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テ
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マ

言
語
論

も
の
と
こ
と
ば

鈴す
ず

木き

孝た
か

夫お

考
え
て
み
る
と
︑
私
た
ち
は
な
ん
と
ま
あ
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
も﹅

の﹅

に
囲
ま
れ
て
生
活

し
て
い
る
こ
と
か
︒

私
が
今
向
か
っ
て
い
る
机
の
上
に
は
︑
電
気
ス
タ
ン
ド
︑
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
︑
灰
皿
︑
本
︑
手
紙
︑

原
稿
用
紙
︑
ボ
ー
ル
ペ
ン
︑
消
し
ゴ
ム
︑
ラ
イ
タ
ー
︑
鉛
筆
な
ど
が
雑
然
と
散
ら
か
っ
て
い
る
︒

引
き
出
し
を
開
け
れ
ば
︑
こ
こ
に
は
細
か
い
文
房
具
︑
画が

鋲
び
ょ
う

︑
鋏

は
さ
み

︑
鍵
︑
ホ
チ
キ
ス
︑
ナ
イ
フ
︑
名

刺
の
束
な
ど
何
十
種
類
も
の
品
物
が
︑
ぎ
っ
し
り
だ
︒

私
が
身
に
つ
け
て
い
る
も
の
だ
け
で
も
︑
洋
服
︑
セ
ー
タ
ー
︑
ネ
ク
タ
イ
︑
ワ
イ
シ
ャ
ツ
︑
靴
下
に

始
ま
っ
て
︑
眼
鏡
︑
腕
時
計
︑
バ
ン
ド
な
ど
︑
十
指
で
は
と
う
て
い
数
え
切
れ
な
い
︒

こ
の
調
子
で
︑
人
間
が
作
り
出
し
︑
利
用
し
て
い
る
製
品
の
種
類
を
考
え
て
み
る
と
︑
見
当
も
つ
か

な
い
ほ
ど
の
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

ま
た
自
然
界
に
は
︑
何
万
と
い
う
鳥
類
や
動
物
の
種
類
が
い
る
︒
昆
虫
は
何
十
万
種
と
も
言
わ
れ
る
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し
︑
そ
の
う
え
膨
大
な
数
の
植
物
が
あ
る
︒
そ
し
て
こ
れ
ら
は
す
べ
て
固
有
の
名
称
を
持
っ
て
い
る
の

だ
︒名

前
が
つ
い
て
い
る
の
は
︑
も﹅

の﹅

だ
け
で
は
な
い
︒
物
体
の
動
き
︑
人
間
の
動
作
に
始
ま
っ
て
︑
心

の
動
き
な
ど
と
い
う
︑
微
妙
な
こ﹅

と﹅

に
も
︑
い
ち
い
ち
そ
れ
を
表
す
こ
と
ば
が
あ
る
︒
事
物
の
性
質
に

も
︑
い
や
事
物
と
事
物
の
関
係
に
さ
え
︑
そ
れ
を
表
す
適
切
な
こ
と
ば
が
対
応
し
て
い
る
の
だ
︒

こ
ん
な
調
子
で
︑
世
界
に
は
︑
は
た
し
て
何
種
類
の
も﹅

の﹅

︵
事
物
や
対
象
︶
や
︑
こ﹅

と﹅

︵
動
き
︑
性

質
︑
関
係
な
ど
︶
が
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
み
る
と
︑
気
が
遠
く
な
る
ほ
ど
で
あ
る
︒

し
か
も
も﹅

の﹅

や
こ﹅

と﹅

の
数
︑
そ
し
て
そ
れ
に
対
応
す
る
こ
と
ば
の
数
は
︑
今
述
べ
た
よ
う
な
事
物
や

性
質
の
数
の
︑
単
な
る
総
和
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒

た
と
え
ば
自
動
車
と
い
う
一
種
類
の
も
の
が
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
︑
約
二
万
個
の
部
品
か
ら
で

き
て
い
る
︒
そ
れ
に
い
ち
い
ち
名
が
つ
い
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
︒
ジ
ェ
ッ
ト
機
に
な
れ
ば
︑

部
品
の
数
は
一
ケ
タ
上
が
る
と
い
う
︒
さ
ら
に
面
倒
な
こ
と
に
︑
こ
れ
ら
の
部
品
の
一
つ
一
つ
は
︑
当

然
の
こ
と
な
が
ら
︑
い
ろ
い
ろ
な
物
質
か
ら
成
る
材
料
か
ら
で
き
て
い
て
︑
そ
れ
も
全
部
名
前
が
あ
る

と
い
う
具
合
に
︑
ど
ん
ど
ん
細
か
く
な
っ
て
い
く
︒

こ
ん
な
ふ
う
に
︑
も﹅

の﹅

と
こ﹅

と﹅

ば﹅

は
︑
互
い
に
対
応
し
な
が
ら
人
間
を
︑
そ
の
細
か
い
網
目
の
中
に

押
し
込
ん
で
い
る
︒
名
の
な
い
も
の
は
な
い
︒
﹁
森
羅
万
象
に
は
︑
す
べ
て
そ
れ
を
表
す
こ
と
ば
が
あ
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る
︒
﹂
こ
れ
が
私
た
ち
の
素
朴
な
︑
そ
し
て
確
た
る
実
感
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
︑
も﹅

の﹅

が
あ
れ
ば
必
ず
そ
れ
を
呼
ぶ
名
と
し
て
の
こ
と
ば
が
あ
る
と
い
う
考
え
と
︑
同
じ
く
ら

い
に
疑
い
の
な
い
こ
と
と
し
て
︑
多
く
の
人
は
︑﹁
同
じ
も﹅

の﹅

が
︑
国
が
違
い
言
語
が
異
な
れ
ば
︑
全
く

違
っ
た
こ﹅

と﹅

ば﹅

で
呼
ば
れ
る
︒
﹂
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
る
︒
犬
と
い
う
動
物
は
︑
日
本
語
で
は
﹁
イ

ヌ
﹂
で
︑
中
国
語
で
は
﹁
狗コ

ウ

﹂
︑
英
語
で

d
o
g
︑
フ
ラ
ン
ス
語
で

c
h
ie
n

シ

ア

ン

︑
ド
イ
ツ
語
で
は

H
u
n
d

フ

ン

ト

︑
ロ

シ
ア
語
でc

oб
á
k
a

サ

バ

ー

カ

︑
ト
ル
コ
語
で

k
ö
p
e
k

ケ

ペ

ク

と
い
っ
た
具
合
に
︑
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
こ
と
ば
で
呼
ば
れ

る
︒私

た
ち
が
学
校
で
外
国
語
を
勉
強
す
る
と
き
や
︑
辞
書
を
引
い
て
︑
日
本
語
の
あ
る
こ
と
ば
は
︑
外

国
語
で
は
何
と
言
う
の
か
を
調
べ
る
と
き
は
︑
こ
の
同﹅

じ﹅

も﹅

の﹅

が
︑
言
語
が
違
え
ば
別
の
こ
と
ば
で
呼

ば
れ
る
と
い
う
︑
一
種
の
信
念
と
で
も
言
う
べ
き
︑
大
前
提
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
こ
と
ば
と
も
の
の
関
係
を
︑
詳
し
く
専
門
的
に
扱
う
必
要
の
あ
る
哲
学
者
や
言
語
学
者

の
中
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
前
提
に
つ
い
て
疑
い
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
︒
私
も
言
語
学
の
立
場

か
ら
︑
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
ば
と
事
物
の
関
係
を
調
べ
︑
ま
た
同
一
の
対
象
が
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
で
︑
異

な
っ
た
名
称
を
持
つ
と
い
う
問
題
に
も
取
り
組
ん
で
き
た
結
果
︑
今
で
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
︒

そ
れ
は
︑
も﹅

の﹅

と
い
う
存
在
が
ま
ず
あ
っ
て
︑
そ
れ
に
あ
た
か
も
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
よ
う
な
具
合
に
︑

こ
と
ば
が
つ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
︑
こ
と
ば
が
逆
に
も
の
を
あ
ら
し
め
て
い
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
︒
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ま
た
言
語
が
違
え
ば
︑
同﹅

一﹅

の﹅

も﹅

の﹅

が
︑
異
な
っ
た
名
で
呼
ば
れ
る
と
言
わ
れ
る
が
︑
名
称
の
違
い

は
︑
単
な
る
レ
ッ
テ
ル
の
相
違
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
︑
異
な
っ
た
名
称
は
︑
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
︑

か
な
り
違
っ
た
も﹅

の﹅

を
︑
私
た
ち
に
提
示
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒

こ
の
第
一
の
問
題
は
︑
哲
学
で
は

1唯
名
論
と

2実
念
論
の
対
立
と
し
て
︑
古
く
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
て

い
る
も
の
で
あ
る
︒
私
は
純
粋
に
言
語
学
の
立
場
か
ら
︑
唯
名
論
的
な
考
え
方
が
︑
言
語
と
い
う
も
の

の
し
く
み
を
正
し
く
捉
え
て
い
る
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

私
の
立
場
を
︑
一
口
で
言
え
ば
︑
﹁

3初
め
に
こ
と
ば
あ
り
き
﹂
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
︒

も
ち
ろ
ん
初
め
に
こ
と
ば
が
あ
る
と
い
っ
て
も
︑
あ
た
り
が
空
々
漠
々
と
し
て
い
た
世
界
の
初
め
に
︑

こ
と
ば
だ
け
が
︑
ご
ろ
ご
ろ
し
て
い
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
︒
ま
た
こ﹅

と﹅

ば﹅

が
も﹅

の﹅

を
あ
ら
し
め
る

と
い
っ
て
も
︑
こ
と
ば
が
い
ろ
い
ろ
な
事
物
を
︑
ま
る
で
鶏
が
卵
を
生
む
よ
う
に
作
り
出
す
と
い
う
こ

と
で
も
な
い
︒
こ
と
ば
が
も
の
を
あ
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
は
︑
世
界
の
断
片
を
︑
私
た
ち
が
︑
も
の

と
か
性
質
と
し
て
認
識
で
き
る
の
は
︑
こ
と
ば
に
よ
っ
て
で
あ
り
︑
こ
と
ば
が
な
け
れ
ば
︑
犬
も
猫
も

区
別
で
き
な
い
は
ず
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒

こ
と
ば
が
︑
こ
の
よ
う
に
︑
私
た
ち
の
世
界
認
識
の
手
が
か
り
で
あ
り
︑
唯
一
の
窓
口
で
あ
る
な
ら

ば
︑
こ
と
ば
の
構
造
や
し
く
み
が
違
え
ば
︑
認
識
さ
れ
る
対
象
も
当
然
あ
る
程
度
変
化
せ
ざ
る
を
得
な

い
︒
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︒
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︑
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︒
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な
ぜ
な
ら
ば
︑
こ
と
ば
は
︑
私
た
ち
が
素
材
と
し
て
の
世
界
を
整
理
し
て
把
握
す
る
と
き
に
︑
ど
の

部
分
︑
ど
の
性
質
に
認
識
の
焦
点
を
置
く
べ
き
か
を
決
定
す
る
仕
掛
け
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

今
︑
こ
と
ば
は
人
間
が
世
界
を
認
識
す
る
窓
口
だ
と
い
う
比
喩
を
使
っ
た
が
︑
そ
の
窓
の
大
き
さ
︑
形
︑

そ
し
て
窓
ガ
ラ
ス
の
色
︑
屈
折
率
な
ど
が
違
え
ば
︑
見
え
る
世
界
の
範
囲
︑
性
質
が
違
っ
て
く
る
の
は

当
然
で
あ
る
︒
そ
こ
に
も
の
が
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
を
さ
す
適
当
な
こ
と
ば
が
な
い
場
合
︑
そ
の
も
の
が

目
に
入
ら
な
い
こ
と
す
ら
あ
る
の
だ
︒

抽
象
的
な
議
論
は
こ
の
く
ら
い
に
し
て
︑
具
体
的
な
こ
と
ば
の
事
実
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ

う
︒
ま
ず
身
近
に
あ
る
も﹅

の﹅

の
例
と
し
て
机
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
︒
机
と
は
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
か
︒

机
は
ど
う
定
義
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒

机
に
は
木
で
で
き
た
の
も
︑
鉄
の
も
あ
る
︒
夏
の
庭
で
は
ガ
ラ
ス
製
の
机
も
見
か
け
る
し
︑
公
園
に

は
︑
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
も
の
さ
え
あ
る
︒
脚
の
数
も
ま
ち
ま
ち
だ
︒
だ
い
い
ち
私
が
今
使
っ
て
い
る
机

に
は
脚
が
な
い
︒
壁
に
板
が
は
め
込
ん
で
あ
っ
て
︑
造
り
つ
け
に
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
一
本
脚
の
机
が

あ
る
か
と
思
え
ば
︑
会
議
用
の
机
の
よ
う
に
何
本
も
あ
る
の
も
見
か
け
る
︒
形
も
︑
四
角
︑
円
形
は
普

通
だ
し
︑
部
屋
の
隅
で
花
瓶
な
ど
を
置
く
三
角
の
も
の
も
あ
る
︒
高
さ
は
日
本
間
で
座
っ
て
使
う
低
い

も
の
か
ら
︑
椅
子
用
の
高
い
も
の
ま
で
い
ろ
い
ろ
と
違
う
︒

こ
う
考
え
て
み
る
と
︑
机
を
形
態
︑
素
材
︑
色
彩
︑
大
き
さ
︑
脚
の
有
無
お
よ
び
数
と
い
っ
た
外
見
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的
具
体
的
な
特
徴
か
ら
定
義
す
る
こ
と
は
︑
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
︒

そ
こ
で
机
と
は
何
か
と
言
え
ば
︑
｢
人
が
そ
の
上
で
何
か
を
す
る
た
め
に
利
用
で
き
る
平
面
を
確
保
し

て
く
れ
る
も
の
﹂
と
で
も
言
う
ほ
か
は
あ
る
ま
い
︒
た
だ
生
活
の
必
要
上
︑
常
時
そ
の
よ
う
な
平
面
を
︑

特
定
の
場
所
で
確
保
す
る
必
要
と
︑
商
品
と
し
て
製
作
す
る
た
め
の
い
ろ
い
ろ
な
制
限
が
︑
あ
る
特
定

の
時
代
の
︑
特
定
の
国
に
お
け
る
机
を
︑
ほ
ぼ
あ
る
一
定
の
範
囲
で
の
形
や
大
き
さ
︑
材
質
な
ど
に
決

定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︒

だ
が
︑
人
が
そ
の
上
で
何
か
を
す
る
平
面
は
す
べ
て
机
か
と
言
え
ば
︑
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
︒
た

と
え
ば
棚
は
︑
今
述
べ
た
机
と
ほ
ぼ
同
じ
定
義
が
当
て
は
ま
る
︒
家
の
床
も
︑
そ
の
上
で
人
が
何
か
を

す
る
と
い
う
意
味
で
は
同
じ
で
あ
る
︒
そ
こ
で
机
を
︑
棚
や
床
か
ら
区
別
す
る
た
め
に
︑﹁
そ
の
前
で
人

が
あ
る
程
度
の
時
間
︑
座
る
か
立
ち
止
ま
る
か
し
て
︑
そ
の
上
で
何
か
を
す
る
︑
床
と
離
れ
て
い
る
平

面
﹂
と
で
も
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

注
意
し
て
ほ
し
い
こ
と
は
︑
こ
の
長
た
ら
し
い
定
義
の
う
ち
で
︑
人
間
側
の
要
素
︑
つ
ま
り
︑
そ
こ

に
あ
る
も
の
に
対
す
る
利
用
目
的
と
か
︑
人
と
の
相
対
的
位
置
と
い
っ
た
条
件
が
大
切
な
の
で
あ
っ
て
︑

そ
こ
に
素
材
と
し
て
︑
人
間
の
外
側
に
存
在
す
る
も
の
の
持
つ
多
く
の
性
質
は
︑
机
と
い
う
こ
と
ば
で

表
さ
れ
る
も﹅

の﹅

を
決
定
す
る
要
因
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

人
間
の
視
点
を
離
れ
て
︑
た
と
え
ば
室
内
に
飼
わ
れ
て
い
る
猿
や
犬
の
目
か
ら
見
れ
ば
︑
あ
る
種
の
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5

棚
と
︑
机
と
︑
椅
子
の
区
別
は
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
机
と
い
う
も
の
を
あ
ら
し
め
て
い
る
の
は
︑

全
く
人
間
に
特
有
な
観
点
で
あ
り
︑
そ
こ
に
机
と
い
う
も﹅

の﹅

が
あ
る
よ
う
に
私
た
ち
が
思
う
の
は
︑
こ

と
ば
の
力
に
よ
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
こ
と
ば
と
い
う
も
の
は
︑
渾こ

ん

沌と
ん

と
し
た
︑
連
続
的
で
切
れ
目
の
な
い
素
材
の
世
界
に
︑

人
間
の
見
地
か
ら
︑
人
間
に
と
っ
て
有
意
義
と
思
わ
れ
る
し
か
た
で
︑
虚
構
の
分
節
を
与
え
︑
そ
し
て

分
類
す
る
は
た
ら
き
を
担
っ
て
い
る
︒
言
語
と
は
た
え
ず
生
成
し
︑
常
に
流
動
し
て
い
る
世
界
を
︑
あ

た
か
も
整
然
と
区
分
さ
れ
た
︑
も﹅

の﹅

や
こ﹅

と﹅

の
集
合
で
あ
る
か
の
よ
う
な
姿
の
下
に
︑
人
間
に
提
示
し

て
み
せ
る
虚
構
性
を
本
質
的
に
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

鈴
木
孝
夫

一
九
二
六
年
︵
大
正
一
五
︶

︒
言
語
学
者
︒
東
京
都
生
ま
れ
︒

日
本
語
の
語
彙
︵
と
く
に
代
名
詞
︶
を
他
の
言
語
と
比
較
検
討
し
︑
日
本
語
の
特
質
を
日
本

人
の
行
動
様
式
や
社
会
構
造
と
も
関
連
さ
せ
て
論
証
し
て
︑
高
い
評
価
を
受
け
る
︒

【
主
な
著
書
】

『
閉と
ざ

さ
れ
た
言
語
・
日
本
語
の
世
界
﹄
﹃
こ
と
ば
の
社
会
学
﹄
な
ど
︒

【
出

典
】

『
こ
と
ば
と
文
化
﹄
に
よ
っ
た
︒

こ
と
ば
は
単
な
る
意
思
疎
通
の
道

具
で
は
な
く
︑﹁
文
化
﹂
で
あ
る
こ

と
を
豊
富
な
事
例
を
あ
げ
て
論
証
︒
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学
習

一

筆
者
に
よ
れ
ば
︑
も
の
と
こ
と
ば
の
関
係
は
一
般
的
に
は
ど
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
︑
ま
と
め
て
み
よ
う
︒

二

次
の
文
で
筆
者
は
ど
う
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
︑
説

明
し
て
み
よ
う
︒

1

こ
と
ば
が
逆
に
も
の
を
あ
ら
し
め
て
い
る
︵
�
�
・
16
︶

2

異
な
っ
た
名
称
は
︑
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
︑
か
な
り
違
っ
た
も﹅

の﹅

を
︑
私
た
ち
に
提
示
し
て
い
る
︵
�
�
・
2
︶

三

机
の
具
体
例
を
通
し
て
筆
者
は
何
が
言
い
た
か
っ
た
の
か
︑
ま
と
め

て
み
よ
う
︒

四

言
語
が
﹁
虚
構
性
を
本
質
的
に
持
っ
て
い
る
﹂︵
�
�・
8
︶
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
︑
考
え
て
み
よ
う
︒

言
葉
と
表
現

一

次
の
語
の
意
味
を
調
べ
て
み
よ
う
︒

1

森
羅
万
象
︵
�
�
・
16
︶

2

空
々
漠
々
︵
�
�
・
8
︶

二

こ
の
文
章
の
論
述
の
し
か
た
の
特
徴
に
つ
い
て
︑
考

え
て
み
よ
う
︒

鈴
(
振
鈴
･

)

稿
(
草
稿
･

)

鉛
(
鉛
･色
)

鍵
(
鍵
･盤
)

刺
(
刺
･激
)

岐
(
分
岐
･

)

昆
(
昆
･布
)

膨
(
膨
･張
)

称
(
敬
称
･

)

網
(
網
･膜
)

扱
(
扱
･

い

)

貼
(
貼
･付
)

粋
(
生
粋
･

)

漠
(
漠
･然
)

把
(
把
･持
)

握
(
握
･力
)

焦
(
焦
･土
)

抽
(
抽
･出
)

瓶
(
土
瓶
･

)

椅
(
椅
･子
)

彩
(
彩
･色
)

徴
(
徴
･用
)

虚
(
空
虚
･

)
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