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は
じ
め
に

私
は
、
自
ら
の
言
語
で
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
感
覚
を
語
る
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
が
今
使
用
し
て
い
る
こ
の
言
語
が

も
と
も
と
他
者
由
来
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
言
語
に
よ
っ

て
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
感
覚
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
は
き

わ
め
て
疑
わ
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
日
本
語

と
い
う
公
共
言
語
で
一
方
で
は
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
、
他

方
で
は
他
な
ら
ぬ
私
の
こ
の
痛
み
を
語
る
こ
と
に
は
深
刻
な
矛
盾
が
含

ま
れ
て
い
る
。
他
者
と
の
会
話
を
あ
る
意
味
で
私
の
一
人
芝
居
で
あ
る

と
見
な
す
永
井
均
の
独
在
論
は
、
こ
う
し
た
矛
盾
を
解
き
ほ
ぐ
す
ひ
と

つ
の
解
決
策
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
は
、
永
井
の
こ
う
し

た
問
題
意
識
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
も
、
永
井
と
は
別
の
解
決
策
を
探
る
。

本
稿
の
提
示
す
る
「
言
語
の
マ
ナ
ー
説
」
に
お
い
て
は
、
言
語
と
は
専

ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、「
他
な
ら
ぬ
こ
の

私
の
あ
り
あ
り
と
し
た
感
覚
」
は
、
実
は
こ
の
言
語
で
は
語
れ
て
は
い

な
い
の
だ
と
す
る
。
こ
れ
を
論
証
す
る
た
め
に
、
本
稿
は
言
語
習
得
が

い
か
に
し
て
な
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。

私
は
私
の
言
語
に
よ
っ
て
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
感
覚
を
語
る
こ
と
が

で
き
る
と
さ
れ
る
が
、
言
語
に
は
そ
の
前
の
段
階
、
す
な
わ
ち
私
が
使

用
す
る
こ
の
言
語
が
ま
だ
「
他
者
の
言
語
」
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
た

段
階
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
は
、
言
語
習
得
が
、
私
が
今
使
用
し

て
い
る
言
語
が
ま
だ
「
他
者
の
言
語
」
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
た
段
階

と
、
そ
の
言
語
を
「
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
言
語
」
と
し
て
扱
う
よ
う
に

な
る
段
階
と
の
少
な
く
と
も
二
段
階
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
論
ず
る
。

も
っ
と
も
、
人
間
の
実
際
の
言
語
発
達
段
階
を
記
述
す
る
こ
と
が
本
稿

の
目
的
な
の
で
は
な
い
。
本
稿
に
お
け
る
各
言
語
段
階
は
あ
く
ま
で
理

論
的
に
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
の
提
案
す
る
言
語
段
階
は
、

永
井
均
の
独
在
論
、
お
よ
び
本
稿
自
身
の
立
つ
言
語
観
で
あ
る
「
言
語

の
マ
ナ
ー
説
」
を
そ
の
枠
内
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
提
供
さ
れ
た
見
取
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り
図
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
永
井
の
独
在
論
は
言
語
習
得
の
第
二

段
階
目
に
、
本
稿
の
主
張
す
る
マ
ナ
ー
説
的
言
語
使
用
は
言
語
習
得
の

第
一
段
階
目
に
そ
れ
ぞ
れ
見
受
け
ら
れ
る
言
語
的
な
振
る
舞
い
で
あ
る
。

本
稿
の
主
張
す
る
「
言
語
の
マ
ナ
ー
説
」
は
、
本
稿
の
前
半
で
構
築

し
た
言
語
習
得
の
二
段
階
目
を
否
定
し
て
、あ
く
ま
で
「
他
者
の
言
語
」

に
留
ま
ろ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
赤
い
」
と
い
う
発
話

は
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
感
覚
を
報
告
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
も
「
赤
色
と
さ
れ
て
い
る
も
の
」
を
見
た
と
き
に
適
切
に
発
せ

ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
マ
ナ
ー
説
的
な
言
語
使
用
は
独

在
論
的
な
言
語
使
用
以
上
に
日
常
言
語
か
ら
は
か
け
離
れ
て
い
る
。
だ

が
、こ
う
し
た
言
語
観
に
立
ち
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、私
が
「
他

な
ら
ぬ
私
の
痛
み
」
を
こ
の
言
語
で
語
る
こ
と
の
不
条
理
が
自
覚
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

第
1
節　

 

マ
ナ
ー
と
し
て
の
言
語 

―
「
私
た
ち
は
同
じ
夢
を
見
て
い
る
」

私
が
今
使
用
し
て
い
る
言
語
は
、
私
の
思
い
の
丈
を
自
由
に
表
現
し

た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
元
を
辿
れ
ば
、
私
の
こ
の
言
語
が

他
者
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
覆
し
よ

う
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
私
が
こ
の
言
語
に
よ
っ
て
自
分
の
思
い
を
自

由
に
表
現
で
き
る
と
す
る
見
方
は
、
こ
の
事
実
の
忘
却
な
く
し
て
は
成

り
立
ち
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
私
は
今
自
由
に
日
本
語
を
話
し
て
い

る
と
言
い
た
く
な
る
が
、
私
が
何
の
気
な
し
に
「
私
は
今
自
由
に
日
本

語
を
話
し
て
い
る
」
と
言
え
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
こ
う
し
た
「
自
発

的
」
な
文
言
を
、
そ
の
意
味
内
容
と
は
裏
腹
に
、
他
者
に
よ
っ
て
繰
り

返
し
繰
り
返
し
言
わ
さ
れ
て
き
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

私
の
言
語
は
、
今
で
こ
そ
私
固
有
の
感
覚（
1
）を
指
す
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

が
、
最
初
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
わ
け
で
は

あ
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
言
語
に
は
、「
私
固
有
の
感
覚
を
指
せ
る
と

さ
れ
る
」
段
階
以
前
の
、「
マ
ナ
ー
と
し
て
の
言
語
」
の
段
階
が
実
在

し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
マ
ナ
ー
と
し
て
の

言
語
」
は
、
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
私
の
言
語
の
「
他
者
性
」
が
ま
だ
強

く
意
識
さ
れ
て
い
る
段
階
の
こ
と
で
あ
る
。
私
が
今
使
用
し
て
い
る
言

語
は
、
そ
れ
が
板
に
つ
い
て
し
ま
う
と
、
ま
る
で
も
と
も
と
自
分
由
来

の
言
語
で
あ
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
し
て
し
ま
う
が
、
本
来
こ
の
言
語
は

他
者
由
来
な
の
で
あ
る
。
言
語
と
は
そ
も
そ
も
独
白
的
な
も
の
で
は
あ

る
が
、
そ
れ
以
前
の
マ
ナ
ー
の
段
階
（
す
な
わ
ち
「
言
語
も
ど
き
」
の

段
階
）
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
だ（
2
）。
言
語
が
独
白
的
と
い
う
の

は
つ
ま
り
、
言
語
と
い
う
も
の
が
「
こ
こ
が
夢
な
ら
ば
そ
の
夢
を
見
て

い
る
の
は
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
で
あ
る
」
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
構
造
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
永
井
均
は
、
言
語
習
得
に
お
い
て

あ
る
逆
転
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

言
語
に
と
っ
て
ど
ち
ら
が
本
質
的
で
あ
る
か
は
、
い
ま
論
じ
よ
う

と
し
て
い
る
問
題
に
と
っ
て
は
間
接
的
な
関
係
し
か
あ
り
ま
せ
ん

が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
重
要
な
の
で
、
ひ
と
こ
と
言
っ
て
お
き

ま
す
。
言
語
は
、
導
入
時
に
は
他
者
か
ら
伝
授
さ
れ
ま
す
か
ら
、

他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
こ
そ
が
無
く
て
は
な
ら
な
い
も

の
で
す
が
、
し
か
し
、
そ
の
後
は
む
し
ろ
逆
転
が
生
じ
て
、
自
分

自
身
に
何
か
を
伝
え
る
手
段
で
あ
る
こ
と
の
方
が
、
言
語
に
と
っ
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て
不
可
欠
な
も
の
に
転
じ
、
そ
ち
ら
が
自
立
可
能
に
な
り
ま
す
。

（
永
井 2016, pp.37–8

）

他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
言
語
か
ら
、
自
分
自
身

に
何
か
を
伝
え
る
手
段
の
た
め
の
言
語
の
自
立
が
い
か
に
し
て
な
さ
れ

る
か
は
の
ち
に
論
ず
る
。
そ
れ
よ
り
も
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の

は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
私
の
今
使
用
し
て
い
る
言
語
は
、「
ず
き
ず
き

と
痛
い
」
や
「
あ
り
あ
り
と
赤
く
見
え
る
」
な
ど
の
表
現
を
用
い
て
他

な
ら
ぬ
こ
の
私
の
感
覚
を
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
前
述
の
通
り
、
こ
う
し
た
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
感
覚
を
指
す

こ
と
の
で
き
る
言
語
の
前
に
は
、「
マ
ナ
ー
と
し
て
の
言
語
」
の
段
階

が
実
在
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
私
が
今
使
用
し
て
い
る
言
語

の
習
得
は
、
決
し
て
一
挙
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も

「
マ
ナ
ー
」
と
「
自
分
自
身
に
何
か
を
伝
え
る
手
段
」
の
二
段
階
が
必

要
な
の
だ
。

で
は
、
先
ほ
ど
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
「
マ
ナ
ー
と
し
て
の
言
語
」
と

は
何
か
。
そ
れ
は
、
実
際
に
痛
か
ろ
う
が
痛
く
な
か
ろ
う
が
、
膝
を
擦

り
剥
い
た
と
き
な
ど
の
ふ
さ
わ
し
い
場
面
で
き
ち
ん
と
「
痛
い
」
と
言

う
よ
う
な
言
語
的
な
振
る
舞
い
の
こ
と
で
あ
る
。
マ
ナ
ー
用
語
と
し
て

の
「
痛
い
」
と
い
う
語
の
使
用
方
法
は
こ
れ
に
尽
き
る
。
転
ん
で
膝
を

擦
り
剥
い
た
と
き
に
は
「
痛
い
」
と
言
い
、
梅
干
し
を
食
べ
た
と
き
に

は
「
痛
い
」
と
言
わ
な
い
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

言
語
使
用
に
不
気
味
さ
を
感
じ
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

私
た
ち
は
確
か
に
言
語
を
こ
の
よ
う
に
習
っ
た
は
ず
な
の
だ
。「
痛
い
」

と
い
う
語
は
、
泣
き
声
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
教
え
込
ま

れ
た
も
の
な
の
で
あ
る（
3
）。

私
が
転
ん
で
膝
を
擦
り
剥
い
た
と
き
に
は
大
人
は
私
に
「
痛
い
」
と

言
わ
せ
よ
う
と
し
、
私
が
梅
干
し
を
食
べ
て
「
痛
い
」
と
言
え
ば
大
人

は
「
そ
れ
は
痛
い
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
酸
っ
ぱ
い
ん
だ
よ
」
と
私
の
発
言

を
訂
正
す
る
。
す
な
わ
ち
、
原
初
的
に
は
言
語
は
マ
ナ
ー
と
し
て
学
ば

れ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
。
永
井
均
は
、
言
語
と
い
う
も
の
が
つ
ね
に
引

用
可
能
性（
4
）に
曝
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
ジ
ャ
ッ
ク
・

デ
リ
ダ
の
議
論（
5
）を
敷
衍
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

子
供
は
「
夢
中
」
で
痛
い
と
言
え
る
よ
う
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら

な
い
。（
偽
装
や
演
技
は
、
こ
の
「
夢
中
」
さ
を
装
う
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
二
次
的
、
寄
生
的
な
の
で
あ
る
。）

し
か
し
、
こ
の
「
夢
中
」
さ
は
習
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

習
得
の
た
め
に
は
、
諸
々
の
可
能
性
の
中
か
ら
一
つ
の
表
現
を
選

択
し
て
い
る
段
階
、
つ
ま
り
表
現
を
「
引
用
」
し
、
結
合
し
て
い

な
い
二
つ
の
項
が
結
合
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
「
装
う
」
段
階
が

先
行
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。（
偽
装
や
演
技
は
こ
の

意
味
で
第
一
次
的
で
あ
る
。）（
永
井 1991, pp.147–8

）

永
井
の
叙
述
の
通
り
、「
痛
い
」
と
い
う
語
が
泣
き
声
に
取
っ
て
代

わ
っ
た
と
き
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
は
、
す
な
わ
ち
演
技
で
あ
る
。

私
が
痛
み
を
感
じ
る
と
き
に
ど
ん
な
に
夢
中
で
「
痛
い
」
と
言
っ
て
い

た
と
し
て
も
、
そ
の
表
現
は
、
も
と
を
た
だ
せ
ば
大
人
か
ら
の
借
り
物

で
し
か
あ
り
え
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言
語
に
十
分
に
習
熟
し
た

私
は
そ
う
し
た
事
実
を
忘
却
し
て
、「
頭
が
ず
き
ず
き
と
痛
い
」
と
い
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う
借
り
物
の
表
現
で
、
ま
る
で
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
感
覚
を
指
せ
て
い

る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
の
だ
。

第
2
節　

 

サ
リ
バ
ン
先
生
の
言
語 

―「
私
は
あ
な
た
の
夢
の
中
の
登
場
人
物
に
す
ぎ
な
い
」

前
節
で
見
た
通
り
、
言
語
習
得
の
根
底
に
は
「
装
う
」
段
階
が
先
行

し
て
い
た
。
だ
が
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
感
覚
を
指
せ
て
い
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
言
語
は
、
マ
ナ
ー
と
し
て
学
ば
れ
る
だ
け
で
は
完
成
し
な
い
。

少
な
く
と
も
言
語
習
得
時
に
は
言
語
は
マ
ナ
ー
と
し
て
学
ば
れ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
永
井
に
よ
れ
ば
、「
何
も
酸
っ
ぱ
い

も
の
を
食
べ
て
い
な
く
て
も
、
な
ぜ
だ
か
酸
っ
ぱ
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と

が
可
能
に
な
っ
た
段
階
の
酸
っ
ぱ
さ
の
感
覚
そ
の
も
の（
6
）」
な
る
も

の
が
言
語
習
得
の
あ
と
で
独
立
す
る
と
い
い
、
永
井
は
そ
れ
を
（「
梅

干
や
夏
み
か
ん
を
食
べ
た
と
き
に
酸
っ
ぱ
そ
う
な
顔
を
す
る
と
き
感
じ

て
い
る
と
さ
れ
る

4

4

4

4

も
の（
7
）」
で
あ
る
酸
っ
ぱ
さ
の
「
第
一
次
内
包
」

と
対
置
し
て
）
酸
っ
ぱ
さ
の
「
第
〇
次
内
包
」
と
呼
ぶ
。
永
井
は
言
語

習
得
が
演
技
に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
、「
自
分
自
身
に
何
か
を
伝
え
る

手
段
」
と
し
て
の
言
語
、
す
な
わ
ち
第
〇
次
内
包
は
大
人
の
介
入
な
し

に
そ
こ
か
ら
勝
手
に
自
立
す
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
マ
ナ
ー
と

し
て
の
言
語
か
ら
「
自
分
自
身
に
何
か
を
伝
え
る
手
段
」
と
し
て
の
言

語
へ
の
移
行
に
は
、
大
人
か
ら
の
さ
ら
な
る
働
き
か
け
が
必
要
だ
と
い

う
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。

で
は
、
マ
ナ
ー
か
ら
「
自
分
自
身
に
何
か
を
伝
え
る
手
段
」
へ
の
移

行
は
、
い
か
に
し
て
な
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
に
際
し
て
、

ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
の
言
語
習
得
の
場
面
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

視
覚
と
聴
覚
を
持
た
な
い
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
は
、
家
庭
教
師
の
サ
リ
バ

ン
先
生
か
ら
、
も
の
を
手
渡
さ
れ
て
は
そ
れ
の
名
を
指
文
字
で
な
ぞ
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
で
言
葉
を
教
わ
っ
て
い
た
。
あ
る
日
ヘ
レ
ン
は
、「
掌

に
冷
た
い
水
を
受
け
て
い
る
と
き
に
サ
リ
バ
ン
先
生
が”w

ater”

と
指

文
字
で
綴
る
と
、
そ
の
指
文
字
と
は
掌
を
流
れ
る
冷
た
い
液
体
の
名
前

な
の
だ
と
い
う
啓
示
を
得
た（
8
）」
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
以
前

か
ら
、
も
の
を
手
渡
さ
れ
る
そ
の
と
き
ど
き
に
よ
っ
て
、
サ
リ
バ
ン
先

生
の
指
が
別
々
の
動
き
を
し
て
い
る
こ
と
に
は
ヘ
レ
ン
も
気
づ
い
て
お

り
、
対
象
を
手
渡
さ
れ
れ
ば
そ
の
指
文
字
を
綴
る
こ
と
も
で
き
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
今
井
む
つ
み
と
秋
田
喜
美
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

し
か
し
、
彼
女
が
手
で
触
れ
る
サ
リ
バ
ン
先
生
の
指
文
字
の
形
が

そ
の
対
象
の
「
名
前
」
だ
と
い
う
こ
と
に
は
気
づ
い
て
い
な
か
っ

た
。
そ
れ
ま
で
、
指
文
字
を
覚
え
、
対
象
を
手
渡
さ
れ
れ
ば
指
文

字
を
綴
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
ヘ
レ
ン
は
の
ち
に
そ
れ
を
「
猿
ま

ね
だ
っ
た
」
と
回
想
し
て
い
る
。
ヘ
レ
ン
は
、w

ater

と
い
う
綴

り
が
名
前
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
と
き
、
す
べ
て
の
モ
ノ
に

4

4

4

4

4

4

4

は
名
前
が
あ
る
の
だ

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
閃
き
を
得
た
。（
今
井
・
秋
田 2023, 

p.107

（
傍
点
原
著
））

今
井
と
秋
田
に
よ
れ
ば
、
水
の
名
を
知
っ
た
と
き
に
ヘ
レ
ン
が
得
た

洞
察
と
は
「
す
べ
て
の
も
の
に
は
名
前
が
あ
る
こ
と
」
に
他
な
ら
な
い
。

だ
が
私
に
は
、
水
の
名
を
知
っ
て
歓
喜
す
る
ヘ
レ
ン
の
洞
察
が
、
そ
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
の
だ
。
私
が
思
う
に
、

掌
に
冷
た
い
水
を
受
け
て
い
た
と
き
に
ヘ
レ
ン
が
得
た
洞
察
と
は
、「
言
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語
は
単
な
る
マ
ナ
ー
な
の
で
は
な
く
、
自
分
だ
け
の
感
覚
を
指
す
も
の

と
し
て
使
用
し
て
よ
い
」
と
い
う
こ
と
へ
の
気
づ
き
の
こ
と
で
は
あ
る

ま
い
か
。
そ
れ
ま
で
の
ヘ
レ
ン
に
と
っ
て
名
前
と
は
、
手
渡
さ
れ
た
対

象
に
応
じ
て
返
す
だ
け
の
表
層
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
し
か
な
か
っ
た
言
語
が
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
が
感
じ
て
い
る
冷

た
い
し
た
た
り
の
「
こ
れ
」
の
名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ヘ
レ
ン
は

直
観
し
た
の
で
は
な
い
か
。
永
井
の
用
語
を
借
り
て
言
え
ば
、
ヘ
レ
ン

の
洞
察
は
、
言
語
に
お
け
る
「（
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
）
第
〇
次
内
包
」

の
第
一
次
内
包
か
ら
の
自
立
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る（
9
）。

私
の
考
え
で
は
、
ヘ
レ
ン
の
洞
察
こ
そ
が
、
言
語
の
マ
ナ
ー
段
階
か

ら
自
分
自
身
に
何
か
を
伝
え
る
手
段
と
し
て
の
段
階
へ
の
移
行
の
瞬
間

で
あ
る（
10
）。
こ
の
洞
察
が
訪
れ
な
け
れ
ば
、
言
語
は
い
つ
ま
で
も
マ

ナ
ー
で
あ
り
続
け
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
永
井
は
第
〇
次
内
包
の
独

立
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ
る
の
か
を
ま
っ
た
く
論
じ
て
い
な

い
の
だ
が
、
ヘ
レ
ン
の
洞
察
は
自
然
に
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と

い
う
の
が
本
稿
の
立
場
で
あ
る
。「
装
い
」
の
段
階
の
言
語
習
得
に
大

人
が
介
在
し
て
い
た
よ
う
に
、
ヘ
レ
ン
の
洞
察
も
ま
た
、
サ
リ
バ
ン
先

生
の
よ
う
な
大
人
の
助
け
を
必
要
と
す
る
の
だ
。
ヘ
レ
ン
は
、
水
の
し

た
た
り
を
手
に
受
け
な
が
ら
、「
水
」
と
い
う
語
を
教
育
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
と
き
、
サ
リ
バ
ン
先
生
が
ヘ
レ
ン
に
根
気
強
く
教
え
よ
う
と
し
て

い
た
の
は
、「
あ
な
た
の
今
感
じ
て
い
る
こ
の
冷
た
い
し
た
た
り
こ
そ

が
『
水
』
な
の
だ
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ヘ
レ
ン
は
自
分
に
感

じ
ら
れ
る
冷
た
い
し
た
た
り
に
集
中
し
、
ま
さ
に
今
自
分
が
感
じ
て
い

る
こ
の
ひ
ん
や
り
と
し
た
た
る
も
の
こ
そ
が
水
な
の
だ
と
い
う
洞
察
を

得
た
の
だ（
11
）。
こ
の
と
き
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
の
は
、
ヘ
レ
ン

が
感
じ
て
い
る
「
ひ
ん
や
り
と
し
た
し
た
た
り
」
が
、
ヘ
レ
ン
当
人
に

し
か
感
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

ヘ
レ
ン
が
独
我
論
者
に
成
長
す
れ
ば
「
お
よ
そ
実
在
す
る
の
は
こ
の
私

の
感
覚
だ
け
だ
」
と
す
ら
言
い
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
ヘ
レ

ン
が
自
分
特
有
の
感
覚
を
言
語
で
呼
ぶ
こ
と
を
教
え
る
た
め
に
、
サ
リ

バ
ン
先
生
は
自
ら
の
独
我
論
を
放
棄
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
謂

わ
ば
自
ら
ヘ
レ
ン
の
夢
の
中
の
登
場
人
物
の
役
割
を
買
っ
て
出
て
、
ヘ

レ
ン
に
対
し
て
「
こ
こ
は
あ
な
た
の
夢
の
中
な
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を

親
切
に
も
告
げ
て
く
れ
て
い
る
の
だ（
12
）。「
装
い
」
の
段
階
で
は
大
人

と
私
と
は
共
指
示
に
よ
っ
て
対
象
の
名
前
の
教
授
が
行
わ
れ
る
が
、
ひ

ん
や
り
と
し
た
た
る
感
覚
は
そ
も
そ
も
共
指
示
し
よ
う
が
な
い
。
サ
リ

バ
ン
先
生
は
、
ヘ
レ
ン
が
見
る
夢
の
中
の
登
場
人
物
に
自
分
を
格
下
げ

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヘ
レ
ン
の
注
意
を
ヘ
レ
ン
自
身
の
ひ
ん
や
り
と

し
た
た
る
感
覚
に
向
け
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
も
し
も
言
語
に
独
我
論
的

な
ル
ー
ル
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
サ
リ
バ
ン
先
生
は
そ
の
ル
ー
ル
を

自
ら
破
る
こ
と
で
、
独
我
論
的
な
言
語
の
ル
ー
ル
を
ヘ
レ
ン
に
教
え
た

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う（
13
）。

こ
う
し
た
サ
リ
バ
ン
先
生
の
献
身
に
よ
っ
て
、
ヘ
レ
ン
は
そ
れ
ま
で

は
「
他
者
由
来
の
も
の
」
と
し
て
一
定
の
距
離
を
取
っ
て
い
た
言
語
を
、

初
め
て
「
私
の
思
い
の
丈
を
自
由
に
表
現
で
き
る
も
の
」
と
し
て
自
ら

の
う
ち
に
受
け
入
れ
る
。
こ
の
受
け
入
れ
に
よ
っ
て
、
ヘ
レ
ン
は
言
語

を
さ
も
自
分
由
来
の
も
の
か
の
よ
う
に
使
用
し
、
他
な
ら
ぬ
自
分
特
有

の
感
覚
を
そ
の
言
語
に
よ
っ
て
語
る
よ
う
に
な
る
（
と
さ
れ
る
）。

こ
の
段
階
に
な
っ
て
よ
う
や
く
「
痛
い
」
と
は
「
膝
を
擦
り
剥
い
た

と
き
に
マ
ナ
ー
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
」
な
の
で
は
な
く
、
外
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的
状
況
と
は
関
係
な
く
「
私
が
感
じ
る
じ
ん
じ
ん
す
る
こ
の
感
じ
」
を

指
す
言
葉
と
な
る
。

「
私
が
感
じ
る
じ
ん
じ
ん
す
る
こ
の
感
じ
」
は
、
本
来
他
者
か
ら
指

し
返
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
う
し
た
指
し
返
し
が
あ
り
え
な

い
か
ら
こ
そ
、
ヘ
レ
ン
に
「
ひ
ん
や
り
と
し
た
し
た
た
り
」
の
名
を
教

え
よ
う
と
す
る
サ
リ
バ
ン
先
生
の
献
身
の
不
条
理
さ
が
際
立
つ
の
だ
。

こ
う
し
た
サ
リ
バ
ン
先
生
の
奇
妙
な
ア
シ
ス
ト
の
甲
斐
も
あ
っ
て
、
ヘ

レ
ン
は
「
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
だ
け
が
語
れ
る
言
語
」
と
し
て
の
「
痛
み
」

な
ど
の
語
の
使
用
法
を
習
得
す
る
。
私
に
特
有
の
感
覚
を
指
せ
る
言
語

の
こ
と
を
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
倣
っ
て
「
私
的
言
語
」
と
言

い
表
す
こ
と
は
適
切
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

は
私
的
言
語
と
い
う
概
念
を
不
可
能
な
も
の
と
し
て
導
入
し
て
い
る
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

わ
た
く
し
は
、
あ
る
種
の
感
覚
が
く
り
か
え
し
起
る
こ
と
に
つ
い

て
、
日
記
を
つ
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
わ
た
く
し

は
そ
の
感
覚
を
「
E
」
な
る
記
号
に
結
び
つ
け
、
自
分
が
そ
の
感

覚
を
も
っ
た
日
に
は
必
ず
こ
の
記
号
を
カ
レ
ン
ダ
ー
に
書
き
こ
む
。

（W
ittgenstein 1953=76, p.184

）

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、私
に
だ
け
繰
り
返
し
起
こ
る
、「
痛
い
」

や
「
甘
い
」
な
ど
の
公
共
言
語
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

な
感
覚
を
「
E
」
と
名
づ
け
、
そ
れ
が
起
こ
る
た
び
に
日
記
に
記
録
す

る
と
い
う
状
況
を
想
定
す
る
。
一
旦
そ
う
し
た
想
定
を
立
て
た
う
え
で
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、「
こ
の
記
号
の
定
義
を
述
べ
る
こ
と
が

で
き
な
い
」
と
い
う
点
と
、
い
つ
自
分
が
か
つ
て
E
と
名
づ
け
た
感
覚

を
今
ま
た
感
じ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
「
正
し
さ
に
つ
い
て
の
基
準
な

ど
な
い
」
と
い
う
点
を
挙
げ
て
、
こ
う
し
た
日
記
が
成
立
可
能
か
を
問

う
。
野
矢
茂
樹
は
「
自
然
に
発
話
さ
れ
た
『
E
』
は
必
然
的
に
真
と
な

る
。
い
や
、
む
し
ろ
そ
こ
で
は
真
偽
が
意
味
を
成
さ
な
い
と
言
う
べ
き

だ
ろ
う（
14
）」
と
結
論
づ
け
、
記
号
「
E
」
は
何
も
記
述
し
て
い
な
い

と
断
ず
る
が
、
本
稿
は
私
的
言
語
の
こ
の
性
格
を
問
題
視
し
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、「
正
し
さ
に
つ
い
て
の
基
準
な
ど
な
い
」
と
い
う
点
で
は
、

私
の
造
語
で
あ
る
「
E
」
も
日
本
語
で
あ
る
「
痛
い
」
も
同
じ
だ
か
ら

だ
。
た
と
え
膝
を
擦
り
む
く
な
ど
の
外
傷
が
な
く
と
も
、
私
が
痛
け
れ

ば
「
痛
い
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
サ
リ
バ
ン
先
生
か
ら
教
わ
っ
た
「
痛

い
」
の
新
し
い
使
用
法
な
の
だ
。
こ
れ
は
マ
ナ
ー
と
し
て
の
言
語
と
は

段
階
が
異
な
る
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
マ

ナ
ー
と
し
て
の
言
語
に
お
い
て
は
有
効
だ
っ
た
「
正
し
さ
に
つ
い
て
の

基
準
」
が
も
は
や
通
用
し
な
い
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る（
15
）。

ヘ
レ
ン
は
、
サ
リ
バ
ン
先
生
の
不
条
理
な
献
身
に
よ
っ
て
、
マ
ナ
ー

と
し
て
の
言
語
か
ら
脱
却
し
、
言
語
を
自
分
特
有
の
感
覚
を
も
語
る
も

の
と
捉
え
直
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
独
我
論
的
言
語

へ
の
危
険
な
接
近
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る（
16
）。

第
3
節　

 

独
在
論
者
の
言
語 

―
「
こ
の
夢
を
見
て
い
る
の
は
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
だ
」

こ
こ
ま
で
本
稿
は
、「
言
語
習
得
に
お
け
る
二
段
階
説
」
を
提
唱
し

て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
言
語
は
ま
ず
「
装
い
」
を
通
し
て
マ
ナ
ー
と
し

て
学
ば
れ
、
次
い
で
、
サ
リ
バ
ン
先
生
の
助
け
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
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マ
ナ
ー
で
し
か
な
か
っ
た
言
語
が
、
自
分
特
有
の
感
覚
を
指
す
も
の
と

し
て
も
捉
え
返
さ
れ
る
の
だ
っ
た
。
本
節
で
は
、「
言
語
習
得
に
お
け

る
二
段
階
説
」
の
枠
組
み
へ
の
、
永
井
均
の
独
在
論
の
位
置
づ
け
を
試

み
る
。

ま
ず
は
、「
存
在
論
的
独
我
論
」
と
も
言
わ
れ
る
永
井
均
の
独
在
論

か
ら
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
独
在
論
の
き
わ
め
て
異
質
な
主
張
は
、

永
井
の
次
の
印
象
的
な
叙
述
の
中
に
鮮
や
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。

現
在
の
世
界
に
は
現
実
に
一
人
だ
け
他
人
た
ち
と
は
ま
っ
た
く
違

う
種
類
の
人
間
が
存
在
し
て
い
る
。
現
実
に

4

4

4

見
え
た
り
聞
こ
え
た

り
、
痛
か
っ
た
り
痒
か
っ
た
り
、
何
か
を
覚
え
て
い
た
り
何
か
を

欲
し
た
り
し
て
い
る
人
間
で
あ
る
。（
永
井 2018, p.22

（
傍
点
原
著
））

こ
う
し
た
人
間
の
こ
と
を
独
在
論
で
は
「
無
内
包
の
現
実
の
〈
私
〉」

と
呼
び
、
そ
う
し
た
人
間
が
現
に
い
る
こ
と
が
世
界
に
無
関
与
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る（
17
）。

先
に
述
べ
た
と
お
り
、
ヘ
レ
ン
の
洞
察
は
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
感

覚
に
対
す
る
語
り
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
永
井
の
表

現
を
借
り
れ
ば
、
一
見
「
第
〇
次
内
包
の
語
り
」
と
形
容
で
き
そ
う
だ

が
、
厳
密
に
は
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
第
〇
次
内
包
と
は
「
当

人
の
内
面
だ
け
で
そ
の

4

4

感
覚
が
生
じ
る
と
し
た
場
合
の
、
そ
の
感
じ
ら

れ
る
も
の（
18
）」
の
こ
と
で
あ
り
、
す
で
に
「
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
」
を

超
え
て
一
般
化
を
経
た
概
念
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ヘ
レ

ン
の
洞
察
し
た
も
の
と
は
、「
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
感
覚
」
で
あ
り
、

そ
こ
に
お
い
て
は
並
び
立
つ
他
者
は
存
在
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
稿

に
よ
れ
ば
、「
ク
オ
リ
ア
」
は
「
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
あ
り
あ
り
と
し

た
感
覚
」
の
こ
と
で
し
か
あ
り
え
ず
、
決
し
て
各
人
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ

て
の
感
覚
の
こ
と
な
の
で
は
な
い
。
他
者
の
感
覚
は
決
し
て
あ
り
あ
り

と
は
感
じ
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。
永
井
も
ま
た
前
者
の
ク
オ
リ
ア
観
に
近

い
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
ク
オ
リ
ア
概
念
の
無
関
与
的
な
あ
り
方
を

〈
私
〉
の
山
括
弧
の
無
関
与
性
か
ら
密
輸
し
た
も
の
だ
と
す
る（
19
）。
本

稿
は
永
井
の
無
内
包
に
関
す
る
議
論
に
は
賛
同
し
な
い
も
の
の
、
ク
オ

リ
ア
を
「
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
あ
り
あ
り
と
し
た
感
覚
」
の
み
を
指
す

も
の
と
す
る
点
に
は
同
意
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
そ
れ
が
な
ぜ
日
本
語

と
い
う
公
共
言
語
で
語
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
本
稿
は
問
題

視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
常
言
語
に
お
い
て
は
他
者
の
痛
み
に
言
及
す
る
と
い
う
か
た
ち
で

「
各
人
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の
ク
オ
リ
ア
」
を
認
め
る
よ
う
な
言
語
使

用
を
許
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
「
ク
オ
リ
ア
」
と
い
う
語
の
使
用

法
に
は
問
題
が
あ
る
。
だ
が
、「
ク
オ
リ
ア
」
を
「
他
な
ら
ぬ
こ
の
私

の
あ
り
あ
り
と
し
た
感
覚
」
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
に
し
て
も
、
そ
の

ク
オ
リ
ア
を
日
本
語
の
よ
う
な
公
共
言
語
で
語
る
こ
と
の
う
ち
に
は
深

刻
な
矛
盾
が
内
在
す
る
。
こ
の
矛
盾
の
克
服
に
は
二
通
り
の
方
法
が
あ

る
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
は
、
他
者
と
の
会
話
が
、
実
は
夢
の
中
の
会
話
の

よ
う
に
私
の
一
人
芝
居
で
あ
る
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、

実
は
こ
の
言
語
は
ク
オ
リ
ア
を
語
れ
て
い
な
い
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

前
者
が
独
在
論
に
よ
る
解
決
で
あ
り
、
後
者
が
本
稿
の
立
つ
マ
ナ
ー
説

に
よ
る
解
決
で
あ
る
。
マ
ナ
ー
説
に
よ
る
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
議
論

は
の
ち
に
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
、
独
在
論
に
よ
る
議
論
を

概
観
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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本
稿
に
よ
れ
ば
、
独
在
論
は
、「
ヘ
レ
ン
の
洞
察
」
以
後
に
あ
り
う

る
言
語
的
身
振
り
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
他
な
ら
な
い
。
独
在
論
者
ヘ
レ

ン
は
、
己
の
洞
察
の
み
を
真
の
洞
察
と
見
な
し
、
他
者
に
よ
る
「
洞
察
」

は
そ
も
そ
も
認
め
な
い
。
す
な
わ
ち
、
独
在
論
者
ヘ
レ
ン
は
、「
私
的

言
語
で
あ
る
自
分
の
言
語
」
以
外
の
言
語
の
実
在
を
認
め
な
い
の
で
あ

る
。
永
井
は
、「
欺
く
神
が
今
の
私
の
言
語
を
私
に
は
ず
っ
と
持
続
し

て
き
た
よ
う
に
思
え
る
よ
う
に
今
つ
く
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

懐
疑
で
さ
え
私
の
今
の
言
語
の
持
続
を
前
提
に
し
て
し
か
立
て
ら
れ
な

い
」
と
い
う
文
章
を
私
的
言
語
と
見
な
し
た
う
え
で
、
こ
の
よ
う
に
書

い
て
い
る
。

私
が
理
解
す
る
意
味
で
の
「
欺
く
神
」
が
私
が
理
解
す
る
意
味
で

の
「
私
の
今
の
言
語
」
を
、
私
が
理
解
す
る
意
味
で
の
「
私
」
に
、

私
が
理
解
す
る
意
味
で
「
そ
う
見
え
る
よ
う
に
」、
私
が
理
解
す

る
意
味
で
「
い
ま
創
造
し
た
」
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
疑
う
と
き
、

こ
の
「
私
が
理
解
す
る
意
味
で
」
は
、
言
語
そ
の
も
の
（
私
が
理

解
す
る
唯
一
の
言
語
）
と
一
体
化
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
思
考
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は

い
え
、
じ
つ
は
つ
ね
に
暗
に
前
提
さ
れ
て
い
る
。（
永
井 2004, 

p.198

）

「
私
の
言
葉
の
使
い
方
が
他
人
に
よ
っ
て
訂
正
さ
れ
る
場
合
で
さ
え
、

私
が
理
解
す
る
意
味
で
『
訂
正
』
さ
れ
る（
20
）」
と
い
う
よ
う
に
、
言

語
は
ど
こ
ま
で
も
私
の
言
語
で
あ
る
と
永
井
は
言
う
。
す
な
わ
ち
、
通

常
の
言
語
実
践
が
互
い
の
洞
察
の
実
在
を
認
め
合
い
、
と
き
に
は
サ
リ

バ
ン
先
生
役
を
引
き
受
け
て
言
語
教
育
に
携
わ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対

し
て
、「
私
の
洞
察
だ
け
が
本
当
の
洞
察
で
あ
り
、
他
者
の
洞
察
は
実

は
洞
察
で
は
な
い
」
と
い
う
の
が
、
永
井
の
独
在
論
な
の
で
あ
る
。
ヘ

レ
ン
の
洞
察
と
は
言
語
を
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
の
別
名
で
あ
っ
た

が
、
独
在
論
者
に
言
わ
せ
れ
ば
、
私
の
言
語
だ
け
が
実
在
す
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
独
在
論
者
は
他
者
の
語
る
言
語
も
ま
た
「
私
の
私
的

言
語
」
と
し
て
幻
聴
さ
れ
、「
私
の
言
語
」
に
お
け
る
意
味
を
帯
び
る
。

独
在
論
者
に
と
っ
て
他
者
と
の
公
共
言
語
で
の
会
話
は
、
ち
ょ
う
ど
夢

の
中
で
な
さ
れ
る
会
話
の
よ
う
に
、
実
は
夢
を
見
て
い
る
私
の
私
的
言

語
に
よ
る
一
人
芝
居
な
の
だ
。
だ
が
、
独
在
論
者
ヘ
レ
ン
の
世
界
が
こ

の
よ
う
な
一
人
芝
居
性
を
持
つ
の
は
、
サ
リ
バ
ン
先
生
の
不
条
理
な
献

身
の
名
残
り
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

第
4
節　

 

私
を
待
ち
構
え
て
い
た
言
語 

―
「
こ
の
剣
は
あ
な
た
に
し
か
引
き
抜
け
な
い
」

先
の
論
述
で
本
稿
は
、本
稿
の
提
示
し
た
「
言
語
習
得
の
二
段
階
説
」

の
枠
組
み
の
中
に
独
在
論
の
位
置
づ
け
を
行
っ
た
。
そ
れ
に
対
立
す
る

立
場
と
し
て
、
本
節
で
は
、
本
稿
自
身
の
言
語
観
を
提
示
す
る
こ
と
に

す
る
。

本
稿
の
言
語
観
で
あ
る
「
言
語
の
マ
ナ
ー
説
」
は
、
こ
れ
ま
で
本
稿

が
提
示
し
て
き
た
「
言
語
習
得
の
二
段
階
説
」
そ
の
も
の
を
あ
る
意
味

に
お
い
て
は
認
め
な
い
。
す
な
わ
ち
、
言
語
の
マ
ナ
ー
説
に
お
い
て
は
、

「
ヘ
レ
ン
の
洞
察
」
は
最
初
か
ら
起
こ
り
え
な
い
か
、
あ
っ
た
と
し
て

も
錯
覚
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
語
の
マ
ナ
ー
説
に
お
い
て

は
、
言
語
は
あ
く
ま
で
も
マ
ナ
ー
の
ま
ま
で
あ
り
、
私
は
外
的
状
況
に
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離
反
し
て
私
固
有
の
感
覚
を
語
る
資
格
を
決
し
て
持
て
な
い
の
だ
。
例

え
ば
私
が
今
日
に
な
っ
て
か
ら
な
ぜ
か
ポ
ス
ト
や
ト
マ
ト
が
「
緑
色
」

に
見
え
る
、
と
言
い
た
く
な
る
よ
う
な
変
化
が
急
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、

私
が
そ
れ
を
「
緑
色
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。「
赤
い
」
と
い

う
語
は
ポ
ス
ト
や
ト
マ
ト
な
ど
の
「
赤
い
と
さ
れ
る
も
の
」
を
指
す
と

い
う
意
味
以
上
の
も
の
を
本
来
持
ち
え
な
い
か
ら
だ
。

私
の
今
使
用
し
て
い
る
言
語
に
よ
っ
て
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
ク
オ
リ

ア
を
指
せ
る
と
い
う
こ
と
へ
の
「
洞
察
」
が
そ
も
そ
も
論
理
的
に
不
可

能
で
あ
る
こ
と
は
以
下
の
議
論
に
よ
っ
て
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
私
が
ヘ
レ
ン
の
洞
察
を
得
た
瞬
間
か
ら
、
私
は
「
痛
い
」
と
い

う
語
を
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
に
生
起
す
る
感
覚
の
名
前
と
し
て
使
用
し

始
め
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、他
な
ら
ぬ
こ
の
私
を
語
る
た
め
の「
痛

い
」
と
い
う
語
が
、
日
本
語
と
い
う
公
共
言
語
に
予
め
用
意
さ
れ
て
い

た
と
い
う
の
は
背
理
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
私
の
こ
の
〈
痛
い
〉

と
い
う
感
覚
が
、
そ
の
輪
郭
を
外
部
の
言
語
か
ら
与
え
ら
れ
る
以
前
か

ら
、
当
の
言
語
が
そ
の
輪
郭
の
名
を
含
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
も
し
も
「
ヘ
レ
ン
の
洞
察
」
の
教
え
る
と
こ
ろ
が
正
し
い
の
な

ら
ば
、「
痛
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
こ
の
口
か
ら

発
せ
ら
れ
る
こ
と
を
ず
っ
と
待
ち
構
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
。

も
っ
と
も
、
永
井
な
ら
ば
、「
然
り
。
本
当
に
痛
い
の
は
私
だ
け
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
『
痛
い
』
と
い
う
語
は
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
口
か

ら
発
せ
ら
れ
る
の
を
ず
っ
と
待
っ
て
い
た
の
だ
」
と
言
う
だ
ろ
う
。
独

在
論
そ
の
も
の
が
そ
う
し
た
主
張
を
も
含
ま
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
だ
。

す
な
わ
ち
、「
痛
い
」
と
い
う
語
で
他
な
ら
ぬ
私
の
感
覚
を
指
せ
る
は

ず
が
な
い
と
マ
ナ
ー
説
論
者
が
考
え
る
の
だ
が
、
独
在
論
者
は
逆
に
、

「
痛
い
」
と
い
う
「
私
」
に
し
か
使
用
で
き
な
い
は
ず
の
語
が
予
め
用

意
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
こ
そ
が
待
た
れ
て
い

た
日
本
語
の
所
有
者
だ
と
確
信
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
田
島
正
樹
に

よ
れ
ば
、
世
界
宗
教
の
テ
ク
ス
ト
は
「
そ
の
テ
ク
ス
ト
と
主
体
と
の
出

会
い
に
つ
い
て
の
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
含
ん
で
お
り
、
言
い
か
え
れ
ば
、

教
義
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
の
教
義
を
含
ん
で
い
る（
21
）」
の
だ
が
、

言
語
も
ま
た
同
じ
構
造
を
持
つ
の
だ
。
実
際
、「
私
」
に
し
か
使
え
な

い
は
ず
の
語
の
存
在
は
、
そ
の
言
語
が
い
ず
れ
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
と
出

会
う
と
い
う
こ
と
の
印
に
他
な
ら
な
い
。
ヘ
レ
ン
は
ま
さ
に
「
啓
示
」

を
受
け
た
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
感
覚
を
捕
捉
す
る
言
語
な
ど
な
い

と
す
る
マ
ナ
ー
説
に
お
い
て
は
、「
私
」
と
い
う
語
に
は
客
体
用
法
し

か
な
い
。
主
体
と
し
て
の
「
私
」
は
、「
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
感
覚
」

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
捕
捉
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
は
「
私
」
と
い
う
語
の
使
用
に
客
体
用
法
と
主
体
用
法
と
い
う
区

別
を
導
入
す
る
。

「
私
」（
又
は
「
私
の
」）
と
い
う
語
の
用
法
に
は
二
つ
の
違
っ
た
も

の
が
あ
り
、「
客
観
と
し
て
の
用
法
」「
主
観
と
し
て
の
用
法
」、
と

で
も
よ
べ
る
も
の
が
あ
る
。
第
一
の
種
類
の
用
法
の
例
と
し
て
は
、

「
私
の
腕
は
折
れ
て
い
る
」「
私
は
六
イ
ン
チ
伸
び
た
」「
私
は
額
に

こ
ぶ
が
あ
る
」「
風
が
私
の
髪
を
吹
き
散
ら
す
」、
等
。
第
二
の
種
類

の
例
は
、「
私
は
こ
れ
こ
れ
を
見
る
」「
私
は
こ
れ
こ
れ
を
聞
く
」「
私

は
私
の
腕
を
上
げ
よ
う
と
す
る
」「
雨
が
く
る
と
私
は
思
う
」「
私
は

歯
が
痛
い
」、
等
。（W

ittgenstein 1958=2010, p.153

）
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「
私
」
の
客
体
用
法
と
主
体
用
法
と
は
、
前
者
に
は
「
誤
り
の
可
能

性
が
用
意
さ
れ
て
い
る（
22
）」
の
に
後
者
に
は
そ
れ
が
な
い
と
い
う
違

い
が
あ
る
。だ
が
、前
述
の
通
り
、言
語
の
マ
ナ
ー
説
に
お
い
て
は
、「
私
」

と
い
う
語
に
主
体
用
法
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
言
語

の
マ
ナ
ー
説
が
、「
主
体
と
し
て
の
私
」
の
形
而
上
学
的
無
根
拠
性
を

暴
露
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

言
語
の
マ
ナ
ー
説
は
日
常
言
語
か
ら
乖
離
し
た
奇
矯
な
言
語
観
で
は

あ
る
が
、
私
た
ち
を
形
而
上
学
的
な
ま
ど
ろ
み
か
ら
目
覚
め
さ
せ
て
く

れ
る
と
い
う
効
用
が
あ
る
。
マ
ナ
ー
説
で
は
あ
ら
ゆ
る
語
を
第
一
次
内

包
化
し
て
捉
え
る
た
め
、
そ
の
語
が
指
し
て
い
る
状
況
へ
の
共
同
注
意

が
可
能
と
な
る
の
だ
。
一
方
で
、「
ヘ
レ
ン
の
洞
察
」
を
真
に
受
け
る

通
常
の
言
語
観
で
は
、
言
語
は
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
に
生
起
す
る
感
覚
に

触
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
私
の
感
覚
は
、
原
則
と
し
て

他
者
か
ら
指
し
返
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
本
当

の
洞
察
は
こ
の
私
に
し
か
訪
れ
な
い
と
す
る
独
在
論
に
お
い
て
は
、
私

と
そ
れ
以
外
の
他
者
と
の
断
絶
が
強
調
さ
れ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
者
と
の
断
絶
を
強
調
し
、
自
ら
の
孤
独
を
言

い
張
る
こ
と
で
、
同
じ
孤
独
を
持
つ
仲
間
を
募
る
こ
と
に
な
る
の
が
独

在
論
者
の
言
語
的
身
振
り
で
あ
る
。
自
分
の
こ
と
を
特
別
だ
と
思
う
独

在
論
者
は
、
た
だ
そ
う
思
う
だ
け
で
な
く
、「
本
当
は
あ
な
た
も
自
分

の
こ
と
を
特
別
だ
と
思
う
ん
で
し
ょ
う
」
と
、
こ
ち
ら
を
仲
間
に
引
き

入
れ
よ
う
と
し
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
独
在
論
が
仲
間
を
呼
び
込
ん
で

し
ま
う
の
は
言
語
の
仕
組
み
の
せ
い
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
の
だ
、
と
い

う
弁
明
も
成
り
立
つ
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
な
ら
な
ぜ
独
在
論
者
は
、
そ
う

し
た
仕
組
み
を
持
っ
て
い
る
言
語
そ
の
も
の
を
拒
否
し
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。「
ヘ
レ
ン
の
洞
察
」
は
、
そ
れ
ま
で
マ
ナ
ー
と
し
て
使
用

し
て
い
た
言
語
を
自
分
の
言
語
と
し
て
受
け
入
れ
た
瞬
間
だ
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
た
め
、
マ
ナ
ー
説
は
あ
る
意
味
で
言
語
を
拒
否
す
る
立
場

で
あ
る
。
私
が
マ
ナ
ー
説
を
推
挙
す
る
の
は
、
独
在
論
者
に
代
表
さ
れ

る
「
洞
察
者
」
た
ち
が
、「
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
」
と
い
う
、
本
来
並
び

立
つ
他
者
を
寄
せ
付
け
な
い
は
ず
の
語
を
用
い
て
結
果
的
に
強
く
連
帯

す
る
そ
の
言
語
的
身
振
り
に
あ
る
種
の
拒
否
感
を
覚
え
る
か
ら
だ
。
デ

リ
ダ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

〈
私4

〉
と
い
う
語
を
、
私
が
そ
の
語
の
客
観
的
な
概
念
的
内
容
だ

と
思
う
も
の
（「
語
り
な
が
ら
、
自
分
自
身
を
指
し
示
す
当
の
人

物
」）
に
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、
馬
鹿
げ
た
言
動
に
輪
を
か
け
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
私
は
う
れ
し
い
」と
言
う
か
わ
り
に
、「
語

り
な
が
ら
、
自
分
自
身
を
指
し
示
す
当
の
人
物
は
う
れ
し
い
」
と

言
う
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
。（D

errida 1967

（2003

）=2005, 
p.211

（
傍
点
原
著
））

デ
リ
ダ
自
身
は
「
私
」
と
い
う
語
を
い
つ
で
も
客
体
用
法
で
し
か
用

い
な
い
と
い
う
言
語
使
用
を
批
判
す
る
つ
も
り
で
こ
れ
を
書
い
た
の
で

あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
デ
リ
ダ
が
戯
画
的
に
語
っ
た
こ
と
こ
そ
が
、
言
語

の
マ
ナ
ー
説
的
使
用
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
の
「
う

れ
し
い
」
が
、
私
の
内
面
を
指
し
た
も
の
で
は
な
く
「
う
れ
し
い
と
さ

れ
る
状
況
」
に
応
じ
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
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お
わ
り
に

「
私
は
私
の
思
い
の
丈
を
今
私
が
使
用
し
て
い
る
言
語
に
よ
っ
て
自

由
に
語
る
」。
私
た
ち
は
普
段
、こ
の
こ
と
を
当
た
り
前
に
信
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
私
が
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
特
有
の
感
覚
を
今
使
用
し
て
い
る
こ

の
言
語
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
す
る
考
え
に
、
私

は
懐
疑
的
で
あ
る
。「
私
は
言
葉
を
自
由
に
語
る
」と
語
る
の
で
は
な
く
、

「
私
は
こ
の
言
語
を
押
し
付
け
ら
れ
た
」
と
語
る
ほ
う
が
、
よ
り
実
情

に
即
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
か
ら
だ（
23
）。
し
た
が
っ
て
、
も

し
も
自
分
の
言
語
を
自
由
闊
達
に
使
用
で
き
て
い
る
と
思
え
て
い
る
の

だ
と
し
た
ら
、そ
れ
は
「
今
あ
な
た
に
見
え
て
い
る
も
の
が
赤
色
だ
よ
」

と
教
え
て
く
れ
た
、
不
条
理
な
ま
で
に
慈
悲
深
い
大
人

―
あ
る
い
は
、

異
様
な
熱
心
さ
で
オ
ル
グ
し
て
く
る
言
語
信
者

―
の
お
か
げ
に
他
な

ら
な
い
。
そ
の
大
人
が
私
に
教
え
た
こ
と
は
「
嘘
」
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
「
嘘
」
に
よ
っ
て
「
主
体
と
し
て
の
私
」
は
は
じ
め
て
誕
生
し
え
た

の
で
あ
る（
24
）。

独
在
論
も
マ
ナ
ー
説
も
、「
他
者
と
語
り
合
う
こ
の
言
語
で
以
て
、

他
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
痛
み
を
語
る
」
こ
と
の
不
条
理
さ
に
真
剣
に
向
き

合
お
う
と
す
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
言
語
習
得
の
プ
ロ

セ
ス
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
在
論
が
「
ヘ
レ
ン
の
洞
察
」
以
後

に
お
い
て
は
じ
め
て
現
れ
う
る
言
語
的
振
る
舞
い
で
あ
る
こ
と
を
生
成

論
的
に
確
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
業
を
通
し
て
、
本
稿
は
ク
オ

リ
ア
の
言
及
不
可
能
性
を
証
明
で
き
た
と
考
え
る
。
も
っ
と
も
、
独
在

論
者
の
実
存
的
な
独
白
を
も
他
者
と
や
り
取
り
す
る
た
め
の
「
空
気
を

振
動
さ
せ
る
口
の
運
動
」
と
し
て
し
か
見
な
い
本
稿
の
眼
差
し
は
、
ど

こ
か
非
人
間
的
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
に
は
そ

の
こ
と
が
却
っ
て
、
私
た
ち
の
言
語
が
「
啓
示
」
を
経
て
成
立
し
て
い

る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。
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【
註
】

 （
1
） 「
私
固
有
の
感
覚
」
と
は
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
身
に
生
じ
る
感
覚

の
こ
と
を
言
い
表
そ
う
と
し
た
表
現
で
あ
り
、
私
の
感
覚
経
験
自
身

が
特
殊
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。 
 （

2
） 

入
角 2023 

 （
3
） 

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
痛
み
と
い

う
語
表
現
は
泣
き
声
に
と
っ
て
代
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を

記
述
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
（W

ittgenstein 1953=76, 
p.178

）」。
な
お
、「
痛
い
」
と
い
う
言
語
表
現
を
痛
み
の
記
述
で
は
な

く
泣
き
声
の
代
わ
り
と
見
る
考
え
を
「
表
出
説
」
と
呼
ぶ
。
表
出
と
は
、

「
話
者
が
自
分
の
現
在
の
状
態
を
記
述
す
る
の
で
な
く
、
記
述
と
は

違
っ
た
仕
方
で
自
己
の
現
在
の
状
態
を
他
者
に
示
す
言
語
的
行
為
（
鬼

界 2003, p.321

）」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。 

 （
4
） 

言
語
の
、
つ
ね
に
引
用
さ
れ
う
る
と
い
う
特
性
を
指
す
。
な
お
デ
リ

ダ
自
身
は
こ
の
特
性
に
「
反
覆
可
能
性
」
と
い
う
語
を
用
い
る
（D

er-
rida 1990=2020, p.22

）。 
 （

5
） J.L.

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
演
劇
的
な
言
説
な
ど
の
「
不
真
面
目
な
」
言

語
使
用
を
研
究
対
象
か
ら
除
外
し
た
が
（A

ustin 1962=2019, p.43

）、

こ
う
し
た
除
外
は
適
切
で
は
な
か
っ
た
と
の
ち
に
デ
リ
ダ
が
批
判
す

る
こ
と
と
な
っ
た
（D

errida 1990

）。 
 （

6
） 

永
井 2016, p.13 

 （
7
） 

永
井 2016, p.13

（
傍
点
原
著
） 

 （
8
） 
今
井
・
秋
田 2023, p.107 

 （
9
） 
本
当
は
ヘ
レ
ン
の
洞
察
を
「
第
〇
次
内
包
」
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と

に
は
矛
盾
が
存
在
す
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
妥
協
的
に
「
他
な
ら
ぬ

私
の
第
〇
次
内
包
」
と
い
う
表
現
を
与
え
て
お
い
た
。
ヘ
レ
ン
の
洞
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が
、
そ
の
関
係
は
謎
で
あ
る
。
両
者
は
安
易
に
一
緒
く
た
に
さ
れ
る

べ
き
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
関
係
は
哲
学
的
に
き
わ
め
て
重
要
だ
が
、

本
稿
で
は
扱
い
き
れ
な
か
っ
た
。 

 （
14
） 

野
矢 2020, p.309 

 （
15
） 

と
こ
ろ
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
E
」
を
感
覚
を
表
す
記
号

と
し
て
一
旦
は
導
入
し
た
も
の
の
、
そ
の
す
ぐ
あ
と
に
そ
れ
を
撤
回

す
る
。
永
井
は
私
的
言
語
論
に
は
自
己
解
体
的
な
性
格
が
あ
る
と
し

て
そ
こ
に
独
在
論
を
予
感
す
る
の
に
対
し
て
（
永
井 1986, p.47

）、

入
不
二
基
義
は
「
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
『
哲
学
探
究
』
に
お
け

る
『
私
的
言
語
論
』
の
中
に
は
、『
第
〇
次
内
包
』
か
ら
『
マ
イ
ナ
ス

内
包
』
へ
と
向
か
う
方
向
性
と
同
じ
ベ
ク
ト
ル
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
（
入
不
二 2022, p.55

）」
と
書
い
て
い
る
。
私
は
、
感
覚
日

記
は
「
E
」
だ
け
で
な
く
「
F
」
や
「
G
」
を
も
区
別
し
て
書
き
込

め
る
以
上
、
感
覚
日
記
は
マ
イ
ナ
ス
内
包
に
向
か
っ
て
い
る
と
解
釈

す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

 （
16
） 

中
島
義
道
は
独
我
論
を
、「
言
語
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
脱
自
己
中
心

化
し
た
有
機
体
S1
が
、
言
語
の
レ
ベ
ル
で
完
全
な
自
己
中
心
化
を
取

り
戻
そ
う
と
す
る
運
動
で
あ
る
（
中
島 2016, p.256

）」
と
述
べ
て
い

る
。
本
稿
も
ま
た
、
独
我
論
が
あ
く
ま
で
「
言
語
の
レ
ベ
ル
で
」
の

運
動
に
す
ぎ
な
い
と
見
な
す
。 

 （
17
） 

永
井 2016, pp.173–4 

 （
18
） 

入
不
二 2022, p.43

（
傍
点
原
著
） 

 （
19
） 

永
井 2022, p.21 

 （
20
） 
永
井 2004, p.198 

 （
21
） 
田
島 2012, p.108 

 （
22
） W

ittgenstein 1958=2010, p.154 
 （

23
） 

言
語
教
育
を
押
し
付
け
だ
と
す
る
本
稿
自
身
、
当
の
言
語
で
書
か
れ

察
が
捉
え
た
も
の
は
、
厳
密
に
は
（
本
稿
の
言
う
意
味
で
の
）
ク
オ

リ
ア
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
の
不
可
能
性
を

論
じ
た
の
が
本
稿
で
あ
る
）。 

 （
10
） 
も
っ
と
も
、
現
実
の
言
語
実
践
上
で
は
、
第
一
段
階
の
言
語
と
第
二

段
階
の
言
語
は
、
と
く
に
「
痛
い
」
な
ど
の
感
覚
語
の
場
合
同
時
に

教
育
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
の
「
言
語
習
得
に
お
け
る

二
段
階
説
」
は
、
あ
く
ま
で
言
語
習
得
を
理
論
的
に
解
剖
し
た
も
の

に
す
ぎ
な
い
（
そ
し
て
私
は
、
言
語
が
独
在
論
的
色
彩
を
帯
び
る
の

は
ま
さ
に
ヘ
レ
ン
の
洞
察
の
訪
れ
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
考
え
る
）。 

 （
11
） 

ト
マ
セ
ロ
は
人
間
の
持
つ
、「
同
種
の
者
に
つ
い
て
、
自
分
と
同
じ

4

4

4

4

4

く4

意
図
や
精
神
生
活
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
能
力（To-

m
asello 1999=2006, p.6

（
傍
点
原
著
））」
を
重
視
す
る
。
ト
ム
・
ス

コ
ッ
ト
＝
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
も
ま
た
言
語
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
役
割
を
重
視
し
、
言
語
の
起
源
を
「
意
図
明
示
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
求
め
て
い
る
（Scott-Phillips 

2015=21, p.3

）。
だ
が
、
私
に
見
え
て
い
る
「
赤
色
」
は
私
に
し
か
見

え
て
い
な
い
（
と
言
え
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
の
だ

か
ら
、
相
手
の
意
図
の
理
解
だ
け
が
言
語
習
得
に
お
い
て
重
要
で
あ

る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。 

 （
12
） 

上
野
修
は
永
井
均
と
の
討
論
の
な
か
で
言
語
習
得
の
場
面
で
「
あ
な

た
の
い
る
世
界
が
現
実
だ
、
と
言
っ
て
く
れ
る
（
上
野 2022, p.120
）」

大
人
を
想
定
し
て
い
る
が
、
永
井
は
こ
れ
を
「
相
手
に
独
我
論
を
教

え
る
よ
う
な
も
の
」
と
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
私
は
、
言
語
習
得

と
は
上
野
の
言
う
よ
う
な
、「
サ
リ
バ
ン
先
生
の
献
身
」
に
よ
っ
て
よ

う
や
く
達
成
さ
れ
る
も
の
だ
と
考
え
る
。 

 （
13
） 「（
デ
カ
ル
ト
的
な
）
夢
」
と
「
ク
オ
リ
ア
」
と
は
、
ど
ち
ら
も
私
の

も
の
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
点
で
は
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
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ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
本
稿
は
、
そ
れ
自
体
が
本
稿
の
言
う
「
押
し

付
け
」
が
か
つ
て
な
さ
れ
た
こ
と
の
証
拠
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

 （
24
） 

こ
の
「
嘘
」
が
主
体
と
し
て
の
語
り
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
は

あ
る
も
の
の
、
実
は
形
而
上
学
的
主
体
が
こ
の
「
嘘
」
を
待
ち
構
え

て
い
た
（
た
め
に
こ
れ
は
「
嘘
」
で
は
な
か
っ
た
）、
と
い
う
可
能
性

も
残
さ
れ
て
い
る
と
言
え
は
す
る
が
、
私
に
は
「
言
語
抜
き
の
主
体
」

が
何
の
こ
と
な
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。 


