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は
じ
め
に
　
枠
組
み
を
問
い
直
す
視
点

　

学
会
創
立
二
十
周
年
記
念
号
で
は
、「
口
承
文
芸
」
の
「
落
日
」、
つ
ま

り
「
口
承
文
芸
」
が
「
歴
史
的
使
命
」
を
終
え
た
と
い
う
考
え
方
を
ど

の
よ
う
に
と
ら
え
る
の
か
、
ま
た
の
り
こ
え
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が

テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
前
提
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

二
点
を
、
川
田
順
造
の
指
摘
に
基
づ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
ひ
と
つ
目

は
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
世
界
的
な
社
会
変
化
、
生
活
意
識
の
変
化
の

な
か
で
、
社
会
全
体
の
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
「
口
承
」
の
位
置

が
変
化
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
［
小
澤
他
一
九
九
七:

二
六
―
二
七
］。
ふ

た
つ
目
は
、「
伝
承
の
危
機
」
が
指
摘
さ
れ
る
状
況
と
は
、
研
究
者
の
求

め
て
き
た
「
伝
承
」
が
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
と
い

う
認
識
で
あ
る
［
川
田
一
九
九
三:

一
五
―
一
七
］。
こ
こ
で
言
う
「
伝
承
」

の
な
か
に
、「
口
承
文
芸
」
を
含
め
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま

り
は
、「
口
承
文
芸
」
の
変
容
と
生
活
世
界
の
変
容
に
対
応
す
る
た
め
に
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
口
承
文
芸
研
究
の
こ
れ
か
ら

研
究
対
象
と
し
て
の
「
二
次
的
な
声
の
文
化
」

真 

鍋
　
昌 

賢

研
究
者
側
の
認
識
論
を
刷
新
し
て
い
く
こ
と
が
う
な
が
さ
れ
て
い
た
と
考

え
て
い
い
。
こ
の
十
年
間
、
口
承
文
芸
研
究
に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
き
た

キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
声
、
身
体
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
メ
デ
ィ
ア
、
記
憶
、

歴
史
認
識
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
口
承
文
芸
研
究
に
も
ち
こ
ま
れ

た
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
主
に
「
現
代
（
現
在
）」
あ
る
い
は
「
近

代
」 

を
対
象
と
し
た
事
例
研
究
に
お
い
て
な
さ
れ
て
き
た（

１
）。

そ
の
一
方
で
、

調
査
論
、
研
究
者
論
、
ジ
ャ
ン
ル
論
、
資
料
論
と
い
っ
た
研
究
の
枠
組
み

そ
の
も
の
を
問
い
直
す
省
察
も
、
直
接
的
に
あ
る
い
は
間
接
的
に
取
り
組

ま
れ
て
き
た
と
言
え
る（

２
）。

　

口
承
文
芸
研
究
に
お
け
る
研
究
領
域
の
拡
張
と
、
研
究
す
る
側
の
視
点

の
刷
新
の
両
方
が
意
識
的
に
進
め
ら
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
れ
か
ら
の
口
承
文
芸
研
究
が
む
か
う
べ
き
方
向
性
と
は
、
ど
の
よ
う
な

も
の
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
研
究
に
取
り
組
む
者
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
か
ら
、
多
様
な
指
摘
が
あ
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
本
稿

の
関
心
に
沿
っ
て
参
照
し
て
お
き
た
い
の
は
、
関
一
敏
に
よ
る
「
こ
と
ば

の
民
俗
学
」
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。
関
は
、民
俗
学
が
み
ず
か
ら
の
「
古

典
的
形
式
化
」
を
ま
ぬ
が
れ
る
工
夫
を
、
研
究
者
側
で
用
意
す
る
必
要
が

あ
る
と
呼
び
か
け
る
［
関
一
九
九
八:

一
六
］。
こ
の
呼
び
か
け
に
は
、
研

究
者
側
の
視
点
の
更
新
と
い
う
点
に
お
い
て
、
先
に
挙
げ
た
川
田
の
指
摘

と
類
似
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
関
自
身
は
、「
し
あ

わ
せ
の
民
俗
誌
」
を
構
想
す
る
立
場
か
ら
、
生
活
実
践
に
う
め
こ
ま
れ
た

こ
と
ば
の
運
用
を
鋭
敏
に
受
け
と
め
つ
つ
、
生
活
者
の
思
想
や
戦
術
の

記
述
に
む
か
う
方
向
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
［
関
一
九
九
八:

二
一
―



215

二
五
］。
そ
れ
は
、
こ
と
ば
が
運
用
さ
れ
る
文
脈
を
慎
重
に
見
極
め
つ
つ
、

生
活
世
界
の
構
成
力
や
生
活
感
情
の
表
現
力
が
生
ま
れ
、
維
持
さ
れ
、
変

容
し
て
い
く
過
程
を
議
論
し
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
。
生
活
実
践
の
な
か

の
こ
と
ば
へ
の
こ
う
し
た
注
目
は
、
日
常
生
活
の
こ
と
ば
の
や
り
と
り
に

の
み
向
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
語
り
口
に
注

目
し
、
そ
の
語
り
が
わ
れ
わ
れ
に
向
け
て
ど
の
よ
う
に
投
げ
か
け
ら
れ
て

い
る
の
か
と
い
う
関
心
も
重
要
で
あ
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
研
究

者
の
設
定
し
た
ジ
ャ
ン
ル
を
批
判
的
に
と
ら
え
つ
つ
、
生
活
の
文
脈
に
お

け
る
こ
と
ば
の
力
を
問
い
直
し
て
論
じ
る
た
め
の
思
想
と
方
法
が
必
要
で

あ
る
。
以
下
で
は
、
生
活
を
支
え
た
り
、
生
活
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
与
え

た
り
し
て
い
る
声
と
し
て
の
こ
と
ば
の
技
術
／
芸
術
を
、
語
用
論
的
な
視

点
か
ら
論
じ
る
可
能
性
を
さ
ぐ
り
た
い
。

二
　
高
齢
者
と
生
活
の
な
か
の
ラ
ジ
オ

　

研
究
対
象
の
発
見
と
い
う
点
に
お
い
て
、
今
後
よ
り
一
層
関
心
を
注

ぐ
べ
き
と
思
わ
れ
る
領
域
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
電
気
的

に
複
製
さ
れ
る
「
二
次
的
な
声
の
文
化
」［
オ
ン
グ
一
九
九
一:

二
七
七
―

二
八
二
］
へ
の
関
心
で
あ
る
。「
近
代
」
以
降
に
お
い
て
、
肉
声
と
し
て

現
象
す
る
こ
と
ば
は
、
文
字
の
み
な
ら
ず
、
様
々
な
電
気
的
な
複
製
媒
体

に
よ
っ
て
も
媒
介
さ
れ
う
る
と
い
う
事
実
を
今
一
度
確
認
し
て
お
き
た

い
。
肉
声
と
し
て
の
こ
と
ば
の
生
起
そ
の
も
の
が
、
メ
デ
ィ
ア
の
相
関
的

な
力
学
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
り
、
そ
の
事
実
を
ふ
せ
て
「
口
承
」
の
み

を
剔
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
［
高
木
二
〇
〇
〇
a:

一
］。
わ
れ
わ
れ
の

生
活
は
、
肉
声
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
、
そ
れ
と
は
異
質
な
「
二
次
的
な
声

の
文
化
」
が
生
み
出
す
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
も
支
え
ら
れ
て
い
る
。
肉
声
に

よ
る
対
面
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
重
要
な
研
究
対
象
で
は
な
く
な

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
複
雑
に
媒
介
さ
れ
る
こ

と
ば
の
発
話
／
受
容
を
生
活
実
践
の
な
か
で
問
い
直
す
場
と
し
て
、
口
承

文
芸
研
究
が
ひ
ろ
く
開
か
れ
て
い
く
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と

が
必
要
な
の
だ
ろ
う
。

　

生
活
実
践
に
う
め
こ
ま
れ
た
こ
と
ば
の
運
用
に
関
心
を
む
け
つ
つ
、「
二

次
的
な
声
の
文
化
」
を
積
極
的
に
議
論
の
対
象
と
し
て
呼
び
込
ん
で
い
く

た
め
の
争
点
と
し
て
、
以
下
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
「
ラ
ジ
オ
深
夜
便
」

（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
第
一
／
二
三
時
二
〇
分
前
後
～
翌
日
五
時
）
で
あ
る
。「
深
夜
便
」

は
、「
ア
ン
カ
ー
」
と
よ
ば
れ
る
進
行
役
の
ト
ー
ク
を
軸
と
し
て
、
ニ
ュ
ー

ス
、
日
本
各
地
あ
る
い
は
世
界
各
地
の
様
々
な
レ
ポ
ー
ト
、
音
楽
、
歌
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
の
コ
ー
ナ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
ラ
ジ
オ
の
深
夜

放
送
で
あ
る
。

　

ま
ず
も
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
深
夜
放
送
を
口
承
文
芸
研
究
の
視
野
に
入

れ
る
こ
と
を
奇
妙
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
番
組
の
進
行
、
音
楽
・

歌
の
解
説
、ニ
ュ
ー
ス
な
ど
の「
事
実
」を
伝
え
よ
う
と
す
る
こ
と
ば
は「
文

芸
」
と
い
う
関
心
か
ら
は
も
っ
と
も
遠
く
に
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
ま

た
、
こ
の
番
組
に
は
歌
・
音
楽
の
レ
コ
ー
ド
が
流
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は

音
楽
産
業
の
も
と
に
大
量
生
産
さ
れ
消
費
さ
れ
て
き
た
歌
謡
曲
や
ポ
ッ
プ

ス
な
ど
で
あ
っ
て
、
口
伝
え
の
な
か
で
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
ん
で
い
く
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「
口
承
」
で
は
な
い
と
も
み
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
そ
れ
が
肉
声
で
は
な
い
に
し
て
も
、「
深
夜

便
」
に
つ
め
こ
ま
れ
た
複
製
さ
れ
た
声
は
、
現
代
の
高
齢
化
社
会
を
、
そ

の
根
底
で
一
定
程
度
支
え
る
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う

だ
。「
深
夜
便
」
は
一
九
九
〇
年
に
開
始
さ
れ
、
す
で
に
十
五
年
以
上
続

い
て
い
る
長
寿
番
組
で
あ
る
。
中
心
的
な
リ
ス
ナ
ー
と
し
て
想
定
さ
れ
て

い
る
の
は
、
眠
れ
な
い
、
あ
る
い
は
早
起
き
を
す
る
「
高
齢
者
」
で
あ
る

と
言
わ
れ
る
。
平
均
寿
命
の
変
化
や
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
の
多
様
化
を
念
頭
に
お
い
た
と
き
、「
高
齢
者
」
と
は
誰
か
を
定
義

す
る
こ
と
は
た
や
す
く
な
い
。
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
六
十
歳
代
後
半
以
上

を
中
心
と
し
つ
つ
ゆ
る
や
か
に
ひ
ろ
が
る
層
を
、
暫
定
的
に
想
定
し
て
お

き
た
い
。
も
ち
ろ
ん
「
深
夜
便
」
の
想
定
し
て
い
る
リ
ス
ナ
ー
は
「
高
齢

者
」
だ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
午
前
二
時
台
～
午
前
四
時
台

は
、
眠
れ
な
い
／
眠
り
か
ら
覚
め
た
「
高
齢
者
」
が
中
心
的
な
リ
ス
ナ
ー

と
し
て
、
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う（

３
）。

三
　
ア
ン
カ
ー
の
こ
と
ば

　

わ
た
し
が
関
心
を
む
け
た
い
の
は
、
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
の
発
話
行
為

（speech act

）
が
充
填
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
番
組
が
な
し
え
て
い
る
こ

と
ば
を
用
い
た
実
践
行
為
（pragm

atic act

）
の
総
体
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
ア
ン
カ
ー
の
こ
と
ば
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
、
リ
ス

ナ
ー
に
と
っ
て
の
そ
の
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。「
深
夜
便
」
に
お
い
て
、

番
組
と
リ
ス
ナ
ー
の
関
係
を
構
造
化
す
る
時
間
の
流
れ
を
つ
く
り
だ
し
て

い
る
の
は
、
な
に
よ
り
も
ア
ン
カ
ー
の
こ
と
ば
の
流
れ
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
「
誰
が
話
す
の
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
こ

れ
ま
で
ア
ン
カ
ー
に
主
に
抜
擢
さ
れ
て
き
た
の
は
、
退
局
し
た
元
ア
ナ
ウ

ン
サ
ー
た
ち
で
あ
る
。
リ
ス
ナ
ー
は
齢
を
重
ね
つ
つ
も
元
気
に
仕
事
を
続

け
る
ア
ン
カ
ー
の
こ
と
ば
に
耳
を
傾
け
、
同
世
代
の
活
躍
に
親
近
感
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
。
放
送
開
始
当
初
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
を
「
卒
業
」
し
た
ベ
テ
ラ

ン
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
た
ち
に
と
っ
て
、
長
時
間
の
デ
ィ
ス
ク
ジ
ョ
ッ
キ
ー
は

初
体
験
で
あ
っ
た
と
い
う
。「
事
実
」
を
伝
え
る
こ
と
が
仕
事
で
あ
る
ア

ナ
ウ
ン
サ
ー
の
語
り
口
に
は
、
一
般
的
に
「
没
個
性
」
が
求
め
ら
れ
て
い

た
。
つ
ま
り
、
ア
ン
カ
ー
に
と
っ
て
は
「
自
分
自
身
を
、
ど
こ
ま
で
表
現

し
て
い
い
の
か
」
と
い
う
点
が
不
安
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
制
作
側

は
、
ア
ン
カ
ー
が
自
分
の
名
前
を
頻
繁
に
放
送
中
に
述
べ
る
と
い
う
方
針

を
と
っ
た
［
山
口
二
〇
〇
五:

一
二
一
―
一
二
三
］。
こ
れ
は
つ
ま
り
、「
誰

が
話
す
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
顕
在
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
結
果
的
に
親

近
感
を
演
出
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
「
ど
の
よ
う
に
話
す
の
か
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。「
深

夜
便
」
で
は
、
×
×
で
す
ね
、
×
×
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う
よ
う
に
対
面

的
に
話
し
か
け
る
よ
う
な
語
り
口
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
会
話

を
模
倣
し
た
語
り
口
は
、
リ
ス
ナ
ー
の
親
近
感
を
得
る
う
え
で
効
果
的
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
語
り
口
は
、
他
の
ラ
ジ
オ
・
テ
レ

ビ
番
組
で
も
日
常
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ス
原

稿
を
読
む
「
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
」
か
ら
会
話
調
で
語
り
か
け
る
「
ニ
ュ
ー
ス
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キ
ャ
ス
タ
ー
」
へ
の
変
化
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
語
り
口
の
「
会
話
化
」

は
、
多
く
の
視
聴
者
（
聴
取
者
）
を
獲
得
す
る
た
め
の
技
法
と
し
て
、
現

在
で
は
日
常
に
あ
ふ
れ
て
い
る［
伊
藤
二
〇
〇
六:

二
八
―
三
〇
］。で
は「
深

夜
便
」
の
ア
ン
カ
ー
の
語
り
口
に
は
、
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
が
必
要
な

の
だ
ろ
う
。

　
「
深
夜
便
」
が
放
送
開
始
当
初
に
想
定
し
た
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
当
時

の
一
般
的
な
深
夜
放
送
、
つ
ま
り
若
者
向
け
の
番
組
と
は
対
称
的
な
特

徴
を
も
た
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
［
春
海
二
〇
〇
五:

一
一
二
―

一
一
三
］。
ま
ず
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
早
口
で
は
な
い
、
ゆ
っ
く
り
と

し
た
語
り
口
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
深
夜
便
」
の
ア
ン
カ
ー
の
そ
の
静

か
な
抑
制
的
な
ト
ー
ン
を
考
察
す
る
た
め
に
、
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
注

意
を
向
け
て
み
よ
う
。
端
的
に
言
う
な
ら
ば
、
ア
ン
カ
ー
の
語
り
口
は
、

ラ
ジ
オ
で
ニ
ュ
ー
ス
を
読
む
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
語
り
口
と
、
オ
ー
ル
ナ
イ

ト
ニ
ッ
ポ
ン
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
若
者
向
け
の
デ
ィ
ス
ク
ジ
ョ
ッ

キ
ー
（
以
下
Ｄ
Ｊ
）
の
語
り
口
と
の
あ
い
だ
の
位
置
に
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ス

ア
ナ
ウ
ン
ス
に
せ
よ
、
Ｄ
Ｊ
に
せ
よ
、
ど
ち
ら
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
も
、

リ
ス
ナ
ー
と
の
関
係
を
構
造
化
す
る
た
め
の
演
出
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ

こ
で
言
う
「
あ
い
だ
の
位
置
」
と
は
、
そ
の
両
極
の
中
立
点
で
は
な
く
相

対
的
に
ニ
ュ
ー
ス
ア
ナ
ウ
ン
ス
の
極
に
近
い
位
置
を
指
し
て
い
る
。

　

ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
の
こ
と
ば
を
借
り
る
な
ら
、
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ

ン
は
聴
き
手
、
と
り
あ
げ
ら
れ
る
対
象
、
さ
ら
に
は
発
話
の
状
況
が
不
可

分
に
か
ら
ん
で
生
起
す
る
［
バ
フ
チ
ン
二
〇
〇
二:

一
六
〇
―
一
六
七
］。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
は
、
き
わ
め
て
社
会
的
か

つ
実
践
的
な
契
機
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
言
語
は
発

話
さ
れ
、
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
、
時
と
場
所
を
刻
印
さ
れ
た
発
話
者
の
も
の
と
な
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ラ
ジ
オ
ニ
ュ
ー
ス
の
語
り
口
は
、
対
面
的
な
状
況
に
は
な
い
と
い
う
点
に

お
い
て
、
ま
た
発
話
内
容
に
対
す
る
感
想
を
制
御
し
よ
う
と
す
る
点
に
お

い
て
、
脱
状
況
的
・
脱
個
人
的
な
性
格
が
強
く
、
結
果
と
し
て
フ
ラ
ッ
ト

な
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
獲
得
し
て
い
る
。
Ｄ
Ｊ
の
語
り
口
を
支
え
る
イ

ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
起
伏
は
、
感
情
と
と
も
に
は
ず
む
の
で
あ
り
、
ま
さ

に
そ
れ
は
対
面
的
な
会
話
調
を
徹
底
し
て
模
倣
し
た
モ
ー
ド
の
も
と
に
あ

る
。「
深
夜
便
」
に
お
け
る
ア
ン
カ
ー
の
語
り
口
は
、「
正
確
さ
」
を
旨
と

す
る
ニ
ュ
ー
ス
ア
ナ
ウ
ン
ス
の
フ
ラ
ッ
ト
な
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
出
発

点
と
し
な
が
ら
も
、
ひ
か
え
目
な
が
ら
も
個
性
を
打
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
Ｄ
Ｊ
の
ざ
っ
く
ば
ら
ん
で
開
放
的
な
お
し
ゃ
べ
り
に
少
し
近
づ
い
た

位
置
に
あ
る
。
そ
の
相
対
的
な
位
置
は
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
本
人
の
側
か
ら

す
る
と
随
分
と
個
性
を
許
容
す
る
語
り
口
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
し
、

Ｄ
Ｊ
に
慣
れ
た
者
に
と
っ
て
は
、
ニ
ュ
ー
ス
の
語
り
口
に
近
い
と
感
じ
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
深
夜
便
」
の
ア
ン
カ
ー
の
声
は
、
あ
く
ま
で
も

事
実
確
認
的
な
声
の
あ
り
方
を
暗
黙
の
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
一
歩

踏
み
出
し
て
個
性
化
＝
人
格
化
が
試
み
ら
れ
た
声
で
あ
る
。

　

ゆ
っ
く
り
、
落
ち
着
い
て
、
時
に
は
間
を
十
分
に
と
っ
て
話
さ
れ
る
ア

ン
カ
ー
の
こ
と
ば
に
い
か
な
る
行
為
が
想
定
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考

察
す
る
際
に
、
象
徴
的
と
思
わ
れ
る
こ
と
ば
が
あ
る
。
一
般
的
に
テ
レ
ビ

（
ラ
ジ
オ
）
に
接
し
て
い
る
と
、「
お
見
逃
し
無
く
（
お
聞
き
の
が
し
な
く
）」
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と
注
意
喚
起
を
う
な
が
す
こ
と
ば
を
投
げ
か
け
ら
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な

い
。
し
か
し
「
深
夜
便
」
で
ア
ン
カ
ー
が
時
折
語
り
か
け
る
の
は
「
眠
く

な
っ
た
ら
ど
う
ぞ
ご
無
理
を
な
さ
ら
な
い
よ
う
に
」
と
い
う
旨
の
こ
と
ば

で
あ
る
。
内
容
を
伝
え
る
こ
と
が
役
割
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
な
の
だ

が
、
こ
こ
に
は
伝
え
る
内
容
が
何
か
、
あ
る
い
は
内
容
が
伝
わ
っ
た
か
否

か
、
と
い
う
基
準
と
は
別
の
こ
と
ば
の
役
割
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
ひ
と
ま
ず
そ
れ
は
「
寄
り
添
う
」
行
為
あ
る
い
は
「
安
心
さ
せ
る
」

行
為
だ
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に
―
総
体
的
な
実
践
行
為
の
理
解
に
向
け
て
―

　

以
上
の
よ
う
に
、
ア
ン
カ
ー
の
こ
と
ば
は
、
リ
ス
ナ
ー
の
深
い
夜
を
ナ

ビ
ゲ
ー
ト
し
て
い
く
。
仕
事
や
作
業
を
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
横
に
な
っ

て
目
を
と
じ
な
が
ら
、
ひ
っ
そ
り
と
イ
ヤ
ホ
ン
で
聴
き
入
り
な
が
ら
…
…
、

と
い
う
よ
う
に
受
容
さ
れ
る
「
深
夜
便
」
の
こ
と
ば
は
、
リ
ス
ナ
ー
の
生

活
実
践
に
埋
め
込
ま
れ
た
こ
と
ば
で
あ
り
、
と
き
と
し
て
リ
ス
ナ
ー
の
切

実
な
孤
独
感
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
「
深

夜
便
」
に
お
い
て
、「
寄
り
添
う
」「
安
心
さ
せ
る
」
と
い
っ
た
行
為
は
、

ア
ン
カ
ー
の
こ
と
ば
の
み
に
託
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
ア

ン
カ
ー
の
こ
と
ば
は
「
深
夜
便
」
に
お
け
る
中
心
的
な
こ
と
ば
で
は
あ
る

が
、
部
分
に
過
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
番
組
全
体
が
な

し
得
る
「
実
践
行
為
の
総
体
」
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
と
先
に
述
べ
た
所

以
で
あ
る
。
懐
古
調
の
番
組
内
容
を
含
み
な
が
ら
、
な
お
か
つ
現
在
進
行

形
の
時
間
感
覚
の
共
有
が
基
調
と
な
っ
て
い
る
「
深
夜
便
」
の
特
徴
を
論

じ
る
に
は
、
少
々
紙
幅
が
足
り
な
い
よ
う
だ（

４
）。

　

以
上
で
は
、「
ラ
ジ
オ
深
夜
便
」
を
と
り
あ
げ
て
、
実
際
の
生
活
感
覚

が
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
に
媒
介
さ
れ
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
認

識
の
も
と
に
、「
二
次
的
な
声
の
文
化
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
意
義
に
つ
い

て
論
じ
て
き
た
。「
深
夜
便
」
の
声
は
生
活
／
生
存
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を

支
え
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
口
承
文
芸
研
究
に
お
け

る
既
存
の
ジ
ャ
ン
ル
を
参
照
す
る
だ
け
で
は
そ
の
社
会
的
な
意
義
を
位
置

づ
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
既
存
の
ジ
ャ
ン
ル
の
自
明
性
、
拘
束
性
を
問

題
に
し
つ
つ
、
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
囲
い
き
れ
て
い
な
い
こ
と
ば
の
技
術
／

芸
術
を
ひ
ろ
い
あ
げ
て
い
く
方
向
性
が
、
今
後
も
意
識
的
に
続
け
ら
れ
て

い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

注（
１
） 「
現
代
（
現
在
）」
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
あ
る
一
方
で
、

直
接
的
も
し
く
は
間
接
的
に
「
口
承
文
芸
」
の
「
近
代
」
を
問
い

直
す
研
究
が
増
え
て
き
た
こ
と
も
、
こ
の
十
年
間
の
傾
向
の
ひ
と

つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
近
代
」
を
問
う
こ
と
は
、「
口
承
文
芸
」

の
「
現
代
（
現
在
）」
を
相
対
化
す
る
基
礎
的
な
作
業
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
口
承
文
芸
研
究
が
「
近
代
」
の
た
だ
な
か
に
誕
生
し
た

と
い
う
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
研
究
の
視
点
に
ま
つ
わ
る
拘
束
力
に

つ
い
て
の
議
論
の
き
っ
か
け
で
も
あ
る
。『
口
承
文
芸
研
究
』
誌
上

で
は
、た
と
え
ば
「
メ
デ
ィ
ア
の
結
節
点
と
し
て
の
〈
口
承
〉」（
二
三
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号
）、「
日
本
口
承
文
芸
と「
近
代
」」（
二
五
号
）と
い
っ
た
特
集
で「
近

代
」
へ
の
関
心
の
高
ま
り
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
） 
近
年
に
限
っ
て
例
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
調
査
史
の
再
検
討
と
し

て
は 
、
國
學
院
大
學
説
話
研
究
会
の
記
録
が
今
後
の
議
論
の
前
提

と
な
る
だ
ろ
う
［
国
学
院
大
学
説
話
研
究
会
他
編
：
二
〇
〇
五
］。

ま
た
『
口
承
文
芸
研
究
』
誌
上
に
お
い
て
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、

研
究
者
論
と
し
て
は
、
高
木
史
人
の
「
研
究
者
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
」

論
［
高
木
：
二
〇
〇
〇
b
］、
既
成
ジ
ャ
ン
ル
の
再
検
討
と
し
て
は

根
岸
英
之
の
論
考
［
根
岸
：
二
〇
〇
五
］、
文
献
資
料
の
再
検
討
と

し
て
は
石
井
正
己
に
よ
る
論
考［
石
井
：
二
〇
〇
五
］な
ど
が
あ
る
。

（
３
） 「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
コ
ン
サ
ー
ト
」（
午
前
二
時
台
）、「
に
っ
ぽ
ん
の

歌
こ
こ
ろ
の
歌
」（
午
前
三
時
台
）
は
、
懐
か
し
い
音
楽
・
歌
を
特

集
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
あ
り
、ま
た「
こ
こ
ろ
の
時
代
」（
午
前
四
時
台
）

は
、
各
界
で
活
躍
す
る
人
々
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
講
演
を
放
送
す

る
コ
ー
ナ
ー
で
あ
る
。

（
４
） 

さ
ら
に
ふ
た
つ
の
タ
イ
プ
の
「
二
次
的
な
声
」
に
つ
い
て
言
及
し

て
お
こ
う
。
ひ
と
つ
は
、「
深
夜
便
」
で
か
け
ら
れ
る
レ
コ
ー
ド

（
C
D
）
の
歌
で
あ
る
。「
に
っ
ぽ
ん
の
歌
こ
こ
ろ
の
歌
」
で
は
設

定
さ
れ
た
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、
一
時
間
弱
の
間
に
た
っ
ぷ
り
曲
数

を
か
け
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
特
集
の
厚
み
は
、
リ
ス
ナ
ー

の
記
憶
を
喚
起
さ
せ
る
こ
と
に
一
役
か
っ
て
い
る
。
第
30
回
日
本

口
承
文
芸
学
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
質
疑
応
答
で
は
、
常
光
徹

氏
か
ら
、リ
ス
ナ
ー
の
「
お
便
り
」
と
口
承
文
芸
研
究
に
お
け
る
「
生

活
譚
」
と
の
類
似
性
に
つ
い
て
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
リ
ス
ナ
ー
と

ア
ン
カ
ー
の
関
係
を
枠
づ
け
る
番
組
構
成
上
で
重
要
な
も
う
ひ
と

つ
の
こ
と
ば
は
、
一
時
間
毎
に
入
る
ニ
ュ
ー
ス
や
天
気
予
報
の
こ

と
ば
で
あ
る
。
世
の
中
の
最
新
情
報
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

ま
さ
に
刻
一
刻
と
進
む
現
在
に
お
い
て
、
ア
ン
カ
ー
と
リ
ス
ナ
ー

が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
た
び
た
び
確
認
さ
れ
て
い
く
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ラ
ジ
オ
と
高
齢
者
―
「
深
夜
」
と

は
誰
の
も
の
か
―
」
小
川
伸
彦
・
山
泰
幸
編
『
現
代
文
化
の
社
会
学
・

入
門
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
近
刊
予
定
）
で
も
う
少
し
具
体
的
に

取
り
上
げ
て
い
る
。

引
用
文
献

石
井
正
己　
「
佐
々
木
喜
善
論

－

口
承
文
芸
へ
の
逆
襲
」『
口
承
文
芸
研
究
』

二
八　

二
〇
〇
五

伊
藤
守　
「
ニ
ュ
ー
ス
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
分
析
、
マ
ル
チ
モ
ダ
リ
テ
ィ
分

析
」
伊
藤
守
編
『
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
の
社
会
学
』　

二
〇
〇
六　

世
界

思
想
社

小
澤
俊
夫
・
吉
川
周
平
・
中
川
裕
・
兵
藤
裕
己
・（
司
会
）
川
田
順
造　
「
口

承
文
芸
研
究
の
課
題
」『
口
承
文
芸
研
究
』
二
〇　

一
九
九
七

川
田
順
造　
「
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
は
「
伝
承
」
を
問
題
に
す
る
の
か
」『
日
本

民
俗
学
』
一
九
三　

一
九
九
三

國
學
院
大
學
説
話
研
究
会
・
國
學
院
大
學
民
俗
文
学
研
究
会
O
B
有
志

編　
『
学
生
研
究
会
に
よ
る
昔
話
研
究
の
50
年
―
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
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の
記
憶
と
記
録
―
』　

二
〇
〇
五　
（
発
行
は
編
集
と
同
じ
）

関
一
敏　
「
こ
と
ば
の
民
俗
学
は
可
能
か
」
関
一
敏
編
『
民
俗
の
こ
と
ば
』　

一
九
九
八　

朝
倉
書
店

春
海
一
郎　
「
ラ
ジ
オ
深
夜
便
誕
生
物
語
」『
ラ
ジ
オ
深
夜
便
完
全
読
本
』　

二
〇
〇
五
（
初
出
は
一
九
九
六
年
）　

N
H
K
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

高
木
史
人「「
特
集･
メ
デ
ィ
ア
の
結
節
点
と
し
て
の〈
口
承
〉」の
射
程
」『
口

承
文
芸
研
究
』
二
三　

二
〇
〇
〇
a

高
木
史
人　
「
研
究
者
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
」『
口
承
文
芸
研
究
』
二
三　

二
〇
〇
〇
b

根
岸
英
之　
「『
市
川
の
伝
承
民
話
』
に
お
け
る
「
世
間
話
」「
生
活
譚
」

再
考
―
市
川
市
国
府
台
周
辺
の「
軍
隊
に
ま
つ
わ
る
話
」を
通
し
て
」『
口

承
文
芸
研
究
』
二
八
号　

二
〇
〇
五

山
口
剛　
「
90
年
4
月
〈
ラ
ジ
オ
深
夜
便
〉
初
放
送
の
こ
ろ
」『
ラ
ジ
オ
深

夜
便
完
全
読
本
』　

二
〇
〇
五　

N
H
K
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

オ
ン
グ
．
W
･
J　
『
声
の
文
化
と
文
字
の
文
化
』（
桜
井
直
文
他
訳
）　

一
九
九
一　

藤
原
書
店
（
＝O

ng,W
.J.O

rality and Literacy:The 
Technologizing of the W

ord,1982,M
ethuem

&
C

o.Ltd.

）

バ
フ
チ
ン
．
ミ
ハ
イ
ル　
「
発
話
の
構
成
」『
バ
フ
チ
ン
言
語
論
入
門
』（
桑

野
隆
他
編
訳
）　

二
〇
〇
二　

せ
り
か
書
房

［
付
記
］
本
稿
は
、
第
30
回
日
本
口
承
文
芸
学
会
大
会
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／

口
承
文
芸
研
究
の
こ
れ
か
ら
」
に
お
け
る
「
口
承
文
芸
研
究
は
「
落
日
」

を
の
り
こ
え
た
か
」
と
い
う
発
表
を
も
と
に
し
て
寄
稿
さ
れ
て
い
る
。

発
表
で
は
、
研
究
対
象
の
拡
張
と
「
二
次
的
な
声
の
文
化
」
と
い
う
と

い
う
論
点
に
基
づ
き
、「
近
代
」
に
お
け
る
研
究
対
象
と
し
て
浪
花
節

を
と
り
あ
げ
、「
現
在
」
の
そ
れ
と
し
て
「
ラ
ジ
オ
深
夜
便
」
を
と
り

あ
げ
た
。
本
稿
で
は
、
焦
点
を
後
者
に
し
ぼ
り
、
発
表
当
日
ふ
れ
ら
れ

な
か
っ
た
考
察
を
若
干
付
け
加
え
て
い
る
。

（
ま
な
べ
・
ま
さ
よ
し
／
大
阪
大
学
）


