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言
葉
と
の
豊
か
な
出
会
い
│
量
と
質

筑
波
大
学
教
授

桑く
わ

原ば
ら

隆
た
か
し

一
　
言
語
生
活
者
の
育
成

国
語
科
教
育
の
究
極
的
な
課
題
は
、
読
み
の
指
導
の
場
合
に
即
し
て
言
え
ば
、

読
書
す
る
人
（
言
語
生
活
者
）
を
育
て
て
い
く
こ
と
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

言
葉
の
習
得
や
言
葉
の
力
の
発
達
、
ひ
い
て
は
言
語
生
活
者
の
育
成
は
、
言
葉

や
、
文
学
作
品
な
ど
の
言
語
文
化
と
豊
か
に
出
会
っ
て
い
く
こ
と
に
始
ま
る
。
そ

の
出
会
い
は
「
質
」
と
「
量
」
の
両
面
か
ら
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
作
品
や

文
章
と
し
て
質
の
高
い
説
明
的
文
章
の
教
材
や
文
学
教
材
を
丹
念
に
分
析
的
に
指

導
し
て
い
く
読
解
指
導
も
重
要
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
教

材
の
綿
密
な
分
析
を
通
し
た
読
解
力
を
つ
け
て
お
け
ば
、
読
書
人
（
言
語
生
活
者
）

が
育
っ
て
い
く
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

も
し
、
国
語
科
教
育
が
こ
の
よ
う
な
教
材
の
綿
密
な
分
析
を
通
し
た
読
解
指
導
だ

け
に
立
脚
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
安
易
な
前
提
で
あ
る
。
国
語

科
教
育
に
お
け
る
読
み
の
指
導
の
場
合
、
読
解
指
導
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
が

現
状
で
あ
ろ
う
が
、
読
解
指
導
な
る
も
の
を
、
改
め
て
読
書
人
の
育
成
と
い
う
観

点
か
ら
問
い
直
し
、
位
置
づ
け
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

一
つ
の
教
材
に
多
く
の
時
間
を
か
け
て
き
め
細
か
に
分
析
的
に
取
り
扱
っ
て
い

く
指
導
を
質
的
な
指
導
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
加
え
て
、
教
材
文
の
微
視
的
な
指
導

特
集
「
国
語
の
力
」
を
育
て
る
IV

―
基
礎
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―
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は
控
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
や
テ
ー
マ
な
ど
の
文
章
や
作
品
に
丸
ご
と
出

会
わ
せ
て
い
く
指
導
、
す
な
わ
ち
量
に
着
目
し
た
指
導
も
必
要
で
あ
る
。
言
葉
の

力
を
高
め
て
い
く
た
め
に
は
、
前
者
の
読
解
指
導
に
優ま

さ

る
と
も
劣
ら
ず
、
後
者
の

量
的
に
豊
か
な
出
会
い
を
つ
く
っ
て
い
く
指
導
も
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

二
　
耳
を
豊
か
に
│
聞
き
浸
る
世
界

言
葉
の
学
習
の
出
発
点
は
、
耳
を
豊
か
に
し
て
い
く
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
豊
か

な
耳
を
育
て
、
豊
か
な
出
会
い
を
つ
く
っ
て
い
く
も
っ
と
も
初
歩
的
な
方
法
、
し

か
も
簡
便
で
有
効
な
方
法
は
、
教
師
の
読
み
聞
か
せ
や
語
り
で
あ
る
。

読
み
聞
か
せ
は
、
必
ず
し
も
幼
児
期
の
子
ど
も
に
対
し
て
だ
け
有
効
と
い
う
も

の
で
は
な
い
。
小
学
生
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
中
学
生
・
高
校
生
・
大
学
生
、
さ

ら
に
は
成
人
に
も
有
効
な
方
法
で
あ
る
。
教
科
書
教
材
の
同
一
作
家
の
作
品
で
も

い
い
し
、
内
容
的
に
関
連
し
て
い
る
作
品
で
も
よ
い
。
教
科
書
教
材
と
は
直
接
関

係
な
い
作
品
で
も
よ
い
。
そ
の
際
、
メ
モ
や
記
録
を
取
ら
せ
る
と
か
、
感
想
文
を

書
か
せ
る
と
い
っ
た
活
動
と
は
切
り
離
し
て
行
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
子
ど
も
の

心
を
完
全
に
解
放
し
て
、
純
粋
に
言
葉
の
世
界
、
言
葉
に
よ
る
想
像
の
世
界
に
浸

ら
せ
て
し
ま
う
こ
と
こ
そ
大
切
で
あ
る
。
映
像
な
ど
の
言
語
外
の
手
段
や
媒
体
を

活
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
媒
体
な
ど
に
頼
ら
ず
に
言
葉
だ

け
の
世
界
に
浸
り
切
る
、
こ
の
こ
と
が
現
代
社
会
で
は
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
て
な
ら
な
い
。

読
み
聞
か
せ
に
加
え
て
、
教
師
の
語
り
や
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
も
、
も
っ
と

取
り
入
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
一
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
な
く

て
も
、
教
師
が
新
聞
の
中
に
見
つ
け
た
記
事
や
、
教
師
自
身
が
感
動
し
た
言
葉
の

紹
介
で
も
よ
い
。
教
師
自
身
が
読
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
本
で
も
よ
い
。
指
示
・

伝
達
・
命
令
で
は
な
く
、
楽
し
く
聞
き
浸
る
世
界
の
創
出
で
あ
る
。
い
い
話
の
種

は
い
つ
も
い
つ
も
簡
単
に
見
つ
か
る
も
の
で
は
な
い
が
、
教
師
は
言
葉
の
世
界
、

言
語
文
化
の
世
界
に
い
つ
も
鋭
敏
な
ア
ン
テ
ナ
を
張
り
巡
ら
し
、
教
材
化
研
究
（
教

材
開
発
）
を
心
掛
け
て
い
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
教
師
自
身
の
成
長

の
糧
と
も
な
り
、
国
語
の
教
室
を
新
鮮
に
し
豊
か
に
し
、
子
ど
も
に
豊
か
な
言
語

生
活
感
覚
や
、
言
葉
や
言
語
文
化
へ
の
興
味
関
心
、
意
欲
を
育
て
て
い
く
こ
と

に
な
る
。

子
ど
も
の
興
味
関
心
を
探
り
、
そ
の
興
味
関
心
と
関
係
づ
け
て
い
く
こ
と
も
重

要
で
あ
る
。
加
え
て
そ
れ
以
上
に
重
要
な
こ
と
は
、
現
状
の
興
味
関
心
で
は
な
く
、

興
味
関
心
は
新
た
に
喚
起
し
、
育
て
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
点
に
立
つ
こ

と
で
あ
る
。

三
　
語ご

彙い

と
し
て
の
漢
字
学
習

日
本
語
の
体
系
に
あ
っ
て
、
漢
字
は
大
き
な
比
重
を
占
め
、
漢
字
学
習
は
日
本

の
文
化
や
国
語
に
よ
る
認
知
力
（
思
考
力
・
記
憶
力
・
想
像
力
・
創
造
力
）
に
深

く
か
か
わ
っ
て
い
る
。

「
鬱う

つ

」
と
い
う
漢
字
は
見
る
か
ら
に
「
ユ
ウ
ウ
ツ
」
そ
う
な
漢
字
で
あ
る
。「
鬱
」

は
常
用
漢
字
に
は
な
い
が
、
日
常
生
活
に
お
い
て
「
憂ゆ

う

鬱う
つ

な
梅
雨
」
と
か
、「
鬱う

っ

陶と
う

し
い
天
気
」
と
か
、「
鬱う

っ

憤ぷ
ん

を
晴
ら
す
」
と
い
っ
た
よ
う
に
よ
く
使
わ
れ
る
語
彙
で

あ
る
。
こ
の
「
鬱
」
と
い
う
漢
字
を
筆
順
正
し
く
正
確
に
書
く
こ
と
が
で
き
る
人
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は
稀ま

れ

で
あ
ろ
う
。
読
み
方
が
分
か
ら
な
く
て
漢
和
辞
典
を
引
こ
う
と
し
て
も
、

そ
の
部
首
を
知
る
人
も
少
な
い
で
あ
ろ
う
。「
鬱
」
は
一
字
で
も
語
と
し
て
成
り

立
っ
て
い
る
が
、
先
の
例
に
み
る
よ
う
に
、「
鬱
」
は
語
彙
と
し
て
よ
く
使
わ
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
字
」
と
し
て
よ
り
も
、「
語
彙
」
と
し
て
の
重
要
性

が
高
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。「
鬱
」
は
常
用
漢
字
外
で
、
適
切
な
例
と
は
い

え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
漢
字
学
習
の
一
般
論
と
し
て
、
漢
字
一
字
一
字
を

字
と
し
て
練
習
学
習
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
が
、
語
彙
と
し
て
漢
字
を
学
習

し
て
い
く
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
語
彙
と
し
て
耳
か
ら
摂
取
し
、
記
憶

し
、
文
脈
や
状
況
（
コ
ン
テ
ク
ス
ト
）
に
お
い
て
使
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。

「
鳥
肌
が
立
つ
」
や
「
氷
山
の
一
角
」
は
よ
く
使
わ
れ
る
慣
用
句
で
あ
る
。
一
つ

一
つ
の
漢
字
は
、
字
と
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
字
で
も
な
く
、「
鳥
肌
」
も
「
氷

山
」
も
難
解
な
語
句
で
は
な
い
。
し
か
し
、
慣
用
句
と
し
て
使
わ
れ
る
と
、
そ
れ

ぞ
れ
の
字
の
意
味
を
寄
せ
集
め
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

で
使
用
さ
れ
る
。
狂
喜
や
感
動
し
た
と
き
に
も
実
際
に
は
鳥
肌
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
が
、「
鳥
肌
が
立
つ
」
は
、
そ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
な
く
、
恐
怖

や
嫌け

ん

悪お

感
が
生
じ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
の
使
用
が
正
し
い
。「
氷
山
の
一
角
」
は
、

悪
い
意
味
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
使
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
漢
字
は

字
と
し
て
よ
り
も
、
語
彙
と
し
て
、
さ
ら
に
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
取
り

扱
っ
て
い
く
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
漢
字
を
指
導
し
て
い
く
際
、
字
と
し
て
の
指

導
の
み
な
ら
ず
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
語
彙
と
し
て
の
出
会
い
の
機
会
を
豊

か
に
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

四
　
自
己
評
価

評
価
の
中
で
も
自
己
評
価
は
最
高
級
の
評
価
で
あ
る
。
小
学
校
の
授
業
や
指
導

案
な
ど
を
拝
見
す
る
機
会
も
少
な
く
な
い
。
授
業
な
ど
の
終
末
で
、「
│
│
で
き

た
か
。」と
い
っ
た
過
去
形
に
よ
る
問
い
の
自
己
評
価
カ
ー
ド
が
配
付
さ
れ
、
子
ど

も
自
身
が
そ
の
カ
ー
ド
に
○
△
×
、
３
２
１
の
段
階
を
書
き
込
ん
だ
り
、
感
想
文

や
反
省
文
を
書
い
た
り
す
る
の
を
見
か
け
る
。
時
に
は「
今
日
の
授
業
の
目
標
を

理
解
し
て
い
た
か
。」と
い
っ
た
類
の
自
己
評
価
項
目
も
あ
っ
た
り
し
た
が
、
そ
れ
を

見
て
筆
者
は
愕が

く

然ぜ
ん

と
し
た
。
そ
れ
は
教
師
の
責
任
転
嫁
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の

で
あ
る
。
子
ど
も
に
課
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
過か

酷こ
く

で
は
な
い
か
。
子
ど
も
に
自

己
評
価
を
課
す
以
前
に
、
ま
ず
教
師
自
身
が
毎
日
の
授
業
を
自
己
評
価
し
、
自
己

評
価
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
が
先
決
問
題
で
あ
る
。

小
学
生
の
場
合
、
自
己
評
価
も
相
互
評
価
も
、
言
葉
に
関
す
る
量
的
な
評
価
や

形
式
面
で
の
評
価
は
可
能
で
あ
る
が
、
質
に
関
係
す
る
評
価
は
難
題
で
あ
る
。
発

表
の
際
の
声
の
大
き
さ
や
、
一
冊
本
を
読
み
切
る
と
い
う
目
標
は
、
子
ど
も
で
も

達
成
し
た
か
ど
う
か
評
価
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、「
聞
き
手
に
分
か
り
や
す
い
発
表

が
で
き
た
か
。」
と
い
っ
た
質
（
構
想
力
）
に
関
わ
る
自
己
評
価
は
困
難
で
あ
る
。

何
と
な
く
直
観
的
に
子
ど
も
は
「
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。」
こ
と
は
察
知
し
て
い

る
が
、
そ
の
改
善
策
や
打
開
策
ま
で
子
ど
も
が
考
え
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
学

力
が
豊
か
に
育
っ
て
い
る
子
ど
も
に
は
可
能
な
部
分
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

学
力
が
十
分
で
は
な
い
子
ど
も
に
と
っ
て
は
残
酷
で
さ
え
あ
る
。
画
一
的
で
、
過

去
形
に
よ
る
問
い
の
自
己
評
価
か
ら
子
ど
も
を
解
放
さ
せ
た
い
。
こ
れ
は
私
の
哀

願
で
も
あ
る
。
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