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東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
言
語
科
学
専
攻
言
語
学
専
攻

分
野
の
千
種
眞
一
教
授
は
二
〇
一
六
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
定

年
に
よ
り
退
職
さ
れ
る
。
こ
こ
に
先
生
の
長
年
に
わ
た
る
お
仕

事
を
振
り
返
っ
て
、
そ
の
学
恩
に
報
い
た
い
と
思
う
。

千
種
先
生
は
一
九
五
〇
年
、
仙
台
市
の
お
生
ま
れ
で
あ
る
。

宮
城
県
仙
台
第
二
高
等
学
校
を
へ
て
、
一
九
七
〇
年
東
北
大
学

文
学
部
に
入
学
さ
れ
、
引
き
続
い
て
一
九
七
四
年
に
大
学
院
に

進
学
さ
れ
た
。
本
学
の
言
語
学
講
座
は
一
九
六
五
年
に
発
足
し

て
い
た
が
、
当
初
は
教
育
学
部
の
長
谷
川
松
治
教
授
が
併
任
さ

れ
て
い
て
、
一
九
七
〇
年
に
初
め
て
専
任
の
教
員
と
し
て
朝
鮮

語
学
を
専
門
と
し
た
中
村
完
先
生
が
助
教
授
と
し
て
着
任
し
た

の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
千
種
先
生
は
本
学
の
言
語
学
研

究
室
が
ま
さ
に
そ
の
形
を
取
り
始
め
て
い
た
と
き
に
研
究
室
に

入
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

東
京
教
育
大
学
で
河
野
六
郎
先
生
の
薫
陶
を
受
け
ら
れ
た
中

村
先
生
は
、
朝
鮮
語
学
を
教
授
さ
れ
る
と
と
も
に
、
新
し
い
研

究
室
に
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
言
語
学
を
研
究
す
る
雰
囲
気
を
醸

成
し
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
た
。
そ
れ
を
補
う
形
で
、
ロ
シ
ア
語

の
助
教
授
と
し
て
文
学
部
に
在
職
し
て
い
た
沓
掛
良
彦
先
生
も

言
語
学
の
授
業
を
担
当
さ
れ
、
ホ
メ
ロ
ス
叙
事
詩
の
講
読
な
ど

を
指
導
さ
れ
た
。

千
種
先
生
は
そ
の
よ
う
な
環
境
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
語
学
を
対
象
と
し
た
歴
史
言
語
学
の
道
に
進
む
こ
と
を

志
さ
れ
た
。
言
語
学
は
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け

て
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
文
法
研
究
や
文
献
学
の
流
れ
を
汲
み
な

が
ら
近
代
的
な
学
問
へ
と
転
換
を
遂
げ
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に

イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
比
較
言
語
学
が
成
立
す
る
過
程
を
通
し

て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
言
語
学
の
発
展
も
そ
の

深
い
影
響
の
下
に
展
開
さ
れ
た
。

さ
て
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
学
の
研
究
を
本
格
的
に
行

千
種
眞
一
教
授
の
業
績
と
学
風後
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う
た
め
に
は
、
研
究
者
の
側
に
高
い
素
養
が
要
求
さ
れ
る
。
主

要
な
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
い
く
つ
か
︵
ギ
リ
シ
ャ
語
、

ラ
テ
ン
語
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
等
︶
に
つ
い
て
の
知
識
が
不
可

欠
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
研
究
書
を
読
む
た
め
の
英
語
、
ド
イ
ツ

語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ロ
シ
ア
語
等
の
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
言
語

に
も
通
じ
て
い
る
必
要
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

千
種
先
生
は
そ
の
よ
う
な
条
件
を
承
知
の
上
で
、
こ
の
分

野
の
研
究
に
果
敢
に
挑
戦
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
卒
業
論
文

﹁
原
始
印
欧
語
の
複
合
語
﹂
に
お
い
て
す
で
に
そ
の
片
鱗
を
示

し
、
修
士
論
文
﹁
原
始
印
欧
語
の
文
構
造
﹂
で
は
統
辞
法
へ
と

関
心
を
集
中
さ
れ
て
い
る
。
大
学
院
時
代
を
通
じ
て
研
鑽
を

続
け
ら
れ
、
一
九
七
八
年
か
ら
一
九
八
二
年
に
は
中
村
先
生

︵
一
九
八
一
年
に
教
授
昇
任
︶
の
下
で
研
究
室
の
助
手
を
勤
め

ら
れ
た
。

一
九
八
二
年
に
は
山
形
大
学
教
養
部
講
師
の
職
を
得
て
、

主
と
し
て
工
学
部
キ
ャ
ン
パ
ス
で
の
英
語
の
授
業
を
担
当
さ

れ
た
。
こ
こ
で
助
教
授
に
昇
任
さ
れ
る
が
、
一
九
八
六
年
、
東

北
大
学
文
学
部
言
語
学
講
座
助
教
授
と
し
て
中
村
教
授
の
下
に

戻
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
教
授
・
助
教
授
の
定
員
が
充
足
し

て
、
名
実
と
も
に
一
人
前
の
講
座
と
な
っ
た
言
語
学
研
究
室
に

お
い
て
、
千
種
先
生
は
ご
自
身
の
研
究
と
学
生
へ
の
教
育
に
存

分
に
力
を
発
揮
さ
れ
る
。

ほ
ど
な
く
し
て
一
九
八
八
年
、
言
語
学
研
究
室
は
国
語
学
研

究
室
お
よ
び
新
設
の
日
本
語
教
育
学
研
究
室
と
と
も
に
、
そ
れ

ぞ
れ
二
講
座
編
制
と
な
っ
た
う
え
で
、
新
た
に
日
本
語
学
科
を

構
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
現
在
の
研
究
棟
が
新
築
さ
れ
て
、

文
学
部
棟
か
ら
移
転
し
、
続
け
て
二
つ
目
の
講
座
の
教
授
と
し

て
平
野
日
出
征
先
生
が
着
任
す
る
。
さ
ら
に
二
〇
〇
〇
年
に
は

大
学
院
重
点
化
に
伴
い
、
大
学
院
文
学
研
究
科
言
語
科
学
専
攻

言
語
学
専
攻
分
野
に
衣
替
え
す
る
。
そ
の
よ
う
に
研
究
教
育
環

境
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
中
、
千
種
先
生
は
着
実
に
業
績

を
重
ね
ら
れ
、
一
九
九
八
年
に
教
授
に
昇
進
さ
れ
た
。

平
野
教
授
は
研
究
室
の
運
営
に
手
腕
を
振
わ
れ
た
が
、

二
〇
〇
一
年
十
二
月
に
現
職
の
ま
ま
急
逝
さ
れ
、
こ
の
た
め
千

種
先
生
は
突
然
言
語
学
研
究
室
の
主
任
と
し
て
の
責
任
を
負
う

こ
と
に
な
っ
た
。
心
の
準
備
は
ま
だ
お
あ
り
で
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
が
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
の
間
そ
の
任
務
を
お
一
人
で
務
め

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
間
、
な
に
か
と
ご
苦
労
も
多

か
っ
た
も
の
と
拝
察
す
る
が
、
千
種
先
生
は
そ
の
よ
う
な
こ
と

を
あ
ま
り
外
に
は
見
せ
ず
に
務
め
ら
れ
た
。

千
種
先
生
の
ご
専
門
は
一
貫
し
て
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

語
学
で
あ
る
が
、
振
り
か
え
っ
て
そ
の
業
績
を
見
れ
ば
、
中
核

を
な
し
て
い
る
の
は
次
の
４
点
の
著
書
・
編
著
書
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、﹃
ゴ
ー
ト
語
の
聖
書
﹄︵
大
学
書
林
、
一
九
八
九
︶、

﹃
ゴ
ー
ト
語
辞
典
﹄︵
大
学
書
林
、
一
九
九
七
︶、﹃
古
典
ア
ル
メ

ニ
ア
語
文
法
﹄︵
大
学
書
林
、
二
〇
〇
一
︶、﹃
古
典
ア
ル
メ
ニ
ア
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語
辞
典
﹄︵
大
学
書
林
、
二
〇
一
三
︶。

最
初
の
著
書
﹃
ゴ
ー
ト
語
の
聖
書
﹄
は
、
ま
え
が
き
に
よ
れ

ば
﹁
ゴ
ー
ト
語
を
初
め
て
学
ぼ
う
と
す
る
方
々
の
た
め
に
書
か

れ
た
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
、
単
な
る
入
門
書
で
は
な
い
。
読
者

は
、
ま
ず
こ
の
言
語
と
資
料
の
性
質
に
つ
い
て
の
案
内
を
受
け

て
、
さ
ら
に
文
法
を
概
観
し
た
の
ち
、
新
約
聖
書
の
翻
訳
で
あ

る
テ
キ
ス
ト
の
読
解
へ
と
誘
わ
れ
る
。
そ
こ
で
特
徴
的
な
こ
と

は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
テ
キ
ス
ト
と
の
対
訳
に
な
っ
て
お
り
、
豊
富

な
脚
注
に
お
い
て
も
主
と
し
て
ギ
リ
シ
ャ
語
と
の
対
比
が
詳
述

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ゴ
ー
ト
語
は
ゲ
ル
マ
ン
語
派
の
う
ち
で
も
っ
と
も
古
い
文

献
を
有
す
る
言
語
と
し
て
、
英
語
や
ド
イ
ツ
語
な
ど
ゲ
ル
マ
ン

諸
語
の
研
究
者
の
関
心
も
高
い
。
ま
た
、
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト

は
四
世
紀
に
由
来
す
る
新
約
聖
書
翻
訳
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い

る
。
ゴ
ー
ト
語
テ
キ
ス
ト
の
性
質
と
日
本
に
お
け
る
想
定
さ
れ

る
中
心
的
読
者
層
と
を
十
分
に
考
慮
に
入
れ
た
結
果
と
し
て
、

こ
の
本
は
、
欧
米
に
お
け
る
こ
の
言
語
の
概
説
書
の
伝
統
的
な

記
述
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
独
自
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ラ
テ
ン
語
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
な
ど
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
文
献
を
豊
富
に
有
す
る
古
典
語
と
は
異
な
っ

て
、
ゴ
ー
ト
語
で
は
翻
訳
の
手
法
と
い
う
問
題
に
直
面
せ
ざ
る

を
え
な
い
の
で
あ
り
、
千
種
先
生
に
と
っ
て
こ
の
事
実
は
ゴ
ー

ト
語
に
対
す
る
重
要
な
視
点
を
構
成
し
て
い
る
。

﹃
ゴ
ー
ト
語
辞
典
﹄
は
七
六
七
ペ
ー
ジ
を
数
え
る
大
冊
で
あ

る
。
ゴ
ー
ト
語
の
聖
書
翻
訳
テ
キ
ス
ト
に
現
れ
る
語
彙
を
網
羅

的
に
収
録
し
た
も
の
で
、
多
く
の
用
例
を
引
用
し
つ
つ
、
と
り

わ
け
基
本
語
に
は
ペ
ー
ジ
を
費
や
し
て
詳
細
な
解
説
が
施
さ
れ

て
い
る
。
ギ
リ
シ
ャ
語
と
の
対
応
も
解
説
の
重
要
な
部
分
を

な
し
て
い
る
点
は
、
こ
こ
で
も
千
種
先
生
の
見
識
の
現
れ
で
あ

る
。
例
文
に
は
日
本
語
訳
も
添
え
ら
れ
て
お
り
、
日
本
語
の
索

引
も
あ
っ
て
、
こ
の
言
語
の
全
体
像
を
概
観
す
る
の
に
好
適
な

資
料
と
な
っ
て
い
る
。

ゴ
ー
ト
語
に
関
す
る
二
冊
の
著
書
・
編
著
書
を
物
さ
れ
た
の

ち
、
先
生
の
研
究
上
の
関
心
は
ア
ル
メ
ニ
ア
語
に
向
か
っ
た
。

比
較
的
近
い
時
代
に
聖
書
の
翻
訳
と
い
う
形
で
文
献
に
そ
の
姿

を
現
し
た
と
い
う
、
こ
れ
ら
二
つ
の
言
語
の
類
似
性
に
よ
る
。

一
方
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
文
献
を
残
す
だ
け
で
死
語
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
ゴ
ー
ト
語
に
対
し
て
、
ア
ル
メ
ニ
ア
語
の
歴
史
は

現
代
に
続
い
て
い
る
。
そ
の
間
に
、
ア
ル
メ
ニ
ア
語
は
ペ
ル

シ
ャ
語
な
ど
周
辺
の
言
語
か
ら
甚
大
な
影
響
を
蒙
っ
て
お
り
、

言
語
接
触
、
言
語
類
型
論
の
観
点
か
ら
も
興
味
深
い
現
象
が
多

い
。
ア
ル
メ
ニ
ア
語
に
着
目
し
た
こ
と
に
よ
り
、
千
種
先
生
の

研
究
は
さ
ら
な
る
視
座
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ア
ル
メ
ニ
ア
語
は
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
語
の
中
で
独

特
な
位
置
に
あ
り
、
長
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
語
研
究
の
歴
史
の
中
で
も
焦
点
を
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
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か
っ
た
言
語
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
先
行
す
る
書
籍
が
皆
無

で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、﹃
古
典
ア
ル
メ
ニ
ア
語
文
法
﹄

に
結
実
す
る
千
種
先
生
の
研
究
は
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と

言
っ
て
よ
い
。

ペ
ー
ジ
数
と
文
字
サ
イ
ズ
を
勘
案
す
れ
ば
﹃
ゴ
ー
ト
語
の
聖

書
﹄
の
二
倍
以
上
の
記
述
量
を
も
つ
こ
の
本
は
、
五
世
紀
ご
ろ

の
古
典
ア
ル
メ
ニ
ア
語
の
全
体
像
を
よ
く
伝
え
る
構
成
に
な
っ

て
い
る
。
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
祖
語
か
ら
ア
ル
メ
ニ
ア
語
に

至
る
音
韻
変
化
の
解
説
は
語
構
成
や
形
態
論
の
章
も
詳
し
い

が
、
こ
の
本
を
も
っ
と
も
よ
く
際
立
た
せ
、
特
徴
づ
け
て
い
る

の
は
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
に
近
い
統
語
論
の
章
で
あ
っ
て
、
千
種
先

生
の
関
心
の
深
化
を
よ
く
現
し
て
い
る
。

﹃
古
典
ア
ル
メ
ニ
ア
語
辞
典
﹄(

大
学
書
林
、
二
〇
一
三
︶
も

七
七
七
ペ
ー
ジ
の
大
著
で
あ
る
。
紀
元
五
世
紀
前
半
の
新
約
聖

書
の
翻
訳
に
現
れ
た
語
彙
を
網
羅
的
に
収
録
し
て
い
る
。
こ
こ

で
も
基
本
語
の
解
説
は
詳
し
く
、
語
義
区
分
や
生
起
環
境
ご
と

に
文
法
・
語
義
・
本
文
等
に
関
す
る
情
報
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
ギ
リ
シ
ャ
語
と
の
対
応
も
示
さ
れ
て
お
り
、
ギ
リ

シ
ャ
語
文
と
対
比
さ
れ
て
い
る
用
例
も
少
な
く
な
い
。

千
種
先
生
の
論
文
や
科
研
費
報
告
書
の
う
ち
多
数
は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
歴
史
言
語
学
を

軸
に
据
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
に
初
期
の
論
考
に
お
い

て
顕
著
に
見
ら
れ
る
。﹁
初
期
印
欧
語
に
お
け
る
不
定
詞
と
格
機

能
に
つ
い
て
﹂︵
一
九
七
九
︶、﹁
初
期
印
欧
語
の
文
結
合
辞
と
若

干
の
関
連
形
態
に
つ
い
て
﹂︵
一
九
八
〇
︶、﹁
チ
コ
バ
ー
ヴ
ァ
歴

史
主
義
考
﹂︵
一
九
八
一
︶
な
ど
で
あ
る
。
の
ち
に
は
、
上
記
の

著
書
と
関
連
す
る
形
で
、
ゴ
ー
ト
語
と
ア
ル
メ
ニ
ア
語
に
お
け

る
統
語
論
や
翻
訳
手
法
を
あ
つ
か
っ
た
一
連
の
論
考
を
公
刊
さ

れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
千
種
先
生
の
歴
史
研
究
が
さ
ら
な
る
視
野
の
広

が
り
を
示
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
歴
史
言
語
学
へ

の
言
語
類
型
論
の
貢
献
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
つ
と
に
Ｒ
．
ヤ

コ
ブ
ソ
ン
が
論
じ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
西
欧
語
圏
の

み
な
ら
ず
ロ
シ
ア
語
圏
に
お
け
る
言
語
類
型
論
研
究
に
も
造

詣
の
深
い
千
種
先
生
に
と
っ
て
、
歴
史
言
語
学
に
お
け
る
言

語
類
型
論
の
援
用
を
志
向
さ
れ
た
の
も
自
然
な
成
り
行
き
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。﹁
印
欧
語
曲
用
の
類
型
的
再
建
に
つ
い

て
﹂︵
一
九
八
五
︶、﹁
印
欧
語
に
お
け
る
文
構
造
と
動
格
性
﹂

︵
一
九
九
一
︶、﹁
印
欧
語
に
お
け
る
人
称
代
名
詞
と
動
格
性
﹂

︵
一
九
九
六
︶
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
言
語
類
型
論

を
援
用
す
る
こ
と
で
歴
史
言
語
学
を
豊
か
な
も
の
に
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

ま
た
、
千
種
先
生
は
文
字
に
つ
い
て
も
独
自
の
視
点
を
示

さ
れ
た
。﹁
文
字
の
類
型
的
分
類
と
日
本
文
字
の
表
記
体
系
﹂

︵
二
〇
〇
七
︶、﹁
常
用
漢
字
の
認
知
文
字
論
的
考
察
：
認
知
情

報
単
位
の
類
型
と
分
布
﹂︵
二
〇
〇
八
︶
な
ど
で
あ
る
。
文
字
論
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は
西
洋
の
言
語
学
の
伝
統
の
中
で
軽
視
さ
れ
て
い
た
分
野
で
あ

る
が
、
河
野
六
郎
先
生
は
そ
の
認
識
を
改
め
る
べ
き
こ
と
を
説

か
れ
、
中
村
先
生
も
そ
の
考
え
を
受
け
継
い
で
お
ら
れ
た
。
千

種
先
生
は
さ
ら
に
包
括
的
な
文
字
論
を
試
み
て
お
ら
れ
る
。

ほ
か
に
、
千
種
先
生
が
文
学
研
究
科
内
で
の
つ
な
が
り
か

ら
、
何
炳
棣
著
、
寺
田
隆
信
・
千
種
真
一
訳
﹃
科
挙
と
近
世
中

国
社
会
：
立
身
出
世
の
階
梯
﹄︵
平
凡
社
、
一
九
九
三
︶
の
翻

訳
に
加
わ
ら
れ
、﹃
食
に
見
る
世
界
の
文
化
﹄︵
東
北
大
学
出
版

会
、
二
〇
〇
七
︶
の
編
集
に
携
わ
ら
れ
た
こ
と
に
も
触
れ
て
お

こ
う
。

ゴ
ー
ト
語
お
よ
び
古
典
ア
ル
メ
ニ
ア
語
と
い
う
、
イ
ン
ド
・

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
中
で
も
、
比
較
的
特
殊
性
の
高
い
言
語
を
対

象
に
し
て
、
文
法
と
テ
キ
ス
ト
お
よ
び
辞
典
と
い
う
基
本
的
な

資
料
を
、
高
い
レ
ベ
ル
に
お
い
て
公
刊
さ
れ
た
こ
と
は
、
日
本

の
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
研
究
、
ひ
い
て
は
言
語
研
究
全
体

に
大
き
く
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
入
手
し
や
す
い
形

で
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
研
究
者
の
裾
野
を
広
げ
る
こ
と
に
つ
な

が
り
、
後
学
に
裨
益
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
千
種
先
生
は
、

意
味
分
類
に
よ
る
シ
ソ
ー
ラ
ス
型
の
辞
典
の
作
成
を
魅
力
的
な

課
題
と
し
て
構
想
さ
れ
て
お
ら
れ
た
が
、
具
体
的
な
実
現
は
後

学
の
責
務
と
し
て
遺
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

千
種
先
生
は
、
二
〇
一
〇
年
末
ご
ろ
か
ら
具
体
化
し
た
日
本

歴
史
言
語
学
会
設
立
の
動
き
に
そ
の
準
備
の
段
階
か
ら
加
わ
ら

れ
、
二
〇
一
一
年
の
創
立
に
あ
た
っ
て
、
後
藤
敏
文
会
長
︵
当

時
本
研
究
科
イ
ン
ド
学
仏
教
史
専
攻
分
野
教
授
︶
の
下
、
副
会

長
に
推
さ
れ
ら
れ
た
。
二
〇
一
四
年
に
は
、
本
学
で
開
催
さ
れ

た
大
会
に
お
い
て
、
後
藤
初
代
会
長
の
後
を
襲
う
二
代
目
の
会

長
に
就
任
さ
れ
た
。

言
語
の
歴
史
的
研
究
は
言
語
学
の
中
で
伝
統
あ
る
分
野
で
は

あ
る
が
、
現
代
の
言
語
学
が
多
様
な
理
論
と
ア
プ
ロ
ー
チ
を
展

開
し
て
い
る
中
で
必
ず
し
も
目
立
っ
た
位
置
づ
け
に
は
な
い
。

会
長
た
る
千
種
先
生
は
、
ご
自
身
が
言
語
類
型
論
な
ど
か
ら
も

多
く
の
着
想
を
得
ら
れ
た
よ
う
に
、
現
代
言
語
学
の
成
果
を
貪

欲
に
取
り
入
れ
た
形
で
歴
史
言
語
学
が
さ
ら
に
発
展
す
る
こ
と

に
意
を
尽
く
し
つ
つ
、
そ
の
任
に
あ
た
ら
れ
た
よ
う
に
お
見
受

け
す
る
。

言
語
学
研
究
室
に
来
る
留
学
生
の
多
く
は
日
本
語
を
専
門
に

し
て
い
る
の
で
、
千
種
先
生
の
専
門
領
域
と
近
い
と
は
言
え
な

い
者
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
千
種
先
生
は
、
し
か
し
、
そ
の
よ

う
な
留
学
生
も
積
極
的
に
受
け
入
れ
、
指
導
に
尽
く
さ
れ
た
。

そ
の
う
ち
の
何
人
か
と
は
帰
国
後
も
深
く
長
い
交
流
を
続
け
て

お
ら
れ
、
時
に
講
演
や
講
義
に
招
待
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

先
生
の
お
人
柄
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

先
生
は
、
話
術
に
長
け
て
お
ら
れ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
を

提
供
さ
れ
、
時
に
飄
々
と
、
ま
た
時
に
辛
辣
に
、
あ
る
い
は
シ

ニ
カ
ル
に
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
は
、
酒
席
を
盛
り
上
げ
る
の
が
常
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で
あ
っ
た
。
年
の
離
れ
た
学
生
に
も
気
軽
に
声
を
か
け
て
お
ら

れ
た
。

千
種
先
生
は
無
類
の
温
泉
好
き
で
も
あ
ら
れ
る
。
旅
行
も
お

好
き
で
あ
っ
て
、
東
北
地
方
は
も
と
よ
り
全
国
各
地
の
温
泉
を

巡
ら
れ
て
い
る
。
ご
退
職
後
も
後
進
の
指
導
に
な
お
し
ば
ら
く

の
間
は
携
わ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
早
晩
そ
の
任
か
ら
解

放
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
暁
に
は
、
い
っ
そ
う
健
康
に

留
意
さ
れ
て
、
温
泉
巡
り
な
ど
で
悠
々
自
適
の
生
活
を
お
楽
し

み
い
た
だ
く
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
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