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〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

言
語
の
座

|
|
ソ
シ
ュ
l

ル
言
語
学
に
お
け
る
言
語
の
理
論
的
役
割
に
つ
い
て

〈
要
旨
〉

司
・
含
・
ソ
シ
ュl

ル
(
同
∞
印
吋
・
-
E
ω
)は
『
一
般
言
語
学
講
義
』
(
以
下
『
講
義
』
)
の
な
か
で
、

「
言
語
と
は
な
に
か
」
と
い
う
聞
い
を
提
起
す
る
。
そ
こ
で
は
、
言
語
が
社
会
的
生
産
物
で
あ

る
こ
と
、
お
よ
び
言
語
が
言
語
活
動
か
ら
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
社
会
と
い
う
語
の
意
味
も
不
明
瞭
で
あ
り
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
意
味

で
言
語
と
言
語
活
動
の
区
別
が
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
う
と
と
に
つ
い
て
も
明
確
に
示
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
れ
は
、
『
講
義
』
と
い
う
書
物
が
編
者
に
よ
っ
て
加
筆
修
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
ソ
シ
ュ

l

ル
の
真
意
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
残
さ
れ
た
草
稿
お
よ
び
聴
講
生
ら
に
よ
る
講
義
の
記
録
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
一
言
語
の

社
会
性
、
お
よ
び
言
語
と
言
語
活
動
の
区
別
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
ソ
シ
ュ
l

ル
が
与
え
た
意

味
を
復
元
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

本
稿
で
は
ま
ず
、
「
ホ
イ
ッ
ト
ニ
l

追
悼
文
」
(
-
∞
∞
品
)
の
分
析
か
ら
、
ソ
シ
ュ

1

ル
が
社
会

と
い
う
語
に
、
自
然
的
関
係
お
よ
び
個
人
の
意
志
的
行
為
の
排
除
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
与
え

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
『
講
義
』
に
お
い
て
社
会
が
言
語
と
結
び
つ
け
ら

れ
る
意
味
を
、
知
エ
ン
グ
ラ
ー
に
よ
る
『
講
義
(
校
訂
版
)
』
お
よ
び
開
コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン
に

林

卓
也

よ
る
『
第
三
回
講
義
記
録
』
を
用
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ソ
シ
ュ
l

ル
言

語
学
に
お
け
る
言
語
の
理
論
的
位
置
、
な
ら
び
に
、
理
論
と
対
象
に
関
す
る
ソ
シ
ュ
l

ル
の
認

識
論
の
一
端
を
示
す
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

認
識
論
、
一
言
語
、
社
会
性
、
音
響
イ
メ
ー
ジ
と
観
念
の
結
合
、
個
人
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ソ
シ
ユ
|
ル
研
究
の
課
題
と
現
状

現
在
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
1

ル
(
一
八
五
七
s

一
九
二
二
)
を
研

究
す
る
う
え
で
主
な
課
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
以
下
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、

ソ
シ
ュ
l

ル
が
一
九
O
七
年
か
ら
一
九
一
一
年
に
か
け
て
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
大
学
に
て

行
っ
た
「
一
般
言
語
学
講
義
」
を
復
元
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う

え
で
ソ
シ
ュ
1

ル
の
思
想
の
全
貌
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
で
あ
る
。
前
者
の
課
題
を

遂
行
す
る
た
め
に
ま
ず
参
照
す
べ
き
は
、

一
九
五
五
年
，
に
発
見
さ
れ
た
ソ
シ
ュl
ル

の
自
筆
の
ノ
l

ト
お
よ
び
聴
講
生
た
ち
の
講
義
ノ
I

ト
を
分
析
し
た

G
a
m
-
(
3
3
)

、

さ
ら
に
、
ソ
シ
ュ
I

ル
の
死
後
出
版
さ
れ
た
『
一
般
言
語
学
講
義
』
〔
以
下
、
『
講
義
』

と
略
記
〕
の
本
文
と
原
資
料
、
聴
講
生
の
ノ
l

ト
を
見
聞
き
ペ
l

ジ
上
に
並
置
さ
せ

る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
対
応
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
ル
ド
ル
フ
・
エ
ン
グ
ラ
ー
に
よ

る
『
一
般
言
語
学
講
義
校
訂
版
』
〔
以
下
、
『
校
訂
版
』
と
略
記
〕であ
る
。
エ
ン
グ

ラ
l

と
シ
モ
ン
・
ブ

l

ケ
が
h
q
凡
な
S
~
宮
宣
言
右
足
町
内
宮
h
E
~
の
序
文
に
お
い
て
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
資
料
は
ソ
シ
ュ

1

ル
研
究
に
お
け
る
注
釈
的

研
究
の
時
代
を
聞
く
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
宙

F
O
-
-
)
。
こ
の
注
釈
的
研
究
に

加
え
、
聴
講
生
ら
に
よ
る
ノ

l

ト
を
年
代
別
に
編
纂
し
た
∞
富
田
国
耳
目(
3
3
P
S
ま
・

3

ヨ
)
お
よ
び
田
富
田
由
民
団

(
3
3
5を
参
照
す
る
こ
と
で
、
ソ
シ
ュ
l

ル
が
実
際
に
行
つ

た
「
一
般
言
語
学
講
義
」
を
再
現
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

ま
た
、
後
者
の
課
題
で
あ
る
ソ
シ
ュ

l

ル
の
思
想
の
独
自
性
を
画
定
す
る
た
め
に

は
、
こ
う
し
た
「
一
般
言
語
学
講
義
」
の
復
元
作
業
に
加
え
、
よ
り
多
角
的
な
側
面

か
ら
の
研
究
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
顕
著
な
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、

ソ
シ
ュ
l

ル
、
か
ご
般
言
語
学
講
義
」
と
平
行
し
て
行
っ
て
い
た
ア
ナ
グ
ラ
ム
に
関

す
る
研
究
を
重
点
的
に
論
じ
た
∞
寄
与
百
回
置
(
宅
三
)
や
、
社
会
学
や
自
然
科
学
と
い
っ

た
言
語
学
以
外
の
影
響
関
係
を
検
討
し
た
同
8
B

句
会
ヨ
M
)な
ど
が
代
表
的
で
あ
ろ

174 

ぅ
。
そ
し
て
回

O
臣
官
良
3
3
)
は
、
ソ
シ
ュ
l

ル
を
「
講
義
」
と
の
連
関
で
捉
え
る

の
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
人
文
科
学
一
般
、
と
り
わ
け
比
較
文
法
学
が
ひ
と
つ
の
科

学
と
し
て
成
立
す
る
条
件
を
探
求
す
る
と
い
う
ソ
シ
ュ
l

ル
の
認
識
論
的
側
面
を
描

き
出
す
こ
と
で
、
そ
の
思
想
の
理
論
的
広
が
り
を
明
ら
か
に
し
た
画
期
的
な
業
績
で

あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
先
に
挙
げ
た
、
エ
ン
グ
ラ
!
と
ブ
1

ケ
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ

た
同
町h
c
は
、

一
九
九
六
年
に
ソ
シ
ュ
1

ル
家
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
邸
宅
か
ら
発
見
さ

れ
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
大
学
の
図
書
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
た
新
資
料
を
旧
資
料
と
共
に
編

纂
し
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
ソ
シ
ュ
I

ル
が
言
語
と
い
う
対
象
に

見
出
し
て
い
た
却
議
論
的
問
題
、
哲
学
的
問
題
の
一
端
を
知
る
重
要
な
資
料
で
あ
る
。

こ
れ
に
加
え
、
ソ
シ
ュ
l

ル
が
残
し
た
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
文
献
学
的
な
有
意
性
の

基
準
を
関
可
宮
話
。
。
ョ
)
が
提
起
し
て
い
る
。
こ
れ
を
文
献
学
的
基
準
と
し
て
道
守

し
つ
つ
、
上
記
二
つ
の
課
題
を
検
討
し
進
展
さ
せ
る
こ
と
が
ソ
シ
ュ

1

ル
研
究
の
喫

(
l
)
 

緊
の
課
題
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
れ
ば
、
ソ
シ
ュ

l

ル
の
言
語
学
が
、
単
に
言
語
学

の
枠
内
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
広
く
人
文
科
学
一
般
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
に

向
け
て
、
き
わ
め
て
体
系
的
な
理
論
体
系
を
構
築
す
る
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
講
義
や
手
稿
、
草
稿
の
至
る
と
こ
ろ
で
ソ
シ
ュ

1

ル
が
幾
度
と

な
く
強
調
し
て
い
る
の
が
、
彼
が
対
象
と
す
る
言
語
そ
の
も
の
が
持
つ
両
義
的
な
特

性
に
他
な
ら
な
い
。
言
語
は
、
立
回
と
観
念
、
物
理
的
側
面
と
心
的
側
面
、
個
人
と
社

(2) 

会
と
い
っ
た
本
質
的
な
二
重
性
を
常
に
伴
っ
て
い
る
。
し
か
し
ソ
シ
ュ
l

ル
に
と
っ

て
言
語
の
本
質
的
な
両
義
性
は
、
よ
り
認
識
論
的
な
問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
も

あ
っ
た
。

library
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library : None
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ソ
シ
ユ
|
ル
の
認
識
論
|
理
論
と
対
象

す
な
わ
ち
、
言
語
学
者
と
し
て
の
ソ
シ
ュ
l

ル
に
と
っ
て
、
言
語
[
-
g宮
町
]
こ
そ
、

そ
の
本
性
が
間
わ
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
自
身
、
か
構
想
す
る
「
来

る
べ
き
言
語
学
」
(
回
b
s
が
、
厳
密
な
科
学
理
論
と
し
て
構
成
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、

は
じ
め
て
立
ち
現
れ
る
帰
結
で
も
あ
る
。
「
唯
て
事
物
を
作
り
出
す
の
は
視
点
で

あ
り
」
(
開F
G
M
O
H
)
、
言
語
は
決
し
て
直
接
的
な
所
与
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
つ
ま
り
、
言
語
は
常
に
理
論
的
な
視
点
と
の
相
関
関
係
の
な
か
で
の
み
捉

え
ら
れ
る
。
乙
れ
は
、
初
期
の
段
階
か
ら
一
貫
す
る
ソ
シ
ュ

1

ル
の
認
識
論
的
主
張

で
あ
る
。
同
時
に
、
言
語
学
に
お
い
て
、
言
語
そ
れ
自
体
を
特
権
的
に
捉
え
う
る
視

点
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
た
の
も
ソ
シ
ュ

l

ル
に
他
な

(
3
)
 

ら
な
い
。
こ
う
し
た
認
識
論
的
な
困
難
さ
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
か
の
よ
う
に
、
ソ

シ
ュ
l

ル
は
い
く
つ
も
の
原
理
を
作
り
出
し
、
い
く
つ
も
の
交
錯
し
あ
う
視
点
を
含

む
複
雑
な
理
論
体
系
を
作
り
上
げ
る
。

ソ
シ
ュ
1

ル
が
提
示
し
た
原
理
や
方
法
は
、
し
た
が
っ
て
、
理
論
と
対
象
と
の
相

関
関
係
に
お
い
て
の
み
意
味
を
も
っ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
恋
意
性
の
原
理
、
共
時
態
と

通
時
態
と
い
っ
た
概
念
は
、
ソ
シ
ュl
ル
の
言
語
学
を
離
れ
て
は
意
味
を
な
さ
な
い
。

ま
し
て
、
ソ
シ
ュ

l

ル
の
意
に
反
し
て
経
験
的
な
視
点
を
暗
に
持
ち
込
み
、
彼
の
い

う
言
語
を
わ
れ
わ
れ
が
使
用
し
て
い
る
日
常
的
な
言
語
の
実
態
で
あ
る
か
の
よ
う
に

考
え
る
こ
と
は
端
的
に
誤
り
だ
。
わ
れ
わ
れ
に
で
き
る
こ
と
は
、
ソ
シ
ュ
1

ル
の
思

考
体
系
の
全
体
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
先
に
立
ち
現
れ
る
理
論
的
対
象
と

し
て
の
言
語
が
ど
の
よ
う
な
様
相
で
存
す
る
の
か
を
記
述
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
本
質
的
に
両
義
的
な
言
語
と
い
う
対
象
が
、

シ
ュ
l

ル
言
語
学
に
お
い
て
い
か
な
る
理
論
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
を
考
察

す
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
着
目
す
る
の
が
『
講
義
』
に
お
け
る
「
言
語
と
は
何
か
」

と
い
う
問
い
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
言
語
が
社
会
的
生
産
物
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
ソ
シ
ュ

I

ル
は
、
社
会
と
い
う
語
に
独
自
の
意
味
を

与
え
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
「
一
般
言
語
学
講
義
」
に
先
立
つ
一
八
八
四
年

に
執
筆
さ
れ
た
「
ホ
イ
ッ
ト
ニ
I

追
悼
文
」
を
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
ソ
シ
ュ
l

ル
が

社
会
と
い
う
語
に
与
え
て
い
る
独
自
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
そ
の
上
で
、
『
講

義
』
に
お
け
る
先
の
問
い
に
回
帰
し
、
「
言
語
、
か
社
会
的
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の

意
味
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ソ
シ
ュ
l

ル
が
「
来
る
べ
き
言
語
学
」
を
は

じ
め
る
た
め
に
、
理
論
的
に
位
置
づ
け
た
言
語
の
場
所
を
理
解
す
る
こ
と
、
こ
れ
が

本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

『
一
般
言
語
学
講
義
』
に
お
け
る
「
言
語
と
は
な
に
か
」
と
い
う
聞
い

「
言
語
と
は
な
に
か
」
と
い
う
聞
い
は
、
『
講
義
』
の
冒
頭
、
第
三
章
「
言
語
学
の

対
象
」
第
一
節
「
言
語
、
そ
の
定
義
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
提
起
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
言
語
[
】
g
m
g
]と
は
な
に
か
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
そ
れ
は
、

言
語
活
動
[
E
D
m
印
刷
。
]
と
混
同
さ
れ
な
い
。
本
当
の
と
こ
ろ
言
語
と
は
、
言
語

活
動
に
お
け
る
規
定
さ
れ
、
本
質
的
な
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
言
語

活
動
と
い
う
能
力
の
社
会
的
生
産
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
人
に
お
い
て
こ

の
能
力
の
行
使
を
許
す
ベ
く
、
社
会
体
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
必
要
な
慣
習

[
ロ85
E
B

回
]
の
総
体
で
あ
る
。
(
の
に

}
M
凶
)

ソ

す
で
に
多
く
の
論
点
、
か
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
時
点
で
は
、
な
ぜ
言
語
活
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動
と
言
語
が
区
別
さ
れ
る
の
か
も
、
概
念
聞
の
関
係
も
不
明
瞭
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い

る
た
め
に
、
こ
れ
を
も
っ
て
言
語
の
定
義
と
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の

(
4
)
 

表
現
は
、
社
会
的
生
産
物
と
し
て
の
言
語
、
か
個
人
に
先
立
っ
て
外
在
し
、
そ
れ
が
あ

た
か
も
個
人
に
対
し
て
強
制
を
行
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
の
言
語
活
動
が
言
語

を
生
産
す
る
と
い
う
、
奇
妙
な
悪
循
環
に
陥
っ
て
い
る
印
象
を
与
え
る
。
し
か
し
旨

頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
言
語
が
個
人
に
対
し
て
実
体
的
に
外
在
す
る
と
い
う
主
張

ほ
、
ど
、
ソ
シ
ュ
l

ル
の
認
識
論
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
は
な
い
。
で
は
「
講
義
』
に
お

け
る
こ
の
言
語
へ
の
問
い
か
け
は
、

い
っ
た
い
な
に
を
い
わ
ん
と
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。

ま
ず
、
史
実
的
な
側
面
か
ら
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
間
い
が
記
さ
れ
て
い
る
『
講
義
』
と
い
う
書
物
は
周
知
の
よ
う
に
、
ソ
シ
ュ
l

ル
自
身
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
手
稿
や
講
義
ノ
l

ト
、

お
よ
び
聴
講
生
ら
に
よ
る
講
義
記
録
を
も
と
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
松
沢

(
-
3
3は
、
編
者
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
書
簡
な
ら
び
に
編
集
手
記
を
詳
細
に
分
析

し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
『
一
般
言
語
学
講
義
』
が
編
者
の
極
め
て
恐
意
的

な
作
為
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
、

ソ
シ
ュ
l

ル
が
こ
の
言
語
へ
の
聞
い
を
提
起
し
た
の
は
、

一
九
一
O
年
か
ら
一
九
一
一
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
第
三
回
目
の
「
一
般
言
語
学
講

義
」
内
で
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
校
訂
版
』
お
よ
び
『
講
義
』
の
編
者
た
ち

(5) 

が
参
照
で
き
な
か
っ
た
聴
講
生
の
ひ
と
り
で
あ
る
エ
ミ
1

ル
・
コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン
に

よ
る
第
三
回
講
義
ノ
l

ト
を
参
照
す
れ
ば
、
「
言
語
と
は
な
に
か
」
と
い
う
当
該
の

聞
い
に
関
す
る
こ
の
部
分
が
、

一
九
一
O
年
一
一
月
四
日
の
講
義
と
、
一
九
二
年

四
月
二
五
日
の
講
義
の
一
部
と
を
短
絡
的
に
結
び
つ
け
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
も
そ
も
「
言
語
、
そ
の
定
義
」
と
い
う
表
題
自
体
が
編
者
に
よ
る
加
筆
で
あ
る
こ
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と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
「
言
語
と
は
な
に
か
」
と
い
う
聞
い
は
、
『
講
義
』

に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
冒
頭
に
置
か
れ
る
べ
き
発
端
の
問
い
な
ど
で
は
な
く
、
ソ

シ
ュ
l

ル
が
数
年
の
講
義
を
経
て
積
み
重
ね
て
い
っ
た
思
考
過
程
の
帰
結
と
し
て
発

せ
ら
れ
た
も
の
な
の
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
「
言
語
と
は
な
に
か
」
と
い
う
聞
い
に
は
、
『
講

義
』
以
前
の
さ
ま
ざ
ま
な
手
稿
や
草
稿
で
展
開
さ
れ
た
ソ
シ
ュ
!
ル
の
考
え
が
凝
集

的
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
こ
の
部
分
の
不
明
瞭

さ
を
、
ソ
シ
ュ
1

ル
の
議
論
に
従
っ
て
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
彼
自
身
の
理
論
的
姿

勢
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
史
実
的
事
実
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
ソ
シ
ュ
l

ル

が
こ
こ
で
社
会
と
い
う
語
に
与
え
て
い
る
意
味
を
明
確
に
し
、
言
語
へ
の
問
い
に
お

い
て
個
人
と
社
会
が
対
比
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

言
語
に
お
け
る
社
会
性
と
は
な
に
を
意
味
す
る
の
か

あ
ら
か
じ
め
指
摘
し
て
お
く
と
、
言
語
が
個
人
に
帰
属
す
る
の
か
あ
る
い
は
社
会

に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
の
か
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
言
語
の
起
源
に
関
す
る
問
題
は
、

ソ
シ
ュ
l

ル
に
と
っ
て
擬
似
問
題
に
過
ぎ
な
い
。
一
八
八
四
年
ご
ろ
に
執
筆
さ
れ
た

「
書
物
の
草
稿
」
と
呼
ば
れ
る
手
稿
に
お
い
て
ソ
シ
ュ
l

ル
は
、
言
語
が
慣
習
的
か

つ
恋
意
的
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
し
か
し
な
が
ら
言
語
そ
れ
自
体
か
ら

す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
自
身
の
領
域
で
先
行
し
て
い
た
も
の
の
産
物
で
あ
り
、
恋
意
的

で
も
自
由
で
も
な
い
」
色F
O
M
O
M
)
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
う
し
た
[
言

語
と
い
う
]
も
の
は
、
四
六
時
中
中
断
す
る
こ
と
が
あ
り
え
ず
、
い
ま
も
、
そ
の
あ

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



ら
ゆ
る
要
素
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
」

2
F
G
M
C
M一
[
]
内
は
引
用
者
に
よ

る
)
。
言
語
は
い
か
な
る
瞬
間
、いか
な
る
場
所
に
お
い
て
も
決
し
て
断
絶
す
る
こ

と
な
く
常
に
連
続
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
始
ま
り
も
終
わ
り
も
な
い
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
言
語
の
起
源
問
題
に
は
意
味
が
な
く
、
ま
し
て
ソ
シ
ュ
I

ル
が

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
言
語
が
社
会
的
で
あ
る
か
な
い
か
知
る
こ
と
な
ど
、
わ
れ

わ
れ
に
と
っ
て
は
意
味
が
な
い
」
S
F
G
N
C
M
)

。

ま
た
、

ソ
シ
ュ

l

ル
に
お
け
る
社
会
と
い
う
概
念
の
出
自
に
つ
い
て
は
、

U
2
2
N
m項
目
E
2
3
-
)や
閃
o
m
B
R
(
目
当
M
)に
よ
っ
て
、
非
常
に
早
い
段
階
か
ら
デ
ユ

ル
ケ
ム
社
会
学
な
ど
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
ソ
シ
ュ

l

ル
が

ア
メ
リ
カ
の
言
語
学
者
w
-
D

・
ホ
イ
ッ
ト
ニ
l

の
追
悼
文
集
の
た
め
に
執
筆
し

(
6
)
 

た
「
追
悼
文
」
を
参
照
す
る
。
こ
の
「
ホ
イ
ッ
ト
ニ1
追
悼
文
」
会
∞
ま
)
で
は
、
言

語
に
お
け
る
社
会
的
特
性
、
か
重
点
的
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
ソ
シ
ュ1
ル

が
社
会
と
い
う
語
に
与
え
た
独
自
の
意
味
を
明
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

だ制
度
と
し
て
の
言
語

ソ
シ
ュ
l

ル
に
よ
れ
ば
、
言
語
は
人
聞
の
制
度
で
あ
る
と
す
る
ホ
イ
ッ
ト
ニ
l

の

主
張
こ
そ
が
、
「
言
語
学
の
基
軸
を
変
え
た
」
(
回
、

O
M
-
-
)
。
ホ
イ
ッ
ト
ニ
l

の
主
張
は
、

言
語
を
人
聞
の
外
部
に
お
い
て
そ
れ
自
体
存
在
す
る
有
機
的
組
織
や
物
理
現
象
で
あ

る
と
す
る
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ

l

ら
旧
世
代
の
言
語
学
の
批
判
を
主
眼
と
し
て
い
る
。
言

語
と
は
、
国
家
の
法
や
政
治
体
制
、
服
装
の
様
式
な
ど
と
同
じ
く
人
間
の
制
度
で
あ

り
、
そ
れ
は
常
に
人
聞
の
身
体
や
生
活
環
境
、
す
な
わ
ち
、
「
事
物
の
自
然
的
関
係

に
(
様
々
な
度
合
い
に
お
い
て
)
も
と
づ
い
て
い
る
」
包
F
C
M

ニ
)
と
い
う
の
が
ホ

イ
ッ
ト
ニ
l

の
主
張
、
だ
。
し
か
し
、ソ
シ
ュ
l

ル
は
こ
こ
で
、
制
度
と
し
て
の
言
語

と
い
う
ホ
イ
ッ
ト
ニ

1

の
主
張
に
、
言
語
だ
け
は
人
聞
の
制
度
で
あ
り
な
が
ら
も
異

質
な
制
度
で
あ
る
と
い
う
点
を
付
け
加
え
る
。
ソ
シ
ュ
1

ル
に
よ
れ
ば
、
言
語
だ
け

が
例
外
的
に
一
切
の
自
然
的
関
係
や
外
的
事
物
と
関
わ
ら
な
い
制
度
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
「
歯
に
擦
れ
る
あ
る
一
定
の
音
と
、
S

と
い
う
文
字
と
の
聞
に
は
、
い
か
な

る
瞬
間
に
お
い
て
も
い
か
な
る
関
係
も
な
く
、
雄
牛
を
指
示
す
る
の
に
〈

2
8

と
い

う
語
よ
り
も
g

当
と
い
う
語
の
ほ
う
が
よ
り
困
難
だ
と
い
う
と
と
は
な
い
か
ら
だ
」

(
開
門ON
-
-
)
。

百
一
語
と
は
、一
切
の
自
然
的
関
係
を
排
除
し
た
社
会
的
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ

ソ
シ
ュ
1

ル
が
ホ
イ
ッ
ト
ニ
l

の
言
語
学
を
踏
襲
し
て
導
い
た
帰
結
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
よ
く
知
ら
れ
た
恋
意
性
の
原
理
を
示
唆
し
て
い
る
(
小
松
[
這
∞
昌
宏
)
ょ
う

に
も
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
次
の
論
点
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
言
語
は
他
の
諸
制
度
と
は
異
な
り
、
こ
う
し
た
非
自
然
的
特
性
を
も
つ
が
ゆ

え
に
、
言
語
と
い
う
制
度
だ
け
が
決
し
て
人
間
個
人
の
意
志
的
行
為
に
よ
る
修
正
や

廃
止
を
許
容
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
言
語
は
、
自
然
的
関
係
を
剥
奪
さ
れ

て
い
る
と
と
も
に
、

一
切
の
個
人
的
な
意
志
の
介
入
も
許
容
し
な
い
。
ソ
シ
ュ1
ル

は
婚
姻
制
度
を
例
に
挙
げ
て
こ
れ
を
説
明
し
て
い
る
。

一
夫
一
妻
制
を
と
る
婚
姻
制

度
は
、

一
夫
多
妻
な
い
し
一
妻
多
夫
制
よ
り
も
お
そ
ら
く
は
よ
り
理
性
的
で
あ
る
。

よ
り
適
切
に
い
う
と
、
そ
の
制
度
が
理
性
的
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
そ

の
制
度
を
取
り
巻
く
社
会
的
状
況
な
ど
を
考
慮
し
、
「
哲
学
的
に
討
議
す
る
こ
と
が

で
き
る
」
(
開Hb
M
E
)
。

つ
ま
り
婚
姻
制
度
は
、
人
聞
の
判
断
の
裁
量
に
よ
っ
て
廃

止
な
い
し
修
正
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
観
念

を
指
示
す
る
任
意
の
言
語
記
号
の
是
非
を
、
事
物
の
関
係
や
そ
れ
ら
の
適
合
関
係
に
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も
と
申
つ
い
て
、
そ
の
維
持
や
削
除
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
意
味
を
な
さ
な

ぃ
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
観
念
は
他
の
ど
の
よ
う
な
言
語
記
号
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
よ

う
と
も
構
わ
な
い
し
、
観
念
と
記
号
の
結
び
つ
き
そ
れ
自
体
が
、
他
の
い
ず
れ
か
の

結
び
つ
き
よ
り
も
理
性
的
で
あ
っ
た
り
、
有
意
義
で
あ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い

か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
「
言
語
活
動
は
、
人
聞
の
理
性
に
よ
っ
て
常
に
修
正
さ
れ

た
り
指
導
さ
れ
た
り
す
る
規
則
、
修
正
可
能
で
指
導
可
能
な
人
閣
の
規
則
に
は
含
ま

れ
な
い
」
(
開FO
M
E
)。
む
し
ろ
、
言
語
と
い
う
制
度
は
「
非
理
性
守Ea
g
]そ
の

も
の
に
も
と

q

つ
い
て
い
る
」
S
F
O
N
E
)と
ソ
シ
ュ
1

ル
は
判
断
す
る
。

こ
こ
で
ソ
シ
ュ
l

ル
は
、
自
然
と
非
自
然
の
対
比
を
、
理
性
と
非
理
性
と
の
対
比

に
読
み
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
自
然
的
制
度
と
し
て
の
言
語
か
ら
、
個
人
の
意

志
的
行
為
の
介
入
を
排
除
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
が
社
会
的
制
度
と
し(

7
)
 

て
の
言
語
の
特
性
で
あ
り
、
ソ
シ
ュ
l

ル
が
社
会
と
い
う
語
に
与
え
た
意
味
で
あ
る
。

言
語
と
社
会

言
語
は
非
自
然
的
制
度
か

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
、
社
会
と
い
う
語
に
ソ
シ
ュ
1

ル
が
込
め
た
意
味
に
つ
い

て
次
の
二
点
を
確
認
し
た
。
す
な
わ
ち
、

ソ
シ
ュ
l

ル
は
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
l

が
言
語

を
社
会
的
制
度
で
あ
る
と
し
た
の
を
踏
襲
し
た
う
え
で
、
言
語
か
ら
自
然
的
関
係
を

(
8
)
 

排
除
し
、
さ
ら
に
言
語
か
ら
、
理
性
的
判
断
な
ど
と
い
っ
た
個
人
の
意
志
的
側
面
を

排
除
す
る
。
こ
れ
が
ソ
シ
ュ
I

ル
に
お
け
る
社
会
的
産
物
と
し
て
の
言
語
の
意
味
で

あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
用
い
る
言
語
に
お
い
て
、
は
た
し
て
一
切
の
自
然

的
関
係
は
排
除
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
が
発
声
を
行
う
に
は
発
達
し
た

喉
頭
部
が
必
要
で
あ
る
し
、
文
字
を
書
き
残
す
た
め
に
は
紙
や
岩
な
ど
に
刻
ま
れ
る

178 

物
理
的
な
凹
凸
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
自
然
的
要
素
、
な
い
し
は
人
間

が
外
的
環
境
と
取
り
結
ぶ
自
然
的
関
係
で
は
な
い
の
か
。
言
語
も
ま
た
自
然
的
関
係

を
そ
の
要
素
と
し
て
含
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
、
異
な
る
諸
言
語
の
比
較
、
さ
ら
に
は
、

烏
の
さ
え
ず
り
や
手
旗
信
号
な
ど
の
異
な
る
記
号
体
系
と
の
比
較
が
意
味
を
も
つ
の

で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
実
証
的
な
言
語
学
を
行
う
者
で
あ
れ
ば
例
外
な

く
備
え
て
い
る
認
識
で
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、

一
九
一
O
年
一
一
月
四
日
の
講
義
に
お
い
て
ソ
シ
ュ
1

ル
が
批
判
す
る

の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
視
点
に
立
っ
た
瞬
間
か
ら
す
で
に
生
じ
て
い
る
一
般
化

[
伺
念
仏
E
g

位
。
ロ
]
と
呼
ば
れ
る
操
作
に
他
な
ら
な
い
。
他
の
学
問
分
野
に
は
存
在
し

な
い
言
語
学
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
を
前
に
自
ら
を
位
置
づ
け
る
べ
き
素
材
を

も
た
な
い
と
い
う
言
語
学
に
固
有
の
困
難
さ
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
ソ
シ
ュ
l

ル
は

こ
う
述
べ
て
い
る
。

そ
の
全
面
的
で
完
全
な
対
象
を
手
に
す
る
の
は
、
よ
り
一
般
的
な
も
の
を
取

り
上
げ
る
と
き
だ
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
一
般
化
の
操
作
は
ま
さ
に

抽
象
す
Z
5
2
5
4
を
想
定
し
、
そ
の
一
般
的
な
特
徴
だ
と
明
言
さ
れ
る
も
の

を
そ
こ
か
ら
引
き
出
す
よ
う
に
、
研
究
す
べ
き
対
象
に
す
で
に
入
り
込
ん
だ
こ

と
を
想
定
す
る
。
吉
田
広
∞
)

個
別
的
な
事
例
か
ら
一
般
的
な
も
の
を
取
り
出
す
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
に

共
通
す
る
一
般
的
な
特
性
が
そ
も
そ
も
知
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
あ
ら
か
じ
め
知
る
こ
と
な
く
事
例
か
ら
取
り
出
さ
れ
る
一
般
性
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と
は
、
観
察
者
が
個
別
的
な
事
例
の
分
析
か
ら
無
根
拠
に
想
定
す
る
単
な
る
抽
象
物

に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
観
察
対
象
の
一
般
的
特
性
で
も
な
け
れ
ば
本
質
的
特
性
で
も

な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
ソ
シ
ュ

i

ル
は
、
互
(
M
g
Sが
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

諸
言
語
の
比
較
か
ら
「
語
族
」
と
い
っ
た
抽
象
物
と
し
て
の
起
源
を
想
定
し
、
そ
れ

を
人
種
の
起
源
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
「
ロ
マ
ン
主
義
と
実
証
主
義
の
結
託
の
下
に

成
立
し
た
歴
史
主
義
」
(
合
)
を
否
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
ソ
シ
ュ

l

ル
に
と
っ

て
、
「
現
実
に
お
け
る
い
か
な
る
も
の
に
も
対
応
せ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
活
動
の
真

な
る
条
件
と
も
無
関
係
な
、
ま
っ
た
く
さ
ま
ざ
ま
な
誤
っ
た
考
え
を
引
き
起
こ
す
」

(
の
に
こ
吋
)
・
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。

言
語
学
に
お
い
て
抽
象
の
産
物
を
作
り
出
さ
な
い
た
め
に
は
、
し
た
が
っ
て
、
言

語
を
社
会
的
生
産
物
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
か
ら
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
関
係

を
排
除
し
、
言
語
の
本
質
を
あ
ら
か
じ
め
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
が
ソ

シ
ュ
1

ル
の
主
張
、
た
。
言
語
の
使
用
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
発
声
器
官
を
用
い
て
い

る
こ
と
も
例
外
で
は
な
い
。
す
で
に
ホ
イ
ッ
ト
ニ

1

が
気
づ
い
て
い
た
よ
う
に
、
「
結

局
、
人
聞
が
話
す
た
め
に
、
喉
頭
、
口
唇
、
舌
を
利
用
し
た
の
は
偶
然
で
あ
る
」
(
ロ
ロ

3
0
)。
ソ
シ
ュ
l

ル
の
構
想
す
る
言
語
学
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
は
非
本
質
的
な
も
の

に
す
ぎ
ず
そ
こ
に
言
語
の
本
質
は
な
い
。

言
語
学
に
お
け
る
実
証
的
視
点
の
肯
定

こ
の
意
味
で
、
言
語
の
非
自
然
的
特
性
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
諸
言
語
か
ら
言

語
一
航r抽
出
す
る
比
較
文
法
学
や
、
言
語
に
お
け
る
物
理
的
側
面
の
変
遷
の
み
を

扱
う
音
声
学
は
、
ソ
シ
ュ
l

ル
に
と
っ
て
は
非
科
学
的
な
言
語
学
と
し
て
退
け
ら
れ

る
べ
き
学
問
で
あ
っ
た
(
n
?の
戸
O
Z

ム
∞
)
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
後
に
見
る
よ

う
に
(
第
五
節
)
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
な
仕
方
で
言
語
の
本
質
が
明
確
に
規
定

さ
れ
、
そ
れ
が
適
切
に
理
論
へ
と
反
映
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
実
証
的

な
言
語
学
者
の
視
点
も
ま
た
肯
定
的
に
捉
え
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
ソ
シ
ュl
ル

は
考
え
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
ソ
シ
ュ
l

ル
の
言
語
概
念
は
、
比
較
文
法
学
を
基
礎

づ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
宙
o
S
E
A
-
3
J
5
a
)
。
だ
か
ら
こ
そ
ソ
シ
ュ
l

ル

は
、
そ
の
第
三
回
講
義
に
お
い
て
ま
ず
、
イ
ン
ド
H

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
に
属
す
る
諸

言
語
の
詳
細
な
分
類
に
関
す
る
講
義
を
行
い
、
実
証
的
な
言
語
学
者
の
視
点
が
言
語

学
に
と
っ
て
不
可
欠
な
・
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
さ
ら
に
エ
ン
グ
ラ
ー
に
よ

る
『
校
訂
版
』
や
聴
講
生
の
ノ
l

ト
に
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
講
義
』

に
お
い
て
は
一
切
削
除
さ
れ
た
講
義
の
一
般
的
区
分
、
「
一
諸
言
語p
g
E
ロ
関
口
町
田
]
、

二
言
語

[
F
t
g
m
z
m
]

、
三
個
人
に
お
け
る
言
語
活
動
の
能
力
と
行
使
司
虫
色
芯
旦

ソ認
シ g

子 ~r
I P喝

yレロ:
が買
な唱
に qz
よg.
り誌
も<>
ま'"
ず昼

<

実含
証 tE

zt p 
ち== r-. 

量百
学医
の(
視同
点ニ
を 3
竺と
γ むι. 

警義
只、現

そ同

れ
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
実
証
的
な
言
語

学
者
の
任
務
[
芯
岳
町
]
、
か
、
あ
く
ま
で
諸
言
語
の
観
察
、
分
類
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら

本
質
的
な
言
語
と
い
う
対
象
を
抽
出
す
る
作
業
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、
こ
の

抽
出
の
方
向
は
決
し
て
逆
行
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
(
小
野

[
M
O
-
)

吋
]
一-a∞
)
。

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
が
、
比
較
文
法
学
が
そ
の
実
証
性
に
よ
っ
て
隠
蔽
し
て
い
た

言
語
の
本
性
、
す
な
わ
ち
、
経
験
的
所
与
と
し
て
与
え
ら
れ
な
い
も
の
を
経
験
的
観

察
か
ら
引
き
出
す
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
を
解
消
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
む

し
ろ
重
要
な
の
は
、
こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
正
面
か
ら
引
き
受
け
る
こ
と
こ
そ
が
ソ

シ
ュ
l

ル
の
出
発
点
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
言
語
を
対
象
と
す
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る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
パ
ラ
ド
ク
ス
を
、
言
語
学
の
理
論
体
系
そ
の
も

の
の
な
か
に
組
み
込
む
こ
と
を
ソ
シ
ュ
J

ル
は
試
み
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

ソ
シ
ュ
l

ル
の
構
想
す
る
言
語
学
に
お
い
て
は
、
常
に
理
論
と
対
象
と
の
相
互
的
規

定
性
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
ソ
シ
ュ

l

ル
に
お
け

る
認
識
論
の
最
も
重
要
な
側
面
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
理
解
す
べ
き
な
の
は
、
ソ

シ
ュ
l

ル
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
に
常
に
対
象
に
順
応
し
た
理
論
的
視
点
の
捉
え

(
叩
)

直
し
が
間
断
な
く
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ど
の
点
に
お
い
て
こ
う
し

た
視
点
の
捉
え
返
し
が
生
じ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
に
理
論
的
、
方
法
論
的
に
規
定
さ
れ
た
社
会
的
生
産
物
と
し

て
の
言
語
を
、
実
証
的
、
経
験
的
な
視
点
に
引
き
戻
す
た
め
に
は
、
そ
れ
が
わ
れ
わ

れ
の
経
験
的
対
象
の
い
っ
た
い
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
を
ま
ず
明

確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
田
講
義
に
お
い
て
、
「
言
語
と
は
な
に
か
」

と
い
う
問
い
を
引
き
継
い
で
取
り
組
ま
れ
る
の
が
こ
の
作
業
に
他
な
ら
な
い
。

四

自
語
学
に
お
け
る
言
語
の
場
所

パ
口
|
ル
の
回
路
に
お
け
る
言
語
|
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
と
観
念
の
結
合

社
会
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
然
的
関
係
も
個
人
の
意
志
的
行
為
も
排
除
さ
れ

た
も
の
と
し
て
理
論
的
に
規
定
さ
れ
た
言
語
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
そ
の
素
材

{
B邑
骨
司
自
]
が
見
出
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
一
一
年
四
月
二
五
日
の
講
義
に
お
い

て
、
よ
く
知
ら
れ
た
「
パ
ロ
l

ル
の
回
路
」
[
F
S
E昨
e
E
U
R
o
-
&
と
と
も
に
考

察
さ
れ
る
の
が
こ
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
言
語
学
に
お
い
て
言
語
、
か

位
置
す
べ
き
場
所
を
確
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
ソ
シ
ュ
l

ル
は
、

そ
れ
を
個
人
の
精
神
に
お
け
る
「
観
念
と
発
声
記
号
と
の
結
合
」

(
Q
Hご
∞
∞
)
の
な

180 

か
に
見
出
す
。

パ
ロ
1

ル
の
回
路
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
様
々
な
論
者
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て

い
る
の
で
、
こ
こ
で
詳
細
を
論
じ
る
こ
と
は
避
け
た
い
。
し
か
し
、
簡
略
に
述
べ
る

と
そ
れ
は
、
二
人
の
主
体
の
あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
る
言
語
的
活
動
の
総
体
か
ら
さ
ま

ざ
ま
な
要
因
が
差
し
引
か
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
言
語
と
い
う
対
象
を
引
き
出
す
ベ

く
ソ
シ
ュ
l

ル
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
モ
デ
ル
で
あ
る
。
ζ

こ
で
の
ソ
シ
ュ
l

ル
の

意
図
は
、
「
言
語
的
現
象
一
般
の
総
体
と
し
て
の
言
語
活
動
か
ら
、
言
語
学
の
具
体

的
な
対
象
と
し
て
の
言
語
を
分
離
す
る
こ
と
」
2
5
E
m
A
N
o
c
aゐ∞
)
で
あ
る
。
そ

し
て
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
現
象
の
総
体
か
ら
、
言
語
に
と
っ
て
そ
の
本
質
で
な
い
と

思
わ
れ
る
物
理
的
部
分
や
生
理
的
部
分
が
排
除
さ
れ
、
そ
の
結
果
抽
出
さ
れ
る
の

が
「
観
念
と
発
声
記
号
と
の
結
A
E
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
言
語
を
構
成
し
て
い
る
の

は
、
発
声
記
号
と
観
念
の
結
合
、
す
な
わ
ち
、
「
音
響
イ
メ
ー
ジ
と
観
念
と
の
結
び

っ
き
で
あ
り
、
こ
こ
に
言
語
の
本
質
が
あ
る
」
(
の
田
区
唱
)
と
ソ
シ
ュ

l

ル
は
い
う
。

一
八
九
四
年
の
「
ホ
イ
ッ
ト
ニ
l

追
悼
文
」
に
お
い
て
は
、
「
記
号
と
観
念
と
の
内

的
な
関
係
」
や
「
観
念
と
象
徴
の
あ
い
だ
の
根
本
的
な
協
定
」
な
ど
の
あ
い
ま
い
な

表
現
や
揺
ら
ぎ
が
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
発
声
記
号
や
「
音
響
イ
メ
ー
ジ
」

と
観
念
の
結
合
と
い
う
、
言
語
に
お
け
る
音
声
的
側
面
、
か
よ
り
強
調
さ
れ
た
表
現
に

(
日
)

定
位
し
て
い
る
。

日
語
と
言
語
活
動
の
区
別

言
語
を
こ
の
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と
は
ソ
シ
ュ

1

ル
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な

意
味
を
も
っ
。
ひ
と
つ
に
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

言
語
を
発
声
記
号
と
観
念
と
の
結
合
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
自
然
的
、
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物
理
的
な
要
因
が
、
偶
然
的
な
も
の
と
し
て
言
語
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
と
で
あ
る
。

同
時
に
こ
こ
で
は
、
人
聞
の
個
人
的
な
意
志
も
排
除
さ
れ
る
た
め
、
発
声
器
官
な
ど

に
よ
る
身
体
の
調
整
と
い
っ
た
能
動
的
側
面
も
ま
た
、
非
本
質
的
な
も
の
と
し
て
言

語
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
は
そ

も
そ
も
そ
れ
自
体
と
し
て
は
す
べ
て
単
な
る
物
理
現
象
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
言

語
に
お
け
る
語
と
結
び
つ
い
て
い
な
い
限
り
「
純
粋
に
物
質
的
な
も
の
で
し
か
な
い
」

(
Q
H
H
H
∞
∞
)
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
発
声
記
号
に
見
ら
れ
る
発
声
的
マ
。
色
]
と
い

い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
個
人
の
能
動
的
な
部
分
は
含
ま
れ
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
ソ
シ
ュ

1

ル
は
こ
こ
で
適
切
に
も
、
よ
り
能
動
性
と
い
う
含
意
の
少
な

う
語
に
は
、

い
「
音
響
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
表
現
で
こ
れ
を
言
い
換
え
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
ソ
シ
ュ

l

ル
は
、
あ
た
か
も
「
パ
ロ
l

ル
の
回
路
」
の
な
か
か

ら
無
根
拠
に
言
語
と
い
う
対
象
を
抽
出
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
外
見

上
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
実
際
に
は
、
む
し
ろ
逆
に
、
あ
ら
か

じ
め
理
論
的
な
言
語
学
の
対
象
と
し
て
の
言
語
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
さ
ま

ざ
ま
な
言
語
現
象
か
ら
そ
の
本
質
的
部
分
を
抽
出
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の

だ
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
実
証
的
視
点
、
な
い
し
経
験
的
視
点
か
ら
は
、
雑
多
な
言

語
現
象
か
ら
本
質
的
対
象
と
し
て
の
言
語
を
抽
出
す
る
と
い
う
方
向
性
を
も
ち
な
が

ら
、
む
し
ろ
あ
ら
か
じ
め
規
定
さ
れ
た
本
質
的
な
対
象
と
し
て
の
言
語
が
そ
の
方
向

性
を
規
定
し
て
い
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
理
論
に
対
す
る
対
象
の

規
定
性
が
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
社
会
的
生
産
物
と
し
て
の

言
語
の
本
質
的
特
性
、
す
な
わ
ち
、
非
自
然
的
か
つ
非
意
志
的
と
い
う
特
性
に
も
と

づ
い
て
、
言
語
以
外
の
偶
然
的
要
因
が
そ
こ
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
同
時
に
、
区
別
さ

れ
た
そ
れ
ら
の
総
体
が
言
語
活
動
と
し
て
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

言
語
活
動
と
い
う
語
は
、
異
質
で
雑
多
な
要
因
か
ら
構
成
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
言
語
的

現
象
の
総
称
を
指
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ソ
シ
ュ
!
ル
に

と
っ
て
言
語
は
、
言
語
活
動
か
ら
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
混

同
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
の
だ
。

個
人
の
精
神
に
お
け
る
社
会
的
生
産
物
と
し
て
の
言
語

そ
し
て
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
音
響
イ
メ
ー
ジ
と
観
念
と
の
結
合
と
し
て
の

言
語
が
、
相
互
に
語
り
あ
う
個
人
各
々
の
精
神
の
な
か
に
の
み
存
在
す
る
と
い
う
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
非
自
然
的
か
つ
非
意
志
的
な
社
会
制
度
と
し
て
の
言
語
を
、

シ
ュ
l

ル
は
個
人
の
精
神
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
す

な
わ
ち
、
ソ
シ
ュ

1

ル
と
っ
て
社
会
と
個
人
は
、
ま
っ
た
く
相
対
立
す
る
概
念
で
は

な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
む
し
ろ
、
個
人
の
精
神
と
い
う
ま
っ
た
く
非
物
理
的
、
非

自
然
的
部
分
に
言
語
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
社
会
的
生
産
物
と
し
て
の
言
語

は
個
人
に
外
在
す
る
の
で
は
な
く
、
個
人
の
生
と
と
も
に
厳
密
に
一
致
し
て
存
立
す

る
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
、
個
人
の
言
語
使
用
が
言
語
の
社
会
性
と
い
う
非
自
然
的

か
つ
非
意
志
的
特
性
を
保
証
し
、
ま
た
、
後
者
の
特
異
な
特
性
、
か
、
人
間
個
人
に
お

け
る
言
語
を
他
の
諸
制
度
と
は
類
比
不
可
能
な
存
在
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
を
可
能

に
す
る
。
言
語
活
動
、
言
語
、
そ
し
て
パ
ロ
l

ル
と
呼
ば
れ
る
個
人
に
お
け
る
言
語

能
力
の
行
使
、
か
、
理
論
的
に
厳
密
に
区
別
さ
れ
な
が
ら
も
、
相E
が
緊
密
に
結
び
つ

き
、
ひ
と
つ
の
体
系
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
社

会
と
個
人
と
い
う
対
比
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
言
語
的
現
象
に
お
け

る
各
要
素
相
E
の
理
論
的
な
連
関
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
『
講
義
』
に
見
出
さ
れ
た
言
語
活
動
と
言
語
の
区
別
、
お
よ
び
言
語
に ソ
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お
い
て
社
会
と
個
人
が
対
比
さ
れ
る
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
ソ
シ
ュl
ル

言
語
学
に
お
け
る
理
論
と
対
象
と
の
相
互
規
定
性
を
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

社
会
と
い
う
語
に
独
自
の
意
味
、
か
与
え
ら
れ
、
そ
れ
が
言
語
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ

と
で
、
言
語
学
に
お
い
て
偶
然
的
な
も
の
と
本
質
的
な
も
の
を
分
け
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
。
そ
し
て
、
言
語
と
い
う
特
異
な
対
象
こ
そ
が
、
言
語
の
個
人
に
対
す
る
あ

る
種
の
外
在
性
と
、
個
人
に
対
す
る
内
属
性
と
い
う
特
性
、
か
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
同

時
に
並
立
す
る
場
を
ソ
シ
ュ
l

ル
言
語
学
に
与
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
ソ
シ
ュ

l

ル
に
と
っ
て
言
語
と
は
単
な
る
研
究
対
象
で
は
な
く
、
こ
う
し

た
理
論
的
な
意
義
を
も
っ
両
義
的
な
対
象
な
の
で
あ
る
。

五

科
学
理
論
と
し
て
の
言
語
学
に
向
け
て

実
証
的
視
点
の
肯
定

わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
こ
と
は
、
ソ
シ
ュ
I

ル
に
お
け
る
社
会
性

そと
しい
てう
、概

社念
会の
と意

言禁
が自
結然
び的
つ聞

け係
らと
れ個
き人
」汀1

主意
ベ志
一的
言仔

語通
は爪

償訴
り除
諸 1.:-
型事
窓き
ら」

と厳

密
に
区
別
さ
れ
、
そ
の
本
質
的
な
側
面
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
こ
う
し
た
社
会
的
生
産
物
と
し
て
の
言
語
は
、
第
三
回
講
義
に
お
い
て
、
音

響
イ
メ
ー
ジ
と
観
念
の
結
合
で
あ
る
と
さ
れ
、
個
人
に
お
け
る
精
神
の
内
部
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
言
語
活
動
か
ら
言
語
を
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
と
同
時
に
、
ソ
シ
ュ
l

ル
に
と
っ
て
個
人
と
社
会
は
対
立
す
る
概
念
で
は
な
く
、

む
し
ろ
相
互
的
に
連
関
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
思
考
過
程
を
経
て
理
論
的
に
規
定
さ
れ
た
言
語
と
い
う
対
象
が
、
わ

れ
わ
れ
の
経
験
的
対
象
と
し
て
与
え
ら
れ
る
言
語
現
象
を
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
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同
時
に
、
こ
の
理
論
的
対
象
と
し
て
の
言
語
は
、
単
に
思
弁
的
な
も
の
と
し
て
あ
る

の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
複
数
の
個
人
間
の
相
互
的
な
関
わ
り
に
お
い
て
の

み
存
立
す
る
と
ソ
シ
ュ
l

ル
は
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
言
語
と
い
う
理
論
的
対
象

が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
「
幾
人
も
の
個
人
に
よ
る
パ
ロ1

ル
が
必
要
で
あ
る
」
(
の
自

民
凶
)
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
「
言
語
は
最
初
の
現
象
で
は
な
い
」
有
国
民
凶
)
。
わ
れ

わ
れ
の
経
験
的
対
象
と
し
て
最
初
に
与
え
ら
れ
る
の
は
、
常
に
個
人
に
お
け
る
言
語

能
力
の
能
動
的
な
行
使
と
し
て
の
諸
言
語
、
い
い
か
え
る
と
ソ
シ
ュ

l

ル
に
よ
っ
て

パ
ロ
l

ル
と
呼
ば
れ
る
部
分
で
あ
る
。
し
か
し
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
確
認
し
た
よ
う

に
、
こ
の
経
験
的
対
象
、
か
単
な
る
物
理
現
象
で
は
な
く
、
言
語
現
象
と
し
て
与
え
ら

れ
る
た
め
に
は
、
個
人
の
精
神
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
社
会
性
と
し
て
の
言
語

が
あ
ら
か
じ
め
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
言
語
と
い
う
特
異
な
対
象

に
応
じ
て
、
実
証
的
な
視
点
を
基
礎
付
け
る
理
論
、
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
条
件

と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
の
「
諸
言
語
、
言
語
、
個
人
に
お
け
る
言
語
能
力
の
行
使
」

と
い
う
区
分
は
、
単
な
る
便
宜
上
の
分
類
区
分
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
諸
概
念
が
相
互

に
関
係
し
規
定
し
あ
う
こ
と
で
、
言
語
学
と
い
う
学
問
の
可
能
性
を
条
件
づ
け
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
概
念
聞
の
区
別
と
連
闘
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

の
み
、
言
語
学
者
が
出
発
点
と
し
て
取
り
う
る
唯
一
の
も
の
が
、
個
人
の
能
動
的
意

志
に
よ
る
諸
言
語
の
行
使
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
肯
定
さ
れ
る
。
言
語
学
者
は
、

そ
の
経
験
を
可
能
に
し
て
い
る
条
件
を
認
識
し
た
う
え
で
、
「
諸
言
語
を
、
す
な
わ
ち
、

最
大
限
可
能
な
限
り
の
諸
言
語
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
可
能
な
限
り
そ
の
範

囲

[
F
O
E
N
O

与
を
広
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
有
国
3
3

。

こ
う
し
て
、
先
に
批
判
さ
れ
て
い
た
一
般
化
の
操
作
、
す
な
わ
ち
、
諸
言
語
の
比
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較
か
ら
そ
の
共
通
部
分
と
し
て
の
言
語
を
抽
出
す
る
行
為
が
全
面
的
に
肯
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
認
識
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
諸
言
語
の
観
察
に
お
い
て
立
ち

現
れ
る
も
の
は
、
必
然
性
を
も
た
な
い
恐
意
的
な
抽
象
と
は
決
し
て
混
同
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
言
語
と
は
、
そ
こ
に
お
い
て
諸
言
語
か
ら
の
言
語
の
抽
出

を
可
能
に
す
る
場
を
与
え
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
単
な
る
出
発
点
で
あ
る
だ
け

(
日
)

で
な
く
、
言
語
学
に
お
け
る
最
良
の
基
壇
宝
号
同
0
5

白
]
な
の
で
あ
る
。

言
語
活
動
、
言
語
、
個
人
に
お
け
る
言
語
能
力
の
行
使
、
そ
の
区
別
と
総
合

常
に
、
言
語
活
動
、
言
語
、
パ
ロ
l

ル
は
同
時
に
与
え
ら
れ
、
パ
ロ
l

ル
は
自
ら

の
成
立
条
件
で
あ
る
言
語
と
共
存
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し

て
与
え
ら
れ
る
の
は
そ
の
表
出
で
あ
る
パ
ロ
l

ル
の
側
面
だ
け
で
あ
る
。

こ
こ
に
き
て
ソ
シ
ュ

l

ル
が
『
講
義
』
に
お
い
て
「
言
語
と
は
な
に
か
」
と
問
う

た
部
分
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
、
言
語
、

言
語
活
動
、
個
人
に
お
け
る
言
語
能
力
の
行
使
と
い
う
三
つ
の
水
準
が
厳
密
に
区
別

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
言
語
が
経
験
的
対
象
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ

る
た
め
に
は
、
個
人
の
能
動
的
行
為
に
よ
る
そ
の
表
出
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
「
言
語
は
言
語
活
動
と
い
う
能
力
の
社
会
的
生

産
物
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
確
認
し
て
き

た
よ
う
に
、

ソ
シ
ュ
l

ル
の
言
語
概
念
に
お
い
て
社
会
と
個
人
が
対
立
す
る
概
念
で

は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
が
厳
密
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、

言
語
が
社
会
的
生
産
物
で
あ
る
こ
と
乙
、
そ
れ
が
個
人
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
言
語

能
力
の
条
件
で
あ
る
こ
と
に
、
い
か
な
る
矛
盾
も
悪
循
環
も
見
出
さ
れ
な
い
。
む
し

ろ
こ
こ
に
は
、
複
雑
な
言
語
現
象
を
、
理
論
的
に
区
別
さ
れ
た
諸
概
念
を
相
互
に
関

連
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
全
体
を
総
合
的
に
描
き
出
そ
う
と
す
る
、
ソ
シ
ュ
l

ル
言

語
学
の
理
論
的
姿
勢
が
き
わ
め
て
濃
縮
し
た
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
わ
れ
わ
れ
に

は
思
わ
れ
る
の
だ
。

結
論
「
ソ
、
ジ
ュ
ー
ル
言
語
学
に
お
け
る
二
重
の
視
点

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
幾
人
か
の
研
究
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

シ
ュ
l

ル
は
個
人
に
お
け
る
言
語
活
動
の
役
割
、
す
な
わ
ち
パ
ロ
l

ル
の
重
要
性
を

認
め
、
講
義
の
第
三
部
を
そ
の
検
討
に
充
て
る
と
予
告
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
(
丸
山
[
N
O
S
Y∞a
w互
[
M
g∞
]
い
凶
ゴE3
S。

た
だ
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
こ
と
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
理
解
し
て
お
く
べ
き
な
の

は
、
ソ
シ
ュ
l

ル
が
言
語
と
い
う
両
義
的
な
対
象
を
前
に
構
成
し
た
言
語
学
に
は
、

必
然
的
に
二
重
の
視
点
、
か
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
自

然
的
関
係
や
個
人
の
意
志
と
い
っ
た
一
切
の
経
験
的
要
因
を
排
除
す
る
こ
と
で
立
ち

現
れ
る
理
論
的
対
象
と
し
て
の
言
語
に
対
す
る
視
点
と
、
逆
に
、
個
人
の
言
語
能
力

の
行
使
、
す
な
わ
ち
、
経
験
的
対
象
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
諸
言
語
に
対

す
る
視
点
で
あ
る
。
前
者
が
、
言
語
活
動
、
言
語
、
諸
言
語
の
理
論
的
区
分
を
規
定

し
、
言
語
が
諸
言
語
を
そ
の
発
現
と
し
て
下
っ
て
い
く
方
向
性
を
理
解
し
て
い
る
視

点
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
後
者
の
視
点
が
諸
言
語
か
ら
言
語
を
抽
出
す
る
こ
と

を
可
能
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
重
の
視
点
は
い
ず
れ
も
、
そ
れ
が
対
象
と
す
る
言

語
の
特
性
の
違
い
に
よ
っ
て
そ
の
方
向
性
の
違
い
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、

こ
う
し
た
異
質
な
二
つ
の
視
点
の
相
闘
が
ソ
シ
ュ

l

ル
言
語
学
に
お
け
る
最
も
一
般

的
な
理
論
的
枠
組
み
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
確
認
し
て
き
た
言
語

ソ
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に
お
け
る
社
会
性
、
お
よ
び
個
人
の
精
神
に
お
け
る
そ
の
位
置
づ
け
が
、
こ
の
異
質

な
視
点
を
分
離
す
る
こ
と
な
く
緊
密
に
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
だ
ろ
う
。

ソ
シ
ュ
1

ル
言
語
学
の
複
雑
さ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
理
解
し
た
こ
の
一
般
的
な
理
論

的
枠
組
み
の
複
雑
さ
に
起
因
す
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
二
重
の
視
点
が
交
錯
す
る

複
雑
な
構
成
が
、
言
語
と
い
う
対
象
そ
の
も
の
の
複
雑
さ
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
言
語
を
理
論
的
な
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
言
語
学
の
成
立
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
を
誰
よ
り
も
理
解
し
て
い
た
の
が
ソ

シ
ュ
l

ル
に
他
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
常
に
わ
れ
わ
れ
は
「
ツ
シ
ュ
l

ル
に
お

い
て
言
語
と
は
な
に
か
」
と
聞
い
続
け
る
必
要
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
本
稿
で
示
し

た
こ
の
一
般
的
な
枠
組
み
は
、
ソ
シ
ュ
l

ル
言
語
学
の
理
論
的
構
造
で
は
な
く
、
む

し
ろ
そ
の
な
か
で
、
ソ
シ
ュ
l

ル
が
提
示
し
た
原
理
や
方
法
の
意
味
が
精
査
さ
れ
る

ベ
き
方
向
性
を
示
唆
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
方
向
性
に
従
つ
て
の

み
、
ソ
シ
ュ
l

ル
に
お
け
る
一
般
言
語
学
、
す
な
わ
ち
、
ソ
シ
ュ1
ル
の
い
う
「
言

語
活
動
の
哲
学
」
(
開
円
。
斗
)
の
可
能
性
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
わ
れ
わ
れ
は

考
え
る
の
だ
。

註

ソ
シ
ユ

lレ
言
語
学
を

需
の
認
知
科
学
の
所
見
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
た
?:1 
g 
ぞD
;:t_ 

32 

ゃ
、
こ
れ
ら
の
知
見
を
基
盤
と
し
た
テ
キ
ス
ト
論
の
構
築
を
試
み
た
何
回
由
民
旦

N
8
3、

さ
ら
に
は

E
N
自
民
q

と
の
共
同
作
業
で
あ
る
田
豊
田
田
区(
3
3
)に
よ
る
解
釈
学
の
展
開

が
、
こ
う
し
た
ソ
シ
ュ
l

ル
研
究
の
延
長
上
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
乙
れ

184 

に
加
え
近
年
、
ソ
シ
ュ
l

ル
と
二
O
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
構
造
主
義
と
の
関
係
を

再
考
す
る
い
く
つ
か
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
顕
著
な
も
の
と
し
て
は
、

E
-
o
A
N
D
-

∞
)
と
冨
釦
同
阿
佐
町
ス

N
O
D
a
)
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
後
者
は
、
ソ

シ
ュ
l

ル
言
語
学
が
、
「
《
精
神
的
》
で
あ
る
が
《
実
在
的
》
で
あ
る
諸
実
体
、
非
物
質

的
で
あ
り
非
物
体
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
ま
さ
に
具
体
的
で
感
性
的
で
あ
り
さ
え

す
る
存
在
者
」

(
N
3と
い
う
特
異
な
存
在
様
態
を
備
え
た
言
語
や
言
語
活
動
を
問
題
化

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
れ
が
図
。z
g

さ
3
3
の
主
張
す
る
比
較
文
法

学
の
基
礎
付
け
と
い
う
認
識
論
的
な
問
題
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
存
在
論
的
な
問
題
に
関

わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
構
造
主
義
に
対
す
る
ソ
シ
ュ
l

ル
の
哲
学
的
な

影
響
力
を
精
査
し
て
い
る
。

(
2
)回
b

の
第
一
部
で
は
、
新
た
に
発
見
さ
れ
た
資
料
、
か
「
言
語
活
動
の
二
重
の
本
質
に
つ

い
て
」
と
い
う
表
題
の
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

(
3
)「
わ
れ
わ
れ
の
命
題
の
全
体
を
適
切
に
提
示
す
る
た
め
に
は
、
明
確
で
限
定
さ
れ
た
出
発

点
が
必
要
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
打
ち
た
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
雪
口
語

学
に
お
い
て
そ
れ
自
体
で
限
定
さ
れ
た
事
象
老
た
っ
た
ひ
と
つ
で
も
認
め
る
の
は
ま
ち

が
い
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
」2
H
l
o
s
s

(
4
)冨
g

笠
宮
(
M
o
o
d
で
は
、
ソ
シ
ュ
l

ル
に
お
け
る
社
会
的
制
度
と
し
て
の
言
語
と
、
デ
ユ

ル
ケ
ム
社
会
学
に
お
け
る
社
会
(
集
団
的
意
識
)
が
比
較
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

ソ
シ
ュ
1

ル
と
デ
ユ
ル
ケ
ム
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
言
語
と
社
会
性
が
個
人
的
な
意

識
に
対
す
る
外
在
的
な
実
在
性
を
持
つ
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ま

た
、
両
者
の
用
い
る
社
会
と
い
う
概
念
の
実
在
性
の
違
い
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
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(
5
)松
沢
(
-
3
3に
よ
る
と
、
「
コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン
に
よ
る
詳
細
な
聴
講
ノI
ト
が
発
見
さ
れ

た
の
は
、
の
戸
。
の
刊
行
さ
れ
た
遥
か
後
の
一
九
五
八
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
」3
3
0

6 

のし
言か
語し
学な
とが
もら

切'/
関ン
係ユ
州 1

る f
E 長
い'蒜

つ 6

2 ぼ
~ア

田 Z
~ケ
C ア
)社
の会
判塁
断と
でも
あホ
るイ
。ツ

前ト
回ニ
氏 l

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
1

の
言
語
有
機
体
説
を
批
判
し
た
ホ
イ
ッ
ト
ニ
l

の
制
度
と
し
て
の
言
語
と
い
う
観
点
は
、
当
時
の
言
語
学
で
は
す
で
に
主
流
と
な
っ
て

い
た
。

(
7
)本
稿
で
は
紙
面
の
関
係
上
、
言
語
の
非
自
然
的
特
性
の
み
を
そ
の
社
会
性
の
特
性
と
し

て
取
り
上
げ
た
。
し
か
し
、
ソ
シ
ュ
l

ル
は
こ
れ
に
加
え
、
言
語
だ
け
が
あ
ら
ゆ
る
他

の
制
度
と
は
異
な
り
、
す
べ
て
の
個
人
に
対
し
て
、
ま
た
例
外
な
く
す
べ
て
の
時
間
に

お
い
て
、
常
に
個
人
に
関
わ
る
と
い
う
、
言
語
の
偏
在
性
と
も
い
う
べ
き
特
性
を
述
べ

て
い
る
。
こ
こ
で
詳
述
す
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
こ
の
特
性
は
、
言
語
が
他
の
あ
ら
ゆ

る
制
度
の
基
礎
で
あ
る
と
す
る
主
張
を
導
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
偏
在
的

な
言
語
に
お
い
て
な
ぜ
変
化
が
成
立
す
る
の
か
と
い
う
、
言
語
に
お
け
る
時
間
性
に
関

わ
る
論
点
が
こ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
、
ソ
シ
ュ
1

ル
言
語
学
の
全
体
像

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
議
論
で
あ
る

ζ

と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。

(
8
)本
稿
の
以
下
で
検
討
さ
れ
る
、
「
一
般
言
語
学
講
義
」
第
三
回
講
義
に
お
い
て
も
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
ホ
イ
ッ
ト
ニ
l

は
、
言
語
の
な
か
に
自
然
的
な
能
力
が
あ
る

と
い
う
よ
う
な
考
え
そ
根
絶
し
よ
う
と
欲
し
て
い
た
の
だ
」
。
(
の
呂
志C
)

(
9
)小
野
(
M
O
S
)
で
は
、

一
九
世
紀
に
お
け
る
言
語
学
の
動
向
を
概
観
し
、
「
一
般
言
語
学
」

に
お
け
る
ご
般
」
と
い
う
語
は
、
知
ら
れ
る
諸
言
語
の
枠
が
よ
り
拡
張
さ
れ
る
と
い

う
意
味
と
、
言
語
に
お
け
る
原
理
や
法
則
を
探
求
す
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

た
が
、
ソ
シ
ュ

I

ル
の
時
代
に
お
い
て
も
な
お
、
依
然
と
し
て
暖
昧
な
内
容
し
か
も
ち

え
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
叩
)
回
、
。
の
編
者
で
あ
る
ル
ド
ル
フ
・
エ
ン
グ
ラ
!
と
シ
モ
ン
・
ブ

l

ケ
は
、
そ
の
序
文
に

お
い
て
、
ソ
シ
ュ
l

ル
の
一
般
言
語
学
が
及
ぶ
三
つ
の
領
域
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は

第
一
に
、
比
較
文
法
学
や
歴
史
音
声
学
と
い
っ
た
科
学
的
実
践
の
可
能
性
の
条
件
に
関

す
る
批
判
的
認
識
論
、
第
二
に
、
ソ
シ
ュ
1

ル
が
言
語
活
動
の
哲
学
と
形
容
す
る
言
語

活
動
に
関
す
る
分
析
的
思
弁
、
第
三
に
、
言
説
に
関
す
る
将
来
的
反
省
、
す
な
わ
ち
来

る
べ
き
科
学
へ
の
賭
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ソ
シ
ュ

l

ル
の
一
般
言
語
学
が
可
能
で
あ

る
た
め
に
は
、
間
断
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
理
論
と
対
象
と
の
相
互
規
定
性
が
そ
の
一
般

的
条
件
と
し
て
機
能
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
日
)
一
九
一
一
年
四
月
二
八
日
の
講
義
に
お
い
て
は
、
聴
覚
イ
メ
ー
ジ[
=
E
a
o
E
B
2
0
]

と

概
念
[
Bロ
8
E

の
連
合
と
い
う
表
現
も
見
出
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
個
人
に
お
け

る
発
声
と
聴
取
、
そ
の
両
面
に
お
け
る
音
声
的
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ

り
は
な
い
。

(
臼
)
こ
れ
ま
で
の
論
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
言
語
活
動
と
言
語
と
い
う
対
比
は
、
必
ず

し
も
個
人
と
社
会
の
対
比
に
重
な
り
合
う
こ
と
は
な
い
と
わ
れ
わ
れ
は
理
解
し
て
い
る
。

一
般
的
な
ソ
シ
ュ
l

ル
研
究
に
お
い
て
言
語
活
動
は
「
人
間
の
も
つ
シ
ン
ボ
ル
化
能
力
」

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
丸
山

(
N
C
S
)
に
お
い
て
は
、
き
口
語
活
動
が
人

間
の
潜
在
的
能
力
と
し
て
規
定
さ
れ
、
顕
在
的
な
言
語
使
用
で
あ
る
パ
ロ

1

ル
と
対
比

さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
言
語
活
動
を
潜
在
的
な
能
力
と
し

て
規
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
ソ
シ
ュ

l

ル
が
批
判
し
た
よ
う
な
「
一
般
化
」
や
「
抽

象
化
」
を
ソ
シ
ュ
l

ル
の
言
語
学
の
な
か
に
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ

う
か
。
ソ
シ
ュ
l

ル
が
い
く
つ
か
の
箇
所
に
お
い
て
言
語
活
動
を
個
人
の
能
力
と
し
て
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La siege de Ia langue 
sur Ia fonction theorique 

de Ia langue dans Ia linguistique saussurienne 

KOBAYASHI Takuya 

Dans son Cours de linguistique generale, F.de.Saussure questionne Ia nature de Ia langue. Mais c'est 

egalement dans ce texte que sont thematises Ia socialite de Ia langue et Ia separation entre langue et langage. 

Pourtant, le sens de cette socialite demeure obscur, de meme qu'il n'explique pas pourquoi cette separation 

est possible. Cet obscurite, comme on le sait, provient en grande partie du fait que les editeurs de Cours I' ont 

dogmatiquement retouche et modifie. On ne peut done pas considerer qu'il s'agit Ia de l'authentique pensee de 

Saussure. Pour en redonner le sens authentique, et mieux comprendre, en retour, le Cours, il faut se referer aux 

manuscrits autographes, ainsi qu'aux notes de ses etudiants. 

D'abord nous analyserons Notes pour un article sur Whitney (1894), d'ou nous tirerons les deux 

significations donnees par Saussure au concept de "social": ce qui exclut Ia relation aux choses naturelles et 

tout ce qui conceme l'acte volontaire de l'individu. Ensuite nous !irons soigneusement Ia partie du Cot~rs oil 

Saussure attache le social au langue. Enfin nous preciserons Ia valeur que Ia langue, en tant liee au social, doit 

avoir dans Ia theorie de Saussure -pour ce faire nous utiliserons !'edition critique du Cours par Rudolf Engler, 

et le Troisieme cours d'apres les notes de Constantin. Notre but sera alors d'indiquer clairement Ia place 

qu'occupe Ia langue dans Ia linguistique saussurienne, et consequemment profiler Ia partie de son epistemologie 

qui conceme Ia relation entre theorie et objet. 

Les mots-cles epistemologie, langue, social, union de !'image acoustique et !'idee, individu 
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