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は
じ
め
に

な
ぜ
表
題
の
小
論
を
書
こ
う
と
お
も

い
た

っ
た
の
か
。
そ
の
経
緯
か
ら
の
べ

て
お
こ
う
。

じ
つ
は
、
筆
者
は
井
波
班

「文
学
に
お
け
る
越
境
と
混
淆
」
と
い
う
土
ハ同
研

究
会
の
さ
い
し
ょ
か
ら
の
メ
ン
バ
ー
で
は
な
い
。
二
〇
〇

一
年
三
月
を
も

っ
て
、

日
文
研
の
助
手
を
辞
し
、
京
都
造
形
芸
術
大
学
に
転
勤
す
る
。
日
文
研
と
い
つ

さ
い
か
か
わ
り
を
捨
て
て
、
そ
の
ま
ま
辞
去
す
る
の
で
は
心
惜
し
い
。
そ
こ
で
、

共
同
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
に
し
て
も
ら

お
う
。
そ
ん
な
た
く
ら
み
の
も
と
、
井

波
さ
ん
に
声
を
か
け
た
と
こ
ろ
、
内
心

は
と
も
か
く
、
こ
こ
ろ
よ
く
む
か
え
ら

れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
と
き
に
、
ひ
と

こ
と
釘
を
さ
さ
れ
る
。

「長
田
君
、
共

同
研
究
会
に
参
加
す
る
の
は
え
え
け
ど
、
ち
ゃ
ん
と
発
表
し
い
や
」
と
。
そ
こ

で
、
二
〇
〇
二
年
七
月
に
、
「オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
鴨
オ
リ

エ
ン
タ
ル

・
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
…

一
九
世
紀

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
イ
ン
ド
再
発
見
ー
金

・
好
奇
心

・

自
負
心
1
」
と
題
し
て
発
表
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
発
表
は
そ
の
と
き
ち
ょ
う

ど
執
筆
中
だ

っ
た

『新
イ
ン
ド
学
』

(角
川
叢
書
と
し
て
二
〇
〇
二
年

一
一
月

に
出
版
)
の
宣
伝
を
か
ね
て
、

一
生
懸
命
あ

つ
め
た
文
献
を
披
露
し
な
が
ら
、

得
意
げ
に
発
表
し
た
。
そ
う
記
憶
し
て
い
る
。
共
同
研
究
会
の
報
告
書
と
い
う

も
の
は
、
ほ
ん
ら
い
で
あ
れ
ば
、
そ
の
発
表
に
も
と
つ
い
て
、
ま
と
め
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
断
念
す
る
こ
と
に
し
た
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
筆
者
の
発
表
と
お
な
じ
日
の
発
表
者
に
圧
倒
さ

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
発
表
者
と
は
だ
れ
か
。
そ
れ
は
池
内
紀
さ
ん
で
あ
る
。

当
日
、
池
内
さ
ん
は
筆
者
の
発
表
の
直
後
に
研
究
発
表
す
る
。
そ
の
池
内
さ
ん

の
カ
フ
カ
を
め
ぐ
る
発
表
に
圧
倒
さ
れ
、
そ
の
直
前
に
お
こ
な

っ
た
筆
者

の
発

表
は
ま
っ
た
く
精
彩
を
欠
い
て
し
ま

っ
た
。
そ
ん
な
印
象
し
か
残

っ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
そ
れ
に
追

い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
発
表
後
の
コ
ン
パ
で
は
、
池

内
さ
ん
の
三
大
原
則
を
聞
か
さ
れ
る
。
そ
の
三
大
原
則
と
は
、
若
き
日
の
池
内

169



さ
ん
が
神
戸
大
学
に
赴
任
し
た
さ
い
に
、
た
て
た
も
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
、

「非
常
勤
講
師
を
し
な

い
。
教
科
書
は
書
か
な
い
。
現
地
情
報
通
の
友
達
は
作

ら
な
い
」

(こ
の
よ
う
に
覚
え
て
い
る
が
、
池
内
さ
ん
、
も
し
ま
ち
が

っ
て
い

れ
ば
ご
訂
正
く
だ
さ
い
)
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
あ
ち
こ
ち
で
非
常
勤
講
師
を

し
、
あ
わ
よ
く
ば
教
科
書
で
も
書
い
て

一
儲
け
を
た
く
ら
み
、
耳
寄
り
な
情
報

に
い
つ
も
聞
き
耳
を
た
て
て
い
る
。
そ
ん
な
調
子
の
わ
た
し
に
は
、
と
て
も
池

内
さ
ん
の
よ
う
に
は
な
れ
な
い
な
あ
。

そ
ん
な
感
想
と
と
も
に
、

つ
ぎ
の
よ
う

な
お
も
い
が
頭
を
つ
ぎ

つ
ぎ
と
よ
ぎ

っ
た
。
ド
イ
ツ
文
学
者
の
前
で
、
ド
イ
ツ

ロ
マ
ン
主
義
者
と
イ
ン
ド

・
ル
ネ

ッ
サ

ン
ス
の
関
係
を
得
意
げ
に
語

っ
た
自
分

が
恥
ず
か
し
い
。
釈
迦
に
説
法
と
は
こ
の
こ
と
だ
。
池
内
さ
ん
の
自
分
を
律
し

た
そ
の
態
度
と
比
し
て
、
い
か
に
自
分

は
軽
い
人
間
な
の
か
。
こ
ん
な
受
け
売

り
で
、
有
頂
天
に
な

っ
て
い
る
と
は
。
そ
の
結
果
、
土
ハ同
研
究
会
の
報
告
書
で

は
、
発
表
と
こ
と
な

っ
た
テ
ー

マ
で
ま
と
め
よ
う
と
、
そ
う
決
意
す
る
。

だ
が
、
そ
う
決
意
し
た
も
の
の
、
そ

の
つ
ぎ
の
テ
ー

マ
が
な
か
な
か
み

つ
か

ら
な
い
。
そ
ん
な
と
き
で
あ
る
。
二
〇
〇

一
年
四
月
か
ら
二
〇
〇
二
年
三
月
ま

で
、
筆
者
が
幹
事
を

つ
と
め
た
日
文
研

の
共
同
研
究
会

『
日
本
語
系
統
論
の
現

在
』
の
報
告
書
づ
く
り
に
お
わ
れ
る
。

そ
の
と
き
、

「混
淆
」

つ
な
が
り
で
う

か
ん
で
き
た
の
が
小
論
の
テ
ー

マ
で
あ
る
。
さ

い
わ
い
、
井
波
班
報
告
書
で
は

題
名
も

「文
学
」
か
ら

「表
現
」
に
な

っ
て
い
る
。
や
や
強
引
さ
は
い
な
め
な

い
も
の
の
、
小
論
で

「表
現
に
お
け
る
越
境
と
混
淆
」
と

い
う
テ
ー

マ
を
論
じ

る
こ
と
を
ゆ
る
し
て
も
ら
お
う
。
と
い
う
わ
け
で
、
共
同
研
究
会
の
報
告
書
に

い
れ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。

こ
の
場
を
借
り
て
、
井
波
班
長

の
偉
大
な
る
寛

容
に
感
謝
し
た
い
。

一
、
日
本
語
起
源
論
と
日
本
語
系
統
論

ま

ず

、

は

じ

め

に

日
本

語
起

源

論

と

日

本

語

系
統

論

と

二

つ
な

ら

べ

て
み

る
。

日
本

語

の
起

源

は
な

に
か

。

日
本

語

の
系

統

は
ど

れ

か

。

こ

の
よ

う

な

問

い
に

代

表

さ

れ

る
両

者

は
、

け

っ
き

ょ
く

の
と

こ
ろ

お

な

じ

も

の

で
は

な

い
か

。

そ

う

お

も

わ

れ

る

人

が

圧

倒

的

で
あ

ろ

う

。

じ

じ

つ
、

筆

者

が

編

集

に

か

か

わ

つ

た

日

英

両

語

に
よ

る

論

文
集

『
目
本

語

系
統

論

の
現
在

』

の
英

文

タ

イ

ト

ル

は
、

喝
¢δ
喝
09
才
2

0
づ

洋
o
O
ぽ

σq
ぎ
。。
o
h
§
o
匂
巷
き

o
。。¢
ピ
き
胆

9
αq
。
だ
。

こ

の
英

語

を

直

訳

す

れ

ば

、

『
日
本

語

の
起

源

に

か

ん

す

る

研

究

展

望

』

と

で
も

訳

さ

れ

る

は

ず

な

の
に

、

日

本

語

で

は

『
日

本

語

系

統

論

の
現
在

』

と

な

っ
て

い
る
。

こ

れ

こ
そ

、

「
起

源

論

」

と

「
系

統

論

」

が

ち

が

わ

な

い
。

そ

の
証

拠

を

長

田

じ

し

ん
が

提

示

し

て

い
る
よ

う

な

も

の
だ

。

そ

う
指

摘

を

う

け

る

か

も

し
れ

な

い
。

し

か

し
、

英

語

で

は
、

日
本

語
起

源

論

と

日
本

語

系
統

論

と

の
ち

が

い
を

う

ま

く
表

現

で

き
な

い
。

と

く

に

日
本

語
系

統

論

に
あ

た

る
英

語

を

さ

が

す

の

は
な

か

な

か

む

ず

か

し

い
。

U
ぎ

昜

。。δ
昌

8

爵
o
α。
o
昌
o
鼠
。
円
o
巨

δ
自
三
甥

げ
o
暑

8
昌

臼巷

き

o。。
o
ε。巳

o
厳
①二

き
聖

9
0。
紹

と

し

て

も

、

q
巷
き

8
0
0。
o
昌
o
巴
o
α。
8
巴

。。ε
隻
8

と

し

て
も

、

日
本

語

系

統

論

か
ら

く

る
簡

潔

で
研

究

内

容

が

は

っ
き

り

と

う

か

ぶ

日
本

語

と

く

ら

べ

て
、

こ
れ

ら

の
英

文

で
は

し

っ
く

り

い
か

な

い
。

後

者

な

恥
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ど
は
英
語
の
母
語
話
者
に
き
い
て
み
な

い
と
わ
か
ら
な
い
が
、
日
本
の
系
図
研

究
の
意
味
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
英
語
で
は
う
ま
く
区
別
で
き
な
い
両

者
だ
が
、
す
く
な
く
と
も
日
本
の
言
語
学
者
や
国
語
学
者
は
あ
き
ら
か
に
両
者

を
区
別
し
て
い
る
。

で
は
、
そ
の
相
違
点
は
ど
こ
に
あ
る

の
か
。
こ
こ
に
お
あ
つ
ら
え
向
き
の
方

に
登
場
し
て
い
た
だ
こ
う
。
国
語
学
者

の
馬
淵
和
夫
で
あ
る
。
馬
淵
は
そ
の
相

違
点
を
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
正
直
に
の
べ
て
い
る
。

日
本
語
の
歴
史
を
さ
か
の
ぼ

っ
て
い
く
と
、

一
体
ど
こ

へ
い
き

つ
く
の
か
。

逆
に
、
日
本
語
の
歴
史
を
か
こ
う
と
す

る
と
き
に
ど
こ
か
ら
は
じ
め
た
ら
よ
い

の
か
。
ま
た
別
の
み
か
た
か
ら
す
れ
ば
、
ど
こ
か
ら
が
い
わ
ゆ
る
国
語
学
の
領

域
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
、

つ
ね
に
国
語
学
者
の
あ
た
ま
を
な
や
ま
せ
る
。

し
か
し
か
ん
が
え
て
み
る
に
、
だ
れ
も
国
語
学
の
研
究
範
囲
は
こ
れ
だ
け
だ
と

限
定
し
た
も
の
は
い
な
い
し
、
そ
の
こ
と
を
お
お
ま
じ
め
に
論
じ
た
と
い
う
は

な
し
も
き
か
な
い
。
逆
に
、
西
欧
の
言
語
研
究
の
様
相
か
ら
し
て
、
国
語
学
と

言
語
学
を
分
離
し
て
い
る
こ
と
が
お
か

し
い
と
い
う
議
論
は
よ
く
あ
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
は
国
語
学
と
い
う
、
い
わ
ば
日
本
の
学
問
の

一
分
野
と
し
て
成
立

し
て
き
た
そ
の
特
殊
性
と
現
状
に
た

っ
て
、
や
は
り
お
の
ず
か
ら
こ
の
ふ
た

つ

の
学
問
は
分
離
し
て
し
か
る
べ
き
だ
と

い
う
た
ち
ば
に
た

つ
こ
と
に
す
る
。
そ

の
た
ち
ば
に
た

っ
て
み
る
と
、
主
と
し

て
国
語
文
献
を
あ

つ
か

っ
て
論
じ
る
の

は
国
語
学
の
範
囲
で
あ
り
、
周
辺
の
諸
言
語
と
の
関
係
か
ら
文
献
以
前

の
日
本

語
を
論
じ
る
の
は
言
語
学

の
範
囲
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
区
分
が
暗
黙
の
う

ち
に
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
た
し
か
に
お
お
く
の
国
語
学
者
に
と

っ
て
、

日
本
語
以
外
の
言
語
に
通
暁
し
、
か
つ
そ
の
文
献
を
読
ん
で
そ
こ
か
ら
情
報
を

う
る
と
い
う
作
業
は
億
劫
で
あ
る
し
、
と
て
も
て
ま
ひ
ま
の
か
か
る
こ
と
で
あ

り
、
ひ
と

つ
の
別
の
学
問
領
域
と
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る

言
語
学
者
の
方
で
は
そ
の
逆
で
、
日
本
の
文
献
の
面
倒
く
さ
さ
と
そ
の
閉
鎖
的

(
?
)
な
思
考
方
法
に
は
閉
口
で
、
も

つ
と
世
界

の
学
界
で
も
の
が
い
え
る
よ

う
な
も
の
こ
そ
真
の
学
問
で
あ
る
、
と
お
も
っ
て
い
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
と
に
か
く
、
こ
の
、
文
献
以
前
の
日
本
語
と
い
う
も
の
は
、
ど
ち
ら
の

が
わ
か
ら
も
も
の
が
い
え
る
領
域
で
あ
り
、
そ
し
て
実
は
そ
の
結
果
が
お
た
が

い
に
補
完
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
国
語
学
者

は
、
上
代
日
本
語
の
様
態
か
ら
し
て
、
こ
れ
だ
け
の
条
件
を
充
足
し
て
く
れ
な

く
て
は
日
本
語
の
祖
先
と
は
み
と
め
ら
れ
な
い
と
い
う
条
件
を
だ
し
、
言
語
学

者
は
、
ま
さ
に
そ
の
条
件
は
い
ろ
い
ろ
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
修

正
し
た
結
果
は
こ
の
言
語
に
か
な
う
の
だ
、
と
提
示
し
て
く
れ
れ
ば
、
こ
こ
で

う
ま
く
補
完
作
業
が
で
き
あ
が
る
の
だ
が
、
実
際
は
ど
ち
ら
も
い
ま
だ
し
い
と

お
う
の
が
現
状
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
の
理
由
と
し
て
、
ど
ち
ら
の
が

わ
で
も
そ
の
面
の
研
究
が
労
お
お
く
し
て
功
す
く
な
き
た
め
、
研
究
が
遅

々
と

し
て
す
す
ま
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
と
し
て
、
国
語
学
者
と
言
語
学
者
の
目
的
意
識

の
ち
が
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。
言
語
学
者
は
お
お
く
の
言
語
の
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系
統
を
問
題
に
す
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
こ
と
が
比
較
言
語
学
や
歴
史
言
語
学

の

課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
語
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
ア
プ

ロ
ー

チ
の
し
か
た
は
、
明
治
以
来
の
西
欧
言
語
学
お
よ
び
日
本

の
言
語
学
者

の
業
績

に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
国
語
学
者
は
日
本
語
が
ど
の
よ
う
に
成
立

し
た
か
と
い
う
こ
と
に
興
味
を
も

つ
。
勿
論
日
本
語
の
成
立
を
か
ん
が
え
る
ば

あ
い
、
系
統
論
的
研
究
の
方
法
を
と
り

い
れ
る
こ
と
は
有
効
で
あ
る
が
、
系
統

を
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と
は
し
な
い
。
極
端
な
こ
と
を
い
え
ば
、
日
本
語
が

成
立
し
た
過
程
が
あ
き
ら
か
に
な
れ
ば

い
い
の
で
、
日
本
語
が
ど
の
系
統
に
つ

な
が

っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
は
か
な
ら
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
し
、
あ
る
い

は
ま
た
、
混
成
言
語
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
と
い
う
議
論
も
退
屈

で
あ
る
。
だ
か
ら
お
お
き
く
ま
と
め
れ
ば
、
言
語
学
者
は
系
統
論
を
志
向
し
、

国
語
学
者
は
成
立
論
に
か
た
む
く
と
い
う
こ
と
は
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

(馬
淵

一
九
八
五

…
三
四
-
三
六
)

長
々
と
引
用
し
た
の
は
、
こ
れ
ほ
ど
国
語
学
者
と
言
語
学
者
と
の
境
界
を
あ

け
す
け
に
指
摘
し
た
文
章
は
め
ず
ら
し
い
か
ら
で
あ
る
。

「国
語
学
者
に
と

つ

て
、
日
本
語
以
外
の
言
語
に
通
暁
し
、
か

つ
そ
の
文
献
を
読
ん
で
そ
こ
か
ら
情

報
を
う
る
と
い
う
作
業
は
億
劫
で
あ
る
」
と
心
情
を
吐
露
し
、
い
っ
ぽ
う
で
は
、

「
い
わ
ゆ
る
言
語
学
者
の
方
で
は
そ
の
逆
で
、
日
本
の
文
献
の
面
倒
く
さ
さ
と

そ
の
閉
鎖
的

(?
)
な
思
考
方
法
に
は
閉
口
で
、
も

っ
と
世
界
の
学
界
で
も
の

が
い
え
る
よ
う
な
も
の
こ
そ
真
の
学
問

で
あ
る
」
と
、
い
く
ぶ
ん
肩
を
持
ち
な

が
ら
も
、
「
い
わ
ゆ
る
」
を
つ
け
る
こ
と
を
わ
す
れ
な
い
で
、
目
本
語
の
知
識

に
欠
け
る
言
語
学
者
を
印
象
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
「ど
ち
ら

の
が
わ
で
も
そ

の
面
の
研
究
が
労
お
お
く
し
て
功
す
く
な
き
た
め
、
研
究
が
遅
々
と
し
て
す
す

ま
な
い
」
と
い
う
の
は
、
当
事
者
の
い
つ
わ
ら
ざ
る
お
も
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て

「言
語
学
者
は
系
統
論
を
志
向
し
、
国
語
学
者
は
成
立
論
に
か
た
む
く
」
と

結
論
づ
け
て
い
る
。

も
う
い
ち
ど
確
認
し
て
お
く
が
、
馬
淵
は
国
語
学
者
で
あ
る
。
そ
の
馬
淵
は

言
語
学
者

の
日
本
語
系
統
論
を
牽
制
し
な
が
ら
、
は
っ
き
り
と
こ
う
宣
言
し
て

い
る
。
「
日
本
語
が
成
立
し
た
過
程
が
あ
き
ら
か
に
な
れ
ば
い
い
の
で
、
日
本

語
が
ど
の
系
統
に
つ
な
が

っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
は
か
な
ら
ず
し
も
必
要
で

は
な
い
し
、
あ
る
い
は
ま
た
、
混
成
言
語
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
な
い
の
か

と
い
う
議
論
も
退
屈
で
あ
る
」
と
。
こ
の
発
言
が
筆
者
に
は
い
ち
ば
ん
印
象
深

い
。

こ
こ
に
で
て
く
る

「混
成
言
語
」
と
い
う
も
の
が
、
小
論
の
テ
ー

マ
で
あ

る

「混
淆
言
語
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
議
論
は
あ
と
で
す
る
と
し
て
、
こ
の

馬
淵
の
発
言
を
も
と
に
、
日
本
語
起
源
論
と
日
本
語
系
統
論
と
の
相
違
に
つ
い

て
、
整
理
し
て
お
こ
う
。

馬
淵
は

「系
統
論
」
と

「成
立
論
」
を
区
別
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
起
源
論

と
銘
打

っ
た
も
の
も
、
よ
く
吟
味
す
る
と

「系
統
論
」
と

「成
立
論
」
に
二
分

で
き
る
と
み
て
い
る
。
こ
の
馬
淵
の
指
摘
は
あ
な
が
ち
ま
ち
が
い
で
は
な
い
。

そ
う
筆
者
も
お
も
う
。
し
か
し
、

つ
ぎ
の
二
点
に

つ
い
て
は
馬
淵
も
気
が

つ
い

て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
系
統
論
が
さ
い
し
ょ
に
あ

っ
て
、
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成
立
論
が
あ
と
か
ら
生
じ
た
の
で
は
な

い
と

い
う
こ
と
だ
。
む
し
ろ
、
「成
立

論
」
に
か
た
む
き
が
ち
な
目
本
語
起
源
論
を
言
語
学
者
の
手
に
戻
さ
ん
が
た
め

に
、
声
高
々
と

「系
統
論
」
を
打
立
て
よ
う
と
し
た
言
語
学
者
が
い
た
。
そ
の

こ
と
を
こ
こ
で
ぜ
ひ
確
認
し
て
お
き
た

い
。
そ
の
言
語
学
者
と
は
だ
れ
か
。
そ

れ
が

『
日
本
語
の
系
統
』

(岩
波
書
店
。
後
に
岩
波
文
庫
と
し
て
出
版
)
で
知

ら
れ
る
服
部
四
郎
で
あ
る
。
か
れ
こ
そ
が
日
本
語
起
源
論
を
、
高
度
に
言
語
学

的
色
彩
を

つ
よ
め
た
日
本
語
系
統
論
に
転
換
さ
せ
た
張
本
人
で
あ
る
。

そ
し
て
も
う

一
点
は
、
日
本
語
起
源
論
が
歴
史
的
な
縦
軸
を
無
視
し
て
、
起

源
言
語
や
起
源
地
を
横
軸
で
あ
る
ア
ジ

ア
各
地
に
も
と
め
よ
う
と
し
た
点
も
わ

す
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
お
く
は
安
田
徳
太
郎
の

「日
本
語
1ー
レ
プ
チ
ャ
語
起

源
説
」
、
ち
か
く
は
記
憶
に
新
し
い
大

野
晋

の

「
日
本
語
1ー
タ
ミ
ル
語
起
源
説
」

を
み
て
も
、
日
本
語
の
祖
先
そ
の
も
の
が
レ
プ
チ
ャ
語
や
タ
ミ
ル
語
と
な

っ
て

い
る
。
こ
れ
は
言
語
学
の
常
識
を
く

つ
が
え
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
常
識
と
は

言
語
が
変
化
す
る
と
い
う
大
原
則
で
あ
る
。
レ
プ
チ
ャ
語
や
タ
ミ
ル
語
が
日
本

語
と
系
統
関
係
を
有
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
す
く
な
く
と
も
そ
の
仮
説
自

体
、
言
語
学
者
の
常
識
で
理
解
で
き
る
が
、
レ
プ
チ
ャ
語
や
タ
ミ
ル
語
が
日
本

語
の
起
源
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
、
レ
プ
チ
ャ
語
や
タ
ミ
ル
語
に

つ
い
て
、
す

で
に
前
者
は
チ
ベ

ッ
ト

・
ビ
ル
マ
語
族
に
属
し
、
後
者
は
ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
語
族
に

属
す
る
と
い
う
言
語
学
的
事
実
が
あ
き
ら
か
に
な

っ
て
い
る
以
上
、
日
本
語
は

チ
ベ

ッ
ト

・
ビ
ル
マ
語
族
に
属
す
る
と
か
、
日
本
語
は
ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
語
族
に
属

す
る
と
提
示
し
な
い
か
ぎ
り
、
言
語
学
者
は
納
得
し
な
い
。
そ
う
し
た
言
語
学

的
な
常
識
が
通
用
し
な
い
議
論
は
や
め
る
。
そ
う
決
意
し
て
、
服
部
四
郎
は

「起
源
論
」
と
い
う
問
題
の
た
て
方
を
避
け
、
「系
統
論
」
と
い
う
問
題
の
た
て

方
に
固
執
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
容
易
に
推
測
で
き
る
。

言
語
学
以
外
の
要
素
が
入
り
や
す
い

「起
源
論
」
を
、
言
語
学
主
導

の

「系

統
論
」
に
す
る
。

こ
こ
に
、

「日
本
語
起
源
論
」
と

「日
本
語
系
統
論
」
と
の

差
が
あ
き
ら
か
と
な
る
。
じ
じ
つ
、
服
部
は

「日
本
語
系
統
論
」
は
言
語
学
者

の
も
の
で
あ
る
と
か
ん
が
え
て
い
た
よ
う
で
、
そ
れ
は
つ
ぎ

の
よ
う
な
発
言
を

み
れ
ば
、
は

っ
き
り
と
わ
か
る
。

日
本
語
の
系
統
を
研
究
す
る
の
に
、
日
本
人
の
起
源
、
言
語
学
以
外
の
日
本

文
化
の
起
源
な
ど
が
明
か
に
な

っ
て
い
る
と
、
考
察
が
楽
に
な
り
有
利
に
展
開

す
る
だ
ろ
う
。

こ
の
意
味
で
、
大
野
さ
ん
が
人
類
学

・
考
古
学

・
民
族
学
な
ど

の
勉
強
を
さ
れ
た
の
は
正
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

い
や
し
く
も
事
言
語
に
関

す
る
限
り
は
、
最
終
的

・
決
定
的
発
言
権
は
言
語
学
に
あ
る
。
他

の
分
野
の
諸

研
究
は
参
考
と
な
る
に
過
ぎ
な

い
。
他

の
分
野
に
お
け
る
現
象

の
つ
じ
つ
ま
を

合
わ
せ
る
た
め
に
言
語
の
分
野
で
無
理
を
し
て
は
な
ら
な

い
。
大
野
さ
ん
の
著

書
を
見
て
行
く
と
、
全
般
的
に
見
て
、
言
語
以
外
の
こ
と
に
や
や
目
を
奪
わ
れ

た
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

(服
部

一
九
五
九

"
二
三
四
)

こ
の
発
言
は
大
野
晋

『
日
本
語
の
起
源

(旧
版
)
』
(岩
波
新
書
)
が
出
版
さ

れ
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
「
い
や
し
く
も
事
言
語
に
関
す
る
限
り
は
、
最
終
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的

・
決
定
的
発
言
権
は
言
語
学
に
あ
る
」
と
は
お
そ
ろ
し
い
自
信
で
あ
る
。
こ

れ
を
言
語
学
至
上
主
義
と
よ
ん
で
も
お
か
し
く
な
か
ろ
う
。
こ
う
し
て
日
本
語

系
統
論
は
言
語
学
者

の
専
売
特
許
と
な

っ
た
か
に
み
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

服
部
の
言
語
学
至
上
主
義
に
も
お
も
わ
ぬ
落
し
穴
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
イ
ン
ド

・

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
語
族
を
モ
デ

ル
と
す
る
学

説
に
も
、
ほ
こ
ろ
び
が
あ

っ
た
か
ら
で

あ
る
。
小
論
で
は
そ
の
点
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
お
も
う
。

二
、
印
欧
比
較
言
語
学
と
日
本
語
系
統
論

へ
の
適
用

服
部
は

「日
本
語
起
源
論
」
を
言

語
学
者
の
手
に
と
り
か
え
す
た
め
に
、

「日
本
語
系
統
論
」
を
推
進
し
て
い
く
。
そ
の
系
統
論
が
よ

っ
て
た

つ
と
こ
ろ

は
、
イ
ン
ド

・
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
語
語
族
を
確
立
さ
せ
て
い
っ
た
印
欧
比
較
言
語
学

で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
古
典
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
と
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
古
典
、
ラ
テ

ン
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
が
、
い
ま
は
も
う
な
く
な

っ
た
共
通
の
源
か
ら
発
す
る
。

そ
う
は
じ
め
て
発
言
し
た
の
は
ウ
ィ
リ

ア
ム

・
ジ

ョ
ー
ン
ズ
で
、

一
七
人
六
年

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
言
語
学

の
教
科
書
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
か

ら
約
百
年
か
け
て
、
イ
ン
ド

・
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
語
族
は
仮
説
で
は
な
く
、

コ
ン
セ

ン
サ
ス
の
え
ら
れ
た
事
実
と
し
て
、
認
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
根
拠
と

な

っ
て
い
る
の
が
規
則
正
し
い
音
韻
対
応
で
あ
る
。

一
九
世
紀
末
に
は
、
「音

法
則
に
例
外
な
し
」
と
ま
で
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
二
〇
世
紀
に
な

っ

て
か
ら
、
新
し
く
発
掘

・
解
読
に
よ

っ
て
発
見
さ
れ
た
ヒ
ッ
タ
イ
ト
語
は
、
イ

ン
ド

・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
に
属
す
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、

比
較
言
語
学
が
推
定
す
る
音
韻
変
化
を
証
明
す
る
言
語
で
あ

っ
た
こ
と
ま
で
が

わ
か
る
よ
う
に
な
り
、
印
欧
比
較
言
語
学
の
正
当
性
を
い
っ
そ
う
ふ
か
く
認
識

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

服
部
四
郎
は
比
較
言
語
学
の
方
法
論
を
十
二
分
に
理
解
し
た
う
え
で
、
厳
密

に
網
羅
的
な
研
究
を
自
分
に
課
し
、
ま
た
学
生
に
も
要
求
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
方
法
論
は
イ
ン
ド

・
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
語
族
と
い
う
格
好
の
モ
デ
ル
を
念
頭
に

お
い
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に
思
わ
ぬ
落
し
穴
が
あ

っ
た
。
そ
れ

が
言
語
年
代
学
で
あ
る
。
言
語
年
代
学
と
は
、
な
に
か
。
『言
語
学
大
辞
典
』

(三
省
堂
)
に
よ
る
と
、
こ
う
説
明
さ
れ
て
い
る
。

語
彙
統
計
学
と
も
い
う
。
二
言
語
が
土
ハ通
基
語
か
ら
分
裂
し
経
過
し
た
年
代

を
算
定
す
る
方
法
。
ア
メ
リ
カ
の
ス
ワ
デ
シ

ュ
が
、
考
古
学
で
用

い
る
放
射
性

ぬ

炭
素

(
C
)

の
崩
壊
を
測
定
し
て
遺
物

の
年
代
を
算
出
方
法
に
着
目
し
て
、

一

九
五
〇
年
代
に
考
案
し
た
。
特
に
、
そ
の
前
提
と
な

っ
た
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
言

語
に
お
い
て
基
礎
語
彙
は
ほ
ぼ
同
じ
速
度
で
変
化
す
る
と
い
う
発
見
が
あ
っ
た
。

(亀
井

・
河
野

・
千
野
編

一
九
九
六

"
四
六
九
)

具
体
的
に
基
礎
語
彙
を
あ
げ
る
と
煩
雑
に
な
る
の
で
省
略
す
る
が
、
と
に
か

く
年
代
を
算
出
す
る
方
法
と
し
て
画
期
的
な
も
の
と
歓
迎
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

服
部
は
こ
の
言
語
年
代
学
を
日
本
語
系
統
論
に
導
入
し
、
R
[本
語
と
隣
接
す
る
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言
語
の

「水
深
測
量
」
を
こ
こ
ろ
み
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
た
と
え
ば
日
本
語

と
朝
鮮
語
の
関
係
は

「両
言
語
が
親
族
関
係
を
有
す
る
と
し
て
も
非
常
に
古
く

分
裂
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

(四
〇
〇
〇
年
ま
え
以
後
に
分
裂
し
た
も
の
で
は

あ
り
得
な
い
こ
と
)
、
を
物
語
る
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
不
適
当

で
は
な
か
ろ
う
」

(服
部

一
九
五
九

"
二
〇
人
)
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
年
代
が
は
た
し
て
有
効
だ
と
い
え

る
の
か
。
そ
う
い
っ
た
疑
問
は
ふ
る
く

か
ら
あ

っ
た
が
、
「事
言
語
に
関
す
る
限
り
は
、
最
終
的

・
決
定
的
発
言
権
は

言
語
学
に
あ
る
」
と
す
る
言
語
学
至
上
主
義
の
立
場
で
は
、
考
古
学
が
映
し
出

す
歴
史
事
実
と
の
ず
れ
な
ど
は
、
服
部

に
と

っ
て
は
問
題
と
な
ら
な
か

っ
た
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
今
日
で
は
こ
の
言
語
年
代
学
は
ほ
ぼ
否
定
さ

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
言
語
学
界
の
雄
、
デ
イ
ク
ソ
ン
は

こ
う
の
べ
て
い
る
。

ス
ワ
デ

ッ
シ
ュ
は

「系
統
」
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
魔
法
の
公
式
を
あ
み
だ

し
た
。
文
法
や
辞
書
を
何

一
〇
年
も
費
や
し
て
編
纂
し
、
そ
の
上
で
体
系
的
な

対
応
関
係
を
見

つ
け
再
建
を
試
み
る
と

い
う
必
要
は
も
は
や
な
く
な

っ
た
。
た

く
さ
ん
の
言
語
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の

一
〇
〇
、
ま
た
は
お
そ
ら
く
二
〇
〇
の

基
礎
語
彙
を
集
め
、
そ
れ
ら
の
基
礎
語
彙
同
士
で
同
系
と
思
わ
れ
る
項
目
を
調

査
し
書
き
留
め
、
比
較
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
公
式
は
そ
こ
で
、
言
語
同
士
の

関
係

(語
彙
統
計
学
)
や
、
そ
れ
ら
に
共
通
の
祖
語
の
古
さ

(言
語
年
代
学
)

を
我

々
に
提
示
す
る
。
…
…

(中
略
)
…
…

近
道
は
ど
れ
も
そ
う
だ
が
、
こ
の
方
法
も
う
ま
く
は
行
か
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
間
違

っ
た
仮
定
-
語
彙
項
目
の
み
か
ら
系
統
関
係
を
推
測
で
き
る
と
い
う
こ

と
、
す
べ
て
の
言
語
の
語
彙
項
目
が
い
つ
も

一
定
の
割
合
で
入
れ
替
わ
る
と
い

う
こ
と
、
基
礎
語
彙
が
い
つ
も
非
基
礎
語
彙
と
異
な

っ
た
使
わ
れ
方
を
す
る
と

い
う
こ
と
ー

に
基
づ
い
て
い
た
。
語
彙
統
計
学
が
決
定
的
に
信
用
を
落
と
す
ま

で
、
こ
の

一
〇
〇
語
の
リ
ス
ト
を
用
い
た
比
較
は
、

一
部
の
人
た
ち
に
数
年
に

わ
た

っ
て
熱
狂
と
歓
喜
の
時
代
を
も
た
ら
し
た
も
の
だ
。

(デ

イ
ク
ソ
ン
ニ
○
〇

一
…
五

一
-
五
二
)

こ
の
言
語
年
代
学
の
否
定
が
意
味
す
る
こ
と
は
こ
と
の
ほ
か
お
お
き
い
。

つ

ま
り
、
イ
ン
ド

・
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
語
族
に
よ
る
比
較
方
法
の
確
立
が
ゆ
ら
い
だ
わ

け
で
は
な
い
が
、
イ
ン
ド

・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
を
モ
デ

ル
と
す
る
年
代
測
定
法

が
他
の
言
語
に
け

っ
し
て
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
い
う
事
実
が
、
白
日
の
下
に
さ

ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
世
界
中
の
す
べ
て
の
言
語
が
イ
ン
ド

・
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
語
族
と
同
様
の
言
語
史
を
歩
ん
で
き
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
、
と

う
ぜ
ん
問
題
と
な
る
。

三
、
混
淆
言
語
説
と
日
本
語
混
淆
言
語
説

そ
こ
で
登
場
す
る
の
が
混
淆
言
語
説
で
あ
る
。
ま
ず

従
来
の
イ
ン
ド

.
ヨ
ー

跖



ロ
ッ
パ
語
族
に
基
づ
く
比
較
言
語
学
の
立
場
で
は
、
こ
の
混
淆
説
を
ど
う
み
て

き
た
の
か
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
服
部
四
郎
の
説
明
を
ひ
い
て
お
こ
う
。

或
言
語
A
が
外
国
語
B
の
著
し
い
影
響
を
受
け
、
音
韻

・
文
法

・
語
彙

の
あ

ら
ゆ
る
面
で
、
A

・
B
ど
ち
ら
の
も
の
と
も

つ
か
に
程
度
に
変
化
し
た
時
に
、

そ
の
言
語
A
が
外
国
語
B
の
影
響
か
ら
離
れ
て
、
独
自
の
発
達
を
と
げ
る
よ
う

に
な
る
こ
と
が
起
れ
ば
、
そ
の
言
語
は

「混
合
語
」
で
あ

っ
て
A

・
B
両
方
の

系
統
に
属
す
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
実
際

に
は
、
そ
の
程
度
の
外
国
語
の
影
響
は
受
け
ず
に
A
の
系
統
と
認
め
ざ
る
を
得

な
い
か
、
或
い
は
、
も
と
の
言
語
の
特
徴
は
い
く
ぶ
ん
残
し
な
が
ら
も
外
国
語

の
言
語
的
核
心
部
を
と
っ
て
B
の
系
統
と
な

っ
た
と
認
め
ら
れ
る
か
、
の
い
ず

れ
か
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
(服
部

一
九
五
九

…
一
五
八
)

こ
こ
で
服
部
は

「混
合
語
」
が
じ
っ
さ
い
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、

や
ん
わ
り
と
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
、

服
部
は
混
淆
言
語
説
を
否
定
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
印
欧
比
較
言
語
学
が
堅
持

す
る
言
語
の
分
化
と
、
正
反
対
の
現
象

で
あ
る
言
語
の
統

一
に
か
ん
し
て
も
、

つ
ぎ

の
よ
う
に
の
べ
て
、
否
定
し
て
い

る
。近

時
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
言
語
学
が
紹
介
さ
れ
て
、
言
語
は
多
元
か
ら
統

一
へ
向
か

う
も
の
だ
と
い
う
そ
の
学
説
が
、
印
欧
言
語
学
の
、

一
つ
の
祖
語
か
ら
多
く
の

言
語
が
分
化
し
た
と
い
う
学
説
に
対
立
す
る
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
そ
れ

が

一
面
の
真
理
を
有
す
る
よ
う
に
説
く
向
き
も
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
方
言

が
統

一
さ
れ
て

一
つ
の
土
ハ通
語
と
な

っ
た
り

(た
と
え
ば
ギ
リ
シ
ャ
語
の
コ
イ

ネ
ー
)、
或
民
族
が
隣
接
の
民
族
の
言
語
を
話
す
よ
う
に
な
る
よ
う
な
現
象
は
、

従
来
の
言
語
学
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
事
で
、
何
も
事
新
し
い
こ
と
は
な
い
。

同
時
に
我
々
は
、
印
欧
諸
言
語
の

「類
似
点
」
が
同
じ
祖
語

(完
全
に
同

一
の

祖
語
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
の
中
に
は
方
言
差
異
も
あ

っ
た
こ
と
は
認
め

ら
れ
る
)
に
遡
る
と
い
う
学
説
を
依
然
と
し
て
信
じ
る
者
で
あ
る
。
何
と
な
れ

ば
、
そ
の
学
説
は
、
現
在
印
欧
系
の
諸
言
語
を
話
し

つ
つ
あ
る
諸
民
族
が
も
と

同

一
の
言
語
を
話
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
か
ら
。

そ
れ
ら
の
諸
民
族
は
も
と
色
々
の
言
語
を
話
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
同
じ
系
統
の
言
語
を
話
す
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

現
在
の
こ
れ
ら
の
諸
民
族
の
言
語
は
、
や
は
り
同

一
の
祖
語
に
遡
る
と
考
え
る

時
に
、
始
め
て
い
ろ
い
ろ
の
言
語
的
事
実
を
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

(服
部

一
九
五
九

"
五
-
六
)

こ
の
ふ
た
つ
の
発
言
を
注
意
深
く
検
証
し
て
み
る
と
、
言
語
年
代
学
ほ
ど
に

は
決
定
的
な
ま
ち
が

い
を
お
か
し
て
は
い
な
い
。
混
淆
語
は
じ
っ
さ
い
に
は
な

い
と
い
い
、
け

っ
し
て
あ
り
え
な

い
と
は
断
定
し
て
い
な
い
。
ま
た
、

「印
欧

諸
言
語
の

『類
似
点
』
が
同
じ
祖
語
に
遡
る
と
い
う
学
説
を
依
然
と
し
て
信
じ

る
者
で
あ
る
」
と
い
う
点
も
、
印
欧
諸
言
語
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、

い
ま
で
も
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有
効
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
語
の
系
統
を
か
ん
が
え
る
う
え
で
、
印
欧
諸
語

と
お
な
じ
よ
う
に
か
ん
が
え
れ
ば
い
い
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り

と
言
及
し
て
い
な
い
。
印
欧
比
較
言
語
学
の
方
法
論
を
堅
持
す
る
こ
と
を
、
あ

ん
に
示
唆
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

服
部

の
引
用
の
な
か
に
、

「近
時

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
言
語
学
が
紹
介
さ
れ
て
」
と

あ
る
が
、
日
本
語
の
混
淆
言
語
説
を
は
じ
め
て
提
唱
し
た
の
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト

の
言
語
学
者
ポ
リ
ワ
ー
ノ
ブ
で
あ
る
。

そ
の
ポ
リ
ワ
ー
ノ
ブ
の
学
説
を
紹
介
し

な
が
ら
、
日
本
語
混
淆
説
を
樹
立
し
た

の
が
村
山
七
郎
で
あ
る
。
そ
の
村
山
は

服
部
が
な
い
と
み
な
し
た
混
淆
言
語
が

じ
っ
さ
い
に
存
在
す
る
こ
と
を
力
説
す

る
。
そ
の
混
淆
言
語
が

コ
マ
ン
ド
ル
諸
島
の
銅
島
の
言
語
で
あ
る
。
村
山
は
こ

う
指
摘
す
る
。

ア
レ
ウ
ト
人
の
人
口
の

一
〇
%
ほ
ど

の
ロ
シ
ア
人
の
言
語
が
百
年
間
に
わ
た
っ

て
ア
レ
ウ
ト
語
と
接
触
し
た
結
果
、
二

つ
の
言
語

(ア
レ
ウ
ト
語
、

ロ
シ
ア
語
)

の
形
態
を
そ
な
え
た
混
合
言
語
、
メ
イ

エ
や
ブ
ル
ー
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
が
ど
こ
に

も
こ
れ
ま
で
見
い
出
さ
れ
な
い
と
し
て
い
た
混
合
言
語
、
た
い
て
い
の
言
語
学

教
科
書
に
そ
の
存
在
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い
と
書
い
て
あ
る
混
合
言
語
の
存
在

が
証
明
さ
れ
た
の
で
す
。

(村
山

・
大
林

一
九
七
三

二

一
-

一
二
)

メ
イ
エ
は
フ
ラ
ン
ス
の
言
語
学
者
で
、
ブ
ル
ー
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
は
ア
メ
リ
カ

の
言
語
学
者
で
あ
る
。
ふ
た
り
と
も
、

二
〇
世
紀
の
前
半
に
は
ひ
じ
ょ
う
に
影

響
力

の
あ

っ
た
言
語
学
者
だ
。

「
ユ
リ
イ
カ
」
と
叫
ん
だ
ア
ル
キ
メ
デ

ス
の
ご

と
く
、

「混
合
言
語
」
を
発
見
し
た
村
山
の
雄
叫
び
が
聞
こ
え
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
銅
島
の
言
語
が
混
淆
言
語
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
混
淆
言
語
は
実
際
に
存
在

し
な
い
と
い
う
服
部
の
発
言
が
あ
や
う
く
な
る
。

じ

つ
は
、

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
混
淆
語
研
究
は
ブ
ー
ム
を
む
か
え
た
と
い
っ

て
い
い
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
銅
島
の
言
語
を
は
じ
め
、
ア
フ
リ
カ
の
マ
ア
語
や

ア
メ
リ
カ

・
カ
ナ
ダ
の
ミ
チ
フ
語
な
ど
が
混
淆
言
語
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
い

ま
や
混
淆
言
語
は
存
在
し
な
い
な
ど
と
い
う
人
は
、
ま

っ
た
く
言
語
学
の
勉
強

を
や
め
て
し
ま

っ
た
人
か
、
他
人
の
研
究
に
関
心
を
よ
せ
な
い
人
ぐ
ら
い
で
は

な
か
ろ
う
か
。
混
淆
言
語
説
に
関
心
の
な
い
人
の
た
め
に
、
混
淆
言
語
に
関
す

る
文
献
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
混
淆
言
語
に
関
心
を
よ
せ
る
口
火
を
切
っ
た
じd
艮
-

犀臼
知
ζ
o昜

(。q。。)
(這
逡
)
を
は
じ
め
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
だ
け
で
も
目
『0
8
㌣

ψ8

(8
0
0
)曽
ζ
《
o目ψ-Q。
8
#

(8
8
)"
≦
宣
8
a

(8
8
)
導
u」
薗穿
o円
鮃

ζ
僧9
。。

(oα
。・)
(P
OO
ω
)
と
い
ず
れ
も
混
淆
言
語
を
テ
ー

マ
と
し
た
本
の
出
版
が

つ
づ
い

て
い
る
。
な
お
、
な
に
を
も

っ
て
混
淆
言
語
と
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
高
度
に

言
語
学
的
な
議
論
が
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
問
題
は
小
論
で
は
あ

つ
か
わ
な
い
。

小
論
で
は
、
混
淆

(言
)
語
も
混
合

(言
)
語
も
お
な
じ
と
か
ん
が
え
て
い
た

だ
き
た
い
。
言
語
学
的
な
問
題
の
詳
細
を
し
り
た
い
方
は
い
ま
あ
げ
た
参
考
文

献
や
長
田

(二
〇
〇
三
)
を
参
照
の
こ
と
。

欧
米
の
言
語
学
界
の
動
向
に
目
を
く
ば

っ
て
い
た
服
部
が
も
し
生
き
て
い
た

と
し
た
ら
、
こ
の
状
況
を
み
て
、
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
発
言
を
し
た
だ
ろ
う
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か
。
そ
れ
で
も
混
淆
言
語
は
な
い
と
断
言
す
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
混
淆
言
語

は
た
し
か
に
存
在
す
る
が
、
日
本
語
は
混
淆
言
語
で
は
な
い
と
い
う
の
か
。

い

ず
れ
に
せ
よ
、
日
本
語
混
淆
言
語
説
は
否
定
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
気

が
す
る
。
と
い
う
の
も
、
以
下
の
発
言
は
混
淆
言
語
が
み

つ
か

っ
た
ぐ
ら
い
で

は
ゆ
る
ぎ
そ
う
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。

日
本
語
の
系
統
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
が
、
そ
う
か

と
い
っ
て
、
日
本
語
は
他
の
諸
言
語
と
親
族
関
係
を
有
し
な
い
の
だ
と
断
定
す

る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。
ま
た
、
目
本
語
は
混
淆
言
語
で
あ
る
な
ど

と
断
ず
る
こ
と
も
危
険
で
あ
る
。
完
全

な
意
味
で
の
混
淆
語
は
容
易
に
成
立
し

得
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
語
彙
の
圧
倒
的
部
分
が
外
国
語
か
ら
の
借
用
で
あ

っ

て
も
、
音
韻
体
系
と
形
態
が
固
有
の
も

の
で
あ
る
限
り
、
そ
の
言
語
は
混
淆
語

と
な

っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
音
韻
体
系
と
形
態
が
二

つ
の
言
語
の
混

淆
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
言
語
は
、
お
そ
ら
く
有
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

(服
部

一
九
五
九

二

九
)

服
部
に
お
お
き
な
誤
算
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
服
部
の
偉
大
な
業
績
は
ゆ
る

が
な
い
。
服
部
で
な
く
と
も
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
混
淆
言
語
研
究
が
さ
か
ん

に
な
る
と
だ
れ
が
予
想
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
よ
り
も
も

っ
と
ふ
し
ぎ
な
こ

と
だ
が
、
混
淆
言
語
研
究
が
さ
か
ん
に
な

っ
た
い
ま
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、
日

本
語
混
淆
言
語
説
が
勢

い
を
増
し
た
と
は
と
て
も
お
も
え
な
い
。
な
ぜ
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
長
田

(二
〇
〇
三
)
で
な
ん
ど
も
繰
り
返
し
指
摘
し
た
よ
う
に
、
日

本
語
系
統
論
じ
た
い
が
は
や
ら
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

日
本
語
系
統
論
を
も
り
あ
げ
て
き
た
服
部
四
郎
や
村
山
七
郎
、
そ
れ
に
亀
井
孝

な
ど
、
戦
後

の
言
語
学
を
ひ
っ
ぱ

っ
て
き
た
人
々
は
な
く
な
り
、
最
後
に
残

っ

た
大
野
晋
も
い
ま
や
八
○
歳
半
ば
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
語
混
淆
言
語
説
と
い

い
つ
つ
も
、
そ
の
混
淆

の
実
態
が
ど
う
い
う
も
の
か
、

コ
ン
セ
ン
サ

ス
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
大
野
晋
は

「日
本
語
1ー
タ
ミ
ル
語
起
源
説
」
の

提
唱
者
と
し
て
、
世
間
に
は
し
れ
わ
た

っ
て
い
る
が
、
そ
の
じ
つ
は
日
本
語
混

淆
言
語
説
で
あ
る
。
そ
の
混
淆
言
語
説
を
み
て
み
る
と
、
①
オ
ー

ス
ト

ロ
ネ
シ

ア
語
の
段
階
、
②
タ
ミ
ル
語
受
け
入
れ
の
段
階
、
③
古
代
朝
鮮
語
受
け
入
れ
の

段
階
、
④
漢
語
の
受
け
入
れ
の
段
階
の
四
段
階
を

へ
て
、
日
本
語
が
形
成
さ
れ

た
と
み
て
い
る

(大
野
二
〇
〇
〇

"
放
)。
日
本
語
混
淆
言
語
説
を
世
間
に
ひ

ろ
め
た
村
山
七
郎
は
、
オ
ー

ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
語
の
う
え
に
ツ
ン
グ
ー

ス
語
が
か

ぶ
さ

っ
た
と
み
る
が
、
現
在
日
本
語
混
淆
言
語
説
を
提
唱
す
る
崎
山
は
、
基
層

言
語

(さ
い
し
ょ
に
ひ
ろ
が

っ
て
い
た
言
語
)、
上
層
言
語

(あ
と
か
ら
ひ
ろ

が

っ
た
支
配
者
の
言
語
)
と
い
っ
た
と
ら
え
方
を
と
ら
ず
、
「垂
直
的
な
言
語

接
触
と
そ
こ
で
発
生
し
た
言
語
変
化
が
全
体
に
波
及
す
る
」
(崎
山

一
九
九
人

二
二
九
)
と
い
う
混
淆
を
か
ん
が
え
て
い
る
。

し
か
し
、
い
ち
ば
ん
重
要
な
こ
と
は
つ
ぎ
の
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
混
淆

言
語
研
究
が
さ
か
ん
に
な

っ
た
こ
と
は
事
実
だ
。
し
か
し
、
い
ま
さ
か
ん
に
お
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こ
な
わ
れ
て
い
る
混
淆
言
語
研
究
は
、
歴
史
的
な
研
究
で
は
な
い
。

い
ま
混
淆

言
語
が
生
成
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
植
民
地
活
動
を
お

こ
な
う
よ
う
に
な

っ
て
以
後
、
記
録
が
残

っ
て
い
る
範
囲
で
、
混
淆
言
語
が
生

じ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
う
し
た
混
淆
言
語
を
記
述
し
た
も
の
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
過
去
の
時
代
に
、
混
淆
言
語
と
し
て
、
言
語
が
生
成
さ

れ
た
と
い
う
痕
跡
が
い
ま
の
言
語
か
ら
わ
か
る
と
い
っ
た
も
の
は
、

い
ま
の
と

こ
ろ
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
音
韻
・形
態

・
統
語
論
上
か
ら
み
て
、
こ
の
言
語

特
徴
が
あ
る
場
合
は
混
淆
言
語
の
痕
跡

を
残
し
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
定
式
化

が
将
来
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
ぜ

ひ
そ
う
期
待
し
た
い
も
の
だ
が
、
そ
う

い
う
傾
向
な
り
、

一
般
化
が
な
い
以
上
、
混
淆
言
語
が
存
在
す
る
こ
と
と
、
日

本
語
の
混
淆
言
語
説
と
は
、
ち
ょ
く
せ

つ
、
結
び

つ
か
な
い
の
で
あ
る
。

四
、
言
語
学
と
そ

の
他

の
学
問
分
野

か

つ
て
、
服
部
は

「
い
や
し
く
も
事
言
語
に
関
す
る
限
り
は
、
最
終
的

・
決

定
的
発
言
権
は
言
語
学
に
あ
る
」
と
断
言
し
て
は
ば
か
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
言
語
学
で
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
い
た
ら
な
か

っ
た
い
ま
、
ど
の
よ
う
に
日

本
語
系
統
論
は
論
じ
ら
れ
て
い
く
の
か
。

一
方
で
は
、
あ
く
ま
で
も
言
語
学
の

範
囲
で
、
従
来
の
比
較
方
法
を
こ
え
る
方
法
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
言
語
学
以

外
の
方
法
を
積
極
的
に
採
用
し
て
い
く
方
法
で
あ
る
。

前
者
の
方
法
と
し
て
、
筆
者
が
注
目

し
て
い
る
の
が
松
本
克
己
の
研
究
で
あ

る
。
松
本

(二
〇
〇
三
)
は
従
来
の
比
較
方
法
を
こ
え
る
た
め
に
、
日
本
語
に

み
ら
れ
る
言
語
特
徴

の
地
理
的
分
布
を
プ

ロ
ッ
ト
す
る
。
た
と
え
ば
、
流
音

(音
声
学
で
は

r
や
ー
を
こ
う
呼
ん
で
い
る
)

の
タ
イ
プ
や
形
容
詞
が
用
言
型

か
、
体
言
型
か
と
い
っ
た
特
徴
を
類
型
的
に
分
類
し
、
そ
の
特
徴
を
地
図
上
に

プ

ロ
ッ
ト
す
る
。
す
る
と
、
こ
う
し
た
言
語
特
徴
の
分
布
に
あ
る
傾
向
が
み
ら

れ
る
と
い
う
。
そ
の
共
通
の
特
徴
を
日
本
語
と
お
お
く
共
有
す
る
言
語
群
が
偏

在
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
こ
と
と
言
語
の
歴
史
的
変
遷
と
が
関
連
づ
け
ら
れ
る

の
で
は
な

い
か
と
み
る
。
世
界
中
の
言
語
を
プ

ロ
ッ
ト
す
る
の
は
な
か
な
か
む

ず
か
し
い
が
、
こ
う
し
た
言
語
特
徴
の
類
型
論
的
研
究
が
言
語
の
歴
史
を
あ
き

ら
か
に
す
る
道
具
に
な
る
日
が
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
期
待
し
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
、
後
者

の
方
法
は
日
本
で
は
ま
だ
ま
だ
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
世
界
的
に
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
著
名
な
言
語
学
者
グ
リ
ー
ン
バ
ー

グ
が
ア
メ
リ
カ
の
先
住
民
言
語
の
分
類
に
、
人
類
遺
伝
学
な
ど
の
分
類
法
を
積

極
的
に
受
け
入
れ
て
、
言
語
学
に
適
用
し
て
い
る
。
か
れ
の
提
案
す
る
方
法
は

多
角
比
較
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
多
角
比
較
と
は
言
語
の
系
統
を
か
ん
が
え
る
さ

い
に
、
言
語
学
以
外
の
成
果
を
積
極
的
に
と
り
い
れ
る
方
法
論
で
あ
る
。
多
量

比
較
と
も
メ
ガ
ロ
比
較
と
も
い
わ
れ
る
。
分
類
の
規
準
は
言
語
だ
け
を
み
る
の

で
は
な
く
、
生
物
学
的
な
分
類
や
出
自
と
対
応
す
る
系
図
、
文
字
体
系
の
分
類

な
ど
を
積
極
的
に
導
入
す
る
。
ま
た
、
言
語
の
比
較
因
子
に
は
従
来
の
音
韻
対

応
重
視
と
い
う
方
法
を
と
ら
ず
、
基
礎
語
彙
や
文
法
標
識
を
重
視
す
る
。
こ
の

方
法
論
は
遺
伝
学
者
に
歓
迎
さ
れ
た
が
、
言
語
学
者
に
は
お
お
む
ね
不
興
を
買

つ
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た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
言
語
の
系
統
関
係
に
不
可
欠
な
音
韻
対
応
を
無
視
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、
言
語
学
以
外
の
成
果
を
導
入
し
た
歴
史
言
語
学
が
あ

る
。
そ
れ
は
ホ
モ
・サ
ピ
エ
ン
ス
の
動
き
に
合
わ
せ
て
、
言
語
の
分
類
を
考
察

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
人
た
ち
の
方
法
論
は
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
と

似
て
い
る
。
か
れ
ら
は
、
も

つ
ば
ら
遠

隔
比
較
論
者

(い
8
。。
肉
き
αqo円)
と
よ

ば
れ
て
い
る
。
言
語

の

一
元
起
源
説

(ζ
o口
oαq
o口
o。。邑

を
視
野
に
い
れ
て
、

従
来
の
語
族
を
こ
え
て
、
も
っ
と
お
お
き
な
分
類
を
お
こ
な

っ
て
い
る
。
こ
ち

ら
も
言
語
学
プ

ロ
パ
ー
に
は
不
興
で
あ

る
。

従
来
の
比
較
方
法
を
こ
え
よ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
を
紹
介
し
て
き
た
。
そ
の

紹
介
を
と
お
し
て
お
も
う
の
は
、
さ
い
し
ょ
に
引
用
し
た
服
部
の

「
い
や
し
く

も
事
言
語
に
関
す
る
限
り
は
、
最
終
的

・
決
定
的
発
言
権
は
言
語
学
に
あ
る
」

と
い
う
発
言
で
あ
る
。
じ
つ
は
、
言
語
学
を
越
境
し
て
、
遺
伝
学
な
ど
の
成
果

を
積
極
的
に
導
入
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
は
言
語
学
で
は
な
く
な

っ
て
し
ま
う

の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
ア
フ
リ
カ
を
出
た
ホ
モ

・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
移
住

・

拡
散
を
か
ん
が
え
る
と
き
の
お
お
き
な
わ
く
ぐ
み
の
な
か
で
、
言
語
は

一
つ
の

因
子
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い

う
事
実
に
気
が

つ
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
服
部
の
あ
の
言
葉
を
金

科
玉
条

の
よ
う
に
高
く
か
か
げ
、
言
語
学
の
わ
く
に
と
ど
ま
る
の
か
。
は
た
ま

た
、
言
語
学
の
わ
く
ぐ
み
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
、
遺
伝
学
の
僕

(し
も
べ
)
よ

ろ
し
く
、
人
類
史

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
あ

っ
た
言
語
史
を
構
築
す
る
の
か
。
そ
の

判
断
は
学
問
に
も
と
つ
く
も
の
で
は
な
く
、
学
術
外
要
因
に
よ
っ
て
の
み
決
定

さ
れ
る
。
そ
ん
な
気
が
す
る
。
幸
か
不
幸
か
、
日
本
で
は
後
者
に
パ
ラ
ダ
イ
ム

シ
フ
ト
を
と
げ
た
人
は
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
言
語
学
と
い
う
学
問
が
ま
だ
ま
だ

安
泰
な
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
の
か
。
は
た
ま
た
、
ま
だ
ま
だ
遺
伝
学
と
い
う

学
問
が
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
提
示
で
き
て
い
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
、
日
本

の
特
有
現
象
か
も
し
れ
な
い
が
、
言
語
学
と
遺
伝
学
と
い
っ
た
理
系
と
文
系
の

お
お
き
な
壁
が
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
を
不
可
能
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

五
、

お
わ
り

に

筆
者
は
す
で
に

『
日
本
語
系
統
論
の
現
在
』
を
編
集
し
、
「な
ぜ
日
本
語
系

統
論
は
は
や
ら
な
く
な

っ
た
の
か
」
と
題
す
る
論
文
を
ま
と
め
た
。
そ
れ
と
小

論
と
は
か
さ
な

っ
た
部
分
が
あ
る
が
、
な
る
べ
く
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
に
は
な

ら
な
い
よ
う
、
気
を

つ
け
た

つ
も
り
だ
。
齢
を
か
さ
ね
て
く
る
と
、
ほ
ぼ
お
な

じ
内
容
の
論
文
を
臆
面
も
な
く
書
く
よ
う
に
な
る
。
そ
ん
な
人
を
み
る
た
び
、

そ
ん
な
ふ
う
に
だ
け
は
な
り
た
く
な
い
と
お
も

っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
言
語
学

の
境
界
線
と
そ
の
越
境
、
混
淆
を
意
識
し
て
、
前
回
と
は
ち
が

っ
た
角
度
か
ら

小
論
を
ま
と
め
た
の
だ
が
、
は
た
し
て
ど
う
だ
ろ
う
か
。

戦
後
、
日
本
の
言
語
学
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
の
は
、
小
論
の
主
人
公
服
部
四

郎
だ
。
前
回
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
服
部
は
学
生
た
ち
に
専
攻
す
る
言
語
を
あ

た
え
、
網
羅
的
に
か

つ
厳
密
に
研
究
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
そ
し
て
、
言
語
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学
プ

ロ
パ
ー
と
し
て
は
じ
め
て
、
文
化
勲
章
を
受
賞
す
る
。
言
語
学
か
ら
越
境

す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
混
淆
も
け

っ
し
て
容
認
し
な
い
。
そ
う
い
っ
た
態
度
ゆ

え
に
、
文
化
勲
章
を
受
賞
す
る
こ
と
と
な
る
。
現
在

の
学
問
の
あ
り
方
を
象
徴

し
て
い
る
と
、
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
う
ら
を
か
え
せ
ば
、
学
問
に

は
越
境
や
混
淆
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
唯

一
の
例
外
が
あ
る
と
し
た
ら
、
文
学
や

芸
術
で
あ
ろ
う
。

こ
の
井
波
班
の
共
同
研
究
会
が

「文
学
に
お
け
る
越
境
と
混

淆
」
だ

っ
た
こ
と
は
偶
然
で
は
あ
る
ま

い
。

言
語
学
か
ら
の
越
境
は
ゆ
る
さ
な
い
。
そ
れ
は
言
語
学

の
内
部
に
お
い
て
、

ち
い
さ
な
分
野
に
だ
け
、
自
分
の
守
備
範
囲
を
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
、

い
つ
こ

う
に
か
ま
わ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
の
け

つ
か
、
言
語
学
に
か
ぎ
ら
ず
、

い
ま
の
学
問
分
野
は
い
か
に
狭
く
、
細
分
化
が
す
す
ん
で
し
ま

っ
た
の
か
。
た

ま
に
言
語
学
会
に
い
っ
て
発
表
を
聞
く
と
、
「○
○
語
に
お
け
る
△
△
の
×
×

に

つ
い
て
」
と
重
箱
の
す
み
を

つ
つ
い
た
よ
う
な
細
分
化
さ
れ
た
も
の
ば
か
り

だ
。
「専
門
は
」
と
聞
か
れ
る
と
、
「日
本
語
の
ハ
と
ガ
の
ち
が
い
で
す
」
と
平

気
で
こ
た
え
、
「ガ
と
ノ
の
ち
が
い
は
ど
う
で
す
か
」
と
質
問
受
け
る
と
、
「ノ

は
わ
た
し
の
専
門
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
。
そ
ん
な
や
り
と
り
も
め
ず
ら

し
く
は
な
い
。
そ
こ
に
は
越
境
も
な
け
れ
ば
、
混
淆
も
な
い
。
か

つ
て
の
言
語

学
界
に
君
臨
し
た
服
部
の
よ
う
に
、
「
い
や
し
く
も
事
言
語
に
関
す
る
限
り
は
、

最
終
的

・
決
定
的
発
言
権
は
言
語
学
に
あ
る
」
な
ど
と
豪
語
す
る
強
者
が
ど
れ

だ
け
い
る
の
か
。
言
語
学
の
境
界
設
定
と
細
分
化
。
似
て
い
る
よ
う
で
、
ど
こ

か
ち
が
う
。
小
論
を
書
き
な
が
ら
、
そ
ん
な
感
想
を
も

っ
た
。

こ
う
し
た
学
問
の
細
分
化
を
み
て
い
る
と
、
言
語
の
分
化
は
た
だ
し
い
と
お

も
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
い
っ
ぽ
う
で
、
言
語
が
消
滅
し
、
英
語
な
ど
有
力
言

語
が
政
治
的
な
力
を
借
り
て
統
合
し
つ
つ
あ
る
。
そ
う
し
た
歴
然
と
し
た
事
実

が
あ
る
。
ま
た
、
比
較
方
法
が
イ
ン
ド

・
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
語
族
か
ら
う
み
だ
さ
れ

た
も
の
な

の
に
、
そ
の
方
法
が
す
べ
て
の
言
語
に
普
遍
的
に
あ
て
は
ま
り
そ
う

に
は
な

い
。
か
と
い
っ
て
、
混
淆
言
語
と
い
っ
た
特
別
な
ケ
ー

ス
を
も

っ
て
日

本
語
の
起
源
に
あ
て
は
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
い
か
に
も
無
謀
だ
。
分
化
と
統

合
。
普
遍
と
特
殊
。
こ
れ
ら
は
、

一
方
の
立
場
に
た
つ
と
、
も
う

一
方
の
立
場

が
自
動
的
に
消
え
る
。

い
わ
ば
二
者
択

一
の
関
係
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
実

の
言
語
を
み
る
と
、
そ
の
ど
ち
ら
も
お
こ
り
う
る
。

一
昔
前
に
は
や

っ
た
よ
う

に
、
こ
れ
ら
を
ア
ウ
フ
へ
ー
ベ
ン
し
て
ジ

ン
テ
ー
ゼ
に
到
達
す
る
。
そ
ん
な
戯

言
は
た
ん
な
る
言
葉

の
遊
び
に
す
ぎ
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
。

結
論
は
前
回
と
や
は
り
お
な
じ
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
日
本
語
の
系

統
や
起
源
と
い
っ
た
問
題
が
、
た
ん
な
る
思

い
こ
み
や
思

い
つ
き
で
は
な
く
、

コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
日
は
ま
だ
ま
だ
来
な

い
。
そ
の
こ
と
だ
け

は
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。
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