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⒏
こ
の
文
庫
版
は
『
統
辞
理
論
の
諸
相
』
全
四
章
の
う
ち
第
一
章
の
み
を
訳
出
し
た
抄
訳
で
あ
る
。

『
統
辞
理
論
の
諸
相
』
全
体
を
指
す
際
に
は
『
諸
相
』
と
略
記
す
る
。

⒏
文
献
の
頁
番
号
は
、
邦
訳
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
原
典
の
頁
番
号
を
記
す
が
、

『
諸
相
』
第
一
章
の
頁
番
号
に
限
っ
て
は
、
本
文
庫
版
の
頁
番
号
を
記
す
。

⒏
本
文
に
添
え
た(

　)

付
き
の
小
さ
な
数
字(

1)

、(

2)

、
…
…
は
原
註
の
番
号
を
表
わ
す
。

⒏
㉑　
ⅰ内
は
訳
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。



岩
波
文
庫
版
へ
の
序
文

　
ⅳ統
辞
理
論
の
諸
相
』
の
冒
頭
第
一
章
「
方
法
論
序
説
」
は
、
人
間
の
言
語
機
能
が
有
す
る
「
基
本

特
性
ⅶ(B

asic
Property)

と
⒡
⒢
充
分
な
妥
当
性
を
も
っ
て
⒡
⒢
今
日
呼
ば
れ
る
に
到
っ
た
も
の
に
関

す
る
研
究
を
行
な
う
た
め
の
一
般
的
枠
組
み
を
、
明
確
に
定
式
化
し
よ
う
と
す
る
最
初
の
試
み
で
し
た
。

言
語
表
現
は
背
後
に
構
造
を
持
ち
、
各
々
の
表
現
は
、
思
考
を
表
わ
す
意
味
解
釈
を
持
つ
と
共
に
、
何

ら
か
の
感
覚
様
式
⒡
⒢
通
常
は
音
声
⒡
⒢
を
通
し
て
外
在
化
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
そ
し
て
、
言
語

機
能
は
こ
の
よ
う
な
構
造
化
さ
れ
た
言
語
表
現
の
無
限
の
配
列
を
構
築
す
る
手
段
を
提
供
し
て
い
る
の

で
す
。
こ
れ
が
言
語
機
能
の
「
基
本
特
性
」
で
す
。
言
語
機
能
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
手
段

は
、
各
々
の
個
別
言
語
の
生
成
文
法
に
お
け
る
そ
の
言
語
特
有
の
や
り
方
で
も
っ
て
、
そ
の
詳
細
が
実

現
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
言
語
機
能
が
示
す
こ
の
基
本
特
性
は
、
近
代
科
学
革
命
の
黎
明
期
に
、
ガ
リ
レ
オ
や
彼
の
同
時
代
人

た
ち
に
は
っ
き
り
と
認
識
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
は
、
言
語
が
「
二
十
五
個
や
三
十
個
く
ら
い
の
音

7 岩波文庫版への序文



か
ら
無
限
に
多
様
な
表
現
」
を
我
々
人
間
が
作
り
出
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の

表
現
が
「
そ
れ
自
身
と
し
て
は
我
々
の
心
に
浮
か
ぶ
も
の
に
対
し
て
何
ら
の
類
似
性
も
持
た
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
心
の
秘
密
の
全
て
を
描
き
出
し
、
我
々
の
心
を
の
ぞ
き
込
む
こ
と
が
出
来
な
い
他
者
に

対
し
て
我
々
が
考
え
て
い
る
こ
と
な
ら
何
で
も
、
そ
し
て
我
々
の
魂
の
多
様
な
律
動
を
も
理
解
可
能
に

す
る
」
と
い
う
事
実
に
対
す
る
畏
敬
と
驚
嘆
の
念
を
表
明
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
認
識
は
、
二
千
五
百

年
に
お
よ
ぶ
言
語
に
関
す
る
豊
か
な
探
求
の
歴
史
の
中
で
も
、
最
も
深
遠
な
洞
察
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
と
私
は
思
い
ま
す
。

　
ガ
リ
レ
オ
の
時
代
に
続
く
何
世
紀
か
に
お
い
て
も
、
人
間
の
心
が
持
つ
こ
の
驚
嘆
す
べ
き
特
性
に
対

す
る
認
識
が
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
何
回
か
あ
り
ま
し
た
。
人
間
の
心
が
持
つ
驚
嘆
す
べ
き
特
性
⒡
⒢
そ

れ
は
、
人
間
と
い
う
種
に
固
有
の
特
性
で
あ
り
、
全
て
の
人
間
に
共
有
さ
れ
て
お
り
、
人
間
に
の
み
存

在
し
、
そ
し
て
人
間
が
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
出
来
る
様
々
な
事
柄
の
主
要
な
源
な
の
で
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
基
本
特
性
の
研
究
を
進
め
る
た
め
の
技
術
的
道
具
立
て
が
当
時
は
ま
だ
用
意
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
こ
の
状
況
は
、
ア
ラ
ン
・
テ
ュ
ー
リ
ン
グ
や
他
の
優
れ
た
数
学
者
た
ち
が
確
固
と
し
た
基
礎

を
持
つ
計
算
の
理
論
を
打
ち
立
て
た
こ
と
に
よ
り
、
二
十
世
紀
中
葉
ま
で
に
変
化
し
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
個
別
言
語
の
生
成
文
法
、
さ
ら
に
は
言
語
機
能
の
根
本
原
理
を
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た

8



の
で
す
。

　
そ
の
後
の
研
究
を
通
し
て
、
言
語
機
能
に
関
し
て
、
ま
た
類
型
論
的
に
非
常
に
広
い
範
囲
に
わ
た
る

諸
言
語
に
関
し
て
、
極
め
て
多
く
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
少
し
前
に
は
お
よ
そ
考
え
も
付
か

な
か
っ
た
よ
う
な
深
い
レ
ベ
ル
で
研
究
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。『
統
辞
理
論
の
諸
相
』

が
出
版
さ
れ
て
か
ら
五
十
年
経
っ
て
改
め
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
の
第
一
章
で
定
式
化
さ
れ
た
方

法
論
的
考
察
は
現
在
で
も
基
本
的
に
妥
当
で
あ
り
、
人
間
の
心
的
能
力
の
根
幹
に
あ
る
要
素
の
研
究
を

さ
ら
に
前
進
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
本
質
的
に
重
要
な
考
察
で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
ま
す
。

二
棚
一
六
年
十
月

ノ
ー
ム
・
チ
ョ
ム
ス
キ
ー

9 岩波文庫版への序文





五
十
周
年
記
念
版
へ
の
序
文

　
各
個
人
が
持
つ
言
語
に
関
わ
る
最
も
基
本
的
な
事
実
は
、
階
層
的
に
構
造
化
さ
れ
た
無
限
に
多
く
の

表
現
の
各
々
に
対
し
て
、
そ
の
言
語
が
「
感
覚
運
動
ⅶ(sensorim

otor,

S
M)

解
釈
と
「
概
念
・
意
図

(

志
向)

ⅶ(conceptual-intentional,

C
I)

解
釈
と
い
う
解
釈
の
対(

S
M
、
C
I)

を
生
成
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
S
M
は
外
在
化
に
関
わ
る
諸
器
官(

典
型
的
に
は
調
音
・
聴
覚
器
官)

へ
の
リ
ン

ク
で
あ
り
、
C
I
は
思
考
と
行
為
の
シ
ス
テ
ム
へ
の
リ
ン
ク
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
自
明
の
理
と
も
言
え

る
こ
の
事
実
を
、
各
々
の
言
語
使
用
者
の
脳
に
お
い
て
何
ら
か
の
形
で
実
現
さ
れ
て
い
る
、
人
間
言
語

の
基Ⅻ
本Ⅻ
原Ⅻ
理Ⅻ(B
asic

Principle)

㉑岩
波
文
庫
版
へ
の
序
文
で
「
基
本
特
性
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
と
同
一
の

概
念
ⅰと
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
言
語
と
は
I
言
語(I

㉕language)

と
呼
ば
れ

て
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
「
I
」
は
「
個
人(

個
体)

に
内
在
的
な
ⅶ(internal

to
an

individual)

、
そ
し
て
「
内
包
的
な
ⅶ(intensional)
㉑イ
タ
リ
ッ
ク
は
訳
者
に
よ
る
ⅰと
い
う
こ
と
を

表
わ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
生
成
手
続
が
定
め
る
何
ら
か
の
存
在
物
の
集
合
で
は
な
く
、

11 五十周年記念版への序文



個
人
に
内
在
す
る
そ
の
生
成
手
続
自
体
の
本
質
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
長
年
に
わ
た
っ
て
、

こ
の
一
般
的
視
座
は
「
生
物
言
語
学
的(

研
究)

プ
ロ
グ
ラ
ム
ⅶ(biolinguistic

program
)

と
呼
ば
れ
て

き
て
い
る
が
、
こ
の
用
語
は
、
言
語
を
中
心
的
要
素
と
し
て
結
び
つ
い
た
認
知
科
学
お
よ
び
生
物
学
の

諸
分
野
に
お
け
る
最
初
の
国
際
的
な
学
術
会
議
の
一
つ
を
組
織
し
た
マ
ッ
シ
モ
・
ピ
ア
テ
リ
㉗
パ
ル
マ

リ
ー
ニ
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る(Piattelli

㉕Palm
arini

1974

を
参
照

(

１))

。

　
ⅵI
言
語
」
と
い
う
用
語
は
、
獲
得
さ
れ
た
I
言
語
そ
の
も
の
を
指
す
場
合
と
、
そ
の
I
言
語
に
関

す
る
理
論
を
指
す
場
合
の
両
方
の
意
味
で
⒡
⒢
体
系
的
多
義
性
を
も
っ
て
⒡
⒢
そ
れ
ま
で
使
用
さ
れ
て

き
た
文
法(gram

m
ar)

と
い
う
用
語
の
二
つ
の
意
味
の
う
ち
の
一
つ
を
担
う
も
の
と
し
て
、C

hom
sky

(1986)

で
提
案
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、「
文
法
」
と
い
う
用
語
は
後
者
の
意
味(

I
言
語
の
「
理
論
」
と
い

う
意
味)

に
限
定
し
て
用
い
よ
う
と
い
う
の
が
提
案
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
こ
の
用
語
の
伝
統
的
な
使
用

法
と
も
よ
く
一
致
し
て
い
る
。
同
様
の
多
義
性
は
専
門
用
語
で
あ
る
普
遍
文
法(U

niversal
G

ram
m

ar,

U
G)

と
い
う
用
語
に
つ
い
て
も
生
じ
る
。
現
代
の
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
用
語
は
言
語
に
関
す
る

人
間
の
能
力
⒡
⒢
言
語
の
獲
得
を
可
能
に
し
て
い
る
個
人(

個
体)

が
持
つ
内
在
的
特
性
⒡
⒢
に
対
し
て

も
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
能
力
に
関
す
る
理
論
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、「
普
遍
文
法
」

と
い
う
用
語
が
持
つ
こ
の
多
義
性
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
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密
接
に
関
係
す
る
観
点
か
ら
右
で
述
べ
た
よ
う
な
考
え
を
発
展
さ
せ
た
著
作
が
一
九
六
棚
年
代
に
い

く
つ
か
発
表
さ
れ
た
。
標
準
理
論(standard

theory)

と
後
に
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
考
え
を
定
式
化

し
たK

atz
and

Postal (1964)

で
あ
る
と
か
、『
統
辞
理
論
の
諸
相
ⅴ(

本
書
、
以
下
『
諸
相
』)

が
出
版
さ
れ

た
し
、
現
代
に
お
け
る
「
言
語
の
生
物
学
」
と
い
う
分
野
の
基
礎
を
築
い
た
基
本
著
作
で
あ
る

L
enneberg (1967)

も
刊
行
さ
れ
た
。
ま
た
、『
英
語
の
音
の
パ
タ
ー
ン
ⅴ(C

hom
sky

and
H

alle
1968)

は
、

狭
義
統
辞
法
か
ら
S
M
レ
ベ
ル
へ
の
写
像
に
関
し
て
類
似
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
進
展
さ
せ
た
。

　
ⅵ基
本
原
理
」
を
採
り
入
れ
た
現
代
的
な
意
味
で
の
生
成
文
法
の
誕
生
は
、
一
九
四
棚
年
代
末
に
遡

る
。『
諸
相
』
が
出
版
さ
れ
る
頃
ま
で
に
は
、
生
成
文
法
は
類
型
論
的
に
異
な
る
様
々
な
言
語
に
関

し
て

(

２)

、
そ
し
て
多
く
の
理
論
的
新
機
軸
を
伴
っ
て
集
中
的
に
探
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。『
諸

相
』
は
、「
基
本
原
理
」
を
生
物
言
語
学
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
採
り
入
れ
た
形
で
の
I
言
語
研
究
に

対
す
る
一
般
的
枠
組
み
の
概
略
を
描
こ
う
と
し
た
最
初
の
試
み
で
あ
っ
た
。『
諸
相
』
は
さ
ら
に
「
基

本
原
理
」
の
あ
る
特
定
の
部
門
を
詳
細
に
展
開
し
よ
う
と
試
み
た
し
、
ま
た
、
当
時
の
専
門
的
な
研
究

の
周
辺
部
分
に
関
わ
る
多
く
の
問
題
に
⒡
⒢
解
答
を
与
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
ま
で
も
⒡
⒢
少
な
く
と

も
概
括
的
な
定
式
化
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
完
全
に

忘
れ
ら
れ
て
い
た
か
あ
る
い
は
誤
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
た
、
近
代
初
期
の
哲
学
お
よ
び
言
語
学
に
お
け

13 五十周年記念版への序文



る
生
成
文
法
の
重
要
な
先
駆
者
た
ち
の
何
人
か
を
議
論
の
前
面
に
据
え
る
こ
と
も
、『
諸
相
』
が
試
み

た
こ
と
の
一
つ
で
あ
っ
た

(

３)

。

　
ⅳ諸
相
』
刊
行
後
五
十
年
の
今
日
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
一
般
的
枠
組
み
は
私

に
は
依
然
と
し
て
基
本
的
に
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
の
具
体
的
な
技
術
的
提
案

は
、
当
時
は
想
像
す
る
こ
と
さ
え
出
来
な
か
っ
た
多
様
性
と
深
さ
を
示
し
な
が
ら
⒡
⒢
ま
た
、
多
く
の

理
論
的
洞
察
や
発
見
を
伴
っ
て
⒡
⒢
蓄
積
さ
れ
た
莫
大
な
量
の
経
験
的
研
究
に
照
ら
し
て
大
幅
に
修
正

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ⅳ諸
相
』
に
お
け
る
一
般
的
枠
組
み
は
、
科
学
に
お
い
て
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
標
準
的
と
な
っ
て

い
る
観
点
を
採
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
未
分
析
の
デ
ー
タ
⒡
⒢
例
え
ば
、
言
語
コ
ー
パ
ス

(

４)

⒡
⒢
は
、

多
く
の
変
数
が
相
互
に
作
用
し
合
っ
た
結
果
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
変
数
の
ほ
と
ん
ど
は
、

い
ま
行
な
お
う
と
し
て
い
る
研
究
の
目
的
に
は
無
関
係
な
も
の
と
し
て
ふ
る
い
落
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、

研
究
者
は
、
相
互
作
用
し
て
い
る
様
々
な
要
因
の
混
沌
と
し
た
状
態
か
ら
研
究
の
対
象
⒡
⒢
こ
の
場
合

は
、
あ
る
特
定
の
I
言
語
に
お
け
る
「
基
本
原
理
」
の
具
体
的
実
現
⒡
⒢
を
、
抽
出
し
よ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。
科
学
に
お
け
る
実
験
と
い
う
も
の
は
、
科
学
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
う
い
っ
た
原
則
に
則
っ

て
な
さ
れ
た
徹
底
的
な
理
想
化
で
あ
る
。
言
語
学
者
が
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト(

言
語
学
者
自
身
の
こ
と
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も
あ
る)

相
手
に
行
な
う
仕
事
は
、(

全
て
の
実
験
と
同
様
に)

必
要
な
ら
ば
さ
ら
に
精
密
に
す
る
こ
と

も
出
来
る
よ
う
な
非
公
式
な
実
験
か
ら
成
っ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
こ
の
非
公
式
な
実
験
は
極
め
て
有

効
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
が
既
に
判
っ
て
い
る(Sprouse

and
A

lm
eida

2012,
2013

を
参
照)

。
以
上
の
こ

と
を
簡
単
に
い
え
ば
、『
諸
相
』
の
第
一
章
第
1
節
で
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
言
語
理
論
は
、
主

と
し
て
、
理
想
的
話
者
㉔
聴
者
を
対
象
と
し
て
取
り
扱
う
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
言
語
能
力
⒡
⒢
言

語
使
用
者
が
知
っ
て
い
る
こ
と
⒡
⒢
は
、
言
語
運
用
⒡
⒢
通
常
、
数
多
く
の
要
因
の
影
響
を
受
け
な
が

ら
言
語
使
用
者
が
行
な
う
こ
と
⒡
⒢
と
は
区
別
さ
れ
る
。

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
例
を
使
っ
て
説
明
す
る
た
め
に
、
自
然
言
語
に
遍
在
す
る
埋
め
込
み
と
い
う
現

象
を
考
え
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、it’s

hot (

暑
い)

を
文
の
中
に
埋
め
込
ん
でE

ither
it’s

hot
or

it’s

cold
(

暑
い
か
寒
い
か
ど
ち
ら
か
だ)

やIf
it’s

hot,
then

I’ll
take

a
sw

im
(

も
し
暑
け
れ
ば
、
私
は
ひ
と
泳
ぎ

す
る)

と
い
っ
た
文
を
作
る
と
い
う
現
象
で
あ
る(

し
か
し
、If

it’s
hot

or
I’ll

take
a

sw
im
(

も
し
暑
い

か
、
私
は
ひ
と
泳
ぎ
す
る)

は
非
文
法
的
で
あ
る)
。

　
埋
め
込
み
は
無
限
に
続
い
て
い
き
、
そ
の
埋
め
込
み
の
深
度
に
限
り
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

従
っ
て
、
当
該
の
I
言
語(

こ
の
場
合
、
英
語)

に
お
い
て
は
、
㉑P
と
Q
を
命
題
と
し
て
ⅰP
が
い
か
に
複

雑
で
あ
ろ
う
と
も
、If

P
then

Q
(

も
し
P
な
ら
ば
Q
で
あ
る)

と
い
う
表
現
は
文
法
的
で
あ
る
が
、If

P
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or
Q
(

も
し
P
か
Q
で
あ
る)

は
文
法
的
で
は
な
い
。
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
、
埋
め
込
み
の
深
度
が
無
制
限

で
あ
る
と
い
う
結
論
が
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
言
語
運
用
は
こ
の

こ
と
と
は
独
立
の
諸
要
因
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
。

　
何
ら
か
の
記
憶
の
補
助(

時
間
、
紙
と
鉛
筆
、
等
々)

が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
埋
め
込
み
を

比
較
的
容
易
に
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
だ
い
た
い
深
度
が
7
く
ら
い
ま
で
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以

上
の
深
度
だ
と
そ
う
は
い
か
な
い

(

５)

。
こ
の
こ
と
は
、
I
言
語
や
そ
の
使
用
者
の
言
語
能
力
と
は
全
く
係

わ
り
が
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
は
、
有
名
な
論
文M

iller (1956)

に
お
い
て
ジ
ョ
ー
ジ
・
ミ
ラ
ー
に
よ
っ

て
議
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
短
期
記
憶
に
係
わ
る
一
般
的
な
事
実
に
起
因
す
る
問
題
な
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
I
言
語
の
探
究
は
、
こ
う
い
っ
た
本
質
的
で
は
な
い
外
的
要
因
を
捨
象
し
て
進
め
て
い
く
こ

と
に
な
る
。

　
実
際
の
文
章
で
は
、
や
は
り
記
憶
負
荷
の
よ
う
な
理
由
の
た
め
、
ご
く
浅
い
深
度
を
超
え
て
埋
め
込

み
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
I
言
語
の
研
究
と
は
無
関
係
で
あ
る

(

６)

。

　
類
似
の
ケ
ー
ス
で
議
論
が
生
じ
る
余
地
が
な
い
例
と
し
て
、
健
常
者
な
ら
ば
誰
も
が
持
っ
て
い
る
能

力
の
一
部
で
あ
る
初
歩
的
な
算
術
の
演
算
を
考
え
て
み
よ
う
。
算
術
の
能
力
は
、
全
て
の
対(x,

y)

に

対
し
て
、
加
法
や
乗
法
の
も
と
で
正
し
い
数
z
を
も
た
ら
す
㉑x
゛y
＝z

やx

′y

＝z

と
な
る
z
を
与
え
る
ⅰ。
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し
か
し
、
外
的
な
補
助
な
し
に(

つ
ま
り
暗
算
に
よ
っ
て)

示
さ
れ
得
る
算
術
の
能
力
は
、
そ
の
う
ち
の

ご
く
限
ら
れ
た
有
限
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
算
術
の
能
力
が
限
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
こ
の
事
実
が
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る

(

７)

。

　
ⅳ諸
相
』
が
出
版
さ
れ
て
以
来
、
理
想
的
話
者
㉔
聴
者
と
い
っ
た
概
念
や
、
言
語
能
力
と
言
語
運
用

の
区
別
、
あ
る
い
は
『
諸
相
』
で
示
さ
れ
た
一
般
的
枠
組
み
が
持
つ
そ
の
他
の
諸
特
性
の
正
当
性
に
関

す
る
多
く
の
論
争
が
文
献
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
論
争
の
種
に
な
る
よ
う
な
事
柄
は

こ
こ
に
は
何
も
な
い
の
で
あ
る
。
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
概
念
は
議
論
が
生
じ
る
余
地
が
あ
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
い
し
、
言
語
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
探
究
に
お
い
て
⒡
⒢
た
と
え
そ
れ
が
否
定
さ
れ
て
い
る
場

合
で
あ
っ
て
も
⒡
⒢
何
ら
か
の
形
で
少
な
く
と
も
暗
黙
の
う
ち
に
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、『
諸
相
』
に
お
け
る
一
般
的
枠
組
み
に
は
、
深
刻
な
問
題
を
含
む
よ
う
な
特
性
も

あ
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
は
言
語
の
獲
得
に
つ
い
て
『
諸
相
』
で
示
さ
れ
た
特
定
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
。
現
代
生
成
文
法
の
最
初
期
か
ら
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
詳
し
く
議
論
さ
れ
て
き
た
中
心

的
な
問
題
は

(

８)

、『
諸
相
』
に
お
い
て
「
説
明
的
妥
当
性
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
概
念
に
関
わ
る
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
デ
ー
タ
が
与
え
ら
れ
た
と
き
、
可
能
な
文
法(

I
言
語)

の
う
ち
の
ど
れ
が
正
し
い
文

法
な
の
か
を
我
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
決
定
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
生
物
言
語
学
的
プ
ロ
グ
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ラ
ム
に
お
い
て
は
、
こ
の
場
合
の
デ
ー
タ
と
い
う
の
は
言
語
学
習
者
に
と
っ
て
利
用
可
能
な
デ
ー
タ
の

こ
と
で
あ
り
、『
諸
相
』
で
は
「
一
次
言
語
デ
ー
タ
」
と
い
う
術
語
で
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
述
べ
た
よ
う
に(

81
頁)

、
説
明
的
妥
当
性
の
問
題
と
は
、「
本
質
的
に
は
、
言
語
獲
得
の
理
論

⒡
⒢
つ
ま
り
、
言
語
獲
得
と
い
う
偉
業
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
、
あ
る
特
定
の
生
得
的
能
力
の
説
明

⒡
⒢
を
構
築
す
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
」。
後
に
こ
の
問
題
は
、
言
語
獲
得
に
お
け
る
時
間
的
な
過
程

を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
る
理
想
化
の
下
で
「
言
語
獲
得
の
論
理
的
問
題
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
の
抽
象
化
が
ど
れ
だ
け
重
大
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
獲
得
の
過
程
や
経
路
依
存
性
な
ど
に
関
す

る
事
実
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
こ
の
抽
象
化
は
何
の
歪
曲
を
生
む
こ
と
も
な
く
極

め
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
う
し
て
U
G(

普
遍
文
法)

は
、
全
て
の
人
間
が
ほ
ぼ
完

全
に
共
有
し
て
い
る
、
遺
伝
的
に
決
定
づ
け
ら
れ
た
言
語
機
能
の
初
期
状
態
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が

出
来
る
。
別
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
U
G
と
は
「
言
語
獲
得
装
置
」
な
の
で

あ
る
。

　
一
九
四
棚
年
代
後
半
に
な
さ
れ
た
提
案
を
採
り
入
れ
て
、
説
明
的
妥
当
性
や
言
語
獲
得
装
置
に
対
す

る
『
諸
相
』
に
お
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、(

1)

許
容
可
能
な
文
法
が
満
た
す
べ
き
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
、
そ

し
て(

2)

一
次
言
語
デ
ー
タ
に
適
合
す
る
文
法
の
候
補
の
中
か
ら
正
し
い
文
法
を
選
択
す
る
た
め
の
評
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価
尺
度
、
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
言
語
理
論
が
提
供
す
る
と
仮
定
し
て
い
た
。
評
価
尺
度
は
、
最
も
短

い
文
法
、
す
な
わ
ち
最
も
少
な
い
数
の
記
号
を
持
つ
文
法
を
選
ぶ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
尺
度
は

表
記
法
が
定
ま
ら
な
い
限
り
無
意
味
な
も
の
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
あ
る
単
一
の
記
号
を
任
意
の

文
法
G
と
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
文
法
で
も
単
一
の
記
号
で
表
わ
す
こ
と
が
出
来
て

し
ま
う
。
従
っ
て
、
評
価
尺
度
は
候
補
と
な
る
文
法
G
を
よ
り
短
い
形
式
G′
に
換
え
る
表
記
法
変
換
を

定
式
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
G
を
G′
に
お
け
る
記
号
の
数
に
写
像
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
表

記
法
装
置
は
U
G
の
諸
原
理
と
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
組
み
込
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、
原
理
的
に
価
値
の
最
も
高
い
文
法
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
が(

そ
う
い
う
文
法
が
一
つ
で
は
な
く
複

数
個
存
在
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る)
、
こ
の
よ
う
な
手
続
が
実
際
に
実
行
さ
れ
る
に
は
計
算
上
の
負
荷

が
あ
ま
り
に
も
重
す
ぎ
る
。
つ
ま
り
、『
諸
相
』
の
用
語
を
使
う
な
ら
ば
、「
実
行
可
能
性
」
を
欠
い
て

い
る
の
で
あ
る

(

９)

。
一
九
八
棚
年
代
初
頭
に
原
理
・
パ
ラ
メ
ー
タ
の
枠
組
み

(

ヮ)

が
出
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
問
題
へ
の
ひ
と
つ
の
解
決
策
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
言
語
獲
得
に
対
す
る
他
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
も
ち
ろ
ん
提
案
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
う
い
っ
た
ア
プ
ロ
ー

チ
は
最
も
基
本
的
な
問
題
を
提
起
し
そ
れ
に
取
り
組
む
こ
と
が
出
来
て
い
な
い
。『
諸
相
』
が
出
た
当

時
、
言
語
は
帰
納
、
類
推
、
訓
練
、
強
化
と
い
っ
た
一
般
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
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る
と
い
う
の
が
ほ
ぼ
一
般
的
な
共
通
認
識
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
提
案
を
真
剣
に
検
討
す
る

こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
一
般
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
詳
細
が
特
定
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ

て
い
た
だ
け
で
な
く
、
何
が
獲
得
さ
れ
る
の
か
、
言
語
と
は
何
な
の
か
、
と
い
う
中
核
的
な
問
題
さ
え

正
面
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
近
年
、
統
計
的
方
法
や
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
分
析
へ
の
期
待
が
大
変
な
熱
狂
を
巻
き
起
こ
し
て
お
り
、
こ

う
い
っ
た
方
法
が
今
ま
で
に
成
し
遂
げ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
勇
ま
し
い
主
張
が
い
く
つ
も
提
出
さ
れ
て

き
た
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
に
は
実
体
を
伴
っ
た
も
の
で

は
な
い
。
言
語
の
些
末
で
は
な
い
特
性
を
扱
お
う
と
し
た
少
数
の
試
み
は
完
全
に
失
敗
し
て
お
り
、
言

語
の
中
核
的
部
分
に
は
こ
う
い
っ
た
方
法
は
全
く
手
を
出
せ
な
い
状
態
の
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
統

計
的
方
法
や
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
に
関
す
る
思
い
込
み
が
広
く
流
布
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
う
い

っ
た
も
の
が
示
す
現
状
を
簡
単
に
見
て
お
く
の
も
有
益
か
も
し
れ
な
い
。

　
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
興
奮
状
態
は
、
サ
フ
ラ
ン
、
ア
ス
リ
ン
、
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
に
よ
る
興
味
深
い
論

文(Saffran,
A

slin,
and

N
ew

port
1996)

が
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
こ
の
論
文
は
、
生
後
八

ヵ
月
の
乳
児
が
⒡
⒢
ほ
と
ん
ど
経
験
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
⒡
⒢
人
工
的
な
記
号
列
の
中
で
一
つ
の

ま
と
ま
り
と
し
て
現
れ
る
、
三
つ
の
記
号
か
ら
成
る
列
を
識
別
す
る
単
純
な
統
計
を
使
う
こ
と
が
出
来
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る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
事
実
は
、
言
語
の
統
計
的
学
習
理
論
を
世
に
送
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
発
見

で
あ
る
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
学
術
誌Science

に
お
け
る
典
型
的
な
反
応
と
し
て
、
こ
の
論

文
は
言
語
獲
得
と
機
械
学
習
に
お
け
る
主
要
な
研
究
者
二
人
に
よ
っ
て
熱
烈
な
賞
賛
を
も
っ
て
迎
え
ら

れ
た(B

ates
and

E
lm

an
1996)

。
ベ
イ
ツ
と
エ
ル
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
結
果
は
「
有
名
な
ⅷ
刺
激
の

欠
乏(

貧
困)
ⅸ
に
よ
る
論
証
」
を
反
証
し
、「
人
間
は
言
語
を
獲
得
す
る
た
め
に
一
般
的
な
統
計
的
手

続
を
使
え
な
い
し
、
ま
た
、
使
わ
な
い
と
い
う
広
く
普
及
し
た
考
え
方
ⅶ(

と
言
っ
て
、
彼
ら
は
私
や
他

の
研
究
者
の
著
作
を
引
用
し
て
い
る)

と
矛
盾
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
文
が
「
学
習
は
こ

れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
り
も
ず
っ
と
強
力
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
言
語
や
他
の
認
知
形
式

の
生
得
性
に
関
す
る
議
論
に
は
こ
の
否
定
で
き
な
い
事
実
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
ⅶ(

1849

頁)

を
示
し
て
い
る
と
彼
ら
は
強
く
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
は
い
く
つ
か
問
題
が

あ
る
。
第
一
に
、
ベ
イ
ツ
と
エ
ル
マ
ン
が
引
用
し
た
著
作
は
、
彼
ら
が
述
べ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
何

も
言
っ
て
い
な
い

(

ワ)

。
さ
ら
に
、
私
が
実
際
に
書
い
た
こ
と
は
、
ベ
イ
ツ
と
エ
ル
マ
ン
が
主
張
し
て
い
る

こ
と
と
正
反
対
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
語
境
界
は
連
結
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
か
ら
統
計
的
分
析

の
み
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
私
は
述
べ
た
の
で
あ
る(C

hom
sky

1955,

195
頁)

。

　
ⅵ広
く
普
及
し
た
考
え
方
」
は
サ
フ
ラ
ン
、
ア
ス
リ
ン
、
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
の
結
果
と
「
矛
盾
し
」
て
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も
い
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
か
ら
影
響
を
受
け
て
さ
え
い
な
い
。
む
し
ろ
、
ベ
イ
ツ
と
エ
ル
マ
ン
に
よ
っ

て
議
論
さ
れ
て
い
る
結
果
は
、
最
大
限
に
見
積
も
っ
て
も
、
生
成
文
法
の
中
で
そ
れ
ま
で
に
提
案
さ
れ

て
き
た
こ
と
を
支
持
す
る
非
常
に
限
ら
れ
た
形
で
の
経
験
的
な
材
料
を
提
供
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。

　
二
番
目
の
問
題
点
は
、
た
と
え
サ
フ
ラ
ン
、
ア
ス
リ
ン
、
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
の
結
果
が
そ
れ
よ
り
も
は

る
か
以
前
に
出
さ
れ
た
生
成
文
法
に
お
け
る
語
境
界
に
関
す
る
提
案
を
支
持
す
る
何
ら
か
の
重
要
な
材

料
に
な
り
得
た
と
し
て
も
、
彼
ら
の
結
果
は
人
間
が
「
言
語
を
獲
得
す
る
た
め
に
一
般
的
な
統
計
的
手

続
を
使
」
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
論
点
に
関
し
て
は
実
際
上
何
も
我
々
に
語
っ
て
は
く
れ
な
い
で

あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
サ
フ
ラ
ン
た
ち
の
結
果
が
出
る
四
十
年
も
前
に
生
成
文
法
の
枠
組
み
で

提
案
が
出
さ
れ
た
と
き
に
既
に
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
⒡
⒢
ま
た
、
た
だ
ち
に
明
白
な
こ
と

で
も
あ
る
が
⒡
⒢
連
結
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
か
ら
語
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は
言
語
獲
得
の
極
め
て
周
辺
的

な
側
面
に
過
ぎ
な
い
。

　
唯
一
の
「
否
定
で
き
な
い
事
実
」
は
、「
有
名
な
ⅷ
刺
激
の
欠
乏(

貧
困)

ⅸ
に
よ
る
論
証
」
が
元
の

ま
ま
変
わ
ら
ず
残
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
長
い
間
想
定
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
学
習

と
い
う
も
の
の
威
力
に
つ
い
て
は
何
も
示
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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三
番
目
の
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
統
計
的
方
法
が
言
語
を
獲
得
し
て
い
る
子
供
に
よ
っ
て
実
際
に
使

わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
根
拠
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
最
後
の
問
題
は
、
私
が
一
九
五
五
年
に
想
定
し
て
い
た
こ
と
に
反
し
て
、
こ
の
統
計
的
方
法
は
実
際

の
テ
ク
ス
ト
で
う
ま
く
働
か
な
い
こ
と
で
あ
る(Y
ang

2004

を
参
照)

。
た
だ
し
、
こ
う
い
っ
た
統
計
的

方
法
は
U
G
の
諸
原
理
お
よ
び
統
辞
法
的
・
音
韻
論
的
情
報
が
追
加
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
高
め
る

こ
と
が
出
来
る(Pierrehum

bert
2003,

Y
ang

2004,
Shukla,

W
hite,

and
A

slin
2011

を
参
照
さ
れ
た
い)

。

　
統
計
的
方
法
を
駆
使
し
て
大
量
の
研
究
が
行
な
わ
れ
て
き
た
主
要
な
問
題
が
一
つ
存
在
す
る
。「
規

則
の
構
造
依
存
性
」
と
い
う
古
く
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
検
討
に
値
す
る
く
ら
い
明
確
な
提
案
は
ど

れ
も
完
全
に
失
敗
し
て
い
て
、
し
か
も
改
訂
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
提
案
を
繕
う
こ
と
も
お
よ
そ
不
可
能

な
形
で
失
敗
し
て
い
る(B

erw
ick

et
al.

2011

を
参
照)

。
さ
ら
に
、
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
よ

う
に
、
こ
う
し
た
提
案
は
こ
の
問
題
に
関
す
る
唯
一
の
根
本
的
問
い
に
取
り
組
む
こ
と
が
出
来
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
特
性
が
言
語
に
遍
在
す
る
の
は
「
な
ぜ
」
な
の
か
と
い
う
問
い
で
あ

る
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
単
純
で
か
つ
充
分
に
立
証
さ
れ
た
答
え
が
あ
る
の
だ
が
、
い
ま
論
じ
て
い

る
分
野
の
文
献
に
お
い
て
そ
の
答
え
が
考
慮
さ
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
U
G
と
統
計
的
学
習
理
論
を
融
合
さ
せ
た
研
究
に
お
い
て
実
質
的
な
成
果
も
挙
が
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っ
て
き
て
い
る

(

Ρ)

。
そ
う
し
た
研
究
が
大
き
な
将
来
性
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
疑

問
が
呈
さ
れ
た
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
。

　
い
く
つ
か
の
留
保
条
件
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
『
諸
相
』
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
結
論
は
依
然
と
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
私
に
は
思
え
る
。
す
な
わ
ち
、「
人
間
の

複
雑
な
偉
業
を
、
何
百
万
年
に
わ
た
る
進
化
に
帰
し
た
り
、
あ
る
い
は
物
理
法
則
に
さ
ら
に
一
層
深
く

基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
神
経
の
組
織
化
に
関
す
る
諸
原
理
に
帰
し
た
り
す
る
の
で
は
な

く
、
何
ヵ
月(

あ
る
い
は
た
か
だ
か
何
年)

か
の
経
験
に
全
て
を
帰
す
る
よ
う
な
立
場
を
、
今
日
真
剣
に

主
張
す
る
理
由
は
、
明
ら
か
に
全
く
存
在
し
な
い
ⅶ(

142
頁)

。
こ
の
こ
と
は
「
全
て
」
を
「
ほ
と
ん
ど
」

に
置
き
換
え
て
も
成
立
す
る
。

　
今
述
べ
た
留
保
条
件
の
主
な
も
の
は
、
関
連
す
る
進
化
の
過
程
の
長
さ
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
進

化
理
論
や
古
人
類
学
に
お
け
る
最
近
の
研
究
は
、
㉑言
語
能
力
の
発
生
に
ⅰ関
連
す
る
時
間
枠
が
非
常
に
短

い
も
の
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
時
間
枠
の
最
後
は
お
お
よ
そ
五
万
年
前
で
あ
り
、
そ

の
後
に
は
検
知
で
き
る
よ
う
な
進
化
上
の
変
化
は
何
も
な
く
、
時
間
枠
の
始
ま
り
も
そ
れ
ほ
ど
遡
る
わ

け
で
は
な
い

(

ヰ)

。
そ
し
て
、
計
算
の
複
雑
性
に
関
わ
る
一
般
原
理(

そ
れ
は
物
理
法
則
に
根
差
し
た
も
の

か
も
し
れ
な
い)

が
、
一
次
言
語
デ
ー
タ
か
ら
I
言
語
を
選
び
出
す
に
あ
た
っ
て
根
本
的
な
重
要
性
を

24



持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
証
拠
が
次
々
と
得
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
実
行
可
能
性
の
問
題
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
解
決
策
を
提
供
し
た
原
理
・
パ
ラ
メ
ー
タ
の
枠
組
み
は
、

他
に
も
多
く
の
帰
結
を
伴
っ
て
い
た
。
言
語
獲
得
の
研
究
に
再
び
活
気
を
与
え
、
そ
れ
以
来
、
言
語
獲

得
研
究
は
す
ば
ら
し
い
進
展
を
遂
げ
て
き
た
。
こ
の
枠
組
み
は
、
類
型
論
的
に
極
め
て
多
様
な
諸
言
語

の
記
述
的
研
究
の
幅
と
深
み
を
爆
発
的
に
拡
大
す
る
途
を
切
り
拓
い
た
。
ま
た
、
比
較
言
語
学
や
史
的

言
語
学
に
様
々
な
帰
結
を
も
た
ら
す
よ
う
な
形
で
、
パ
ラ
メ
ー
タ
の
構
造
や
種
類
に
関
す
る
非
常
に
啓

発
的
な
研
究
も
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
原
理
・
パ
ラ
メ
ー
タ
の
枠
組
み
の
進
展
は
、
さ
ら
に
、
生
物
言
語
学
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
言
語

研
究
の
背
後
に
常
に
存
在
し
て
い
た
問
題
を
よ
り
一
層
明
確
に
定
式
化
す
る
こ
と
も
可
能
に
し
た
。
そ

の
問
題
と
は
、
生
物
言
語
学
的
に
解
釈
さ
れ
た
言
語
と
い
う
も
の
が
、
S
M
と
C
I
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
た
境
界
条
件
に
対
す
る
「
完
璧
な
解
」
に
ど
れ
ほ
ど
近
い
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

主
題
に
関
す
る
探
求
は
「
極
小
主
義
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
実
の
と
こ
ろ
こ

の
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
最
初
期
の
生
成
文
法
か
ら
続
け
ら
れ
て
き
た
説
明
的
妥
当
性
の
問
題
に
取
り

組
も
う
と
す
る
努
力
と
完
全
に
連
続
し
た
も
の
な
の
で
あ
る

(
‾)

。

　
今
日
に
お
け
る
公
正
な
結
論
と
し
て
私
が
思
う
と
こ
ろ
で
は
、『
諸
相
』
で
そ
の
概
略
が
描
か
れ
た

25 五十周年記念版への序文



一
般
的
な
枠
組
み
は
今
な
お
妥
当
で
あ
る
が
、『
諸
相
』
で
な
さ
れ
た
個
々
の
技
術
的
提
案
に
つ
い
て

は
実
質
的
な
修
正
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、『
諸
相
』
出
版
以
来
の
年
月
に
お
い
て
現
れ
て
き
た
新
た

な
研
究
領
域
へ
の
拡
張
も
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
棚
一
四
年
八
月

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
て

ノ
ー
ム
・
チ
ョ
ム
ス
キ
ー

註

(

１)

二
十
世
紀
中
葉
に
一
世
を
風
靡
し
て
い
た
構
造
主
義
・
行
動
科
学
的
科
学
観
に
お
い
て
は
、
I
言
語
と

し
て
人
間
言
語
を
捉
え
る
よ
う
な
考
え
方
は
極
め
て
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
I
言
語
と
似
た
よ

う
な
考
え
方
は
、
そ
れ
以
前
の
研
究
に
お
い
て
折
に
触
れ
て
現
れ
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
ア

ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
メ
イ
エ
は
「
言
語
は
各
個
人
の
⒡
⒢
運
動
お
よ
び
感
覚
の
⒡
⒢
神
経
中
枢
に
の
み
存
す
る

…
…
」
と
述
べ
て
い
る(M

eillet
1903,

こ
れ
はL

ongobardi
2003

に
引
用
さ
れ
て
い
る)

。
メ
イ
エ
が
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言
語
を
運
用
⒡
⒢
入
力
と
出
力
⒡
⒢
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。

(
２)

研
究
が
始
ま
っ
た
年
代
順
に
挙
げ
る
と
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
、
英
語
、
ロ
シ
ア
語
、
ヒ
ダ
ー
ツ
ァ
語
、
ト
ル

コ
語
、
モ
ホ
ー
ク
語
、
そ
し
て
日
本
語
で
あ
る
。
他
に
も
い
く
つ
か
の
言
語
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

(

３)

こ
の
こ
と
に
関
す
る
さ
ら
な
る
議
論
に
つ
い
て
は
、C

hom
sky(1964),

C
hom

sky(1966),
C

hom
sky

(1968),
B

racken(1984)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

４)

も
ち
ろ
ん
、
言
語
コ
ー
パ
ス
は
⒡
⒢
精
密
音
声
表
記
の
み
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
き
で
さ
え
も

⒡
⒢
既
に
理
想
化
さ
れ
部
分
的
に
分
析
を
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(

５)

ⅳ諸
相
』
の
第
一
章
第
2
節
と
第
一
章
註
6
を
参
照
の
こ
と
。M

iller
and

C
hom

sky(1963)

も
参
照
さ

れ
た
い
。

(

６)

こ
う
し
た
初
歩
的
な
論
点
さ
え
、
依
然
と
し
て
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、L

evinson

(2013)

を
参
照
。
こ
の
論
文
で
は
、
生
成
文
法
の
初
期
に
お
け
る
歴
史
的
発
展
に
関
し
て
も
誤
解
が
見
ら

れ
る
。
こ
の
論
文
に
お
け
る
そ
の
他
の
誤
り
に
つ
い
て
は
、L

egate,
Pesetsky,

and
Y

ang(2014)

を
参

照
さ
れ
た
い
。

(

７)

こ
の
根
源
的
で
お
そ
ら
く
は
普
遍
的
な
能
力
が
全
て
の
文
化
的
環
境
に
お
い
て
顕
在
的
に
現
れ
る
わ
け

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
古
典
的
な
議
論
に
つ
い
て
は
、H

ale(1975)

を
参
照
。

(

８)(

一
九
四
九
年
の
卒
業
論
文
の
改
訂
版
で
あ
る)C

hom
sky(1951)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

９)

こ
の
理
由
の
た
め
、C

hom
sky(1951)

に
お
け
る
最
初
期
の
⒡
⒢
そ
し
て
い
く
つ
か
の
点
で
は
最
も
詳
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細
な
⒡
⒢
提
案
で
は
、
絶
対
的
最
適
性
で
は
な
く
相
対
的
な
最
適
性
の
み
を
追
究
し
た
の
で
あ
る
。

(
ヮ)

こ
の
枠
組
み
に
関
す
る
初
期
の
定
式
化
に
つ
い
て
はC

hom
sky(1981)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
ワ)
こ
の
事
実
は
、
自
分
た
ち
が
言
及
し
て
い
る
原
著
論
文
に
お
け
る
「
学
習
」
に
関
す
る
議
論
を
ベ
イ
ツ

と
エ
ル
マ
ン
が
き
ち
ん
と
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

(

Ρ)

一
つ
の
重
要
な
結
果
は
、
言
語
獲
得
の
初
期
段
階
に
お
け
る
不
規
則
動
詞
の
獲
得
に
つ
い
て
納
得
の
い

く
説
明
を
初
め
て
与
え
た
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
は
機
械
学
習(

コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ス
ト)

の
試
み

に
お
い
て
集
中
的
に
探
究
さ
れ
て
き
た
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
。

(

ヰ)

い
く
つ
か
の
コ
メ
ン
ト
や
情
報
源
に
つ
い
て
は
、C

hom
sky(2015)

を
参
照
。

(

‾)

こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
理
論
の
発
展
や
そ
の
背
景
に
関
す
る
簡
単
な
概
観
に
つ
い
て
は
、C

hom
sky

(2015)

を
参
照
さ
れ
た
い
。
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言
語
の
基
礎
が
、
そ
の
言
語
の
無
限
に
多
く
の
文
が
持
つ
解
釈
を
決
定
す
る
規
則
の
シ
ス
テ
ム
に
あ

る
と
い
う
考
え
は
、
決
し
て
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
一
世
紀
以
上
も
前
に
、
有
名
で
は
あ
る
が
稀

に
し
か
読
ま
れ
な
い
一
般
言
語
学
へ
の
序
論
に
お
い
て
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
が
こ

の
考
え
を
充
分
な
明
確
さ
を
も
っ
て
表
明
し
て
い
る(H

um
boldt

1836)

。
さ
ら
に
、
言
語
は
「
有
限
の

手
段
を
無
限
に
用
い
て
」
お
り
、
従
っ
て
文
法
は
こ
の
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
プ
ロ
セ
ス
を
記
述
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
フ
ン
ボ
ル
ト
の
観
点
は
、
言
語
と
心
に
関
す
る
合
理
主
義
的
哲
学
に
お
け

る
、
こ
の
言
語
使
用
の
「
創
造
的
ⅶ(creative)
側
面
に
関
す
る
執
拗
な
関
心
か
ら
自
然
に
発
展
し
て
き

た
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る(

こ
の
点
に
関
す
る
議
論
は
、C

hom
sky

1964

とC
hom

sky
forthcom

ing

を
参
照

さ
れ
た
い)

。
さ
ら
に
い
え
ば
、
パ
ー
ニ
ニ
の
文
法
で
さ
え
も
、
基
本
的
に
現
代
の
意
味
に
お
け
る
「
生

成
文
法
ⅶ(generative

gram
m

ar)

の
一
断
片
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
別
の
諸
言
語
に
対
す
る
明
示
的
な
生
成
文
法
を
構
築
し
、
そ
の
帰
結
を
探
究
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し
よ
う
と
す
る
、
か
な
り
実
質
的
な
試
み
が
な
さ
れ
た
の
は
、
近
代
言
語
学
に
お
い
て
は
主
と
し
て
過

去
数
年
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
生
成
文
法
の
理
論
の
適
正
な
定
式
化
や
、
最
も
集
中
的
に
研

究
さ
れ
て
き
た
諸
言
語
の
記
述
の
正
当
性
に
関
し
て
広
範
な
議
論
や
論
争
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

全
く
驚
く
に
は
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
言
語
理
論
に
つ
い
て
⒡
⒢
さ
ら
に
は
英
語
の
文
法
に
関
し
て

⒡
⒢
提
出
さ
れ
る
い
か
な
る
結
論
も
全
て
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
分
野
で
研
究

し
て
い
る
誰
に
と
っ
て
も
間
違
い
な
く
明
ら
か
な
は
ず
で
あ
る
。(

こ
の
こ
と
は
、
洞
察
を
も
た
ら
す

よ
う
な
定
式
化
を
拒
む
言
語
現
象
が
極
め
て
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
だ

け
で
も
充
分
納
得
が
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。)

と
は
い
え
、
あ
る
程
度
実
質
的
な
結
論
が
得
ら
れ
つ
つ

あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
を
支
持
す
る
証
拠
が
次
々
と
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
特
に
、
経
験
的
に
妥
当
な
い
か
な
る
生
成
文
法
に
お
い
て
も
文
法
的
変
換
が
中
心
的
役
割
を
果
た

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
⒡
⒢
変
換
文
法
の
理
論
の
適
正
な
形
式
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
多

く
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
と
し
て
も
⒡
⒢
極
め
て
確
か
な
結
論
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
私
に

は
思
わ
れ
る
。

　
本
書
は
、
変
換
文
法
の
研
究
の
過
程
で
生
じ
て
き
た
様
々
な
問
題
を
探
究
し
た
研
究
書
で
あ
る
。
変

換
文
法
は
、
議
論
の
た
め
の
一
般
的
枠
組
み
と
し
て
以
下
の
議
論
で
は
一
貫
し
て
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
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本
書
で
論
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
理
論
が
厳
密
に
ど
の
よ
う
な
形
で
定
式
化
さ
れ
れ
ば
よ
い
の

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
研
究
で
は
変
換
文
法
の
研
究
の
最
前
線
に
お
け
る
諸
問
題
を
扱

う
こ
と
に
な
る
。
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
確
定
的
な
解
答
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
問
題
と
な

る
論
点
が
単
に
提
起
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
可
能
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
考
察
さ
れ
る
だ
け
で
、
確
定
的

な
結
論
に
は
到
ら
な
い
こ
と
の
方
が
多
い
。
第
三
章
に
お
い
て
、
生
成
文
法
の
理
論
が
取
る
べ
き
方
向

性
と
し
て
最
も
期
待
が
持
て
る
と(

こ
こ
で
の
議
論
に
照
ら
し
て)

思
わ
れ
る
も
の
を
簡
単
に
素
描
す
る

つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
非
常
に
暫
定
的
な
提
案
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
再
度
強
調

し
て
お
き
た
い
。

　
本
書
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
章
は
研
究
の
背
景
と
な
る
諸
々
の
想
定
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
章
に
は
新
し
い
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
生
成
文
法
の
研
究
に
と
っ
て
本
質

的
で
あ
り
、
ま
た
い
く
つ
か
の
場
合
に
は
度
重
な
る
誤
解
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
諸
論
点
を
要
約
し
明
確

化
す
る
の
が
こ
の
章
の
目
的
で
あ
る
。
第
二
章
と
第
三
章
は
、
変
換
文
法
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
理
論

が
持
つ
様
々
な
欠
陥
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
章
の
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

C
hom

sky
(1957),

L
ees (1960)

、
そ
の
他
多
数
の
著
作
で
提
案
さ
れ
た
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
著
者

た
ち
は
、
変
換
文
法
の
統
辞
部
門
が
そ
の
基
底
部(base)

と
し
て
の
句
構
造
文
法
と
、
基
底
部
に
よ
っ
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て
生
成
さ
れ
た
構
造
を
実
際
の
文
に
写
像
す
る
変
換
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
立
場
は
第
三
章
の
初
め
の
部
分
で
簡
単
に
述
べ
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
章
で
統
辞
部
門
の

基
底
部
と
、
そ
れ
が
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
句
構
造
文
法
で
あ
る
と
い
う
仮
定
か
ら
生
じ
て
く
る
諸
々

の
難
点
が
取
り
扱
わ
れ
る
。
第
三
章
で
は
、
変
換
部
門
の
改
訂
と
そ
れ
が
基
底
構
造
に
対
し
て
持
つ
関

係
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。「
文
法
的
変
換
」
の
概
念
自
体
は(

い
く
つ
か
の
単
純
化
は
な
さ
れ
て
い
る
も

の
の)

変
更
な
し
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
第
四
章
で
は
様
々
な
残
さ
れ
た
問
題
が
提
起
さ
れ
、
そ
れ

ら
が
簡
単
に
、
ま
た
い
さ
さ
か
不
充
分
な
形
で
議
論
さ
れ
る
。

　
こ
の
本
の
原
稿
を
読
ん
で
非
常
に
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
く
れ
た
多
く
の
友
人
や
研
究
仲
間
に
感
謝
し

た
い
。
特
に
、
た
く
さ
ん
の
貴
重
な
改
良
点
を
示
唆
し
て
く
れ
た
モ
ー
リ
ス
・
ハ
レ
と
ポ
ー
ル
・
ポ
ウ

ス
タ
ル
に
は
多
く
を
負
っ
て
い
る
し
、
ジ
ェ
ロ
ル
ド
・
カ
ッ
ツ
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
マ
コ
ー
リ
ー
、
ジ
ョ

ー
ジ
・
ミ
ラ
ー
、
そ
し
て
G
・
H
・
マ
シ
ュ
ー
ズ
に
も
負
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
本
の
内
容
を
講
義

で
論
じ
た
と
き
に
多
く
の
学
生
か
ら
受
け
取
っ
た
反
応
や
ア
イ
デ
ア
も
相
当
実
質
的
な
修
正
に
繫
が
っ

た
。
こ
れ
ら
の
学
生
た
ち
に
も
感
謝
し
た
い
と
思
う
。

　
本
書
の
執
筆
は
、
部
分
的
に
は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
国
立
衛
生
研
究
所
か
ら
の
研

究
費(

研
究
費
番
号M

H
05120

㉕04,

㉕05)

に
よ
っ
て
、
ま
た
一
部
は
ア
メ
リ
カ
諸
学
会
評
議
会
か
ら
の
フ
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ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
の
援
助
を
受
け
て
、
筆
者
が
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
認
知
研
究
セ
ン
タ
ー
に
滞
在
中
に
行
な

わ
れ
た
。

一
九
六
四
年
十
月

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
て

ノ
ー
ム
・
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
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1
　
言
語
能
力
の
理
論
と
し
て
の
生
成
文
法

　
こ
の
研
究
で
は
、
統
辞
理
論
お
よ
び
英
語
の
統
辞
法
に
つ
い
て
の
様
々
な
話
題
に
触
れ
る
。
少
数
の

話
題
に
関
し
て
は
あ
る
程
度
詳
し
く
論
じ
る
が
、
他
の
い
く
つ
か
の
話
題
に
つ
い
て
は
極
め
て
表
面
的

に
し
か
触
れ
な
い
し
、
網
羅
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
話
題
は
一
つ
も
な
い
。
本
研
究
が
扱
う
の
は
、

生
成
文
法
の
統
辞
部
門
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
形
式
素(form

atives)

と
呼
ば
れ
る
最
小
の
統
辞
的
機

能
単
位
か
ら
成
る
適
格
な
連
鎖
を
指
定
し
、
こ
れ
ら
の
適
格
連
鎖
、
お
よ
び
何
ら
か
の
点
で
適
格
性
か

ら
逸
脱
し
て
い
る
連
鎖
に
対
し
て
、
様
々
な
種
類
の
構
造
的
情
報
を
付
与
す
る
諸
規
則
を
取
り
扱
う
こ

と
に
な
る
。

　
こ
の
研
究
を
進
め
る
上
で
の
一
般
的
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
と
こ
ろ
で
述
べ
ら
れ
て
い

る
の
で
、
読
者
が
参
考
文
献
に
載
っ
て
い
る
理
論
的
・
記
述
的
研
究
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
親
し
ん
で

い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
こ
の
章
で
は
、
背
景
と
な
る
主
だ
っ
た
仮
定
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
手
短

か
に
見
て
い
く
が
、
こ
こ
で
の
議
論
は
そ
れ
ら
の
仮
定
を
正
面
か
ら
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
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な
く
、
そ
れ
ら
の
明
確
な
概
説
を
試
み
た
に
過
ぎ
な
い
。

　
言
語
理
論
は
、
主
と
し
て
、
完
全
に
等
質
的
な
言
語
共
同
体
に
お
け
る
理
想
的
話
者
㉔
聴
者(ideal

speaker
㉕listener)

を
対
象
と
し
て
取
り
扱
う
。
理
想
的
話
者
㉔
聴
者
と
は
、
自
分
の
言
語
に
つ
い
て
完

璧
な
知
識
を
持
ち
、
そ
の
言
語
に
つ
い
て
の
知
識
を
実
際
の
言
語
運
用
に
お
い
て
使
用
す
る
際
、
記
憶

の
限
界
で
あ
る
と
か
、
他
の
こ
と
に
気
が
散
っ
て
い
る
と
か
、
あ
る
い
は
注
意
や
関
心
の
移
り
変
わ
り
、

(

偶
発
的
な
、
も
し
く
は
個
人
に
特
徴
的
な)

誤
り
な
ど
の
よ
う
な
、
文
法
そ
の
も
の
と
は
関
連
性
の
な

い
諸
条
件
に
影
響
さ
れ
な
い
話
者
㉔
聴
者
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
近
代
の
一
般
言
語
学
の

創
始
者
た
ち
が
採
っ
て
き
た
立
場
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
、
こ
の
立
場
を
修
正
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
よ
う
な
説
得
力
の
あ
る
理
由
は
未
だ
に
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。
実
際
の
言
語
運
用
を
研
究
す
る

に
は
、
様
々
な
要
因
の
相
互
作
用
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
話
者
㉔
聴
者
が
根
底
に
持
っ
て
い
る
言

語
能
力
は
、
そ
れ
ら
の
要
因
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
点
で
、
言
語
の
研
究
は
、
他
の
複
雑
な
現
象

の
経
験
的
研
究
と
い
さ
さ
か
も
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

　
従
っ
て
、
言
語
能
力(com

petence)

⒡
⒢
話
者
㉔
聴
者
が
持
っ
て
い
る
言
語
知
識
⒡
⒢
と
言
語
運
用

(perform
ance)

⒡
⒢
具
体
的
状
況
に
お
け
る
実
際
の
言
語
使
用
⒡
⒢
に
は
、
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
。

す
ぐ
前
の
段
落
で
述
べ
た
理
想
化
の
下
で
の
み
、
言
語
運
用
は
言
語
能
力
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
た
も
の
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と
な
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
言
語
運
用
が
言
語
能
力
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、

も
ち
ろ
ん
あ
り
得
な
い
。
あ
り
の
ま
ま
の
発
話
を
記
録
し
た
も
の
は
、
話
し
始
め
で
の
言
い
間
違
い
、

諸
規
則
か
ら
の
逸
脱
、
話
し
て
い
る
途
中
で
の
計
画
変
更
な
ど
を
、
数
多
く
含
ん
で
い
る
。
言
語
学
者

に
と
っ
て
の
問
題
は(

こ
れ
は
そ
の
言
語
を
学
習
し
よ
う
と
し
て
い
る
子
供
に
と
っ
て
の
問
題
で
も
あ

る
わ
け
だ
が)
、
あ
る
言
語
の
話
者
㉔
聴
者
が
身
に
つ
け
て
、
実
際
の
言
語
運
用
で
使
用
し
て
い
る
根

源
的
な
規
則
の
シ
ス
テ
ム
を
言
語
運
用
の
デ
ー
タ
か
ら
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
言
語
理
論

は
、
実
際
の
行
動
の
根
元
に
あ
る
心
的
実
在
を
発
見
す
る
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
専

門
的
な
意
味
で
メ
ン
タ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク(m

entalistic)

で
あ
る
と
言
え
る

(

１)

。
言
語
使
用
に
つ
い
て
の
観

察
、
仮
説
と
し
て
考
え
ら
れ
た
反
応
性
向(

傾
性)

、
そ
し
て
習
慣
な
ど
は
、
こ
の
心
的
実
在
の
本
質
に

関
し
て
の
証
拠
を
提
供
す
る
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
言
語
学
が
本
格
的
な
学
問
分
野
で

あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
い
っ
た
事
柄
自
体
が
言
語
学
の
実
際
の
主
題
と
な
る
こ
と
は
決
し
て
あ

り
得
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
論
じ
て
い
る
言
語
能
力
と
言
語
運
用
の
区
別
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
ラ
ン
グ

(langue)

と
パ
ロ
ー
ル(parole)

の
区
別
と
関
連
が
あ
る
が
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
ラ
ン
グ
と
い
う
概
念
は
、

単
に
項
目
の
体
系
的
な
目
録
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
受
け
容
れ
が
た
く
、
む
し
ろ
根
源
的
な
言
語
能

力
は
生
成
プ
ロ
セ
ス
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
す
る
フ
ン
ボ
ル
ト
流
の
考
え
に
ま
で
遡
る
必
要
が
あ
る
。
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こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
議
論
は
、C

hom
sky (1964)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
あ
る
言
語
の
文
法
は
、
そ
の
言
語
の
理
想
的
話
者
㉔
聴
者
が
持
つ
内
在
的
言
語
能
力
の
記
述
を
目
的

と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
文
法
が
完
全
に
明
示
的
で
あ
る
時
、
言
い
換
え
れ
ば
、
文
法
が
、
理
解

力
に
優
れ
た
読
者
の
知
性
に
頼
ら
ず
に
、
そ
の
よ
う
な
読
者
が
行
な
う
寄
与
を
明
示
的
に
分
析
し
て
み

せ
る
な
ら
ば
、
そ
の
文
法
を
⒡
⒢
い
さ
さ
か
冗
長
で
は
あ
る
が
⒡
⒢
生
成
文
法(generative

gram
-

m
ar)

と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。

　
完
全
に
妥
当
な
文
法
は
、
無
限
の
拡
が
り
を
示
す
文
の
一
つ
ひ
と
つ
に
対
し
て
、
そ
の
文
が
理
想
的

話
者
㉔
聴
者
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
か
を
示
す
構
造
記
述(structural

description)

を

与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
記
述
言
語
学
の
伝
統
的
問
題
で
あ
り
、
伝
統
文
法
は
、
構
造
記

述
に
つ
い
て
の
豊
か
な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。
伝
統
文
法
は
明
ら
か
に
価
値
の
あ
る
も
の
だ

が
、
そ
の
一
方
で
、
そ
れ
が
対
象
と
し
て
い
る
言
語
の
基
本
的
な
規
則
性
の
多
く
に
つ
い
て
明
確
に
述

べ
な
い
ま
ま
に
し
て
あ
る
と
い
う
欠
陥
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
統
辞
論
の
レ
ベ
ル
で
特
に
明
ら
か
で

あ
る
。
統
辞
論
に
お
い
て
は
、
単
な
る
個
別
的
な
例
の
分
類
を
超
え
て
、
充
分
な
規
模
に
お
い
て
生
成

規
則
の
定
式
化
と
い
う
段
階
へ
と
進
ん
だ
伝
統
文
法
や
構
造
主
義
文
法
は
存
在
し
て
い
な
い
。
現
存
す

る
最
も
優
れ
た
伝
統
文
法
を
分
析
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
観
察
の
詳
細
さ
や
論
理
の
精
密
さ
な
ど
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と
い
っ
た
問
題
で
は
な
く
、
㉑伝
統
文
法
や
構
造
主
義
文
法
が
持
つ
ⅰ原
理
上
の
欠
陥
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
直
ち
に
判
明
し
よ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
多
く
が
未
知
で
あ
る
こ
の
領
域
を
探
求
し
よ
う
と

す
る
時
、
伝
統
文
法
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
構
造
に
関
す
る
情
報
や
、
伝
統
文
法
が(

非

形
式
的
に
で
は
あ
る
が)

提
示
し
て
い
る
類
の
言
語
的
プ
ロ
セ
ス
の
研
究
な
ど
か
ら
始
め
る
の
が
最
も

有
益
で
あ
る
の
は
、
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

(

２)

。

　
伝
統
文
法
と
構
造
主
義
文
法
の
限
界
は
明
確
に
認
識
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
法
は
、

例
外
や
不
規
則
な
現
象
を
網
羅
的
に
か
つ
明
示
的
に
列
挙
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
規
則
的
で
生

産
的
な
統
辞
的
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
例
を
挙
げ
た
り
示
唆
を
与
え
た
り
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
伝

統
的
な
言
語
理
論
も
、
こ
の
事
実
に
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、Jam

es
B

eat-

tie (1788)

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
従
っ
て
、
言
語
は
次
の
点
で
人
間
に
似
て
い
る
。
各
々
が
特
異
性
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
よ

っ
て
お
互
い
に
区
別
さ
れ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
同
時
に
、
全
て
が
、
あ
る
特
質
を
共
通
に
持
っ
て

い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
個
々
の
言
語
の
特
徴
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
法
や
辞
書
に
よ
っ
て
説
明
さ

れ
る
。
全
て
の
言
語
に
共
通
し
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
、
全
て
の
言
語
に
と
っ
て
必
然
的
な
も
の
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は
、
普
遍
文
法
ま
た
は
哲
学
的
文
法(U

niversal
or

Philosophical
gram

m
ar)

と
呼
ば
れ
る
学
問

で
扱
わ
れ
る
。

こ
れ
に
や
や
先
だ
ち
、D

u
M

arsais (1729)

は
普
遍
文
法
と
個
別
文
法(particular

gram
m

ar)

を
次
の

よ
う
に
定
義
し
て
い
る(Sahlin

1928,

29
㉔
30
頁
で
引
用
さ
れ
て
い
る)

。

文
法
の
中
に
は
、
全
て
の
言
語
に
当
て
は
ま
る
所
見
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
、
一
般
文
法(gram

-

m
aire

g
лen
лerale)

と
呼
ば
れ
る
も
の
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
所
見
は
、
発
音
さ
れ
る
音
に

つ
い
て
、
音
の
記
号
で
あ
る
文
字
に
つ
い
て
、
語
の
性
質
に
つ
い
て
、
そ
し
て
、
語
が
意
味
を
成

す
た
め
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
、
様
々
な
語
の
配
列
の
仕
方
、
お
よ
び
語
の
取
る
べ

き
形
に
関
し
て
、
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
般
的
所
見
の
他
に
、
特
定
の
言
語
の

み
に
当
て
は
ま
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
個
々
の
言
語
の
個
別
文
法(gram

m
aires

partic-

uli ωeres)

を
形
成
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
伝
統
的
言
語
理
論
に
お
い
て
は
、
全
て
の
言
語
が
共
有
し
て
い
る
特
質
の
一
つ
は
、
言
語
の
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「
創
造
的
ⅶ(creative)

側
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
明
確
に
理
解
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
言
語

の
最
も
本
質
的
な
性
質
は
、
数
限
り
な
く
多
く
の
思
考
を
表
現
し
、
ま
た
、
限
り
な
く
現
れ
る
新
た
な

る
状
況
に
お
い
て
適
切
に
対
応
す
る
た
め
の
手
段
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る(

参
考
文
献
に
つ
い
て
は
、

C
hom

sky
1964,

forthcom
ing

を
参
照
の
こ
と)

。
そ
れ
ゆ
え
、
個
別
文
法
は
、
普
遍
文
法
に
よ
っ
て
⒡
⒢

す
な
わ
ち
、
言
語
使
用
の
創
造
的
側
面
を
提
供
し
、
普
遍
的
で
あ
る
が
た
め
に
個
別
文
法
自
体
か
ら
は

省
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
、
深
層
に
あ
る
規
則
性
を
表
わ
す
文
法
に
よ
っ
て
⒡
⒢
補
完
さ
れ
る

べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、(

個
別)

文
法
が
例
外
や
不
規
則
な
現
象
の
み
を
詳
し
く
取
り
扱
う

の
は
、
極
め
て
妥
当
な
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
言
語
の(

個
別)

文
法
は
、
普
遍
文
法
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ

て
初
め
て
、
話
者
㉔
聴
者
の
言
語
能
力
を
充
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
近
代
言
語
学
で
は
、
も
し
あ
る
言
語
の
「
個
別
文
法
」
が
記
述
的
妥
当
性
を
達
成
し
よ
う

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
文
法
は
普
遍
文
法
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
明
確

に
は
認
識
し
て
こ
な
か
っ
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
近
代
言
語
学
は
、
そ
の
特
徴
と
し
て
、
普
遍
文
法
の

研
究
は
見
当
違
い
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
拒
否
し
て
き
た
。
ま
た
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
言
語
使
用

の
創
造
的
側
面
を
取
り
扱
お
う
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
近
代
言
語
学
は
、
構
造

主
義
文
法
が
持
つ
、
記
述
に
関
す
る
根
本
的
な
欠
陥
を
克
服
す
る
方
法
に
つ
い
て
、
何
の
示
唆
も
与
え
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な
い
の
で
あ
る
。

　
伝
統
文
法(

個
別
的
あ
る
い
は
普
遍
的
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も)

が
、
文
形
成
や
文
解
釈
に
お
け
る
規
則

的
プ
ロ
セ
ス
を
正
確
に
記
述
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、「
思
考
の
自
然
な
順
序
」

な
る
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
が
語
の
順
序
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
が
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
文
形
成
の
規
則
は
、
文
法
で
は
な
く
、「
思
考
の
順
序
」
を
研
究
す
る

何
か
他
の
分
野
に
属
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
一
般
・
理
性
文
法
ⅴ

(L
ancelot

and
A

rnauld
1660)

で
は
、
修
辞
的
表
現
を
除
い
て
考
え
る
と
、
語
の
配
列
は
「
自
然
の
順

序
ⅶ(ordre

naturel)

に
従
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
「
我
々
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
表
現
し
た
も

の
」
に
一
致
す
る
と
い
う
説
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
省
略
や
倒
置
な
ど
の
規
則
の

よ
う
に
、
言
語
の
修
辞
的
用
法
を
決
め
る
よ
う
な
規
則
以
外
は
、
文
法
規
則
は
ほ
と
ん
ど
定
式
化
す
る

必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
同
様
の
見
解
は
、
様
々
な
形
を
取
り
な
が
ら
随
所
に
見
ら

れ
る
。
も
う
一
つ
だ
け
例
を
付
け
加
え
る
と
、
観
念
を
同
時
に
あ
る
い
は
順
次
に
並
べ
上
げ
た
も
の
が
、

ど
の
よ
う
に
し
て
語
の
順
序
に
反
映
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
大
部
分
を
割
い
て
い
る
興
味
深
い
論

文
の
中
で
、
デ
ィ
ド
ロ
は
、
語
の
順
序
が
思
考
や
観
念
の
自
然
な
順
序
と
一
致
す
る
度
合
い
に
お
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
語
に
匹
敵
す
る
言
語
は
他
に
な
い
と
結
論
付
け
て
い
る(D

iderot
1751)

。
例
え
ば
、
彼
は
次
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の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
古
代
語
や
現
代
語
に
お
け
る
語
の
順
序
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
よ
う
と
、

著
者
の
精
神
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
統
辞
法
の
規
範
的
な
語
順
に
従
っ
て
き
た
ⅶ(

390
頁)

。「
我
々
は
、
フ

ラ
ン
ス
語
で
も
の
を
表
現
す
る
が
、
そ
れ
は
、
ど
ん
な
言
語
で
表
現
し
よ
う
と
も
、
我
々
の
精
神
が
も

の
を
考
え
る
時
に
必
ず
用
い
ざ
る
を
得
な
い
方
法
と
同
じ
な
の
で
あ
る
ⅶ(

371
頁)

。
見
事
に
首
尾
一
貫

し
た
表
現
で
、
デ
ィ
ド
ロ
は
次
の
よ
う
に
結
論
付
け
る
。「
我
々
の
散
文
的
な
言
語
は
、
他
の
言
語
よ

り
も
、
感
じ
の
良
さ
よ
り
は
有
用
性
に
優
っ
て
い
る
ⅶ(

372
頁)

。
従
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
は
科
学
の
分

野
に
適
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
語
・
ラ
テ
ン
語
・
イ
タ
リ
ア
語
・
英
語
は
「
文
学
の

方
に
適
し
て
い
る
」
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、

良
識
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
…
…
想
像
力
や
情
熱
は
、
古
代
語
や
我
々

の
隣
人
の
言
語
を
採
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
社
交
界
や
哲
学
の
講
義
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
が
話
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
語
・
ラ
テ
ン
語
・
英
語
は
、
演
壇
や
舞
台
で
話
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
。
…
…
も
し
も
、
い
つ
か
、
こ
の
地
球
上
に
真
理
が
再
び
現
れ
る
な
ら
ば
、
我
々

の
言
語
は
、
真
理
を
述
べ
る
言
語
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
…
…
ギ
リ
シ
ャ
語
・
ラ

テ
ン
語
や
そ
の
他
の
言
語
は
、
寓
話
や
虚
構
な
ど
を
述
べ
る
言
語
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
フ
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ラ
ン
ス
語
は
、
教
育
し
た
り
、
啓
発
し
た
り
、
納
得
さ
せ
た
り
す
る
た
め
の
言
語
だ
が
、
ギ
リ
シ

ャ
語
・
ラ
テ
ン
語
・
イ
タ
リ
ア
語
・
英
語
は
、
人
に
思
い
込
ま
せ
た
り
、
人
の
心
を
動
か
し
た
り
、

人
を
だ
ま
し
た
り
す
る
た
め
の
言
語
で
あ
る
。
庶
民
に
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
・
ラ
テ
ン
語
・
イ
タ
リ

ア
語
で
話
せ
ば
よ
い
。
し
か
し
、
賢
人
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
話
す
べ
き
で
あ
る
。(

371
㉔

372
頁)

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
語
の
順
序
が
言
語
と
は
独
立
の
要
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
限
り
、
個
別
文
法

と
普
遍
文
法
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
語
の
順
序
を
記
述
す
る
必
要
は
な
い
。
従
っ
て
、
統
辞
プ
ロ
セ
ス

の
明
示
的
な
定
式
化
を
文
法
か
ら
排
除
す
る
た
め
の
、
原
理
付
け
ら
れ
た
根
拠
を
我
々
は
持
つ
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
言
語
構
造
に
関
す
る
こ
の
よ
う
に
素
朴
な
考
え
が
、
様
々
な
形
で
現
在
に
到
る
ま
で

根
強
く
残
っ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。
例
え
ば
、
表
現
の
配
列
が
概
念
の
不
定
形
な
配
列
に

対
応
す
る
と
い
う
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
考
え
や
、
言
語
使
用
を
単
に
語
や
句
の
用
法
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
、

よ
く
見
か
け
る
説
明(

例
え
ば
、R

yle
1953)

な
ど
が
そ
う
い
っ
た
例
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
伝
統
文
法
に
こ
の
よ
う
な
欠
陥
が
あ
る
根
本
的
な
理
由
は
、
も
う
少
し
技
術
的
な
も
の
で

あ
る
。
言
語
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
意
味
で
「
創
造
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
た
の

だ
が
、
再
帰
的
プ
ロ
セ
ス(recursive

processes)

の
シ
ス
テ
ム
を
表
現
す
る
た
め
の
技
術
的
な
装
置
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