
「
文
化
と
し
て
の
言
葉

杉
山
康
彦
@
前
共
同
研
究
機
構
委
員
長

共
同
研
究
機
構
と
し
て
は
各
研
究
グ
ル
ー
プ
に
共
同
研

究
機
構
の
研
究
発
表
集
会
へ
の
参
加
を
お
願
い
し
、
昨
年

度
は
六
回
、
今
年
度
は
既
に
一
回
開
催
し
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
と
は
別
に
機
構
委
員
会
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企

画
し
ま
し
た
。
こ
の
テ
l
マ
は
私
が
教
員
の
皆
ち
ん
と
の
、

い
ろ
い
ろ
な
場
で
の
雑
談
の
中
か
ら
出
た
も
の
で
、
そ
の

後
委
員
会
そ
の
他
の
教
員
の
方
と
話
し
合
う
中
で
、
こ
の

テ
l
マ
な
ら
学
部
学
科
を
越
え
、
今
ま
で
の
人
間
関
係
を

越
え
た
形
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
が
接
触
し
、
ス
パ
ー
ク

し
、
和
光
大
学
の
教
員
ス
タ
ッ
フ
な
ら
で
は
の
な
に
が
し

か
の
も
の
を
追
求
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
も
の

で
す
。こ

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
何
を
目
指
す
の
か
、
私
自
身
明

快
で
は
な
い
の
で
す
が
、
以
下
い
ま
漠
然
と
私
が
考
え
て あ

な
た
と
私
の
世
界
」
に
向
け
て
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い
る
こ
と
を
申
し
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
日
米
経
済
摩
擦
と
い
う
こ
と
が
い
わ

れ
、
そ
の
基
底
に
は
文
化
摩
擦
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
日
本
人
は
は
っ
き
り
も
の
を

い
わ
な
い
、
日
本
人
は
う
そ
つ
き
だ
、
日
本
語
は
論
理
的

で
な
い
、
そ
う
い
わ
れ
て
見
る
と
そ
う
な
の
か
な
と
思
わ

せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
と
は
コ
ト
パ
と
い
う

こ
と
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
コ
ト
パ
が
文
化
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
も
い

わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
こ
の
よ
う
な
問
題
を
コ

ト
パ
を
通
し
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
初
教
員
仲
間
で
、
私
が
学
生
の
こ
と
を
「
ち
ゃ
ん
」

づ
け
で
は
呼
ば
な
い
、
呼
べ
な
い
と
い
い
ま
す
と
呼
ぶ
と

い
う
人
と
呼
ば
な
い
と
い
う
人
と
が
あ
り
、
私
は
夫
婦
問



で
は
自
分
の
こ
と
を
つ
い
時
々
「
オ
レ
」
と
呼
ぶ
こ
と
が

あ
る
が
、
夫
婦
げ
ん
か
の
と
き
は
「
ポ
ク
」
に
な
る
な

E

と
い
う
こ
と
ま
で
ま
た
色
々
な
話
が
出
ま
し
た
。
日
本
語

の
場
合
こ
の
よ
う
な
人
称
、
呼
称
が
相
手
と
の
関
係
、
そ

の
場
に
よ
っ
て
微
妙
に
変
っ
て
い
ま
す
。
英
語
で
は

F
3
F
Z・
各
ぬ
と
常
に
明
快
で
、
こ
の
点
著
し
い
相
違
が

あ
る
よ
う
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
の
言
語
学
者
、

E
・
パ
ン
ヴ

エ
ニ
ス
ト
に
い
わ
せ
ま
す
と
「
動
詞
の
な
か
に
な
ん
ら
か

の
方
法
で
人
称
の
区
別
が
示
さ
れ
て
い
な
い
言
語
は
、
知

ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
存
在
し
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
」

(
『
動
詞
に
お
け
る
人
称
関
係
の
構
造
』
一
九
六
四
高
塚

洋
太
郎
訳
)
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
日
本
一
語
は
パ
ン
ヴ
ェ

ニ
ス
ト
の
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
日
本
語
は

主
語
で
あ
る
人
称
代
名
詞
に
よ
っ
て
述
語
で
あ
る
動
詞
が

変
化
し
ま
せ
ん
。
こ
の
点
韓
国
・
朝
鮮
語
も
日
本
語
に
近

い
よ
う
で
す
。

ま
た
言
語
学
者
柳
父
章
さ
ん
に
い
わ
せ
ま
す
と
「
『
私
』

『
君
』
『
あ
な
た
』
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
も
、
日
常
私
た
ち

は
で
き
る
限
り
使
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
西
欧
文
を

日
本
文
に
翻
訳
す
る
と
き
、
直
訳
す
る
と
、

E
う
し
て
も

日
本
文
と
し
て
は
多
す
ぎ
る
結
果
に
な
る
」
(
『
翻
訳
と
は

何
か
|
日
本
語
と
翻
訳
文
化

l
』
一
九
七
六
・
八
法
政

大
学
出
版
局
)
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
こ
う
い
う
こ

と
が
我
々
の
思
考
の
仕
方
、
文
化
の
あ
り
方
に
関
係
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。

仏
文
学
者
で
あ
り
、
留
学
者
で
も
あ
る
森
有
正
さ
ん
は

『
経
験
と
思
考
』
(
初
出
『
思
想
』
一
九
七

0
・
一
一

1
七

一
了
一
の
論
文
を
没
後
に
集
め
た
も
の
)
と
い
う
本
の
中

で
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
こ
で

森
さ
ん
は
「
日
本
人
に
お
い
て
は
、
『
汝
』
に
対
立
す
る
の

は
『
私
』
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
対
立
す
る
も
の
も
ま

た
相
手
に
と
っ
て
の
『
汝
』
な
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
強

調
し
ま
す
。
そ
し
て
例
え
ば
親
子
の
場
合
、
「
子
は
自
分
の

中
に
存
在
の
根
拠
を
も
っ
『
私
』
で
は
な
く
、
当
面
『
汝
』

で
あ
る
親
の
『
汝
』
と
し
て
自
分
を
経
験
」
し
て
い
る
の

だ
と
し
、
す
べ
て
は
「
私
と
汝
」
で
な
く
「
汝
と
汝
」
の

関
係
の
中
に
相
対
す
る
と
い
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
関
係

を
森
さ
ん
は
「
二
項
結
合
方
式
」
「
二
項
方
式
」
さ
ら
に
「
私

的
二
項
方
式
」
と
名
付
け
て
い
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
二
項
方
式
の
自
他
は
「
互
に
相
手
に
対
し

て
秘
密
の
な
い
関
係
」
と
い
う
親
密
性
を
持
っ
て
お
り
、

あ
ら
ゆ
る
他
人
の
参
与
を
排
除
す
る
の
だ
と
い
い
ま
す
。

さ
ら
に
こ
の
二
項
方
式
は
垂
直
性
を
持
っ
て
お
り
、
身
分

関
係
が
深
〈
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
強
調
し
ま
す
。
そ
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し
て
森
さ
ん
は
、

「
日
本
語
に
お
い
て
は
、
一
人
称
が
真
に
一
人
称
と
し

て
、
独
立
に
発
言
す
る
こ
と
が
、
不
可
能
で
な
い
と
し

て
も
極
度
に
困
難
で
あ
る
。
一
人
称
が
真
に
一
人
称
と

し
て
発
言
す
る
と
い
う
こ
と
、
「
二
項
」
関
係
の
外
に
立

っ
て
発
言
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
他
に

と
っ
て
は
、
三
人
称
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

と
い
い
、
日
本
語
に
つ
い
て
極
め
て
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク

で
す
。
我
々
の
こ
の
よ
う
な
思
考
の
あ
り
方
が
、
日
本
語

に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
こ
と
は
重
大
で
す
。

* 

国
語
学
者
、
佐
久
間
鼎
さ
ん
の
「
言
語
に
お
り
る
水
準

転
移
(
特
に
日
本
語
に
お
け
る
人
代
名
詞
の
変
遷
に
つ
い

て
)
」
(
一
九
三
七
)
な

E
は
こ
う
し
た
問
題
に
目
を
向
け

た
先
達
的
論
文
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
言
語
学
者
、

鈴
木
孝
夫
さ
ん
は
こ
の
よ
う
な
問
題
に
早
く
か
ら
取
り
組

ま
れ
た
研
究
者
で
す
。
そ
れ
は
『
こ
と
ば
と
文
化
』
(
一
九

七
三
・
五
岩
波
新
書
)
に
要
約
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
最
終
章
は
「
人
を
表
わ
す
こ
と
ば
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

鈴
木
さ
ん
は
こ
こ
で
は
、
日
本
語
で
は
英
語
の
よ
う
に
人

称
は
明
快
で
な
く
、
「
わ
た
し
」
「
お
れ
」
「
お
ま
え
」
と
い

う
呼
び
方
が
多
様
で
あ
る
と
い
う
だ
り
で
な
く
、
お
父
き
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ん
、
お
じ
さ
ん
と
い
っ
た
親
族
名
称
、
課
長
、
先
生
と
い

っ
た
地
位
名
称
、
職
業
名
称
で
呼
ぶ
こ
と
も
多
〈
、
こ
れ

ら
は
一
人
称
、
二
人
称
、
三
人
称
と
呼
ぷ
よ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
「
自
称
詞
」
「
対
象
詞
」
「
他
称
詞
」
と
呼
ん
だ
方
が
日

本
語
に
即
し
て
い
る
と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
森

さ
ん
の
い
わ
れ
る
垂
直
性
に
つ
い
て
具
体
的
な
分
析
を
さ

れ
、
例
え
ば
親
族
同
士
の
対
話
に
つ
い
て
は
、
五
つ
の
原

則
を
提
示
さ
れ
ま
す
。
(
五
)
は
例
え
ば
、
弟
が
兄
に
対
し

て
「
兄
さ
ん
」
と
呼
ぶ
が
、
兄
が
弟
を
「
弟
ち
ゃ
ん
」
と

は
呼
ば
な
い
よ
う
に
、
話
し
手
は
地
位
の
下
の
者
を
相
手

に
す
る
と
き
は
、
自
分
を
相
手
の
立
場
か
ら
見
た
親
族
名

称
で
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、
逆
の
場
合
は
そ
れ
が
で
き

な
い
。
と
い
う
よ
う
に
大
変
明
快
に
論
理
化
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
こ
の
「
親
族
名
称
の
虚
構
的
用
法
」
と
い
う
こ

と
で
、
例
え
ば
夫
の
帰
宅
の
遅
い
こ
と
を
「
パ
パ
遅
い
ね
。

ど
う
し
た
の
か
し
ら
」
な

E
と
い
う
と
き
の
「
パ
パ
」
は

自
分
の
子
供
を
基
準
と
し
た
虚
構
的
な
呼
び
方
、
て
、
ニ
の

子
供
の
視
点
へ
の
歩
み
よ
り
を
、
共
感
的
同
一
化
と
呼
ん

で
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
親
族
名
称
の
使
い

方
は
日
本
人
の
あ
る
種
の
行
動
様
式
と
対
応
す
る
点
が
あ

る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
鈴
木
さ
ん
は
、
こ
の
よ
う
な

研
究
が
い
ま
ま
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

日
本
の
近



代
の
・
一
一
一
同
語
学
が
師
と
仰
ぎ
、
模
範
と
し
た
西
洋
の
言
語
学

に
は
こ
の
よ
う
な
視
点
が
欠
け
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
最
後
は
、

「
日
本
語
に
見
ら
れ
る
こ
の
自
己
視
点
の
対
象
依
存

的
な
構
造
は
、
私
た
ち
日
本
人
が
未
知
の
他
人
と
気
安

く
こ
と
ば
を
か
わ
す
、
』
と
を
好
ま
な
い
と
い
う
行
動
様

式
と
無
関
係
で
は
な
い
と
岡
山
わ
れ
る
。
」

と
し
、
さ
ら
に
外
国
人
を
相
手
に
す
る
と
き
、

「
相
手
に
同
化
し
、
甘
え
る
こ
と
に
馴
れ
て
い
る
日
本

人
は
、
つ
い
自
己
を
相
手
に
投
射
し
、
相
手
に
依
存
す

る
。
そ
し
て
相
手
も
ま
た
こ
ち
ら
に
同
調
し
て
く
れ
る

噂
』
と
を
期
待
し
て
し
ま
う
。
」

と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
森
有
正
さ
ん
の
二
項
方
式
の
論

と
重
な
り
ま
す
。
鈴
木
さ
ん
も
森
さ
ん
同
様
大
変
ペ
シ
ミ

ス
テ
ィ
ッ
ク
な
仕
儀
に
な
り
ま
す
。

最
近
私
は
竹
内
真
澄
さ
ん
と
い
う
方
の
「
三
人
称
と
し

て
の
社
会
科
学
〈
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
生
産
力
〉
に

立
脚
し
た
新
し
い
言
語
形
成
へ
向
け
て
」
(
季
刊
『
窓
』
一

九
九
二
春
号
)
と
い
う
文
章
を
読
み
ま
し
た
。
こ
の
冒

頭
の
節
は
「
三
人
称
な
き
今
日
の
梢
神
状
況
」
と
あ
り
ま

す
。
こ
こ
で
は
今
の
大
学
生
の
学
生
た
ち
に
「
『
歴
史
』
や

『
社
会
』
の
こ
と
を
話
.
姐
に
す
る
の
は
、
ダ
サ
イ
、
つ
ま

ら
な
い
、
退
屈
な
こ
と
で
し
か
な
い
」
と
い
う
風
潮
が
あ

り
、
森
有
正
さ
ん
の
い
う
三
人
称
の
弱
さ
で
は
な
い
か
と

い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
社
会
科
学
に
と
っ

て
内
在
的
な
重
大
な
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
竹
内
さ
ん
は
今
こ
の
コ
二
人
称
」
の
問
題
が
歴

史
的
転
換
点
を
迎
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
さ
れ
、

「
こ
こ
で
、
ポ
ス
ト
戦
後
社
会
の
問
題
状
況
と
い
う
の

は
、
日
本
の
〈
労
働
生
産
力
〉
の
強
さ
が
米
ソ
に
よ
る

世
界
支
配
の
構
図
を
経
済
而
か
ら
突
き
崩
し
、
東
欧
、

ソ
述
の
崩
壊
に
よ
っ
て
世
界
全
体
を
〈
倍
加
さ
れ
た
労

働
生
産
力
ゲ
!
ム
〉
に
巻
き
込
ん
で
い
く
こ
と
か
ら
生

じ
る
一
連
の
問
題
状
況
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
方
で
〈
労

働
生
産
力
ゲ

l
ム
〉
に
敗
退
す
れ
ば
世
界
の
底
辺
へ
蹴

落
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
と
他
方
で
は
〈
労
働
生
産
力

ゲ
l
ム
〉
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
〈
限
り
、
環
境
破
壊
と

南
北
問
題
を
通
じ
て
、
結
局
は
人
類
が
生
存
の
危
機
に

み
ま
わ
れ
る
可
能
性
と
を
同
時
対
極
的
に
提
起
し
、
こ

の
ジ
レ
ン
マ
の
な
か
に
私
た
ち
全
体
を
つ
な
ま
止
め
る

よ
う
な
問
題
状
況
で
あ
る
。
」

と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
竹
内
さ
ん
は
森
風
の
三

人
称
を
「
人
格
権
と
し
て
の
三
人
称
」
と
呼
ぴ
、
こ
の
三
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人
称
が
著
し
く
弱
い
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
号
一

?ι
ぱ
「
効

率
主
義
」
「
貨
幣
」
が
異
常
に
強
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
を
「
物
権
と
し
て
の
三
人
称
」
と
呼
ん
で
お
ら
れ
ま

す
。
そ
し
て
日
本
で
は
、
こ
の
両
者
の
緊
張
が
極
め
て
弱

い
こ
と
を
強
調
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
を
乗
り
越

え
る
た
め
に
、
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
生

産
力
の
制
御
と
い
う
こ
と
で
〈
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的

生
産
力
V

と
い
う
も
の
を
提
唱
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
こ
の
コ
ニ
人
称
」
は
、
現
在
の

若
も
の
の
世
代
で
は
い
よ
い
よ
弱
体
化
、
衰
退
化
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
東
西
の
冷
戦
構
造
が
崩

壊
し
た
現
在
の
世
界
構
造
の
問
題
で
も
あ
っ
て
、
両
者
は

相
呼
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

* 

文
学
研
究
の
分
野
で
も
比
較
的
最
近
、
こ
の
人
称
、
呼

称
の
問
題
が
文
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
ひ
と
つ
の
挺
子
に

な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
は
こ
の
問
題
は
必

ず
し
も
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
日
本
一
語
の
内
部
か
ら
そ
れ
を
越
え
て
い
く
と
い
う

形
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
例
え
ば
日

本
文
学
の
方
の
若
き
ホ

l
プ
小
森
陽
一
さ
ん

l
和
光
大

学
に
も
何
回
か
講
義
を
し
て
い
た
だ
き
、
今
年
も
「
小
説

の
可
能
性
」
と
い
う
講
義
を
や
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
ー

は
『
構
造
と
し
て
の
語
り
』
(
一
九
八
八
・
四
新
蹴
社
)

な

E
で
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
は
「
お
そ
ら
く
こ
の
過
程
(
杉
山
注
、
坪
内
迫
遥
の

小
説
の
方
法
)
に
は
、
西
欧
的
小
説
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ

る
『
神
の
視
点
』
に
立
つ
地
の
文
の
文
体
を
つ
い
に
成
立

さ
せ
え
な
か
っ
た
、
日
本
の
『
近
代
小
説
』
の
宿
命
が
あ

ら
わ
れ
て
い
る
」
と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
森
有
正

さ
ん
の
「
三
人
称
」
の
問
題
と
か
か
わ
る
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
し
て
「
『
日
本
語
』
の
文
章
構
造
は
本
質
的
に
二

人
称
的
、
つ
ま
り
発
語
の
場
を
、
語
り
手
と
聞
き
手
が
共

に
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
も

い
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
二
人
称
的
と
い
う
こ
と
も
森
さ
ん

の
二
項
方
式
と
い
う
こ
と
と
か
か
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
が
、
小
森
さ
ん
は
こ
れ
を
必
ず
し
も
日
本
語
の
マ
イ
ナ

ス
要
因
の
み
と
し
て
は
と
ら
え
ず
、
こ
れ
を
日
本
の
近
代

小
説
が
ど
の
よ
う
に
越
え
て
い
っ
た
か
と
い
う
文
脈
で
追

求
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

例
え
ば
夏
目
激
石
の
『
坊
ち
ゃ
ん
』
は
「
お
れ
」
の
一

人
称
小
説
で
す
が
、
こ
れ
は
一
方
で
は
「
お
れ
」
の
全
き

了
解
者
(
分
身
)
で
あ
る
下
女
「
清
」
に
向
か
っ
て
語
る

小
説
で
、
そ
の
点
か
ら
見
れ
ば
二
項
方
式
の
、
「
三
人
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称
」
、
他
者
の
な
い
甘
え
の
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
こ
の
小
説
は
同
時
に
「
坊
ち
ゃ
ん
」
を
「
な
ぜ
そ
ん

な
に
無
閣
を
し
た
か
」
と
問
い
詰
め
る
潜
在
的
聞
き
手
、

〈
常
識
あ
る
他
者
〉
を
も
内
包
し
て
お
り
、
こ
の
両
者
が

葛
藤
す
る
と
い
う
よ
う
な
趣
旨
を
論
じ
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
こ
の
小
説
の
背
後
に
「
三
人
称
」
が
出
現
す
る
と
い
う

風
に
と
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
最
近
、
亀
井
秀
雄
さ
ん
の
「
『
坊
ち
ゃ
ん
』
|
「
お

れ
」
の
位
置
・
「
お
れ
」
へ
の
欲
望
」
(
『
国
文
学
解
釈
と
教

材
の
研
究
』
一
九
九
二
・
五
)
と
い
う
論
文
が
発
表
さ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
は
ま
ず
「
な
ぜ
か
れ
は
自
分
を
呼
ぷ
の
に

『
お
れ
』
と
い
う
代
名
詞
を
選
ん
だ
の
か
」
と
書
き
始
め

ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
小
説
は
四
国
か
ら
帰
郷
し
、
「
清
」
が

亡
く
な
っ
た
後
に
書
か
れ
た
と
い
う
形
の
小
説
で
す
。
そ

れ
で
亀
井
さ
ん
は
「
お
れ
」
は
少
年
時
代
父
親
か
ら
は
「
賞

様
」
呼
ば
わ
り
さ
れ
、
「
清
」
か
ら
は
「
あ
な
た
」
と
敬
称

で
呼
ば
れ
て
い
た
段
階
で
は
「
お
れ
」
と
は
自
称
し
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
い
、
父
親
が
死
ん
で
一
家
離
散

し
て
下
宿
す
る
段
階
で
「
清
」
が
「
あ
な
た
」
を
や
め
て

「
坊
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ぴ
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、
「
お
れ
」
と

自
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
定
し
ま
す
。
「
坊

ち
ゃ
ん
」
と
「
お
れ
」
は
対
な
の
で
す
。

「
『
お
れ
』
は
、
清
が
誉
め
て
く
れ
る
意
味
で
『
坊
ち

ゃ
ん
』
た
る
自
分
を
自
認
し
、
つ
ま
り
『
坊
ち
ゃ
ん
』

ア
イ
ヂ
ィ
シ
テ
ィ
7
ァ
イ

た
る
こ
と
を
引
き
受
け
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の

た
め
に
は
自
分
を
誉
め
て
く
れ
る
清
自
身
の
『
心
の
締

麗
さ
』
の
発
見
が
必
要
だ
っ
た
。
」

と
あ
り
ま
す
が
、
「
お
れ
」
と
い
う
自
称
は
こ
の
よ
う
な
ア

イ
デ
ィ
ン
テ
ィ
フ
ア
イ
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ

と
で
す
。
清
が
死
ぬ
と
「
清
」
に
と
っ
て
の
「
坊
ち
ゃ
ん
」

も
死
に
ま
す
。
つ
ま
り
「
お
れ
」
の
ア
イ
デ
ィ
ン
テ
ィ
テ

イ
も
失
わ
れ
る
の
で
す
が
、
亀
井
さ
ん
は
こ
の
小
説
は
こ

の
ア
イ
デ
ィ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
守
る
た
め
に
語
ら
れ
た
「
お

れ
」
へ
の
欲
望
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、

こ
れ
は
私
の
付
言
で
す
が
、
読
者
は
こ
の
小
説
の
末
尾
の

と
こ
ろ
で
「
お
れ
」
と
「
坊
ち
ゃ
ん
」
の
二
項
方
式
の
甘

え
か
ら
放
り
出
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
孤
独
な
一
人
称

l

三
人
称
が
か
い
ま
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い

ま
す
。
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そ
し
て

野
口
武
彦
さ
ん
は
『
批
評
空
間
』
と
い
う
季
刊
誌
(
一

九
九
二
・
六
恥

5
)
で
コ
ニ
人
称
の
発
見
ま
で
」
と
い
う

評
論
の
連
載
を
始
め
て
い
ま
す
。
こ
の
文
章
は

江
戸
時
代
は
、
三
人
称
を
知
ら
な
か
っ
た
。



日
本
文
学
が
『
人
称
』
の
問
題
と
ぶ
つ
つ
か
っ
た
の
は
、

明
治
二

O
年
(
一
八
八
七
)
前
後
に
成
し
遂
げ
た
言
文

一
致
と
い
う
出
来
事
の
う
ち
に
で
あ
っ
た
。

と
書
き
始
め
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
「
文
学
史
上
の
『
近
代
』

は
、
或
る
基
本
的
な
視
覚
か
ら
眺
め
る
な
ら
ば
、
三
人
称

の
発
見
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の

道
筋
を
近
世
浄
瑠
璃
か
ら
探
ろ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

か
ン
イ
シ
ソ
プ

ま
た
同
じ
〈
最
近
の
も
の
で
い
い
ま
す
と
申
寅
獲
さ
ん

に
「
呼
び
か
け
る
『
私
』
、
呼
び
か
け
ら
れ
る
『
君
』
|
『
生

ま
れ
出
づ
る
悩
み
』
論

l
(季
刊
『
文
学
』
一
九
九
二
・

四
恥
2
)
」
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
と

こ
ろ
日
本
文
学
研
究
で
は
こ
の
人
称
、
呼
称
の
問
題
が
、

諮
り
の
問
題
と
し
て
一
つ
の
焦
点
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
ま
す
。

ま
た
芥
川
賞
受
賞
作
家
、
松
村
栄
子
(
一
九
六
一
生
ま

れ
)
に
『
僕
は
か
「
や
姫
』
(
一
九
九
了
五
)
と
い
う
小

説
が
あ
り
ま
す
。
伝
統
あ
る
女
子
高
の
文
芸
部
の
生
徒
た

ち
を
中
心
と
し
た
物
語
。

「
裕
生
に
は
い
く
つ
か
の
呼
び
名
が
あ
る
。
千
田
さ

ん
、
千
問
先
輩
、
ヒ
ロ
、
裕
生
、
物
覚
え
の
惑
い
先
生

は
セ
ン
ダ
と
呼
ぴ
、
そ
し
て
佳
奈
は
裕
生
を
フ
ル
、
千
l

ム
で
呼
ぷ
。
裕
生
も
彼
女
を
フ
ル
ネ
l
ム
で
呼
ぶ
。

シ
ョ
ウ

尚
子
の
こ
と
は
〈
尚
〉
と
呼
ぶ
。
(
中
略
)
尚
子
の
ペ

ン
ネ
ー
ム
は
〈
辻
倉
尚
〉
だ
っ
た
。
裕
生
も
尚
子
も
自

分
の
こ
と
を
〈
僕
〉
と
呼
ん
で
い
た
。

原
田
も
そ
う
だ
つ
た
。
そ
れ
が
自
然
だ
っ
た
。

彼
(
女
)
ら
は
不
良
で
も
な
か
っ
た
し
、
男
に
な
り
た

か
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。

女
ら
し
〈
す
る
の
が
嫌
だ
っ
た
。
優
等
生
ら
し
く
す

る
の
が
嫌
だ
っ
た
。
人
間
ら
し
く
す
る
の
も
嫌
だ
っ
た
。

E
れ
も
自
分
を
間
違
っ
て
塗
り
つ
ぶ
す
、
そ
う
感
じ
た

の
は
い
つ
頃
だ
っ
た
ろ
う
。
器
用
に
こ
な
し
て
い
た
〈
ら

し
さ
v

の
す
べ
て
が
疎
ま
し
く
な
っ
て
、
す
べ
て
を
漉

過
す
る
よ
う
に
〈
僕
〉
に
な
り
、
そ
う
し
た
ら
ひ
ど
く

解
放
さ
れ
た
気
が
し
た
。
女
子
高
に
来
る
と
他
に
も

〈
僕
〉
た
ち
は
い
っ
ぱ
い
い
て
、
裕
生
は
の
び
の
び
と

〈
僕
〉
で
あ
る
こ
と
が
で
き
た
。

要
す
る
に
否
定
と
矩
絶
か
ら
な
る
〈
僕
〉
は
、
の
び

や
か
で
透
明
だ
っ
た
け
れ
ど
、
虚
ろ
に
弱
々
し
く
も
あ

っ
た
。
」

こ
の
千
田
裕
生
は
、
ク
ラ
ブ
の
合
宿
の
あ
る
事
を
境
に

し
て
〈
わ
た
し
〉
と
呼
ぷ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
お
ご

そ
か
な
移
行
は
私
を
泣
か
せ
ま
す
。
女
の
性
、
そ
の
宿
命
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を
哀
れ
む
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
女
で
も
男
で

も
少
年
か
ら
大
人
へ

E
の
よ
う
に
越
え
て
行
〈
の
か
、
そ

れ
は
古
今
を
問
わ
ず
重
い
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
源
氏
物

語
の
あ
の
顔
を
「
赤
く
す
り
な
し
」
、
髪
を
「
け
づ
る
こ
と

を
う
る
さ
が
」
る
若
紫
は
い
か
に
し
て
大
人
と
な
る
か
、

「
坊
ち
ゃ
ん
」
は
純
粋
を
捨
て

E
の
よ
う
な
大
人
に
な
る

の
か
、
「
三
四
郎
」
然
り
、
大
江
健
三
郎
の
『
芽
む
し
り
仔

撃
ち
』
の
少
年
の
〈
僕
〉
も
小
説
の
末
尾
で
自
ら
選
ん
で

大
人
の
世
界
へ
放
り
出
さ
れ
ま
す
。
ど
の
物
語
も
俗
な
る

大
人
を
拒
絶
し
、
か
つ
少
年
と
離
別
し
ま
す
。
『
僕
は
か
寸

や
姫
』
は
そ
の
現
代
版
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
小
説
で
は

人
称
、
呼
称
と
い
う
も
の
が
、
主
人
公
に
も
意
識
さ
れ
、

顕
在
化
し
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
そ
こ
に
は
二
項
方
式
で

な
い
一
人
称

l
三
人
称
の
〈
僕
〉
〈
わ
た
し
〉
が
誕
生
し
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

英
文
学
者
、
栗
原
裕
さ
ん
の
著
書
『
文
芸
の
こ
と
ば
』

(
一
九
九
一
・
一
沖
積
社
)
に
は
「
人
称
論
」
と
い
う

章
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

川
人
の
言
う
こ
と
は
よ
く
聞
く
も
の
だ
。

例
人
の
言
う
こ
と
は
聞
き
た
く
な
い
ね
。

の
人
称
を
問
題
に
し
ま
す
。
そ
し
て
英
語
の
場
合
で
も
人

称
の
戸
可
O
F
F
?と
い
う
よ
う
に
単
純
で
は
な
い
こ
と
を

論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

ま
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
作
家
で
も
あ
る
玉
木
明
さ
ん

は
『
言
語
と
し
て
の
ニ
ュ

1
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
』
(
一
九

九
二
・
二
学
芸
書
林
)
の
中
に
「
武
器
と
し
て
の
『
三

人
称
』
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ

l
ト
事
件
と
ニ
ュ
!
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
」
と
い
う
章
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
カ

l
ル
・
パ

l

ン
ス
タ
イ
ン
と
ポ
プ
・
ウ
ッ
ド
ワ

l
ド
と
い
う
二
人
の
著

者
の
『
最
後
の
日
々
』
を
論
じ
た
も
の
で
す
が
、
玉
木
さ

ん
は
こ
の
前
著
『
大
統
領
の
陰
謀
』
が
、
す
べ
て
「
当
事

者
の
視
点
」
で
語
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
の
本
は
そ

の
「
視
点
」
で
は
諮
り
え
な
か
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る

と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

二
人
の
著
者
は
、
そ
の
情
報
は
「
記
録
に
載
る
」
が
、

「
情
報
提
供
者
の
身
分
は
伏
せ
る
」
と
い
う
ル

l
ル
は
守

る
。
し
か
し
例
え
ば
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
国
務
長
官
室
の
内

部
を
再
現
し
た
部
分
が
あ
り
ま
す
。
極
め
て
リ
ア
ル
な
表

現
で
す
が
、
こ
こ
か
ら
は
情
報
提
供
者
は
誰
と
限
定
で
き

ま
せ
ん
。
そ
し
て
結
局
こ
の
文
章
の
構
文
は
「
『
キ
ッ
シ
ン

ジ
ャ
ー
は
:
:
:
』
と
門
口
が
私
(
パ
!
ン
ス
タ
イ
ン
ま
た

は
ウ
ッ
ド
ワ

l
ド
)
に
語
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
隠
し
持

っ
て
い
る
と
玉
木
さ
ん
は
い
い
ま
す
。
門
口
が
そ
れ
で
す
。

な
ぜ
そ
う
な
る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
が
コ
ニ
人
称
」
の
構
文
だ
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か
ら
で
す
。

コ
二
人
称
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
構
文
に
含
ま
れ
る
内
容

が
「
語
り
手
H
私
」
を
経
由
す
る
こ
と
な
く
、
直
接
そ
の

構
文
の
「
主
語
H
二
人
称
」
へ
と
結
合
さ
れ
る
。

二
人
は
こ
の
「
三
人
称
」
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
、
け
っ

し
て
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
内
部
を
描
く
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
、
こ
こ
で
は
コ
二
人
称
」
は
武
器
だ
と
い
う
の
で
す
。

こ
れ
も
英
語
の
場
合
の
話
、
で
す
。

色
々
な
話
を
持
ち
出
し
て
恐
縮
で
す
が
、
問
題
は
ま
ず

ま
ず
漠
然
と
し
て
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う

い
う
状
況
の
中
で
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
何
を
聞
い
う
る

か
、
私
自
身
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
を
皆
さ
ん
の
、

そ
し
て
聴
衆
と
の
話
合
い
の
中
で
い
く
ば
く
か
の
-
』
と
を

あ
き
ら
か
に
し
て
行
き
た
い
と
思
う
の
で
す
。

鈴
木
勤
介
さ
ん
に
は
、
本
学
学
生
諸
君
の
協
力
を
得
る

は
ず
の
「
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
を
も
と
に
、
い
ま
の
若
者

の
現
状
を
報
告
し
て
い
た
だ
く
予
定
、
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
人
称
、
呼
称
の
特
質
は
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
と
か
か
わ

り
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
「
神
の
視
点
」
と
い
う
こ
と
も
書

き
・
ま
し
た
が
、
神
と
の
問
答
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
思
い

ま
す
。
そ
う
い
う
視
点
と
か
か
わ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

永
津
峻
さ
ん
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
図
像
に
つ
い
て
こ
の
よ

う
な
問
.
姐
を
論
じ
て
い
た
だ
け
る
か
と
忠
い
ま
す
。
松
山

幹
秀
さ
ん
は
英
語
の
立
場
か
ら
、
劉
孝
鐙
さ
ん
は
韓
国
・

朝
鮮
語
の
立
場
か
ら
、
塩
崎
文
雄
さ
ん
に
は
文
学
の
立
場

か
ら
お
話
し
が
あ
る
は
ず
で
す
。
そ
し
て
大
学
の
キ
ャ
ン

パ
ス
で
は
な
く
、
社
会
へ
出
た
大
人
た
ち
、
企
業
で
は
こ

う
い
う
問
題
は
現
状
と
し
て
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ

う
い
う
こ
と
を
ジ
ェ
ン
ダ
l
の
問
題
を
も
合
め
て
影
山
裕

子
さ
ん
に
、
そ
の
体
験
を
通
じ
て
お
話
し
い
た
だ
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

以
上
が
私
個
人
の
当
面
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
ど
う

か
そ
の
枠
を
越
え
て
お
話
し
て
い
た
だ
き
、
話
合
い
を
展

開
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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