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間

接

的

発

話

行
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に
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け

る

、

日

・

タ

イ

の

異
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化

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ
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ン
ス
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サ
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・
ウ

イ

ッ
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ヤ

ー

パ

ン

ヤ

ー

ノ

ン

1
 

は
じ
め

に

 
筆

者

は

『三

田
國
文

』
第

三
十

四
号

に
お

い
て
、
日
本

語

の
間

接
的

発

話
行

為
を
例

に
し

て
、

ご

く

一
部

で
は
あ

る
が
、
状

況
設
定

を

し
、

タ
イ

語

の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
・
パ
タ

ー

ン
と

比
較

し
な
が

ら
、
分

析
し

た
。

そ

の
結
果

、
日

・
タ

イ

の
間

接
的

発
話

行
為

の
言

語
的
な

特
徴

・
相
違

点

と
社
会

・
文
化

背
景

や
価
値

観

の
特
徴

・
相
違

点

を
系
統
的

に
ま
と

め
て
、

ま
た
、

そ

の
理
解

、

対
応

・
表

現
が

不
適
切

に
生

じ

る
場

合
、

そ

の
よ
う

に
選
択

し
た
原

因
や
適

切

に
使

用
す

る
た

め

の
ヒ

ン
ト
や
解
決

法
を

い
く

ら

か
結
論

と

し
て
得

る

こ
と
が

で

き
た
。
本

稿

で
は
、

タ
イ
人

が
頻

用
す

る
タ
イ
語

の
間

接
的

発
話
行

為

を
例

に
し

て
、

日
本
人

の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン

・
パ

タ
ー

ン
と
比

較
的

に
分
析

し

な
が

ら
、

そ
れ
ぞ

れ

の
特

徴
、

相
違

点

や
共
通

点
な

ど

に

つ
い
て
検
討

し

た

い
。

 

い
ず

れ
も
、

筆
者

は
異

文
化

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
上

の
ギ

ャ

ッ
プ
が

発
生
す

る

の
は
ど
う

い
う

原
因

に
よ

る
も

の

か
と

い
う

こ
と

を
そ

れ
ぞ

れ

の
具
体

的
な
問

題
を

見

つ
け

る
こ

と

に
よ

っ
て
、

両
語

の
間
接

的
発

話
行

為

の
特

徴
、
相

違
点

を

明
ら

か

に
し
、

さ
ら

に
、
そ

れ
ら
を

日
本
語

・
タ

イ
語
教

育

の
場

で
生

か
せ
れ
ば

、

日
本
人

と
タ

イ
人

が
お
互

い
の
国

で
接

触

す

る
際

、
少

し

で
も
異

文
化

コ
ミ

ュ

ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
の
場

面

で
の
誤
解

を

回
避

・
解

消

す

る
こ

と
が

で
き
る

と
期
待

し

て

い
る

の
で

あ

る
。

2

調
査
の
方
法
と
分
析
の
手
順

 

調
査

の
方
法

は
基

本
的

に

『
三
田

國
文
』

第

三
十

四
号

に
お

い
て
行

わ

れ

た
方
法

と
同

じ

な

の
で
、
今

回

は
割

愛

さ
せ

て

い
た

だ
く

。

た
だ

し
、

調

査
対
象

者

は
タ

イ
人

日
本
語

学
習
者

に
代

わ

っ
て
、

日
本

人

タ
イ
語

学

習

者

を
タ
イ

在
住

と
日
本

在
住

の
二

つ
の
グ

ル
ー
プ
を
対

象

と

す
る
。

 

ア

ン
ケ

ー
ト

は
タ
イ
的

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン

・
パ
タ

ー

ン
の
会
話

・

場

面
、

対
人
関

係

を
設
定

し
、

そ

れ
を

も
と

に
し

て
タ
イ
語

の
ア

ン
ケ

ー

ト
を
六

つ
設
定

し

て
作
成

し

た
。

 

な

お
、

ア

ン
ケ
ー
ト

で

は
、
タ

イ
文
字

と
そ

れ
を
表

音
的

に
示
す

発
音

記

号

の
両
方

で
示

し
た

が
、
本

稿

で
は
、

分
析

す
る
際

に
引

用

し
た
会

話

本

文

に

つ

い
て

は
本

文

を
発
音

記
号

で

示
し

た
後

、

( 

)
で
日
本
語

訳

を

付

け
た
。

 

タ

イ
語

の
日
本
語

訳

に

つ
い
て
は
、

元

の
タ
イ
語

の
表
現

意

図
を
損

な

わ
な

い
限

り

に
お

い
て
意
訳

を
試

み
た

。
し

か
し
、

な

る

べ
く
元

の
タ

イ

語

の
語
感

を
残

そ
う

と
し

た
た

め

に
、

不
自
然

な

日
本

語
訳

に
な

っ
て

い
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る
と

こ
ろ

も
あ

る
。

 
分
析

の
手

順

に

つ
い
て
も
基
本

的

に

わ

れ
た
方
法

と
同

じ
で
あ

る
。

3

『三
田
國
文
』
第
三
十
四
号
で
行

ア
ン
ケ
ー
ト
及
び
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
の
結
果
と

分
析

①

〈
食
事
の
誘
い
の
断
り
に
対
応
す
る
発
言
〉

 
 

「
ノ

ン
は
カ

イ

の
同
級

生

だ
。
今

日
、
ノ

ン
は
カ
イ

の
家

に
遊
び

に
来

て
い
る
。
夕
方

に
な

っ
た

か
ら
、
ノ

ン
は
そ

ろ
そ

ろ
失
礼

し

よ
う

と
思
う
。

し

か
し
、
も

し
、

そ

の
後

、
ま

た
食
事

な

ど

に
誘

わ
れ

た
ら

、

い
て
も

い

い
と

思

っ
て

い
る
。

カ
イ

の
家

を
出

よ
う

と
し

た
時

、

カ
イ

の

お
母

さ

ん

が
や

っ
て
き
た
。
」

 

カ
イ

の
お
母

さ
ん

" 

晩
ご
飯

を
食

べ
て
行

き
な

さ

い
よ
。

 
ノ
ン 
 
 
 
"
旧ー

隠

 
 

 
 
 

 
 

 
 

(
い
え

、
あ

り
が

と
う
ご

ざ

い
ま
す
。
)

 

カ
イ

の
お
母

さ
ん

"

★
 
線

を
引

い
た

ノ

ン
の
言

っ
た
言
葉

を
あ

な

た
が

カ
イ

の
お
母

さ
ん

だ

と
し

た
ら
ど

の
よ
う

に
答

え

ま
す

か
。

 
A

d
曾

「
8

幽涛

9
餌
≦

α
冨
≦

鼠

～
冨

巨

9

0
鷺

ω
α
二

帥
≦

9
9。
窯

 

 
o
鷺

α
餅
く
夢
①
鋤
昌
犀
ゴ
鋤
鋤
≦

α
O
p。
く
κ
9
口

 

 

(じ

ゃ
、

ち
ょ

っ
と
待

っ
て
ね

。
も

う
す

ぐ

で
き
る

か
ら
。

一
緒

に

 

 
食

事
し

よ
う

ね
。
)

 
B

些
9
ヨ

ヨ
塁

5
リ
ヨ
身

けど

ζ

①
①
O
O
錯

『
91
り
犀

旨
留

匪
四
ヨ

≦
冴

 

 
《
ひ
=

8
く
h
一一§
≦
≦

ヨ
㈲
c。
碧

91
《
昌
時

 
 

(ど
う

し

て
。
遠
慮

し

な

い
で
、

た
く

さ
ん
作

っ
た

か
ら
、

私

の
料

 
 

理
…

…
お

い
し

い
の
よ
。
)

 
C

 
『蓼

ひ
鮎

些
鋤
⇔
6
節
口

芝
国
三

餅
O
ヨ
鋤
餌
昏
冨
≦

密
評

昌
驚

o
時

 
 

(
そ
う
。
じ

ゃ
、

ま
た
遊

び

に

い
ら

っ
し

ゃ
い
ね
。
)

 

D

"旨
≦
コ
"
旨
≦
昌

 
 

(そ

の
他
)

 
以

上

の
会

話

に
お

い
て
、

カ
イ

の

お
母

さ

ん
と

ノ

ン
の
発

言

を
追

っ
て

い
く

と
、

カ
イ

の
お
母

さ
ん

が

ノ

ン
を

晩

ご

飯

を

誘

っ
た

ら
、

ノ

ン

は

「
ヨ
冴

O
o
口
鑓

賓
」

と
発
話

し

た
後
、

「
写

い
り
O
写

ロ
昌
」

(あ

り

が

と
う
ご

ざ

い
ま
す
。
)

と
お
礼

を
述

べ
た
。

「
ヨ
身

O
①
コ
冨

《
」

は
富

田
竹

二
郎

氏

(
一
九

九
〇

)
に
よ
る

と
、
「
構

い
ま

せ
ん
。

ど
う
致

し
ま
し

て
。

無
事

息

災
だ
。
」
の
意
味

で
あ

る
。

タ

イ
人

が
誰

か

の
家

を
訪

ね
、
食

事

や
飲
物

を

勧

め
ら
れ

た
場
合

、
気
持

ち

で
は

そ

の
誘

い
を
受
け

入
れ

た
く

て
も
、

ま

ず
断

る

の
が
礼
儀

で
あ

る
と
考

え

ら
れ

て

い
る

(菊
o
o
ヨ

旨
鑓
崖

ζ

o
β

お
㊤
仰

℃
α
ω
)
。

こ
の
断

る
時

に

「
ヨ
曾

O
Φ
昌

轟
《
」

を
使
う

。

つ
ま
り
意

味

の
う

ち
の

一
つ
と

し
て

「ヨ
身

ロ
魯

茜
く
」

は
礼
儀

と

し

て
頻

繁

に
使

わ

れ
る
。

ま
た
、

食
事

の
誘

い
に
対
し

て
、

ま
ず
、

「
ヨ
身

o
①
コ
冨
く
」
と

答
え

る

の
は
遠
慮

深

い
態

度

で
あ

る
、
あ

る

い
は
、
礼

儀

で
あ

る
。
従

っ

て
、

こ

の
会

話
場

面

に
お

い
て
も

、

ノ

ン
が

カ
イ

の
お
母

さ
ん

の
食
事

の

誘

い
に
対

し

て
、

「
ヨ
冴

O
①
コ
轟

《
」
と

い
う
表

現
形
式

を

と

っ
て
、

ま
ず

礼
儀

と
し

て
断

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

こ

こ
で
は
、

カ
イ

の

お
母

さ
ん
が

ノ

ン

の
こ
の
礼
儀

と

し
て

の
断

り

の
発
話

を
聞

い
て
、
そ

れ

に
対

し
て
ど

の
よ

う

に
適

切

に
対
応

・
表

現
す

る

か
を
問
題

に
し

て

い
る
。

 
選

択
肢

A

は
、

以

上

の
会

話
場

面
、

又

は
カ
イ

の
お
母

さ

ん

の
食

事

の

誘

い
に
対

す

る
礼

儀

と
し

て

の
断

り

と

い
う

ノ

ン
の
発
話

の
意

図
を

理
解
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で
き
な

か

っ
た
場
合
、

選
択

さ
れ

る

で
あ

ろ
う

も

の
で
あ

る
。

つ
ま

り
、

カ
イ

の
お
母

さ
ん
は

ノ

ン
の

「
ヨ
9

0
①
づ
鐙
く
犀
プ
α
リ
ロ
評
7
琶

」

(
い
え
、

あ
り

が
と
う
ご

ざ

い
ま
す
。
)
の
発
話

が
自

分

の
誘

い
に
応

じ

る
と

い
う
意

味

だ

と
誤
解

し

て
、

「O
い
昌
「
8

～凶涛

α
感

毛

α
冨
≦

コ
驚

冨

邑

鋤
d
o
兜

ω
偉

旅
cり
毛

甑
塁

O
兜

α
冴

窪
き

コ
評
7
餅
鋤
≦

α
O
餌
《
労
①
コ
」

(
じ

ゃ
、

ち

ょ

つ
と

待

っ
て
ね
。

も
う
す

ぐ

で
き
る

か
ら
。

一
緒

に
食

事

し

よ
う

ね
。
)
と

い
う

の

で
あ

る
。

 

選
択

肢
B

で
は
、

カ
イ

の
お
母

さ

ん
が

ノ
ン

の
礼

儀

と
し

て

の
断

り

の

意

図
を

理
解

し
、
さ

ら

に
こ
れ
以

上
相
手

が
遠
慮

し

な
く

て
も

い
い
よ
う

に

「ヨ
身

8
0
ξ
①
①
d
8

<
『
91り
開
ヨ
⑪
①
些
鋤
ヨ

≦
身

《
馳

δ
<
」

(遠
慮

し

な

い
で
、
た
く

さ
ん
作

っ
た

か
ら
。
)
と
述

べ
、
さ

ら

に
、

「
岳
ヨ
窯
≦

∋
霧

げ
ご
く
コ
鱒
」

(私

の
料
理

は

お

い
し

い
の
よ
。
)
と
親

し

み

の
あ

る
表

現
を

使

っ
て
、
ま

た
積

極
的

に
誘

う
。

こ

れ
は
タ

イ
的
な

相
手

へ
の

一
つ
の
思

い
や

り
と
考

え
ら
れ

る
。

 

C

で
は
、

「∋
冴

冒
①
昌
嵩
《
」
と

い
う
礼

儀

と
し

て

の
断

り

の
発
言

の
意

図
を

理
解

で
き
ず

、

た
だ

の
断

り
と
理
解

し

、
相
手

が
断

っ
て

い
る

の
だ

か
ら
引

き
止

め
た
ら

わ
る

い
、
積
極

的

に
誘

う
と
相

手
を

困
ら

せ

る
こ

と

に
な

る
な
ど

と
思

っ
て
、
「「
蓼

o
恥
」

(そ
う

)
と
相

手

の
断

り
を
納

得

し

た
相
づ

ち
を
打

っ
た
後

、
礼
儀

と

し

て
「昏

鋤
曽
O
普

≦
ロ
巳

似
d
∋
鎚

け三
鋤
≦

"
勘
匠
口
魅

o
時
」

(
ま
た
遊

び

に

い
ら

っ
し

ゃ

い
。
)

と
挨

拶

し
た
。

 

で
は
、
カ
イ

の
お
母

さ

ん
が
A

を
選
択

し

て
、
対

応

し
た
場

合
、

ノ

ン

は
自
分

の
発
話

の
意
図

と
全

く
反

対

の
反
応

を
し

た
カ

イ

の
お
母

さ
ん

に

戸

惑

う
だ
ろ
う
。

し

か
し
、

B

で
対
応

し
た
場

合
、

誘

っ
た
人

(
カ
イ

の

お
母

さ
ん
)
が

親
し

い
間
柄

の
人

な
ら
、

そ

の
誘

い
に
応

じ

る
だ

ろ
う
が

、

誘

っ
た
人
が
大

し

て
親

し

く
な

い
間
柄

の
人

の
場
合

は

こ

の
二
度
目

の
誘

い
も
断

っ
て
、
そ

れ

で
も
誘

わ

れ
た
時

に
応

じ

る
と

い
う

こ
と
が
多

い

(堀

江
プ

リ

ヤ
ー
、

一
九
九

五

)。
そ

し

て
、
C

を
選

ん

で
対

応

し
た
場

合
、
タ

イ
人

の
ノ

ン
は
自

分

が
礼
儀

と

し

て
断

っ
た

つ
も
り
だ

っ
た

の
に
、

カ
イ

の
お
母

さ
ん
が

重

ね
て
誘

っ
て
く

れ
な

い
と

い
う

の
は
も

と
も

と
自
分

を

食
事

に
誘

う

つ
も
り

が
な

か

っ
た

の
だ
ろ

う

と
思

う

で
あ

ろ
う
。

タ

イ
で

は
人
を
食

事

に
誘
う
場

合

、

一
度
断

ら
れ

て
も
相

手

の
事
情

が

ど
う

で
あ

れ
、

二
度

は
誘

う
。

そ
う

で
な

い
と
誘

う
側

の
誠

意

を
表
し

て

い
な

い
こ

と

に
な

る
。

 

ノ

ン
の
発
言

に
適
切

に
対

応

し
よ
う

と

す

れ
ば

、

B
を
選

択

す

る
で
あ

ろ
う
が
、

回
答
者

は
A
を
最

も
多

く
選

択

し

て

い
る
。

こ
れ
は

下
線

の
ノ

ン
の
発
話

の
意

図

の
理
解

に
問
題

が
あ

る
。

つ
ま
り

「ヨ
身

℃
魯

鑓

《
」

の
持

つ
間

接
的

発
話
行

為

と
し

て

の
機

能

が
理
解

で
き

て

い
な

い
。
一
方

、

C
を
選
択

し

た
と

い
う

の
は

ま
ず

「∋
身

℃
Φ
ロ
鐙

《
」

に
お
け

る
礼
儀

と

し
て

の
断

り

の
タ

イ
的
な

「
礼

儀
」

の
部

分

の
理
解

を
誤

り
、

さ
ら

に
、

断

り
だ

と
理
解

し

た
と
し

て
も

そ

の
対

応

に
お

い
て
タ
イ

と
日
本

の
食

事

に
誘

う
時

の
、
特

に
夕
食

の
場

合

の
習

慣

の
違

い
を

把
握

で

き

て

い
な

か

っ
た

と

い
う

こ

と

に
な

る
。

つ
ま

り
、

C
を

選
ん

だ
回
答

者

に

は
、

か

な
り
母
語

(
日
本
語

)

の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン

・
パ
タ

ー

ン
の
影
響

が

あ

る
と
考

え
ら

れ

る
。

つ
ま

り
、

タ
イ
語

の
文
法

的

な
面

は
よ

く
理
解

し

て

い
る
が
、

日
本
語

の
表

現
手

法

で
タ
イ

語

で

の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン

を
し
よ

う
と

し
た

と

い
う

こ

と

に
な

る

の
で
あ

ろ
う
。

ま

た
、
意

見

の
欄

に

「
時

間

に
も
よ

る
が
、

日
本

人

な
ら
あ

ま

り
夕
食

に
は
誘

わ
な

い
と
思

う
。
社
交

辞
令

的

な
も

の
な

ら
あ

る
け
れ

ど
…
。
」
、
「
相
手

を
尊

重
す

る
時

は
C
」

な
ど

の
意

見
が
書

か
れ

て

い
る
。

回
答

者

た
ち
が
積

極

的

に

こ
の

B
を
選

べ
な

か

っ
た
理
由

と

し

て
は
、

ま
ず
最

初

に

「
夢
9
ヨ

ヨ
鋤
≦

叱
」
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(
ど
う
し

て
)

と

い
う
断

っ
た

理
由

を
聞

く
言

い
方

は

日
本
人

に
は
好

ま

れ
な

い
。

又
、

「
断

り
」
の
発
言

は
単
純

に
断

っ
て

い
る
の
か
、
遠

慮

し
て

断

っ
て

い
る

の
か
区

別
が
付

き

に
く

い
た

め
、

B
の

「遠
慮

し
な

い
で
」

以
下

の
よ
う
な

誘

い
は
強

引
だ

と
思

わ

れ
る
可
能

性
が
高

い
。

故

に
B
を

敬
遠

し

た

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

 

以
上

の
よ
う

に
、

タ

イ
と

日
本

の
異
文

化

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
場

に
お

い
て
、

「ヨ
冴

O
①
昌

轟
く
」

と

い
う

そ

れ
ぞ

れ

の
場
面

で

そ
れ

ぞ
れ

違

っ
た
機
能

を
持

っ
て
表

れ

る
表
現

形
式

の
理
解

が
求

め
ら

れ
る
時
、

表

現
手

法

や
習
慣

の
違

い
に

「
ヨ
身

需

コ

轟
《
」

の
理
解

の
難

し
さ
が
連

動

し

て
誤
解

が
し

ば
し

ば
生

じ

る
。

②

〈
映
画
の
誘

い
の
断
り
〉

「今

日

仕
事
を

し

て

い
る
と

こ
ろ

に
あ

ま
り
親

し
く

な

い
先
輩

が
来

て
、

仕

事

が
終
わ

っ
た

ら
映

画
を

見

に
行

こ
う
と
誘

う
。
」

 

 
先
輩

 

" 

『
ハ
リ

ー

・
ポ

ッ
タ

ー
』

だ

け
ど
、

】
緒

に
見

に
行

か
な

い
?

 

 
あ

な
た

"

の
チ
ケ

ッ
ト
が

二
枚
あ

る
ん

★
 

あ

な
た
は

別

に
用
事

が
あ

り
ま

せ
ん

が
、
行

き
た

く
な

い
で
す
。

ど

う
断

り

ま
す

か
。

 

A

喜

α
り
窪
9

け
評
9

～
臼
o
鼠

昌
日
助
《
o
δ

ゼ

鼠

d
箕
昌

冨

①
け
昌

 

 

(す

み
ま

せ

ん
、
私

…
…

こ
う

い
う

映
画

が
あ

ま
り
好

き
じ

ゃ
な

い

 

 
ん

で
す
。
)

 

B

筥
身

ロ
2

目
昌

げ
プ
9ー
ゼ

吋
ゴ
ロ
昌
を
曽
三
9

9

鐸
き

ヨ
母

コ
時

評
げ
魅

 

 

(
い
い
ん

で
す
。
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま
す
。

ま
た
、

誘

っ
て
下

さ

 
 

い
ね
。
)

 

C
 
『
芝

≦
節
K
≦
鋤
巳

蝕
d
α
鋤
鋤
《
∋
節
《
℃
『
8

岳
一
≦
⇔
昌
三
一
ヨ
自
9
旨

時

 
 

(他

の
日

に
し

て
も
ら

え
ま

す

か
。
今

日

は
用
事

が
あ

っ
て
…
)

 

D

～
旨
≦
口
"
脅
≦
コ

 
 

(そ

の
他
)

 

こ

の
設
定

は
右

記

の
会
話

場
面

を
理
解

し

た
上

で
、

ど

の
よ
う

に
適

切

に
対
応

・
表

現
す

れ
ば

よ

い
か

と

い
う

こ
と
を

問
題

に
し

て

い
る
。

つ
ま

り
、

こ

の
会

話
場

面

に
お

い
て
、

あ
ま

り
親

し

く
な

い
会
社

の
先

輩

に
ど

の
よ
う

に
映

画

の
誘

い
を
人

間
関
係

が
壊

れ
な

い
よ
う

に
適

切

に
断

る
か

と

い
う

こ

と
で
あ

る
。

で

は
、

こ
の
会
話

場
面

で
は
、

誘
わ

れ
た

「
あ

な

た
」
が

、
誘

っ
た
先
輩

に
A

の

「喜

α
Q
昏
O
o
け
写

馳

臼
o
鼠

ロ
ヨ
鋤
《
o
げ
い
o
O

轟

d
胃

巷

げ
⑪
簿

呂

」

(す

み
ま

せ
ん
。
私

…
…

こ
う

い
う
映

画
が

あ

ま
り

好

き
じ

ゃ
な

い
ん
で
す

)
を

選
択

し

て
、
実

際

に
断

る
場
合

、
聞

き
手

で

あ

る
先

輩

は
、

ど

う
受

け
止

め

る

の
だ

ろ

う

か
。

A

の
発

話

は

「臣

"
り

号
O
O
梓」
(す

み
ま

せ

ん
)
と
謝

っ
た

後
、
こ

の
よ
う
な
映

画

は
好

き

で
は
な

い
と
、
自

分

の
映

画

の
趣

味

を
陳
述

し

て
、
間
接

的

に
先

輩

の
誘

い
を
断

っ

て

い
る

の
で
あ

る
が
、

先
輩

は

そ
れ
を
聞

い
て
、
相
手

は
映

画

の
趣
味

を

口
実

に
し

て
実

は
自

分

と

一
緒

に
行
き

た
く
な

い
の
で
は

な

い
か
、

と
思

う

か
も

し

れ
な

い
。
ま

た
、

B

で
は
、

ま
ず

「
ヨ
身

ロ
①
昌
鑓

《
」

(
い
い
ん

で
す
)

と
述

べ
た
後
、

誘

っ
て
く

れ
た

こ
と

に
お
礼

を
言

い
、

さ
ら

に
、

ま
た
改

め

て
誘
う

こ
と
を

お
願

い
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
間

接
的

に
断

り

の
意
図

が

込
め

ら
れ

て

い
る
。

し

か
し
、

B

の

「ヨ
鋤
冤
O
Φ
コ
轟

《
」

(
い
い

ん

で
す

)

は
礼
儀

と

し

て
遠

慮

深

い
態

度

を

示
す

①

の
会

話

の
下

線

の

「
ヨ
冴

O
①
づ
轟

《
」

(
い
え
)

と
違

っ
て
、
同

じ

「ヨ
冴

O
①
づ
轟

≦

で
も

こ
の
会

話

場
面

で
は
、

「
ヨ
身

O
①
コ
轟

く
」

(
い
い
ん
で
す

)
が

使

わ
れ

る
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と
、

失
礼

な

こ
と

に
な

る
。

な
ぜ

な
ら
ば

、

こ

こ
で

「
ヨ
身

℃
①
口
茜

《
」

を
使

う

と
、
文
字

通

り
の
意
味

、

つ
ま

り
自
分

が
相

手

か
ら
迷
惑

を
被

っ

て

い
て
、

そ
れ

に
対

し

て

「構

い
ま
せ

ん
、

い
い
ん

で
す
」

と

い
う

意
味

に
解

釈

さ
れ
、
相

手

に
対

し
て
失
礼

に
な
る
。

こ
れ
が

一
つ
で
あ

る
。

さ

ら

に
、
立

場

の
下

の
者

か
ら

上

の
者

に
文

字

通
り

の
意
味

の

「ヨ
身

O
Φ
昌

錘
く
」
を
使
う

と
失
礼

に
な
る

と

い
う

こ

と
が
あ

る
。

そ
う

す
る

と
、
B
を

選
択

す

る
場
合
、

聞

き
手

で
あ

る
先

輩

は
、

ど
う
受

け
止

め

る

の
だ

ろ
う

か
。
後
輩

な

の
に
偉

そ
う

に
言

っ
て
、
失

礼

だ
と
思

う

こ
と

が
考

え
ら

れ

る
。

 

ま
た
、

C

で
は
、

「鐸
≦

堵
冴

≦
鋤
巳

似
O
α
鋤
p。
《
ヨ
鎗

」

(他

の
日

に
し

て
も
ら

え
ま
す

か
)

と
他

の
提

案

を
出

し
た
後

、

「9

8
α
識

ミ
鋤
農

=

∋
臨
匪
費
驚
」

(今

日

は
用
事

が
あ

っ
て
。
)

と

い
う
断

り

の
理

由

に
な

っ

て

い
る
当

日

の
都

合

を
説
明

す

る
こ

と

に
よ

っ
て
、

間
接

的

に
先
輩

の
映

画

の
誘

い
を
断

る
意
図

が
込

め
ら

れ

て

い
る
。
タ

イ
人

は
、
以

上

の
会
話

場

面

に
お

い
て
、

こ
の
よ
う

に
提

案
を
出

し

、

さ
ら

に
自

分

の
断

り

の
理

由

に
な

る
状
況

を
説
明

す

る
と

い
う
表

現
手

法
を
使

っ
て
、
断

る

こ
と

を

間

接
的

に
伝
え

る
こ

と
が
多

く
、

C

の
選

択

肢

は

い
わ

ゆ
る

タ
イ
的

な

コ

ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン

・
パ

タ
ー

ン
と
言

え
る

。

 

以
上

の
会
話
場

面
を

理
解

し
た

上

で
、

適

切

に
対

応

・
表
現

す

れ
ば
選

択

す

る
で
あ

ろ
う
C

の
割
合

が
最

も
高

い
。

さ
ら

に
、
他

の
ア

ン
ケ
ー

ト

の
設
問

と
比

べ
る
と
、

D

の

「
そ

の
他
」

の
割

合

が
高

い
。

 

以
上

の
よ
う

に
回
答

者

の
多

く

は
、

A

の
発
話

は
先

輩

の
誘

い
を
断

る

の

に
あ
ま
り
適

切
で

は
な

い
と
考

え

た
と

い
う

こ
と
が

分

か
る
。
つ
ま

り
、

先

輩

が
せ

っ
か
く
選

ん
だ
映

画
が

自
分

の
好

み

で
は
な

い
こ
と
を

理
由

に

間

接
的

に
断

る
と

い
う
表

現
手
法

を
使

う
場

合
、

先
輩

と

の
人
間

関
係

が

壊

れ
る

こ
と
が
考

え

ら
れ

る
。

ま
た

、
C

を
選

ん
だ
人

の
割

合
が

最
も

高

い
と

い
う

こ
と
は
、
こ

の
問
題

が

言
語

的

に
簡

単

だ

と

い
う

こ
と

よ
り

も
、

日
本
人

も

タ

イ
人

も

以
上

の
会

話

場

面

で
は
同

じ

よ

う

な
価

値

観

を

持

ち
、
同

じ
よ
う

な
表

現
手

法
を

使
う

と

い
う

こ
と
が
言

え

る
だ

ろ
う
。

つ

ま
り
、

日
本
人

も

タ
イ
人

も
自

分

よ
り
立

場

の
高

い
者

に
は
、
特

に
断

り

(拒
否

)
と

い
う
当
事

者

間

に
何

ら

か
の
緊
張

関
係

を
生

み
出

す
行
為

を

行

う
時
、

相
手

を
傷
付

け

な

い
よ
う

に
な
る

べ
く
直
接

的

な
感

じ

の
す
る

発
言
を
避

け

て
、

や
ん
わ

り
と

遠

回
し

に
断

る
と

い
う
表
現

手

法
が
好

ま

れ
る

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
ま

た
、

他

の
問
題

と
比

べ
る
と
D

の

「
そ

の

他

」

の
割

合
が

高

い
と

い
う

の
は
、

以
上

の
会
話

場

面

で
は
A
、

B
、

C

の
選
択
肢

以
外

の
表

現
手

法
が

あ

る
と
回

答
者

が
考

え
た

こ
と

に
な

る
。

意

見

の

「
欄
」

に
よ
る

と
、
ま
ず

「
す

み
ま

せ
ん
」

と
謝

る

か
、

そ

れ
と

も
、
相

手
を
傷

付

け
な

い
よ
う

に

「
行

き
た

い
け
ど

」

や

「
行

き
た

く
な

い
訳

で
は
な

い
け

ど
」

の
よ
う

に
前

置

き
を
言

っ
て
か
ら

理
由

を
説

明
す

る
表
現

手
法

を
使

う
人

が
多

か

っ
た
。

ま
た

一
緒

に
映
画

に
行

け
な

い
と

い
う
断

り

の
理
由

に
も

い
ろ

い
ろ
あ

る
。

例

え
ば
、

そ

の
映

画

は
友
達

と

見

に
行

く
約
束

を

し

て

い
る

こ
と

や
、
今

日

は
用
事

が
あ

る

こ
と
な

ど
が

主
な
も

の
で
あ
る
。

③

〈②
の
映
画
の
誘

い
の
断
り
に
対
す
る
発
言
〉

 

▲
 

「
あ

な
た

が

こ
の
先
輩

だ

と
し

ま
す
。

断

ら
れ

た

の
で
、

さ
ら

に

誘

っ
て
も
相

手
は
行

こ
う
と

は
し

な

い
と
思

い
ま

し
た
。

そ

の
時
、

ど
う

言

い
ま
す

か
。
」

 

A

『妻
毛

評
耳
節
0
8

p。
ω
6
量

塁

8

6

 
 
 

(
そ
う
。

残
念

で
す

ね
。
)
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B

∋
勘

0
9

『
亀

冒
耳
9

0
普

ぴ
≦

≦
身

≦
四
巳
似
d
δ

巳

誇
芝

評
き

 

 
 

(
い

い
よ
。

じ

ゃ
 

ま
た

 
今

度
。
)

 

C
 

δ

o
&

錯

0
9

芝
き

鼠
ご
夢
留

o
ゴ

p。
昌
評
ず
§

δ
d
巻

リ
ヨ

B

《

 

 
コ
魁

 

 
 

(
い

い
よ
。

で
も
、
今

度
誘

っ
た

ら
絶
対

行

か
な
く

ち

ゃ
だ

め
だ

 

 

よ
。
)

 

D

～旨
≦
昌
"旨
≦
ロ

 

 
 

(
そ

の
他

)

 

こ
の
設
定

は
②

の
会
話

場
面

を
理
解

し

た
上

で
、
②

の
あ

な
た

(後

輩

)

の
断

り

の
行

為

に
ど

の
よ
う

に
適

切

に
対
応

・
表

現
す

れ
ば

よ

い
か
と

い

う

こ
と
を
問

題

に
し

て

い
る
。

 

A

の

可
趣
≦

写

感
ロ

畠

鋤
ω
鑓
α
⇔
錯

o
曽
部
」

(そ
う

、
残
念

で

す
ね
)

と

い
う

発
話

は
、

ま
ず

「
「
趣
≦

喜

感
O
」

(そ

う
)
と

い
う
相
手

の
断

っ
た

意

図

を
理
解

し

た
相

づ

ち
を
打

っ
た
後

、

一
緒

に
行
け

な

い
こ
と
を

残
念

に
思
う

気
持

ち
を
陳

述

し
て

い
る
。

こ
れ

は
「
先
輩

の
誘

い
を
断

っ
た
ら
、

先

輩

が
怒

る
の

で
は
な

い
か
」

と
後
輩

に
心
配

さ
せ
な

い
よ
う

に
気

を
遣

う
断

り

の
対
応

に
な

っ
て

い
る
。

タ
イ
語

で
は
、

こ

の
よ
う

な
場
面

で
は

相

手

を
気
遣

っ
て
何

ら

か

の
言

葉
を

か
け

る
が
、

A

の
発
話

の
よ
う

な
表

現
形
式

で

は
な

い
。

つ
ま
り
、

「
口
鋤
鋤
ω
蜀
α
き

《
0
9

」

(残

念

で
す

ね
)
の

よ
う

な
発
話

の
場
合

、

そ

の
発

話
を
聞

い
た
後
輩

は
安

心
す

る
と

い
う

よ

り
も
、

自
分

が
断

っ
た

こ
と

に
よ

っ
て
先

輩
を

か
る
く
失

望

さ
せ

た

の
で

は
な

い
か

と
解

釈

す
る

お
そ

れ
が
あ

る
。

 

B

で
は
、

ま
ず
文

字

通
り

「
気

に
し

な

い
」
と

い
う
意
味

を
持

つ

「
ヨ
身

ロ
Φ
昌
「
p。
《
」

(
い

い
よ
)
を
述

べ
た
後
、

「
『
零

≦
鎗

≦
鋤
巳
四
d
犀
ゆ
り
冨
eり
≦

犀
⇔
昌
」

(ま

た
、
今
度

)
と

い
う

よ
う

に
今

回

は
だ
め

で
も
次

回
が

あ

る
か

ら
気

に
し

な
く

て

い
い
と
相

手
を
気

遣

っ
て
言
う

。
特

に
B

の
「
ヨ
曾

O
①
昌

鑓

《
」
は

「
ヨ
身

O
Φ
コ
轟

巳

の
典
型

的
な
使

い
方

の

一
つ
で
、
立

場

の
高

い
者

が
立
場

の
低

い
者

か
ら
何

か
好

ま

し
く
な

い
よ
う

な
言

い
方

や
行

為

を
さ

れ
た
時

、
立

場

の
高

い
者

の
方

が

「ヨ
身

O
Φ
昌

轟
団
」

と
言

わ

な

い

と
、
立

場

の
低

い
者

は
自

分

を
許

し
て

い
な

い
、
怒

っ
て

い
る

と
考

え

る
。

故

に
こ

の
会

話
場

面

で
先
輩

が

「
ヨ
曾

需

ロ
「
9。
《
」

と

い

っ
た

の

は
典

型

的
な

タ
イ

人

の
気

遣

い
の
言

い
方

の

一
つ
と
言

え
る
。

 

C

で

は
最

初

「δ

Q
α
餅
昌

」

(
い

い
よ
)
と
言

っ
た
が
、

そ

の
後
、

8

曾

≦
鋤
三
似
d
窪
節
鋤
o
げ
二
鋤
昌
評
げ
琶

けゆ
d
<
o
リ
ヨ

℃
9
く
昌
籍
」

(で
も

、
今

度
誘

っ

た
ら

、
絶
対

行

か
な

く
ち

ゃ
だ
め

だ
よ
。
)
と
、

そ

の
時

の
声

の
調
子

や
態

度

に
よ

っ
て
は

冗
談

の
よ
う

に
も
聞

こ
え
る
。

が
、
強

調
し

す
ぎ

て
次

回

の
誘

い
に
は
応

じ
な

い
と

い
け
な

い
と
無

理

に
約

束

さ
せ
ら

れ

た

と
思

う

可
能

性
が
高

い
。

よ

っ
て
C
を
選

ん
だ
割
合

は
低

か

っ
た
。

 

②

の
あ

な
た

(後
輩

)

の
発
言

に
適
切

に
対
応

・
表

現
し

よ

う
と

す
れ

ば

、

B
を

選
択

す
る

で
あ

ろ
う
が
、

日
本

人
回
答

者
が

A
を

50
%

と
最

も

多

く

選

ん
で

い
る
。

 

こ
の
割
合

を

見

て
、

ま
ず

A
を

選
択

し
た
人

が

50
%

に
達

し

た

こ
と

に

は
ど

う

い
う
意
味

が

あ

る
の
だ

ろ
う

か
。
③

の
意

見
欄

を
見

て
み

る
と
、

日
本

人
が

こ
の
よ
う

な
場
面

で
対
応

・表

現
す

る
時
、

「
急
な

話

だ

っ
た

か

ら
仕

方
が

な

い
で
す

よ
ね
。

ま

た
時

間

が
あ

る
時

に
行

き

ま
し

ょ
う
。
」
、

「
気

に
し
な

い
で
く

だ
さ

い
。

ま
た
今
度

。
」
な
ど

の
表

現
を

使

用
す

る
と

い
う

意
見

や
、

ま
た

、

一
度

断

ら
れ
た

ら
も
う

誘

わ
な

い
と
思

う
が

、

一

応

「
そ

れ
な
ら

ま
た
今

度
。
」
と
言

う
、

と

い
う

意
見

も
あ

っ
た

。

こ
れ
ら

の
意

見

か
ら
、

日
本

人
も

同
じ
場

面

で
B
を
選

択

す
る

で
あ

ろ
う

こ
と
が

考

え
ら

れ
る
。

A
を

選

ん
だ

の
は
、

タ
イ
人

は
A

に
あ

る

「ロ
節
ロ
。り
討
α
鎚

鴇
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$

O
」

(残
念

で

す
ね
)
の
よ
う

に
素
直

に
気
持

ち

を
表
現

す

る

の
で
は
な

い
か
と
誤
解

し
た

か
ら

で
あ
ろ

う
。

こ
の

こ
と
は
、

回
答

者

へ
の
イ

ン
タ

ビ

ュ
ー

に
お

い
て
、

タ
イ

人

の
方

が
日

本
人

よ
り

は

っ
き
り
気
持

ち

を
表

現

す
る
傾
向

が
あ

る
と
感

じ

て

い
る
人

が
多

か

っ
た
と

い
う

こ
と

に
も
通

じ

る
。

し

か
し
、

こ
れ

は
場
面

や
状

況

に
よ

っ
て
は
、
必

ず

し
も
そ

う

と

は
言

え
な

い

の
で
あ

る
。

 

以
上

の
会
話

場
面

で

は
、

タ

イ
人
も

日
本
人

も
、
自

分

が
断

ら
れ

て
も

二
人

の
関
係

が
悪
化

し
な

い
よ
う

に
聞

き
手

を
気
遣

っ
て
何

ら
か

の
言
葉

を

か
け
る
。

ま
た
C

の
割
合

が
低

い
と

い
う

の
は
、

C

の
発
話

の
よ

う

に

相
手

の
行
動

を
自
分

の
気
持

ち
通

り

に
強
制

す
る

よ
う
な

表
現

手
法

は
あ

ま
り
使

わ

れ
な

い
こ
と
が
考

え

ら
れ

る
。

 

以
上

の
こ
と

か
ら
、

異
文

化

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
の
場
を
考

え

る
場

合
、
同

じ
表

現
手
法

を
使

っ
て

い
て
も

、

お
互

い
の
国
民

性

に
対
す

る
勝

手

な
思

い
込

み

の
た
め
、
適

切

で
は
な

い
発
話

を
使

っ
て
相
手

を
傷

付

け

た

り
、

人
間
関

係
が

壊
れ

る
と

い
う

こ
と
が
考

え

ら
れ

る
。

④

〈
言

い
に
〈
い
事
情
の
伝
達
〉

 

「
あ
な
た

は
あ

る
タ
イ

の
会
社

に
勤

め

て

い
る
。

あ

る
日
、

タ

イ
人

の

課
長

が
日
本
語

の
チ

ェ
ッ
ク
を
頼

み

に
来

る
。

チ

ェ
ッ
ク
し

た
ら
、

間
違

い
だ

ら
け
だ

っ
た
。
」

 

★
 

タ
イ
人

の
課
長

に
ど
う
言

い
ま

す

か
。

 
A

喜

津

窯
貯

諏

eり
罵

m
O
コ
凱

畠

～
α
鵠

評
≦
舘

ヨ
身

昇
鼠

"

 
 

 

(
こ
う

い
う

ふ
う

に
直

し
た

ら
ど
う

で
し

ょ
う

か
。
)

 

B

げ
ぼ
け
≦
貯

歪
p。
ヨ

毎
⇔
ヨ

評
8

α
一一
昌
驚

岸
ゴ
時

吋
⑪
σり
蟹

屏
ω
♂
ご
。。
飲
餌

 
 
ヨ

け寓
一
犀
8

犀
ゴ
8

0
兜

α
嵩

7
げ
⇒
口

 

 

 

(全
体

的

に
は

い
い
と
思

い
ま
す
。
2
、
3

ヶ
所
直

し
た

ら
、
も

っ

 

 

と
よ
く

な

る
と
思

い
ま
す
。
)

 

C
 
9

評

毒

=

Φ
曙

冒
ず
8

δ
d
諦

①
匪

踏

鼠
塁

9
↓瞬

 

 

 

(
た
く

さ
ん
間
違

っ
て

い
る

の
で
、
何

ヶ
所

か
直

さ
な

い
と
行

け

 

 

な

い
で
し

ょ
う

。
)

 

D

り
計
≦
コ
"身
≦
コ

 

 

 

(
そ
の
他
)

 

こ
の
設
定

は
「
あ

な
た

」
が
上

司

に
日
本
語

の
文

が
間

違

い
だ

ら
け

だ

っ

た
と

い
う

こ
と
を
伝

え

た

い
と
思

っ
て

お
り
、

こ

の
上

司

に
ど

の
よ

う

に

適

切

に
表
現

す

れ
ば

よ

い
か
と

い
う

こ

と
を
問
題

に
し
て

い
る
。

 

選
択

肢

A
で

は
、

間
違

い
だ

ら
け

だ

っ
た
と

い
う
事

実
を

直
接

に
伝

え

な

い
で
、

「評
げ
津

≦
鋤
⇔
評
①
oり
く
p。
餅
d
づ
嬬
o
鋤
吋
α
謡
吋
≦
餅
餌
ヨ
節
《
評
ゴ
時
」

(
こ

う

い
う

ふ
う

に
直

し
た

ら
ど
う

で

し

ょ
う
か
)

と
上
司

の
意

見

を
聞

く

と

い
う

疑
問
文

の
形

を
と

っ
て
、

よ

り
適

切

な
日

本
語

に
す

る

こ
と
を
勧

め

て
、
間

接
的

に
間
違

い
が
あ

っ
た
事

実

を
伝

え

て

い
る
。

 

B

で
は
、

ま
ず
自

分

の
意
見

と
し

て

「
罫
三
叶
≦
鋤
鋤

「舞

ヨ

「
§

ヨ

δ

o

α
臨
コ
隠

喜

籍
」

(全

体
的

に
は

い

い
と
思

い
ま
す
)

と
上
司

の
日
本

語

の

文

に
対

し

て
全
体
的

な
印

象

を
陳
述

し

た
後

「
蕎

偽
"袖節

ω
蝋
8

鼠

鋤
目

9
臨

δ

Q
6
鷺

自

写

菌
葛
」

(2
、

3

ヶ
所
直

し
た

ら
、

も

っ
と
よ

く
な

る
と

思

い
ま
す
)

と

い
う
よ
う

に
事
実

を

過
小
化

し

て
陳
述

し

て

い
る
。

 

C

で
は
、

ま
ず

「
〇
三
辞
《
恥

く
籍

δ
①
く
」

(た

く
さ

ん
間
違

っ
て

い
る
)

と
事
実

を
直

接
的

に
指
摘

し
、

そ

の
後
、

そ

の
間
違

っ
た
文

を

ど
う

す

る

か

と

い
う

こ
と

を
述

べ
て

い
る
。

 

A

の
発
話

で
は
上
司

の
文

が
間
違

い
だ
ら

け
だ

っ
た
と

い
う

こ
と
を
直

接
的

に
述

べ
て

い
な

い
が
、
よ
り
適

切

な
日
本
語

に
す
る

こ
と

を
勧

め

る
。
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こ
の
発
言

に
よ

っ
て
上

司

は
自

分

の
文

が
間
違

い
だ
ら

け

で
あ

る

と

い
う

事
実

を
把

握
す

る
こ

と
が

で
き

て
、

さ

ら

に
そ

の
こ
と

を
快

く
受

け
止

め

る
こ
と
が

出
来

る
。

 

で
は
、

B

の
発
話

の
場
合
、

タ

イ
人

の
上

司
な

ら
ど

の
よ
う

に
受

け
止

め
る

の
だ

ろ
う

か
。
確

か

に
B

の
発
話

で
は

A

の
発

話

と
同

じ
よ
う

に
、

上

司

の
日
本

語

の
文
が
間

違

い
だ

ら
け
だ

っ
た
と

い
う
事
実

を

直
接
的

に

陳
述

せ
ず

、
事
実

を
過

小
化

し

て
発

言
し

て

い
る
。

し

か
し
、

こ

の
発

言

を
受

け
た
後

、
実

は
間
違

い
が
た

く
さ

ん
あ

っ
た

と

い
う

こ

と
が
分

か

っ

た

ら
、
上

司

は
相

手
が

う
そ

を

つ

い
た
、

不
誠

実
だ

と

い
う

よ
う

に
怒

る

だ

ろ
う
。

 

C

の
場
合

は

ど
う
だ

ろ
う

か
。
事

実
を

陳
述

し

て

い
る

の
で
、
う

そ
を

言
う

、
不
誠

実
だ

と

い
う

こ
と

に
は
な
ら

な

い
だ

ろ
う
が

、
自

分
が
上

司

で
あ

る
と

い
う

こ
と
も
あ

り
、

部
下

に
あ

ま

り
直

接

的

に
言

わ

れ

る
と
、

随
分
失

礼

な
人
間

だ
と
思

う

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。
そ

れ

は
、
日
本

人

で
も

同
じ

だ
ろ
う
。

 

タ
イ
人

の
上
司

に
適
切

に
表

現

し
よ
う

と
す

る
場
合

、

タ
イ

人

で
は
A

を
選
択

す

る

の
が

一
般
的

だ
が

、
日
本

人

回
答
者

で
は
、

B
を

50
%

と
最

も
多

く
選
択

し

て

い
る
。

 
以

上

の
割

合

か
ら
言

え
る

こ
と

は
、
母

語

(日
本
語

)

に

お
け
る
表

現

手
法

の
影
響

が
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
日
本

人

は
以

上

の
会

話
場

面

の
よ
う

に
言

い
に
く

い
事

情
を

伝

え
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
時

、
後

ろ

に
控

え

て

い
る

そ

の
事
情

に
対

す

る

シ

ョ
ッ
ク
を
や

わ
ら
げ

、
相

手

を
傷

つ
け

な

い
よ
う

に
す

る
た
め
、

ま
ず

、
最
初

に
ほ

め
た
り
、

好
印

象

の
感
想

を

述

べ
た
り

す
る
よ
う

だ
。

 
菊
o
o
ヨ

旨
鑓
き

ζ

o
ヨ

(一
㊤
㊤
㎝
)
に
よ
る

と
、

タ
イ

人

に
お

い
て
、
間
接

的

発
話
行

為
が

発
生

す
る

一
つ
の
理
由

と

し

て
は
、
自
分

あ

る

い
は
相
手

の
面

目
を

保

つ
と

い
う

こ
と
が
あ

げ

ら
れ

る
。
従

っ
て
、

タ

イ
語

で
は

C

の
よ
う
な

発
話

は
不
適

切

で
あ

る
。

ま
た
、

日
本

人

の
場

合
、

は

っ
き

り

言
う

こ

と

に
よ

っ
て
相

手

に
嫌

わ
れ

る

の
で
は
な

い
か
と
心
配

し

て
、
あ

る
程

度
、

距
離

を
置

い
て

い
る
人

に
は
、

C
を
発

話
し

な

い
だ
ろ

う
。

イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
に
よ

る

と
、

「全

体

的

に

は
タ

イ
人

の
ほ
う

が
日

本

人

よ

り

は

っ
き
り

も

の
を
言
う

と

い
う
印

象
が

あ

る

の
で
、
C
を
選

ん
だ
」
と
あ

っ

た

が
、
こ
れ
は

タ
イ
人

の
表

現
手
法

を
十

分

に
理
解

で
き

て

い
な

い
た

め
、

一
般

的

に
言
わ

れ

て

い
る

こ
と
を

鵜
呑

み
に
し

た

の
が
原

因

で
あ

る
と
考

え
ら
れ

る
。
タ

イ
社
会

で

は
昔

か
ら
立

場

や
年
齢

の
高

い
者

を
尊
敬

す

る

と

い
う
習
慣

を

堅
く
守

っ
て

い
る

(Qっ
鋤
昌

ω
p。
目
鋳

σq
器

p

這

㊤
も。
)
。

こ
の

習
慣

が

タ
イ
人

の
間
接

的
発

話
行

為

に
お

け
る
表

現
手
法

に
影

響

を
及

ぼ

し

て

い
る
。
し

か
し
、
こ

の
場

面

で
は
、
実
際

に
タ

イ
人

に

こ
の
ア

ン
ケ

ー

ト
を

行

っ
た
と

き

の
意

見

に
も
あ

っ
た
が
、

タ
イ

人
は
上

司

に
対

し
て
事

実

と
異
な

る

こ
と
を
言

う

こ
と
は

し
な

い
。

タ
イ

人

に

一
般
的

に
浸

透

し

て
い
る
仏
教

的

な
考

え

の
影
響

だ

ろ
う

が
、

う
そ

を

つ
く

こ

と
は

よ
く
な

い
と
考

え

ら
れ

て

い
る
。
自

分
よ

り
立

場
や
年

齢

の
高

い
者

を
尊

敬

す

る

と

い
う
習
慣

が
あ

る
け

れ
ど

も
、

上
司

に
と

っ
て
言

わ
れ

て
嬉

し
く

な

い

こ
と
を
伝

え
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
時
、

部
下

は
そ

の

こ
と
を
直

接
的

に
は

言

わ
な

い
が
、

た
く

さ
ん
あ

る
間
違

い
を

2
、

3
ヶ
所
、

と
言

う

よ
う

に

事
実

と
異

な
る

こ
と
を

言
う

こ
と

も

し
な

い
。
事
実

と
異

な

る

こ
と
を
言

え
ば

、

こ
れ
は
逆

に
上

司

に
対
し

て
不

誠
実

で
あ

り
、
失

礼

で
あ

る
と

い

う

こ
と

に
な
る
。

し

か
し
、

日
本

人

は
同
じ

習
慣

を
守

る
た

め

に
、

B

の

よ
う

な
言

い
方

を
し

て
上

司

の
立

場
を

尊
重

し
、

上
司
を

思

い
や

る

の
で

あ

る
。
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以
上

の

こ
と

か
ら
、

日
本

と
タ
イ

の
異
文
化

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の

場

を
考

え
る
場

合

、
自
分

よ
り
立

場

の
高

い
者

に
対

す

る
考

え
方

や
習

慣

が
同

じ

で
も
、

立

場

の
高

い
者

へ
何

か
発
話

を
す

る
場
合
、

そ

の
発
話

に

お
け
る
表

現
手

法

や
そ

の
表
現
手

法

に
表

さ

れ

て

い
る
価
値

観

の
違

い
の

た

め
、

そ

の
立

場

の
高

い
者

の
顔

を

つ
ぶ
し

た
り
、

不
誠
実

だ

と
誤
解

さ

れ

る

お
そ
れ

が
あ

る
。

⑤

〈
仕
事
の
失
敗
の
注
意
〉

 

「
中
山

さ

ん
は

タ
イ

に
あ

る
日
本
企
業

で
働

い
て

い
る
。

あ

る
日
、

タ

イ
人

の
部

下

が
あ

な
た

の
任

せ
た
仕
事

を
失
敗

し
た

。
そ

の
せ

い
で
仕

事

が
遅

れ

て
し

ま

っ
た
。
」

 

★
 

あ

な

た
が
中

山

さ
ん
だ

と
し

た
ら
、
あ

な
た

は

こ
の
タ

イ
人

の
部

下

に
ど
う

注
意

し

ま
す

か
。

 

A

岬
碧
§

き

愚

鋤
夢
①
ヨ

話

8

三
凶
窪
評

鼠

昌

ヨ
鎗

 
 

 

(今
後

は

こ
う

い
う
よ

う

に
し
な

い
で
く

れ
る

?
)

 

B

げ
α
昆

莇
d
感
塁

『
ぼ

9

諏
。。
≦

≦
留

旨

餌
夢
鋤
ヨ

話

8

三
駒

 
 

 

(何

回

も
言

っ
た

で
し

ょ
う
。

こ
う

い
う

こ
と
を

し
な

い
で

っ
て
)

 

C
 
ヨ
鋤
《

O
①
昌
轟
賓

コ
魁

評
ξ

飴
①
≦

三
一
窃
Q
O
鋤
《

び
鋤
鴇

轟
≦
餌
6
昌
α
賓

 
 

評
ゆ
Q
叔
⑦
≦

犀
鋤
昌

 
 

 

(今

回
は

い
い
け
ど
、
今

後
、
気

を
付

け

る
よ
う

に
。
)

 

D

"脅
≦
5
吋脅
≦
コ

 
 

 

(そ

の
他

)

 

こ

の
設

定

は
中
山

さ

ん
が
任

せ
た
仕
事

を
失

敗

し
た

タ
イ
人

の
部

下

に

ど

の
よ

う

に
適

切

に
注
意

の
表

現
を

す
れ
ば

よ

い
か
と

い
う

こ
と
を
問

題

に
し

て

い
る
。

 

選
択

肢

A

で
は

碍

費
⊆
轟

9
旨

①
窪
①
ヨ

愚

。。
醤

凶一
"一貯

α
鋤
g。
賓
ヨ
鎗

」

(今
後

は

こ
う

い
う
よ

う

に
し

な

い
で
く

れ
る

?
)
と
、

「
α
貯

《
∋
身

」

を
使

っ
て
疑
問
文

の
形

を
と

り
、
依
頼

を
意
味

す

る
助
動

詞

「
冨

ゴ
』
轟

鋤
」

と
警
告

を
意

味
す

る

「愚

9
」

(
…
…

な

い
よ

う

に
)
を
使

っ
て
、

注
意

し

て

い
る
。

 

B

で
は

、
「
こ
う

い
う

こ
と

を
し
な

い
で
…
…
」
と
何

回
も

言

っ
た

こ
と

を
主
張

す

る

こ
と
に
よ

っ
て
、

注
意

し

て

い
る
。

 

C

で
は

、
ま
ず

「
ヨ
身

℃
①
コ
冨
《

昌
驚

評
耳

曽
鋤
芝

昌
一ご

(今

回
は

い
い

け
ど
)

と
今

回
失
敗

し

た

こ
と
を
許

し

て

い
る
態
度

を

示
し

た
後

、
今

後

気

を
付

け

る
よ
う

に

と
勧

告
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
注
意

し

て

い
る
。

 

で
は
、
聞

き
手

で
あ

る
タ
イ

人

の
部

下

は
そ

れ
ぞ
れ

の
発
話

を

聞

い
て
、

ど

の
よ
う

に
受

け
止

め
る
だ

ろ
う

か
。

ま
ず

、
A

と
B

の
発

話

で
は

、
両

方

と

も
か

な
り
厳

し
く
注

意

し
て

い
る
が
、

A

の
場
合

は
丁

寧

に
依
頼

を

す
る

と
き
使

用
す

る

「
冨

円
§

き

」
を
使

用

し

て

い
る
た

め
、

丁
寧

な

発
言

で
は
あ

る

が
、
厳

し

い
表

現
手

法

と
言

え

る
。

ま
た
、

B

の
場
合

は

「
あ

な
た
」

(相

手
)
が

仕
事

を
覚

え
よ
う

と
し

な

い
と

い
う

よ
う

な
相

手

の
人

格

や
能

力

に
ま

で
評
価

を
下

す
こ

と
に
な

る

の
で
、
普
段

は

こ
こ
ま

で
言

わ
な

い
だ

ろ
う
。

従

っ
て
、

タ
イ
人

の
部
下

が
上

司

に
A
あ

る

い
B

で
注

意

さ

れ
た

場
合
、

そ

の
タ
イ
人

は
落

ち
込

ん

で
し
ま
う

か
、

あ

る

い
は
、

顔

を

つ
ぶ

さ
れ

た
と
思

っ
て
怒

っ
て
し
ま

う

こ
と
が
考

え
ら

れ

る
。

 

以
上

の
場
面
を

理
解

し
た
上

で
、

上
司

が
部
下

に
適

切

に
表

現
す

る

な

ら
ば
、

C

を
選
択

す

る
の
が

ふ
さ

わ
し

い
が
、

回
答
者

は
A

を

最
も

多
く

選
択

し

て

い
る
。

 

以
上

の
結
果

か
ら
、

回
答
者

が
場

面

・
状

況

を
理
解

し

て
も

、

そ

の
場

面

・
状

況

の
裏

に
隠

れ
て

い
る
文
化
的

前
提

の
理
解

が

で
き

て

い
な

い
と

g一



い
う

こ
と
が
考

え
ら

れ
る
。

 
ω
四
巳
け
ω
⇔
ヨ
蝉
皆
ひq
き

昌
に
よ
る

と
、

「
タ
イ

の
社
会

は
個

人
主
義

の
社
会

で
あ
り
、

個
人

を
大

事

に
し
、

そ

の
面

子

は
そ

の
人

に
相
当

す
る
も

の
と

考

え

て

い
る
。

一
般

的

に
は
、

人
あ

る

い
は
自
分

の
体

面
を
損

う
よ

う
な

行
為

は
好

ま

れ
な

い
。
従

っ
て
、

タ

イ

で
は
上

司
は
権

力
を
持

っ
て

い
て

も

、
直
接

そ

れ
を
権
威

的

な
態
度

で
示
さ

な

い
で
、

で
き

る
だ
け
相

手

の

部

下

の
面

目
を

重

ん
じ
よ

う

と
す
る

(一
㊤
㊤
ω
)
。

こ
れ

は
日
本

の
上
司

と
部

下

が
上

下

の
力

関
係

で
は

っ
き
り
と
位

置

づ
け

ら
れ

て

い
る
の
と

は
異
な

る
。
意
見

欄

に
も
あ
げ

ら

れ
て

い
た
が

、
日
本

の
職
場

の
場

合
、
「
仕
事

の

面

で
上

司
は
大

変

き

つ
い
こ
と

を
言
う

の
が
当

た
り
前

、

ま
た
、
間
違

い

を

は

っ
き
り
指

摘

す
る
。

人

に
よ

っ
て

は
叱

っ
た
り

す
る
。

上
司

の
性
格

に
よ

っ
て
言

い
方

が
違

う

が
、

一
般

的

に
は

も

っ
と

ひ

ど

い
こ

と
を

言

う

。
」
な

ど

の
よ
う

に
、
よ

り
直
接

的

な
態
度

を
表

す

と

い
う

文
化
的
前

提

を
持

っ
て

い
る
。

こ
れ

は
、
仕
事

の
失

敗

が
個

人

の
失

敗

で
お

さ
ま
る

の

で
あ

れ
ば

、
あ

る
程
度

許

さ
れ

る
だ

ろ
う

が
、
日
本

の
職
場

に
お

い
て
は
、

常

に
会

社
と

い
う
組

織

で
物
事

が
動

く

た
め
、

上
司

と
部
下

の
関
係

も
普

通

の
人

間
関
係

と
違

っ
て
、
会
社

の
損

得

の
論
理

が
働

き
、
給

料
を

も
ら

っ

て
、
仕

事
を

し

て
い
る
以

上

は
上
司

も
部

下
も
会

社

の
充
実

に
貢
献

し

な

け
れ
ば

な
ら

な

い
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

こ

の
た

め
、

日
本

で

は
仕

事

に

関

す

る
失

敗

の
場
合

、

A
な

ど

の
よ

う
な
直

接

的
な

発
言

を
上
司

が
す

る

と

い
う

こ
と
も
あ

る
よ
う

だ
。

し

か
し
、

タ
イ

の
職
場

の
場

合
、

上
司

は

以
上

の
よ
う

な
態
度

を

と
る

と
、
部

下

に
嫌
わ

れ

て
、

部
下

が
協
力

的

で

は
な

く
な

る
お
そ

れ
が
あ

る
。

 

肉
o
o
ヨ

旨
「
雪

⊆
汀

o
ヨ

(一
8
㎝
)
に
よ

る
と
、

タ

イ
人

に
お

い
て
間
接

的

発
話
行

為

が
発
生

す

る
も
う

}
つ
の
理

由

は
そ

の
発
話

に
二

つ
の
意
図

を

込

め
て

い
る

た
め

で
あ

る
。

つ
ま
り
、

こ
の
よ
う

な
注
意

の
場

面

で
は
上

司
が

部
下

に
注

意
す

る

の
と
同

時

に
今

後

も
仕
事

に
励

ん
で

ほ
し

い
と

い

う

は
げ

ま
し

の
意
図

を
伝

え

る
表
現

手
法

を
使

い
、
そ

う

い
う
上

司

の
態

度

を
示

し

て

い
る

C
を

発
話

す
る

こ
と

は
タ
イ
人

の
部
下

に
対

し

て
は

一

番
適

切

で
あ

る
。

ま
た

、
上
司

が

こ

の
よ

う
な
態

度
を

示
す

こ
と

に
よ

っ

て
、
部

下

は
落

ち

込
む

こ
と

が
な

い
し
、

今
後

の

こ
と
を
頑

張
ろ

う
と

す

る
の

で
あ

る
。

 

以
上

の

こ
と

か
ら
、

日
本

と
タ

イ

の
異

文
化

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
の

場

を
考

え

る
場

合
、

文
化

的
前

提

に
基
づ

い
た
表

現
手
法

や

そ

の
文
化
的

前
提

の
違

い
が
上

司
と
部

下

の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

・
ギ

ャ
ッ
プ

の
原

因

に
な

る

と
言

え

る
。

⑥

〈チ
ケ
ッ
ト
購
入
の
依
頼
〉

 

「
あ

な

た
は
母

校

の
大
学

の
同
窓

会
委

員

で
す
。
来

月
中

旬

こ

の
同
窓

会

主
催

で
チ

ャ
リ

テ

ィ

コ
ン
サ

ー
ト
を
行

う

こ
と

に
な
り
ま

し
た

。
そ

れ

で
、
今

働

い
て

い
る
会

社

の
上
司

に
コ

ン
サ

ー
ト

の
チ
ケ

ッ
ト
を

買

っ
て

も
ら
う

こ
と
を
頼

み

に
行
く

。
」

あ

な
た

.

上
司

あ

な
た

上

司

あ

な
た

部

長
。

ち

ょ

っ
と
よ

ろ
し

い
で
し

ょ
う

か
。

何

。

来

月

の
第

二
月
曜

日
、

お
時
間

が
あ

り
ま
す

か
。

ん
?

実

は

そ

の
日

に
大

学

の
同
窓
会

が
チ

ャ
リ

テ

ィ

コ
ン
サ
ー

ト
を
行

う

ん

で
す
。

 
上

司

 

" 

で
?
何

?

 
あ

な
た

U
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★
 

チ
ケ

ッ
ト
を

買

っ
て
も

ら
う

た
め

に
、

上
司

に
ど
う
依
頼

し

ま
す

か
。

 

A

冨

毎

ロ
p。
餌
9

0
鎚

。。
替
≦

ε
①
a
《
ω
協

評
9

"

 

 
 

(チ

ケ

ッ
ト
を
買

っ
て

く
だ

さ

い
。
)

 

B

ヨ
身

ω鋤
昌

9

8

6
鷺

「
9

評
轟

ロ
顕

自。
鼠

9
0
9

錯

ω
替
薯

9

θ

 

 
評
げ
り
昌
8
①
梓
昌
91
鴇
α
鋤
鋤
く
∋
節
《
搾
ゴ
時

 

 
 

(ご
迷

惑

か
も
し

れ
ま

せ
ん
が

、
チ

ケ

ッ
ト
を
買

っ
て

い
た
だ

け

 

 
な

い
で
し

ょ
う

か
。
)

 

C
 
顕

き

留

δ
ご
評
鎚

口
げ
理

ヨ
鎗

評
げ
鴇

 

 
 

(チ

ケ

ッ
ト
、

い
り
ま

せ
ん

か
。
)

 

D

"旨
≦
口
"脅
≦
昌

 

 
 

(そ

の
他
)

 

こ

の
設

定

は
以
上

の
会
話

場
面

を
理
解

し

た
上

で
、
部

下

で
あ
る
あ

な

た
が
上

司

に
ど

の
よ

う

に
適

切

に
チ

ケ

ッ
ト
の
購

入
を
依
頼

す

れ
ば

よ

い

か
と

い
う

こ
と
を
問

題

に
し

て

い
る
。

従

っ
て
、

ど
れ

を
選
ん

で
も
間

違

い
と

い
う

こ
と
は
な

い
が
、

そ

の
発
言

に
よ

っ
て
、

上

司

で
あ

る
聞

き
手

は
チ

ケ

ッ
ト

の
購
入

を
協
力

す

る

か
、

あ
な

た

の
言

葉
遣

い
が
失

礼
だ

と

思

っ
て
怒

っ
て
し

ま
う

こ
と

に
な
る

の
で
あ

る
。

 

タ
イ

語

で
は
、
依

頼
文

を
言

う
時
、

「
0
9

錯

」
ノ

「
冨

≡
轟

①
」
あ

る

い

は

「
胃
α
o
こ

と

い
う

助
動
詞

を
使

っ
て
依
頼

を
す

る
。
前

後
順

で
丁
寧

さ

が
増
す

が
、

日
常
会

話

で
は
最
後

の

「
凛
α
o
こ

は
使

わ
な

い
。

 

「
冨

毎

爵

鋤
」
の
形

で
使

う

の
が
、

一
般

に
は
最

も
丁
寧

な
依
頼

表

現

で

あ

る
。

従

っ
て
、
選

択
肢

A

で

「
評
霞
ロ
轟

鋤
0
9

鋤
《
ω
卦
≦

鼠
鋤
コ
α
《
」

と

い
う
表

現
を

用

い
て
依
頼

す
る

と

い
う

の
は
、

形
式

的

に
は
最

も
丁
寧

で

あ

る

と
言
え

る
。

ま
た

ヨ

身

」
は

「
少

し
、
ち

ょ

っ
と
」
と

い
う
意
味

で

あ

り
、
依

頼
文

の
最

後

に
用

い
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

文

が
和

ら
げ

ら
れ

る

よ
う

に
な

る
。

 

B

で
は
、

ま
ず
、

「
ヨ
冴

ω帥
巷

9

8

0
滝

「8

ざ

9
コ
」

(注

"
本

来
、

「
ヨ
曾

ω
鋤
巷

」

は

「
存

じ
ま

せ
ん
」
、

可
9

ざ

碧

」

は

「
ご
迷

惑

す
る
」

と

い
う
意

味
。
)
と

い
う
前

置
き

を
述

べ
て

い
る
。

こ

の
前

置

き
を
述

べ
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
発
話

者

の
遠
慮

す

る
気
持

ち
を
表

す

こ
と

が

で
き
る
。

そ

の
後
、

「
魯

O
鋤
《
ω
尋
芝

び
騨

喜

リ
ロ
ω⑪
9

昌
身

α
留

く
ヨ
母

」

の
表

現
形

式

を
用

い
て
依

頼

す
る
。

こ

の
発
話

の
最
後

に

「α
鋤
亀

ヨ
身

」
が

用

い
ら

れ

て

い
る
が
、

「
α
鋤
錯

∋
曾

」
を
直
訳

す

れ
ば

、

「
で
き

る

か
」
と

い
う
可

能
性

を
聞

く
意

味

で
あ

る
。
し

か
し
、

こ
の
発
話

で
は

「α
貯

《
∋
珍

」
を

使

う

こ
と

に
よ
り
、

質
問

文

の
形
を

と

っ
て
、
行
為

者

で
あ

る
聞

き
手

に

「
チ

ケ

ッ
ト

を
購

入
す

る
」

と

い
う
気

持

ち
が
あ

る

か
ど
う

か
を
問

う

も

の
に
な

る
。
従

っ
て
、

B

の
発
話

は

A

の
発

話

よ
り
、

へ
り

く
だ

っ
て
、

間
接

的

な
発
話

に
な
る

と
言

え
る
。

 

C

で
は
、

「δ
d
冨

き

σ
簿

ヨ
母

」

(チ

ケ

ッ
ト
、

い
り
ま

せ
ん

か
)

と

い
う
聞

き
手

の
希
望

を
問

う

こ
と

に
よ

っ
て
、
間

接
的

に
依
頼

し

て

い
る
。

 

以
上

の
会
話

場

面

に
お

い
て
、
上

司

で
あ
る
聞

き
手

は
そ

れ
ぞ

れ

の
発

話

に
対

し

て
ど

の
よ
う

に
受

け
止

め
る

の
だ
ろ

う

か
。

 

上
司

で
あ

る
聞

き
手

が
最

も
快
く

協
力

す

る
の
は

B
で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。
A

の
発
言

も

丁
寧

な
依
頼
表

現

で

は
あ

る

が
、
直
接

的

な
感

じ
が

し
、

場

合

に
よ

っ
て

は
、
指

示
ま

た
は
命
令

と
も
受

け
止

め
ら
れ

か

ね
ず
、

む

し
ろ
、

上
司

に
対

し

て
こ

の
よ
う

な
表
現

を
使

う
と
失

礼

に
な

る

の
で
あ

る
。

C

の
場

合
、

相
手

が
そ

の
切
符

を
欲

し
が

っ
て

い
る

と

い
う

こ
と
を

前

提

に
し

て
、
チ

ケ

ッ
ト
を
相

手

に
買

っ
て
も

ら
う

に
も

か
か

わ
ら
ず

、

こ
ち

ら
か
ら

相
手

に
恩
恵

を
与

え

る
と

い
う

ニ

ュ
ア
ン

ス
が

込

め
ら

れ
る

一11一



こ
と

に
な

る
た

め
、
自

分

よ
り
目

上

の
人

に

は
使

わ
な

い
。
従

っ
て
、

上

司

に
対
し

て
、

C
を

用

い
る
と
、
間

違

い
な
く
怒

ら

れ
る

で
あ

ろ
う
。

 
以

上

の
会
話

場
面

を
理
解

し

た
上

で
、

上
司

で
あ

る
聞

き
手

に
対

し
て

適
切

に
表

現
す

れ
ば

、
B
を

選
択

す

る
の
が

ふ
さ
わ

し

い
で
あ

ろ
う

が
、

回
答

者

は
A
を

50
%

以
上
も

選
択

し

て

い
る
。

 

「
依
頼

」

は
相
手

の
将
来

の
行

為
を
自

分

の
意

思

に
適
合

さ

せ
よ
う

と

す

る
発
話

行
為

で
あ

る
た

め
、
依
頼

す

る
側

に
も
さ

れ
る
側

に
も

双
方

に

負
担

が
生

じ

る
。
従

っ
て
、
日
本
人

も
タ

イ
人

も
何

か
を
依
頼

す

る
場
合

、

依
頼

す

る
側

と
さ
れ

る
側
が

親

し

い
間
柄

な
ら

、
直
接

的

な
依
頼

表
現

あ

る

い
は
簡

略
化

さ
れ

た
依
頼

表
現

が
使

わ
れ

る
が
、
目

上

の
人

や
社
会

的

地
位

の
上

の
者

に
対

し

て
は
丁
寧

で
間
接

的
な
表

現
を

用

い
て
依
頼

す

る

こ
と
が

一
般
的

で
あ

る
と
考

え

ら
れ
る
。

し

か
し
、

A

の
割

合

が
高

い
と

い
う

の
は
、
形
式

だ

け

の
丁

寧

さ
を
考

え
た
結

果
不
適

切

な
選
択

を

し
て

し

ま

っ
た
と
考

え
ら

れ
る
。

つ
ま
り
、
確

か
に
「
評
鉾

二
8

鋤
」
を
使

用

す
れ

ば
、

形
式

的

に
は
丁
寧

な
文

に
な
る
が
、

相
手

に
対

す
る
配

慮

と

い
う
点

に
対

し

て
は
必

ず
し

も
丁
寧

と

い
う

こ
と

に
は
な
ら

な

い
た
め

、
最

も
丁

寧

な
発
話

を
使

用
す

れ
ば
、

無
難

で
あ

る
と

い
う
考

え
だ

け

で
は

こ
こ

で

は

不
充
分

な

の
で
あ

る
。

 

さ
ら

に
、
前

述

の
よ
う

に
、
依

頼
文

に

「
冨

≡

轟

鋤
」
と

い
う
助

動
詞

を

使
う

と
、

丁
寧

な
依
頼

表
現

と
な

る
が
、

実
際

の
タ

イ
人

の
日
常

生
活

で

は

ほ
と

ん
ど
使

わ
れ

な

い
。

し

か
し
、

日
本
人

用

の
タ
イ
語

教
科

書

を
見

る
と
、

「
冨

歪

爵

①
」
は
、
丁

寧

な
依
頼
表

現

と
し

て
あ
げ

ら
れ

て

い
る
。

文
法

的

に
は
正

し

い
が
、
実

際

に
ど

の
よ
う
な
状

況

で
、

ま
た
、

ど

う

い

う
相

手

に
使

え
ば

い

い
の
か
が
説

明

さ
れ

て

い
な

い
。

イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

に

よ
る

と
、
「
冨

「
巨

鎚

」
が

丁
寧

な
言
葉

で
あ

る
と
教

わ

っ
た

の
で
、

と

り

あ

え
ず
、

碍

母
§

鋤
鋤
」
を
使

え
ば
、
無

難

だ
と
思

っ
て
A
を

選
択

し

た
と

い
う

答
え

が
多

か

っ
た
。

こ
れ
は

タ
イ
語
教

育

の
場

で
実

際

に
起

こ

っ
て

い
る
問
題

で
あ

る
と
考

え

ら
れ

る
。

つ
ま
り
、

「惹

歪
8

鋤
」
を
使

う

と

タ

イ
語

と

し

て
非
常

に
丁
寧

な
言

い
方

に
な

る
だ

ろ
う

と
た

い
て

い
の
学
習

者

は
思

い
込

み
、
A

を
選
択

し
た

。
し

か
し
、

ど
ん

な

に
丁

寧

な
言

い
方

で
あ

っ
て
も
、
直

接

の
依
頼

に
は
使
わ
な

い
の
で
あ

る
。

 

以
上

の
こ

と
か
ら

、
異
文

化

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
場

を
考

え

る
場

合
、

目
上

の
人

や
社
会

的
地
位

の
上

の
者

に
依
頼

す

る
と

い
う

こ

と

に
対

す

る
価
値

観

が
同
じ

で
あ

っ
て
も

、
そ

の
会
話

場
面

に
適
応

す

る
言

語
運

用

の
能

力

や
教

育

の
場

で
起

こ

っ
て

い

る
問

題

の
た

め

に
、

コ
ミ

ュ
ニ

ケ

ー

シ

ョ
ン
に
障

害

が
生

じ
る

こ
と
が
あ

る

と
言

え

る
。

」
㌣
 
●
 
-

4
 
結
論

間
接
的
発
話
行
為
に
お
け
る
言
語
的

な
特
徴

・
相
違
点

1
、

語
や
句

の
添

加

に
よ

る
方

法

 

『
三

田
國
文

』
第

三
十

四
号

に
お

い
て
、

日
本
語

の
発
話

行

為

を

い
く

つ
か

ま
と
め

た
が
、

タ
イ
語

の
方

は
ど

う
だ

ろ
う

か
。

タ
イ
語

は

日
本
語

と
違

っ
て
、
動

詞

に
活
用

が
な

く
、
例

え
ば

、
命
令

形

の
場
合

、

「
行

く
」

は

「
行

け
」
と
変

化

す
る

こ
と

で
わ

か
る
と

い
う

こ
と
は

な

い
。

従

っ
て
、

直

接
的

発
話
行

為

の
命
令

や
依
頼

の
場
合

、

「
0
9

塁

」
や

「犀
費
ニ
ロ
き

」

と

い
う
助

動
詞

を
動

詞

の
前

に

つ
け

る
こ

と

に
よ

っ
て

そ

の
意

図

が

わ
か

る
よ
う

に
な

っ
て
い
る
が

、
間
接

的
発
話

行
為

の
場

合
、
表

現
形
式

や
表

現
手
法

が
違

う

の
で
、

そ

の
際

、
文
末

の
語

気
助

詞

で
発
話

者

の
意
図

を

伝

え

る
。
①

の
選
択

肢

B

の

「夢

蝉
ヨ

ヨ
昌

一鷺

」

の

コ
黙
」
ノ
⑤

の
選

択

一12一



肢

C

の

「
ヨ
鋤
鴇
℃
Φ
昌
「p。
団
鼠

～
」
の

「
昌
魁

」
ノ

「ゆ
り
O
鋤
《
げ
勘

毒
慈
鋤
O
コ
身
」

の

「己

≦

ノ
⑥

の
選
択

肢

B

の
文

末

の

司

節
塁

∋
身

」

は
そ
う

で
あ

る
。

 

コ
叱
」
は
相
手

の
考

え
や
気
持

ち
に
反
対

し

、
ま

た
許
可

を
与

え
る

ニ
ュ

ア
ン

ス
が

込
め

ら
れ

て

い
る
。

つ
ま
り
、

発
話

者

(カ

イ

の
お
母

さ

ん
)

は
話

し
手

(
ノ
ン
)

に
、

ノ

ン
の
遠
慮

す

る
気
持

ち

に
強

く
反
対

し
、
自

分

(発
話
者

)

に
は
遠
慮

し

な
く

て
も

い
い
よ
と

い
う
自

分
よ

り
下

の
者

に
気

楽

に
誘

い
を
受
け

と

め
て
も

い
い
、

礼
儀

の
遠

慮

な
ど
し

な
く

て

い

い
と

い
う

態
度

を
伝

え
て

い
る
。

 

「
ロ
魁
」
は
文

末

に

つ
け
る

と
前

の
情

報

を
強

調
し
、

「
∋
身

O
①
昌
莚

賓
」

(気

に
し
な

い
で
)

と

い
う
許

す

と

い
う

態
度

を
示

す

と
同
時

に
、
注

意

の
意

図
も

間
接
的

に
伝

え

て

い
る
。

 

「
己
≦

は
日
本
語

の

「
ち

ょ

っ
と
」
に
似

て

い
て
、
数

量

や
程

度

が
少

し
と

い
う

本
来

の
意
味

も
あ

る
が

、
注
意

文

な
ど

の
後

に

つ
け
る

こ
と

に

よ

っ
て
文

全
体

を
和

ら
げ

る
働
き

を
果

た
す

。

 

召

節
9。
《
ヨ
冴

」
は

本
来

「
で
き
る

か
」
と

い
う
意

味

を
持

つ
が
、

依
頼

の
場
合

、
依
頼

の
内
容

の
後

に

つ
け

る
と
文

全
体

が
和

ら
ぎ
、

よ

り
丁
寧

な
依
頼

の
態
度

を
示

す
働

き
を
す

る
。

 

ま

た
、
文
頭

の
添

加

に
は
ま
ず

、
②

の
選
択
肢

C

の
「
9

8

α
欺
≦
p。
旨

凱

自

一

窪
辞

魁
」

(今

日

は
用

事

が

あ

る
)

の

「
9

8

含

」

で
あ

る

が
、

「
9

8

象

」
の
本

来

の
意
味

は

「
丁
度

」
で
あ

る
。
し

か
し

、
申

し
出

の

断
り

の
理
由
を

述

べ
る
と

き
、

「9

8
α
圃ご

を

文
頭

に
使

う

こ
と

に
よ

っ

て
、

あ
な
た

(
誘

っ
た
人
)
が
き

ら

い
だ

か
ら
わ
ざ

と
断

る

の
で

は
な

い
、

た
ま

た
ま
別

の
用
事

(理
由

)

が
あ

る
だ

け

で
あ

る
、

と

い
う
相
手

に
対

し

て
思

い
や
り
を

示
す
働

き
を

も

つ
。

 

そ
し

て
、
④

の
選
択

肢
A

の
「
喜

津
≦
鋤
p。
霧

。・
風

鋤
d
自

6
卿
"
α
凱
評
≦
9

日
母

」

(
こ
う

い
う

ふ
う

に
直

し

た
ら

ど
う

で
し

ょ
う
か

)
の
「喜

詳
≦
鋤
鋤
」

は
日
本
語

の

「
…
…
だ

と
思

う
」
に
似

て

い
て
、
断
定

を
避

け

て
、

「
貯
三
け

≦
留

」
を
文

頭

に

つ
け
る

と
、
話

し
手

が

そ
う

思

っ
て

い
る
の

に
す
ぎ

な

い

の
だ

と

い
う

こ
と

に
な
る
。
相

手

に
自
分

の
意

見
や

主
張
を

押

し
付

け
ず
、

相

手

を
尊
重

し
、

思

い
や
り

が
あ

る
と

い
う
働

き
を

示
す

の

で
あ
る
。

 

ま

た
、
依

頼

の
場
合

、
⑥

の
選
択

肢

B

の
よ
う

に
文

頭

に

「
ヨ
身

ω
鋤
巷

9

8

畠

『
9

ざ

凶
口
」

と

い
う

「
遠
慮

式
」

の
前
置

き
を
述

べ
る
と
、

聞

き
手

に
対

す
る
話

し
手

の
遠
慮

の
態
度

を
示

し
、
間

接
性

の
度
合

い
が
高

ま

っ
て
、
文

全
体

が

よ
り
丁
寧

に
な

る
。

ま
た
、
主
文

を
強

く
響

か
せ
な

い
働

き
を

す
る

の
で
あ

る
。

11
、
表

現

の
慣

用

化
に

よ
る
方

法

 

こ
れ

は
特

に
人
間
関

係

に
緊
張

を
与

え

る
可
能
性

が
高

い
場

面

に
お

い

て
、
直

接

的
な
表

現

を
避

け
て
言

葉
を

変

え

て
や

わ
ら

か
く
拒

否
、
反
対
、

否
定

の
意

図
を

示
す

場
合

に
使

う
慣

用
的

な
表
現

の
こ
と
で
あ

る
。
例

え

ば
、

「
考

え

さ
せ

て
下

さ

い
」
や

「
君

の
気

持

ち
は

よ
く
分

か
る
」
な
ど
が

こ
れ

に
あ

た

る
。
そ

し

て
、

タ

イ
語

に

お
け
る
最

も
間
接

性

の
度
合

い
が

高

い
発
話

は
①

の

「ヨ
身

o
①
昌
「
昌

」

で
あ

ろ
う
。
堀

江
プ

リ
ヤ

ー

(
一

九
九

五

)
に
よ

る
と
、

「
ヨ
曾

ロ
窪

轟

《
」

に
は
、
文
字

通

り

「
気

に
し

な

い
」
と

い

っ
た
意
味

か
ら
、

礼
儀

と

し

て
の
あ

い
さ

つ
を
す

る
、
慰

め

る
、

励

ま
す
、

許

す
、
思

い
や

り
を

示
す
相

手

の

メ

ン
ツ
を
保

つ
、

遠
慮

を
示

す
、

あ

き
ら

め
、
相

手
を

な
だ

め

る
な
ど

多
様

な
使

わ
れ
方

が
あ

る
。

 

こ
う

し
た
表

現

で
は
、

文
字

通

り

の
解

釈

は
求
め

ら
れ

て
お
ら
ず

、
文

脈
や
場

面

に
対
応

し
た
半

ば
慣

用
句

化

し
た
表

現

の
機

能

の
理
解

、

つ
ま

り
、
間

接
的

発
話
行

為

と
し

て

の
意

味

(発
話

者

の
意

図
)

の
誤
解

を
生
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じ
さ
せ
な
い
た
め
の
理
解
が
求
め
ら
れ
る
。
故
に
、
発
話
に
間
接
性
を
働

か
せ
て
い
る
特
定
の
文
脈
や
場
面
を
適
切
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

4

・
2

間

接

的

発

話

行

為

に

お

け

る

タ

イ

的

な

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ

 

 

 

ン

・
パ

タ

ー

ン

 

今

回

の
調
査

に
よ

っ
て
わ

か

っ
た
も

う

ひ
と

つ
の
問
題

は
、

日
本

人
学

習
者

に
よ

る
、

タ

イ
人
が

日
本
人

よ
り

は

っ
き
り

も

の
を

言
う

と

い
う
国

民
性

に
対

す
る
勝
手

な
思

い
込

み

の
問

題

で
あ

る
。

確

か

に
全

体
的

に
タ

イ
語

の
間
接
的

発
話
行

為

の
ほ
う

が
、

日
本
語

の
そ
れ

よ
り
、

直
接

的
な

感
じ

が
す

る
。

し

か
し
、

こ
れ

は
場
面

や
状
況

に
よ

っ
て
必
ず

し
も

そ
う

と
は

言
え
な

い
。
例

え
ば
、
②

と
④

で
誤

解

が
生

じ
た

よ
う

に
、

こ
の
思

い
込

み

の
た
め
、
回
答

者

の
多
く

は
、
適

切

で
は

な

い
発

言

を
選
ん

で
し

ま

っ
た
。

こ
の
場
合
相

手
を

傷
付

け
た

り
、

人
間
関

係

が
壊

れ
る

と

い
う

こ

と
が
考

え
ら
れ

る
の

で
あ

る
。

 

タ
イ
語

の
慣

用
句

に

「
げ
§

ヨ
身

ゴ
鋤
賓
o
鼠

ヨ

鼠

ヨ

B
冴

7
身

写

雪

」

と

い
う

の
が
あ

る
。

「
(沼

で
魚
を

と

る
に

は
)
蓮
を

い
た
め
な

い
よ
う

に
、

水
を

濁
さ

な

い
よ
う

に
気

を

つ
け
る
」

と

い
う
意
味

で
あ
る
。

つ
ま
り
、

何

か
行
動

を
す
る
際

に
は
、

周
囲

の
こ
と

に
気

を

配
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
と

い
う
意
味

で
あ

る
。

タ
イ
人

の
表

現
手

法

・
形

式

に
も

こ

の
慣

用
句

の
教

え
が
表

れ

て
い
る
。

タ
イ

人
も
日

本
人

と
同

じ
よ

う

に
、
相
手

を
傷

つ
け
た
り
、
相

手

に
負

担
を

か

け
た
り

す

る
よ
う

な
場
合

、
直

接
的

な
発

話
を
避

け
、

な
る

べ
く
間
接

的

に
伝
え

る

の
で
あ

る
。

 

タ
イ
社
会

で
は
昔

か
ら
立

場

や
年

齢

の
高

い
者

を
尊
敬

す

る
と

い
う
習

慣

を
堅
く
守

っ
て
い
る

の
で
日
本

人

と
同

じ
よ
う

に
、
特

に
自

分

よ
り
立

場

の
上

の
者

に
対

し
て
は
態

度

や
言

い
方

に
普
通

よ
り
気

を

配

る
傾

向

が

あ

る
。
例

え
ば
、
⑤

の
会

話
場

面

に

お

い
て
、

上
司

に
と

っ
て
言

わ
れ

て

嬉

し

く
な

い
こ

と
を

伝

え

な

け
れ

ば

な

ら

な

い
時

、
日
本

人

の

場
合

、

シ

ョ
ッ
ク
を
和

ら
げ

、

相
手

を
傷

つ
け

な

い
よ
う

に
す

る
た

め
、

一
般
的

に
は
ま
ず

、
最
初

に
誉

め
た

り
、
好

印
象

の
感

想
を

述

べ
た

り
す

る
。

つ

ま
り
、

こ

の
会
話

場
面

に
お

い
て
は
間
違

い
が
た

く
さ

ん
あ

っ
た

に
も

か

か
わ
ら
ず

、
「
全
体

的

に
は

い

い
と

思

い
ま
す
」
と
言

っ
た
後

、
「
2
、
3

ヶ

所
直

し

た
ら
、

も

っ
と
よ
く

な

る
」

と

い
う

よ
う

に
事
実

を
過

小
化

し

て

述

べ
て

い
る
選
択

肢

を
選

ぶ
回
答

者
が
多

か

っ
た

の

で
あ
る
。

こ

れ
は

ひ

と

つ
の
日
本
人
的

な
思

い
や

り

で
あ

る
と
言

え
る
。

そ

れ

に
対

し

て
、
タ

イ
人

の
場

合
、

も
ち

ろ
ん

「
た
く

さ
ん
間

違

っ
た
」

と
、

直
接

的

に
は
言

わ
な

い
が

、
事
実

と
異

な
る

こ
と

を
言
う

こ
と
も

し
な

い
。

こ
れ

は
仏

教

の
教
え

で
も
あ

る
が
、

う
そ

を

つ
く
よ
う

な

こ
と

を
言
う

こ
と
は

よ
く
な

い
と

一
般

的

に
考

え

て

い
る
と

い
う

こ
と
も

あ

る
。

さ

ら

に
、

事
実

と
異

な
る

こ
と
を
言

え
ば
、

こ
れ
は
逆

に
上

司

に
対
し

て
不
誠

実

で
あ

り
、
失

礼

で
あ

る
と

い
う

こ
と

に
な
る
。

 

ま
た
、
タ
イ

の
社
会

は
個

人
主
義

の
社

会

で
あ

り
、
個

人
を
大

事

に
し
、

そ

の
面

子
は

そ

の
人

に
相
当

す

る
も

の
と
考

え
ら

れ

て

い
る
。
一
般

的

に
、

人
あ

る

い
は
自

分

の
体

面

を
損
う

よ
う

な
行

為

は
好

ま

れ
な

い
。
従

っ
て
、

タ
イ

で
は
上
司

は
権
力

を
持

っ
て

い
て
も
、

直
接

そ
れ

を
権
威

的

な
態
度

で
示

さ
な

い
で
、

で
き

る
だ

け
相

手

の
部
下

の
面

目
を

重
ん

じ
よ

う
と
す

る
。

こ
れ
は

日
本

の
上
司

と
部
下

が
上

下

の
力
関
係

で
は

っ
き
り

と
位
置

づ
け
ら

れ

て

い
る

の
と
は
異

な

る
。

こ
れ

に
よ

っ
て
、
例

え
ば

、
⑤

の
上

司
が
仕
事

の
失
敗

を

注
意

す
る
時

、

タ
イ
人

の
上

司

の
場

合
、

日
本

人

の

上
司

と
違

う

工
夫

や
表
現

形
式

を
使

う

の
で
あ

る
。
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注(1
) 

ス

ニ
サ
ー

・
ウ

ィ
ッ
タ
ヤ
ー
パ

ン
ヤ
ー

ノ
ン

(平
成
十

三
年
)
、
「間
接
的
発

 
 
話
行
為

の
考
察

に
つ
い
て
」
『三
田
國
文
』第

三
十
四
号
、
雷

O雨
ω
を
参
照

の
こ

 
 

と
。

(
2
)

前
出

(注
1
>と
同
じ
く
、
前
掲
小
論

℃
㎝⑦
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ω
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参
照

の
こ
と
。

(3
)

富

田
竹

二
郎

(
一
九
九
〇
)
、
『タ
イ
日
辞
典
』
、
改
訂
版
、
養
徳
社
。

(
4
)

幻
。
。
ヨ

嵜

雪

・
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℃
冨
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。。器

け

2
①
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曽二
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餌9
ぞ
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0
三
鋤
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§
蝕

α
三
く
①
「ω圃受
.

(
5
) 
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江
プ

リ
ヤ
i
(
一
九
九
五
)、

『
マ
イ
ペ
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ラ
イ
』、
国
立

国
語
研
究
所
研
究

 
 
報
告

m
、
く

ろ
し

お
出
版
。

(
6
)

Qっ
9昌

留

ヨ
辞

淫

き

(δ
㊤
ω)鴇
↓
冨
ぎ
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δ
旨

ヨ
巴

冨

℃

区
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9。
雪

ぞ
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『
ず
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閑
7
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7
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o
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鋤
ヨ
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