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塚

原

鉄

雄

て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
が
そ
れ
は
言
語
の
表
現
す
る
素
材
の
探
求
に
と
ど
ま
る
の

で
あ

っ
て
、
言
語
の
意
味
の
研
究
で
あ

っ
た
か
否
か
は
、
極
め
て
疑
は
し
い
。

む
し
ろ
、
そ
れ
は
、
言
語
に
よ
っ
て
志
向
せ
ら
れ
た
対
象
で
あ

っ
て
、
直
ち
に

こ
れ
を
意
味
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
思
は
れ
る
。
意
味
と
い
ふ
語
を
用
ゐ

る
と
す
れ
ば
、
意
味
的
志
向
対
象
で
あ

っ
て
、
意
味
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
、
言
語
を
通
じ
て
喚
起
せ
ら
れ
る
、
発
想
内
容
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

大
別
し
て
、
言
語
に
は
、
二
つ
の
発
想
的
部
面
が
あ
る
。　
一
は
、
い
ま
こ
こ

に
触
れ
た
、
言
語
が
指
示
す
る
と
こ
ろ
の
素
材
と
な
る
対
象

（
Ａ
）
で
あ

っ

て
、
普
通
、
用
を
舞
じ
、
事
物
を
語
り
、
事
物
が
何
で
あ
る
か
を
知
ら
せ
る
部

面
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
言
語
に
対
す
る
言
語
主
体
の
意
識
で
あ

っ
て
、
は

ず
み
を
つ
け
、　
情
趣
を
与
へ
る
と
こ
ろ
の
言
語
感
覚

（
Ｂ
）
で
あ
る
。　
後
者

は
、
更
に
、
感
官
の
種
類
に
従
っ
て
類
型
化
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
そ
の
主

要
な
も
の
と
し
て
、
聴
覚
的
部
面

（
ｂ．
）
と
視
覚
的
部
面

（
』
）
と
に
分
析
す

る
こ
と
が
出
来
る
。
前
者
は
、
対
象
そ
れ
自
体
（
ａ．
）
と
、
対
象
に
属
し
（
鈍
）

又
は
対
象
に
よ
っ
て
触
発
せ
ら
れ
る

（
ａ３
）
状
態
的
乃
至
情
意
的
世
界
に
分
け

て
考

へ
ら
れ
る
。

而
も
、
素
材
と
な
る
対
象
と
言
語
感
覚
と
の
関
係
は
、
必
ず
し
も
恒
常
性
を

保

っ
て
ゐ
る
と
い
へ
な
い
の
で
あ
っ
て
、　
具
体
的
な
言
語
行
為
に
際
し
て
、

言

語

の
発
想
内

容

と
場

の
問

題

我
々
は
、
音
声
若
く
は
文
字
を
通
じ
て
、
そ
れ
に
該
当
す
る
聴
覚
映
像
を
喚

起
し
、
相
手
の
意
図
す
る
素
材
を
理
解
す
る
。
こ
れ
が
、
言
語
行
為
に
際
し
て

な
さ
れ
る
、
言
語
受
容
者

（
読
者

。
聞
き
手
）
の
心
的
過
程
の
概
略
で
あ
る
。

従

っ
て
、
表
現
者
の
意
図
す
る
素
材
を
理
解
さ
せ
た
場
合
に
、
言
語
の
使
命
は

一
応
完
了
し
た
と
考
へ
て
よ
い
。
　
そ
の
限
り
で
は
、
「喚
起
さ
％
な
き
心
的
現

象
の
内
容
の
表
象
を
以
て
意
味

，とす
る
」
と
い
っ
た
や
う
な
意
見
も
、
傾
聴
す

べ
き
も
の
が
あ
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
、
素
材
と
し
て
の
心
的
内
容
の
何
で
あ
る

か
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
言
語
の
意
味
を
知
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
考
へ
方
で

あ
る
。
確
か
に
、
従
来
の
意
味
研
究
の
課
題
は
、
と
り
て
も
な
ほ
さ
ず
、
表
象

概
念
の
研
究
で
あ

っ
た
。
従

っ
て
、
意
味
の
変
遷
と
い
ふ
こ
と
も
、
例
へ
ば
、

「
つ
ま
」
と
い
ふ
語
は
、
昔
は
、
男
の
配
偶
者
も
女
の
配
偶
者
も
共
に
指
し
た

の
だ
が
、
現
在
で
は
、
特
別
な
場
合
を
除
い
て
、
普
通
女
の
み
を
い
ふ
や
う
に

な
っ
た
と
か
、
古
く
は

一
部
の
限
ら
れ
た
階
級
に
し
か
用
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た

「奥
様
」
が
、
広
く
人
の
妻
女
に
対
し
て
い
は
れ
る
や
う
に
な
っ
た
と
か
、
或

い
は
ま
た
、
箱
の
こ
と
で
あ

っ
た

「
カ
メ
ラ
」
が
、
写
真
機
を
意
味
す
る
や
う

い
峙
饉
計

。 と
い
に
い
棒
』
』
諄
だ
豪
湧
嗜
く
は
概
念
の
、
拡
張

。
縮
少
及
び
転

し
か
し
、
今
日
こ
れ
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
時
枝
誠
記
博
士
も
夙
に
説
か
れ



そ
の
重
点
の
位
置
は
、
常
に
移
動
し
て
ゐ
る
。

ダ
ダ
イ
ム
が
の
創
始
者
で
■
つ
指
導
者
で
あ

っ
た

ト
リ
ス
タ
ン
・
ツ
ア
ラ

が
、　
一
九
三
〇
年
前
後
の
数
年
間
に
亘
っ
て
残
し
た
と
い
ふ
、

○
固
い
愛
撫
が
休
息
す
る
石

○
石
の
面
に
投
げ
つ
け
ら
れ
た
夜

○
衝
突
す
る
ガ
ラ
ス
が
不
断
に
ざ
わ
つ
く
純
粋
な
額

な
ど
の
、
特
異
な
表
現
は
、
言
語
が
具
備
す
る
視
覚
的
感
覚
世
界
の
効
果
を
、

極
度
に
発
揮
し
て
ゐ
る
も
の
と
い
へ
よ
う
。
怪
奇
極
ま
る
狂
乱
的
な
こ
の
イ
メ

ジ
の
世
界
は
、
語
が
文
に
超
越
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
妖
し
く
も
咲
き
薫
る
の

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
突
如
、
蒼
天
の
彼
方
か
ら
飛
来
し
た
と
は
考

へ
ら
れ
な

い
。　
詩
が
言
語
を
媒
介
と
し
、
言
語
が
社
会
的
共
有
物
で
あ
る
以
上
、　
や
は

り
、
個
々
の
語
に
内
在
し
て
ゐ
た
に
違
ひ
な
い
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
、
そ
の

や
う
な
世
界
を
構
成
し
得
る
条
件
を
、　
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
備

へ
て
ゐ
る

こ
と
驚
、
否
定
出
来
な
い
。
平
生
は
眠
ら
さ
れ
て
ゐ
た
イ
メ
ジ
の
世
界
が
、　
一

人
の
天
才
に
よ
っ
て
、
覚
醒
せ
ら
れ
、
具
象
化
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

夏
目
漱
石
は
、
夢
十
夜
の
中
で
、
運
慶
が
彫
刻
す
る
の
は
、
眉
や
鼻
を
整
で

作
る
の
で
は
な
く
て
、
木
の
中
に
埋
ま
っ
て
ゐ
る
眉
や
鼻
を
、
墜
と
槌
の
力
で

掘
り
出
す
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
聞
い
て
、
積
ん
で
あ
る
樫
の
薪
を
片
っ
端
か
ら

彫
っ
て
み
た
が
、
ど
れ
も
仁
王
を
蔵
し
て
ゐ
る
の
は
な
か
っ
た
と
い
ふ
話
を
書

い
て
ゐ
る
。
詩
人
は
神
で
は
な
い
。
無
か
ら
有
を
創
造
す
る
の
で
は
な
く
て
、

平
凡
な
一
般
人
に
は
発
見
し
得
な
か
っ
た
イ
メ
ジ
を
、
鮮
か
に
発
掘
す
る
の
で

あ
る
。
従
っ
て
、
普
段
は
、
殆
ん
ど
注
意
せ
ら
れ
な
い
で
、
歓
如
し
て
ゐ
る
か

と
思
は
れ
る
世
界
も
、
深
く
、
言
語
生
活
の
中
に
沈
潜
し
て
、
子
細
に
検
討
し

て
み
る
と
き
、
実
は
、
意
識
的
に
自
覚
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
、
い
は
ば
、
未
発
見

・
未
覚
醒
の
状
態
に
あ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
気
が
付
く
の
で
あ
る
。　
我
々

が
、　
少
し
慎
重
に
反
省
す
る
な
ら
ば
、　
こ
の
零
囲
気
が
そ
の
周
囲
に
揺
曳
し

て
、
言
語
に
、
色
彩
と
陰
影
と
を
与

へ
て
ゐ
る
事
実
を
理
解
す
る
で
あ
ら
う
。

言
語
は
―
―
そ
れ
が

一
つ
の
単
語
で
あ
れ
、
或
い
は

一
つ
の
文
で
あ
れ
、
将

又
、　
〓
局
の
小
説
で
あ
れ
、　
一
冊
の
著
述
で
あ
れ
、
―
―
単
純
と
複
雑
と
の
差

は
あ
る
に
し
て
も
、
常
に
、
こ
の
や
う
な
零
囲
気
に
囲
続
せ
ら
れ
て
活
動
し
て

ゐ
る
。
勿
論
、
こ
れ
ら
は
、
単
に
、
個
別
的
に
羅
列
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。

ま
た
、　
そ
れ
ら
は
、　
何
れ
も
が
、　
等
値
的
関
係
で
共
存
し
て
ゐ
る
の
で
も
な

い
。
個
々
の
言
語
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
間
に
は
、
軽
重
濃
淡
の
程
度
差
は
十

分
に
窺
は
れ
る
し
、
個
人
及
び
社
会
の
、
歴
史
的
若
く
は
地
理
的
、
位
相
的
相

異
に
従

っ
て
、
そ
の
相
貌
を
常
に
変

へ
る
の
で
あ
る
。
而
も
、
こ
れ
ら
は
、
線

合
的
に
一
つ
の
零
囲
気
を
形
成
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
変
化
に
方
っ
て
は
、
各

こ
が
独
自
の
進
路
を
辿
る
の
で
、
そ
の
変
貌
を
逆
観
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
と
、
同
時
に
、　
一
応
、
右
に
試
み
た
言
語
の
発
想
的
部
面
に
対
す
る
分
析

が
、
必
要
な
理
由
も
、
ま
た
、
こ
こ
に
あ
る
。

扱
て
、
言
語
が
指
示
す
る
対
象
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
普
通
に
意
味
と
考
へ

ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
営
て
、
わ
た
く
し
は
、
そ
の
指
示
す
る
対
象
の
転

換
に
気
付
か
な
い
で
、
而
も
、
意
味
が
通
ず
る
と
こ
ろ
か
ら
、
誤
っ
た
理
解
を

な
す
に
罐
ヽ
た
例
と
し
て
、
「
っ
ら
」
及
び
そ
の
複
合
語
に
就
い
て
記
し
た
こ

と
が
あ
る
。

「
つ
ら
」
と
い
ふ
の
は
、
傍
を
指
す
語
で
あ
っ
て
、
人
体
で
い
へ

ば
、
頬
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
近
世
に
は
、
面

（
お
も
て
）
を
い
ふ
や

う
に
な
り
、
そ
れ
で
も
殆
ど
矛
盾
し
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
国
学
者
達
が
、
顔
と

か
表
面
と
か
に
誤
解
し
て
、
そ
の
結
果
、
近
年
に
至
る
ま
で
、
そ
の
弊
を
継
承

し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

通
常
、
意
味
変
化
と
し
て
説
か
れ
る
の
は
、
殆
ど
皆
、
こ
の
項
に
属
す
る
か

ら
、
再
に
、
贅
言
を
要
し
な
い
で
あ
ら
う
。



対
象
に
よ
っ
て
触
発
せ
ら
れ
る
状
態
的
乃
至
情
意
的
世
界
の
例
と
し
て
は
、

た「瑚馨計衆朴％
「語を動『摯」章〓を向罐Ⅷ御罐綬籍線『枷隷商察̈

も
の
に
関
す
る
限
り
、
古
来
、
殆
ど
そ
の
差
異
を
認
め
難
い
。
　
し
か
し
な
が

ら
、
言
語
行
為
者
と
し
て
の
主
体
が
、
こ
の
語
に
お
い
て
、
何
を
感
得
し
、
何

を
把
握
し
た
か
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
と
、
時
代
的
に
、
著
し
い
差
異
を
見
出
す

の
で
あ
る
。
即
ち
、
同
じ
や
う
に

「若
草
の
つ
ま
」
と
い
ふ
場
合
で
も
、
古
く

は
、　
二
つ
相
対
す
る
も
の
と
し
て
か
か
っ
て
ゐ
る
の
に
、
精
ミ
時
代
が
降
る

と
、
対
女
性
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
下
に
、
柔
か
く
う
ひ
う
ひ
し
く
も
愛
ら
し
い

も
の
と
し
て
把
握
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
王
朝
時
代
に
な
る
と
、
直
接
、
若
い
女
性

と
結
び
つ
く
が
、
や
が
て
、
中
世
に
至
る
と
共
に
、
主
観
的
恋
愛
感
情
は
払
拭

せ
ら
れ
て
、
自
然
の
景
物
と
し
て
の
み
考

へ
ら
れ
る
が
、
上
代
に
お
け
る
や
う

な
、
単
な
る
双
葉
と
い
ふ
の
で
は
な
く
て
、
繁
茂
の
概
念
と
結
合
し
て
、
繁
栄

を
予
想
す
る
に
至
る
。
こ
れ
は
、

・言
語
の
志
向
対
象
そ
の
も
の
は
、
概
ね
、
不

変
で
あ
る
の
に
、
そ
こ
か
ら
触
発
せ
ら
れ
る
世
界
が
推
移
し
て
行

っ
た
も
の
で

あ
る
。

対
象
そ
れ
自
体
に
属
す
る
状
態
的
乃
至
情
意
的
世
界
を
意
味
す
る
も
の
と
し

て
は
、
次
の
や
う
な
場
合
に
よ
く
わ
か
る
。
即
ち
、

「接
吻
」
と
い
ふ
語
を
、

西
欧
文
学
作
品
、
例

へ
ば
、
グ
リ
ム
の
童
話
で
、
毒
林
檎
を
口
に
し
て
息
絶
え

た
白
雪
姫
に
対
す
る
若
い
王
子
の
行
為
に
見
る
場
合
と
、
所
謂
カ
ス
ト
リ
雑
誌

の
紙
上
に
嬬
動
す
る
ア
プ
レ
男
女
の
生
態
と
し
て
見
出
し
た
場
合
と
の
心
理
的

反
応
の
、
如
何
に
も
著
し
い
差
異
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
同
じ
語
に
よ
っ
て
表

現
せ
ら
れ
た
、
同
じ
や
う
な
こ
の
形
式
は
、
決
し
て
同

一
内
容
で
は
な
く
て
、

夫
そ
違

っ
た
意
味
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

「彼
奴
は
大
だ
」
と
い
っ
た
い
ひ
方
は
、
「大
」

と
い
ふ
語
の
志
向
す
る
対

象
の
属
性
が
、
彼
奴
に
よ
っ
て
志
向
せ
ら
れ
る
対
象
の
属
性
と
共
通
す
る
と
こ

ろ
か
ら
、
即
ち
、
両
老
の
属
性
を
媒
介
と
し
て

「彼
奴
＝
犬
」
と
い
ふ
式
が
成

立
し
た
結
果
、
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
を
、
「大
は
脊
椎
動
物
で
あ

る
。」

と
い
ふ
表
現
に
お
け
る

「犬
」
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、　
後
者
に
お
い
て

は
、
そ
の
肉
体
構
造
の
形
式
が
強
調
せ
ら
れ
、
前
者
で
は
、
そ
の
属
性
が
前
面

に
押
し
出
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
へ
よ
う
。

「大
」

と
い
ふ
語
の
志
向
対
象
で
あ
る

動
物
は
、
こ
こ
に
、
少
く
と
も
、
二
つ
の
内
容
を
、
可
能
性
と
し
て
、
内
包
し

て
ゐ
た
こ
と
を
明
か
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。
我
々
は
、
「大
一　
と
い
ふ
語
に
お

い
て
、
こ
の
動
物
が
持

っ
て
ゐ
る
無
数
の
内
容
を
、
未
だ
実
現
せ
ら
れ
て
ゐ
な

い
可
能
性
と
し
て
、
予
想
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
従

っ
て
、
未
分
析
未
覚
醒
の

状
態
に
お
い
て
、
全
体
的
に
把
握
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
動
物
の
特
質
の
発
見
が
、
こ
の
や
う
な
、
二
つ
の
異

っ
た
、
所
謂
多
義

性
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
多
義
性
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

予
想
せ
ら
れ
る
や
う
な
、
意
味
の
分
裂
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
話
の

意
味
と
は
、
そ
の
や
う
に
分
岐
し
得
る
無
限
の
可
能
性
の
統

一
で
あ
る
。
所
謂

多
義
性
に
お
け
る
個
々
の
意
義
と
は
、
言
語
の
志
同
す
る
対
象
と
し
て
の
素
材

に
お
け
る
世
界
の
多
様
性
を
指
す
の
で
あ

っ
て
、
本
来
、
無
限
に
指
摘
し
得
る

も
の
な
の
で
あ
る
。

今
後
起
る
か
も
知
れ
な
い
新
た
な

″
朝
鮮

″
に
対
処
す
る
手
段
と
し

て
‥
‥
‥

こ
の
や
う
な
表
現
に
お
け
る

「
朝
鮮
」
と
い
ふ
語
に
含
ま
れ
た
内
容
を
考

へ

る
と
き
、

マ
元
帥
が
今
後
起
る
か
も
知
れ
な
い
新
た
な

″
朝
鮮

″
に
対
処
す
る
手

段
と
し
て
極
東
地
域
に
少
く
と
も
米
軍
四
個
師
、
恐
ら
く
は
こ
れ
以
上
の

部
隊
を
存
置
す
る
こ
と
を
…
…

（
ア
サ
ヒ
ニ
ュ
ー
ス
二

一
五
号
）



と
あ

っ
て
、
初
め
て
固
定
し
得
る
の
で
、
こ
れ
を
、
例

へ
ば
、
東
学
党
の
事
件

を
叙
し
た
部
分
と
し
て
見
た
ら
、
共
産
党
側
の
報
導
と
考

へ
た
り
、
い
ろ
い
ろ

の
場
合
と
し
て
、
夫
こ
含
む
と
こ
ろ
が
、
無
限
に
変
化
す
る
こ
と
が
わ
か
る
で

あ
ら
う
。
そ
れ
を
、　
一
つ
一
つ
、
「朝
鮮
」

と
い
ふ
語
の
意
味
と
は
考
へ
ら
れ

な
い
。
朝
鮮
の
状
態
の
推
移
す
る
に
伴

っ
て
、
こ
の
語
に
よ
っ
て
喚
起
せ
ら
れ

る
発
想
内
容
も
、
ま
た
、
移
動
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
言
語
に
対
す
る
主
体
的
感
覚
に
つ
い
て
触
れ
る
。
そ
の
最
も
明
白
な

例
は
、
擬
態
語
、
擬
声
語
な
ど
、
所
謂
象
徴
辞
の
類
で
あ
る
が
、
「
チ
ラ
チ
ラ
」

「
キ
ラ
キ
ラ
」
な
ど
と
い
っ
た
視
覚
的
な
も
の
、
「
ガ
ン
ガ
ン
」
「
バ
カ
パ
カ
」

な
ど
の
聴
覚
的
な
も
の
、
「
シ
ッ
ポ
リ
」
「
ネ
ッ
ト
リ
」
な
ど
触
覚
的
な
も
の
、

「
プ
ー
ン
」
な
ど
の
嗅
覚
的
な
も
の
、
「
ピ
ー
ン
」

な
ど
と
い
っ
た
所
謂
第
六

感
に
属
す
る
も
の
、
と
い
っ
た
具
合
に
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
位
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
語
が
志
向
す
る
対
象
と
し
て
の
素
材
が
さ
う
で
あ
る
ば
か
り
で

な
く
、
音
声
そ
の
も
の
と
し
て
、
以
上
の
や
う
な
刺
戦
を
与

へ
る
こ
と
に
注
意

し
た
い
。
例

へ
ば
、
「
ガ
チ
ャ
ン
と
窓
ガ
ラ
ス
が
破
れ
た
。」
と
い
ふ
場
合
に
、

「
ガ
チ
ャ
ン
」
と
い
ふ
語
に
よ
っ
て
志
向
せ
ら
れ
る
対
象
は
、
純
然
た
る
音
響

と
し
て
の

「
ガ
チ
ャ
ン
」
で
あ
る
。
聞
手

（
若
く
は
読
み
手
）
は
、
「，ガ
チ
ャ

ン
」
とヽ
い
ふ
語
を
通
じ
て
、　
そ
の
音
勢
を
想
起
す
る
と
共
に
、
「
ガ
チ
ャ
ン
」

と
い
ふ
音
声
の
連
合
か
ら
も
、
窓
ガ
ラ
ス
が
粉
粉
す
る
に
相
応
し
い
感
じ
を
受

け
る
。
或
い
は
、
「
水
が
ポ
ト
ポ
ト
落
ち
る
。」
と
い
へ
ば
、
水
滴
が
間
験
的
に

落
下
す
る
状
態
を
音
響
象
徴
に
よ
っ
て
表
現
し
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
同
時

に
、
破
裂
音
の
連
続
は
、
聴
覚
的
な
間
数
の
世
界
を
も
賛
す
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
恰
か
も
、
歌
麿
の
描
く
女
の
曲
線
か
ら
、
肉
の
軟
か
さ
、
そ
の

肌
の
滑
ら
か
さ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
汗
腺
や
脂
腺
の
分
泌
物
か
ら
発
散
す
る

強
烈
な
体
臭
を
感
じ
た
り

（
高
橋
誠

一
郎
氏
）、
薬
師
寺
の
三
尊
に
触
覚
的
な

美
し
さ
を
恨
に
見
る

（
和
辻
哲
郎
博
士
）
と
い
ふ
ふ
う
（に

、
感
覚
器
官
相
互
の

有
機
的
連
関
性
か
ら
し
て
、
必
ず
し
も
、
厳
密
に
は
分
析
出
来
な
い
で
、
綜
合

的
感
覚
を
有
す
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
の
、
何
れ
が
、
よ
り
強
調

せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
い
へ
る
。
更
に
、
こ
れ
は
、
状
態
性
の
も
の

と
、
情
意
性
の
も
の
、
及
び
両
者
に
跨
る
も
の
と
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来

る

。
一
般
語
に
対
す
る
言
語
感
覚
も
、
人
間
の
感
覚
機
能
に
応
じ
て
、
類
別
す
る

こ
と
が
出
来
る
。
「，酢
」

だ
と
か
辛
子
と
か
い
っ
た
語
は
、
古
代
に
は
、
恐
ら

く
新
鮮
な
感
覚
的
反
応
を
惹
起
し
た
も
の
で
あ
け
う
と
思
は
れ
る
。
勿
論
、
単

に
、
語
に
つ
い
て
の
み
い
ふ
の
で
は
な
い
。

一
首
の
歌
、　
〓
扁
の
詩
が
刺
戦
す

る
、
全
体
的
な
世
界
こ
そ
、
究
極
の
課
題
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
例

へ
ば
、

神期』響̈
う「は卜肪守には、「蛙のやうなぬるぬるした匂ひが」あ

た
だ
、
現
代
に
お
い
て
、
最
も
顕
著
な
の
は
、
聴
覚
的
語
感
と
、
視
覚
的
の

そ
れ
と
で
あ
ろ
う
。
「恋
愛
名
歌
集
に
」
お
い
て
、
萩
原
朔
太
郎
が
，

あ
ら
ざ
ら
む
こ
の
世
の
外
の
思
ひ
出
に
今

一
度
の
を
ふ
こ
と
も
が
な

（
和
泉
式
部
）

に
対
し
て
、
「
即
興
詩
人
の
ア
ヌ
ン
チ
ヤ
タ
か
？
　
一具
傷
肺
腑
を
突
く
者
が
あ

る
。」

と
激
賞
し
、
■
つ
、　
こ
の
歌
、
声
調
朗
々
と
し
て
愛
吟
に
耐
へ
る
と
し

て
、
「
け
だ
し
Ａ
と
０
と
の
開
唇
母
音
を
重
韻
に
し
、
中
間
に
Ｉ
の
開
層
母
音

を
挿
ん
で
調
を
構
成
し
て
ゐ
る
か
ら
だ
。」
と
い
ひ
、
「重
韻
の
外
、
上
旬
初
頭

封
跡「鉤一劣
隷

羹

土棘

要

章議（議務

暉̈
嘲琳端赫一琳な躙潮れ製りするイメージは、後者の主知的発掘　３５



尤
も
、
こ
れ
ら
感
覚
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
言
語
行
為
者
の
主
体
的
意
識
に

立
ち
戻

っ
て
、
慎
重
な
検
討
を
経
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

小
竹
の
葉
は
み
山
も
清
に
乱
友
吾
は
妹
思
ふ
別
れ
来
ぬ
れ
ば

（
万
葉
集
２

一
一一一一一一）

こ
の
歌
の
第
三
句

「乱
友
」
の
訓
に
つ
い
て
は
、
現
在
な
ほ
議
論
の
多
い
と

に
経
な
郵
け
」
げ
潮
わ
章
綱
け
考
れ
ｔ
陣
帥
郊
卿
舞
秘
此
割
抑
ざ
』
ｒ
潮
報
一

ミ
聴
覚
的
世
界
、
視
覚
的
状
景
と
い
っ
た
、
別
の
場
面
を
心
に
描
い
て
居
ら
れ

る
こ
と
は
、
興
味
あ
る
問
題
を
提
供
す
る
も
の
と
い
へ
よ
う
。

各
項
目
に
つ
い
て
、
以
上
、
具
体
的
に
、
簡
単
な
解
説
を
試
み
た
わ
け
で
あ

る
。
そ
の
一
つ
一
つ
は
、
更
に
、
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う

が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
大
綱
を
示
す
に
止
め
る
。
固
よ
り
、
ン
ャ
ル
ル
ヽ
ハ
イ

イ
が
慎
重
に
述
べ
て
ゐ
る
や
う
に
、
言
語
研
究
の
結
果
定
立
せ
ら
れ
た
部
類
や

法
則
は
、
固
定
し
た
実
在
体
で
は
な
く
て
、
常
に
、
中
間
地
帯
が
存
在
す
る
。

』は一はい̈
朔』』鐸“［蔵け合」「』嘩剌漱Ｆはゆ鯵猜はい」費

類
型
を
設
け
る
こ
と
は
、
生
成
躍
動
す
る
言
語
を
、　
一
個
の
化
石
と
し
て
取
級

ふ
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
分
析
的
類
型
は
、
広

漠
た
る
中
間
地
帯
を
擁
す
る
発
想
内
容
の
、
異
色
あ
る
辺
境
を
、
ク
ロ
ー
ズ

。

ア
ッ
プ
し
か
も
の
と
い
へ
よ
う
。

問
題
の
性
質
を
単
純
に
す
る
た
め
に
、
こ
れ
か
ら
は
、
語
に
限
定
し
て
考

へ

る
こ
と
に
す
る
。

時
枝
博
士
に
よ
れ
ば
、
言
語
の
意
味
と
は
、
素
材
に
対
す
る
言
語
主
体
の
把

握
の
仕
方
で
あ
る
。
語
は
同

一
事
物
に
対
す
る
把
握
の
仕
方
の
相
違
を
表
現
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
異

っ
た
語
と
な
り
、
逆
に
ま
た
、
指
す
さ
ま
が
同
じ
で
あ
る

（
一
一
一）

な
ら
ば
、
異
っ
た
事
物
を
も
同
じ
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
か
や
う
な
こ
と
が
可
能
な
た
め
に
は
、
前
者
に
あ
っ
て
は
、
相

異
し
た
把
握
の
仕
方
を
許
容
す
る
事
物
の
多
面
性
、
後
者
に
お
い
て
は
、
異
っ

た
も
の
を
も
同
一
の
仕
方
で
把
握
出
来
る
言
語
の
包
容
性
―
―
事
物
に
即
し
て

い
へ
ば
、
同
一
の
仕
方
で
把
握
し
得
る
事
物
間
の
共
通
性
、
が
、
前
提
せ
ら
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
決
定
す
る
も
の
が
、
こ
こ
に
述
べ
た
、
言
語
の

発
想
的
部
面
で
あ
る
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。

一
つ
の
言
語
社
会
に
お
い
て
、　
一
つ
の
需
に
対
す
る
発
想
内
容
は
、
言
語
そ

の
も
の
の
性
質
上
、
概
ね

一
致
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は

一
種
の
社
会
的
制
約
と
し

て
個
人
を
規
制
す
る
。　
反
面
、　
こ
の
発
想
内
容
は
個
性
的
特
色
を
備

へ
て
ゐ

る
。
感
受
性
の
異
性
に
鋭
敏
な
詩
人
や
音
楽
家
に
顕
著
に
見
ら
れ
る

「色
聴
」

（
＞
●
２
一】ｏ
日
８
一ｏ
ま
♀

『
ミ
げ
ｏ
●
ゴ
０
お
り
）
と
呼
ば
れ
る
現
象
は
、
そ
の
最

も
極
端
な
も
の
の
一
つ
と
い
へ
ょ
う
が
、
実
際
に
は
、
社
会
的
規
則
と
個
人
的

特
性
と
の
上
揚
の
上
に
、
当
該
社
会
に
お
け
る
彼
の
言
語
活
動
は
営
ま
れ
る
と

考
へ
ら
れ
る
。
而
る
に
、　
一
人
の
人
間
が
所
属
す
る
言
語
社
会
は
、
決
し
て
単

一
で
は
な
い
。
数
多
く
の
重
層
的
言
語
社
会
の
中
に
、
彼
の
言
語
体
系
は
、
幾

重
に
も
包
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
複
雑
極
ま
る
発
想
内
容
を
規

定
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
表
面
に
押
し
出
す
の
で
あ
る
。

何
が
こ
の
機
能
を
果
す
原
動
力
を
な
す
の
で
あ
ら
う
か
。
言
語
表
現
者
と
こ

れ
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
言
語
受
容
者
と
の
関
係
、
換
言
す
れ
ば
、
言
語

行
為
者
の
位
置
す
る
場
が
、
こ
れ
を
決
定
づ
け
る
。
逆
に
ま
た
、
こ
の
発
想
内

容
が
、
場
を
形
成
し
、
変
貌
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
ふ
場
と
は
、
話
手
と
聞
手
、
き
唱
哩
（
現
者
と
言
語
受
容
者
と
の
緊

張
関
係
で
あ
る
。　
時
枝
博
士
の
説
か
れ
る
場
面
は
、
「聴
手
を
も
含
め
て
、
そ

の
周
囲
の
一
切
の
志
向
的
対
象
と
な
る
も
の
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
、

ギ
ー

，
１

１
「

■̈
「
「

「
●
４
「“
′



我
々
が
厳
粛
な
席
上
で
一
人
の
友
人
と
相
対
す
る
時
と
、
他
の
寛
い
だ
席
上
で

酬
「
村
機
琲
れ
¶
ｒ
嗽
時
は
鰤
甕
【
』
一
奪
疇
剌
秘
『
」
れ
章
嗽
癖
れ
味
嘲
規

る
が
、
こ
の
友
人
は
、
人
物
と
し
て
は
同
人
で
は
あ

っ
て
も
、
聴
手
と
し
て
は

全
く
別
人
で
あ
る
と
考
へ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
言
語
表
現
は
、
常
に
、

そ
の
受
容
者
を
予
期
し
て
ゐ
る
。
厳
粛
な
席
上
に
あ
る
友
人
と
、
寛
い
だ
席
に

お
け
る
友
人
と
で
は
、
既
に
そ
の
内
容
を
異
に
し
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
。
話
手

の
側
に
お
い
て
も
、
ま
た
さ
う
で
あ
ら
う
。
従

っ
て
、
厳
粛
な
席
に
お
け
る
両

若
の
関
係
は
、
寛
い
だ
席
に
あ
る
そ
れ
と
、
既
に
違

っ
た
も
の
に
な
っ
て
ゐ

る
。
即
ち
、
違

っ
た
場
に
お
い
て
言
語
行
為
が
営
ま
れ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る

の
で
あ
っ
て
、
記
号
的
に
示
す
な
ら
ば
、

Ａ‐
対
Ｂ‐
の
関
係
が
、
為
対
３
の̈
関
係

に
変
移
し
た
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
そ
の
場
合
、
席
が
厳
粛
で
あ

る
か
寛
い
で
ゐ
る
か
は
、　
Ａ
若
く
は
Ｂ
を
囲
続
す
る
環
境
で
あ
る
に
止
ま
っ

て
ヽ
ＡＩ
が
Ａ９̈
と
な
ら
、
若
く
は
Ｂ．
が
Ｌ
と̈
な
る
場
と
は
い
ひ
得
る
に
し
て
も
、

そ
れ
は
、
Ａ．
対
Ｂ‐
が
、
ん
対
助
に
変
移
す
る
以
前
の
間
類
で
あ
っ
て
、
Ａ
及
び

Ｂ
夫
こ
の
在
り
方
を
決
定
す
る
に
し
て
も
、
Ａ
対
Ｂ
の
関
係
に
は
、
前
段
階
と

い
は
な
く
て
は
な
い
な
い
。
両
者
を
齊
し
く
場
面
と
呼
ぶ
こ
と
は
正
し
い
と
し

て
も
、
其
処
に
は
次
元
の
相
違
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
言

語
行
為
を
規
定
す
る
も
の
が
、
Ａ
と
Ｂ
と
の
関
係
で
あ
る
限
り
、
暫
く
、
こ
れ

の
み
を
、
場
と
名
づ
け
よ
う
と
思
ふ
。
そ
の
場
合
に
、
席
が
厳
粛
で
あ
る
か
ど

う
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
Ｂ‐
若
く
は
３
．の
中
に
、
包
含
吸
収
せ
ら
れ
て
し
ま
ふ
の

で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
場
の
構
造
並
び
に
そ
の
成
立
条
件
に
つ
い
て
、
詳
し
く
述
べ
る

こ
と
は
避
け
て
、
場
に
対
す
る
概
括
的
な
考
へ
方
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、

最
後
に
、
言
語
の
発
想
的
部
面
と
場
と
の
聯
関
を
物
語
る
一
例
と
し
て
、
「細

雪
」
の
一
節
を
考
へ
て
み
た
い
。

女
学
校
三
年
生
の
悦
子
が
、
隣
家
の
ド
イ
ツ
人
少
女

ロ
ー
ゼ
マ
リ
ー
の
、

「明
後
日
」
と
い
ふ
の
に
対
し
て
、
「
ア
サ
ッ
テ
」

と
い
ふ
こ
と
ば
を
使
ひ
馴

れ
て
ゐ
る
た
め
に
、
突
然
に
そ
の
や
う
な
こ
と
を
い
は
れ
て
、
「
何
の
こ
と
で

（
す
秒
お

ル
ミ
ー
さ
ん
、　
そ
ん
な
日
木
語
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
否
定
す
る
場
面
が

あ
る
。

こ
の
会
話
が
な
さ
れ
る
背
景
を
、
我
々
は
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
悦

子
が

「
ミ
ヤ
ウ
ゴ
ニ
チ
」
と
い
ふ
語
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
っ
て
し
ま
へ
ば
、

そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
幼
い
小
学
生
の
言
語
生
活
は
、
そ
の
属
す
る
言
語
体
系

の
、
比
較
的
単

一
純
粋
な
姿
で
営
ま
れ
る
の
で
、
理
解
可
能
の
範
囲
と
、
日
常

併
用
の
範
囲
と
の
不

一
致
は
、
さ
ほ
ど
甚
し
い
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
か
ら
、
悦

子
の
生
活
圏
内
に
あ

っ
て
は
、　
少
く
と
も
、　
旦
頭
会
話
に
お
い
て
、　
普
通
、

「
ミ
ャ
ウ
ゴ
ニ
チ
」
と
は
い
は
な
い
の
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
が
、
ロ
ー
ゼ
マ
リ

ー
は
、
本
来
、
塁
（質
の
言
語
集
団
に
属
す
る
外
国
人
で
あ

っ
て
、
場
に
対
す
る

理
解
が
、
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。
二
日
後
に
該
当
す
る
語
が

「
ミ
ャ
ウ
ゴ

ニ
チ
」
で
あ
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
躊
躇
な
く
用
ゐ
て
憚
ら
な
い
の
は
当
然
と
い

へ
よ
う
。
現
に
、
権
原
麟
太
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
或
る
駐
日
高
官
が
、
重
大
な
外

交
会
議
の
最
中
に
、
直
面
目
な
顔
を
し
て
、
「
あ
ら
ま
あ
一
包

い
っ
た
実
例
が

あ
る
さ
う
だ
か
ら
、
考
へ
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
事
実
、　
ま
た
、
我
々

は
、
「
ミ
ャ
ウ
ゴ
ニ
チ
」

を
日
常
会
話
に
用
ゐ
る
人
を
、
周
囲
に
知

っ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

「
ア
サ
ッ
テ
」
と

で
ヽ
十
ウ
ゴ
ニ
チ
」
と
、
そ
の
志
向
す
る
素
材
は
同

一
と

考
へ
て
よ
い
。
而
も
、
両
者
は
、
今
日
の
日
本
語
と
し
て
共
存
し
て
ゐ
る
。
そ

れ
に
も
拘
ら
ず
、

（
と
い
ふ
よ
り
も
、
同

一
対
象
を
表
は
す
語
が
同
時
に
共
存

じ
生
活
す
る
こ
と
か
ら
、　
む
し
ろ
、
必
然
的
な
結
果
と
し
こ
、
）
用
ゐ
ら
れ
る



場
を
異
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
両
者
が
伴
ふ
雰
囲
気
が
、
夫
そ
別
で
あ
る
こ

と
を
示
す
。
Ｓ
細
雪
」
が
創
作
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
場
合
、
さ
し
て
問
題
と

は
な
ら
な
い
。
も
し
、
芦
屋
こ
と
ば
の
実
態
が
さ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
作
者

の
言
語
意
識
と
し
て
、
か
や
う
に
識
別
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

２つ
。
）

そ
の
零
囲
気
が
、
或
る
言
語
集
団
に
お
い
て
は
国
語
の
場
に
相
応
し
い
と
感

得
せ
ら
れ
、
他
の
集
団
に
あ

っ
て
は
さ
う
で
な
い
と
せ
ら
れ
る
。
齊
し
く
当
該

言
語
集
団
の
主
体
的
選
択
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
日
頭
語
を
規
定
す

る
条
件
が
、
言
語
の
側
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
言
語
行
為
者
の
意
識
に
属
す

る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

或
る

一
人
の
言
語
生
活
を
観
察
す
る
と
き
に
、
彼
は
決
し
て
単

一
の
言
語
集

国
に
属
す
る
の
で
は
な
く
て
、
歴
史
的
社
会
的
地
域
的
そ
の
他
各
種
の
複
雑
な

言
語
社
会
の
重
層
的
均
衡
の
上
に
立

っ
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
場
に

即
応
し
て
、
そ
の
最
も
適
切
な
言
語
体
系
が
ク
ロ
ー
ズ

・
ア
ッ
プ
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
従

っ
て
、
日
頭
語
の
認
定
は
、
場
に
即
し
た
主
体
的
判
断
に
基
い
て

な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
言
語
そ
れ
自
体
の
側
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
極
め
て
浮

動
性
に
豊
ん
で
ゐ
て
、
こ
れ
を
捕
捉
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
不
可
能
に
庶
幾

い
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

郎
ち
、
そ
れ
が
、
日
頭
語
の
場
に
お
い
て
用
ゐ
ら
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、

決
定
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
語
自
体
が
具
備
す
る
性
質
で
は
な

く
て
、
言
語
の
雰
囲
気
―
―
言
語
行
為
者
が
そ
の
話
に
如
何
な
る
感
覚
を
抱
く

か
に
よ
っ
て
、
附
与
せ
ら
れ
る

一
種
の
衣
裳
に
も
類
し
た
も
の
と
い
へ
よ
う
。

而
し
て
、
そ
の
感
覚
が
、
や
は
り
、
流
動
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
場
に
お
い

て
理
解
す
る
外
な
い
わ
け
で
ぁ
る
。

こ
れ
は
、
主
語
の
類
別
に
お
い
て
の
み
、
い
は
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
言
語

主
体
の
意
図
す
る
内
容
を
、
言
語
を
通
じ
て
汲
み
取
る
場
合
に
も
、
ま
た
、
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
で
あ
る
。
例

へ
ば
、
謝
礼
を
日
本

一
と
い
へ
ば
、

日
本

一
の
高
額
で
あ
る
と
も
、
日
本

一
低
額
だ
と
も
、
二
つ
の
場
合
を
発
想
す

る
こ
と
が
出
来
る
が
、
日
本
放
送
協
会
の
人
件
費
の
ベ
ー
ス
が
、
二
万
円
の
高

額
で
あ
る
こ
と
を
語
り
合

っ
た
後
に
、

〔杉
山
〕

額
は
ハ
ッ
キ
リ
判
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
会
長
は
日
本

一
の
月
給

取
り
だ
と
い
わ
れ
ま
す
ね
。

と
い
ふ
の
を
受
け
て
、

〔長
野
〕

謝
礼
も
日
本
一
。

（
笑
）

と
あ
れ
ば
、
説
明
を
要
せ
ず
し
て
、
読
者
に
も
、　
十
分
理
解
出
来
る
。
「謝
礼

も
日
本

一
」
と
い
ふ
表
現
は
、
場
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
を

定
著
し
、
そ
の
機
能
を
果
し
て
得
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

（
一
九
五
〇

・
八

。
一
八
稿
　
一
九
五
一
。
二
。
一
三
再
訂
）

中
島
文
雄
、
意
味
論
七
頁

時
核
誠
記
博
士
は
、　
従
来
、　
研
究
せ
ら
れ
て
来
た
意
味
の
変
遷
と

は
、
言
語
の
内
容
で
あ
る
と
こ
ろ
の
表
象
或
い
は
概
念
の
拡
張

・
縮
少

の
研
究
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
を
ら
れ
る
（
国
語
学
原
諭
四
〇
二
頁
）が
、

「
カ
メ
一
‐
フ
一の
場
合
な
ど
は
、
単
な
る
概
念
の
量
的
変
化
で
は
な
く
て
、

正
し
く
、
質
的
な
転
換
を
な
し
て
ゐ
る
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

国
語
学
原
論
、
意
味
論
の
項
参
照
。

・

拙
稿

。
王
朝
語
と
し
て
の

「
つ
ら
」
（
日
本
文
学
研
究
第
七
号
）

拙
稿

・
語
意
識
の
史
的
変
遷
に
就

い
て

（
日
本
文
学
研
究
第
十
四

号
）

〔
六
〕

芸
術
新
潮

五 四 三 二 十 護



〔
七
〕

吉
日
精

一
先
生
。
近
代
詩

（
日
本
文
学
教
養
講
座
Ⅱ
）
二
九
七
頁

〔
八
〕

萩
原
朔
太
郎
集
第
七
巻

一
八
〇
頁

〔
九
〕

沢
潟
久
孝
先
生
。
み
山
も
さ
や
に
さ
や
げ
ど
も

（
高
葉
古
径
）

「
視

党
」
の
伴
ふ
こ
と
は
語
源
的
に
は
認
め
て
、
聴
党
を
主
と
す
る
と
述
べ

て
を
ら
れ
る
。

〔
一
〇
〕

亀
井
孝
氏

・
柿
本
人
麿
訓
詰
異
見

（
国
語
と
国
文
学
昭
和
二
十
五

年
二
月
号
）

〔
一
一
〕

シ
ャ
ル
ル
・
バ
イ
イ
、　
言
語
活
動
と
生
活

（
岩
波
文
庫

一
五
四

頁
）

〔
一
二
〕

時
枝
誠
記
博
士
、
国
語
学
原
論
四
〇
五
―
六
頁

〔
一
三
〕

時
核
誠
記
博
士
、
国
語
学
原
四
四
頁

〔
一
四
〕

谷
崎
潤

一
郎
氏
、
細
雪
中
巻

一
四

一
頁

（縮
刷
版
三
二
七
頁
）

〔
一
五
〕

福
原
麟
太
郎
氏
、
英
語
上
達
の
法

（
文
芸
春
秋
昭
和
二
十
四
年
十

二
月
号
）

〔
一
六
〕

週
刊
朝
日

（
一
六
三
〇
号
）
Ｎ

。
ｈ
。
Ｋ

の
お
時
間

―
大
阪
市
立
大
学
助
手
―

　
３９




