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は
じ
め
に
　「
悪
口
の
少
な
い
日
本
語
」
？
⒡
⒢
日
本
語
へ
の
視
点
の
意
味

　
江
戸
時
代
、
国
学
の
大
成
者
で
あ
る
本
居
宣
長
は
『
漢
字
三
音
考
』
の
中
で
、
日
本
語
の
美
し
さ
を
次
の

よ
う
に
説
い
た
。

殊
ニ
人
ノ
声
音
言
語
ノ
正
シ
ク
美
キ
コ
ト
。
亦
夐は
る
かニ
万
国
ニ
優
テ
。
其
音
清
朗
ト
キ
ヨ
ク
ア
ザ
ヤ
カ
ニ

シ
テ
。
譬
ヘ
バ
イ
ト
ヨ
ク
晴
タ
ル
天
ヲ
日
中
ニ
仰
ギ
瞻み

ル
ガ
如
ク
。
イ
サ
ヽ
カ
モ
曇
リ
ナ
ク
。
又
単
直

ニ
シ
テ
迂ま

曲が

レ
ル
事
無
ク
シ
テ
。
真
ニ
天
地　
ノ

間
ノ
純
粋
正
雅
ノ
音
也
。

（

『
本
居
宣
長
全
集
第
五
巻
』
三
八
一
〜
三
八
二
頁）

　
こ
の
美
し
さ
の
淵
源
は
、
日
本
が
「
尊
ク
万
国
ニ
上
タ
ル
御
国
」
で
あ
る
た
め
で
、
そ
れ
は
方
位
も
「
万

国
ノ
初
」
に
あ
り
、
あ
た
か
も
「
人
身
ノ
元
首
」
の
如
く
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
日
本
語
の

美
し
さ
は
、
美
し
い
国
に
由
来
す
る
の
だ
と
い
う
主
張
だ
が
、
こ
れ
を
他
言
語
と
比
較
す
る
と
、
い
き
な
り

内
容
が
過
激
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
美
し
い
日
本
語
の
仕
組
み
は
極
め
て
精
妙
で
「
外
国
ノ
言
語
ノ
能よ
ク

及
ブ

所
ニ
非
ズ
。
凡
ソ
天
地
ノ
間
ニ
。
カ
ク
バ
カ
リ
言
語
ノ
精
微
ナ
ル
国
ハ
ア
ラ
ジ
ト
ゾ
思
ハ
ル
ヽ
」

（

同
、
三
八

はじめに
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三
頁）

と
、
い
か
に
も
誇
ら
し
げ
に
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。

平
田
篤
胤
の
外
国
語
観

　
こ
う
し
た
過
激
さ
を
上
手
に
継
承
し
た
の
が
、
復
古
神
道
を
唱
え
た
平
田
篤
胤
で
あ
る
。
篤
胤
は
講
本

『
伊
吹
於
呂
志
』
の
中
で
宣
長
の
主
張
を
引
き
な
が
ら
、
専
ら
漢
語
を
尊
ぶ
儒
者
た
ち
を
、
次
の
よ
う
に
批

判
し
た
。

さ
て
ま
た
世
の
生
儒
者
等
、
此
美
し
き
皇
国
語
を
ば
用
は
ず
、
と
か
く
戎
語
で
、
物
云
ひ
た
が
る
事
ぢ

や
か
、
是
も
先
師
本
居
先
生
の
、
漢
字
三
音
考
と
云
ふ
書
を
著
は
し
て
、
夫
に
具つ

ぶ
さに
論い
ひ

置お
か

れ
ま
し
た
が
、

実
に
鳥
獣
の
音
韻
に
同
じ
こ
と
で
御
座
る
。

（

『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
第
十
五
巻
』
一
二
棚
頁）

　
中
で
も
、
中
国
語
は
「
実
に
鳥
獣
の
音
韻
に
同
じ
こ
と
で
御
座
る
」
と
述
べ
て
い
る
下
り
は
、
聞
き
な
れ

な
い
外
国
語
を
聞
い
た
時
の
感
覚
を
、
あ
る
意
味
で
巧
み
に
利
用
し
た
も
の
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
篤
胤
の

場
合
は
さ
ら
に
話
を
大
き
く
し
て
、「
下
々
の
唐
人
ど
も
に
至
つ
て
は
、
入
り
く
ん
だ
事
で
も
談
ず
る
と
き

は
、
実
に
騒
々
し
く
て
、
彼
ぴ
イ
ん
ぴ
イ
ん
、
ぱ
ア
ん
ぱ
ア
ん
を
喧
ま
し
く
云
」
う
も
の
だ
か
ら
、
古
よ
り

枕
詞
の
「
さ
ひ
づ
る
や
」
が
「
か
ら（

唐）

」
に
掛
か
る
と
い
う
の
も
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
と
し
て
、
ま
る
で
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鵙も
ず

や
剖
葦

よ
し
き
り

が
さ
え
ず
る
よ
う
な
も
の
だ
と
揶や

揄ゆ

し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
外
国
語
の
音
が
禽
獣
の
声
に
似
て

い
る
と
い
う
の
は
、
宣
長
が
『
漢
字
三
音
考
』
の
中
で
清
濁
の
音
に
つ
い
て
「
是　
レ

鳥
獣
万
物
ノ
声
ニ
近
キ
者

ニ
シ
テ
、
皆
不
正
ノ
音
也
」
と
指
摘
し
た
こ
と
に
拠
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
国
学
者
に
と
っ
て
は
馴
染

み
の
あ
る
見
方
と
な
っ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
篤
胤
の
外
国
語
に
対
す
る
揶
揄
は
、
遠
く
オ
ラ
ン
ダ
語
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

ま
た
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
の
言
語
は
、
と
か
く
、
舌
と
顋あ

き
とに
触
て
出
る
音
が
多
く
て
、
譬
へ
ば
、
其
云
ひ
ざ

ま
が
、
ウ
エ
ッ
、
フ
ェ
、
ル
ェ
、
と
か
、
ナ
チ

ゥ
、
リ
ュ
、
と
云
た
や
う
に
、
を
か
し
く
、
く

も
り
曲
つ
て
、
穢き
た
なら
し
い
。
其
外
の
万
国
も
、

み
な
是
に
準
へ
て
知
る
が
宜
で
御
座
る
。

（

同
、
一
二
一
頁）

　「
フ
ェ
」
や
「
ナ
チ
ゥ
」
と
い
っ
た
、
も
と
も
と

日
本
語
に
は
な
い
オ
ラ
ン
ダ
語
特
有
の
音
を
聞
き
だ

し
て
い
る
点
で
、
逆
に
篤
胤
の
関
心
の
高
さ
が
強
く

本居宜長『漢字三音考』
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感
じ
ら
れ
る
が
、
外
国
語
を
あ
る
種
の
感
情
で
聞
き
わ
け
る
と
い
う
の
は
、
今
日
で
も
多
く
み
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
や
イ
タ
リ
ア
語
に
対
す
る
語
感
な
ど
は
、
お
約
束
と
も
い
え
る
ほ
ど
ス
テ
レ
オ
タ
イ

プ
化
さ
れ
て
い
る（

「
愛
を
語
る
言
葉
」
や
「
歌
を
歌
う
言
葉
」）

。
そ
う
し
た
見
方
を
、
ジ
ョ
ー
ク
や
小
話
の
段
階

で
と
ど
め
て
お
く
と
す
れ
ば
、
一
時
し
の
ぎ
の
話
題
と
し
て
は
そ
れ
な
り
に
楽
し
い
も
の
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
一
た
び
そ
こ
へ
、
文
化
論
的
な
解
釈
が
加
わ
っ
た
り
、
専
門
的
な
学
知
の
装
い
を
も
っ

て
指
摘
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
と
、
話
は
そ
う
簡
単
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
。
篤
胤
の
講
説
は
さ

て
お
き
、
宣
長
の
主
張
は
『
漢
字
三
音
考
』
と
い
う
漢
字
音
に
関
す
る
精
緻
な
研
究
書
の
中
で
展
開
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
と
し
て
も
高
度
に
専
門
的
な
学
知
に
よ
っ
て
、
日
本
語
の
優
位
性
が
示
さ
れ

た
わ
け
で
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
日
本
語
観

　
逆
に
、
こ
の
専
門
的
な
学
知
に
よ
っ
て
、
日
本
語
が
貶お

と
しめ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
大
航
海
時
代

の
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
に
よ
る
日
本
語
研
究
書
の
中
に
は
、
日
本
語
に
は
「
性
」
も
「
数
」
も
な
い
と
し
て
、

は
な
は
だ
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
と
強
調
し
た
記
述
が
存
在
す
る
。
確
か
に
、
日
本
語
の
名
詞
に
は
男
性
名

詞
や
女
性
名
詞
の
区
別
も
な
い
し
、
単
数
・
複
数
の
別
を
意
識
す
る
こ
と
も
な
い
。
西
洋
語
中
心
主
義
の
立

場
か
ら
見
て
い
け
ば
、
日
本
語
は
不
完
全
な
言
語
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
ま
た
、
一
九
世

����
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紀
の
言
語
進
化
論
的
な
立
場
で
は
、
日
本
語
は
中
国
語
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
語
の
間
に
位
置
す
る
よ
う
な
言
語

で
、
先
進
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
語
に
比
べ
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
発
展
途
上
段
階
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た

見
方
に
縛
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
日
本
語
に
対
す
る
視
点
は
、
先
の
宣
長
の
観
点
と
同
様
に
、
極
め
て
狭

い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。

　
専
門
的
な
学
知
と
は
離
れ
る
が
、
戦
後
、
志
賀
直
哉
は
「
私
は
此
際
、
日
本
は
思
ひ
切
つ
て
世
界
中
で
一

番
い
い
言
語
、
一
番
美
し
い
言
語
を
と
つ
て
、
そ
の
儘ま

ま

、
国
語
に
採
用
し
て
は
ど
う
か
と
考
へ
て
ゐ
る
。
そ

れ
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
が
最
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
」

（

「
国
語
問
題
」）

と
、
日
本
語
廃
止
・
フ
ラ
ン
ス
語

採
用
論
を
唱
え
た
。
こ
の
極
論
に
つ
い
て
、
文
学
者
特
有
の
韜と
う

晦か
い

と
見
る
か
、
偽
ら
ざ
る
本
心
と
見
る
か
ど

う
か
は
さ
て
お
き
、
日
本
語
よ
り
も
勝
っ
て
い
る
言
語
が
存
在
す
る
と
い
う
見
方
に
は
、
案
外
根
深
い
も
の

が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　
そ
う
か
と
思
え
ば
、
一
方
で
「
悪
口
雑
言
の
言
葉
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
立
派
な
こ
と
で
あ
る
。
日
本

語
は
、
人
を
の
の
し
っ
た
り
汚
い
言
葉
を
吐
く
手
段
を
ま
っ
た
く
与
え
て
い
な
い
」
と
い
う
記
述
ま
で
存
在

す
る
。
日
本
人
か
ら
す
れ
ば
、
本
当
か
？
と
思
え
る
話
だ
が
、
こ
れ
は
、
お
雇
い
外
国
人
と
し
て
来
日
し
、

博
言
学
を
講
じ
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
著
し
た
『
日
本
事
物
誌
』
の
中
の
一
節
で
あ
る
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、

日
本
語
に
対
す
る
鋭
い
観
察
で
知
ら
れ
、
多
く
の
著
述
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
、
日
本
語

に
は
「
悪
口
雑
言
の
言
葉
が
少
な
い
」
と
言
っ
て
の
け
た
わ
け
で
あ
る
。
実
際
の
罵
詈
雑
言
に
つ
い
て
は
、

はじめに
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真
田
信
治
・
友
定
賢
治
編
『
県
別
罵
詈
雑
言
辞
典
』
な
ど
を
参
照
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
て
、
対
象
は
同
じ

日
本
語
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
見
解
の
違
い
が
生
じ
る
の
か
、
ま
こ
と
に
不
思
議
な

も
の
で
あ
る
。

日
本
人
と
日
本
語

　
最
初
に
見
た
国
学
者
の
日
本
語
観
が
、
日
本
人
に
よ
る
日
本
語
中
心
主
義
的
な
見
方
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

一
九
世
紀
の
言
語
進
化
論
な
ど
は
典
型
的
な
西
洋
語
中
心
主
義
の
見
方
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に
志
賀

直
哉
や
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、
日
本
で
の
見
方
、
西
洋
で
の
見
方
と
い
う
よ
う
に
、
単

純
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
言
語
に
対
す
る
見
方
と
い
う
も
の
は
、
時
代
や
社
会
状
況
に
即
応

し
つ
つ
も
、
そ
の
個
人
の
学
識
や
立
場
に
よ
っ
て
大
い
に
異
な
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
言
語

に
限
ら
ず
、
文
化
や
社
会
に
対
す
る
も
の
の
見
方
と
も
通
底
す
る
こ
と
で
あ
り
、
日
本
人
だ
か
ら
、
あ
る
い

は
西
洋
人
だ
か
ら
、
と
い
っ
た
単
純
な
区
分
法
は
あ
ま
り
意
味
を
持
た
な
い
。
こ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
次
の

よ
う
な
主
張
を
見
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

我
々
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
日
本
語
は
そ
の
中
で
生
ま
れ
、
そ
の
中
で
成
長
し
て
き
た
言
語
で
あ
り
、

我
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
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（

中
略）

言
語
は
単
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
で
は
な
い
。
特
に
母
語
は
そ
の
人
の
も
の
の
捉
え

方
、
も
の
の
考
え
方
、
さ
ら
に
は
美
的
感
覚
・
世
界
観
・
価
値
観
な
ど
、
そ
の
人
間
性
の
基
礎
を
な
す

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
端
的
に
言
語
の
構
造
、
特
に
文
の
構
造
に
現
れ
る
と
い
え
る
。
世
界
の
言
語
が

そ
の
構
造
を
異
に
す
る
よ
う
に
、
人
の
考
え
方
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
日
本
人
は
日
本
語
の
中
に
生
ま

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
人
独
自
の
も
の
の
考
え
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（

白
藤
禮
幸
・
杉
浦
克
己
編
著
『
国
語
学
概
論
』
一
三
〜
一
四
頁）

　
こ
こ
で
は
、
日
本
語
で
書
か
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
我
々
日
本
人
」
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ

に
「
我
々
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
見
出
さ
れ
る
、
と
い
う
論
の
展
開
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
主

張
で
は
日
本
語
母
語
話
者
を
「
日
本
人
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
日
本
語
と
は
別
に
日
本
人
と

し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
人
々（
例
え
ば
在
外
移
民
社
会
の
「
日
本
人
」
や
「
日
系
人
」
な
ど）

の
存
在
や
、

逆
に
巧
み
な
日
本
語
母
語
話
者
で
あ
る
外
国
人（
例
え
ば
「
在
日
コ
リ
ア
ン
」
な
ど）

の
存
在
は
あ
ま
り
念
頭
に
な

い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
で
「
民
族
」
を
実
体
と
捉
え
る
か
、
仮
構
的
と
捉
え
る
か
に
つ
い
て
の
議
論

は
控
え
る
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
「
日
本
語
」
と
「
日
本
人
」
が
密
接
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
語
ら
れ
る

際
、
そ
う
し
た
日
本
語
に
対
す
る
見
方
が
、
あ
る
種
の
立
場
を
示
し
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本

語
へ
の
視
点
を
考
え
る
際
、
民
族
や
地
域
に
と
ら
わ
れ
て
過
ぎ
て
い
る
と
、
本
質
的
な
こ
と
は
あ
ま
り
見
え

はじめに
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て
こ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

言
語
学
史
・
日
本
語
学
史
・
国
語
学
史

　
そ
も
そ
も
、
日
本
語
へ
の
視
点
と
は
ど
う
い
う
問
題
設
定
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
言
語
に
対

す
る
視
点
と
は
、
言
語
が
人
間
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
主
張
ま
で
存
在
す
る
以
上
、
極
め
て
哲
学
的
な
テ
ー

マ
で
あ
る
。
言
語
に
対
す
る
視
点
を
、
仮
に
「
言
語
観
」
と
呼
ぶ
と
し
て
、
言
語
観
の
変
遷
史
は
哲
学
史
の

記
述
と
一
部
に
お
い
て
一
致
す
る
。
ま
た
、「
言
語
学
」
は
言
語
に
対
す
る
学
知
と
し
て
、
そ
の
時
代
時
代

の
学
術
体
系
に
対
応
し
、
一
つ
の
言
語
観
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
「
言
語
学
史
」
と
は
、
狭
義
の

「
言
語
学
の
歴
史
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
義
に
は
「
言
語
観
の
変
遷
史
」、
い
わ
ば
「
言
語
哲
学
史
」
を
も
構

成
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
多
く
の
言
語
学
史
関
係
の
教
科
書
で
は
、
西
洋
言
語
学
史
を
プ
ラ
ト

ン
辺
り
か
ら
記
述
し
て
い
る
。
こ
れ
を
日
本
の
言
語
学
史
、
す
な
わ
ち
日
本
語
学
史
に
置
き
換
え
て
み
る
と

ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。

　
日
本
語
研
究
の
歴
史
と
し
て
の
日
本
語
学
史
は
、
明
治
以
来
「
国
語
学
史
」
と
い
う
名
称
の
分
野
で
研
究

が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
国
語
学
史
と
い
う
研
究
分
野
は
、
明
治
近
代
化
に
と
も
な
う
西
洋
言
語
学
の
流
入

に
よ
り
、「
国
語
学
」
と
い
う
学
問
が
成
立
し
た
こ
と
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
西
洋
の
言

語
学
の
影
響
下
に
あ
る
明
治
以
降
の
国
語
学
と
、
そ
れ
以
前
の
日
本
に
お
け
る
言
語
研
究
と
の
接
合
点
を
模
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索
す
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
で
最
初
に
言
語
学（

「
博
言
学
」）

を
大
学
で
講
じ
た
の
が
、
お

雇
い
外
国
人
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
で
あ
っ
た
以
上
、
国
語
学
史
に
お
い
て
西
洋
人
の
日
本
語
研
究
を
無
視
す
る

わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

　
国
語
学
の
祖
と
も
い
う
べ
き
国
語
学
者
の
上
田
万
年
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
前
の
一
八
九
棚（

明
治
二
三）

年
に
書
か
れ
た
論
文
「
欧
米
人
の
日
本
言
語
学
に
対
す
る
事
跡
の
一
二
」

（

『
国
語
の
た
め
第
二
』
所
収）

の
中
で
、

欧
米
人
の
日
本
語
研
究
に
つ
い
て
紹
介
し
、
こ
れ
を
博
言
学
に
依
拠
す
る
学
派
と
し
て
「
科
学
派
」
と
名
付

け
た
。
一
方
、
国
学
の
言
語
研
究
の
流
れ
を
汲
む
も
の
は
「
古
学
派
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
両
者
を
対
比
し

て
い
る
。
日
本
の
近
代
化
に
と
っ
て
欧
米
の
学
術
移
入
は
不
可
欠
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
当
時
と
し
て

は
、
外
国
人
の
日
本
語
研
究
に
つ
い
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
十
分
に
参
照
す
べ
き
対
象
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

国
語
学
史
と
外
国
人
の
日
本
語
研
究

　
と
こ
ろ
が
、
外
国
人
に
よ
る
日
本
語
研
究
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
明
治
期
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
言
及

を
除
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
研
究
が
進
ま
な
く
な
っ
た
。
少
な
く
と
も
国
語
学
史
と
い
う
分
野
で
は
、
本
格
的
に

言
及
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
大
き
く
は
資
料
閲
覧
の
困
難
さ
や
、
外
国
語
で
書
か
れ
て

い
る
と
い
う
、
言
語
の
問
題
が
存
在
し
た
た
め
だ
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
日
本
人
に
よ
る
日
本
語
に
対
す
る

はじめに
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自
覚
と
反
省
と
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
と
い
う
、
研
究
の
あ
り
方
も
関
係
し
て
い
た
か
ら
と
い
う
点
も
指
摘

で
き
よ
う
。
極
言
す
れ
ば
、
言
語
研
究
上
の
観
点
の
み
な
ら
ず
、
政
治
・
社
会
的
に
も
日
本
に
お
け
る
言
語

研
究
の
優
位
性
を
十
分
示
し
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
特
に
国
語
学
史
の
分
野
で

は
、
近
世
国
学
の
言
語
研
究
に
関
し
て
、
極
め
て
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
は
、

明
治
以
降
の
国
語
学
成
立
以
前
の
言
語
研
究
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
、
い
わ
ば
学
知
に

対
す
る
自
覚
と
反
省
、
正
確
に
は
そ
の
顕
彰
の
結
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う（

単
純
に
、
近
世
国
学
の
研
究
内
容
が

客
観
的
に
見
て
も
優
れ
て
い
た
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
及
が
な
さ
れ
た
と
も
い
え
る）

。
上
田
自
身
も
、
国
語
学
史
を
極

め
て
重
視
し
、
近
世
国
学
の
研
究
成
果
に
つ
い
て
数
々
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
国
語
学
史
で
は

冒
頭
の
本
居
宣
長
を
は
じ
め
、
富ふ

士じ

谷た
に

成な
り

章あ
き
ら、
鈴
木
朖あ
き
ら、
本
居
春は
る

庭に
わ

、
義ぎ

門も
ん

、
富と

樫が
し

広ひ
ろ

蔭か
げ

と
い
っ
た
国
学
者

の
言
語
研
究
が
精
緻
に
検
討
さ
れ
、「
活
用
」
や
「
係
り
結
び
」
な
ど
国
学
者
の
発
見
に
つ
い
て
、
多
く
の

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
研
究
成
果
か
ら
、
言
語
研
究
の
あ
り
方
に
至
る
ま
で
の
思
弁

を
行
い
、
一
つ
の
言
語
観
を
打
ち
立
て
た
の
が
時
枝
誠
記
で
あ
る
。
時
枝
の
国
語
学
は
国
語
学
史
研
究
か
ら

出
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
枝
の
『
国
語
学
史
』
で
は
近
世
国
学
の
言
語
研
究
が
極
め
て
高
く
評
価
さ
れ

る
一
方
、
外
国
人
の
日
本
語
研
究
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
な
い
。

　
ま
た
、
国
語
学
を
「
日
本
国
民
の
間
に
起
つ
て
、
日
本
国
語
を
学
問
的
に
研
究
し
た
結
果
そ
の
も
の
を
さ

す
」

（

『
国
語
学
史
要
』
六
頁）

と
し
た
山
田
孝
雄
は
、
明
確
に
「
西
洋
人
の
わ
が
国
語
を
研
究
し
た
そ
れ
は
西
洋
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人
の
立
脚
地
か
ら
い
へ
ば
、
日
本
語
学
と
い
ふ
に
は
差
支
は
あ
る
ま
い
が
、
国
語
学
と
い
ふ
こ
と
は
出
来
ぬ

訳
で
あ
る
」

（

五
頁）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
外
国
人
の
日
本
語
研
究
を
扱
う
こ
と
は
、
た

と
え
「
そ
の
結
果
が
見
事
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
わ
れ
わ
れ
は
外
人
の
研
究
だ
か
ら
と
云
つ
て
毛
嫌
す
る
必

要
が
無
い
」

（
六
頁）

と
は
い
う
も
の
の
、
積
極
的
な
意
義
を
見
出
す
の
は
困
難
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
国

語
学
史
に
お
い
て
外
国
人
の
日
本
語
研
究
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
に
つ
い
て
は
、
学
知
の
捉
え
方
そ
の
も

の
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
案
外
重
要
な
視
点
な
の
で
あ
る
。
戦
前
で
も
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
の
日
本

語
研
究
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
国
語（

日
本
語）

史
研
究

資
料
の
た
め
で
あ
っ
て
、
直
接
的
に
宣
教
師
の
日
本
語
観
そ
の
も
の
へ
目
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ

た
。
や
は
り
国
語
学
史
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
外
国
人
の
日
本
語
研
究
で
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
に
よ
る
も
の
の
他
に
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
成
立
し
た

東
洋
学
の
流
れ
を
受
け
た
日
本
研
究
や
、
幕
末
・
明
治
期
の
外
交
官
や
英
米
人
宣
教
師
の
日
本
語
研
究
な
ど

が
存
在
す
る
。
戦
後
、
こ
う
し
た
研
究
に
つ
い
て
も
多
く
の
目
が
向
け
ら
れ
、「
洋
学（

蘭
学
、
英
学）

資
料
」

研
究
と
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
な
言
及
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

例
え
ば
、
松
村
明
『
洋
学
資
料
と
近
代
日
本
語
の

研
究
』
な
ど）

。
そ
れ
で
も
、
外
国
人
の
日
本
語
研
究
に
対
す
る
扱
い
は
、
ま
だ
ま
だ
十
分
な
も
の
と
は
い
え

な
い
状
況
に
あ
る
。

はじめに
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日
本
語
学
史
の
意
味

　
杉
本
つ
と
む
氏
は
『
西
洋
人
の
日
本
語
発
見
』
の
中
で
、「
日
本
人
だ
か
ら
日
本
語
が
わ
か
る
な
ど
と
錯

覚
を
お
こ
し
、
外
国
人
は
日
本
語
が
マ
ス
タ
ー
で
き
ぬ
と
き
め
つ
け
る
日
本
人
の
思
い
あ
が
り
に
、
反
省
材

料
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
筆
者
の
目
的
は
達
し
た
こ
と
に
な
る
」

（

二
頁）

と
述
べ
て
い
る
。
本
書
で

は
、
こ
の
杉
本
氏
に
は
到
底
及
ぶ
べ
く
も
な
い
が
、
少
な
く
と
も
国
語
学
史
上
、
極
め
て
興
味
深
い
ジ
ャ
ン

ル
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
ま
り
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
、
外
国
人（

中
で
も
西
洋
人）

に
よ
る
日
本
語
研
究
に
つ
い
て
、

あ
れ
こ
れ
紹
介
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は
、
日
本
語
へ
の
視
点
を
考
え
る
上
で
、
極
め
て
相
対
的

な
視
座
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
視
点
の
持
つ
意
味
そ
の
も
の
を
、
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
も
な

る
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は
、
外
国
人
の
日
本
語
研
究
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
、「
国
語
学
史
」
は
「
日
本
語

学
史
」
と
し
て
定
置
で
き
る
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
重
要
な
の
は
単
な
る
名
称
の
違
い

と
は
異
な
る
「
日
本
語
学
史
」
と
い
う
あ
り
方
そ
の
も
の
を
吟
味
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
日
本
語
学
史
が
「
日
本
語
学
」
の
「
歴
史
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
日
本
語
学
」
は
、
や
は
り
地
域
や

民
族
か
ら
は
自
由
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
歴
史
を
記
述
す
る
に
は
、
ど
う
し
て
も

「
日
本
」
と
い
う
地
理
的
な
境
界
を
超
え
た
広
が
り
が
必
要
で
あ
る
し
、
異
な
っ
た
視
点
を
持
っ
た
日
本
語

研
究
に
つ
い
て
も
、
相
応
の
言
及
が
不
可
欠
で
あ
る
。
本
書
で
対
象
を
西
洋
人
に
限
定
し
た
の
は
、
あ
く
ま

で
も
便
宜
的
か
つ
筆
者
の
能
力
的
な
問
題
で
あ
っ
て
、
本
来
は
ア
ジ
ア
か
ら
の
視
点
も
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
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は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
し
た
限
界
を
承
知
の
上
で
話
を
進
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
仮
に
、
日
本
人
に
よ
る
日
本
語
研
究
が〈

内〉

の
視
点
に
よ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
外
国
人
の
日
本
語
研
究

と
は〈
外〉
の
視
点
に
よ
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
が
、
そ
も
そ
も
、
言
語
研
究
に
お
い
て
「
内
・
外
」
の
視
点

の
差
な
ど
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
差
が
あ
る
と
思
い
た
い
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も

本
書
が
、
こ
う
し
た
問
い
か
け
に
対
す
る
答
え
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
杉
本
氏
の
口
吻
を
真
似
る
と
す
れ

ば（

何
や
ら
偉
そ
う
で
恐
縮
だ
が）

「
筆
者
の
目
的
は
達
し
た
こ
と
に
な
る
」。
そ
う
し
た
目
論
見
を
秘
め
つ
つ
、

大
変
興
味
深
い
日
本
語
観
察
を
行
っ
た
西
洋
人
に
つ
い
て
、
順
に
紹
介
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
い
き
な
り
外
国
人
の
日
本
語
研
究
に
つ
い
て
話
を
進
め
る
前
に
、
ど
う
し
て
も
確
認
し
て
お

く
べ
き
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
語
研
究
を
行
う
日
本
人
の
視
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

日
本
人
は
日
本
語
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
。
本
格
的
な
日
本
語
研
究
は
い
つ
頃
か
ら
始
ま
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
は
日
本
語
へ
の
自
覚
的
な
認
識
を
問
う
作
業
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
最
初
の
一
歩
は
、
こ
の

辺
り
か
ら
始
め
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。Н

な
お
、
引
用
に
際
し
て
は
、
適
宜
振
り
仮
名
を
付
し
た
箇
所
が
あ
る
。

はじめに
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目
　
　
次

は
じ
め
に
　「
悪
口
の
少
な
い
日
本
語
」
？
⒡
⒢
日
本
語
へ
の
視
点
の
意
味
‥
‥
‥
‥
‥
v

第
一
章
　
日
本
語
は
国
内
で
ど
う
見
ら
れ
て
き
た
の
か
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
�

「
歌
の
言
葉
に
里
言
を
当
つ
る
こ
と
、
梵
経
を
翻
訳
せ
む
が
ご
と
く
」

（

『
あ
ゆ
ひ
抄
』）

第
二
章
　
宣
教
師
言
語
学
の
時
代
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
��

「
日
本
の
手
紙
は
き
わ
め
て
短
く
、
す
こ
ぶ
る
要
を
得
て
い
る
」

（

ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
『
日
欧
文
化
比
較
』）

第
三
章
　
オ
ラ
ン
ダ
商
館
か
ら
見
た
日
本
語
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
��

「
古
代
の
史
記
及
び
学
術
も
、
皆
虚
妄
に
し
て
原
づ
く
所
な
く
」

（
フ
ィ
ッ
セ
ル
『
日
本
風
俗
備
考
』）

第
四
章
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
日
本
学
者
た
ち
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
��

「
複
雑
な
、
時
に
は
曖
昧
と
思
わ
れ
る
日
本
語
の
文
字
」

（

ホ
フ
マ
ン
『
日
本
文
典
』）

目　　次
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第
五
章

幕
末
外
交
官
と
宣
教
師
の
日
本
語
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
���

「
辞
書
ま
た
は
資
料
的
な
助
け
な
く
し
て
は
、
日
本
語
を
学
ぶ
こ
と
が

ど
ん
な
に
む
ず
か
し
い
か
」

（

『
ヘ
ボ
ン
書
簡
集
』）

お
わ
り
に
　
日
本
語
研
究
の〈

内〉

と〈

外〉

⒡
⒢
お
雇
い
外
国
人
の
意
味
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
���

参
考
文
献
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
���

あ
と
が
き
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
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