
若者ことば : 銅メダルとかとった(特集2 「少年」
の現在)

著者 天野 みどり
雑誌名 東西南北
巻 2001
ページ 100-107
発行年 2001-03-19
URL http://id.nii.ac.jp/1073/00003629/



特
集
２
○
「
少
年
」
の
現
在

若
者
こ
と
ば

ｌ
は
じ
め
に

銅
メ
ダ
ル
と
か
と
っ
た

天
野
み
ど
り
本
学
表
現
学
》

与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
は
、
若
者
世
代
の
「
こ
と
ば
」
が
現
在
ど

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
ｌ
「
こ
と
ば
」
と
い
う
側
面
か
ら
、

若
者
世
代
の
特
徴
な
り
問
題
な
り
が
見
え
て
こ
な
い
か
ｌ
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
、
現
代
日
本
語
を
母
語
と
す
る
あ
ら
ゆ

る
若
者
の
「
こ
と
ば
」
を
調
査
す
る
能
力
も
な
い
し
、
仮
に
そ
の

よ
う
な
実
態
調
査
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
「
こ
と
ば
」
か
ら
、

「
こ
と
ば
」
を
使
用
す
る
「
者
」
へ
と
類
比
的
に
論
を
展
開
し
て

い
く
こ
と
に
、
む
し
ろ
危
な
さ
を
感
じ
て
い
る
。
こ
の
稿
で
は
、

む
し
ろ
、
若
者
の
部
分
的
な
「
こ
と
ば
」
か
ら
安
易
に
こ
の
世
代

の
精
神
性
を
語
ろ
う
と
す
る
立
場
を
否
定
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

間
接
的
に
、
テ
ー
マ
に
関
し
て
の
私
の
考
え
を
示
す
こ
と
に
し
た

い
。
な
お
、
特
集
の
テ
ー
マ
は
「
少
年
の
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

本
学
表
現
学
部
助
教
授

た
が
、
便
宜
上
一
○
代
・
二
○
代
を
対
象
と
し
、
両
者
を
合
わ
せ

て
「
若
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

ｌ
若
者
は
〃
ぼ
か
し
“
表
現
を
好
む
か

。
「
と
か
」
は
若
者
こ
と
ば
か

二
○
○
○
年
夏
に
シ
ド
ニ
ー
で
行
な
わ
れ
た
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で

は
、
競
技
終
了
直
後
に
ｌ
ｌ
ま
だ
激
し
い
競
技
そ
の
ま
ま
の
息
づ

か
い
の
中
で
ｌ
選
手
に
テ
レ
ビ
中
継
の
マ
イ
ク
が
向
け
ら
れ
、

結
果
へ
の
喜
び
や
ら
悲
し
み
や
ら
応
援
者
へ
の
感
謝
や
ら
の
こ
と

ば
が
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
生
々
し
い
感
覚
を
伴
っ
て
伝
え
ら
れ
て

い
た
よ
う
に
思
う
。
そ
の
中
で
例
え
ば
、
水
泳
女
子
四
○
○
メ
ー

ト
ル
個
人
メ
ド
レ
ー
の
銀
メ
ダ
リ
ス
ト
・
田
島
寧
子
選
手
は
「
メ

ッ
チ
ャ
く
や
し
い
」
と
言
い
、
女
子
テ
コ
ン
ド
ー
六
七
キ
ロ
級
の

銅
メ
ダ
リ
ス
ト
・
岡
本
依
子
選
手
は
「
銅
メ
ダ
ル
と
か
と
っ
ち
ゃ
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っ
て
…
…
」
と
言
っ
た
。
こ
れ
ら
の
発
話
に
現
れ
る
「
メ
ッ
チ
ャ
」

や
「
と
か
」
は
、
近
年
若
者
こ
と
ば
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ

と
の
多
い
語
で
あ
る
。

さ
て
、
後
者
の
「
と
か
」
は
本
当
に
若
者
特
有
の
も
の
と
い
っ

て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
文
化
庁
文
化
部
国
語

課
が
行
な
っ
た
「
国
語
に
関
す
る
世
論
調
査
」
を
見
て
お
こ
う
。

そ
の
質
問
項
目
の
一
つ
に
、
「
ぼ
か
す
言
い
方
・
自
信
の
な
い

言
い
方
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
以
下
の
言
い
方
が

取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

１

そ
れ
ぞ
れ
の
結
果
を
性
別
・
年
代
別
に
示
し
た
の
が
表
ｌ
で
あ
表

（
５
）
「
や
っ
ぱ
り
帰
る
こ
と
に
し
ま
す
」
と
い
う
こ
と
を
、

（
４
）
「
と
て
も
良
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
、

「
お
荷
物
の
ほ
う
、
お
預
か
り
し
ま
す
」
と
言
う

（
２
）
亟
却
木
さ
ん
と
話
を
し
て
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と
を
、

「
鈴
木
さ
ん
と
話
と
か
し
て
ま
し
た
」
と
言
う

（
３
）
「
わ
た
し
は
そ
う
思
い
ま
す
」
と
い
う
こ
と
を
、

ｌ

（
１
）
「
お
荷
物
、
お
預
か
り
し
ま
す
」
と
い
う
こ
と
を
、

「
や
っ
ぱ
り
帰
る
こ
と
に
し
ま
す
、
う
ん
」

と
言
っ
て
自
分
で
返
事
を
す
る

「
と
て
も
良
か
っ
た
か
な
、
み
た
い
な
…
…
」

と
言
っ
て
相
手
の
反
応
を
見
る

「
わ
た
し
的
に
は
そ
う
思
い
ま
す
」
と
言
う

ぼかす言い方･自信のない言い方の使用・「ある」の比率(%)(年齢別）

nl)お荷物の2)鈴木さん3)わたし的4)とても良

ほう、お預と8舌とかしにはそう思かつたかな、

かりしますてましたいますみたいな

てる
、。

こ
う
し
た
調
査
は
、
こ
と
ば
に
関
す
る
意
識
の
調
査
で
あ
つ

＊
１
。

実
際
の
使
用
状
況
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
も
の
で
は
な
い
と

5)やっぱり

帰ることに

します､うん

蕊数219630 ．316．2 13．08．5 9．2

男性16～19趣4934．740．836．732．712．2

20～2 9" 10 850.024.1 17．620．422.2

30～39"14438.922.9 7．613 ． 2 4．9

40～49歳17825．8 9.012．9 5．1 6．2

50～59歳19322．3 7.8 2．6 8.8 4．1

60歳以上30923．9 6.8 5．810 ． 0 8．7

女性16～19"6354.054.046.020．619．0

20～29歳161 49.1 19．916．829.816．1

30～3 9歳 20 337．927．6 5 ． 4 21．214．3

40～49"21021.9 12．9 5．2 12．9 5．2

50～59飯25627．0 12．510．2 5.5 9.8

60歳以上32221．7 8.1 3．4 6.5 5．6

文化庁『平成11年度国語に関する世趣廻杏」大載省印刷局、2唖年

調査の目的は「現代の社会状況の変化に伴う、11本人の圃錨意識の現状について調在を行い、国語施簸の

立案に資する」とある。

調査は加年1月7日から1月18H，全国16幾以上のり}女”人（層化二段無作為抽出法による）を対象に、面

接聴取法によって行なわれたものである。さまざまな前甜耶象について、使用するかしないか、どのように感

じるかなどを聴取し、その結果は．世代別・性別・地域別にまとめられている。なお、捌代対象3噸人のうち、

有効回収数（率）は21妬人（732％)、調査不能数（単）は即人（26.8％）である。
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。
「
と
か
」
の
従
来
の
用
法
１
１
－
部
例
示

こ
の
調
査
か
ら
、
（
２
）
の
よ
う
な
「
と
か
」
の
使
用
が
若
者

世
代
に
多
い
と
い
う
こ
と
は
一
応
確
か
め
ら
れ
た
（
＊
１
参
照
）
。

し
か
し
、
こ
の
調
査
が
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
が
「
ぼ
か
す
言
い

方
・
自
信
の
な
い
言
い
方
」
で
あ
る
と
断
定
し
て
よ
い
も
の
だ
ろ

う
か
。
結
論
を
先
に
言
え
ば
、
私
は
若
者
世
代
に
用
い
ら
れ
て
い

る
「
と
か
」
の
す
べ
て
が
一
ぼ
か
す
言
い
方
・
自
信
の
な
い
言
い

方
」
な
の
で
は
な
く
、
逆
に
「
強
く
示
す
言
い
方
」
と
言
う
べ
き

も
の
が
あ
る
と
考
え
る
。

少
し
回
り
道
に
な
る
が
、
結
論
を
導
く
た
め
に
、
従
来
の
「
と

か
」
と
若
者
世
代
の
「
と
か
」
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

「
と
か
」
自
体
は
新
し
い
語
で
は
な
い
。
以
下
の
よ
う
な
用
法

は
、
従
来
、
世
代
を
問
わ
ず
使
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

い
う
こ
と
を
さ
し
引
い
た
と
し
て
も
、
お
お
む
ね
（
１
）
～
（
５
）

の
言
い
方
が
若
者
悩
泙
ｗ
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
も
の
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
６
）
赤
飯
は
、
赤
子
の
誕
生
と
か
、
入
学
祝
い
と
か
、
結
婚

式
と
か
、
工
事
の
完
成
と
か
の
よ
う
に
、
め
で
た
い
と
き

＊
ワ
』

に
炊
き
ま
す
。

（
７
）
た
ま
に
は
町
へ
出
る
と
か
、
郊
外
を
散
歩
す
る
と
か
、

せ
め
て
庭
の
木
で
も
世
話
を
す
る
と
か
し
な
い
と
、
身
体

＊
ぬ
Ｊ

に
毒
で
す
よ
。

こ
う
し
た
「
と
か
」
は
、
要
素
の
並
立
的
な
結
合
を
示
す
も
の

で
あ
る
。
寺
村
氏
は
「
あ
る
集
合
に
つ
い
て
な
に
か
を
言
お
う
と

し
て
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
い
く
つ
か
を
例
と
し
て
あ
げ
る
と
き
に

＊
４

使
わ
れ
る
」
も
の
と
述
べ
、
「
一
部
例
示
」
と
称
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
（
６
）
で
は
、
「
め
で
た
い
と
き
」
と
い
う
集
合
に
属
す

る
メ
ン
バ
ー
の
部
分
的
な
例
と
し
て
、
「
赤
子
の
誕
生
」
「
入
学
祝

い
」
「
結
婚
式
」
「
工
事
の
完
成
」
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

実
際
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
も
の
の
他
に
も
、
「
め
で
た
い
と
き
」

に
あ
た
る
メ
ン
バ
ー
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
（
７
）
で
は
、
「
と
か
」
を
伴
っ
て
列
挙
さ
れ
て
い
る

「
町
へ
出
る
」
「
郊
外
を
散
歩
す
る
」
「
庭
の
木
を
世
話
す
る
」
と

い
う
メ
ン
バ
ー
が
、
ど
の
よ
う
な
集
合
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
の
か

は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
メ
ン
バ
ー
か
ら
、

〈
身
体
を
動
か
す
こ
と
〉
と
い
っ
た
よ
う
な
集
合
に
つ
い
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
定
さ
れ
る
。
一
部
の
例
示
を

行
な
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
集
合
全
体
を
推
定
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
こ
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
以
外
に
も
〈
身
体
を
動
か

す
こ
と
〉
の
例
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
や
（
７
）
は
複
数
の
要
素
が
「
と
か
」
を
伴
っ
て
並
立

的
に
列
挙
さ
れ
る
例
で
あ
っ
た
が
、
表
面
的
に
は
一
つ
の
要
素
し

か
現
れ
て
い
な
い
、
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

（
８
）
友
達
に
な
っ
て
ほ
し
い
の
だ
っ
た
ら
、
ち
ょ
っ
と
映
画

ｌ

に
誘
う
と
か
す
れ
ば
い
い
の
に
。

＊
’
一
九
九
六
～
二
○
○
○
年
に

か
け
て
和
光
大
学
日
本
鶴
学
ゼ
ミ
で

収
典
し
た
テ
レ
ビ
の
ト
ー
ク
番
組
の

談
話
資
料
に
よ
れ
ば
、
日
徽
会
話
に

お
い
て
は
、
若
者
世
代
よ
り
高
齢
の

世
代
で
も
、
「
と
か
」
の
新
し
い
用

法
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

＊
２
寺
村
秀
夫
「
日
本
語
の
シ
ン

タ
ク
ス
と
意
味
Ⅲ
」
く
る
し
お
出
版
、

一
九
九
一
年
、
２
１
１
頁

＊
３
前
掲
、
寺
村
、
２
２
５
頁

＊
４
前
掲
、
寺
村
、
２
１
０
頁
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例
え
ば
ち
ょ
っ
と
映
画
に
誘
う
と
い
う
よ
う
な
方
法
を
と
れ
ば
よ

い
の
に
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
例
で
は
〈
友
達
に
な
っ

て
も
ら
う
方
法
〉
と
い
っ
た
よ
う
な
集
合
に
つ
い
て
、
そ
の
メ
ン

バ
ー
の
一
つ
の
例
で
あ
る
「
ち
ょ
っ
と
映
画
に
誘
う
」
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
と
か
」
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
ち

ょ
っ
と
映
画
に
誘
う
」
以
外
に
も
、
メ
ン
バ
ー
（
例
え
ば
「
手
紙

を
書
く
」
「
昼
食
を
一
緒
に
食
べ
る
」
な
ど
）
が
あ
る
と
い
う
こ

と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
例
の
よ
う
に
複
数
の
要
素
が
並
立

し
な
い
場
合
で
も
、
「
と
か
」
は
メ
ン
バ
ー
の
一
部
の
例
示
を
し
、

他
の
メ
ン
バ
ー
が
存
在
す
る
こ
と
を
暗
示
す
る
働
き
が
あ
る
と
言

え
る
。

。
「
と
か
」
の
舛
些
米
の
用
辻
竿
１
１
断
定
回
避

さ
ら
に
、
従
来
用
い
ら
れ
て
き
た
「
と
か
」
に
は
断
定
回
避
の

意
味
存
エ
家
す
も
の
が
あ
る
。

（
９
）
は
二
通
り
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
一
つ
は
、
訪
ね
て

来
た
人
が
「
法
務
省
の
役
人
」
や
「
大
学
の
教
授
」
や
そ
の
他
い

ろ
い
ろ
複
数
の
人
だ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一
部
の
例
と
し
て

「
法
務
省
の
役
人
」
を
明
示
し
て
い
る
と
い
う
、
先
に
述
べ
た
一

部
例
示
の
意
味
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
来
た
人
は
一
人
で
あ
り
、

（
８
）
は
、
お
お
む
ね
企
及
達
に
な
っ
て
ほ
し
い
の
だ
っ
た
ら
、

ｌ

（
９
）
法
務
省
の
役
人
と
か
が
来
た
。

そ
の
来
た
人
は
「
法
務
省
の
役
人
」
と
言
っ
て
い
た
が
そ
う
で
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
確
信
が
持
て
な
い
、
記
憶
が
確
か
で
な

い
と
い
っ
た
こ
と
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
訪
ね
て
き
た

人
が
「
法
務
省
の
役
人
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
断
定
せ
ず
、
ぼ

か
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
を
断
定
回
避
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ

う
。
こ
の
、
一
部
例
示
の
「
と
か
」
と
断
定
回
避
の
「
と
か
」
は
、

異
な
る
類
に
属
す
る
も
の
と
し
て
明
確
に
分
け
て
扱
わ
れ
る
こ
と

＊
の
Ｄ

が
あ
る
。
例
え
ば
、
仁
田
氏
は
、
一
部
例
示
の
「
と
か
」
を
「
並

立
助
詞
」
と
し
、
断
定
回
避
の
「
と
か
」
を
ヨ
と
か
」
や
「
と

か
い
う
」
の
形
で
、
あ
る
事
物
を
、
そ
れ
で
あ
る
と
断
定
的
に
と

り
あ
げ
る
の
で
は
な
く
、
ぼ
か
す
気
持
ち
を
込
め
て
示
す
」
と
述

べ
、
「
副
助
詞
」
と
し
て
い
る
。

。
「
と
か
」
の
従
来
の
用
法
の
基
本
的
な
意
味

し
か
し
、
こ
の
一
部
例
示
と
断
定
回
避
の
用
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
全
く
異
質
の
、
排
他
的
な
も
の
な
の
で
は
な
い
。
「
と
か
」
の

全
体
に
（
断
定
回
避
の
「
と
か
」
に
も
）
一
部
例
示
の
意
味
が
一

貫
し
て
認
め
ら
れ
、
そ
の
あ
る
場
合
に
断
定
回
避
の
意
味
が
加
え

て
解
釈
さ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。

例
え
ば
（
９
）
の
断
定
回
避
は
、
含
意
さ
れ
る
も
の
を
補
え
ば
、

《
法
務
省
の
役
人
と
か
何
と
か
そ
の
他
の
名
称
の
可
能
性
も
あ
る

人
が
来
た
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〈
い
く
つ
か
の
名
称
〉
の
集

合
の
中
で
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
一
つ
の
例
と
し
て
「
法
務
省
の
役

人
」
を
明
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
名
称

＊
５
仁
田
義
雄
「
助
詞
類
各
説
」

『
日
本
語
教
育
辞
典
」
大
修
館
魯
店
、

一
九
八
二
年
、
３
９
２
１
４
１
７
頁
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こ
の
発
話
が
、
「
話
」
だ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
「
音
楽
鑑
賞
」

「
勉
強
」
「
読
書
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
行
動
を
し
て
い
た
が
、
そ
の

う
ち
の
一
つ
の
例
と
し
て
「
話
」
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
れ
ば
、
従
来
の
一
部
例
示
の
用
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

「
話
」
と
い
う
名
称
で
呼
ん
で
よ
い
も
の
や
ら
確
信
が
持
て
な
い

（
Ｉ
「
鈴
木
さ
ん
と
話
と
か
い
う
も
の
を
し
て
ま
し
た
」
と
同
じ

意
味
）
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
、
従

来
の
断
定
回
避
の
用
法
で
あ
る
。
こ
の
「
と
か
」
が
問
題
に
さ
れ

る
の
は
、
（
的
）
の
よ
う
な
発
話
が
、
「
話
」
以
外
は
何
も
し
て
い

の
存
在
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
並

立
助
詞
の
「
と
か
」
が
持
つ
一
部
例
示
の
働
き
と
全
く
同
じ
で
あ

る
。
い
わ
ゆ
る
副
助
詞
の
「
と
か
」
は
、
確
信
が
持
て
な
い
た
め

に
一
部
と
し
て
例
示
し
て
い
る
と
い
う
点
が
異
な
る
に
過
ぎ
な
い
。

従
来
用
い
ら
れ
て
き
た
「
と
か
」
の
基
本
的
な
意
味
を
一
部
例

示
と
捉
え
、
一
部
例
示
の
意
味
を
い
わ
ば
利
用
し
て
、
断
定
回
避

の
意
味
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
お
く
。

さ
て
、
そ
う
す
る
と
、
近
年
若
者
世
代
に
多
く
用
い
ら
れ
る

「
と
か
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
再
び
、
表
ｌ

の
例
を
見
よ
う
。

。
「
と
か
」
の
若
者
世
代
の
用
法
ｌ
卓
立
的
提
示

ｌ

（
皿
）
鈴
木
さ
ん
と
話
と
か
し
て
ま
し
た
。

と
っ
た
の
は
「
銅
メ
ダ
ル
」
だ
け
で
あ
っ
て
、
他
の
何
も
並
立

し
て
列
挙
は
で
き
な
い
し
、
「
銅
メ
ダ
ル
」
で
あ
る
と
確
信
が
持

て
な
い
と
い
う
状
況
で
も
な
い
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
ま
で
若
者
は

「
ぼ
か
し
た
言
い
方
・
自
信
の
な
い
言
い
方
」
を
用
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
本
当
に
こ
れ
ら
は
す
べ
て
「
ぼ
か

し
た
言
い
方
・
白
信
の
な
い
言
い
方
」
な
の
だ
ろ
う
か
。

申
《
ｂ

鈴
木
佐
和
子
氏
は
、
若
者
世
代
に
拡
張
さ
れ
て
い
る
「
と
か
」

に
は
、
一
ぼ
か
し
た
言
い
方
・
自
信
の
な
い
言
い
方
」
で
は
な
く
、

む
し
ろ
盲
エ
ユ
的
提
示
」
を
行
な
う
も
の
が
あ
る
と
す
る
。
鈴
木

氏
が
あ
げ
て
い
る
実
例
で
説
明
し
よ
う
。
次
の
（
胆
）
の
発
話
者

は
二
○
代
の
女
性
で
あ
る
。
こ
の
発
話
は
、
普
通
は
女
性
が
行
か

な
い
よ
う
な
中
華
料
理
店
に
不
本
意
な
が
ら
一
人
で
行
く
こ
と
と

な
り
、
ラ
ー
メ
ン
を
夕
食
と
し
て
食
べ
る
と
い
う
自
分
で
も
驚
く

な
い
状
況
で
、
ま
た
、
そ
れ
が
「
話
」
と
い
う
名
称
で
呼
ぶ
こ
と

は
疑
い
よ
う
の
な
い
時
に
、
つ
ま
り
、
従
来
の
一
部
例
示
と
も
断

定
回
避
と
も
解
釈
で
き
な
い
時
に
「
と
か
」
を
用
い
て
い
る
と
い

う
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
ぼ
か
し
た
言
い
方
・
自
信
の

な
い
言
い
方
」
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
表
ｌ
は
、
若
者

世
代
が
必
要
の
な
い
と
こ
ろ
に
ま
で
「
ぼ
か
し
た
言
い
方
・
自
信

の
な
い
言
い
方
」
を
拡
張
し
て
用
い
て
い
る
と
考
え
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
前
に
挙
げ
た
次
の
例
も
類
例
で
あ
る
。

ｌ

（
ｕ
）
銅
メ
ダ
ル
と
か
と
っ
ち
ゃ
っ
て
。

＊
６
鈴
木
佐
和
子
「
「
と
か
」
の

用
法
の
拡
張
」
和
光
大
学
人
文
学
部

文
学
科
卒
業
論
文
、
一
九
九
九
年
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よ
う
な
出
来
事
が
あ
っ
た
こ
と
を
友
人
に
伝
え
て
い
る
。

こ
の
「
と
か
」
は
、
「
ラ
ー
メ
ン
」
以
外
の
要
素
、
つ
ま
り
、

「
餃
子
」
「
チ
ャ
ー
ハ
ン
」
な
ど
と
並
立
す
る
も
の
と
し
て
「
ラ
ー

メ
ン
」
を
一
部
例
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
ラ
ー

メ
ン
」
を
断
定
回
避
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
、
こ

と
も
あ
ろ
う
に
「
ラ
ー
メ
ン
」
を
夕
食
と
し
て
食
べ
て
い
る
と
強

調
し
て
い
る
。
こ
の
「
と
か
」
を
「
な
ど
（
な
ん
か
．
な
ん
て
）
」

に
置
き
換
え
て
も
ほ
ぼ
同
じ
意
味
が
得
ら
れ
る
が
、
「
な
ど
（
な

ん
か
．
な
ん
て
）
」
に
「
強
調
」
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は

＊
７

す
で
に
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

鈴
木
氏
の
述
べ
る
こ
の
「
と
か
」
の
意
味
は
、
例
（
ｕ
）
の
場

合
に
も
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
（
ｕ
）
で
は
「
こ
と
も

あ
ろ
う
に
銅
メ
ダ
ル
を
」
「
他
の
何
も
の
で
も
な
い
銅
メ
ダ
ル
を
」

「
な
ん
と
銅
メ
ダ
ル
を
」
と
い
っ
た
、
「
銅
メ
ダ
ル
」
に
つ
い
て
の

卓
立
的
提
示
を
行
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

「
ぼ
か
す
言
い
方
・
自
信
の
な
い
言
い
方
」
な
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
、
「
強
く
示
す
言
い
方
」
な
の
で
あ
る
。

◎
若
者
の
「
と
か
」
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か

若
者
世
代
の
「
と
か
」
の
す
べ
て
を
「
ぼ
か
し
た
言
い
方
・
自

信
の
な
い
言
い
方
」
で
あ
る
と
一
括
す
る
の
は
誤
り
で
あ
り
、
む

ｌ

（
胆
）
ラ
ー
メ
ン
と
か
食
っ
ち
ゃ
っ
て
ん
だ
よ
。

し
ろ
、
「
強
く
示
す
言
い
方
」
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
と
、
で
は
、
な
ぜ
、
こ
う
し
た
「
強
く
示
す
言
い
方
」

が
「
と
か
」
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
と
か
」

の
従
来
の
用
法
と
、
こ
の
「
強
く
示
す
言
い
方
」
と
は
、
ど
の
よ

う
に
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

値
の
高
い
も
の
を
と
っ
ち
ゃ
っ
て
〉
と
い
っ
た
よ
う
な
、
評
価
の

き
わ
だ
っ
た
も
の
が
集
合
と
し
て
想
定
さ
れ
、
そ
の
一
部
例
示
と

し
て
「
銅
メ
ダ
ル
」
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
吃
）

大
変
お
か
し
な
食
べ
物
を
〉
と
い
っ
た
よ
う
な
評
価
の
集
合
が
想

定
さ
れ
る
。

先
に
、
こ
の
種
の
「
と
か
」
を
「
な
ど
（
な
ん
か
．
な
ん
て
）
」

に
置
き
換
え
て
も
ほ
ぼ
同
じ
意
味
が
得
ら
れ
る
と
述
べ
た
が
、

「
な
ど
（
な
ん
か
．
な
ん
て
こ
も
例
示
の
意
味
を
表
す
も
の
で
あ

る
。
あ
る
集
合
に
つ
い
て
の
メ
ン
バ
ー
を
例
示
す
る
表
現
に
は
さ

ま
ざ
ま
あ
る
が
、
一
般
に
、
例
示
表
現
は
そ
の
集
合
を
言
語
化
せ

ず
に
メ
ン
バ
ー
だ
け
を
表
し
た
場
合
、
そ
の
集
合
が
〈
き
わ
だ
つ

も
同
様
に
、
〈
ラ
ー
メ
ン
と
か
い
う
女
性
が
一
人
で
食
べ
る
に
は

（
ｕ
）
の
「
と
か
」
は
「
こ
と
も
あ
ろ
う
に
銅
メ
ダ
ル
を
」
と

い
っ
た
意
味
を
表
す
と
先
に
述
べ
た
が
、
こ
う
し
た
意
味
が
生
じ

る
の
は
、
実
は
「
と
か
」
が
一
部
例
示
の
意
味
を
持
つ
か
ら
で
あ

る
と
考
え
る
。
こ
の
（
、
）
は
、
〈
銅
メ
ダ
ル
と
か
い
う
大
変
価

ｌ

（
ｕ
）
銅
メ
ダ
ル
と
か
と
っ
ち
ゃ
っ
て
。

＊
７
沼
田
善
子
「
第
２
章
と
り
た

て
詞
」
「
い
わ
ゆ
る
日
本
語
助
詞
の

研
究
」
の
「
否
定
的
強
調
」
の
「
な

ど
」
の
論
考
、
凡
人
社
、
一
九
八
六

年
、
１
０
５
１
２
２
５
頁
、

中
西
久
実
子
「
ナ
ド
・
ナ
ン
カ
と
ク

ラ
イ
・
グ
ラ
イ
ー
低
評
価
を
表
す

と
り
た
て
助
詞
」
「
日
本
路
類
義
表

現
の
文
法
（
上
ご
宮
島
達
夫
・
仁

田
義
雄
綱
、
く
る
し
お
出
版
、
一
九

九
五
年
、
３
２
８
１
３
３
４
頁
、

山
田
敏
広
「
ナ
ド
と
ナ
ン
ヵ
と
ナ
ン

テ
ー
讃
し
手
の
評
価
を
表
す
と
り

た
て
助
詞
」
「
日
本
語
類
義
表
現
の

文
法
（
上
こ
宮
島
達
夫
・
仁
田
義

雄
編
、
く
る
し
お
出
版
、
一
九
九
五

年
、
３
３
５
１
３
４
４
頁
、

を
参
照
。
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（
咽
）
は
「
と
か
」
を
用
い
た
（
、
）
と
同
じ
よ
う
に
、
〈
銅
メ

ダ
ル
な
ど
と
い
う
大
変
価
値
の
高
い
も
の
を
と
っ
ち
ゃ
っ
て
〉
と

い
っ
た
プ
ラ
ス
評
価
の
集
合
を
補
っ
て
解
釈
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ

う
し
、
（
皿
）
は
〈
私
な
ど
の
専
門
知
識
の
な
い
も
の
に
は
ま
っ

た
く
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
〉
と
い
っ
た
、
今
度
は
マ
イ
ナ
ス
評

価
の
集
合
を
補
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、
（
婚
）
（
焔
）

に
見
ら
れ
る
「
Ａ
の
よ
う
な
Ｂ
」
は
、
Ａ
が
Ｂ
の
例
に
な
る
が
、

、
、
、
、
、

（
鴫
）
は
「
あ
な
た
の
よ
う
な
ど
う
い
う
方
」
な
の
か
、
（
賂
）
は

、
、
、
、
、

「
私
の
よ
う
な
ど
う
い
う
者
」
な
の
か
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
（
妬
）
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
〈
あ
な
た
の
よ
う
な
能
力

の
高
い
か
た
が
〉
、
（
妬
）
は
例
え
ば
〈
私
の
よ
う
な
能
力
の
低
い

者
が
〉
と
い
う
よ
う
に
、
文
脈
に
応
じ
て
〈
き
わ
だ
っ
た
評
価
の

も
の
〉
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

想
定
上
の
〈
き
わ
だ
っ
た
評
価
の
も
の
〉
が
具
体
的
に
確
定
さ

れ
る
必
要
は
な
い
。
こ
う
し
た
表
現
は
、
顕
示
さ
れ
て
い
る
例
か

た
評
価
の
も
の
〉
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
用
法
を
持
つ
。

（
週
）
銅
メ
ダ
ル
な
ど
、
と
っ
ち
ゃ
っ
て
。

（
Ｍ
）
専
門
家
に
も
難
解
な
話
で
、
私
な
ど
に
は
ま
っ
た
く
わ

か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

（
婚
）
あ
な
た
の
よ
う
な
か
た
が
や
っ
て
く
だ
さ
る
と
は
、
光

栄
で
す
。

（
焔
）
私
の
よ
う
な
者
が
や
っ
て
も
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

１
１
幸
右
者
の
こ
と
ば
は
〃
ぼ
か
し
“
表
現
で
は
な
い

。
新
し
い
表
現
の
採
用

「
と
か
」
の
多
用
を
も
っ
て
若
者
の
こ
と
ば
の
特
徴
が
〃
ぼ
か

し
“
表
現
に
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
若
者
世
代
が
多
用

す
る
「
と
か
」
の
中
に
は
、
「
ぼ
か
し
た
言
い
方
・
自
信
の
な
い

言
い
方
」
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
云
強
く
示

す
言
い
方
」
も
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

同
様
に
、
表
ｌ
が
「
ぼ
か
し
た
言
い
方
・
自
信
の
な
い
言
い
方
」

と
一
括
し
た
他
の
表
現
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
す
意
味
が

本
当
に
〃
ぼ
か
し
“
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
事
情
で
そ
の
用
法

を
得
て
い
る
の
か
と
い
う
考
察
も
必
要
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
例
え
、
若
者
世
代
の
「
と
か
」
の
す
べ
て
が
”
ぼ
か

し
“
表
現
だ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
た
、
「
お
荷
物
の
ほ
う
、
お
預

か
り
し
ま
す
」
「
わ
た
し
的
に
は
」
「
良
か
っ
た
か
な
、
み
た
い
な
」

ら
、
そ
の
背
後
に
何
か
し
ら
発
話
者
の
評
価
す
る
集
合
が
あ
る
と

申
《
Ｕ

い
う
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
点
に
意
義
が
あ
る
。

若
者
世
代
に
用
い
ら
れ
る
「
と
か
」
の
卓
立
提
示
の
用
法
は
、

他
の
例
示
表
現
が
既
に
獲
得
し
て
い
た
、
言
語
化
さ
れ
て
い
な
い

集
合
ｌ
〈
き
わ
だ
っ
た
評
価
の
も
の
〉
１
１
を
暗
示
す
る
用
法

と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
と
か
」
の
卓
立
提
示
は
、
「
と

か
」
の
基
本
的
意
味
で
あ
る
一
部
例
示
と
い
う
意
味
を
介
し
て
、

他
の
例
示
表
現
と
平
行
的
に
拡
張
さ
れ
て
得
た
意
味
で
あ
る
。

＊
８
森
山
卓
郎
「
並
列
述
語
構
文

考
１
１
「
た
り
」
「
と
か
」
「
か
」
「
な
り
」

の
意
味
・
用
法
を
め
ぐ
っ
て
」
「
複

文
の
研
究
（
上
ど
く
ろ
し
お
出
版
、

一
九
九
五
年
、
１
２
７
１
１
４
９
頁

で
は
、
「
た
り
」
が
「
列
挙
的
な
意

味
を
も
と
に
し
つ
つ
、
同
類
的
な
グ

ル
ー
プ
か
ら
一
つ
の
例
を
出
す
と
い

う
例
示
的
な
表
現
方
法
を
と
る
こ
と

で
、
そ
の
類
的
意
味
を
取
り
上
げ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
、
こ

の
「
例
示
的
な
「
た
り
」
の
質
的
側

面
の
強
調
用
法
」
は
「
同
梯
に
例
示

的
な
意
味
を
持
つ
「
な
ど
」
や
「
よ

う
」
な
ど
の
形
式
で
も
共
通
し
て
い

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
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「
帰
る
こ
と
に
し
ま
す
、
う
ん
」
が
〃
ぼ
か
し
〃
表
現
だ
っ
た
と

し
て
も
、
〃
ぼ
か
し
“
表
現
を
用
い
る
こ
と
が
若
者
世
代
の
こ
と

ば
の
特
徴
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
〃
ぼ
か
し
“
表
現
は
昔
か
ら

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
世
代
の
別
無
く
、
用
い

ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
若
者
世
代
の
特
徴
は
、
”
ぼ
か
し
“

表
現
を
用
い
る
こ
と
で
は
な
く
「
新
し
い
」
〃
ぼ
か
し
“
表
現
を

採
用
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

◎
新
し
い
語
形
・
用
法
の
生
ま
れ
る
と
こ
ろ

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
「
新
し
い
」
語
形
・
用
法
が
例
え
”
ぼ
か

し
“
表
現
に
多
か
っ
た
と
し
て
も
、
だ
か
ら
若
者
の
こ
と
ば
の
特

徴
が
”
ぼ
か
し
“
に
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
前
に
挙
げ
た
「
メ
ッ

チ
ャ
く
や
し
い
」
も
、
程
度
副
詞
の
新
し
い
語
形
・
用
法
で
あ
る
。

こ
の
程
度
副
詞
も
、
新
し
い
語
形
・
用
法
が
絶
え
ず
生
じ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
「
す
ご
い
（
え
れ
－
．
ご
っ
つ
う
・
超
・
め
ち
ゃ
く

ち
ゃ
）
お
も
し
ろ
か
っ
た
よ
」
の
よ
う
に
。
こ
う
し
た
新
し
い
語

形
・
用
法
が
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
は
、
一
言
で
言
う
な
ら
ば
、
若
者

ら
し
さ
を
表
現
す
る
の
に
効
果
的
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
と
ば
は
、
情
報
伝
達
の
機
能
と
同
時
に
、
自
己
の
属
性
を
表

示
す
る
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。
自
己
の
属
性
を
表
示
す
る

機
能
を
果
た
す
た
め
に
は
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
う
ち
の
、
ど
れ
を
選
択
す
る
か

に
よ
っ
て
、
品
の
よ
い
人
か
悪
い
人
か
、
堅
い
人
か
柔
ら
か
い
人

か
、
新
し
も
の
好
き
か
懐
古
趣
味
的
か
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

を
示
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
若
者
世
代
が
新
し
い
語
形
・

用
法
を
採
用
す
る
の
は
、
新
し
い
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
ふ
や
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
旧
世
代
の
規
範
と
は
異
な
る
（
逸
脱
す
る
）
、
若

者
世
代
ら
し
さ
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
が
、

旧
世
代
に
ま
で
一
般
化
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
語
形
・
用
法
の
自

己
の
属
性
表
示
と
し
て
の
価
値
は
無
く
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
再

び
、
新
し
い
語
形
・
用
法
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
言
語
は
、

逸
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
属
性
を
表
示
し
よ
う
と
す
る
要

＊
０
》

求
が
あ
る
限
り
、
必
然
的
に
変
化
し
続
け
る
（
も
ち
ろ
ん
、
変
化

は
こ
れ
だ
け
が
理
由
で
は
な
い
）
。

さ
て
、
自
己
の
属
性
表
示
に
と
っ
て
効
果
的
で
あ
る
の
は
、
日

常
会
話
に
頻
繁
に
使
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
て
、
し
か
も
、
あ
っ

て
も
な
く
て
も
実
質
的
な
意
味
に
重
大
な
違
い
を
も
た
ら
さ
な
い

＊
・
１
０

も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
目
で
見
る
と
、
表
１
の
（
１
）
～
（
５
）
は
、

い
か
に
も
、
よ
く
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
実
質
的
な
意
味
の
希

薄
な
、
し
た
が
っ
て
情
報
伝
達
に
さ
し
て
支
障
を
来
さ
な
い
も
の

で
あ
る
。
程
竺
厘
副
詞
も
ま
た
、
そ
う
で
あ
る
。

ｌ
お
わ
り
に

今
回
、
若
者
世
代
の
使
用
す
る
「
と
か
」
を
例
に
、
若
者
世
代

の
こ
と
ば
の
特
徴
が
〃
ぼ
か
し
“
に
あ
る
と
は
言
え
な
い
と
い
う

こ
と
を
述
べ
た
。
こ
う
し
た
現
象
か
ら
、
「
だ
か
ら
最
近
の
若
者

は
自
信
を
失
っ
て
い
る
」
と
い
う
結
論
を
導
き
だ
す
こ
と
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
全
く
非
論
理
的
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

＊
９
福
島
直
恭
弓
食
べ
れ
る
」

と
「
食
べ
ら
れ
る
」
」
静
修
短
期
大

学
研
究
紀
要
皿
、
一
九
九
○
年
と
、

福
島
直
恭
「
サ
行
活
用
動
詞
の
音
便
」

「
国
語
国
文
論
集
」
別
、
学
習
院
女

子
短
期
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九

九
二
年
で
は
、
言
語
変
化
と
言
語
の

持
つ
「
話
者
の
社
会
的
自
己
規
定
」

の
役
割
と
の
関
係
を
麓
じ
て
い
る
。

＊
加
福
島
直
恭
「
談
話
に
お
け
る

擢
音
、
促
音
、
勧
音
の
非
標
準
的
な

使
用
に
関
す
る
一
考
察
１
１
ト
ー
ク

番
組
を
資
料
と
し
て
」
「
国
語
国
文

諭
集
」
鱈
、
学
習
院
女
子
短
期
大
学

国
語
国
文
学
会
、
一
九
九
三
年
、
１

１
１
７
頁
で
は
、
例
え
ば
「
や
っ
ぱ

り
」
が
文
体
的
な
特
徴
付
け
の
手
段

と
な
り
得
る
の
は
、
①
多
用
し
て
も

命
題
内
容
に
影
響
が
な
い
こ
と
、
②

肯
定
的
な
主
観
の
表
明
を
煩
雑
に
行

っ
て
も
円
滑
な
人
間
関
係
の
形
成
、

維
持
に
は
プ
ラ
ス
に
働
き
、
支
障
と

な
ら
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
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