つ
い
て
「
抱
く
」
の
行
為
者
で
あ
る
三

人
称
を
示
し
て
い
ま
す
。（
９
ｂ
）は
自
動
詞
文
で
、
同
じ
く
「
行

く
」
の
行
為
者
と
し
て
三
人
称
が
標
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、（
９
ｃ
）は
同
じ
自
動
詞
文
で
あ
る
の
に
、
能
動
性
の
低
い
動

作
で
あ
る
た
め
、「
落
ち
る
」
者
で
あ
る
一
人
称
の
標
示
が
動
詞

の
先
頭
に
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
自
動
詞
が
能
動
性
の
有
無
に

よ
っ
て
二
つ
の
種
類
に
分
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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（10）a. geu-tém        [taguen   bu]
　　3 人称 . 丁寧 - 望む　料理する 米
　　「彼女はご飯を炊き [ 行為者 ] たがっている」
　　b. gopnyan   geu-tém        [jak]
　　彼（女）. 丁寧　3 人称 . 丁寧 - 望む　行く
　　「彼（女）は行き [ 行為者 ] たがっている」
　　c. *gopnyan  geu-tém        [rhët]
　　彼（女）. 丁寧　3 人称 . 丁寧 - 望む　落ちる
　　「彼（女）は落ち [ 受動者 ] たがっている」（非文）

 

（
10
）は
不
定
詞
構
文
で
す
。
図
⑤
に
図
式
化
し
た
も
の
を
ご
ら

ん
く
だ
さ
い
。
角
カ
ッ
コ
で
囲
ん
だ
部
分
で
す
。（
10
ａ
）は
「
料

理
す
る
」
の
行
為
者
の
人
称
は
不
定
詞
な
の
で
標
示
さ
れ
ま
せ
ん

が
、意
味
的
に
は
三
人
称
の「
彼
女
」で
す
。（
10
ｂ
）は
自
動
詞
で
、

「
行
く
」
の
行
為
者
は
や
は
り
「
彼
女
」
で
す
。
と
こ
ろ
が
（
10

ｃ
）は
同
じ
く
自
動
詞
で
も
、「
落
ち
る
」
の
は
受
動
的
な
動
き
で

す
。
こ
の
場
合
、
ア
チ
ェ
語
で
は
不
定
詞
構
文
と
し
て
は
成
立
し

な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
星
印
＊
は
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
日
本
語
と
も
違
う
点
で
す
。
日
本
語
で
は「
行
き
た
が
る
」

も
「
落
ち
た
が
る
」
も
可
能
で
す
が
、
ア
チ
ェ
語
で
は
「
落
ち
た

が
る
」
に
あ
た
る
文
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
う
し
た
事
実
を
ま
と
め
る
と
、
ア
チ
ェ
語
の
場
合
、
自
動
・

他
動
詞
と
は
関
係
な
く
、
動
作
の
能
動
性
が
高
い
行
為
者
が
文
法

の
カ
ギ
と
な
り
ま
す
。
行
為
者
と
は
意
味
的
な
概
念
で
す
か
ら
、

あ
え
て
主
語
な
ど
の
文
法
関
係
を
立
て
る
必
要
が
な
く
、
意
味
役

割
だ
け
で
文
法
現
象
が
説
明
で
き
る
種
類
の
言
語
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
主
語
を
規
定
す
る
上
で
の
第
一
の
点
が
不
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（11）a. 太郎に英語がわかる
　　 b. 先生に学生（の気持ち）がおわかりになる
　　 c. * 学生に先生（の気持ち）がおわかりになる
　　 d. 警察に犯人がわかってφ指名手配した

（12）a. 次郎は息子が新聞に出た
　　 b. 次郎はお母様が新聞にお出になった
　　 c. * 先生は作品が新聞にお出になった
　　 d. 次郎は息子が新聞に出てφ心配した　　 

成
立
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

こ
こ
で
見
た
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
の
言
語
類
型
は
、
研
究
者
の
間

で
は
一
九
八
〇
年
代
に
は
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

他
に
も
、音
韻
の
類
型
、語
順
の
類
型
、そ
の
他
の
文
法
の
類
型
（
例

え
ば
否
定
、使
役
、関
係
節
、な
ど
）
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
世
界
の
言
語
か
ら
見
た
日
本
語
の
特
徴
に
つ
い
て
、
多
く

の
新
し
い
知
識
が
得
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
言
語
類
型
論
の
研
究
の

積
み
重
ね
の
結
果
、
世
界
で
の
言
語
類
型
の
分
布
を
ま
と
め
る
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
発
進
し
、
二
〇
〇
五
年
に
な
っ
て
成
果
が
公
開
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
はW

orld A
tlas of Language Structures

と
い
う
一
種
の
図
鑑
兼
地
図
帳
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
る
こ

と
が
可
能
で
す
（http://w

als.info/index

）。

　
　
　
　

同
一
言
語
内
で
の「
主
語
」

　
　
　
　

属
性
の
分
散

　

次
に
、
世
界
の
す
べ
て
の
言
語
に
等
し
く
あ
て
は
ま
る
主
語
の

概
念
が
な
い
と
い
う
点
を
、
別
の
角
度
か
ら
見
て
い
き
ま
す
。
そ

れ
は
主
語
の
属
性
が
分
散
す
る
と
い
う
事
実
で
す
。
あ
る
言
語
に

主
語
が
あ
る
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
構
文
に
つ
い
て
一

貫
し
た
性
質
を
示
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
必
ず
し
も

そ
う
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
示
す
現
象
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
日
本

語
の
例
を
見
ま
し
ょ
う
（
よ
り
詳
し
く
は
柴
谷 

一
九
八
五
、
参

照
）。

　

こ
れ
は
日
本
語
研
究
者
の
間
で
は
昔
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
す
が
、
日
本
語
で
ガ
で
標
示
さ
れ
る
語
句
を
単
純
に
主
語

と
呼
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
り
ま
す
。（
11
ｂ–

ｃ
）は

「
お
～
に
な
る
」
と
い
う
尊
敬
構
文
で
、
尊
敬
が
あ
て
は
ま
る
の

は
ガ
の
つ
い
た
語
句
で
は
な
く
、
ニ
の
つ
い
た
語
句
の
ほ
う
で
す
。

ち
な
み
に （
1
）～（
4
）で
見
た
等
位
接
続
で
の
省
略
に
つ
い
て

も
、（
11
d
）に
あ
る
よ
う
に
、
ニ
で
表
さ
れ
る
語
句
が
省
略
さ
れ

た
語
句
に
対
応
し
ま
す
（「
警
察
に
犯
人
が
わ
か
っ
て
φ
国
外
逃

亡
し
た
」
は
か
な
り
不
自
然
に
聞
こ
え
ま
す
）。

　

例（
12
）は
「
～
は
～
が
～
だ
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
二
重
主
語

４
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構
文
で
す
（
実
際
に
は
主
語
と
い
う
言
い
方
は
不
適
切
な
わ
け
で

す
が
）。
こ
れ
を
尊
敬
表
現
に
す
る
と
、（
12
ｂ–

ｃ
）か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
ガ
で
表
さ
れ
る
語
句
が
優
先
的
な
地
位
を
も
つ
よ
う
で

す
。
と
こ
ろ
が
、
等
位
接
続
で
の
省
略（
12
d
）を
見
る
と
、
心
配

し
た
の
は
ハ
で
標
示
さ
れ
た
語
句
す
な
わ
ち
次
郎
で
あ
り
、
ガ
で

標
示
さ
れ
た
語
句
す
な
わ
ち
息
子
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う

に
、
主
語
を
定
義
す
る
と
思
わ
れ
る
属
性
が
分
散
す
る
こ
と
を
見

る
と
、
完
全
に
一
貫
し
た
主
語
は
立
て
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

実
は
、
一
貫
し
た
主
語
を
立
て
る
こ
と
に
対
す
る
問
題
は
、
英

語
に
お
い
て
す
ら
非
常
に
限
ら
れ
た
部
分
で
す
が
見
出
さ
れ
ま

す
。
次
の
例
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

（13）There are spies in this room.
　　（動詞の一致）

（14）Are there spies in this room?
　　（「主語」と助動詞の倒置）

（15）There seem to be spies in this room.
　　（「主語」繰り上げ）

　

こ
れ
は
日
本
の
学
習
者
も
つ
ま
ず
く
点
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
13
）で
は
文
の
先
頭
にthere

が
来
て
い
る
の
に
、be

動
詞
は
そ

の
後
に
あ
る
複
数
形
のspies

に
呼
応
し
てare

に
な
っ
て
い
ま

す
。
で
は
こ
の
文
で
はspies

が
主
語
な
の
か
？　
（
14
）は
疑
問

文
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
主
語
と
助
動
詞
を
ひ
っ
く
り
か
え
す
と
い

う
操
作
は
、there

に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ

の
点
に
限
っ
て
はthere

が
あ
た
か
も
主
語
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。（
15
）は
ど
う
で
し
ょ
う
。
こ
の
文
のseem

は
「
～
の
よ
う
だ
」
と
い
う
話
し
手
の
判
断
を
あ
ら
わ
す
語
で

す
。
い
わ
ば
、seem

 [there are spies in this room
]

の
よ
う

にseem

が
（
13
）の
文
を
包
み
込
ん
で
い
て
、
そ
の
中
か
ら
あ
る

要
素
が
繰
り
上
げ
ら
れ
て
文
の
先
頭
に
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。（
15
）で
は
、
繰
り
上
げ
ら
れ
る
の
はthere

で
す
。
で
は
こ

れ
は
主
語
と
断
定
で
き
る
で
し
ょ
う
か
？　

し
か
し
、
動
詞
の
形

を
見
る
と
、seem

はthere

に
対
し
て
数
と
人
称
の
一
致
は
起

こ
さ
ず
、
そ
の
後
に
あ
る
複
数
形
のspies

に
対
応
し
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
ち
な
み
に
（
15
）を
疑
問
文
に
す
る

と
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
？　

D
o there seem

 to be spies in 
this room

?　

か
、
そ
れ
と
もD

oes there seem
 to be spies 

in this room
?　

か
。
答
え
は
「
両
方
あ
り
」
で
す
。
母
語
話
者

に
き
い
て
も
判
断
が
分
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

で
例
文
の
検
索
を
し
て
み
て
も
、
両
方
見
つ
か
り
ま
す
。
英
語
の

よ
う
に
主
語
を
立
て
る
必
然
性
が
十
分
に
あ
る
言
語
で
も
、
観
察

可
能
な
形
を
見
る
限
り
で
は
、
水
漏
れ
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
う

な
る
と
、
喩
え
る
な
ら
ば
「
元
祖
・
主
語
」、「
家
元
・
主
語
」、「
本

家
・
主
語
」
と
い
う
よ
う
に
、
い
く
つ
も
の
異
な
る
主
語
ら
し
き
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も
の
が
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

以
上
、
こ
の
節
で
見
て
き
た
例
か
ら
、
度
合
い
は
そ
れ
ぞ
れ
大

き
く
違
い
ま
す
が
、
最
初
に
述
べ
た
第
二
の
点
つ
ま
り
一
貫
し
た

主
語
の
存
在
が
成
立
し
な
い
言
語
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
お
わ

か
り
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
第
３
節
と
第
４

節
の
分
析
か
ら
明
ら
か
な
っ
た
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
一
言
で
ま

と
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

主
張 
（
ⅰ
） 

世
界
の
す
べ
て
の
言
語
に
等
し
く
あ
て
は
ま
る
主

語
の
概
念
は
な
い

　
　
　
　
　  
新
し
い
見
方—
—

　
　
　

 

「
主
語
」か
ら「
軸
項
」へ

　

結
果
と
し
て
、英
語
だ
け
で
な
く
、世
界
の
言
語
（
含
、日
本
語
）

を
視
野
に
入
れ
る
と
、
あ
る
言
語
に
お
い
て
主
語
と
は
構
文
ご
と

に
別
個
に
規
定
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
ど
こ
ま
で
一
般
化
で

き
る
か
は
言
語
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
こ
で
、「
軸
項
」（pivot

）と
い
う
用
語
を
導
入
し
ま
す
。

そ
れ
は
一
個
の
構
文
に
つ
い
て
、
優
先
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
参
与

者
と
規
定
し
ま
す
。
軸
項
に
は
意
味
的
基
準
だ
け
で
決
ま
る
も
の

と
意
味
的
基
準
だ
け
で
決
ま
ら
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
注
意
し

た
い
の
は
、
軸
項
と
は
構
文
単
位
の
概
念
な
の
で
、「
日
本
語
の

軸
項
」
は
定
義
上
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
同
様
に
、「
構

文
Ａ
の
主
語
」も
定
義
上
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
る
の
は「
構

文
Ａ
の
軸
項
」
で
す
。

　

こ
の
枠
組
み
に
よ
れ
ば
、「
主
語
」
な
る
も
の
の
性
質
か
ら
見
て
、

（16）I. 意味的軸項だけの言語
       II. 統語的軸項を持つ言語
      　  a. 多くの構文について非常に一貫した統語的軸項を持つ言語
      　  b. 相当数の構文についてある程度一貫した統語的軸項をもつ言語
     　   c. 一定の条件のもとに軸項の選択が分岐する言語　

　

ま
ず
意
味
的
な
軸
項
だ
け
を
も
つ
言
語
＝
タ
イ
プ
Ⅰ
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
少
数
派
か
と
思
い
ま
す
が
、
ア
チ
ェ
語
は
こ
こ
に
含

次
の
よ
う
な
類
型
が
考
え
ら
れ
ま
す
（
よ
り
精
緻
な
も
の
はV

an 
V

alin 2005

参
照
）。

５
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ま
れ
ま
す
。
次
に
統
語
的
な
軸
項
を
持
つ
言
語
＝
タ
イ
プ
Ⅱ
が
あ

り
ま
す
。
英
語
は
ご
ら
ん
の
通
り
、多
く
の（
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
）

構
文
に
つ
い
て
軸
項
が
非
常
に
一
貫
し
た
言
語
（
Ⅱ
ａ
）、
日
本

語
は
比
較
的
多
く
の
構
文
で
軸
項
が
一
貫
す
る
け
れ
ど
も
、
統
一

的
と
ま
で
は
言
え
な
い
言
語
（
Ⅱ
ｂ
）
で
す
。
さ
ら
に
、
本
日
の

お
話
で
は
取
り
上
げ
る
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
軸
項
の
選
択
が

一
定
の
条
件
の
も
と
に
は
っ
き
り
と
分
か
れ
る
言
語
（
Ⅱ
ｃ
）
も

あ
り
ま
す
。

　

言
語
全
体
と
し
て
こ
う
し
た
様
子
を
見
渡
す
と
、
主
語
と
は
カ

テ
ゴ
リ
ー
化
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
な
り
ま
す
。
基
本
と

な
る
の
は
個
々
の
構
文
で
す
。
こ
の
点
を
図
⑥
に
示
し
ま
し
た
。

い
く
つ
か
の
構
文
に
つ
い
て
共
通
の
軸
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
構

文
の
よ
り
大
き
な
ま
と
ま
り
、
す
な
わ
ち
上
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
で

き
ま
す
。
こ
う
し
た
ま
と
ま
り
が
ど
こ
ま
で
大
き
く
で
き
る
か
は

言
語
に
よ
っ
て
違
っ
て
き
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
構
文
の
軸
項
か
ら
共

通
点
を
見
出
し
て
上
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
認
定
可
能
な
場
合

に
、
そ
の
上
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
主
語
と
呼
び
う
る
わ
け
で
す
。
英

語
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
言
語
で
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
構
文
に
お
け

る
軸
項
が
同
じ
で
あ
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
上
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
化

が
認
め
ら
れ
ま
す
。
日
本
語
の
場
合
、
あ
る
程
度
大
き
な
上
位
カ

テ
ゴ
リ
ー
が
成
立
し
ま
す
。
そ
の
た
め
限
ら
れ
た
範
囲
で
「
主
語
」

を
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
す
が
、
英
語
と
同
じ
理
論
化
は
で
き
ま

せ
ん
。
そ
し
て
言
語
に
よ
っ
て
は
上
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
も
た
ず
、

主
語
の
属
性
が
分
散
す
る
わ
け
で
す
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
と
は
文
法

に
限
ら
ず
、
人
間
が
誰
で
も
持
つ
認
知
能
力
で
す
。
幼
児
が
こ
と

ば
を
獲
得
す
る
と
き
も
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
脳
の
中
に
（
あ
る

い
は
遺
伝
子
に
？
）「
主
語
」
な
る
も
の
が
備
わ
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
発
達
の
過
程
で
接
す
る
個
々
の
例
、
そ
し
て
具
体
的

な
構
文
か
ら
出
発
し
て
、
当
該
言
語
で
な
さ
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
化

を
身
に
つ
け
て
い
く
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

以
上
の
議
論
か
ら
、
主
張
（
ⅱ
）
に
行
き
着
き
ま
す
。
こ
れ
は

言
語
ご
と
の
変
異
と
共
通
点
を
と
ら
え
る
た
め
に
不
可
欠
な
観
点

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

主
張 （
ⅱ
）主
語
に
か
わ
り
、構
文
ご
と
に
規
定
さ
れ
る「
軸
項
」

と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
。

講演 2ーー 「主語」を問い直す
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６　

む
す
び　

　

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
も
と
に
考
え
れ
ば
、「
日
本
語
に
は
主
語

は
な
い
」
と
い
う
表
明
は
、
英
語
の
よ
う
に
ほ
ぼ
あ
ら
ゆ
る
構
文

を
通
じ
て
一
貫
す
る
軸
項
を
も
た
な
い
と
い
う
意
味
で
は
妥
当
で

す
。
そ
の
一
方
、
日
本
語
の
文
法
を
論
じ
る
上
で
、
意
味
役
割
だ

け
で
な
く
、
何
ら
か
の
文
法
固
有
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
立
て
る
必
要

が
あ
る
の
も
確
か
で
す
。
英
語
だ
け
を
論
じ
る
場
合
と
は
違
う
観

点
も
導
入
す
る
こ
と
で
、
個
々
の
言
語
の
よ
り
よ
い
理
解
、
ひ
い

て
は
人
間
の
言
語
の
総
合
的
な
理
解
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
思
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、
専
門
的
な
研
究
と
一
般
社
会
と
の
間
の

橋
渡
し
が
で
き
れ
ば
大
き
な
歓
び
で
す
。
本
日
は
ど
う
も
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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１　

は
じ
め
に　
　

　

私
が
イ
ン
ド
で
日
本
語
を
外
国
語
と
し
て
学
び
、
日
本
に
初
め

て
留
学
し
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
テ
レ
ビ
の
相
撲
中
継
で
ア
ナ
ウ

ン
サ
ー
が
「
横
綱
が
右
膝
を
痛
め
て
休
場
し
て
い
る
」
と
報
告
し

て
い
ま
し
た
。「
横
綱
が
膝
を
痛
め
る
」
と
い
う
「
Ｘ
が
Ｙ
を
Ｖ
」

型
の
他
動
詞
表
現
が
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
（
ム
ン
バ
イ
を
州
都
と
す

る
イ
ン
ド
・
マ
ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
州
の
公
用
語
）
を
母
語
と
す

る
私
に
非
常
に
奇
妙
に
聞
こ
え
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
表
現

が
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
理
論
の
予
想
―
―
主
語
が
意
図
を
も
っ
て
行
う

意
図
的
事
態
を「
Ｘ
が
Ｙ
を
Ｖ
」型
の
他
動
詞
で
表
現
し（
例
：「
太

郎
が
次
郎
を
倒
す
」）、
主
語
が
意
図
を
も
っ
て
行
動
を
行
わ
な
い

偶
発
的
・
非
意
図
的
事
態
を「
Ｘ
が
Ｖ
」型
の
自
動
詞
で
表
現（
例
：

「
太
郎
が
倒
れ
る
」）
す
る
―
―
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら

で
す
。
ち
な
み
に
、
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
で
は
上
述
の
事
態
は
「
横

綱
の
膝
が
痛
ん
だ
た
め
横
綱
が
休
場
し
て
い
る
」
の
よ
う
に
自
動

詞
で
表
現
さ
れ
ま
す
。

　

主
語
に
は
意
図
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
他
動
詞
で
表
現
さ
れ
る

表
現
が
日
本
語
で
は
数
多
く
使
わ
れ
ま
す
。「
腕
を
折
る
」、「
指

を
切
る
」、「
お
な
か
を
こ
わ
す
」、「
首
を
寝
違
え
る
」、「
目
を
悪

く
す
る
」な
ど
は
そ
の
例
で
す
。
こ
れ
ら
の
事
象
は
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー

語
で
は
す
べ
て
自
動
詞
で
表
現
さ
れ
ま
す
。
外
界
に
お
け
る
同
一

の
出
来
事
を
表
現
す
る
際
に
日
本
語
と
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
で
は
ズ

レ
・
違
い
が
生
じ
ま
す
。
こ
の
表
現
の
ズ
レ
・
違
い
は
い
っ
た
い

何
に
由
来
す
る
も
の
な
の
か
と
い
う
問
い
に
光
を
当
て
る
の
が
本

研
究
の
目
標
で
す
。

講演 3ーー 言語と認知の類型論
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２  

意
図
性
の
有
無
に
よ
る

　
　

自
動
詞
・
他
動
詞
の
使
用
の
検
証　

　　

言
語
表
現
は
当
該
事
態
の
捉
え
方
に
動
機
づ
け
ら
れ
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
事
態
の
捉
え
方
が
異
な
れ
ば
、
そ
れ
を
反
映
す
る
言

語
表
現
も
異
な
る
可
能
性
が
高
い
で
す
。
前
節
で
非
意
図
的
事
態

を
言
語
で
表
現
す
る
際
に
、
日
本
語
と
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
で
ズ
レ・

違
い
が
生
じ
る
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。
非
意
図
的
事
態
の
言
語
表

現
化
に
お
け
る
自
動
詞
・
他
動
詞
の
選
択
に
見
ら
れ
る
言
語
間
の

違
い
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
。
日
本
語
と
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
で
は

非
意
図
的
事
態
の
捉
え
方
が
異
な
る
と
い
う
可
能
性
が
予
想
さ
れ

ま
す
。
は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
、
意
図
的
事
態
と
非
意
図
的
事
態
の
ビ
デ
オ
ク
リ
ッ
プ
を
作
成

し
、
そ
れ
を
日
本
語
お
よ
び
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
の
母
語
話
者
に
見

せ
、
見
た
も
の
を
母
語
で
自
由
に
記
述
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

典
型
的
な
意
図
的
事
態
と
は
人
が
コ
ー
ヒ
ー
の
入
っ
て
い
る

コ
ッ
プ
に
意
図
的
に
手
を
当
て
て
、
コ
ッ
プ
を
倒
し
、
中
の
コ
ー

ヒ
ー
を
こ
ぼ
す
と
い
う
事
態
で
す
。

　

典
型
的
な
非
意
図
的
事
態
と
は
人
が
コ
ッ
プ
の
向
こ
う
側
に
あ

る
リ
モ
コ
ン
を
取
ろ
う
と
し
た
と
き
に
思
わ
ず
手
が
コ
ッ
プ
に
当

た
り
、
コ
ッ
プ
が
倒
れ
、
中
の
コ
ー
ヒ
ー
が
こ
ぼ
れ
る
と
い
う
事

態
で
す
。

　

こ
の
二
つ
の
映
像
刺
激
を
利
用
し
、
平
成
二
一
年
度
か
ら
二
二

年
度
に
わ
た
っ
て
、
日
本
語
母
語
話
者
一
一
三
名
（
札
幌
、
岐
阜

在
住
の
大
学
生
）、
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
母
語
話
者
一
三
四
名
（
プ

ネ
ー
市
在
住
の
大
学
生
）
の
被
験
者
の
協
力
を
得
て
、
見
た
こ
と

を
母
語
で
記
述
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
被
験
者
に
は
ど
ち
ら
か
の

事
態
の
み
を
見
せ
、
記
述
し
て
も
ら
っ
て
い
る
た
め
、
片
方
の
事

態
は
も
う
一
方
の
事
態
の
記
述
・
説
明
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性

が
排
除
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

人
が
コ
ー
ヒ
ー
の
入
っ
て
い
る
コ
ッ
プ
に
意
図
的
に
手
を
当
て

て
、
コ
ッ
プ
を
倒
し
、
中
の
コ
ー
ヒ
ー
を
こ
ぼ
す
と
い
う
典
型
的

な
意
図
的
事
態
、
お
よ
び
人
が
コ
ッ
プ
の
向
こ
う
側
に
あ
る
リ
モ

コ
ン
を
取
ろ
う
と
し
た
と
き
に
思
わ
ず
手
が
コ
ッ
プ
に
当
た
り
、

コ
ッ
プ
が
倒
れ
、
中
の
コ
ー
ヒ
ー
が
こ
ぼ
れ
る
と
い
う
典
型
的
な

非
意
図
的
事
態
に
お
け
る
一
連
の
出
来
事
は
そ
の
時
空
間
的
な
展

開
順
に
次
の
三
つ
の
事
象
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
１
）

 

ａ　

人
の
手
と
コ
ッ
プ
の
接
触
（
＝
事
象
１
）、

 

ｂ　

コ
ッ
プ
の
転
倒
（
＝
事
象
２
）、

 

ｃ　

コ
ッ
プ
の
中
の
コ
ー
ヒ
ー
が
流
出
（
＝
事
象
３
）

　

被
験
者
は
ビ
デ
オ
で
見
た
事
態
を
母
語
で
自
由
に
記
述
・
説
明

す
る
と
い
う
手
法
を
用
い
て
い
る
た
め
、
そ
の
記
述
の
中
に
上
記

の
事
象
１
～
３
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
に
注
目
を
し

ま
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
事
象
が
す
べ
て
言
語
化
さ
れ
た
か

ど
う
か
、
ま
た
言
語
化
さ
れ
た
場
合
、
以
下
の
例
（
２
）
の
よ
う

に
そ
れ
ぞ
れ
「
当
た
る
」、「
倒
れ
る
」、「
こ
ぼ
れ
る
」
の
よ
う
な

自
動
詞
で
表
現
さ
れ
た
か
、
そ
れ
と
も
例
（
３
）
の
よ
う
に
「
当

て
る
」、「
倒
す
」、「
こ
ぼ
す
」
の
よ
う
な
他
動
詞
で
表
現
さ
れ
た

か
、
ま
た
は
す
べ
て
の
事
象
に
言
及
せ
ず
、
他
動
詞
と
自
動
詞
の
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（２）
ひじがコップにあたり、　　コップが倒れて、　　　コーヒーがこぼれた。

〈事象１：自動詞〉　　　　〈事象２：自動詞〉　　　〈事象３：自動詞〉

（３）
女の子がコップにひじをあて、　　コップを倒し、　　　コーヒーをこぼした。

〈事象１：他動詞〉　　　　　　〈事象２：他動詞〉　　　〈事象３：他動詞〉

（４）
コップをたたいて、　　　コーヒーがこぼれた。 

〈事象１：他動詞〉　　　〈事象２：自動詞〉 

（５）
コーヒーがこぼれた。

〈事象３：自動詞〉

（６）
リモコンを取ろうとして、コップを倒してしまった。
　　 　　　　　　　　　〈事象２：他動詞〉

（７）
女の人がリモコンを取ろうとして、　コップのコーヒーをこぼしてしまった。
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈事象３：他動詞〉

組
み
合
わ
せ
（
例
（
４
））、
ま

た
は
単
独
の
自
動
詞（
例（
５
））

あ
る
い
は
他
動
詞
（
例
（
６
）、

（
７
））
だ
け
を
使
用
し
て
表
現

さ
れ
た
の
か
を
基
準
に
デ
ー
タ

の
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
（
デ
ー
タ
の

分
類
・
分
析
）
を
進
め
ま
し
た
。

　

各
事
象
の
説
明
で
使
用
さ
れ

た
動
詞
（
自
動
詞
ま
た
は
他
動

詞
）
を
そ
れ
ぞ
れ
一
点
と
し
て

加
算
し
、
事
態
全
体
の
説
明
で

使
わ
れ
た
動
詞
の
数
が
総
得
点

と
な
り
ま
す
。
最
高
点
は
三
点

（
上
記
例
（
２
）、（
３
））
で
最

低
点
は
一
点
（
上
記
例
（
５
）、

（
６
）、（
７
））
で
す
。
言
語
に

よ
っ
て
被
験
者
の
人
数
が
異

な
っ
て
い
る
た
め
、
事
象
の
説

明
文
で
使
わ
れ
る
動
詞
の
総
数

を
被
験
者
の
数
で
割
っ
て
平
均

値
を
算
出
し
ま
し
た
。
ま
ず
全

体
像
を
つ
か
む
た
め
に
同
一
事

象
の
説
明
・
言
語
化
に
お
け
る

言
語
ご
と
の
自
動
詞
と
他
動
詞

の
使
用
実
態
を
表
①
と
グ
ラ
フ
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①
の
形
で
提
示
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
意
図
的
事
態
に
つ
い
て
は
、
言
語
を
問
わ
ず
、
プ
ロ
ト

タ
イ
プ
理
論
の
予
想
通
り
、
他
動
詞
で
表
現
さ
れ
る
傾
向
が
顕

著
で
す
。
ま
た
、
非
意
図
的
事
態
に
関
し
て
も
、
プ
ロ
ト
タ
イ
プ

理
論
の
予
想
通
り
、
日
本
語
と
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
で
は
他
動
性
の

低
い
自
動
詞
で
言
語
化
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
で
す
。
グ
ラ
フ
①
で

示
し
た
よ
う
に
、
意
図
性
の
有
無
に
よ
っ
て
、
自
動
詞
と
他
動
詞

の
使
用
の
傾
向
が
逆
に
な
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
日
本
語
で
も
マ

ラ
ー
テ
ィ
ー
語
で
も
同
様
で
す
が
、
特
に
非
意
図
的
事
態
の
言
語

化
に
お
い
て
、
日
本
語
と
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
で
は
自
動
詞
と
他
動

詞
の
使
用
の
差
が
よ
り
極
端
に
な
っ
て
い
ま
す
。
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー

語
で
は
非
意
図
的
事
態
を
他
動
詞
で
表
現
す
る
可
能
性
は
ほ
ぼ
皆

無
に
近
い
状
況
で
す
。
こ
の
結
果
か
ら
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
で
は
意

図
性
の
有
無
が
自
動
詞
／
他
動
詞
の
選
択
に
大
き
く
関
わ
っ
て
お

り
、
意
図
性
が
認
め
ら
れ
な
い
事
態
の
場
合
は
、
他
動
詞
の
使
用

が
厳
し
く
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
研
究
に
よ
っ

て
、
外
界
で
展
開
さ
れ
る
同
一
の
非
意
図
的
事
態
を
表
現
す
る
際
、

日
本
語
と
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
は
著
し
く
異
な
る
こ
と
が
浮
き
彫
り

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
違
い
は
外
界
の
捉
え
方
（
外
界
の
認
知
の

仕
方
）
の
違
い
に
由
来
す
る
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

４　

ま
と
め
、お
よ
び
今
後
の
課
題

　

こ
の
研
究
の
出
発
点
は
、
日
本
語
と
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
で
は
同

一
事
態
（
非
意
図
的
事
態
）
の
表
現
の
仕
方
に
違
い
が
見
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
映
像
刺
激
と
い
う
非
言
語
的
な
手
段
を
用

い
て
言
語
表
現
を
引
き
出
す
と
い
う
検
証
方
法
を
使
っ
て
も
両
言

語
間
に
違
い
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
し
た
。
こ
の
違
い

は
日
本
語
と
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
の
外
界
の
捉
え
方
（
外
界
の
認
知

の
仕
方
）
の
違
い
に
由
来
す
る
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

心
理
言
語
学
的
な
手
法
で
の
言
語
の
対
照
研
究
に
よ
っ
て
言
語

表
現
の
背
後
に
潜
ん
で
い
る
認
知
の
多
様
性
を
垣
間
見
る
こ
と
が

で
き
、
言
語
を
使
用
す
る
母
語
話
者
の
外
界
の
捉
え
方
自
体
が
異

な
る
可
能
性
が
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。
心
理
学
と
言
語
学
の

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
共
同
研
究
）
を
さ
ら
に
深
め
、
こ
の
可
能

表①　同一事象の説明・言語化における言語ごとの自動詞と他動詞の使用実態

グラフ①　同一事象の説明・言語化における言語ごとの自動詞と他動詞の使用実態

日本語 マラーティー語
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性
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
作
業
は
今
後
の
研
究
に

委
ね
る
こ
と
に
し
ま
す
。

謝　

辞

　

言
語
学
と
心
理
学
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
模
索
し
、
実
現
に

向
け
て
道
筋
を
作
っ
て
く
だ
さ
っ
た
西
光
義
弘
先
生
（
神
戸
大
学

名
誉
教
授
）、
唐
沢
穣
先
生
（
名
古
屋
大
学
）
お
よ
び
コ
メ
ン
ト

を
く
だ
さ
っ
た
ヤ
コ
ブ
セ
ン
先
生
（
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
）
に
深
く

感
謝
し
て
い
ま
す
。
本
研
究
は
パ
ル
デ
シ
・
吉
成（
二
〇
一
〇
）「
他

動
性
と
意
図
性
の
相
関
関
係
」（『
日
本
語
文
法
学
会
第
一
一
回
大
会
発

表
予
稿
集
』、七
五
～
八
三
）
の
成
果
の
一
部
を
紹
介
す
る
も
の
で
す
。

本
研
究
の
準
備
に
あ
た
っ
て
吉
成
祐
子
氏
（
岐
阜
大
学
）、
鄭
聖

汝
氏
（
大
阪
大
学
）、
菅
さ
や
か
氏
（
東
洋
大
学
）、
山
泉
実
氏
、

今
村
泰
也
氏
（
国
立
国
語
研
究
所
）
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。

記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。本
研
究
に
関
わ
る
実
験
調
査
は
、

科
学
研
究
費
補
助
金
、
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
ア
ジ
ア
諸
言
語
に
お

け
る
他
動
性
と
非
規
範
的
構
文
に
関
す
る
記
述
的
・
理
論
的
・
実

証
的
研
究
」（
課
題
番
号
二
一
五
二
〇
四
〇
〇
、
代
表
：
鄭
聖
汝
）
お
よ

び
国
立
国
語
研
究
所
の
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
述
語
構
造
の

意
味
範
疇
の
普
遍
性
と
多
様
性
」
の
支
援
を
受
け
て
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
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地図① アジアの諸言語

（『言語類型地理論』第4図〈『橋本萬太郎著作集』第1巻、内山書店、2000〉より）

橋
本
萬
太
郎「
言
語
類
型
地
理
論
」

　

今
回
の
私
に
与
え
ら
れ
た
任
務
は
橋
本
萬
太
郎
先
生
の
言
語
類

型
地
理
論
に
つ
い
て
お
話
し
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
、

他
の
方
々
と
は
異
な
り
、
私
の
今
日
の
お
話
は
学
説
史
的
な
も
の

で
、
私
自
身
の
研
究
の
紹
介
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
予
め
お
断

り
し
て
お
き
ま
す
。
な
お
、
今
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
の
お
話
を

文
字
化
す
る
に
当
た
り
、
改
め
て
色
々
手
を
入
れ
、
説
明
に
補
足

を
加
え
た
反
面
、
冊
子
や
当
日
配
布
の
補
充
資
料
の
中
で
言
及
で

き
な
か
っ
た
部
分
は
大
幅
に
カ
ッ
ト
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の

た
め
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
私
の
話
を
聞
い
て
下
さ
っ
た
方
の
中
に

は
こ
の
文
を
お
読
み
に
な
っ
て
、
異
な
る
印
象
を
お
持
ち
に
な
る

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
内
容
的
に
は
変
わ
り

あ
り
ま
せ
ん
。

　

橋
本
先
生
は
一
九
八
七
年
、
今
か
ら
二
〇
年
以
上
も
前
に
お
亡

く
な
り
に
な
っ
た
方
で
す
。
そ
ん
な
方
の
研
究
を
今
さ
ら
取
り
上

げ
る
意
義
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
、
疑
問
に
感
じ
る
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
私
の
知
る
限
り
、
松
本
克
己
先
生
を
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資料①　「人称代名詞一覧表」——シナ、チベット諸語の人称代名詞（独立代名詞／人称接辞）
　　　　（松本克己『世界言語のなかの日本語』三省堂、2007より、p.225）

除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
継
承
、
発
展
さ
せ
る
者
が
後
に
続
か
ず
、
現

在
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
す
の
で
、
そ
の
よ
う
な
疑
問
が

出
て
当
然
で
す
が
、
橋
本
先
生
の
提
唱
さ
れ
た
言
語
地
理
類
型
論

は
今
な
お
言
語
の
歴
史
を
解
明
す
る
上
で
、
有
効
で
す
。
特
に
中

国
語（
漢
族
の
言
語
の
こ
と
。厳
密
に
は
漢
語
と
呼
ぶ
べ
き
で
す
が
、

以
下
、
日
本
に
お
け
る
慣
例
に
従
っ
て
、
中
国
語
と
呼
ん
で
お
き

ま
す
）
の
生
成
、
発
展
を
理
解
す
る
上
で
は
最
も
可
能
性
の
あ
る

方
法
論
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
先
生
の
言
語
類
型
地
理
論
の

主
た
る
対
象
が
東
ア
ジ
ア
の
言
語
で
し
た
し
、
私
自
身
が
中
国
語

の
研
究
者
で
す
の
で
、
以
下
は
中
国
語
の
デ
ー
タ
を
中
心
に
お
話

し
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
言
語
グ
ル
ー
プ
の
名
称
や
分
布
状
況
に

つ
い
て
は
橋
本
先
生
が
作
成
な
さ
っ
た
「
ア
ジ
ア
の
諸
言
語
」（
地
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図
①
）
を
適
宜
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　

先
ず
中
国
語
の
抱
え
る
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ

う
。
言
語
の
歴
史
を
研
究
す
る
学
問
と
し
て
は
比
較
言
語
学
と

い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
生
物
進
化
の
系
統
樹
を
思
い
浮

か
べ
て
頂
け
れ
ば
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
言
語
も
ま
た
生
物
同
様

に
、
あ
る
祖
先
か
ら
時
間
の
流
れ
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
子
孫
が
生

ま
れ
、
進
化
し
つ
つ
増
え
て
い
く
と
い
っ
た
考
え
方
を
し
ま
す
。

そ
こ
で
は
、
対
象
と
な
る
同
系
統
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
言
語
、

方
言
の
同
源
語
彙
を
比
べ
て
、
よ
り
古
い
形
を
推
定
す
る
と
い
う

こ
と
が
行
わ
れ
ま
す
。
同
系
と
考
え
ら
れ
る
言
語
同
士
で
は
使

用
頻
度
の
高
い
い
わ
ゆ
る
基
礎
語
彙
と
い
わ
れ
る
も
の
を
取
り
上

げ
て
、
同
源
と
思
わ
れ
る
一
連
の
語
彙
を
並
べ
て
見
る
と
、
ど
こ

と
な
く
形
が
似
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
こ
に
現
わ
れ
る
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
の
す
べ
て
を
説
明
で
き
る
よ
う
な
形
で
祖
先
の
言
語
の
形

式
を
推
定
し
て
行
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
古
い
時
代
の
言
語

に
つ
い
て
解
明
す
る
の
で
す
。
そ
れ
で
は
中
国
語
を
他
の
言
語
と

比
べ
て
、
ど
ん
な
言
語
と
親
族
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
基

礎
語
彙
の
類
似
か
ら
、
チ
ベ
ッ
ト
語
や
ビ
ル
マ
語
に
近
い
と
言
え

ま
す
。
そ
れ
で
、
シ
ナ
・
チ
ベ
ッ
ト
語
族
と
い
う
大
言
語
グ
ル
ー

プ
の
一
員
と
い
う
ふ
う
に
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
資
料
①

の
松
本
克
己
先
生
の
作
成
さ
れ
た
「
人
称
代
名
詞
一
覧
表
」
の
「
シ

ナ
・
チ
ベ
ッ
ト
諸
語
の
人
称
代
名
詞
」
と
い
う
表
を
ご
参
照
下
さ

い
（
そ
こ
で
は
中
国
語
を
漢
語
と
し
て
お
り
ま
す
）。
こ
の
表
の

一
番
下
の
段
に
「
シ
ナ
・
チ
ベ
ッ
ト
祖
語
」
と
し
て * 

の
つ
い
た

形
式
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
お
気
づ
き
か
と
思
い
ま
す
。
シ
ナ
・

チ
ベ
ッ
ト
語
族
と
い
う
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
諸
言
語
の
元
々
の
形

式
は
大
体
、
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
だ
ろ
う
と
し
て
推
定
さ
れ
た
も
の

で
す
。
松
本
先
生
は
こ
の
よ
う
な
諸

言
語
の
実
例
と
祖
語
の
推
定
形
式

を
挙
げ
る
一
覧
表
を
ミ
ャ
オ
・
ヤ
オ

諸
語
（
二
三
〇
ペ
ー
ジ
）、
モ
ン
・
ク

メ
ー
ル
諸
語（
二
三
一
ペ
ー
ジ
）、タ
イ
・

カ
ダ
イ
諸
語
（
二
三
四
ペ
ー
ジ
）、
西

部
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
・
ポ
リ
ネ
シ

ア
諸
語
（
二
三
八
ペ
ー
ジ
）
な
ど
様
々

な
言
語
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
も
作
成

し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
れ
ら

を
全
部
挙
げ
る
と
、
一
目
瞭
然
、
用

い
ら
れ
て
い
る
記
号
の
類
似
の
程
度

か
ら
、
中
国
語
の
例
が
、
他
の
言
語

グ
ル
ー
プ
の
例
と
は
似
て
お
ら
ず
、

シ
ナ
・
チ
ベ
ッ
ト
語
族
と
い
う
グ

ル
ー
プ
に
属
す
る
諸
言
語
の
例
と
似

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
直
ち
に
ご
理

解
し
て
頂
け
ま
す
。
で
す
が
こ
の
小
文
で
は
紙
面
の
都
合
上
、
そ

れ
ら
の
表
を
全
部
そ
の
ま
ま
挙
げ
る
訳
に
は
行
き
ま
せ
ん
。
今
は

次
善
の
策
と
し
て
、
こ
こ
に
挙
が
っ
た
各
言
語
グ
ル
ー
プ
の
形
式

が
概
略
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
簡
単
に
ご
理
解
頂
く
た
め
に
、

そ
の
祖
語
の
推
定
形
式
だ
け
（
一
人
称
単
数
、
二
人
称
単
数
、
包

括
人
称
）、
各
表
か
ら
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
挙
げ
て
お
く
こ
と
に

し
ま
し
ょ
う
。
続
く
「
各
言
語
グ
ル
ー
プ
の
祖
語
形
式
」
と
い
う

資料①「人称代名詞一覧表」――各言語グループの祖語形式（同、pp.230,231,234,238）
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資料②　チベット・ビルマ系言語の類型的特徴

一
覧
表
が
そ
れ
で
す
。
こ
れ
だ
け
か
ら
で
も
、
中
国
語
の
例
が
こ

こ
に
挙
げ
た
言
語
グ
ル
ー
プ
の
形
式
と
は
全
然
違
っ
て
い
て
、
シ

ナ
・
チ
ベ
ッ
ト
語
族
と
い
う
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
諸
言
語
の
例
と

似
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
実
感
し
て
頂
け
る
は
ず
で
す
。
中
国
語

が
シ
ナ
・
チ
ベ
ッ
ト
語
族
と
い
う
グ
ル
ー
プ
に
入
る
と
い
う
従
来

の
学
界
の
主
張
に
特
に
違
和
感
を
お
感
じ
に
な
る
こ
と
は
な
い
で

し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
言
語
の
類
型
と
い
う
こ
と
で
申
し
ま
す
と
、
反
証

と
も
思
え
る
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
ま
す
。
資
料
②
を
ご
参
照
下

さ
い
。
そ
こ
に
チ
ベ
ッ
ト
語
と
ギ
ャ
ロ
ン
語
の
例
を
挙
げ
て
お
き

ま
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト
語
の
方
は
イ
ン
ド
系
の
チ
ベ
ッ
ト
文
字
の
表

記
を
ロ
ー
マ
ナ
イ
ズ
し
た
も
の
で
、
信
じ
難
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
こ
の
文
字
が
作
ら
れ
た
頃
に
は
実
際
に
こ
の
よ
う
な
発
音
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ギ
ャ
ロ
ン
語
の
方
は
、
長
野

泰
彦
先
生
の
ご
研
究
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例
文
を
そ
の
ま
ま
引
用

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
こ
ち
ら
の
ロ
ー
マ
字
表
記
も
実
際
の
発
音

を
忠
実
に
表
わ
し
て
い
る
も
の
と
お
考
え
下
さ
い
。
こ
れ
で
分
か

り
ま
す
よ
う
に
、
チ
ベ
ッ
ト
語
の
例
に
は
屈
折
語
的
な
特
徴
が
見

ら
れ
ま
す
し
、
そ
の
下
に
挙
げ
た
、
ギ
ャ
ロ
ン
語
の
例
な
ど
に
は

著
し
く
膠
着
語
的
な
性
格
が
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
さ
ら
に
付

け
加
え
ま
す
と
、
チ
ベ
ッ
ト
語
や
こ
れ
と
同
系
と
考
え
ら
れ
る
ビ

ル
マ
語
で
は
、
修
飾
語
が
形
容
詞
だ
と
被
修
飾
語
の
後
に
置
か
れ

ま
す
し
（「
白
い
馬
」
な
ら
「
白
い
」+

「
馬
」
で
は
な
く
、「
馬
」

+

「
白
い
」
の
順
）、
目
的
語
は
動
詞
の
前
に
置
か
れ
ま
す
（
つ
ま

り
Ｓ
Ｏ
Ｖ
）。
チ
ベ
ッ
ト
語
と
ビ
ル
マ
語
は
基
礎
語
彙
の
一
致
の

み
な
ら
ず
、
文
法
特
徴
も
よ
く
似
て
い
ま
す
の
で
、
シ
ナ
・
チ
ベ
ッ

ト
語
族
の
中
で
、
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
語
派
と
い
う
下
位
グ
ル
ー

プ
を
形
成
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
ギ
ャ
ロ
ン

語
も
こ
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
国
語
は
こ
れ
ら
と
は
別

の
下
位
グ
ル
ー
プ
に
な
り
ま
す
。
ど
の
言
語
に
も
、
音
韻
、
語
彙
、

文
法
と
い
う
階
層
が
あ
り
ま
す
が
、
一
般
に
そ
の
中
で
は
語
彙
が
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最
も
変
わ
り
易
く
、
文
法
が
最
も
変
わ
り
難
い
と
い
う
風
に
考
え

ら
れ
て
お
り
ま
す
。
で
は
安
定
し
て
い
る
は
ず
の
文
法
特
徴
の
面

で
大
き
な
違
い
の
あ
る
中
国
語
を
、
変
わ
り
易
い
は
ず
の
語
彙
が

似
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
チ
ベ
ッ
ト
語
や
ビ
ル
マ
語
と
同
じ
祖

先
に
端
を
発
す
る
と
考
え
る
こ
と
に
問
題
は
無
い
の
か
と
い
う
疑

問
が
湧
い
て
き
ま
す
が
、
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
は
、
従
来
余
り
問

題
に
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
恐
ら
く
、
と
に
か
く

先
ず
は
同
系
と
思
わ
れ
る
言
語
同
士
で
同
源
語
彙
を
比
較
す
る
こ

と
か
ら
始
め
る
と
い
う
、
比
較
言
語
学
の
研
究
の
作
業
手
順
が
関

係
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
に
真
っ
向
か
ら
取
り
組
ん
で
、
解
決
へ
の
道

を
切
り
開
い
た
の
が
橋
本
先
生
の
言
語
類
型
地
理
論
で
す
。
言
語

類
型
地
理
論
は
類
型
的
特
徴
の
地
理
的
分
布
情
況
か
ら
構
造
変
化

の
歴
史
的
推
移
を
探
る
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
基
本
的
考
え
は
資

料
③
を
ご
参
照
下
さ
い
。
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
言
語
の
系
統
関

係
を
超
え
た
類
似
の
形
成
を
説
明
す
る
の
に
、
そ
れ
ま
で
の
比
較

言
語
学
で
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
言
語
接
触

と
い
う
概
念
を
積
極
的
に
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
、
社
会
言

語
学
の
発
展
な
ど
に
よ
り
、
言
語
Ａ
と
言
語
Ｂ
が
接
触
し
て
Ａ
、

Ｂ
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
混
交
言
語
が
成
立
す
る
と
い
っ
た
事
例
も

色
々
報
告
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
大
き
い
と
思
い

ま
す
。
比
較
言
語
学
で
そ
も
そ
も
対
象
と
す
る
の
は
、
普
通
は
同

系
統
の
言
語
で
あ
っ
て
、
異
系
統
の
言
語
が
接
触
す
る
こ
と
で
で

き
る
こ
の
よ
う
な
混
交
言
語
は
眼
中
に
あ
り
ま
せ
ん
。
仮
に
元
の

言
語
Ａ
、
Ｂ
が
同
系
統
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
が
す
で
に

失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
、
こ
の
混
交
言
語
か
ら
そ
れ
ら
を

復
元
す
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
す
。
例
え
ば
英
語
は
ノ
ル
マ
ン
コ

ン
ク
エ
ス
ト
（
一
〇
六
六
）
の
お
蔭
で
、
支
配
者
の
話
す
フ
ラ
ン

ス
語
の
強
い
影
響
を
受
け
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
、
英
語
ど
ち
ら

の
言
語
に
も
格
変
化
、
性
な
ど
の
形
態
変
化
が
あ
っ
た
の
に
、
両

者
で
は
そ
の
変
化
の
あ
り
方
が
違
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
と
き
に
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資料④　ピジン・イングリッシュ中国語版 被
征
服
者
側
の
英
語
に
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
複
雑
な
格
、
性
な
ど
の

変
化
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

英
語
も
フ
ラ
ン
ス
語
も
同
じ
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
に
属
し
、

類
型
的
に
見
て
、
同
じ
屈
折
語
の
特
徴
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
こ

の
と
き
英
語
は
少
な
か
ら
ぬ
屈
折
語
的
特
徴
を
失
っ
て
、
一
種
の

混
交
言
語
に
変
質
し
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

英
語
か
ら
、
か
つ
て
の
格
、
性
に
関
す
る
変
化
を
詳
し
く
復
元
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
昔
の
状
態
を
記
録
す
る
古
代

文
献
か
ら
失
わ
れ
た
形
態
変
化
を
知
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
で
す

が
、
も
し
こ
の
よ
う
な
文
献
が
一
切
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
し
た
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ら
、
ノ
ル
マ
ン
コ
ン
ク
エ
ス
ト
の
影
響
を
免
れ
た
古
め
か
し
い
特

徴
を
保
持
す
る
方
言
が
ど
こ
か
に
現
存
し
て
い
な
い
限
り
、
今
の

英
語
の
方
言
を
比
較
す
る
こ
と
だ
け
か
ら
昔
の
英
語
を
復
元
す
る

こ
と
は
、
到
底
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
容
易
に
想
像
が
つ

く
こ
と
と
思
い
ま
す
。
比
較
言
語
学
で
は
子
孫
に
当
た
る
言
語
に

は
祖
先
の
言
語
の
特
徴
が
概
ね
反
映
し
て
い
る
は
ず
だ
と
想
定
し

て
い
ま
す
が
、
混
交
言
語
は
元
の
言
語
Ａ
、
Ｂ
が
そ
も
そ
も
同
系

言
語
と
は
限
ら
な
い
上
に
、
ど
ち
ら
の
特
徴
も
受
け
継
い
で
い
な

い
、
ど
ち
ら
に
も
無
い
特
徴
を
持
つ
と
い
っ
た
こ
と
も
生
じ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
乱
暴
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
混
交
言
語
は
比
較

言
語
学
に
と
っ
て
、
作
業
仮
説
と
相
容
れ
な
い
言
語
で
、
研
究
対

象
に
馴
染
ま
な
い
も
の
な
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
比
較
言
語
学
が

言
語
学
の
主
流
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
バ
ル
カ
ン
半
島
に
お
け
る

言
語
接
触
の
報
告
な
ど
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
例
が
あ
っ
た

に
も
拘
ら
ず
、
混
交
言
語
と
い
う
よ
う
な
概
念
に
対
し
て
は
懐
疑

的
、
否
定
的
な
雰
囲
気
が
強
か
っ
た
の
で
す
。

　

現
在
、
交
易
な
ど
の
目
的
で
、
異
な
る
言
語
を
母
語
と
す
る
者

同
士
の
間
で
媒
介
言
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
こ
の
よ
う
な

「
チ
ャ
ン
ポ
ン
の
言
語
」
の
こ
と
を
ピ
ジ
ンpidgin

語
と
総
称
し

て
い
ま
す
。「
ピ
ジ
ン
」
は
「
ビ
ジ
ネ
スbusiness

」
が
訛
っ
た

も
の
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
ピ
ジ
ン
語
は
刹
那
的

な
存
在
で
、
相
互
の
意
思
疎
通
の
必
要
が
無
く
な
れ
ば
消
失
し
て

し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
す
が
、
状
況
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
母
語
と

す
る
世
代
が
現
わ
れ
、
存
続
し
続
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ピ
ジ
ン
語
を
ク
レ
オ
ー
ル
語
と
総
称
し
、
両

者
を
区
別
し
ま
す
が
、
言
語
の
類
型
的
特
徴
と
い
う
点
で
は
ピ
ジ

ン
語
も
ク
レ
オ
ー
ル
語
も
同
じ
と
考
え
て
構
い
ま
せ
ん
の
で
、
以

下
で
は
ピ
ジ
ン
語
と
い
う
言
い
方
で
ク
レ
オ
ー
ル
語
も
含
め
る
こ

と
に
し
ま
す
。
面
白
い
こ
と
に
、
ど
の
よ
う
な
類
型
の
言
語
が

元
に
な
っ
た
か
を
問
わ
ず
、
ピ
ジ
ン
語
で
は
テ
ン
ス
、
性
、
格
と

い
っ
た
文
法
情
報
を
表
わ
す
手
段
が
失
わ
れ
、
ア
ス
ペ
ク
ト
と
い
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資料⑤　岡田英弘「ピジン起源説」

資料⑥　松本克己「クレオール説」

う
動
作
の
様
態
を
表
わ
す
情
報
が
発
達
す
る
と
い
う
共
通
し
た
類

型
的
特
徴
を
持
つ
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
具
体
的
な
例
と
し
て

中
国
に
か
つ
て
存
在
し
た
ピ
ジ
ン
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
（Pidgin 

English

）
の
例
を
資
料
④
と
し
て
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。
帝
国

主
義
列
強
が
中
国
か
ら
撤
退
し
た
後
に
は
消
滅
し

て
し
ま
っ
た
言
語
で
す
。
ま
と
も
な
考
察
の
対
象

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
当
時
中
国
に
滞
在
し
た
欧
米
人
が
面
白

が
っ
て
エ
ッ
セ
イ
や
旅
行
記
等
に
残
し
た
記
録
か

ら
そ
の
実
態
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
動

詞
の
テ
ン
ス
の
変
化
、
名
詞
の
数
の
変
化
、
代
名

詞
の
格
変
化
等
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
お
分
か

り
か
と
思
い
ま
す
。
実
は
わ
ざ
わ
ざ
ピ
ジ
ン
・
イ

ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
こ
う

い
っ
た
類
型
的
特
徴
は
正
則
的
中
国
語
そ
の
も
の

に
ピ
タ
リ
当
て
は
ま
り
ま
す
。
そ
こ
で
東
洋
史
学

者
の
岡
田
英
弘
先
生
は
、
種
々
の
歴
史
文
献
の
記

載
に
基
づ
き
、
中
国
語
は
ピ
ジ
ン
語
を
起
源
と
し

て
い
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
を
提
唱
さ
れ
ま
し

た
（
資
料
⑤
）。
そ
の
後
、
松
本
克
己
先
生
は
地

球
規
模
の
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
の
言
語
類
型
地
理
論

の
研
究
を
進
め
ら
れ
、
そ
こ
で
魅
力
的
な
仮
説

を
提
示
し
て
お
ら
れ
ま
す
（
資
料
⑥
）。
基
本
に

あ
る
の
は
、
一
つ
の
言
語
が
独
自
の
変
化
を
遂
げ

る
に
当
た
っ
て
は
、
文
法
は
変
化
し
難
い
け
れ
ど

も
、
異
な
る
言
語
の
接
触
に
よ
っ
て
混
交
言
語
が

生
じ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
は
、
基
本
的
な
語

彙
は
形
が
崩
れ
つ
つ
も
、
何
と
か
元
の
面
影
を
保
つ
の
に
対
し
、

文
法
面
で
は
大
き
な
変
化
が
現
わ
れ
る
と
い
う
認
識
で
す
。
確

か
に
岡
田
先
生
や
松
本
先
生
の
よ
う
な
考
え
方
で
、
先
の
疑
問
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を
う
ま
く
説
明
で
き
ま
す
が
、
私
に
は
な
お
一
つ
の
仮
説
で
あ
っ

て
、
証
明
さ
れ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
人
文
科
学
に
お
い
て
は
、
数
学
の
よ
う
な
厳
密
な
証
明

は
不
可
能
で
す
。
人
文
科
学
の
中
で
は
理
屈
に
う
る
さ
く
、
自
然

科
学
に
近
い
な
ど
と
言
わ
れ
る
言
語
学
も
ま
た
例
外
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
こ
で
の
お
話
に
即
し
て
言
え
ば
、
言
語
の
歴
史
を
人
為

的
に
繰
り
返
し
て
検
証
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
不
可
能
な
の

で
す
か
ら
。
そ
こ
で
、
す
べ
て
の
事
実
が
よ
り
シ
ン
プ
ル
な
仮
説

で
破
綻
無
く
説
明
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
仮
説
以
外

の
解
釈
が
想
定
で
き
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
説
明
力
の
強
さ
を
以
て

証
明
の
代
わ
り
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
松
本
先
生
の

ご
研
究
は
そ
れ
を
目
指
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
敢

え
て
偉
そ
う
な
物
言
い
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
と
、
私
に
は
論
拠
と

し
て
示
さ
れ
た
類
型
的
特
徴
と
「
仮
説
」
を
結
ぶ
論
理
展
開
に
は
、

な
お
他
の
解
釈
の
余
地
も
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で

す
。
橋
本
先
生
も
本
音
の
と
こ
ろ
で
は
こ
の
お
二
人
の
先
生
と
同

じ
よ
う
な
お
考
え
を
持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と

思
う
の
で
す
が
、
先
生
が
こ
の
方
面
の
ご
論
考
を
発
表
さ
れ
た
頃

に
は
ま
だ
東
ア
ジ
ア
の
諸
言
語
の
具
体
的
な
デ
ー
タ
は
極
め
て
貧

弱
で
し
た
。
そ
う
い
っ
た
時
代
的
制
約
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も

確
か
に
影
響
し
て
い
る
で
し
ょ
う
が
、
先
生
は
終
始
、
具
体
的
な

言
語
デ
ー
タ
を
抽
象
化
せ
ず
、
そ
れ
に
即
し
て
分
析
、
考
察
を
進

め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
恐
ら
く
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
で
も
い

ら
し
た
橋
本
先
生
の
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
の
表
わ
れ
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
私
は
思
う
の
で
す
。
時
間
的
、
空
間
的
ス
ケ
ー
ル
が
大

き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
言
語
デ
ー
タ
の
抽
象
化
の
度
合
い
を
大

き
く
し
な
け
れ
ば
、
一
枚
の
地
図
に
す
べ
て
を
収
め
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
抽
象
化
の
度
合
い
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ

ど
、
地
図
か
ら
読
み
取
れ
る
解
釈
は
ど
う
し
て
も
只
一
つ
で
は
な

く
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
ど
の
よ
う
に
抽
象
化
す
る
の
か
と

い
っ
た
点
に
つ
い
て
も
、
予
断
が
先
に
立
つ
虞
、
つ
ま
り
解
釈
の

恣
意
性
が
入
り
込
ん
で
し
ま
う
虞
が
無
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
す
。

こ
れ
は
同
様
に
地
図
を
用
い
て
歴
史
的
考
察
を
行
う
言
語
地
理
学

に
も
付
き
纏
う
問
題
で
す
。
ご
本
人
に
尋
ね
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
最
早
確
か
め
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
、
橋
本
先

生
は
そ
の
よ
う
な
地
図
の
解
釈
に
現
わ
れ
る
曖
昧
性
を
嫌
っ
た
の

で
は
な
い
か
、
そ
し
て
類
型
的
特
徴
が
何
故
、
そ
し
て
ど
の
よ
う

に
「
変
質
」
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
考
察
の
重
点
を
置
い
て
お
ら

れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
て
い
ま
す
。
橋
本
先
生
の
い
わ

ば
「
ミ
ク
ロ
の
言
語
類
型
地
理
論
」
は
そ
の
よ
う
な
訳
で
、
具
体

的
な
言
語
特
徴
を
分
析
す
る
手
法
と
し
て
、
今
な
お
参
考
に
す
べ

き
と
こ
ろ
が
多
い
と
私
は
考
え
ま
す
。

　

資
料
③
で
お
示
し
し
た
橋
本
先
生
の
ご
指
摘
で
、
最
も
分
か

り
易
い
の
は
そ
こ
に
挙
げ
た
、
南
北
に
か
け
て
見
ら
れ
る
声
調
の

総
数
の
推
移
と
そ
れ
か
ら
音
節
末
子
音
の
総
数
の
推
移
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
中
国
北
方
に
は
「
ア
ル
タ
イ
諸
語
」
と
呼
ば
れ

る
チ
ュ
ル
ク
語
（
ト
ル
コ
共
和
国
の
公
用
語
で
あ
る
ト
ル
コ
語
及

び
こ
れ
と
同
系
で
あ
る
中
央
ア
ジ
ア
に
分
布
す
る
言
語
の
総
称
）、

モ
ン
ゴ
ル
語
、
ツ
ン
グ
ー
ス
語
（
満
州
語
な
ど
）
を
含
む
言
語
群

が
分
布
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
声
調
を
持
た
ず
、
膠
着
語
的

特
徴
を
有
し
、
語
順
は
Ｓ
Ｏ
Ｖ
型
で
、
日
本
語
と
同
じ
語
順
で
単

語
が
並
び
ま
す
。
で
す
か
ら
日
本
語
、
朝
鮮
語
を
こ
の
グ
ル
ー
プ
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に
含
め
る
考
え
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
言
語
の
類
型
的
特
徴
に

つ
い
て
は
日
本
語
を
例
に
類
推
す
れ
ば
大
体
当
て
は
ま
り
ま
す
の

で
、
イ
メ
ー
ジ
は
掴
み
易
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
南
に
は
声

調
が
あ
っ
て
、
孤
立
語
的
特
徴
を
有
し
、
Ｓ
Ｏ
Ｖ
型
の
「
タ
イ
・

カ
ダ
イ
諸
語
」
が
分
布
し
ま
す
。
橋
本
先
生
は
「
南
ア
ジ
ア
諸
語
」

と
呼
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
（「
ア
ジ
ア
の
諸
言
語
」〈
地

図
①
〉
参
照
）、
実
際
に
想
定
し
て
お
ら
れ
た
言
語
は
い
わ
ゆ
る

「
オ
ー
ス
ト
ロ
ア
ジ
ア
語
族
」
で
は
な
く
、
タ
イ
国
の
公
用
語
や

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
の
公
用
語
、
そ
し
て
中
国
領
土
内
に
分

布
す
る
こ
れ
と
同
系
の
言
語
を
含
む
グ
ル
ー
プ
と
考
え
ら
れ
ま
す

の
で
、「
南
ア
ジ
ア
諸
語
」
と
い
う
紛
ら
わ
し
い
言
い
方
は
止
め
て
、

「
タ
イ
・
カ
ダ
イ
諸
語
」
と
い
う
ふ
う
に
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。

　

橋
本
先
生
に
よ
れ
ば
、
中
国
語
は
南
の
声
調
言
語
で
あ
る
「
タ

イ
・
カ
ダ
イ
諸
語
」
と
北
の
声
調
を
持
た
な
い
「
ア
ル
タ
イ
諸
語
」

の
間
に
あ
っ
て
、「
タ
イ
・
カ
ダ
イ
諸
語
」
に
近
い
南
の
方
言
ほ

ど
声
調
の
数
が
多
く
、
ま
た
母
音
の
長
短
の
別
と
い
っ
た
タ
イ
語

と
同
じ
特
徴
を
有
し
て
い
る
が
、
北
へ
行
け
ば
行
く
ほ
ど
、
つ
ま

り
「
ア
ル
タ
イ
諸
語
」
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
、
声
調
の
数
が

少
な
く
な
る
と
言
え
ま
す
。
ま
た
資
料
③
の
引
用
に
は
言
及
が
あ

り
ま
せ
ん
が
、
音
節
末
の
子
音
の
数
と
い
っ
た
点
で
も
、
南
の
方

言
で
はm

,n,ŋ
;p,t,k

の
六
種
あ
る
の
に
、
長
江
辺
り
の
方
言
だ

と
、n,ŋ

;ʔ 

の
三
種
、
更
に
北
に
行
く
と
、n,ŋ 

の
二
種
と
い
っ

た
よ
う
に
漸
減
す
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
他

で
指
摘
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
以
下
に
橋
本
先
生
の
言
語
類
型
地
理
論
の
分
析
例

を
い
く
つ
か
ご
紹
介
す
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

橋
本
先
生
の
分
析
例　
　

１
、沖
縄
方
言
の
三
項
対
立
（
資
料
⑦
）

　

音
声
学
で
は
音
を
上
顎
と
下
顎
の
ど
の
部
分
を
狭
め
た
り
、

く
っ
つ
け
た
り
し
て
発
す
る
か
で
規
定
し
ま
す
。
こ
れ
を
調
音
点

と
言
い
ま
す
。
今
度
は
、
同
じ
と
こ
ろ
を
使
っ
て
発
す
る
音
声
は

何
種
類
あ
る
か
と
考
え
ま
す
と
、
日
本
語
で
は
例
え
ば
上
顎
の
歯

茎
の
裏
側
あ
た
り
と
舌
先
と
を
く
っ
つ
け
て
発
す
る
音
に
は
１.t

、

２.d

、
３.n

の
三
種
類
が
あ
り
ま
す
。
順
に
１.

無
声
音
（
国
語

学
で
い
う
「
清
音
」）、
２.

有
声
音
（
国
語
学
で
い
う
「
濁
音
」）、

３.

鼻
音
で
す
。
１.

声
帯
が
振
動
し
な
い
、
２.

声
帯
が
振
動
す

る
、
３.

声
帯
が
振
動
し
、
か
つ
肺
か
ら
の
呼
気
が
鼻
腔
に
抜
け

る
、
と
い
っ
た
違
い
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
発
音
の
仕
方
の

違
い
を
調
音
方
法
と
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
同
じ
調
音
点
の
子
音

を
調
音
方
法
で
分
類
す
れ
ば
三
種
類
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
の
う
ち
鼻
音
は
普
通
、
除
外
し
て
考
え
る
の
で
、
そ
う

す
る
と
残
り
は
二
種
類
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
二

項
対
立
」
と
言
い
ま
す
。
唇
を
使
っ
た
発
音
で
もp,b

の
二
種

類
、
奥
の
方
を
く
っ
つ
け
る
発
音
で
もk,g

の
二
種
類
で
、
調
音

点
が
違
っ
て
も
、
二
項
対
立
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
ま
す
。
一

方
、中
国
語
は
と
い
う
と
、普
通
話
と
呼
ば
れ
る
公
用
語
で
あ
れ
ば
、

p,p
h

;t,t h;k,k
h

;

…
…
の
よ
う
に
前
者
が
無
声
無
気
音
（
息
漏

れ
を
伴
わ
な
い
タ
イ
プ
の
子
音
）、
後
者
が
無
声
有
気
音
（
息
漏
れ

を
伴
う
タ
イ
プ
の
子
音
）
と
挙
が
っ
て
い
る
要
素
は
違
い
ま
す
が
、

や
は
り
二
項
対
立
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況

下
で
、
日
本
語
の
中
で
は
沖
縄
、
そ
れ
も
最
西
南
端
の
方
言
だ
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資料⑦　沖縄方言の3項対立

地図②　３項対立の地理的ひろがり
　　　（橋本萬太郎『現代博言学』第55図〈大修館書店、1981〉p.350より）

…
…
の
よ
う
に
三
項
対
立
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
地
図
②
の「
三

項
対
立
の
地
理
的
ひ
ろ
が
り
」
を
ご
覧
下
さ
い
。
長
江
下
流
の
呉

語
と
や
や
離
れ
て
西
に
分
布
す
る
湘
語
は
元
々
連
続
し
て
分
布
す

る
一
つ
の
方
言
域
で
あ
っ
た
が
、
客
家
の
南
下
で
分
断
さ
れ
た
と

い
う
よ
う
な
こ
と
も
仰
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
詳

し
く
は
紹
介
い
た
し
ま
せ
ん
。
中
国
と
沖
縄
の
交
渉
の
歴
史
も
踏

ま
え
た
上
で
、
沖
縄
方
言
の
三
項
対
立
は
、
中
国
の
長
江
下
流
地

域
の
三
項
対
立
を
持
つ
方
言
の
話
者
が
沖
縄
に
移
住
し
、
日
本
語

を
習
得
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
成
立
し
た
の

で
は
な
い
か
と
結
論
づ
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

け
に
はp,p

h,b
;t,t h,d

;k,k
h,g

;

…
…
の
よ
う
な
三
項
対
立

が
見
ら
れ
る
と
い
う
の
で
す
（
柴
田
武
先
生
の
研
究
に
基
づ
く
）。

こ
れ
は
何
故
な
の
か
。
中
国
語
の
方
言
を
見
ま
す
と
、
実
は
沖
縄

に
近
い
長
江
下
流
地
域
の
方
言
で
も
、p,p

h,b
;t,t h,d

;k,k
h,g ;



43 講演 4ーー 言語類型の推移に関わる現象

資料⑧　中国語方言のテンス／アスペクト

資料⑨　北方語（ペキン語）のテンス表現の痕跡

２
、中
国
語
の
テ
ン
ス
と
ア
ス
ペ
ク
ト

　

英
語
を
習
っ
た
と
き
に
、
テ
ン
ス
（
時
制
）
と
い
う
こ
と
ば
を

耳
に
し
た
こ
と
が
お
あ
り
か
と
思
い
ま
す
。
発
話
の
時
点
を
現
在

と
し
て
、
過
去
、
未
来
の
こ
と
を
述
べ
る
と
き
に
動
詞
の
形
が
変

わ
る
よ
う
な
現
象
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
現
在
完
了
と
か
未
来
完

了
、
過
去
完
了
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
も
お
聞
き
に
な
っ
た
こ
と

が
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
言
う
「
完
了
」
は
動
詞
が
表
わ
す
動

作
が
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
情
報
を
表
わ
す
も
の
で
、
動
作

の
様
態
に
つ
い
て
の
情
報
の
一
種
で
、
こ
れ
を
ア
ス
ペ
ク
ト
と
総

称
し
て
い
ま
す
。
ア
ス
ペ
ク
ト
に
は
こ
の
他
、持
続
、経
験
と
い
っ

た
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
中
国
語
で
す
と
、
例
え
ば
、
動
詞
に
接

続
す
る
「
了le

」（
完
了
）、「
着zhe

」（
持
続
）、「
過guo

」（
経
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資料⑩　タイ・カダイ諸語のテンス／アスペクト （『現代博言学』第2章より、pp.115 -116）

験
）
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
り
ま
す
（
ロ
ー
マ
字
は
ピ
ン
イ
ン
と
呼

ば
れ
る
表
記
法
）。
今
、
テ
ン
ス
と
ア
ス
ペ
ク
ト
の
違
い
を
英
語

で
表
現
す
れ
ば
、

●  

過
去　

D
id he go to school ?

●  

完
了　

H
as he gone to school ?

と
い
う
ふ
う
に
言
い
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
北
方
中
国
語
で

は
こ
の
違
い
を
表
わ
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
客ハ

ッ
カ家

語
（
例
は
梅
県
方
言
）、閩び

ん

語
（
例
は
ス
ワ
ト
ウ
方
言
）、粤え

つ

語
（
例

は
カ
ン
ト
ン
方
言
）
と
い
っ
た
南
方
方
言
で
す
と
、
ち
ゃ
ん
と
区

別
で
き
る
の
で
す
（
資
料
⑧
参
照
）。
こ
こ
で
、
区
別
の
あ
る
方

言
に
お
い
て
は
、

●  

過
去
：
動
詞
に
た
い
す
る
前
置
成
分
。

            

喉
音
系
の
頭
子
音
を
持
つ
。

●  

完
了
：
動
詞
に
た
い
す
る
後
置
成
分
。

            

歯
音
系
の
頭
子
音
を
持
つ
。

と
い
う
共
通
点
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上

で
、
今
、
北
方
語
の
例
と
し
て
資
料
⑨
の
北ペ

キ
ン京

語
を
見
て
頂
く
と
、

興
味
深
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
北

方
中
国
語
で
は
過
去
（
テ
ン
ス
）
と
完
了
（
ア
ス
ペ
ク
ト
）
の
区

別
が
で
き
ず
に
、「
去
了
」
と
し
か
言
え
な
い
の
で
す
が
、
否
定

文
で
は
「
不
去
了
／
没
去
了
」
で
は
な
く
、「
没
有
去
」、
反
復
疑

問
文
で
は
「
去
不
去
了
／
去
没
去
了
」（＜

「
去
（
了
）
不
去
了

／
去
（
了
）
没
去
了
」）
で
は
な
く
、「
去
了
没
有
？
」（＜

「
去

了
没
有
（
去
）
？
」）
も
し
く
は
「
有
没
有
去
？
」（＜

「
有
（
去
）

没
有
去
？
」）
と
な
り
、「
去
了
」
が
「
有
去
」
に
取
り
換
え
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
中
国
語
を
習
っ
た
こ
と

の
あ
る
方
な
ら
よ
く
ご
存
じ
の
は
ず
で
す
ね
。
そ
こ
で
、
か
つ
て

は
北
方
中
国
語
も
現
在
の
南
方
方
言
同
様
に
、
過
去「
有
去
」：

完
了
「
去
了
」
と
い
っ
た
違
い
が
あ
っ
た
が
、
両
者
を
区
別
し
な

い
ア
ル
タ
イ
諸
語
の
影
響
を
受
け
た
結
果
、
両
者
の
違
い
を
失
っ

て
「
去
了
」
と
し
か
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
否
定

形
や
反
復
疑
問
形
に
お
い
て
は
そ
れ
が
痕
跡
的
に
残
っ
て
い
る
の

だ
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
「
去
了
」
と
し
か
言
え
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
も
、
ア
ル
タ
イ
諸
語
の
動
詞
接
辞
が
後
置
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
と
お
考
え
で
す
。「
有
」
は
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地図③　中国大陸の「かわ」 （『現代博言学』第57図、p.371より）

今
の
北
京
語
で
は
イ
オ
ウ
ま
た
は
ヨ
ウ
の
よ
う
な
発
音
で
す
が
、

か
つ
て
喉
音
の
頭
子
音
を
持
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
こ
の
点
で
も

南
方
方
言
の
特
徴
と
一
致
し
て
い
ま
す
。
付
け
加
え
る
な
ら
、
資

料
⑧
で
挙
げ
た
南
方
方
言
の
特
徴
は
資
料
⑩
の
タ
イ
・
カ
ダ
イ
諸

語
に
属
す
る
言
語
と
一
致
し
て
い
る
の
で
す
（
但
し
過
去
の
マ
ー

カ
ー
の
音
声
形
式
は
一
致
せ
ず
）。
要
す
る
に
、
南
方
で
は
ア
ス

ペ
ク
ト
と
テ
ン
ス
が
区
別
さ
れ
て
い
る
の
に
、
北
方
で
は
そ
れ
が

合
一
し
て
い
る
の
は
、
北
方
の
「
中
国
語
」
が
ア
ル
タ
イ
諸
族
の
、

黄
河
下
流
域
を
中
心
と
し
た
い
わ
ゆ
る
中
原
地
方
へ
の
侵
入
の
結

果
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
。

３
、川
の
名
の
南
北
対
立

　

こ
れ
は
橋
本
先
生
お
一
人
の
研
究
で
は
な
く
、
Ｊ
・
ノ
ー
マ
ン

（N
orm

an

）、
梅
祖
麟
と
い
う
二
人
の
研
究
者
と
の
共
同
研
究
で

分
か
っ
た
こ
と
で
す
。
日
本
語
だ
と
川
の
名
前
は
「
信
濃
川
」
と

か
「
石
狩
川
」
と
か
、「
～
川
」
と
い
う
形
で
し
か
出
て
き
ま
せ

ん
。
中
国
の
河
川
名
は
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
少
し
は
多
様
性
が
あ

り
、「
～
水
」
と
か
「
～
渓
」
と
か
い
う
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま

す
が
、
全
国
的
に
見
て
、
圧
倒
的
多
数
は
「
～
河
」
か
「
～
江
」

で
し
ょ
う
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、北
の
黄
河
と
南
の
長
江
（
揚

子
江
）
が
真
っ
先
に
挙
が
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、「
河
」
と
「
江
」

は
意
味
的
に
ど
う
違
う
の
か
と
い
う
と
、
実
は
辞
書
を
引
い
て
み

て
も
良
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
全
国
の
河
川
名
を
地
図
で

確
認
し
て
み
る
と
、
面
白
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
お
お
む
ね
長

江
を
中
心
に
し
て
、
北
で
は
ほ
と
ん
ど
全
部
「
～
河
」
で
あ
る
の

に
対
し
、南
で
は
ほ
と
ん
ど
が「
～
江
」で
現
わ
れ
る
の
で
す
。「
中

国
大
陸
の
「
か
わ
」」（
地
図
③
）
を
参
照
。

　

そ
こ
で
、「
江
」
は
中
国
大
陸
の
南
半
分
に
い
た
民
族
が
話
し

て
い
た
言
葉
、「
河
」
の
方
は
北
半
分
に
い
た
民
族
が
話
し
て
い

た
言
葉
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
、
も
っ
と
具
体
的
に
言
え

ば
、「
江
」
は
、
現
在
の
雲
南
や
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
で
話
さ
れ
て
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今
で
は
カ
タ
カ
ナ
表
記
す
れ
ば
「
チ
ア
ン
」
と
い
う
よ
う
な
発
音

で
す
が
、
こ
れ
も
近
年
の
研
究
で
は
、
古
代
中
国
語
で
は
「
ク
ロ

ン
」
の
よ
う
な
発
音
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お

り
、
や
は
り
南
の
諸
言
語
に
見
ら
れ
る
「
川
（
か
わ
）」
を
意
味

す
る
語
の
発
音
と
と
て
も
よ
く
似
て
い
る
の
で
す
。

　

橋
本
先
生
の
ご
指
摘
が
単
な
る
偶
然
の
一
致
と
い
う
の
で
は
な

く
、
中
国
語
音
韻
史
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
周
到
に
理
論
武

装
し
た
上
で
、
そ
こ
に
は
必
然
が
あ
る
の
だ
と
主
張
し
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
こ
と
を
理
解
し
て
頂
け
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。

可
能
性
に
満
ち
た
学
問

　

実
は
冒
頭
で
、
橋
本
先
生
の
研
究
に
は
後
継
者
が
ほ
と
ん
ど

い
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
申
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
決
し
て

橋
本
先
生
の
研
究
に
価
値
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

は
な
く
、
一
人
の
人
間
が
同
時
に
、
一
般
言
語
学
の
広
い
知
識
と

多
く
の
言
語
の
歴
史
に
関
す
る
深
い
知
識
を
持
ち
、
様
々
な
具
体

的
言
語
デ
ー
タ
を
精
確
に
分
析
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
希
有
な
こ

と
だ
か
ら
で
す
。
例
え
ば
中
国
語
研
究
者
は
世
界
に
た
く
さ
ん
い

ま
す
が
、
そ
の
中
で
中
国
語
史
を
深
く
理
解
し
て
い
る
人
間
は
ど

れ
だ
け
い
る
か
、
一
般
言
語
学
を
ち
ゃ
ん
と
マ
ス
タ
ー
し
て
い
る

人
間
は
ど
れ
だ
け
い
る
か
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
や
っ
た
こ
と

の
あ
る
人
間
は
ど
れ
だ
け
い
る
か
、
さ
ら
に
は
チ
ベ
ッ
ト
語
や
タ

イ
語
、
朝
鮮
語
も
知
っ
て
い
る
人
間
は
、
と
問
う
て
行
く
と
、
す

べ
て
を
兼
ね
備
え
た
人
は
ご
く
僅
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

う
。
こ
れ
は
言
語
学
者
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
経
験
が
あ
っ
て
、

資料⑪　アルタイ諸語、タイ・カダイ諸語の川を表わす語

い
る
言
語
か
ら
き
た
言

葉
、「
河
」
は
北
の
モ
ン

ゴ
ル
語
の
よ
う
な
言
語
に

由
来
す
る
言
葉
な
の
で
は

な
い
か
と
い
う
の
で
す
。

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
言

語
で
、「
川
（
か
わ
）」
を

実
際
に
ど
う
呼
ん
で
い
る

か
、
資
料
⑪
を
ご
参
照
く

だ
さ
い
。
北
の
方
は
モ
ン

ゴ
ル
語
の
例
し
か
挙
が
っ

て
お
り
ま
せ
ん
。「
黄
河
」

が
「
黄
河
」
と
名
づ
け
ら

れ
た
頃
の
そ
の
元
と
な
っ

た
言
語
の
「
川
（
か
わ
）」

を
表
わ
す
語
が
こ
の
現
代

モ
ン
ゴ
ル
語
の
発
音
と
同

じ
で
あ
っ
た
と
は
限
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
興
味
深
い

こ
と
に
、
古
代
中
国
語

の
「
河
」
と
い
う
字
の
推

定
音
価
は
現
在
の
北
京
語

の
発
音
（「
ホ
ー
」
と
も

「
フ
ー
」
と
も
「
ヘ
ー
」
と
も
つ
か
な
い
よ
う
な
音
で
、
カ
タ
カ

ナ
で
は
う
ま
く
表
記
で
き
ま
せ
ん
）
以
上
に
、
こ
の
現
代
モ
ン
ゴ

ル
語
の
発
音
に
近
い
の
で
す
。
そ
し
て
南
の
「
江
」
に
し
て
も
、
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中
国
語
を
理
解
し
て
い
て
、
…
…
と
い
う
ふ
う
に
順
番
を
変
え
て

問
う
て
も
同
じ
こ
と
で
す
。

　

ま
た
何
と
も
非
科
学
的
な
物
言
い
で
恐
縮
で
す
が
、
言
語
デ
ー

タ
は
文
献
か
ら
も
知
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
そ
の
言
語
に
つ
い

て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
で
、
見

る
目
が
違
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の

経
験
の
無
い
人
間
に
は
生
の
言
語
デ
ー
タ
の
精
確
な
分
析
は
で
き

な
い
な
ど
と
言
う
つ
も
り
は
毛
頭
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
分
で
生
の

言
語
、
方
言
を
調
査
し
て
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
に
つ
い
て

自
分
な
り
に
纏
め
て
行
く
な
か
で
、
そ
の
言
語
、
方
言
に
対
す
る

精
確
な
認
識
が
培
わ
れ
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
は
鍛
え
ら
れ
て

行
く
も
の
で
す
。
橋
本
先
生
の
言
語
類
型
地
理
論
に
見
ら
れ
る
確

か
な
分
析
を
支
え
て
い
た
の
は
、
正
に
こ
の
方
面
の
豊
富
な
ご
経

験
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
学
問
は
成
熟
に
向
か
う
と
細
分
化
す

る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
細
分
化
し
た
分
野
で
は
よ
り
精
緻

な
分
析
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
で
す
が
、
そ
の
行
き
着

く
先
が
素
晴
ら
し
い
も
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
す
。
方
法
論
の
完

成
と
は
、
同
じ
デ
ー
タ
を
扱
え
ば
誰
も
が
同
じ
結
論
に
辿
り
着
く

こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
同
時
に
研
究
者

の
没
個
性
化
の
完
成
を
も
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
そ

の
よ
う
な
完
成
さ
れ
た
学
問
に
は
最
早
い
か
な
る
デ
ー
タ
を
扱
う

か
と
い
う
着
眼
点
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
し
か
研
究
者
の
個
性
を
発
揮
す

る
余
地
は
無
く
、
方
法
論
を
自
ら
構
築
す
る
と
い
う
よ
う
な
知
的

醍
醐
味
は
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
プ
リ
ミ

テ
ィ
ヴ
な
何
で
も
ご
ざ
れ
の
研
究
は
知
の
巨
人
と
言
わ
れ
る
よ
う

な
人
に
し
か
出
来
な
い
も
の
だ
と
思
い
が
ち
で
す
が
、
怯
ま
ず
に

そ
れ
を
追
求
す
る
こ
と
が
真
の
研
究
者
と
し
て
の
存
在
証
明
に
繋

が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
橋
本
先
生
の
言
語
類
型
地
理

論
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
正
に
可
能
性
に
満
ち
た
学
問
で
す
。

橋
本
先
生
は
常
々
、
言
語
の
研
究
に
お
い
て
、「
何
故
」
と
い
う

問
い
か
け
が
大
事
で
あ
る
と
、
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ

と
は
比
較
言
語
学
で
は
「
ど
の
よ
う
に
」
変
化
し
た
か
を
説
明

す
る
の
が
大
事
で
、「
何
故
」
そ
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
と
い

う
問
い
か
け
は
無
意
味
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
意
味
深
長
で
す
。
知
的
営
為
に
お
い
て
は
「
何
故
」
と
い
う

問
い
か
け
こ
そ
が
最
も
大
き
な
「
個
」
の
思
索
の
推
進
力
に
な
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

言
語
地
理
学
や
言
語
類
型
地
理
論

は
そ
の
「
何
故
」
と
い
う
問
い
か
け
が
大
い
に
意
味
を
持
つ
学
問

分
野
で
す
。
そ
う
い
っ
た
点
か
ら
も
、
今
回
ご
紹
介
し
た
言
語
類

型
地
理
論
は
魅
力
的
な
学
問
で
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
確
か
に

誰
も
が
橋
本
先
生
の
よ
う
な
資
質
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
訳
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
が
大
変
問
題
な
の
で
す
が
、
自
分
自
身
に
こ

の
学
問
に
従
事
す
る
能
力
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
取
り

敢
え
ず
不
問
に
し
て
、
こ
の
よ
う
に
申
し
上
げ
て
、
私
の
お
話
を

終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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言
語
と
し
て
の
手
話
を

考
え
る
と
い
う
こ
と

　

国
連
で
「
障
害
者
の
権
利
条
約
（
U
N
C
R
P
D
）」
と
い
う
新

し
い
条
約
が
二
〇
〇
八
年
に
発
効
し
て
い
ま
す
。
こ
の
条
約
で
は

国
連
の
条
約
と
し
て
は
初
め
て
手
話
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
、
第

二
条
の
定
義
の
章
で
「「
言
語
」
と
は
、
音
声
言
語
お
よ
び
手
話

そ
の
他
の
形
態
の
非
音
声
言
語
を
言
う
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
一

方
で
、
同
じ
国
連
が
こ
の
年
に
宣
言
し
た
多
様
性
の
中
の
統
一
、

世
界
的
な
相
互
理
解
を
推
進
す
る
た
め
に
宣
言
し
た
「
国
際
言

語
年
」
で
は
音
声
言
語
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
齟
齬
が

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
言
語
な
の
に
時
と
し
て
忘
れ

ら
れ
た
り
、
無
視
さ
れ
た
り
し
て
き
た
歴
史
を
持
つ
手
話
、
こ
の

手
話
と
い
う
言
語
は
、
ど
の
よ
う
な
言
語
な
の
で
し
ょ
う
か
。
今

回
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。　

　

言
語
と
は
音
声
言
語
の
持
つ
特
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う

人
間
の
誤
っ
た
思
い
込
み
か
ら
、
手
話
は
長
ら
く
誤
解
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
手
話
に
対
し
て
音
声
言
語
が
培
っ
て
き
た
方
法
論
、
つ

ま
り
言
語
学
の
研
究
が
当
て
は
め
ら
れ
る
こ
と
を
画
期
的
な
仕
方

で
示
し
た
の
が
、
一
九
六
〇
年
の
米
国
の
W
・
C
・
ス
ト
ー
キ
ー

の
研
究
『
手
話
の
構
造
―
―
ア
メ
リ
カ
ろ
う
者
の
視
覚
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
概
要
』
の
出
版
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
研
究
に
よ
り
、
手
話
の
言
語
学
的
な
分
析
が
始
ま
り
ま

し
た
。
そ
れ
ま
で
は
手
話
は
、
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
と
同
じ
も
の
と
み

な
さ
れ
、
ま
た
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
語
（
サ
イ
ン
）
が
主
た
る
分
析

単
位
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
研
究
が
手
話
の
音
韻
構
造
を
示

し
た
こ
と
で
、
手
話
に
も
二
重
分
節
、
つ
ま
り
語
よ
り
も
小
さ
い

言
語
的
な
単
位
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
嚆
矢
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
米
国
の
言
語
学
で
は
影
響
力
の
大
き
い
М
Ｉ
Ｔ
（
マ

サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
）
の
N
・
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
が
手
話
に

も
関
心
を
示
し
た
こ
と
も
あ
り
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
門
下
生
を
初

め
と
し
て
手
話
の
研
究
は
米
国
の
言
語
学
研
究
の
主
流
に
組
み

講演 5ーー 手話の多様性
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入
れ
ら
れ
始
め
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
米
国
言
語
学
会
の
会
長

等
も
そ
の
言
語
学
を
語
る
際
に
は
、
ジ
ャ
ッ
ケ
ン
ド
フ
の
著
作

（Jackendoff 1994

）
に
あ
る
よ
う
に
手
話
へ
の
言
及
が
ご
く
自

然
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

に
あ
る
言
語
と
脳
科
学
の
研
究
で
名
高
い
ソ
ー
ク
研
究
所
の
ア
メ

リ
カ
手
話
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
手
話
が
言
語
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
証
明
す
る
多
く
の
成
果
を
挙
げ
て
き
て
い
ま
す
。
ま
た
ワ

シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
に
あ
る
ギ
ャ
ロ
ー
デ
ッ
ト
大
学
で
は
、
米
国
全
土

で
の
手
話
の
社
会
言
語
学
的
研
究
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
米
国
の
様
々
な
階
層
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
、
ま
た
地
域
に
よ
っ

て
音
声
言
語
同
様
、
ア
メ
リ
カ
手
話
も
多
様
な
変
種
を
持
つ
こ
と

が
具
体
的
な
形
で
見
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
他
、
一
九
八
〇
年

代
の
革
命
政
権
に
よ
る
公
教
育
の
開
始
で
、
初
め
て
ろ
う
学
校
が

で
き
た
ニ
カ
ラ
グ
ァ
で
の
手
話
研
究
で
は
、
手
話
が
言
語
と
し
て

成
立
し
て
い
く
様
子
が
米
国
の
言
語
学
者
た
ち
に
よ
り
実
際
に
観

察
さ
れ
、
現
在
も
詳
細
な
追
跡
調
査
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
米

国
だ
け
で
な
く
、
欧
州
で
も
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
、
イ

ギ
リ
ス
の
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
・
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
ろ

う
者
の
教
授
を
迎
え
て
の
精
力
的
な
手
話
コ
ー
パ
ス
・
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
が
進
ん
で
い
ま
す
。
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
ド
バ
ウ
ン
ド
大
学
ナ
イ

メ
ー
ヘ
ン
校
で
は
、
手
話
の
音
韻
論
の
研
究
、
イ
ギ
リ
ス
の
セ
ン

ト
ラ
ル
・
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
大
学
（
U
C
L
A
N
）
で
は
後
述
の
世

界
各
地
の
手
話
を
対
象
と
し
た
手
話
の
類
型
論
研
究
も
進
ん
で
い

ま
す
。
こ
の
他
に
、
現
在
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ラ
ト
ロ
ー
ブ

大
学
や
香
港
の
香
港
中
文
大
学
な
ど
、
世
界
各
地
で
手
話
の
研
究

拠
点
が
設
立
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
世
界
各
地
の
手
話
研
究

者
が
一
同
に
集
ま
る
場
と
し
て
、
T
I
S
L
R
（
国
際
手
話
学
会
）

も
一
九
八
六
年
以
来
、
世
界
各
地
で
二
年
か
ら
四
年
お
き
く
ら
い

の
間
隔
で
催
さ
れ
、
二
〇
一
〇
年
に
ア
メ
リ
カ
の
パ
デ
ュ
ー
大
学

で
第
一
〇
回
目
の
大
会
が
開
か
れ
た
ば
か
り
で
す
。

言
語
の
ふ
た
つ
の
モ
ー
ダ
リ
テ
ィ

　

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
言
語
と
し
て
手
話
を
研
究
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
手
話
と
ジ
ェ

ス
チ
ャ
ー
は
異
な
る
も
の
で
す
。
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
は
各
個
人
で

様
々
に
異
な
っ
て
お
り
、
言
語
の
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
共
有

さ
れ
た
形
式
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
屈
折
の
よ
う
な
現
象
も
そ
こ

に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
自
然
言
語
と
し
て
の
手
話
に
は
複
雑

な
構
造
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
手
話
は
音
声
言
語
が
世
界
各
地

で
異
な
る
よ
う
に
各
地
で
様
々
に
異
な
っ
た
手
話
が
あ
り
ま
す
。

人
間
の
言
語
に
は
、
そ
の
「
伝
達
形
式
（
モ
ー
ダ
リ
テ
ィ
）」
に

使
わ
れ
る
経
路
（
チ
ャ
ン
ネ
ル
）
に
よ
っ
て
、
音
声
・
聴
覚
形
式

と
手
指
・
視
覚
形
式
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
音
声
言

語
と
手
話
言
語
で
は
モ
ー
ダ
リ
テ
ィ
の
違
い
を
の
ぞ
け
ば
、
両
者

は
共
に
言
語
と
し
て
共
通
す
る
特
徴
を
持
つ
と
言
え
る
の
で
す
。

一
方
で
、
こ
う
し
た
モ
ー
ダ
リ
テ
ィ
の
違
い
ゆ
え
に
言
語
的
な
特

性
で
、
両
者
の
間
で
違
い
が
出
て
く
る
部
分
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら

に
同
じ
モ
ー
ダ
リ
テ
ィ
を
共
有
す
る
複
数
の
手
話
言
語
の
間
で
も

同
じ
音
声
・
聴
覚
モ
ー
ダ
リ
テ
ィ
を
持
つ
音
声
言
語
が
英
語
と
日

本
語
の
間
で
異
な
る
文
法
形
式
（
コ
ー
ド
）
を
持
つ
よ
う
に
、
異

な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
日
本
手
話
と
ア
メ



51 講演 5ーー 手話の多様性

リ
カ
手
話
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
手
話
、
イ
ン
ド
手
話
、
ケ
ニ
ア
手
話
は
、

皆
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
言
語
で
す
。

　

つ
ま
り
言
語
と
し
て
手
話
を
研
究
す
る
と
い
う
の
は
、
こ
う
し

た
モ
ー
ダ
リ
テ
ィ
の
違
い
に
よ
ら
な
い
音
声
言
語
と
も
共
通
す
る

面
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
同
じ
モ
ー
ダ

リ
テ
ィ
の
各
手
話
の
間
で
の
コ
ー
ド
の
違
い
を
理
解
す
る
と
い
う

こ
と
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
モ
ー
ダ
リ

テ
ィ
の
違
い
に
よ
ら
な
い
側
面
に
は
、M

eier

（2002

） 

が
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、①
手
話
も
形
式
と
意
味
か
ら
な
る
構
造
で
あ
る
、

②
手
話
に
は
二
重
分
節
が
あ
る
、
③
手
話
に
も
派
生
、
複
合
語

形
成
、
借
用
と
い
っ
た
言
語
の
生
産
性
が
あ
る
、
④
手
話
に
も
品

詞
、
関
係
節
、
複
文
節
、
語
順
と
動
詞
の
一
致
と
い
っ
た
統
語
構

造
が
あ
る
、
⑤
赤
ん
坊
が
言
語
を
獲
得
す
る
際
の
順
序
も
、
喃

語
か
ら
一
語
文
、
二
語
文
を
経
て
複
雑
な
文
に
至
る
と
い
う
順
序

は
手
話
で
も
音
声
言
語
と
同
じ
で
あ
る
、
⑥
手
話
言
語
も
音
声

言
語
同
様
、
脳
の
言
語
野
で
処
理
さ
れ
る
言
語
で
あ
る
、
と
い
っ

た
面
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

一
方
、
同
じ
モ
ー
ダ
リ
テ
ィ
を
共
有
す
る
手
話
間
で
の
違
い
に

つ
い
て
は
、
近
年
、
手
話
の
類
型
論
的
研
究
が
、
先
に
ご
紹
介
し

た
U
C
L
A
N
で
精
力
的
に
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
今
、

私
自
身
の
研
究
成
果
と
合
わ
せ
て
紹
介
し
て
参
り
た
い
と
思
い
ま

す
。
図
①
は
、
U
C
L
A
N
で
こ
れ
ま
で
研
究
の
対
象
と
し
て
き

た
手
話
に
つ
い
て
示
し
た
も
の
で
す
。

同
じ
モ
ー
ダ
リ
テ
ィ
の

言
語
間
で
の
多
様
性

　

手
話
間
の
違
い
に
つ
い
て
、
本
日
は
統
語
的
な
違
い
と
音
韻
論

的
な
違
い
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
手
話
は
皆
、

語
順
も
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
以
下
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

ア
メ
リ
カ
手
話
（
Ａ
Ｓ
Ｌ
）
は
Ｓ
Ｖ
Ｏ
語
順
で
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
手
話
や
ド
イ
ツ
手
話
（
Ｄ
Ｇ
Ｓ
）
は
、
Ｓ

Ｏ
Ｖ
で
す
（
い
ず
れ
もT

he M
an does not buy a book.

の

意
味
で
す
）。

Ａ
Ｓ
Ｌ
の
例
：M

A
N

  N
O

T
  BU

Y
  BO

O
K

         　　
　

 *M
A

N
  BO

O
K

  N
O

T
  BU

Y

対象となった手話
ASL（アメリカ）、Auslan（オーストラリア）、BSL（イギリス）、チリ手
話、中国手語、デンマーク手話、DGS（ドイツ）、フィンランド手話、ギ
リシャ手話、香港手話、アイスランド手話、インド — パキスタン手話、
アイルランド手話、イスラエル手話、Kata Kolok（バリ島）、ケニア手話、
LSF（フランス）、LSQ（ケベック）、アルゼンチン手話、スペイン手話、
ポルトガル手話、LIS（イタリア）、LSB（ブラジル）、レバノン手話、オ
ランダ手話、NZSL（ニュージーランド）、日本手話、ノルウェイ手話、
ロシア手話、韓国手話、スウェーデン手話、台湾手話、タンザニア手話、
タイ手話、T I D（トルコ）、ウガンダ手話、フラマン手話

図①　手話類型論1　UCLANのプロジェクト
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Ｄ
Ｇ
Ｓ
の
例
： M

A
N

  BO
O

K
  BU

Y
  N

O
T

        　
　 　

 *M
A

N
  N

O
T

  BU
Y

  BO
O

K

　

多
く
の
手
話
は
、
こ
の
Ｓ
Ｖ
Ｏ
語
順
と
Ｓ
Ｏ
Ｖ
語
順
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
手
話
で
は
Ｏ
Ｖ
Ｓ
語

順
な
ど
他
の
語
順
の
報
告
も
あ
り
ま
す
（M

inoura 2008

）。

　

次
に
U
C
L
A
N
の
手
話
類
型
論
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
で
あ

るZeshan

（2005

）
に
よ
り
な
が
ら
手
話
の
疑
問
文
と
否
定
文

に
つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
手
話
で
は
疑
問
文
を
構
成
す
る
の

に
非
常
に
重
要
な
要
素
と
し
て
Ｎ
Ｍ
Ｍ
（
非
手
指
文
法
マ
ー
カ
ー
）

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
Ｎ
Ｍ
Ｓ
（
非
手
指
動
作
）
と
い
う
言
い

方
も
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
最
近
の
国
際
的
な
研
究
場
面
で
は
前
者

の
言
い
方
の
方
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
Ｎ
Ｍ
Ｍ

と
い
う
言
い
方
を
用
い
る
こ
と
に
し
ま
す
。
疑
問
文
に
は
い
わ
ゆ

るY
es/N

o

疑
問
文
、
つ
ま
り
極
性
疑
問
文
（
Ｐ
Ｑ
）
と
Ｗ
ｈ
疑

問
文
、つ
ま
り
非
極
性
疑
問
文（
Ｃ
Ｑ
）の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、

手
話
で
こ
の
二
つ
の
疑
問
文
は
興
味
深
い
こ
と
に　

多
く
の
手
話

でPQ
 U

 CQ

の
よ
う
に
後
者
の
Ｎ
М
М
は
、
前
者
の
Ｎ
М
М
を

代
替
す
る
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
逆
は
な
い
と
い
う
研
究

結
果
が
得
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
Ｐ
Ｑ
と
Ｃ
Ｑ
に
つ
い
て
は
通
常
、

左
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

Ｐ
Ｑ
―
―
眉
あ
げ
、
眼
開
け
、
話
者
と
の
ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
、

頭
部
（
ま
た
は
身
体
）
前
屈
の
組
み
合
わ
せ
が
多
い
（
イ
ン
ド
・

パ
キ
ス
タ
ン
手
話
や
マ
レ
ー
シ
ア
手
話
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
手
話
、

ト
ル
コ
手
話
で
は
、
眉
あ
げ
と
後
方
頭
位
傾
斜
で
示
さ
れ
る
）

Ｃ
Ｑ
―
―
多
く
は
文
全
体
を
通
し
て
Ｎ
Ｍ
Ｍ
が
付
加
さ
れ
る
。

形
に
は
幾
通
り
か
の
パ
タ
ー
ン（
し
か
し
ウ
ガ
ン
ダ
手
話
で
は
、

疑
問
詞
に
の
み
Ｎ
Ｍ
Ｍ
が
付
加
す
る
）

　

日
本
手
話
で
は
Ｐ
Ｑ
と
Ｃ
Ｑ
の
動
作
は
、
基
本
は
前
者
は
眉
あ

げ
で
後
者
は
眉
間
に
し
わ
を
寄
せ
る
パ
タ
ー
ン
で
す
が
、
前
者
の

Ｎ
Ｍ
Ｍ
も
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
先
の
包
含
関
係
が
成
り
立
っ

て
い
ま
す
。
一
方
、
Ｎ
Ｍ
Ｍ
で
は
、
右
の
Ｃ
Ｑ
の
と
こ
ろ
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
手
指
の
動
き
に
対
し
ど
の
よ
う
に
非
手
指

部
分
が
付
加
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
大
事
な
要
素
で
す
。
日
本
手

話
で
す
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

日
本
手
話
の
例
：
好
き　

本　
（
ど
ん
な
本
が
好
き
で
す
か
？
）

　
　
　
　
　
　

：PT
2　

名
前　
（
お
名
前
は
な
ん
で
す
か
？
）

　
　
　
　
　
　
　
注
：PT

2

は
二
人
称
の
指
さ
し

　

こ
の
最
初
の
例
で
わ
か
る
よ
う
に
日
本
手
話
で
は
、
Ｃ
Ｑ
疑
問

文
の
最
後
に
独
立
し
た
形
で
Ｎ
Ｍ
Ｍ
が
つ
く
と
い
う
文
が
可
能
で

す
。

　

こ
れ
に
対
し
次
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
ロ
シ
ア
手
話
、
ア
ル

ゼ
ン
チ
ン
手
話
、
ア
メ
リ
カ
手
話
（
Ａ
Ｓ
Ｌ
）
で
は
、
日
本
手
話

の
最
初
の
も
の
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
な
く
、
Ｃ
Ｑ
疑
問
の
ケ
ー
ス

で
疑
問
文
全
体
に
Ｎ
Ｍ
Ｍ
が
付
加
さ
れ
ま
す
。

Ａ
Ｓ
Ｌ
の
例
：FA

T
H

ER LEA
V

E 

　
　
　
　
　

  （H
ow

 does father leave?

）

CQ

CQ

CQ
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Ｎ
Ｍ
Ｍ
が
ど
の
よ
う
に
文
の
中
で
分
布
し
て
い
る
の
か
は
、
手

話
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
各
手
話
の
構
造

も
様
々
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
興
味
深
い
例
と
し
て
否
定
文
の
例
を
見
て
み
ま

し
ょ
う
。

　

U
C
L
A
N
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
対
象
と
な
っ
た
す
べ
て
の
手

話
で
、
否
定
文
の
Ｎ
Ｍ
Ｍ
は
、
首
振
り
動
作
で
し
た
。
た
だ
ト
ル

コ
手
話
で
は
、
眉
を
上
げ
な
が
ら
あ
ご
を
あ
げ
る
と
い
う
こ
れ
と

は
違
う
タ
イ
プ
の
Ｎ
Ｍ
Ｍ
の
報
告
も
出
て
い
ま
す
。
否
定
の
Ｎ
Ｍ

Ｍ
で
は
、
大
き
な
パ
タ
ー
ン
の
違
い
と
し
て
、
次
の
例
の
よ
う
な

否
定
文
で
は
、
否
定
詞
で
は
な
く
も
っ
ぱ
ら
Ｎ
Ｍ
Ｍ
を
用
い
る
Ｄ

Ｇ
Ｓ
、
Ａ
Ｓ
Ｌ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
手
話
の
よ
う
な
事
例
が
ま
ず
あ

り
ま
し
た
。 

Ａ
Ｓ
Ｌ
の
例
：IN

D
EX

1  O
U

T
SID

E  W
O

RK
 

　
　
　
　
　

  （I do not w
ork outside.

）

　

と
こ
ろ
が
こ
れ
と
は
異
な
り
、
Ｎ
Ｍ
Ｍ
は
必
要
だ
が
否
定
詞
も

必
須
で
Ｎ
Ｍ
Ｍ
は
否
定
詞
に
付
加
さ
れ
る
と
い
う
言
語
も
バ
リ
島

のK
ata K

olok

や
ト
ル
コ
手
話
な
ど
で
観
察
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

 ト
ル
コ
手
話
の
例
：K

N
O

W
  N

O
T

　

日
本
手
話
で
は
最
初
の
Ａ
Ｓ
Ｌ
な
ど
や
ト
ル
コ
手
話
と
は
ま
た

異
な
り
、
否
定
の
Ｎ
Ｍ
Ｍ
は
否
定
詞
に
つ
く
の
で
は
な
く
、
文
末

に
独
立
に
つ
く
形
に
な
り
ま
す
。

　

 

日
本
手
話
の
例
：*

仕
事　

終
わ
る （
仕
事
が
終
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
）

                     

仕
事　

終
わ
る
あ
あ
あ

　

こ
の
よ
う
に
手
話
の
否
定
の
Ｎ
Ｍ
Ｍ
の
タ
イ
プ
に
も
言
語
ご
と

に
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
思
い
ま

す
。
語
順
や
疑
問
文
、
否
定
文
の
事
例
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
こ

こ
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
手
話
の
多
様
性
と
そ
の
類
型
が
見
え
て

く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
他
、
手
話
で
は
も
っ
と
小
さ
な
単
位
、
す
な
わ
ち
音
韻
の

レ
ベ
ル
で
も
各
手
話
で
違
い
が
観
察
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
日

本
手
話
と
Ａ
Ｓ
Ｌ
で
無
標
手
型
を
比
較
し
た
も
の
で
す
。
無
標
手

型
と
い
う
の
は
、
両
手
手
話
で
非
利
き
手
が
取
り
得
る
手
型
で
も

あ
り
、
ま
た
赤
ん
坊
が
最
初
に
獲
得
す
る
手
型
で
も
あ
り
ま
す
。

 　

図
②
の
例
で
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
日
本
手
話
と
ア
メ
リ
カ

手
話
で
は
無
標
手
型
の
パ
タ
ー
ン
が
異
な
っ
て
お
り
、
総
数
も
日

本
手
話
が
九
つ
な
の
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
手
話
は
五
つ
で
す
。
図

③
は
、
各
国
の
手
話
で
の
（
無
標
手
型
の
み
で
な
く
す
べ
て
の
）

手
型
の
分
布
を
分
析
し
たRozelle

（2003

）
を
元
に
し
た
グ
ラ

フ
で
す
。
手
型
の
分
布
が
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
の
が
わ
か
る

と
思
い
ま
す
。

 

モ
ー
ダ
リ
テ
ィ
が
違
う

言
語
の
間
で
の
類
型
論
的
特
徴

　

最
後
に
モ
ー
ダ
リ
テ
ィ
が
違
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
話
で
は
音

声
言
語
と
比
べ
て
ど
う
い
っ
た
違
い
が
出
て
く
る
の
か
と
い
う
議

neg

neg

neg

neg
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日本手話の9つの無標手型ASLの5つの無標手型

図②　日本手話とASLの音韻

図③　モーダリティが違う言語の間での類型論的特徴
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論
を
、簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。M

eier

（2002

）

は
、
手
話
は
、
非
連
鎖
的
形
態
論
が
一
般
的
だ
が
、
時
と
し
て
連

続
的
接
辞
も
あ
る
の
に
対
し
、
音
声
言
語
で
は
、
連
鎖
的
形
態
論

が
一
般
的
で
、
非
連
鎖
的
な
形
態
論
を
利
用
す
る
こ
と
も
あ
る
と

述
べ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
言
う
非
連
鎖
的
と
い
う
の
は
、
手
話
が

線
形
的
な
仕
組
み
以
外
も
利
用
で
き
る
度
合
い
が
大
き
い
こ
と
、

つ
ま
り
空
間
も
利
用
で
き
る
こ
と
か
ら
来
る
も
の
で
す
。
音
声
言

語
で
も
超
分
節
要
素
な
ど
の
非
連
鎖
的
な
仕
組
み
も
利
用
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
手
話
で
は
さ
ら
に
自
由
度
が
高
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
モ
ー
ダ
リ
テ
ィ
の
違
い
か
ら
、
い
く
つ

か
の
手
話
に
共
通
す
る
類
型
論
的
特
性
と
し
て
、
①
代
名
詞
シ
ス

テ
ム
の
基
本
的
な
構
成
は
、
話
者
／
非
話
者
で
非
話
者
間
の
区
別

は
空
間
へ
の
指
さ
し
で
示
さ
れ
る
、
②
手
話
言
語
の
動
詞
の
一
致

で
は
、
音
声
言
語
の
そ
れ
と
は
逆
に
主
語
へ
の
一
致
よ
り
も
目
的

語
へ
の
一
致
が
よ
り
義
務
的
、
③
英
語
の
前
置
詞
の
よ
う
な
空
間

マ
ー
カ
ー
を
用
い
る
音
声
言
語
に
対
し
、
手
話
で
は
手
話
空
間
で

の
空
間
利
用
が
一
般
的
、
と
い
っ
た
特
徴
が
あ
げ
ら
れ
る
と
し
て

い
ま
す
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
音
声
言
語
で
は
不
可
能
な
空
間
の
利

用
が
、
手
話
言
語
の
特
性
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
モ
ー
ダ
リ
テ
ィ
の
違
い
は
、
手
話
の
音
韻
構
造
の
モ

デ
ル
に
も
影
響
を
与
え
て
お
り
、Brentari

（1999

）
の
手
話
韻

律
モ
デ
ル
は
そ
の
一
例
と
言
え
ま
す
。
同
モ
デ
ル
で
は
聴
覚
認
知

と
視
覚
認
知
の
違
い
を
踏
ま
え
て
、
音
韻
表
示
の
仕
方
も
、
分
節

的
要
素
と
韻
律
的
要
素
の
間
の
関
係
が
音
声
と
逆
転
す
る
関
係
と

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、同
モ
デ
ル
はGoldsm

ith

（1976

）

の
超
分
節
音
韻
論
以
降
の
音
声
言
語
の
音
韻
モ
デ
ル
と
の
統
合
、

つ
ま
り
言
語
一
般
に
つ
い
て
の
音
韻
モ
デ
ル
も
意
図
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。

ま
と
め　

  

　

こ
れ
ま
で
手
話
の
多
様
性
と
い
う
こ
と
で
、
手
話
の
類
型
論
に

向
け
て
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
ま
す
と
、
以
下
の
よ
う

な
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
一
九
六
〇
年
以
来
、
手
話
の
言
語
学
的
研
究
が
世
界
各

地
で
発
展
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
基
盤
の
上
に
立
っ
た
各
地
域
の

手
話
の
研
究
が
手
話
の
類
型
論
的
研
究
を
推
し
進
め
る
原
動
力
に

な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
手
話
言
語
の
研
究
の
歴
史

は
音
声
言
語
の
研
究
と
比
べ
る
と
ま
だ
浅
い
の
は
事
実
で
す
。
そ

れ
で
も
こ
う
し
た
精
力
的
な
研
究
が
進
ん
で
い
る
お
か
げ
で
、
手

話
が
音
声
言
語
と
同
じ
よ
う
に
世
界
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
具
体
的
な
デ
ー
タ
で
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
同
時
に
各
手
話
の
違
い
は
、
語
彙
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
音
韻
、
形
態
、
統
語
の
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
で
見
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
一
方

で
、
音
声
言
語
と
の
間
で
も
モ
ー
ダ
リ
テ
ィ
の
違
い
を
超
え
た
基

本
的
な
枠
組
み
で
は
共
通
の
理
解
も
得
ら
れ
、
文
の
構
造
や
音
韻

構
造
な
ど
で
言
語
に
共
通
し
た
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
努
力
も
進

み
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
た
、
人
間
の
言
語
と
は
何
な
の
か
と
い
う
基
本
的
な
問

い
に
向
け
て
の
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
様
々
な
言
語
の
違

い
が
産
ま
れ
る
こ
と
の
意
味
な
ど
、
私
た
ち
の
関
心
を
引
き
つ
け
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て
や
ま
な
い
世
界
が
手
話
の
研
究
に
は
あ
る
と
言
え
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
音
声
言
語
の
言
語
学
と
手
話
の
言
語
学
の
対
話
、
こ
れ
が

今
後
も
っ
と
必
要
で
す
し
、
ぜ
ひ
行
わ
れ
て
欲
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

以
上
、
ま
と
ま
ら
な
い
話
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
私
か
ら
の
報
告

を
終
え
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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長
野　

た
だ
今
か
ら
総
合
討
論
に
移
り
た

い
と
思
い
ま
す
。
今
ま
で
五
人
の
先
生
方

か
ら
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
時
間
的
に
十

分
で
な
か
っ
た
面
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す

が
、
こ
れ
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
し
て
く
だ
さ

る
お
二
方
も
加
わ
っ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
辺

も
補
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

は
じ
め
に
コ
メ
ン
ト
を
し
て
く
だ
る
先

生
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

私
の
隣
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
が
国

立
国
語
研
究
所
の
角
田
太
作
先
生
で
す
。

角
田
先
生
は
長
く
東
京
大
学
に
お
ら
れ
ま

し
て
、
一
昨
年
か
ら
国
立
国
語
研
究
所
に

移
ら
れ
ま
し
た
。
専
門
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
の
原
住
民
語
な
の
で
す
が
、
先
ほ
ど
私

が
イ
ン
ト
ロ
の
と
こ
ろ
で
少
し
触
れ
た
能

角
田　

角
田
で
す
。
あ
ま
り
大
し
た
コ
メ

ン
ト
は
で
き
な
い
の
で
す
が
、
思
い
つ
い
た

こ
と
を
い
く
つ
か
お
話
し
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

ま
ず
最
初
に
窪
薗
晴
夫
先
生
の
ご
発
表

に
つ
い
て
、
コ
メ
ン
ト
と
い
う
よ
り
た
だ

の
感
想
で
す
。
皆
さ
ま
ご
存
じ
の
と
お
り
、

す
ね
。
こ
の
よ
う
に
日
本
語
に
は
、
音
が

高
い
か
低
い
か
で
単
語
を
区
別
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
英
語
で
は
音
が
強
い
か
弱

い
か
で
区
別
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
例

え
ば
中
学
、
高
校
の
こ
ろ
英
語
の
授
業
で
、

invalid

は
病
人
で
す
が
、invalid

と
言
う

と
書
類
や
法
律
が
無
効
、
と
い
う
よ
う
な

音
の
高
低
・
強
弱
、動
詞
の
数
、サ
イ
ン
ラ
ン
ゲ
ー
ジ

格
と
い
う
問
題
、
そ
の
類
型
に
関
し
て
日

本
で
非
常
に
早
く
、
先
駆
的
に
研
究
し
て

こ
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
隣
が
国
立
民
族
学
博
物
館
の
菊
澤

律
子
さ
ん
で
、
専
門
は
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ

ア
系
の
歴
史
言
語
学
で
す
。
実
は
こ
の
七

月
に
国
立
民
族
学
博
物
館
で
国
際
歴
史
言

語
学
会
を
外
国
か
ら
三
〇
〇
～
四
〇
〇
名

の
参
加
者
を
得
て
開
催
す
る
こ
と
に
な
っ

て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
実
行
委
員
長
で
あ

り
、
か
つ
そ
の
学
会
の
学
会
長
を
し
て
お

り
ま
す
。

　

進
め
方
と
し
ま
し
て
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー

の
お
二
人
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
コ
メ
ン
ト
、
あ
る

い
は
質
問
を
し
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
に
対

し
発
表
者
が
答
え
る
と
い
う
形
で
進
行
さ

せ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、

角
田
先
生
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。

窪
薗
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う

に
東
京
の
こ
と
ば
な
ど
で
も
、
音
の
高
さ

で
単
語
を
区
別
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
「
か
き
（
牡
蠣
）」
と
「
か
き
（
柿
）」

で
す
。
東
京
の
こ
と
ば
だ
っ
た
ら
、
八
百

屋
さ
ん
で
買
う
の
が
「
か
き
（
柿
）」
で
、

魚
屋
で
買
う
の
が
「
か
き
（
牡
蠣
）」
で

長野泰彦氏
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意
味
の
違
い
を
習
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

窪
薗
先
生
か
ら
伺
っ
た
よ
う
に
、
日
本
語

で
も
方
言
で
そ
う
い
う
の
が
あ
る
そ
う
で

す
が
、
私
の
調
べ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

言
語
で
は
音
の
高
さ
で
も
、
ま
た
強
さ
で

も
区
別
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
く

ら
探
し
て
も
そ
の
よ
う
な
ペ
ア
は
見
つ
か

ら
な
い
の
で
す
。
例
え
ば
東
北
部
の
ワ
ロ

ゴ
と
い
う
言
語
で
「
男
」
と
い
う
意
味
の

単
語
は
、「bam

a

」
と
言
っ
て
も
「bam

a
」

と
言
っ
て
も
、
多
分
「
男
」
と
い
う
意
味

に
し
か
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。

　

日
本
語
で
は
高
さ
や
低
さ
で
、
英
語
で

は
強
い
・
弱
い
で
区
別
し
て
い
る
よ
う
に
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
言
語
で
は
高
さ
で
も
、

ま
た
強
さ
で
も
区
別
し
な
い
。
不
便
で
は

な
い
か
と
思
う
け
れ
ど
、
意
外
と
不
便
は

し
て
い
な
い
、
そ
れ
で
十
分
生
活
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
最
初
に
世
界
各
地
で
言
語
が
消

滅
し
か
け
て
い
る
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま

し
た
け
れ
ど
も
、
実
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

伝
統
言
語
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
原
住
民
語

も
そ
う
な
の
で
す
。
お
話
し
し
た
東
北
部

の
ワ
ロ
ゴ
と
い
う
言
語
を
私
は
一
九
七
一
年

か
ら
七
四
年
ま
で
調
査
し
ま
し
た
が
、
最

後
の
話
者
が
一
九
八
一
年
に
亡
く
な
り
ま
し

た
の
で
、
八
一
年
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の

で
す
。
私
は
東
北
部
で
ワ
ロ
ゴ
と
い
う
言

語
を
調
べ
、
西
北
部
で
は
ジ
ャ
ル
と
い
う

言
語
を
調
べ
ま
し
た
。
ジ
ャ
ロ
と
い
う
言

語
も
話
者
は
五
〇
人
い
る
か
ど
う
か
で
す

か
ら
、
本
当
に
消
滅
し
か
け
で
す
。
以
上

が
窪
薗
先
生
に
つ
い
て
の
私
の
感
想
で
す
。

　

次
の
太
田
斎
先
生
の
ご
発
表
は
、
中
国

の
漢
語
の
諸
語
を
含
め
て
、
ア
ジ
ア
大
陸

を
北
の
方
か
ら
南
の
方
へ
行
く
に
従
っ
て

だ
ん
だ
ん
性
質
が
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う

お
話
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
実
は
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
、
動
詞
の
数
で
す
。
私
の

研
究
と
ほ
か
の
方
た
ち
の
研
究
を
読
ん
で

い
ま
す
と
、
ど
う
も
大
陸
の
東
の
方
は
動

詞
の
数
が
多
く
て
、
西
の
方
へ
行
く
に
従
っ

て
動
詞
の
数
が
減
る
よ
う
で
す
。
私
が
調

べ
た
言
語
の
東
の
ワ
ロ
ゴ
語
で
は
、
動
詞

の
数
を
正
確
に
は
調
べ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、

楽
に
一
〇
〇
以
上
あ
り
ま
す
。
私
の
集
め

た
単
語
は
全
部
で
一
五
〇
〇
で
す
が
、
そ
の

う
ち
多
分
一
〇
〇
～
一
五
〇
ぐ
ら
い
動
詞
が

あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
集
め
て
記
録

し
た
単
語
一
五
〇
〇
に
し
て
は
多
い
方
だ

と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
西
の
方
の
ジ
ャ
ロ
語
は
動

詞
が
わ
ず
か
四
〇
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
ど
う
い
う
こ
と
が
起
こ
る
か
と
い
い

ま
す
と
、
例
え
ば
東
の
方
で
は
「
見
る
」

と
い
う
動
詞
が
ニ
ャ
ガ
ン
、「
聞
く
」
と
い

う
動
詞
が
カ
ワ
ン
。「
見
る
」
と
「
聞
く
」

で
別
の
動
詞
で
す
。
西
の
方
の
ジ
ャ
ロ
語

は
動
詞
が
少
な
い
の
で
す
が
、「
見
る
」
と

い
う
動
詞
は
先
ほ
ど
の
に
似
て
ニ
ャ
カ
ン
。

と
こ
ろ
が
「
聞
く
」
は
ボ
ラ
ニ
ャ
カ
ン
で
、

「
見
る
」
と
い
う
動
詞
の
派
生
語
な
の
で
す
。

皆
さ
ん
は
「
え
え
っ
」
と
思
う
で
し
ょ
う
。

「
聞
く
」
な
ん
て
い
う
基
本
的
な
動
詞
が
な

く
て
、「
見
る
」
と
い
う
動
詞
の
派
生
語
を

使
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
と
い
う
わ
け
で
、

東
の
方
か
ら
西
の
方
へ
行
く
に
従
っ
て
だ

ん
だ
ん
動
詞
の
数
が
減
っ
て
い
く
と
い
う
、

先
ほ
ど
の
ア
ジ
ア
大
陸
の
話
と
似
て
い
る

か
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

最
後
の
森
壮
也
先
生
の
ご
発
表
は
手
話

角田太作氏
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の
お
話
で
し
た
。
サ
イ
ン
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
で

す
。
実
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
諸
言
語
に

も
サ
イ
ン
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
が
あ
り
ま
し
た
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
場
合
は
、
健
常
者
が

使
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
ち
ゃ
ん
と
文
を
作

れ
る
よ
う
な
サ
イ
ン
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
で
あ
っ

た
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
い
ろ
い

ろ
な
記
号
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

ど
の
よ
う
な
と
き
に
そ
の
サ
イ
ン
ラ
ン

ゲ
ー
ジ
を
使
っ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
狩

り
に
行
っ
た
と
き
で
す
。
狩
り
に
行
っ
て

カ
ン
ガ
ル
ー
が
い
た
と
き
、
一
緒
に
い
た
人

に
「
お
ー
い
、
あ
そ
こ
に
カ
ン
ガ
ル
ー
が
い

る
ぞ
」
な
ど
と
大
き
い
声
で
言
っ
た
ら
カ

ン
ガ
ル
ー
は
逃
げ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の

と
き
は
サ
イ
ン
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
で
知
ら
せ
た

そ
う
で
す
。
あ
と
は
、
言
葉
を
発
し
て
は

い
け
な
い
神
聖
な
お
祭
り
の
と
き
。
サ
イ

ン
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
で
お
互
い
に
連
絡
を
取
り

な
が
ら
、
お
祭
り
を
し
た
と
聞
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　

私
自
身
も
一
九
七
五
年
か
七
六
年
に
、

西
北
部
の
ジ
ャ
ル
語
の
人
た
ち
の
サ
イ
ン

ラ
ン
ゲ
ー
ジ
を
ビ
デ
オ
に
撮
り
ま
し
た
。

い
く
つ
か
の
記
号
を
録
音
し
た
の
で
す
が
、

二
つ
だ
け
例
を
挙
げ
ま
す
。
先
ほ
ど
森
先

生
の
お
話
に
疑
問
文
の
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
ジ
ャ
ル
語
な
ど
で
す
と
、
疑
問
の
マ
ー

ク
は
指
が
こ
う
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
疑

問
の
印
で
す
。
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
疑
問

が
あ
り
ま
す
。「
ど
こ
へ
行
く
ん
だ
？
」、

あ
る
い
は
「
元
気
か
？
」、
誰
か
が
狩
り
か

ら
帰
っ
て
き
た
ら
「
何
か
捕
ま
え
た
か
？
」

な
ど
、
ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
な
疑
問
が
あ

り
ま
す
。

　

ま
た
森
先
生
の
お
話
に
、
指
や
眉
毛
を

使
っ
た
り
、
あ
ご
を
上
げ
た
り
と
い
う
話

が
あ
り
ま
し
た
が
、
サ
イ
ン
ラ
ン
ゲ
ー
ジ

に
も
唇
を
使
う
も
の
も
あ
り
、
唇
で
方
向

を
示
す
の
で
す
。
例
え
ば
、
あ
っ
ち
に
人

が
い
た
ら
、
こ
う
や
っ
て
聞
き
ま
す
。「
ど

こ
へ
行
く
ん
だ
？
」
と
い
う
つ
も
り
で
聞
い

た
と
き
、
答
え
る
方
は
唇
で
「
こ
っ
ち
へ

行
き
ま
す
」
と
言
う
の
で
す
。
あ
る
い
は
、

こ
う
す
れ
ば
「
こ
っ
ち
へ
行
き
ま
す
」
と

な
り
ま
す
。
手
や
指
も
使
い
ま
す
が
、
唇

を
使
う
の
も
あ
り
ま
し
て
、
実
際
に
私
が

ビ
デ
オ
で
記
録
し
た
サ
イ
ン
ラ
ン
ゲ
ー
ジ

の
例
で
す
。

　

私
の
コ
メ
ン
ト
は
以
上
で
す
。
思
い
つ
い

た
こ
と
し
か
お
話
し
で
き
な
か
っ
た
の
で
す

が
。

長
野　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
今
コ
メ
ン
ト
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ

れ
ぞ
れ
お
名
前
の
挙
が
っ
た
先
生
で
言
い

加
え
る
べ
き
こ
と
な
ど
、
お
あ
り
で
し
ょ

う
か
。
窪
薗
先
生
、
い
か
が
で
す
か
。

自
分
の
常
識
だ
け
が

常
識
で
は
な
い

窪
薗　

私
の
話
で
は
、「
か
き
（
牡
蠣
）」「
か

き
（
柿
）」
み
た
い
な
区
別
が
な
い
言
語
も

あ
る
と
い
う
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
東

京
方
言
で
あ
っ
て
も
、
標
準
語
で
あ
っ
て

も
、「
あ
め
（
雨
）
と
「
あ
め
（
飴
）」
は

区
別
し
ま
す
け
れ
ど
も
、「
く
も
（
雲
）」

と「
く
も（
蜘
蛛
）」は
区
別
し
な
い
で
す
ね
。

空
の
雲
も
虫
の
蜘
蛛
も
ア
ク
セ
ン
ト
で
区

別
し
な
く
て
、
そ
れ
で
何
の
支
障
が
あ
る

か
と
い
う
と
、
何
の
支
障
も
な
い
の
で
す
。

文
脈
が
あ
る
程
度
決
め
て
く
れ
ま
す
。

　

そ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
た
く
さ
ん
研
究

が
あ
り
ま
す
。
東
京
も
関
西
も
そ
う
で
す

け
れ
ど
も
、
同
音
異
義
語
と
い
わ
れ
る
も

の
で
、「
あ
め
（
雨
）」
と
「
あ
め
（
飴
）」

の
よ
う
に
ア
ク
セ
ン
ト
で
区
別
さ
れ
て
い

る
も
の
は
一
〇
〇
の
中
の
一
五
パ
ー
セ
ン
ト

し
か
な
い
の
で
す
。
あ
と
の
八
五
パ
ー
セ
ン

ト
は
「
く
も
（
雲
）」
と
「
く
も
（
蜘
蛛
）」

の
よ
う
に
区
別
し
て
い
な
い
の
で
す
。
で
す

か
ら
、
ア
ク
セ
ン
ト
は
単
語
を
区
別
す
る

機
能
を
主
に
担
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
英
語
で
は
そ
の
機
能
は
も
っ
と

低
く
、
〇・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
先
ほ
どinvalid

とinvalid

を
例

に
出
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
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に
ア
ク
セ
ン
ト
で
区
別
し
て
い
る
も
の
は
ほ

と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

ア
ク
セ
ン
ト
は
単
語
を
区
別
す
る
機
能
を

ほ
と
ん
ど
持
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

　

で
は
、
何
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、

単
語
と
単
語
の
境
を
決
め
る
機
能
で
す
。

そ
の
た
め
に
今
日
、
私
は
「
そ
ん
ご
く
う
」

と
「
そ
ん
・
ご
く
う
」
と
い
う
例
を
挙
げ

ま
し
た
。「
そ
ん
ご
く
う
」
と
い
う
の
は

一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、「
そ

ん
・
ご
く
う
」
と
い
う
の
は
二
つ
山
が
表

わ
れ
ま
す
。
ア
ク
セ
ン
ト
は
一
語
か
二
語
か

を
は
っ
き
り
表
わ
す
機
能
を
持
っ
て
い
る

わ
け
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
方
言
が
出
て

く
る
と
そ
の
常
識
が
通
用
し
な
い
の
で
す
。

生
活
で
支
障
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
の
で

す
が
、
そ
れ
で
も
切
れ
目
を
表
わ
す
と
い

う
機
能
は
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

今
日
、
私
が
お
話
し
し
た
か
っ
た
の
は
、

方
言
が
混
じ
る
と
自
分
の
常
識
が
通
用
し

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
標
準
語
の
常
識

も
、
あ
る
い
は
関
西
弁
の
常
識
も
通
用
し

な
い
と
い
う
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
。

　

も
っ
と
分
か
り
や
す
い
例
を
示
し
ま
す

と
、
今
日
は
ア
ク
セ
ン
ト
の
話
で
し
た
け

れ
ど
も
、
ア
ク
セ
ン
ト
は
耳
が
良
く
な
い

と
な
か
な
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
単
語
だ

と
よ
く
分
か
り
ま
す
。
例
え
ば
、
私
が
関

西
に
行
っ
て
面
食
ら
っ
た
の
は
「
お
肉
」
と

い
う
こ
と
ば
で
す
。「
お
肉
を
買
っ
て
き
て
」

と
家
内
に
言
わ
れ
て
豚
肉
を
買
っ
て
帰
っ

た
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
ら
か
ん
か
ん
に

怒
ら
れ
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、

関
西
で
「
お
肉
」
と
言
う
と
牛
肉
し
か
指

さ
な
い
の
で
す
ね
。
豚
肉
は
「
豚
」
と
言

う
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
私
の
鹿
児
島
の
語

彙
で
は
、「
肉
」
と
言
え
ば
豚
肉
と
牛
肉
の

こ
と
で
、
両
方
と
も
肉
屋
で
売
っ
て
い
ま

す
。
鳥
は
か
し
わ
屋
に
売
っ
て
い
ま
す
か

ら
、
か
し
わ
は
ま
っ
た
く
別
の
物
で
、
私

は
鶏
肉
を
絶
対
に
「
肉
」
に
は
入
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
東
京
の
方
に
聞
く
と
、
寄
せ
鍋

な
ど
で
は
鶏
肉
で
あ
っ
て
も
「
肉
」
で
構

甑
島
方
言
で
は
、「
そ
ん
ご
く
う
」と「
そ
ん・

ご
く
う
」
の
両
方
と
も
山
が
二
つ
表
わ
れ

て
い
る
け
れ
ど
も
、「
ん
」
の
と
こ
ろ
が
高

い
か
低
い
か
で
区
別
さ
れ
ま
す
。

　

も
う
一
つ
例
を
挙
げ
ま
す
と
、「
朝
、
ご

飯
食
べ
ま
す
か
」
と
「
朝
ご
飯
、
食
べ
ま

す
か
」
と
い
う
の
は
二
つ
意
味
が
あ
り
ま

す
。「
朝
は
ラ
イ
ス
に
し
ま
す
か
」
と
い
う

意
味
と
「
朝
ご
飯
を
食
べ
ま
す
か
」
と
い

う
意
味
で
す
。
こ
れ
も
東
京
で
は
「
朝
、

ご
飯
」
と
二
つ
に
分
け
た
ら
朝
と
ご
飯
で

す
し
、「
朝
ご
飯
」
と
言
っ
た
ら
ブ
レ
ッ
ク

フ
ァ
ー
ス
ト
の
こ
と
で
す
。
ア
ク
セ
ン
ト
の

区
切
り
で
区
別
で
き
る
わ
け
で
す
が
、
甑

島
は
そ
の
よ
う
な
区
別
の
仕
方
を
し
な
い

の
で
す
ね
。「
朝
ご
飯
」
の
出
だ
し
の
「
あ
」

が
高
い
か
低
い
か
で
区
別
す
る
の
で
す
。

そ
う
な
る
と
、
も
う
聞
い
て
い
て
も
さ
っ

ぱ
り
分
か
り
ま
せ
ん
。

　

今
ち
ょ
う
ど
宮
崎
県
の
都
城
に
灰
が

降
っ
て
き
て
、
地
元
の
人
の
話
を
放
送
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
を
ご
覧
に
な
る
と
、
単

語
が
全
部
、
最
後
が
高
い
の
で
す
。
彼
ら

は
フ
ラ
ン
ス
語
み
た
い
だ
と
自
慢
し
て
い

ま
す
け
れ
ど
も
、「
ア
メ
リ
カ
」「
ド
イ
ツ
」

「
フ
ラ
ン
ス
」
の
よ
う
に
、
全
部
フ
ラ
ン
ス

語
み
た
い
に
最
後
が
高
く
な
っ
て
、
何
の

区
別
も
な
い
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ

で
も
ア
ク
セ
ン
ト
の
区
別
が
な
く
て
日
常

窪薗晴夫氏
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わ
な
い
と
言
っ
て
、地
域
に
よ
っ
て
同
じ「
お

肉
」
と
言
っ
て
も
意
味
が
全
然
違
っ
て
く

る
の
で
す
。

　

そ
れ
と
似
た
よ
う
な
問
題
が
ア
ク
セ
ン

ト
に
も
出
て
き
て
、
方
言
が
混
じ
っ
て
し

ま
う
と
、
同
様
の
誤
解
が
生
じ
ま
す
。
そ

の
こ
と
を
私
た
ち
は
い
つ
も
念
頭
に
置
い

て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

自
分
の
常
識
だ
け
が
常
識
で
は
な
い
の
だ

と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
の
で
す
。

言
語
の
地
理
的
推
移

長
野　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

次
に
コ
メ
ン
ト
が
出
ま
し
た
の
は
太
田

先
生
に
つ
い
て
で
、
動
詞
の
数
が
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
で
偏
り
が
あ
る
、
例
え
ば
「
聞
く
」

と
「
見
る
」
と
で
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
な
こ

と
で
す
。
漢
語
で
も
、
基
本
的
に
は
チ
ベ
ッ

ト
語
も
そ
う
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、「
売
る
」
と
「
買
う
」
は
同
じ
語
彙
で

す
よ
ね
。
そ
れ
を
別
の
何
か
で
補
っ
て
区

別
し
て
い
る
の
で
す
。
橋
本
萬
太
郎
先
生

は
、
こ
の
手
の
話
を
あ
ま
り
直
接
は
な
さ

ら
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
が
、

一
つ
は
、
角
田
先
生
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が

漢
語
の
世
界
で
も
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
も
う
一
つ
は
、
橋
本
先
生
が
主
張

し
て
い
る
「
言
語
類
型
地
理
」
は
、「
地
理
」

は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。

　

先
ほ
ど
の
動
詞
が
地
理
的
な
推
移
で
漸

次
多
く
な
る
、
少
な
く
な
る
と
い
う
こ
と

は
、
中
国
語
に
関
し
て
は
ち
ょ
っ
と
言
え

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

一
般
的
に
言
っ
て
、
先
ほ
ど
の
話
と
関
係

し
ま
す
け
れ
ど
も
、
北
へ
行
け
ば
行
く
ほ

ど
音
節
構
造
が
単
純
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、
区
別
可
能
な
音
節
数
は
北
へ

行
け
ば
行
く
ほ
ど
少
な
く
な
り
ま
す
。
声

調
の
数
も
少
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
ニ

ワ
ト
リ
が
先
か
卵
が
先
か
と
い
う
よ
う
な

こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
結
局
、
北
で
す

と
同
音
異
義
語
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
回
避
す
べ
く
北

が
く
っ
つ
く
と
こ
ろ
が
み
そ
な
わ
け
で
、
そ

れ
が
北
方
語
か
ら
タ
イ
語
ま
で
つ
な
が
っ

て
き
ま
す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
補
足
を
兼

ね
て
お
話
し
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
。

太
田　

ま
ず
最
初
の
問
題
で
す
。「
売

る
」
と
「
買
う
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が

あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
中
国
に
お
い
て

は
過
去
、
六
朝
の
三
～
四
世
紀
ぐ
ら
い
ま

で
で
す
と
、
ど
う
も
声
調
の
読
み
替
え
で

品
詞
の
分
類
を
し
た
と
い
う
形
態
変
化
の

よ
う
な
手
続
き
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
は
ま
っ
た
く

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
語
彙
的
に
は
、
例
え

ば
「
数
」
と
い
う
字
を
挙
げ
て
、「shu

　

」

と
「shu
↙
」
と
い
う
よ
う
に
上
が
り
下

が
り
が
違
う
こ
と
に
よ
っ
て
品
詞
が
違
っ

て
く
る
と
か
、「
量
」
も
「liang

↘
」
と

「liang

↙
」
で
違
う
と
い
う
よ
う
な
、
か

つ
て
の
形
態
変
化
の
痕
迹
ら
し
き
例
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
名
詞
と
動
詞
で
す
が
、

同
様
に
使
役
と
い
う
か
、
他
動
、
自
動
で

も
、
例
え
ば
王
で
あ
る
、
王
た
る
と
い
う

場
合
は
「w

ang

↘
」
と
言
う
の
に
対
し
、

「w
ang

↙
」
と
や
る
と
「
王
た
ら
し
め
る
」

と
い
う
形
に
な
る
。
声
調
の
読
み
替
え
に

よ
っ
て
自
動
、
他
動
を
区
別
す
る
と
い
う

よ
う
な
現
象
も
あ
っ
た
よ
う
な
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
れ
が
な
ぜ
か
し
ら
今
は
な
い

の
で
す
。
そ
れ
が
な
ぜ
な
く
な
っ
た
の
か

太田斎氏
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の
方
が
複
音
節
語
が
多
く
な
る
と
い
う
こ

と
は
言
え
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
南
に
対

し
て
北
の
方
が
、
よ
り
分
析
的
な
表
現
形

態
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
そ
の
一
環
で
、
今
の
「
聞
く
」
が

「
見
る
」
の
派
生
で
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ

ま
で
は
行
か
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
中

国
語
で
も
北
と
南
で
音
節
構
造
の
簡
素
化

を
契
機
と
し
た
形
で
分
析
化
す
る
、
分
析

す
る
傾
向
が
出
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
れ
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。

　

地
理
的
な
推
移
と
い
う
こ
と
で
は
、
一

番
典
型
的
に
見
ら
れ
る
の
は
声
調
の
数
で

す
。
橋
本
萬
太
郎
先
生
の
説
で
、
言
語
類

型
地
理
論
と
い
う
も
の
は
類
型
的
特
徴
の

地
理
的
分
布
か
ら
言
語
構
造
の
歴
史
的
推

移
を
た
ど
る
と
い
う
方
法
論
で
す
。

　

ア
ル
タ
イ
諸
語
は
、
モ
ン
ゴ
ル
語
と
同

系
の
言
語
や
、
満
州
語
な
ど
の
ツ
ン
グ
ー

ス
語
、
そ
し
て
ト
ル
コ
共
和
国
の
言
語
お

よ
び
同
系
の
言
語
を
総
称
し
た
チ
ュ
ル
ク

諸
語
と
い
っ
た
言
語
で
す
。
北
に
ア
ル
タ

イ
山
が
あ
っ
て
、
そ
の
ア
ル
タ
イ
山
脈
を

中
心
に
活
動
し
た
遊
牧
民
族
の
言
語
を

ひ
っ
く
る
め
た
形
で
ア
ル
タ
イ
諸
語
と
い
い

ま
す
。
だ
い
た
い
こ
の
系
統
の
言
語
は
日

本
語
と
同
じ
よ
う
な
語
順
で
並
ん
で
、
声

調
が
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
語
と
語
順
的
に

は
同
じ
で
、
一
対
一
の
逐
語
訳
が
可
能
な
よ

越
え
れ
ば
別
の
方
言
が
と
い
う
ふ
う
に
截

然
と
分
か
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
大
局
的

に
見
れ
ば
、
そ
れ
が
漸
次
じ
わ
じ
わ
と
段

階
的
に
変
わ
っ
て
い
く
よ
う
な
変
異
体
と

し
て
中
国
語
の
方
言
を
見
る
べ
き
で
は
な

い
か
と
い
う
の
が
橋
本
先
生
の
考
え
で
す
。

で
は
、
そ
の
本
質
は
何
か
と
い
う
こ
と
で

困
る
の
で
す
が
、
そ
こ
で
今
日
ご
紹
介
し

た
の
が
岡
田
英
弘
先
生
や
松
本
克
己
先
生

の
仮
説
で
す
。
橋
本
先
生
は
そ
こ
ま
で
言
っ

て
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
は
周
到
に
回
避

し
て
、
一
貫
し
て
コ
メ
ン
ト
を
差
し
控
え
て

お
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

手
話
の
公
用
語
に
つ
い
て

長
野　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
三
番
目
の
コ
メ
ン
ト
は
森
壮
也
先
生

に
対
し
て
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
私
自

身
、
手
話
に
関
し
て
ま
っ
た
く
の
無
知
で
、

目
か
ら
う
ろ
こ
で
し
た
。
大
変
恥
ず
か
し

い
次
第
で
す
。
た
だ
、
結
果
と
し
て
国
立

民
族
学
博
物
館
が
言
語
展
示
を
更
新
し
た

と
き
、
基
本
的
な
態
度
と
し
て
手
話
を
自

然
言
語
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
れ

な
り
の
対
応
を
し
た
の
が
正
し
か
っ
た
と

い
う
こ
と
だ
け
は
よ
く
分
か
っ
て
、
安
堵

い
た
し
ま
し
た
。

　

森
先
生
に
非
常
に
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
質

う
な
言
語
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
橋
本

先
生
は
声
調
を
持
っ
た
言
語
、
恐
ら
く
タ

イ
諸
語
、
あ
る
い
は
タ
イ
・
カ
ダ
イ
と
い

う
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
る
言
語
の
こ
と
を
頭
に
置
い
た
の
だ
と

思
う
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
二
つ
の
言
語

グ
ル
ー
プ
の
間
に
あ
っ
て
中
国
語
は
、
南

の
方
の
例
え
ば
広
東
語
で
す
と
九
声
、
声

調
が
九
つ
あ
り
、
中
間
段
階
の
長
江
下
流

辺
り
で
は
七
～
五
つ
、
さ
ら
に
行
き
ま
す

と
北
京
語
で
は
四
つ
で
す
。
中
に
は
も
う

ち
ょ
っ
と
北
、
あ
る
い
は
西
北
に
行
く
と

三
つ
と
か
二
つ
と
か
、
あ
る
い
は
文
音
調
で

全
部
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
方
言

も
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
そ
う
は
言
っ
て
も

別
の
字
と
く
っ
つ
い
た
と
き
に
は
違
い
が
あ

る
と
い
う
の
が
ち
ょ
っ
と
や
や
こ
し
い
の
で

す
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
声
調
の
区
別

の
仕
方
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
大
局
的
に

見
ま
す
と
、
南
の
声
調
の
あ
る
言
語
と
北

の
声
調
の
な
い
言
語
の
間
で
、
そ
の
区
別

の
数
が
漸
次
推
移
し
て
い
く
と
い
う
地
理

的
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
Ｓ
Ｏ
Ｖ
、
Ｓ
Ｖ
Ｏ
と
い
う
タ
イ
プ

の
類
型
特
徴
に
関
し
て
も
、
や
は
り
同
じ

よ
う
に
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

大
ざ
っ
ぱ
な
言
い
方
で
す
け
れ
ど
も
、

あ
る
地
域
で
は
こ
の
方
言
が
、
川
を
一
つ
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問
で
恐
縮
で
す
が
、
手
話
に
関
す
る
国
際

学
会
が
あ
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ

で
は
ど
の
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

さ
れ
る
の
で
す
か
。

森　

手
話
の
国
際
学
会
の
中
で
使
う
公
用

語
に
つ
い
て
、
ご
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
確
か
に
こ
れ
は
大
き
な
問
題
で
す
。

聞
こ
え
る
皆
さ
ん
、
聴
者
の
皆
さ
ん
が
一
般

の
国
際
的
な
学
会
で
ど
う
い
っ
た
こ
と
ば

を
使
わ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、

音
声
の
方
で
は
恐
ら
く
英
語
と
思
わ
れ
る

方
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
リ
ン
ガ
フ
ラ
ン
カ

と
言
い
ま
す
が
、
手
話
の
場
合
、
ろ
う
者

の
場
合
の
音
声
で
の
英
語
に
当
た
る
よ
う

な
リ
ン
ガ
フ
ラ
ン
カ
は
何
か
、
実
際
に
そ

い
た
か
と
思
い
ま
す
。
一
般
の
手
話
を
知
ら

な
い
言
語
研
究
者
、
聴
者
の
中
で
は
、
大

体
サ
イ
ン
と
い
う
言
い
方
が
多
い
の
で
す

ね
。
先
ほ
ど
の
よ
う
に
サ
イ
ン
ラ
ン
ゲ
ー

ジ
と
使
っ
て
く
だ
さ
る
方
は
ほ
と
ん
ど
い

な
い
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
先
の
三
つ
目
の
公
用
語
で
あ

る
国
際
手
話
は
今
、「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル
サ
イ
ン
」
と
言
っ
て
、「
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
」

と
付
い
て
い
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
、
い
わ

ゆ
る
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
で
は
な
く
、
表
面
的
に

そ
の
場
だ
け
で
意
思
の
疎
通
が
図
れ
る
言

葉
と
い
う
こ
と
で
、
国
際
手
話
＝
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
サ
イ
ン
と
い
う
言
い
方
を
し

て
い
ま
す
。
専
門
的
な
内
容
を
語
る
に
は
、

国
際
手
話
で
は
十
分
で
あ
り
ま
せ
ん
。
た

だ
、
ア
メ
リ
カ
手
話
、
イ
ギ
リ
ス
手
話
の

両
方
と
も
お
分
か
り
に
な
ら
な
い
方
が
た

く
さ
ん
参
加
し
て
い
る
と
話
が
進
ま
な
い
、

そ
こ
で
や
む
を
得
ず
国
際
手
話
も
取
り
入

れ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
会

議
の
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
言
語
と
し
て
、
メ
イ

ン
は
ア
メ
リ
カ
手
話
、
イ
ギ
リ
ス
手
話
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
音
声
言
語
の
中
で
は
英
語

が
公
用
語
と
い
う
の
と
同
じ
よ
う
な
意
味

で
、
手
話
の
場
合
、
何
が
公
用
語
に
な
る

か
と
い
う
こ
と
で
、
冒
頭
の
問
題
に
戻
り

ま
す
。
四
年
に
一
回
、
国
際
的
に
ろ
う
者

れ
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
ろ
う

者
間
で
い
つ
も
議
論
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
も
少
し
触
れ
ま
し
た
が
、
昨
年

一
〇
月
に
ア
メ
リ
カ
の
パ
デ
ュ
ー
大
学
で
国

際
的
な
手
話
学
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

ノ
ー
ベ
ル
賞
を
取
っ
た
先
生
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
有
名
な
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
こ
で
学
会

が
開
催
さ
れ
た
際
、
公
用
語
は
三
つ
あ
り

ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
手
話
、イ
ギ
リ
ス
手
話
、

そ
し
て
国
際
手
話
で
す
。

　

こ
の
三
つ
が
ど
う
い
う
も
の
か
ご
存
知

な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
手
話
と
イ
ギ
リ
ス
手
話
と
別
々

に
言
い
ま
し
た
が
、
音
声
言
語
の
場
合
で

は
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
英

語
と
ア
メ
リ
カ
英
語
は
若
干
の
語
彙
の
違

い
が
あ
っ
て
も
、
基
本
的
に
は
お
互
い
に
意

思
の
疎
通
が
可
能
で
す
。
と
こ
ろ
が
イ
ギ

リ
ス
手
話
、
ア
メ
リ
カ
手
話
は
ま
っ
た
く

違
う
言
語
な
の
で
す
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を

手
を
使
っ
て
表
わ
す
方
法
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
も
ア
メ
リ
カ
手
話
と
イ
ギ
リ
ス
手
話

で
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、
こ
の
二
つ
は
別
の
も
の
で
す
の
で
、
区

別
が
必
要
で
す
。

　

先
ほ
ど
角
田
先
生
の
コ
メ
ン
ト
の
中
で
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
聞
こ
え
る
人
が
身

振
り
的
な
手
話
言
語
を
使
っ
て
い
る
、
そ

れ
を
サ
イ
ン
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

森壮也氏
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が
集
ま
る
国
際
的
な
世
界
ろ
う
者
会
議
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
つ
い
最
近
、
ろ
う
者

の
デ
フ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
い
う
ス
ポ
ー
ツ
大
会

が
ス
ロ
バ
キ
ア
で
開
催
さ
れ
る
予
定
だ
っ

た
の
で
す
が
、
直
前
に
な
っ
て
中
止
に
な
っ

た
と
い
う
記
事
を
新
聞
な
ど
で
お
読
み
に

な
っ
た
方
も
お
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
も
ろ
う
者
の
世
界
的
な
集
ま
り
の
中

の
一
つ
な
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
場
で
ど
う

い
っ
た
も
の
が
公
用
手
話
と
し
て
使
わ
れ

る
の
か
、
ま
だ
決
ま
っ
た
も
の
は
な
い
け

れ
ど
も
、
こ
ち
ら
で
は
、
あ
え
て
言
え
ば
、

先
ほ
ど
の
三
つ
目
の
サ
イ
ン
と
言
わ
れ
て
い

る
国
際
手
話
で
す
。
し
か
し
国
際
手
話
と

い
う
の
は
確
立
さ
れ
た
文
法
が
あ
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
太
田
先
生
の

お
話
に
ピ
ジ
ン
に
つ
い
て
の
お
話
が
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
国
際
手
話
に
つ
い

て
は
ピ
ジ
ン
状
態
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま

す
。
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
ま
で
到
達
し
て
い
な
い
の

で
す
ね
。
以
上
、
少
し
参
考
に
な
り
ま
し

た
で
し
ょ
う
か
。

長
野　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
二
人
目
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー

の
菊
澤
さ
ん
、
お
願
い
し
ま
す
。

菊
澤　

民
博
の
菊
澤
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私

か
ら
は
大
堀
壽
夫
先
生
と
プ
ラ
シ
ャ
ン
ト
・

パ
ル
デ
シ
先
生
の
お
話
に
対
す
る
コ
メ
ン

ト
で
す
。

　

ま
ず
大
堀
先
生
か
ら
は
、
私
た
ち
が
中

学
校
で
英
語
を
習
っ
た
と
き
、
最
初
に
習
っ

た
主
語
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
何
も
考

え
ず
に
日
本
語
の
主
語
、
英
語
の
主
語
、

ど
ち
ら
も
文
の
最
初
に
く
る
ん
だ
な
、
と

思
っ
て
き
ま
し
た
が
、
実
は
そ
の
分
析
に

も
多
様
性
が
あ
る
と
い
う
、
と
て
も
専
門

性
の
高
い
内
容
の
お
話
を
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
主
語
に
関
わ
る
要
素
に
は
意
味
、

構
文
、
機
能
、
い
ろ
い
ろ
な
面
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
言
語
に
よ
っ
て
詳
し
く
見
て
い
く

と
違
う
と
い
う
よ
う
な
お
話
と
、
そ
れ
を

専
門
的
に
類
型
化
、
パ
タ
ー
ン
化
し
て
い

く
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
ご

提
案
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
大
堀
先
生

の
お
話
の
ご
趣
旨
か
ら
は
一
歩
後
退
し
て

し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
中
の

意
味
的
な
側
面
に
つ
き
ま
し
て
、
取
り
あ

え
ず
「
私
は
」
と
か
、
英
語
で
「
Ｉ
」
と

い
う
と
き
の
主
語
、
何
と
な
く
の
主
語
で

す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
見
る
だ
け
で
も
世

界
の
言
語
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
を
、
今
日
は
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー

と
し
て
角
田
先
生
も
お
み
え
に
な
っ
て
い
ま

主
語
、語
順
の
こ
と

菊澤律子氏
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す
の
で
、
ご
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が

ら
コ
メ
ン
ト
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
中
学
校
で
、日
本
語
だ
と
「
私

は
花
子
を
ぶ
っ
た
」
の
よ
う
に
主
語
、
目

的
語
、
動
詞
と
い
う
語
順
が
、
英
語
の
場

合
に
は
先
に
動
詞
が
来
て
、
目
的
語
が
最

後
に
来
る
と
習
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
世

界
全
体
の
言
語
を
見
て
、
ど
ち
ら
の
語
順

が
パ
タ
ー
ン
と
し
て
は
多
い
と
お
思
い
に
な

り
ま
す
か
。
英
語
パ
タ
ー
ン
の
動
詞
、
目

的
語
だ
と
思
わ
れ
る
方
は
手
を
挙
げ
て
み

て
く
だ
さ
い
。
で
は
、
日
本
語
パ
タ
ー
ン

で
主
語
、
目
的
語
、
動
詞
だ
と
思
わ
れ
る

方
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。角
田
先
生
、

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

角
田　

主
語
は
何
か
と
い
う
難
し
い
問
題

で
す
が
、
簡
単
に
言
っ
て
、
例
え
ば
「
花

子
は
本
を
読
ん
だ
」、
こ
の
「
花
子
」
を
主

語
と
す
る
、「
本
」
を
目
的
語
と
す
る
。
英

語
でM

ary read a book

でM
ary

が

主
語
、book

が
目
的
語
で
あ
る
と
単
純
に

考
え
、
ア
ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
フ
リ
カ
、

北
米
、
中
米
、
南
米
、
太
平
洋
、
大
洋
州

の
約
一
三
〇
の
言
語
で
見
ま
す
と
、
私
の
記

憶
な
の
で
す
が
、
約
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト(

実

は
約
四
四
パ
ー
セ
ン
ト)

が
日
本
語
型
で

す
。
英
語
型
は
約
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト(

実
は

約
三
九
パ
ー
セ
ン
ト)

で
す
。
つ
ま
り
、
や

や
で
は
あ
り
ま
す
が
日
本
語
型
の
方
が
多

プラシャント・パルデシ氏

数
派
で
す
。
パ
ー
セ
ン
ト
で
見
れ
ば
、
日

本
語
型
が
一
番
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

菊
澤　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
で
は
、

そ
の
主
語
が
文
の
一
番
最
後
に
来
る
言
語

は
何
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
か
覚
え
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
か
。
主
語
が
文
の
最
後
に
来

る
言
語
で
す
。

角
田　

も
の
す
ご
く
少
な
い
で
す
ね
。
私

の
記
憶
で
は
ア
フ
リ
カ
の
東
海
岸
に
あ
る

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
島
の
マ
ラ
ガ
シ
が
動
詞
、
目

的
語
、主
語
で
、「
読
ん
だ
、本
を
、花
子
が
」

と
い
う
順
番
で
す
。一
三
〇
の
う
ち
、今
ぱ
っ

と
思
い
つ
く
の
は
マ
ラ
ガ
シ
だ
け
で
す
。

菊
澤　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ

か
ら
が
私
の
コ
メ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
私
は

先
ほ
ど
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、

太
平
洋
の
言
語
を
専
門
と
し
て
お
り
ま
す
。

太
平
洋
の
言
語
は
一
二
〇
〇
言
語
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
大
多
数
が
動
詞
で

始
ま
る
言
語
で
、
最
後
に
主
語
が
来
ま
す
。

と
い
う
こ
と
で
、
世
界
七
〇
〇
〇
言
語
に

は
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
の
で
、

も
し
ご
興
味
が
あ
っ
た
ら
語
順
の
こ
と
も

ち
ょ
っ
と
ご
覧
に
な
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

次
に
プ
ラ
シ
ャ
ン
ト
さ
ん
に
伺
い
た
い

と
思
い
ま
す
。
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
は
、
私
の

記
憶
が
正
し
け
れ
ば
日
本
語
と
語
順
が
同

じ
で
し
た
よ
ね
。
日
本
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て

日
本
語
を
学
ば
れ
た
と
き
、
語
順
が
一
緒

だ
っ
た
か
ら
学
び
や
す
か
っ
た
の
か
な
と
い

う
と
こ
ろ
も
あ
る
し
、
先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
た
他
動
性
、
自
動
性
な
ど
、
気
が
付

か
れ
た
と
こ
ろ
も
、
違
う
な
と
思
わ
れ
た

と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
も
し
今

こ
こ
に
座
っ
て
い
る
日
本
語
話
者
の
私
た

ち
が
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
を
学
ぼ
う
と
し
た

と
き
、
一
番
苦
労
し
そ
う
な
こ
と
と
、
一
番

楽
に
で
き
そ
う
な
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ

け
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
語
と
マ
ラ
ー

テ
ィ
ー
語
は
、
ど
の
よ
う
な
面
が
似
て
い

て
、
ど
こ
が
す
ご
く
違
う
の
か
が
わ
か
る

と
思
い
ま
す
の
で
。

パ
ル
デ
シ　

マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
と
い
う
言
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は
幸
せ
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
（
笑
）。

　

ま
た
、
一
致
現
象
、
つ
ま
り
主
語
と

動
詞
が
一
致
す
る
と
い
う
点
で
も
マ
ラ
ー

テ
ィ
ー
語
は
さ
ら
に
複
雑
で
、
完
了
形
に

な
っ
た
場
合
、
例
え
ば
紅
茶
を
飲
み
終
わ
っ

た
場
合
に
は
目
的
語
と
一
致
し
ま
す
。「
飲

ん
で
い
る
」
と
進
行
形
に
す
る
と
、
主
語

と
一
致
し
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
人
に
と
っ
て

は
も
う
一
つ
、
難
し
い
点
で
す
。
易
し
い
と

こ
ろ
は
語
順
が
同
じ
だ
と
い
う
点
で
す
。

菊
澤　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
次
に
、

森
先
生
に
も
同
じ
質
問
を
し
て
み
て
も
よ

ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
語
と
日
本
手

話
の
二
つ
は
異
な
る
言
語
だ
と
い
う
こ
と

を
今
日
は
じ
め
て
認
識
さ
れ
た
方
も
多
い

と
思
う
の
で
す
が
、
日
本
手
話
の
話
者
で

お
ら
れ
る
森
先
生
に
、
も
し
私
た
ち
が
日

本
手
話
を
学
ぶ
と
し
た
ら
ど
こ
が
一
番
難

し
く
て
、
ど
こ
が
学
び
や
す
い
の
か
を
伺
っ

て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

森　

ご
質
問
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

今
日
は
フ
ロ
ア
に
手
話
教
授
法
の
ス
ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
の
ろ
う
者
の
先
生
が
見
え
て

お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
方
の
方
が
私
よ
り
ず
っ

と
知
識
が
あ
る
の
で
代
わ
っ
て
お
答
え
い

た
だ
き
た
い
ぐ
ら
い
な
の
で
す
が
、
私
か

ら
簡
単
に
答
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

一
般
の
方
が
手
話
を
学
ぶ
際
に
も
っ
と

も
苦
労
す
る
こ
と
と
い
い
ま
す
と
、
二
点

あ
り
ま
す
。
一
つ
目
は
、
今
日
の
私
の
講
演

の
中
で
言
っ
た
手
以
外
の
動
き
で
あ
る
Ｎ

Ｍ
Ｍ
（
非
手
指
文
法
マ
ー
カ
ー
）、
主
に
顔

の
動
き
で
す
。
聴
者
は
普
段
、
音
声
言
語

を
使
う
と
き
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
使
い

ま
せ
ん
の
で
、
顔
の
動
き
、
眉
上
げ
な
ど

の
習
得
が
な
か
な
か
困
難
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
は
、
今
日
は
お

話
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
Ｃ
Ｌ
と
言
わ

れ
る
も
の
で
す
。
例
え
ば
物
の
形
状
、
机

の
板
の
様
子
と
か
物
の
形
な
ど
を
表
わ
す

の
を
Ｃ
Ｌ
と
言
い
ま
す
が
、
Ｃ
Ｌ
表
現
も

文
法
の
中
の
一
つ
で
す
。
語
彙
固
定
さ
れ

て
な
い
表
現
で
す
の
で
、
こ
の
ル
ー
ル
を
身

に
付
け
る
の
が
非
常
に
難
し
い
で
す
。
主

に
こ
の
二
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

講
師
陣
は
い
つ
も
そ
の
あ
た
り
で
苦
労
さ

れ
て
い
ま
す
。

生
き
た
デ
ー
タ

長
野　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
ち
ょ
っ
と
戻
り
ま
す
が
、
大
堀
先
生
、

何
か
付
け
加
え
る
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
す
か
。

大
堀　

お
も
し
ろ
そ
う
な
話
を
菊
澤
先
生

が
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、
特
に
新
し
く

付
け
加
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
主

語
と
思
わ
れ
る
も
の
が
最
後
の
位
置
に
表

わ
れ
る
言
語
は
確
か
に
少
な
い
の
で
す
ね
。

葉
は
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
言
語
で

す
の
で
、
日
本
の
皆
さ
ん
が
苦
し
む
の
は
、

名
詞
の
性
だ
と
思
い
ま
す
。
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー

語
は
イ
ン
ド
の
中
で
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

と
同
じ
よ
う
に
男
性
、
女
性
、
中
性
と
い

う
三
つ
の
性
を
残
し
て
い
る
言
語
で
す
。

で
す
か
ら
、
イ
ン
ド
人
の
ほ
か
の
言
語
話

者
で
も
、
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
を
学
ぶ
と
き

苦
労
す
る
の
が
中
性
名
詞
で
す
。「
私
は
紅

茶
を
飲
ん
だ
」「
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
だ
」「
牛

乳
を
飲
ん
だ
」
の
中
で
、「
紅
茶
」
は
男
性
、

「
コ
ー
ヒ
ー
」
は
女
性
、「
牛
乳
」
は
中
性

で
す
の
で
、
何
を
飲
ん
だ
の
か
に
よ
っ
て
文

が
変
わ
っ
て
き
ま
す
か
ら
、
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー

語
話
者
以
外
は
非
常
に
苦
し
い
で
す
。
私大堀壽夫氏
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オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
系
の
ほ
か
に
、
ブ
ラ

ジ
ル
の
少
数
言
語
に
ヒ
シ
ュ
カ
リ
ヤ
ナ
と
い

う
言
語
が
あ
っ
て
、
南
米
の
カ
リ
ブ
語
族

と
言
わ
れ
て
い
る
こ
の
語
族
は
意
外
と
Ｏ

Ｖ
Ｓ
が
多
い
そ
う
で
す
。

　

た
だ
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
見
た
後
で
、

こ
の
手
の
授
業
を
す
る
と
き
に
よ
く
ク
ラ

ス
で
言
う
の
で
す
が
、「
す
ご
く
珍
し
そ
う

に
見
え
る
で
し
ょ
う
。
で
も
、
会
話
デ
ー

タ
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
日
本
語
の
会

話
を
見
る
と
、
主
語
が
最
後
に
来
る
の
は

全
然
珍
し
く
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
Ｏ

Ｖ
Ｓ
み
た
い
な
も
の
が
、
例
え
ば
「
太
郎

が
り
ん
ご
を
食
べ
た
」
と
言
う
代
わ
り
に

「
り
ん
ご
を
食
べ
た
で
し
ょ
う
、
あ
な
た
」

な
ど
、
い
く
ら
で
も
あ
る
の
で
す
。
そ
う

考
え
る
と
、
い
わ
ゆ
る
生
き
た
デ
ー
タ
を

見
る
と
い
う
こ
と
、
も
っ
と
地
に
足
の
着
い

た
デ
ー
タ
か
ら
見
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、

今
日
私
が
し
た
よ
う
な
一
般
的
に
向
か
う

よ
う
な
研
究
で
あ
っ
て
も
、
実
は
す
ご
く

大
事
な
の
だ
と
日
々
痛
感
し
て
お
り
ま
す
。

長
野　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
ち
ょ
う
ど
時
間
の
よ
う
で
す
の
で
、

本
日
の
発
表
と
総
合
討
論
は
こ
れ
で
閉
じ

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
今
後
と
も
人
間

文
化
研
究
機
構
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
大
事

に
、
ま
た
か
わ
い
が
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
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国
立
国
語
研
究
所
の
影
山
で
ご
ざ
い
ま
す
。
国
立
国
語
研
究
所
は

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
か
ら
人
間
文
化
研
究
機
構
の
一
員
に
な
り
ま
し

て
、
日
本
語
、
国
語
の
基
本
的
な
研
究
、
そ
れ
か
ら
外
国
人
に
日
本

語
を
ど
う
教
え
る
か
と
い
う
日
本
語
教
育
の
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
今
日
も
お
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
な
も
っ
と

幅
広
く
、
世
界
の
言
語
か
ら
見
て
、
日
本
語
が
ど
の
よ
う
な
性
質
を

持
っ
て
い
る
か
、
内
か
ら
外
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
日
本
語

を
見
る
と
い
う
多
角
的
、
総
合
的
な
研
究
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
「
こ
と
ば
の
類
型
と
多
様
性
」

で
し
た
。
類
型
と
い
う
の
は
似
て
い
る
点
、
共
通
点
で
す
。
多
様
性

は
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
性
、
独
自
性
で
す
。
こ
の
二
つ
は
一
見
矛
盾
し
て

い
る
よ
う
で
す
が
、
私
た
ち
人
間
の
こ
と
ば
は
そ
の
二
つ
を
う
ま
く
組

み
合
わ
せ
、
非
常
に
長
い
年
月
を
か
け
て
今
日
の
よ
う
に
発
達
し
て

ま
い
り
ま
し
た
。
今
日
の
講
演
か
ら
、音
声
の
面
、文
法
の
面
、意
味
、

語
彙
の
面
に
お
い
て
、
そ
し
て
手
話
の
面
に
お
い
て
も
、
多
様
性
と

類
型
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
言
語
と
い
う
も
の
は
類
型
的
な
特
徴
、
共
通
性
と
個

別
性
、
多
様
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
関
し
て
こ
れ
か
ら
ま
す
ま

す
研
究
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
持
ち
上
が
る
疑

問
は
、
で
は
ど
う
し
て
言
語
に
類
型
と
多
様
性
が
あ
る
の
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
を
深
く
追
求
す
る
と
、
言
語
の
普
遍
性
、
英

語
で
言
う
ユ
ニ
バ
ー
サ
リ
テ
ィ
と
い
う
問
題
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　
ア
メ
リ
カ
の
言
語
学
者
ノ
ー
ム
・
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
「
人
間
だ
け

が
言
語
を
し
ゃ
べ
れ
る
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
そ
の
ほ
か
の
高
度
な
霊
長

類
で
も
、
人
間
言
語
の
よ
う
な
高
度
な
情
報
シ
ス
テ
ム
を
持
っ
て
い

な
い
。
よ
っ
て
人
間
だ
け
に
独
自
の
言
語
を
司
る
遺
伝
子
が
、
代
々

お
じ
い
さ
ん
か
ら
子
、
さ
ら
に
孫
へ
と
引
き
継
が
れ
て
き
た
の
で
は

な
い
か
」
と
い
う
仮
説
を
立
て
ま
し
た
。
遺
伝
子
の
研
究
は
言
語
学

者
で
は
な
か
な
か
手
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
し
た
け
れ
ど
も
、
数
年

前
に
イ
ギ
リ
ス
の
方
で
、
何
代
か
に
わ
た
っ
て
言
語
障
害
を
引
き
起

こ
し
て
い
る
と
い
う
家
族
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
家
系
を
調
べ

て
み
ま
す
と
、
遺
伝
子
に
Ｆ
Ｏ
Ｘ
Ｐ
２
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
あ
っ

て
、
そ
れ
が
欠
け
て
い
る
た
め
に
言
語
能
力
が
う
ま
く
伝
わ
っ
て
い

か
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
こ
の
Ｆ
Ｏ
Ｘ
Ｐ
２
と
い
う
も

の
が
機
能
す
る
こ
と
で
言
語
能
力
も
発
揮
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
発

見
さ
れ
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
仮
説
が
立
証
さ
れ
た
の
で
す
。

　
そ
れ
で
は
、
そ
の
Ｆ
Ｏ
Ｘ
Ｐ
２
は
一
体
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
。
人
類

が
ア
フ
リ
カ
中
東
部
の
ビ
ク
ト
リ
ア
湖
の
辺
り
に
発
生
し
た
の
が
今

か
ら
五
〇
万
年
く
ら
い
前
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
学
の
進
化
人
類
学
の
研
究
者
に
よ
れ
ば
、
言
語
ら
し
き
も
の
、

言
語
と
呼
べ
る
も
の
を
獲
得
し
た
の
は
今
か
ら
二
〇
万
年
前
だ
そ
う

で
す
。
人
類
が
発
生
し
た
の
は
五
〇
万
年
前
で
、
そ
れ
か
ら
三
〇
万

年
た
っ
て
、
二
〇
万
年
前
に
言
語
が
獲
得
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

　
そ
し
て
、
初
期
人
類
は
ア
フ
リ
カ
を
出
て
行
き
ま
す
。
ア
フ
リ
カ

を
出
て
、
世
界
各
地
に
散
ら
ば
り
始
め
た
の
が
今
か
ら
一
〇
万
年
前

で
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
方
に
た
ど
り
着
い
た
の
が
四
万
年
前
で
す
。チ
ベ
ッ
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ト
・
イ
ン
ド
を
通
っ
て
、
南
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
陸
に
た
ど
り
着
い

た
の
が
七
万
年
前
。
も
う
一
方
は
中
国
・
シ
ベ
リ
ア
の
辺
り
を
通
っ
て

北
上
し
、
シ
ベ
リ
ア
に
着
い
た
の
が
三
万
年
前
で
、
さ
ら
に
ベ
ー
リ

ン
グ
海
峡
を
渡
っ
て
北
米
大
陸
に
着
い
た
の
が
一
万
五
〇
〇
〇
年
前

で
す
。
さ
ら
に
北
米
大
陸
か
ら
南
下
し
て
、
メ
キ
シ
コ
を
通
り
中
米
、

南
米
に
行
っ
た
の
が
一
万
年
前
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
す
で
に
ア
フ
リ
カ
を
出
た
と
き
か
ら
人
類
は

こ
と
ば
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
現
在
の

六
〇
〇
〇
の
言
語
に
多
様
性
が
あ
る
、類
型
的
共
通
性
が
あ
る
と
言
っ

て
も
、
あ
る
意
味
で
は
当
た
り
前
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
と
も
と
は

同
じ
発
生
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
実
は
そ
ん
な
に
単
純
な
も

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
ぞ
れ
行
き
着
い
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

な
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
シ
ベ
リ
ア
な
ら
シ
ベ
リ
ア
、
南
米
な
ら
南

米
で
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
を
築
く
と
と
も
に
、
言
語
の
方
も
独
自
の
発

達
を
し
て
き
ま
し
た
。

　

私
た
ち
言
語
学
者
は
、
古
い
言
語
で
も
記
録
が
残
っ
て
い
る
部

分
は
研
究
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
歴
史
の
記
録
の
な
い
、
文
字
の
記

録
の
な
い
言
語
は
こ
れ
ま
で
は
研
究
を
あ
き
ら
め
て
い
た
、
意
図
的

に
遠
ざ
け
て
い
た
と
い
う
部
分
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、

一
八
六
六
年
の
パ
リ
言
語
学
会
で
言
語
の
起
源
を
論
じ
る
人
が
た
く

さ
ん
い
て
、
荒
唐
無
稽
な
説
が
た
く
さ
ん
出
た
た
め
、
そ
ん
な
も
の

は
一
切
受
け
付
け
な
い
と
パ
リ
言
語
学
会
が
決
断
し
た
。
そ
れ
が
言

語
学
の
専
門
家
に
い
ま
だ
に
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
欧
米

で
は
言
語
学
者
だ
け
で
は
な
く
て
、進
化
人
類
学
、脳
科
学
、生
理
学
、

神
経
生
理
学
、
そ
し
て
考
古
学
も
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
の
人
が
学
際
的
に
協
力
し
合
っ
て
、
人
類
の
誕
生
お
よ
び
言
語

の
起
源
に
つ
い
て
検
討
し
始
め
て
い
ま
す
。

　
日
本
で
は
言
語
学
は
言
語
学
、
と
い
う
壁
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。
今
日
は
民
博
と
国
語
研
で
連
携
し
て
少
し
壁
を
取
っ
払
う
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
将
来
、
も
し
こ
の
よ
う
な
言
語
の
こ
と

を
お
話
し
す
る
機
会
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
そ
の
と
き
は
さ
ら
に
学

問
の
枠
を
取
っ
払
っ
て
、
進
化
人
類
学
と
か
考
古
学
と
か
、
社
会
学
、

あ
る
い
は
場
合
に
よ
れ
ば
（
人
間
の
言
語
は
音
楽
、
歌
か
ら
発
し
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
か
な
り
有
力
に
な
っ
て
来
て
い
ま
す
の

で
）、
音
楽
学
も
含
め
、
学
際
的
に
い
ろ
い
ろ
な
研
究
報
告
が
で
き
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

　
長
丁
場
で
皆
さ
ん
お
疲
れ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
非
常
に
楽
し
い
有

意
義
な
機
会
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
後
と
も
人
間
文
化
研

究
機
構
の
活
動
に
ご
支
援
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
に
お
願
い
い
た
し
ま

し
て
、
閉
会
の
言
葉
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
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講演者・パネリスト略歴

長野泰彦 ( ながの  やすひこ )

国立民族学博物館・名誉教授、2011年 4 月より総合研究大学
院大学・副学長
カリフォルニア大学（バークレイ校）大学院言語学部博士課程
修了、Ph.D.。東洋文庫研究員、カリフォルニア大学（バークレ
イ校）東洋語学部（チベット語）講師を経て1980年より民博。 
国立民族学博物館・教授（1995）、総合研究大学院大学文化科
学研究科長（1998－99年度）、国立民族学博物館・副館長（2003
－04 年度）、人間文化研究機構・常任理事（2005－2007年度）。
■ 専門分野……チベット・ビルマ諸語の歴史言語学 

窪薗晴夫 ( くぼぞの  はるお )　　

国立国語研究所・教授
エジンバラ大学大学院博士課程修了（Ph.D. 言語学）。南山大学
外国語学部・ 助教授、大阪外国語大学 ( 現・大阪大学外国語学部）・
助教授、神戸大学大学院人文学研究科・教授を経て、2010 年
4 月より国立国語研究所理論・構造研究系長、教授。カリフォ
ルニア大学およびマックスプランク心理言語学研究所・客員研
究員（1994－1995）。
■ 専門分野……言語学 ( 音韻論、音声学）。主に日本語の音声を
対象に、言語構造の普遍性と個別性を研究している

大堀壽夫 ( おおほり　としお )

東京大学大学院・准教授
カリフォルニア大学（バークレー校）大学院言語学科博士課程

（1987－1992）, Ph.D.。慶應義塾大学商学部・助手 (1985 －
1992), 助教授（1993）、東京大学大学院総合文化研究科言語情
報科学専攻（1994－現在）。
■ 専門分野……言語学（意味論、機能的類型論、談話分析）、特
に接続構造の類型と文法化に関心をもっている

プラシャント・パルデシ
(Prashant  Pardeshi)

国立国語研究所・准教授、2011年 4 月より教授
Jawaharlal Nehru 大学日本語学科修士課程卒業、神戸大学
大学院文化学研究科博士課程修了（取得学位：博士（学術））、
東北大学大学院国際文化研究科21世紀COEプログラム（人文
科学）「言語・認知総合科学戦略研究教育拠点」外国人研究員
(2003.10.1－2005.3.31)、神戸大学大学院人文学研究科・専
任講師 (2005.4.1 －2009.9.30) を経て、2009年10月より国
立国語研究所 言語対照研究系・准教授。
■ 専門分野……言語学（言語類型論、対照言語学）

太田 斎 ( おおた  いつく )　

神戸市外国語大学・教授
東京都立大学大学院人文科学研究科中国文学専攻修士課程修了
( 文学修士 )、東京都立大学人文学部・助手、神戸市外国語大学・
講師、同助教授を経て、1993年より教授。2009年より学術担
当理事を兼担（2011年 3 月まで）。
■ 専門分野……中国語方言の比較研究、及び、少数民族語及び
周辺の異系統の言語をも研究対象として、地域的特徴、類型的
特徴の成立要因についても考察

森 壮也 ( もり  そうや )　

日本貿易振興機構 アジア経済研究所・主任研究員
早稲田大学大学院経済学研究科修士課程修了（経済政策論専攻、
1987.3)、アジア経済研究所入所 (1988)、2005年よりアジア
経済研究所新領域研究センター貧困削減・社会開発研究グルー
プ長代理、主任研究員、同研究所開発スクール・教授。東京大
学先端科学技術研究センター・特任研究員（2003 －2005）。
日本手話学会・会長 (2002－2008)。障害学会・理事 (2003.4.1
－、『障害学研究』編集委員会・委員長 )、Sign Language 
Studies 編集委員。
■ 専門分野……開発経済学、障害と開発、手話（言語）学

角田太作 ( つのだ　たさく )

国立国語研究所・教授
文学士（東京大学）、M.A. (Monash University、オーストラリ
ア )、Ph.D.(Monash University、オーストラリア )、Griffith 
University, Language Centre（オーストラリア）、名古屋大学
文学部、筑波大学文芸言語学系、東京大学文学部・人文社会系
研究科を経て、2009年10月より国立国語研究所言語対照研究
系長、教授。
■ 専門分野……オーストラリア原住民語学、言語類型論、言語
消滅危機と言語再活性化

菊澤律子 ( きくさわ　りつこ )　

国立民族学博物館・准教授
東京大学大学院言語学専修修士課程修了（文学修士、言語
学）、ハワイ大学マノア校大学院言語学科博士課程修了（Ph.D., 
Linguistics）。東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究
所（1995－2005）を経て、2005年より現職。国際歴史言語学
会長、国際オーストロネシア言語学会・運営委員。
■専門分野……言語学（記述言語学、歴史言語学、比較統語論、
類型論）、オセアニアの先史研究
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編集後記

　人間文化研究機構が発足して7年、昨年からは二
期目の中期目標・中期計画の期間に入った。機構の
目的の一つには、構成する各機関間の連携を深め、
新たな研究の可能性を開いていくことがあると私
は理解している。機構の公開講演会・シンポジウム
は、そうしたものの手がかりの一つになろう。
　今回の講演・シンポジウムは、国立民族学博物
館と国立国語研究所の共催、そして国文学研究資
料館の協力もえて、機関の境を越えて行われた。
テーマは「ことばの類型と多様性」であって、そ
れ自体むしろ言語学という固有の学問領域に関わ
るものである。しかし、人間の文化とそれを研究
する学問が無限に広がるように、言語の研究もさ
まざまな新しい知見や方法を拓いている。それを
知るには絶好の機会であったというのが私の率直
な感想である。
　ところで、国立民族学博物館では2008年度よ
り本館展示の新構築を行っており、昨年3月には音
楽展示とともに、言語展示が新しくなって公開さ
れた。その基本的な考え方や新しい展示手法には、
いくつかの点で今回のシンポジウムの内容と相通
ずるものがある。展示も研究の成果を発信する重
要な媒体であるからと思われる。いずれにせよ、
内容については本号をじっくりと読んでいただけ
れば幸いである。
　今回の事業実施にあたっては、人間文化研究機
構の本部や、国立国語研究所の方々のご尽力があ
り、また国立民族学博物館に関しては、管理部研
究協力課の皆さんに大いに活躍していただいた。
ここに改めて御礼を申し上げたい。

人間文化研究機構
第14回公開講演会・シンポジウム実行委員長

田村克己(国立民族学博物館・教授)

今回の公開講演会・シンポジウムでは講演内容の手話通訳を行いました。
手話通訳者

（株）comm・プラス（中嶋直子／高橋智美／若林真未）
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