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記
述
言
語
学
に
お
い
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
必
要
と
な
る
条
件

新
永　
悠
人

言
う
「
現
場
」
と
は
「
一
次
情
報
を
持
つ
調
査
対
象
が
物
理
的
・
慣
習
的
に
存
在

す
る
場
所
」
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
、
非
慣
習
的
（
つ
ま
り
人
為
的
）
に
当
該
対

象
を
持
ち
込
ん
だ
場
所
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
「
現
場
」
で
は
な
い
。
ち
な
み

に
、
調
査
地
の
公
民
館
に
来
て
も
ら
っ
て
調
査
す
る
場
合
な
ど
は
、
話
者
の
自
宅

や
仕
事
場
を
訪
ね
て
調
査
す
る
場
合
に
比
べ
る
と
現
場
性
が
相
対
的
に
薄
れ
る
と

考
え
る
。
こ
こ
で
言
う
「
一
次
情
報
」
と
は
「
目
的
と
す
る
調
査
対
象
に
関
し
て

他
者
の
解
釈
・
分
析
・
整
理
を
経
て
い
な
い
情
報
」
を
指
す
。
ま
た
、
そ
の
よ
う

な
「
一
次
情
報
を
持
つ
調
査
対
象
」
と
は
、
本
稿
で
は
「
物
理
的
な
実
体
」
を
持

つ
も
の
を
指
す
。
具
体
的
に
は
人
間
と
人
間
以
外
を
指
し
、
後
者
は
さ
ら
に
（
ヒ

ト
以
外
の
）
生
物
と
無
生
物
に
分
け
ら
れ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
の
は
以
下

の
二
つ
の
条
件
を
満
た
す
場
合
で
あ
る
。

（
１
）
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
二
つ
の
条
件

ａ　
自
分
で
や
る
必
要
が
あ
る

ｂ　
物
理
的
に
現
場
に
行
く
必
要
が
あ
る

上
記
の
両
方
の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
の
み
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
必
要
不

可
欠
と
な
る
。
も
し
一
方
の
条
件
が
当
て
は
ま
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
す
る
必
要
は
な
い
。
以
下
で
は
、
私
自
身
の
専
門
で
あ
る

１　
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
定
義
お
よ
び
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
必
要
と
な
る
条
件

本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
主
眼
は
「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」
が
各
調
査
者
の
研

究
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
持
つ
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

何
を
「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」
と
み
な
す
か
は
研
究
者
ご
と
の
異
同
が
あ
り
得

る
。
し
た
が
っ
て
、
研
究
者
間
の
用
語
の
異
同
が
明
確
と
な
る
よ
う
に
、
本
稿
で

は
「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」
を
「
自
ら
物
理
的
に
現
場
に
行
っ
て
調
査
す
る
こ
と
」

と
定
義
し
、そ
れ
を
行
う
者
を
「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
本
稿
の
用
語
と
他
の
研
究
者
の
用
語
と
の
異
同
を
明
確
に
す

る
た
め
で
あ
っ
て
、
他
の
研
究
者
の
定
義
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、

「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」
の
定
義
に
関
す
る
研
究
者
間
の
違
い
を
統
合
し
た
考
察

と
し
て
は
、「
は
じ
め
に
」
の
葉
山
氏
の
考
察
（
特
に
図
１
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
定
義
に
お
い
て
は
、
自
ら
実
践
し
な
い
者
（
他
者
に
任

せ
る
者
）
や
、（
自
ら
実
践
す
る
け
れ
ど
も
）
物
理
的
に
現
場
に
行
か
な
い
者
は

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
に
含
ま
れ
な
い
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
定
義
に
敢
え
て

「
物
理
的
」
と
い
う
文
言
を
含
め
た
の
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
オ
ン
ラ

イ
ン
調
査
が
現
実
的
に
な
っ
た
現
代
の
状
況
に
お
い
て
、
物
理
的
に
現
場
に
行
く

こ
と
の
必
要
性
の
有
無
を
焦
点
に
据
え
る
た
め
で
あ
る
。

研
究
者
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
す
る
理
由
は
「
自
ら
物
理
的
に
現
場
に
行
く

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
手
に
入
る
一
次
情
報
が
存
在
す
る
か
ら
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
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そ
れ
ら
の
中
で
記
述
文
法
書
が
書
か
れ
て
い
る
の
は
数
百
程
度
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
具
体
的
な
調
査
の
ひ
と
コ
マ
を
お
伝
え
し
よ
う
。
私
が
奄あ
ま
美み

大お
お
島し
ま
と

い
う
鹿
児
島
県
の
離
島
の
湯ゆ

湾わ
ん

と
い
う
集
落
で
調
査
を
し
て
い
る
際
、
そ
の
方

言
の
一
人
称
代
名
詞
（
日
本
語
共
通
語
で
言
え
ば
、「
わ
た
し
」
や
「
わ
た
し
た

ち
」）
の
形
式
を
調
べ
る
こ
と
に
し
た
。
す
る
と
、「
わ
た
し
」
は
ワ
ン
（
ち
な
み

に
、
世
界
中
の
言
語
学
者
に
共
有
さ
れ
て
い
る
「
国
際
音
声
字
母
」
と
呼
ば
れ

る
万
能
発
音
記
号
で
書
く
と[wɑɴ]

）
と
言
い
、「
わ
た
し
た
ち
」
は
ワ
ー
キ
ャ

（[wɑːkʲɑ]

）
と
発
音
す
る
の
だ
と
分
か
っ
た
。
こ
こ
ま
で
は
順
調
で
あ
る
。
し

か
し
、
な
に
げ
な
く
会
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
な
に
や
ら
そ
れ
ら
と
は
違
う
ワ
ッ

テ
ェ
ー
（[wɑttɜː]

）
と
い
う
単
語
が
「
わ
た
し
た
ち
」
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
私
が
調
査
に
行
っ
た
時
点
で
は
そ
の
よ
う
な

単
語
は
付
近
の
方
言
で
も
ま
っ
た
く
報
告
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
っ
た
の
で
、
謎

は
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
よ
く
よ
く
話
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
気
づ
い

た
の
は
、
ワ
ッ
テ
ェ
ー
と
い
う
単
語
は
、「
わ
た
し
」
と
も
う
一
人
を
ま
と
め
て

表
す
と
き
（
つ
ま
り
、「
わ
た
し
た
ち
二
人
」
と
い
う
意
味
の
と
き
）
に
だ
け
使

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、「
わ
た
し
と
花
子
」の
場
合
に
は
ワ
ッ

テ
ェ
ー
が
使
え
る
け
れ
ど
も
、「
私
と
花
子
と
太
郎
」
の
際
は
ワ
ッ
テ
ェ
ー
を
使

う
こ
と
は
で
き
ず
、
必
ず
ワ
ー
キ
ャ
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
体
で
二
人

な
の
か
、そ
れ
と
も
三
人
以
上
な
の
か
と
い
う
区
別
が
重
要
な
方
言
な
の
で
あ
る
。

実
は
、
こ
の
よ
う
な
数
の
区
別
を
呼
び
分
け
る
用
語
（
概
念
）
が
言
語
学
に
は

存
在
す
る
。そ
し
て
、そ
の
一
部
は
実
は
み
な
さ
ん
も
既
に
ご
存
知
で
あ
る
。そ
う
、

「
単
数
形
」
と
「
複
数
形
」
で
あ
る
。
英
語
の
文
法
に
つ
い
て
、Ｉ
は
（
一
人
称
の
）

単
数
形
、
we
は
（
一
人
称
の
）
複
数
形
と
習
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
日
本
語
共
通
語

で
も
同
様
に
、「
わ
た
し
」
は
単
数
形
、「
わ
た
し
た
ち
」
は
複
数
形
で
あ
る
。
す

記
述
言
語
学
と
い
う
分
野
が
上
記
二
つ
の
条
件
と
ど
う
関
わ
る
の
か
に
つ
い
て
考

察
す
る
。
ま
ず
二
節
で
「
自
分
で
や
る
必
要
が
あ
る
」
か
ど
う
か
を
考
察
し
、
三

節
で
「
物
理
的
に
現
場
に
行
く
必
要
が
あ
る
」
か
ど
う
か
を
考
察
す
る
。
四
節
で

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
調
査
の
可
能
性
と
限
界
に
つ
い
て
考
察
し
、
五
節
で

言
語
学
と
他
分
野
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
共
通
点
と
相
違
点
を
考
察
す
る
。
最

後
の
六
節
で
全
体
を
ま
と
め
る
。

２
． 

自
分
で
や
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か

一
節
の
（
１
ａ
）「
自
分
で
や
る
必
要
が
あ
る
」
か
ど
う
か
に
つ
い
て
考
え
る

た
め
に
、
私
自
身
の
専
門
で
あ
る
記
述
言
語
学
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
す
る
。

ま
ず
、
言
語
学
と
は
人
間
の
話
す
言
語
の
仕
組
み
（「
文
法
」）
を
研
究
す
る
学

問
で
あ
る
。
記
述
言
語
学
と
は
そ
の
言
語
学
の
中
の
一
つ
の
研
究
流
派
で
あ
り
、

未
だ
ほ
ぼ
記
述
さ
れ
て
い
な
い
言
語
・
方
言
の
総
合
的
文
法
書
を
書
く
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
。
総
合
的
文
法
書
と
は
、
当
該
言
語
・
方
言
の
表
出
形
式
（
音
声

言
語
で
あ
れ
ば
発
音
、
手
話
で
あ
れ
ば
手
や
顔
を
用
い
た
動
き
）
の
仕
組
み
、
単

語
の
作
り
方
、
文
の
作
り
方
、
文
を
超
え
た
文
脈
や
発
話
場
面
の
意
味
な
ど
を
総

合
的
に
記
述
し
た
書
物
を
指
す
。
簡
単
に
言
え
ば
、
そ
れ
を
読
め
ば
そ
の
言
語
・

方
言
が
そ
れ
な
り
に
カ
タ
コ
ト
で
話
せ
て
し
ま
え
る
、
そ
の
よ
う
な
書
物
を
作
る

こ
と
が
記
述
言
語
学
の
目
的
で
あ
る
（
記
述
言
語
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
詳

細
に
関
し
て
は
、下
地
（
二
〇
一
〇
）、下
地
（
二
〇
一
一
）
が
大
変
参
考
に
な
る
）。

世
界
に
は
七
千
以
上
の
言
語
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
（Ethnologue 2023

）、
さ

ら
に
そ
れ
ら
の
言
語
の
方
言
ま
で
含
め
る
と
そ
の
数
は
数
万
を
超
え
る
。そ
し
て
、
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る
と
、
先
ほ
ど
の
奄
美
大
島
の
湯
湾
集
落
で
話
さ
れ
て
い
る
方
言
で
も
、
ワ
ン
は

単
数
形
、ワ
ー
キ
ャ
は
複
数
形
で
あ
る
と
言
え
る
。
問
題
は
ワ
ッ
テ
ェ
ー
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
二
人
か
ら
な
る
集
合
を
指
す
場
合
に
だ
け
使
わ
れ
る
形
式
を
言
語

学
で
は
「
双そ
う

数す
う

形け
い

」
と
呼
ぶ
。
つ
ま
り
、
ワ
ッ
テ
ェ
ー
は
双
数
形
な
の
だ
。
ち
な

み
に
、
こ
の
よ
う
な
単
数
形
・
双
数
形
・
複
数
形
の
区
別
は
世
界
的
に
見
た
ら
そ

れ
ほ
ど
珍
し
く
は
な
い
。
ハ
ワ
イ
語
や
マ
オ
リ
語
、
あ
る
い
は
ア
ラ
ビ
ア
語
な
ど

で
も
こ
の
よ
う
な
区
別
を
持
つ
代
名
詞
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
先
ほ

ど
「
付
近
の
方
言
で
も
ま
っ
た
く
報
告
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
っ
た
」
と
書
い
た

が
、
実
は
そ
の
後
の
研
究
を
進
め
る
過
程
で
、
一
人
だ
け
既
に
奄
美
方
言
の
双
数

形
を
正
確
に
報
告
し
て
い
る
研
究
者
の
文
献
（
山
田　
一
九
八
一
）
が
見
つ
か
っ

た
。
自
分
で
現
象
を
ち
ゃ
ん
と
理
解
し
た
後
だ
と
、「
あ
、
こ
こ
に
書
い
て
あ
っ

た
！
」と
い
う
よ
う
に
先
行
研
究
の
中
の
記
述
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、

ま
さ
か
そ
ん
な
現
象
が
あ
る
と
思
っ
て
い
な
い
と
き
に
は
、
な
か
な
か
そ
こ
に
目

が
行
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
記
述
言
語
学
の
調
査
を
す
る
場
合
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

の
目
的
と
な
る
一
次
情
報
は
言
語
そ
の
も
の
で
あ
る
。
研
究
対
象
と
な
る
言
語
は

未
だ
ほ
ぼ
記
述
さ
れ
て
い
な
い
言
語
・
方
言
（
い
わ
ゆ
る
「
少
数
言
語
」）
で
あ

る
た
め
、
他
の
研
究
者
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
デ
ー
タ
は
非
常
に
少
な
い
。
そ
し

て
、
他
の
研
究
者
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
デ
ー
タ
が
非
常
に
少
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
そ
も
そ
も
自
分
で
行
か
な
い
と
デ
ー
タ
が
集
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
あ
る
い
は
、
他
者
に
謝
金
を
払
っ
て
デ
ー
タ
を
集
め
て
き
て
も
ら
う
と
い
う

方
法
も
考
え
ら
れ
る
が
、
記
述
言
語
学
の
調
査
は
言
語
学
上
の
知
識
・
技
術
（
音

声
学
の
基
礎
知
識
や
文
法
項
目
に
関
す
る
理
解
）
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
う
え
で

当
該
言
語
の
知
識
を
蓄
え
、
洗
練
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
他
者
に
任
せ
る
こ

と
が
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
文
法
に
関
す
る
調
査
で
は
な
く
、
単
語
の

発
音
、あ
る
い
は
二
人
以
上
の
会
話
を
録
音
す
る
だ
け
の
よ
う
な
作
業
で
あ
れ
ば
、

（
調
査
協
力
者
へ
の
十
分
な
説
明
と
理
解
が
あ
れ
ば
）
可
能
で
あ
る
場
合
も
あ
る

（
詳
し
く
は
四
節
を
参
照
）。

し
た
が
っ
て
、
記
述
言
語
学
の
調
査
は
「
自
分
で
や
る
必
要
が
あ
る
」。

３　

 

物
理
的
に
現
場
に
行
く
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か

記
述
言
語
学
に
お
い
て
、
物
理
的
に
現
場
に
行
く
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
を
考

え
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
言
語
学
全
般
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
言
語
デ
ー

タ
を
入
手
す
る
か
を
説
明
す
る
。

言
語
学
に
お
い
て
、
必
要
と
な
る
言
語
の
一
次
デ
ー
タ
を
入
手
す
る
方
法
は
以

下
の
三
つ
に
分
か
れ
る
（
新
永　
二
〇
二
〇
：
三
六
）。

（
２
）
言
語
の
一
次
デ
ー
タ
の
入
手
方
法

ａ　
文
献
調
査
法
…
当
該
言
語
で
書
か
れ
た
文
献
を
調
査
す
る

ｂ　
通
信
調
査
法
…
郵
便
や
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
介
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る

間
接
的
な
調
査

ｃ　
対
面
調
査
法
…
話
者
と
対
面
す
る
直
接
的
な
調
査

私
は
琉
球
列
島
で
話
さ
れ
て
い
る
方
言
を
専
門
に
研
究
し
て
い
る
。
琉
球
諸
方

言
を
含
む
多
く
の
少
数
言
語
・
方
言
は
書
き
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
な

い
（
代
わ
り
に
、そ
の
地
域
の
大
言
語・標
準
語
を
書
き
言
葉
と
し
て
使
用
す
る
）。
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し
た
が
っ
て
、
そ
の
方
言
で
書
か
れ
た
文
献
が
存
在
し
な
い
以
上
、（
２
ａ
）
の

文
献
調
査
法
は
不
可
能
で
あ
る
。

次
に
、（
２
ｂ
）
の
通
信
調
査
法
の
場
合
で
あ
る
が
、
郵
便
や
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ

を
利
用
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
は
口
頭
で
調
査
内
容
を
補
う
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、

質
問
項
目
が
シ
ン
プ
ル
で
限
定
さ
れ
た
内
容
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
（
例
え
ば
、

共
通
語
の
「
と
ん
ぼ
」
や
「
か
た
ぐ
る
ま
」
な
ど
の
単
語
や
、「
東
京
へ
行
く
」

な
ど
の
短
い
文
を
方
言
で
訳
し
て
も
ら
う
な
ど
）。
し
た
が
っ
て
、
総
合
的
文
法

書
を
書
く
に
は
通
信
調
査
は
限
界
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
総
合
的
文
法
書
を
書
く
に
は
（
２
ｃ
）
の
対
面
調
査
法
を
行
う

必
要
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
、「
物
理
的
に
現
場
に
行
く
」
こ
と
無
し
に
対
面
調
査

を
行
う
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
？　
結
論
か
ら
言
え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ

る
音
声
・
映
像
の
同
時
・
双
方
向
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
に
す
る
技
術

（
例
え
ば
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
ア
プ
リ
のZoom
な
ど
）、
す
な
わ
ち
オ
ン
ラ
イ

ン
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
を
利
用
す
れ
ば
、「
物
理
的
に
」
現
場
に
行
か

ず
と
も
、
対
面
調
査
が
可
能
と
な
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
こ
と
が
二

つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
①
ど
う
や
っ
て
話
者
を
見
つ
け
る
か
、
②
話
者
が
そ
の
よ
う

な
通
信
ア
プ
リ
を
使
え
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

ま
ず
①
の
「
ど
う
や
っ
て
話
者
を
見
つ
け
る
か
」
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
私

の
調
査
地
で
は
、現
場
に
行
く
こ
と
な
く（
電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
）、

オ
ン
ラ
イ
ン
調
査
に
応
じ
て
く
れ
る
話
者
を
探
す
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
。
教

育
委
員
会
な
ど
を
通
し
て
予
め
現
地
の
話
者
候
補
に
連
絡
を
と
る
こ
と
は
あ
る

が
、そ
の
場
合
も
現
場
に
実
際
に
行
っ
た
う
え
で
調
査
す
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。

次
に
、②
の「
話
者
が
そ
の
よ
う
な
通
信
ア
プ
リ
を
使
え
る
か
ど
う
か
」で
あ
る
。

も
し
最
初
に
物
理
的
に
現
地
に
行
き
、
話
者
と
の
関
係
が
築
け
た
う
え
で
、
そ
の

話
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
用
い
た
通
信
技
術
を
使
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
介
し

た
対
面
調
査
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
の
調
査
地
の
方
言
（
鹿
児
島
県
の
奄

美
大
島
の
湯
湾
方
言
と
沖
縄
県
の
久
高
島
方
言
）
は
い
わ
ゆ
る
「
危
機
方
言
」（
消

滅
の
危
機
に
瀕
し
た
方
言
）
で
あ
り
、
若
年
層
へ
の
継
承
が
な
さ
れ
て
い
な
い
方

言
、
言
い
換
え
れ
ば
、
高
齢
層
の
み
が
話
せ
る
方
言
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ

う
な
高
齢
層
の
話
者
が
上
記
の
よ
う
な
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
ア
プ
リ
を
使
い
こ
な
す

こ
と
は
、
少
な
く
と
も
私
の
調
査
地
で
は
ほ
ぼ
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
そ

れ
を
恒
常
的
に
助
け
て
く
れ
る
人
を
見
つ
け
る
こ
と
も
困
難
で
あ
り
、
一
時
的
に

可
能
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
不
慣
れ
な
状
況
で
の
発
話
は
物
理
的
に
対
面
し

た
場
合
の
自
然
さ
に
著
し
く
劣
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
私
の
調
査
地
に
関
し
て
は
「
物
理
的
に
現
場
に
行

く
必
要
が
あ
る
」。

４　
オ
ン
ラ
イ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
を
介
し
た
対
面
調
査
の
可
能
性 

　
　
と
限
界

三
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
琉
球
諸
方
言
の
よ
う
な
危
機
方
言
の
調
査
で
は
、
基

本
的
に
物
理
的
に
現
場
に
行
く
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
仮
に
、
話
者
の
年
代
が

若
か
っ
た
り
、
高
齢
層
で
あ
っ
て
も
通
信
機
器
や
ア
プ
リ
を
使
い
こ
な
す
技
術
に

長
け
て
い
る
人
が
い
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
助
け
る
別
の
人
が
存
在
す
れ
ば
、

「
物
理
的
に
」
現
場
に
行
か
ず
と
も
、
対
面
調
査
が
可
能
と
な
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。

そ
こ
で
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
オ
ン
ラ
イ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
ツ
ー
ル
を
介
し
た
対
面
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
一
次
情
報
が
「
自
ら
物
理
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的
に
現
場
に
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
手
に
入
る
一
次
情
報
」
と
ど
の
よ
う
な

点
で
共
通
し
て
お
り
、
ど
の
よ
う
な
点
で
違
い
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
言
語
学
に
お
け
る
対
面
調
査
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
行
こ
う
。

そ
れ
に
は
、
以
下
の
三
つ
の
下
位
区
分
が
あ
る
（
新
永　
二
〇
二
〇
：
三
六—

三
八
）１
。 

（
３
）
対
面
調
査
法
の
三
つ
の
下
位
区
分

ａ　
質
問
票
調
査
…
質
問
票
を
用
い
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査

ｂ　
自
然
傍
受
法
…
質
問
票
を
準
備
せ
ず
話
者
の
そ
ば
に
居
て
世
間
話
を
し

な
が
ら
の
デ
ー
タ
収
集

ｃ　
自
然
談
話
の
デ
ー
タ
分
析
…
自
然
談
話
を
録
音
・
録
画
し
た
う
え
で
書

き
起
こ
す

上
記
の
三
つ
は
「
話
者
の
発
話
の
自
発
性
（
自
然
性
）」
と
「
調
査
の
網
羅
性
」

に
お
い
て
相
互
補
完
的
な
関
係
に
あ
り
、（
３
ａ
）
の
質
問
票
調
査
は
、
こ
ち
ら

が
質
問
し
て
話
者
に
答
え
て
も
ら
う
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
た
め
、
話
者
の
発
話
の
自

発
性
（
自
然
性
）
は
低
い
が
、
こ
ち
ら
の
知
り
た
い
こ
と
を
網
羅
的
に
調
べ
る
こ

と
が
で
き
る
た
め
調
査
の
網
羅
性
は
高
い
。
一
方
、（
ｃ
）
の
自
然
談
話
の
デ
ー

タ
分
析
で
は
（
場
合
に
よ
っ
て
は
調
査
者
は
同
席
せ
ず
に
）
話
者
に
自
由
に
話
し

て
も
ら
っ
た
内
容
を
書
き
起
こ
す
た
め
、
話
者
の
発
話
の
自
発
性
（
自
然
性
）
は

高
く
な
る
が
、
必
ず
し
も
こ
ち
ら
の
知
り
た
い
語
彙
や
文
法
項
目
を
含
ん
だ
発
話

が
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
調
査
の
網
羅
性
は
低
く
な
る
。（
３
ｂ
）
の

自
然
傍
受
法
は
世
間
話
を
し
な
が
ら
気
に
な
る
こ
と
を
話
者
に
尋
ね
る
ス
タ
イ
ル

で
あ
る
た
め
、
自
然
性
と
網
羅
性
に
関
し
て
は
（
３
ａ
）
と
（
３
ｃ
）
の
中
間
程

度
と
言
え
る
。
以
上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、（
３
ａ
）
か
ら
（
３
ｃ
）
に
つ
い
て
、

オ
ン
ラ
イ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
を
介
し
た
対
面
調
査
に
で
き
る
こ
と

と
で
き
な
い
こ
と
を
考
察
す
る
。

ま
ず
、（
３
ａ
）
の
質
問
票
調
査
で
あ
る
が
、
音
声
に
関
す
る
調
査
の
場
合
は

オ
ン
ラ
イ
ン
の
調
査
が
難
し
い
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、器
械
音
声
学
的
調
査（
音

声
波
形
な
ど
の
分
析
を
行
う
調
査
）
の
場
合
は
高
音
質
の
デ
ー
タ
を
入
手
す
る
こ

と
が
必
要
な
の
だ
が
、
録
音
環
境
を
静
謐
に
し
て
も
ら
う
の
が
難
し
い
場
合
や
、

通
信
ア
プ
リ
で
は
音
質
が
低
下
す
る
な
ど
の
問
題
が
生
じ
る
。
ま
た
、
静
的
パ
ラ

ト
グ
ラ
フ
ィ
ー（
口
腔
内
に
塗
っ
た
墨
の
付
き
方
で
舌
の
動
き
を
把
握
す
る
調
査
）

な
ど
は
そ
も
そ
も
現
地
に
行
か
な
い
と
実
行
困
難
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
通
信
機
器

を
経
た
発
音
で
は
、
こ
ち
ら
の
発
音
が
相
手
に
届
き
に
く
く
、
相
手
の
声
も
こ
ち

ら
で
聞
き
取
り
に
く
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
音
声
に
関
す
る
調
査
に

限
ら
ず
、
文
法
に
関
す
る
調
査
で
も
生
じ
る
問
題
で
あ
る
。
相
手
が
高
齢
者
の
場

合
、加
齢
に
よ
る
自
然
な
聴
力
の
衰
え
が
あ
る
た
め
、こ
の
問
題
は
特
に
大
き
い
。

さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
の
前
提
で
あ
る
が
、
質
問
票
調
査
を
す
る
な
ら
ば
、
予
め

質
問
す
る
内
容
が
決
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
、
記
述
言
語
学
に

お
け
る
調
査
は
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
誰
も
調
査
し
て
い
な
い
言
語
・
方
言
を
研
究
対

象
と
す
る
以
上
、
何
を
質
問
す
れ
ば
良
い
か
が
予
め
決
ま
っ
て
い
な
い
た
め
、
調

査
を
し
な
が
ら
質
問
事
項
を
見
つ
け
て
行
く
必
要
が
あ
る２
。
言
い
換
え
れ
ば
、
記

述
言
語
学
は
「
仮
説
生
成
型
」
の
調
査
を
行
う
学
問
分
野
で
あ
る
（
参
考
：
小
熊　

 
二
〇
二
二
：
一
八
〇—

一
八
七
）。
特
に
、
記
述
言
語
学
で
は
当
該
言
語
の
全
体

像
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
た
め
、調
査
を
進
め
る
過
程
で
次
々
に
疑
問
が
生
ま
れ
、

そ
れ
を
話
者
に
尋
ね
、
ま
た
新
た
な
疑
問
が
生
ま
れ
、
さ
ら
に
尋
ね
る
と
い
う
過

程
を
頻
繁
に
繰
り
返
す
。
そ
の
た
め
、
少
な
く
と
も
私
の
調
査
地
の
場
合
は
、
質
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問
が
浮
か
ぶ
た
び
に
話
者
に
都
合
を
伺
い
、
話
者
の
時
間
が
空
い
て
入
れ
ば
随
時

質
問
に
行
く
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
取
っ
て
い
る
。
経
験
上
、
物
理
的
に
対
面
し
て

い
る
か
ら
こ
そ
対
応
し
て
も
ら
え
る
が
、
電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
対

面
調
査
で
こ
こ
ま
で
対
応
し
て
も
ら
え
る
可
能
性
は
か
な
り
低
い
。

次
に
、（
３
ｂ
）
の
自
然
傍
受
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
相
手
が
友
人
や
家
族
な

ど
と
自
然
に
会
話
し
て
い
る
傍
ら
に
い
な
が
ら
耳
を
傾
け
る
調
査
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
相
手
が
そ
の
よ
う
な
会
話
を
し
て
い
る
状
況
が
既
に

存
在
す
る
か
、
調
査
者
自
ら
そ
の
よ
う
な
状
況
を
作
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
ど
ち

ら
か
に
参
加
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
自
然
傍
受
法
は

可
能
と
言
え
る
。
自
然
傍
受
法
は
、
現
実
に
お
い
て
話
者
が
自
然
に
用
い
る
表
現

を
同
時
的
に
経
験
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
質
問
を
す
る
こ
と
で
自
ら
の
理
解
を
深
め

る
。
こ
の
経
験
が
長
い
ほ
ど
正
し
い
イ
ン
プ
ッ
ト
の
量
が
増
え
る
と
と
も
に
、
質

問
に
よ
っ
て
間
違
っ
た
表
現
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
、
結
果
と
し
て
「
ネ
イ

テ
ィ
ブ
な
ら
お
そ
ら
く
こ
う
言
う
だ
ろ
う
」
と
い
う
感
覚
が
身
に
つ
い
て
行
く
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
感
覚
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
は
、
様
々
な
場
面
に
お
い
て
実

際
の
発
話
を
聞
く
必
要
が
あ
る
。
先
の
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
の
自
然
傍
受
法
は
、
こ

の
「
様
々
な
場
面
」
と
い
う
条
件
を
満
た
す
こ
と
が
、
物
理
的
に
対
面
す
る
場
合

に
比
べ
る
と
制
限
さ
れ
る
。

最
後
に
、（
３
ｃ
）
の
自
然
談
話
の
デ
ー
タ
分
析
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
自
然

談
話
の
デ
ー
タ
分
析
は
、
自
然
談
話
を
録
音
・
録
画
す
る
過
程
と
、
そ
れ
を
書
き

起
こ
す
過
程
に
分
か
れ
て
い
る
。
前
者
の
録
音
・
録
画
の
過
程
で
あ
れ
ば
、
自
然

傍
受
法
の
場
合
と
同
様
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
自
然
談
話
を
す
る
状
況
を
準
備
す

る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
録
音
ま
た
は
録
画
を
許
可
し
て
も
ら
え
る
な
ら
ば
、
収
録

は
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
自
然
談
話
の
録
音
デ
ー
タ
は
、
複
数
人
が
同
時
に
話

す
こ
と
で
発
話
が
被
っ
た
場
合
に
各
人
の
発
話
を
あ
と
か
ら
正
確
に
聞
き
取
り
、

書
き
起
こ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、Zoom

な
ど
の
オ
ン
ラ
イ
ン
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
の
場
合
に
、
話
者
ご
と
の
発
話
を
別
々
の
音
声
フ
ァ
イ
ル
と

し
て
保
存
す
る
方
法
が
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
。も
し
そ
れ
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、

物
理
的
に
現
場
で
録
音
す
る
方
が
優
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
場
で
は
話
者
ご

と
に
ヘ
ッ
ド
セ
ッ
ト
マ
イ
ク
（
あ
る
い
は
ピ
ン
マ
イ
ク
）
を
付
け
、
各
人
の
発
話

を
個
別
の
音
声
フ
ァ
イ
ル
で
記
録
で
き
る
録
音
機
（
例
え
ば
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

ア
プ
リ
と
同
名
で
あ
る
が
ま
っ
た
く
別
の
会
社
が
作
っ
た
高
性
能
録
音
機
で
あ
る

Zoom

な
ど
）
を
使
う
こ
と
で
、
話
者
ご
と
の
発
話
を
正
確
に
書
き
起
こ
せ
る
録

音
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
自
然
談
話
の
録
音
を

現
場
で
遂
行
し
て
く
れ
る
調
査
協
力
者
が
居
れ
ば
、
自
ら
現
場
に
行
く
必
要
は
な

い
。
し
か
し
複
数
人
の
都
合
を
合
わ
せ
て
、
な
る
べ
く
雑
音
の
無
い
環
境
で
、
上

記
の
よ
う
な
録
音
機
器
を
準
備
し
て
録
音
を
す
る
と
い
う
の
は
か
な
り
骨
が
折
れ

る
作
業
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
作
業
を
引
き
受
け
て
く
れ
る
調
査
協
力
者
を
見
つ

け
る
こ
と
は
（
少
な
く
と
も
私
の
調
査
地
で
は
）
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。

一
方
、
自
然
談
話
を
書
き
起
こ
す
過
程
に
つ
い
て
は
、
相
手
が
オ
ン
ラ
イ
ン
通

信
機
器
を
使
い
こ
な
す
力
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
録
音
デ
ー
タ
を
聞
か
せ
な
が
ら

（
ま
た
は
録
画
デ
ー
タ
を
見
せ
な
が
ら
）
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
書
き
起
こ
し
を
行
う

こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

（
４
）
オ
ン
ラ
イ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
を
介
し
た
対
面
調
査
で
は 

　
　
困
難
な
こ
と

ａ　
一
部
の
音
声
学
に
関
す
る
調
査
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ｂ　

 

高
齢
者
（
特
に
聴
力
に
衰
え
が
あ
る
方
）
へ
の
調
査

ｃ　
 

短
い
間
隔
で
仮
説
生
成
と
質
問
を
繰
り
返
す
調
査

ｄ　
 

現
場
の
様
々
な
場
面
で
の
発
話
の
デ
ー
タ
を
得
る
こ
と

ｅ　

 
会
話
に
お
い
て
話
者
別
の
音
声
フ
ァ
イ
ル
で
録
音
す
る
こ
と

上
記
の
五
点
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
を
介
し
た
対
面

調
査
で
は
実
現
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
実
現
に
は
、
調
査
者
が
現
場

に
物
理
的
に
行
く
必
要
が
あ
る
（
た
だ
し
、（
４
ｅ
）
は
現
地
の
調
査
協
力
者
が

見
つ
か
れ
ば
、
オ
ン
ラ
イ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
以
外
の
方
法
を
用
い

て
実
行
可
能
で
あ
る
）。

総
合
的
文
法
書
の
作
成
を
目
的
と
す
る
記
述
言
語
学
で
は
対
面
調
査
を
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
（
三
節
）。
そ
の
う
え
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
を
介
し
た
対
面
調
査
で
は
実
現
困
難
な（
４
ｃ—

ｄ
）は
、

総
合
的
文
法
書
の
記
述
に
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
未
だ
ほ
と
ん
ど

調
査
さ
れ
て
い
な
い
言
語
と
は
調
査
開
始
時
に
は
カ
オ
ス
（
混
沌
）
で
あ
り
、
短

い
間
隔
で
仮
説
生
成
と
質
問
（
検
証
）
を
繰
り
返
す
こ
と
で
そ
の
中
に
規
則
性
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
な
ら
お
そ
ら
く

こ
う
言
う
だ
ろ
う
」
と
い
う
感
覚
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
は
現
場
の
様
々
な
場
面

で
の
発
話
デ
ー
タ
に
身
を
浸
す
こ
と
が
必
要
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
私
の
調
査
地
に
お
い
て
は
、
話
者
が
高
齢
で
あ
り
、
現
地
の
調
査
協

力
者
を
得
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
も
あ
る
た
め
、（
４
ｂ
，
ｅ
）
と
い
う
点
に
お

い
て
も
物
理
的
に
現
地
に
行
く
必
要
が
あ
る
。

５　
他
分
野
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
の
関
係

本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
「
研
究
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
の
重
要
性
に
関

す
る
多
分
野
横
断
型
研
究
」
で
あ
る
。
重
要
な
点
は
、
各
自
の
専
門
分
野
に
お
け

る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
他
の
領

域
と
ど
の
よ
う
な
共
通
点
・
相
違
点
を
持
つ
か
を
考
察
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

そ
こ
で
最
後
に
、本
稿
が
対
象
と
し
た
言
語
学
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
、

他
分
野
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
共
通
点
・
相
違
点
を
考
察
す
る
こ
と
に

し
た
い
。

ま
ず
共
通
点
と
な
り
得
る
こ
と
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
言
語
学
も
他
分
野

の
研
究
も
、（
１
ａ
）
自
分
で
や
る
必
要
が
あ
る
、
ま
た
は
、（
１
ｂ
）
物
理
的
に

現
場
に
行
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
必
要
不
可
欠
と

な
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、他
者
に
依
頼
で
き
ず
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
な
ど
を
介
し
て
一
次
情
報
を
入
手
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
自
ら
物
理
的
に
現

場
に
行
っ
て
調
査
す
る
し
か
な
い
。

次
に
実
際
の
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
一
次
情
報
を
持
つ
調
査
対
象

に
人
間
が
含
ま
れ
る
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
主
要
な
調
査
対
象
で
あ
る
か

ど
う
か
は
分
野
ご
と
に
異
な
る
。
主
要
な
調
査
対
象
が
人
間
で
あ
る
場
合
、
調
査

対
象
が
言
語
を
話
す
と
い
う
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
類
学
、

社
会
学
、
民
俗
学
、
経
営
学
な
ど
は
、
言
語
学
と
同
様
に
、
人
間
に
対
し
質
問
し
、

そ
の
回
答
を
得
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
一
次
情
報
取
得
の
主
要
な
位
置
を
占
め

る
。
一
方
、
主
要
な
調
査
対
象
が
人
間
で
は
な
い
場
合
は
、
対
象
自
体
に
問
う
こ

と
で
情
報
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
美
術
史
、
人
文
地
理
学
、
博

物
館
学
な
ど
は
、
人
間
（
具
体
的
に
は
、
美
術
品
の
所
有
者
、
漁
師
、
展
示
物
の
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所
有
者
な
ど
）
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
主
要

な
調
査
対
象
は
モ
ノ
自
体
（
具
体
的
に
は
仏
像
、
漁
船
・
風
、
展
示
物
）
で
あ
る

た
め
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
言
語
を
用
い
た
調
査
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
言
語
以
外
の
手
段
で
調
査
対
象
（
モ
ノ
）
か
ら
情
報
を
取
得
す
る
必
要

が
あ
る
。

こ
こ
で
、主
要
な
研
究
対
象
が
人
間
で
あ
る
研
究
（
言
語
学
、人
類
学
、社
会
学
、

民
俗
学
、
経
営
学
）
に
注
目
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
に
対
し
質
問
し
調
査
す

る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
言
語
学
と
そ
れ
以
外
の
研
究
分
野
に

お
い
て
は
一
つ
の
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
思
う
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
言
葉
」

（
あ
る
い
は「
言
語
」）と
い
う
用
語
の
使
わ
れ
方
で
あ
る
。
例
え
ば
、本
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
は
会
議
の
際
に
、
社
会
学・人
類
学・民
俗
学
の
研
究
者
が
し
ば
し
ば
「
言

葉
だ
け
に
注
目
し
て
い
て
は
ダ
メ
だ
」と
発
言
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は「
調

査
協
力
者
が
話
し
た
こ
と
だ
け
を
鵜
呑
み
に
せ
ず
に
、
周
囲
の
人
や
道
具
、
建
造

物
、
実
際
の
生
活
で
の
行
動
な
ど
、
周
囲
の
環
境
に
幅
広
く
関
心
を
向
け
て
、
そ

の
発
言
の
文
脈
を
正
確
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
（
と
私
は
理
解
し
た
）。

一
方
、
言
語
学
の
研
究
に
お
い
て
は
、
ま
ず
は
言
葉
そ
の
も
の
に
注
目
す
る
必

要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
２
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
わ
た
し
た
ち
」
を
表
す
単

語
に
双
数
形
と
複
数
形
の
区
別
が
あ
る
か
ど
う
か
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
な
ぜ

な
ら
、
言
語
学
の
究
極
の
目
標
は
、
人
間
の
言
語
の
仕
組
み
が
ど
の
よ
う
な
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
か
を
知
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、（
あ

ら
ゆ
る
言
語
を
視
野
に
入
れ
た
う
え
で
）
人
間
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
は
ど
ん
な
言
い

方
は
可
能
で
、ど
ん
な
言
い
方
が
不
可
能
な
の
か
、そ
れ
が
知
り
た
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
厳
密
に
は
以
下
の
二
つ
の
場
合
に
は
「
言
葉
以
外
の
現
象
」
に
も
関
心

を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
一
つ
は
、（
文
法
で
は
な
く
）
語
彙
の
研
究
を
す
る
場

合
で
あ
る
。
名
詞
（
た
と
え
ば
、
虫
の
名
前
）
や
動
詞
（
た
と
え
ば
、
北
海
道
・

東
北
な
ど
の
方
言
で
「
器
に
こ
び
り
つ
い
た
米
粒
な
ど
を
水
で
ふ
や
か
す
」
と
い

う
意
味
の
「
う
る
か
す
」
な
ど
）
の
意
味
を
知
る
た
め
に
は
、
実
際
の
虫
や
動
詞

の
指
す
行
為
そ
の
も
の
に
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
二
つ
目
は
、
視
線
や
体

の
向
き
、呼
吸
の
間
合
い
な
ど
の
よ
う
に
言
語
の
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
道
具
」

と
し
て
の
側
面
に
強
い
関
り
の
あ
る
（
し
か
し
、
そ
れ
自
身
は
言
語
で
は
な
い
）

現
象
の
研
究
を
す
る
場
合
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
言
語
の
「
文
法
」
は
「
語
彙
」
と
は
違
っ
て
、
言
語
学
の
方

法
論
に
慣
れ
て
い
な
け
れ
ば
意
識
を
向
け
る
こ
と
が
非
常
に
難
し
い
領
域
で
あ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
言
語
学
は
そ
の
領
域
（
文
法
）
に
特
に
注
意
を
向
け
、
そ
れ

（
人
間
の
言
語
に
内
在
す
る
仕
組
み
）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

必
然
的
に
、
言
語
学
で
言
う
「
言
葉
」（「
言
語
」）
の
指
す
主
な
内
容
は
、
人
類

学
な
ど
で
用
い
ら
れ
る
「
言
葉
」
の
指
す
内
容
と
は
違
っ
た
意
味
を
持
つ
こ
と
に

な
る
。
前
者
は
「
言
葉
の
仕
組
み
」
で
あ
る
文
法
を
指
す
の
に
対
し
、後
者
は
「
言

葉
を
用
い
て
伝
え
る
情
報
」
を
指
し
て
い
る
。
各
分
野
の
研
究
に
と
っ
て
不
可
欠

な
用
語
の
意
味
の
違
い
を
自
覚
し
て
お
く
こ
と
は
、
分
野
横
断
的
な
相
互
理
解
、

お
よ
び
建
設
的
な
議
論
を
進
め
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。

６　
ま
と
め

本
稿
で
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
「
自
ら
物
理
的
に
現
場
に
行
っ
て
調
査
す
る

こ
と
」
と
定
義
し
た
。
し
た
が
っ
て
、「
自
ら
行
く
」
ま
た
は
「
物
理
的
に
現
場
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に
行
く
」
を
同
時
に
満
た
す
場
合
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
す
る
必
要
が
あ
る
と

言
え
る
。
そ
こ
で
、
私
の
専
門
で
あ
る
記
述
言
語
学
の
研
究
は
こ
の
二
点
を
同
時

に
満
た
す
か
ど
う
か
を
考
え
た
。
す
る
と
、
未
だ
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
い
な
い

言
語
・
方
言
に
対
し
て
専
門
的
な
知
識
・
技
術
を
用
い
て
調
査
す
る
と
い
う
点
に

お
い
て
「
自
ら
行
く
」
必
要
が
あ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査
だ
と
「
短
い
間
隔
で
仮

説
生
成
と
質
問
を
繰
り
返
す
調
査
」
も
「
現
場
の
様
々
な
場
面
で
の
発
話
の
デ
ー

タ
を
得
る
こ
と
」
な
ど
も
で
き
な
い
こ
と
か
ら
「
物
理
的
に
現
場
に
行
く
」
必
要

が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
記
述
言
語
学
に
お
い
て
は
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
私
の
調
査
地
に
お
い
て

は
話
者
（
調
査
対
象
）
が
高
齢
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
も
そ
も
オ
ン
ラ
イ
ン
調

査
が
実
現
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
も
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
必
要
不
可
欠
で

あ
る
理
由
と
言
え
た
。

言
語
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
他
分
野
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
比
較
し
た

場
合
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
全
体
に
共
通
す
る
の
は
一
次
情
報
を
持
つ
調

査
対
象
に
人
間
が
含
ま
れ
る
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
主
要
な
調
査
対
象

で
あ
る
か
ど
う
か
は
分
野
ご
と
に
異
な
る
。
そ
し
て
、
人
間
が
主
要
な
調
査
対

象
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
用
語
（「
言
葉
」）
が
指
す
意
味
内
容
が
異
な
る
こ
と
を

自
覚
す
る
こ
と
は
、
分
野
横
断
的
な
議
論
を
す
る
う
え
で
は
重
要
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
。

註１　
社
会
学
の
用
語
（
概
念
）
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
、（
３
ａ
）
の
「
質
問
票
調
査
」
は
「
構

造
化
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
ま
た
は
フ
ォ
ー
マ
ル
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）」、（
３
ｂ
）
の
「
自
然
傍
受

法
」
は
「
非
構
造
化
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
ま
た
は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）」
に
相

当
す
る
（
参
考
：
佐
藤　
二
〇
〇
六[

一
九
九
二]

：
一
九
一—

一
九
五
）。

２　
下
地
理
則
氏
（
記
述
言
語
学
の
専
門
家
）
も
「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
は
じ
め
た
頃
は
そ

の
言
語
の
何
を
調
査
し
て
よ
い
か
ま
だ
わ
か
ら
な
い
…
（
中
略
）
ま
ず
対
象
と
し
て
い

る
言
語
の
具
体
的
な
姿
を
眺
め
て
み
な
け
れ
ば
、
何
も
始
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
」（
下
地 

二
〇
一
一
：
四
八
）
と
述
べ
て
い
る
。

参
照
文
献

小
熊
英
二
（
二
〇
二
二
）『
基
礎
か
ら
わ
か
る
論
文
の
書
き
方
』
講
談
社
。

佐
藤
郁
哉
（
二
〇
〇
六[

一
九
九
二]

）『
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク　
増
訂
版
：
書
を

持
っ
て
町
へ
出
よ
う
』
新
曜
社
。

下
地
理
則
（
二
〇
一
〇
）「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
出
か
け
よ
う-

琉
球
諸
語
の

フ
ィ
ー
ル
ド
言
語
学
」『
日
本
語
学
』
二
九—

一
二
、一
六—

三
〇
。

下
地
理
則
（
二
〇
一
一
）「
文
法
記
述
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
の
重
要
性
」『
日
本
語

学
』
三
〇—

六
、四
六—

五
九
。

新
永
悠
人
（
二
〇
二
〇
）「
方
言
研
究
の
類
型
論
」『
弘
前
大
学
国
語
国
文
学
』

四
三
、五
〇—

六
八
。

山
田
実
（
一
九
八
一
）『
奄
美
与
論
方
言
の
体
言
の
語
法
』
第
一
書
房
。

参
照
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
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