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日

・
タ
イ

の

「謝
罪
」

の
発
話
行

為

か
ら
見

た
両
国

の
違

い

ス

ニ
サ

ー

・
ウ

イ

ッ
タ

ヤ

ー

パ

ン

ヤ

ー

ノ

ン

(
1
)

は
じ
め
に

 

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
や
り
方

の
違

い
が
、
社

会
的

か

つ
個
人

的
問

題

と
な

っ
て
顕

在
化

す

る

の
は

一
般

的

に
文

化

や
価

値
観

の
異

な

る
人

々

が
出

会
う

場
面

に
多

い
。

今

回
は
、

そ
れ

を

「
謝
罪

」

と

い
う

発
話

行
為

に

つ
い
て

の
日
本
語

と

タ
イ
語

の
間

の
差
異

か

ら
考

え

て

み
た

い
。

な
ぜ

な

ら
、

「
謝
罪

」
と

い
う

発
話
行

為

に
お

い
て
誤
解

が
生

じ

る
と
、

そ
れ

は

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
の
場

に
非
常

に
大

き
な
影

響
を
与

え

る
と
考

え

ら

れ

る

か
ら

で
あ
る
。

 

「
謝

罪
」

と

い
う

発
話

行
為

は
同

じ
ア
ジ

ア

地
域

の
国

で
あ

る

こ
と

も

あ

っ
て
、

一
見
共
通

の
よ
う

に
見

え
る

か
も
し

れ
な

い
が
、

そ

の
使

わ

れ

方

や
意
味

に
は
違

い
が

あ

る
。

タ
イ
滞
在

の
日
本

人
駐

在
員

に
よ

る
と

、

タ
イ
人

が
失
敗

を

し

て
も
、

「
す

み
ま
せ

ん
」
と
言

わ
な

い
、

と

い
う
。

一

方

、
外

国
人

の
問

で
は
、

日
本

人
が

自
分

が
悪

い
と
思

わ
な

く

て
も

「
す

み
ま

せ
ん
」

と
言

う
と

い
う
話

を

よ
く
耳

に
す

る
。

 

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン
の
や
り
方

が
共

通
し

て

い
れ
ば

、
誤

解

の
生

じ

る
確
率

が
低

い
が
、

相
違

が

大

き

い
と

や
は
り

問
題

の
生

じ
る
確
率

が

あ

が
る

の

で
あ

る
。

こ
う

し
た

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン

・
ギ

ャ

ッ
プ

は

日
本

人

と
タ

イ
人

が
そ

の

一
方

に
と

っ
て
は
外
国
語

、
他

方

に
と

っ
て
は
母
語

で

コ
ミ

ュ

ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
を
し

よ
う

と
す

る
と
き

で
あ

る
。

 

「謝

罪

」
は
他

の
発

話
行
為

と
同

じ

く
、
賦
o
Φ
の
問

題

と
考

え
る

こ
と

が

で

き
る
。

 

じU
『
○
芝
昌
俸
ピ
①
<
ぎ
ω
○
コ
(一
㊤
。。
刈
)
に
よ
る

と
、

「融
o
①
と

は
誰

も

が
持

っ
て

い
る
社
会

的

に
評
価

さ

れ
る
自

分
自
身

の
像

で
あ

り
、
言

語
行

動

に
お

い

て
は
、
そ

の

壁
8

を

脅

か
す
行
為

が

さ
れ

る
こ
と

が
あ

る
。
人

に
は
く

自

分

の
行
動

を
妨

げ

ら
れ

た
く
な

い
と

い
う
欲

求

(器

ひq
巴

く
Φ
h鋤
8

)
〉

と
、

〈
自

分

の
希
望

や
個

性
を

他
人

に
是

認
し

て
ほ
し

い
と

い
う
欲

求

(℃
○
ω学

ユ
〈
Φ
賦
8

)
〉
が

あ
り

、
「謝

罪
」
と
は
、
不
快

な
思

い
を

し

た
人
間

の

壁
8

を
尊

重

し
、
維
持

す

る
と
同
時

に
、
謝
罪

す

る
人
自
身

の

貯
8

を
損

な
う

こ
と

に
も
な

る

と
述

べ
て

い
る
。

 

そ

こ
で
本
稿

は
日
本
語

と
タ

イ
語

の

「
謝

罪
」

と

い
う
発
話

行

為

に
焦

点

を
当

て
、

日
本

人
と

タ
イ
人

が
直
接

的
発

話
行

為
、

つ
ま

り
意

図

す

る

こ
と
と
同

じ

よ
う

な

こ
と
を
直

接
言

っ
て
謝

罪
を
行

な

う

か
、
そ

れ

と
も
、

間

接
的

に
発
話

行
為

、

つ
ま

り
意
図

す

る
こ
と

と
は
違

う
表

現

を
使

用

し

て
遂
行

す

る
か
、

ま
た

は
、
組

み
合

わ

せ
て
使
う

か
、

そ

の
言
語

的

、
社

一31一



会

文
化
的

な
特

徴

を
探

り
、
ま

た
、
融
o
①
と
ど

の
よ
う

に
関

係
し

て

い
る

の
か
比
較

的

に
検
討

す

る
。

 
 

 
 

(
2

)
 

「
謝

罪

」

は

ど

ん

な

発

話

行

為

か

と

こ

の

行

為

 
 

 
 

 
 

 

を

左

右

す

る

社

会

的

要

因

 

人

は
相
手

に
損
害

を
与

え

た

り
、
不

快
な

思

い
を
さ

せ
る
場
合

、

そ

の

状

況

を
適

正

な
も

の
に
し

よ
う

と

「
修

復
行

動
」

(.、お
ヨ
①
α
凶巴

≦
o
蒔

.、"

O
o
凍
∋
鋤
昌
(一
㊤
コ

)
)

を
行

う
。

「
謝
罪

」

は
そ

の

一
つ
で
あ

る
。

 

「
謝

罪
」

の
行
為

に
お

い
て
、

ど

の
ス
ト

ラ
テ
ジ

ー

(言

語
学
的

方
略

)

が

、

ど
ん
な
頻

度

で
、

ど

の
よ
う

な
組

み
合

わ
せ

で
起

き

る

か
は
、
次

の

四

つ
の
社
会

的
な
要

因

に
よ

っ
て
左
右

す

る
と
考

え
ら
れ

る
。

こ

の
う

ち

の
2

つ
の
要

因

は

「
謝

る
人

」

と

「
謝

ら

れ
る
人
」

の
人

間
関
係

に
関

わ

る
。
第

一
は
、
両
者

の
親

疎

の
関
係

、

つ
ま
り
よ

く
知

っ
て

い
る
親

し

い

人

か
、

そ

れ
と
も
単

な

る
知

人

か
、

ま
た

は
全

然
知

ら
な

い
疎
遠

な
人

な

の

か
と

い
う

も

の
で
あ

り
、

第

二
は
、

社
会

的
地
位

の
関

係

で
あ
る
。

こ

れ
は

「
謝

る
人
」

が

「謝

ら

れ

る
人
」

よ

り
も
立
場

が
上

か
、
下

か
、

あ

る

い
は
同
等

か

に
よ

る
も

の
で
あ

る
。

加

え
て
残

る

二

つ
の
社
会

的

な
要

因

は
、
謝
罪

す

る
事

柄

の
内

容

に
関
係

が
あ

る
。

ま
ず
過

失

の
程

度

が
ど

の
く

ら

い
か
、

つ
ま

り
過
失

に
よ
る
損

失

が
大
き

い
か
小

さ

い
か

の
も

の

で
あ

る
。

ま
た
、

「
謝

罪
」
が

必
要

と

さ
れ

る
程
度
、

つ
ま
り

「
謝

罪
」
の

必
要
性

が
高

い
の
か
低

い
の
か

に
よ

る
。

こ
れ
ら

の
社
会

的
要

因
は
場

面

に
よ

っ
て
、

ま

た
文

化

に
よ

っ
て
異

な

っ
て
認
識

さ
れ

て
お

り
、

こ
れ

に

よ

っ
て
、
使

用

す
る

ス
ト

ラ
テ
ジ

ー

も
異

な

っ
て

い
く
だ

ろ
う

。
本
稿

で

は
、

こ

の
四

つ
の
社
会

的

な
要

因
が
両

言
語

に
ど

の
よ
う

に
影

響
を
与

え

る

か
も
検
討

す

る
。

(
3
) 

謝
罪
の
分
析

に
つ
い
て

 

「謝

罪

」
の
発
話
行

為

に

つ

い
て
、

タ

イ
語

を
中

・19
と
し

て
、

の
比

較

を
通

し

て
違

い
を
探

る
。

 

日
本
語

の

「
謝

罪
」

の
発
話

行
為

は
、
池

田

(
一
九

九

三
)

た

も

の
を

一
部
参
考

し

、

タ
イ
語

の

「
謝

罪
」

日
本
語
と

に
調
査
し

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

の
発
話

行
為

は
筆

者

に
よ

る

イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
と
筆
者

が

メ
デ

ィ
ア
等

で
使

用
さ

れ
た
表

現

な
ど

か
ら

気

に
な

っ
て
収

集

し
た

も

の
な
ど

を
使
用

す

る
。

 
池

田

(
一
九
九

三
)

は
日
米

の
謝

罪

に

つ
い
て
調

べ
、
日

本
人

の
大

学

生

・
大

学
院

生

五
十

人

と

ア

メ

リ

カ
人

の
留

学

生

二
十

五

を
対

象

に
行

な

っ
た
。

こ
の
調
査

で
取
り

上
げ

る
場
面

は
、
状

況

と
し

て

 
 

、

 

1

 

場
合

を
設

定

し
、

設

定

し
た
六

場
面

と
な

る
。

 

タ

イ
語

の
場
合

、

イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
対

象
者

は
タ

イ
人
留
学

生
十

人

で
あ

る
。

イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
用

に
設

定

し
た
場

面
は

以
下

の
八

の
場

面

で
あ

る
。

 

 
、

 

1  
 
「借
り
て
い
た
本
を
返
す
約
束
の
日
に
持

っ
て
く
る
の
を
忘
れ
た
」

2
、
「約
束
の
時
間
に
三
十
分
遅
刻
し
た
」

 
 
「約
束
の
時
間
に
間
に
合

っ
た
が
相
手
が
誤
解
し
て
い
て
三
十
分

3
、

 
 
遅
れ
た
と
怒
っ
て
い
る
」

 
 
 
 
 
 
 
各
状
況
の
対
話
者
と
し
て
「
指
導
教
授
」
「親
友
」
を

2

、

3

、

4

、

5

、

6

、

「友
人
の
約
束
を
破
っ
た
」

「試
合
に
負
け
て
親
友
の
期
待
に
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
」

「知
ら
な
い
人
に
ラ
ー
メ
ン
を
こ
ぼ
し
た
」

「自
分
の
失
敗
が
原
因
で
同
僚
が
会
議
に
遅
刻
し
た
」

「自
分
が
会
議
に
遅
刻
し
た
」

「込
ん
で
い
る
バ
ス
の
中
で
知
ら
な
い
人

の
足
を
無
意
識
に
踏
ん

一32一



 

 
 

で

し
ま

っ
た
」

 

7
、

「
同
僚

の
携
帯

電
話

を
落

と

し

て
故

障

さ
せ

た
」

 

8
、

「
両
親

に
失

礼
な
行

為

を
し

た
」

 

本
稿

の
分

析

は
、
イ

ン
タ

ビ

ュ
ー
か
ら
得

ら

れ
た
も

の
と
筆
者

が
集

め

た
も

の
を
取

り
上
げ

て
、

池

田

(
一
九
九

三
)

に
調
査

し

た
も

の
と
比

較

分

析

す
る
。(

4
) 

日

・
タ
イ
の
謝
罪
の

ス
ト
ラ
テ
ジ
ー

 
本
稿

に
は
日

・
タ
イ

の
謝
罪

の
ス
ト

ラ
テ
ジ

ー
を

7
グ

ル
ー
プ

に
分

類

す
る
。
グ

ル
ー
プ

に
よ

っ
て
比

較
分

析
を
行

な

う
。

(
4
)
.

1
 
明
確
な
謝
罪
の
表
現

 

明
確

な
謝

罪

の
表

現

の
グ

ル
ー
プ

に
は
、
定

型
表
現

を

用

い
た
直

接

的

な
発
話

行
為

が
あ
げ

ら

れ
る
。

日
本

語

で
は

「
す

み
ま
せ

ん
」
「
ご

め

ん
な

さ

い
」

「
申

し
訳

あ
り

ま
せ

ん
で

し
た
」

「失

礼

し

ま
し
た
」

「
悪

い
」
な
ど

と
、
謝

罪
を

表

す
決

ま
り
文
句

を
使

用

す
る

こ
と
が
普

通

で
あ

る
。

そ

の

他

の
表

現

と
し

て
は
、

「
謝

り
ま

す
」

「
お
許

し
く
だ

さ

い
」

が

あ
る
。

 

平
賀

(
一
九
九

八
)

に
よ

る

と

「
ご

め
ん

な
さ

い
」
は

、
自

分
が
犯

し

て

し
ま

っ
た

過
失

を

免

じ

て

ほ

し

い
と

相

手

の
許

し
を
乞

う
表

現

で
あ

り
、

「
す

み
ま
せ

ん
」
は
、

自

分

の
非

を
認

め
な

が

ら
、

後
悔

あ

る

い
は
遺

憾

の
意

を
表

す
。

「
申
し

訳

な

い
」
は
、
弁

明

の
余
地

が
な

い
と
言

う

こ
と

に
よ

り
相
手

が
正

し

い
と

い
う

こ
と
を
間

接
的

に
認

め

て

い
る
表

現

で
あ

る
。

ま
た

「
悪

い
」
は
、

自
分

の
非

を
全

面
的

に
認

め

る
表

現
、

そ

し
て
、

「
失
礼

し

ま
し

た
」

は
、
自

分

の
無

礼

を
詫
び

て

い
る
表

現

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

 

し

か
し
、
使

い
分

け

は
上

の

ニ

ュ
ア

ン
ス

に
よ

っ
て
だ

け

で
は

な
く

、

使
用

方
法

と
し

て

「謝

る
人
」

と

「謝

ら

れ
る
人
」

と

の
力
関

係

に
よ

る

使

い
分
け

が
見

ら
れ

る
。

目
下

の
人
間

が
目

上

の
人
間

に
謝

る
場
合

は

、

「
す

み
ま
せ

ん
」
「
申

し

訳
あ

り
ま

せ
ん

で
し
た
」

の
二

つ
を

よ
く

使

い
、

一
方

目

上

の
人

が

目

下

の
人

に
謝

る

場
合

に
は

ど

の
表

現

で
も

可

能

に

な

っ
て

い
る
。

つ
ま
り
、

日
本

語

で
は
、
直

接
的

な

「謝

罪

」

の
発
話

行

為

の
使

い
分

け
が
人

間
関

係

に
よ

っ
て
な

さ
れ

て

い
る
の

で
あ

る
。

 

一
方
、
タ

イ
語

で
は
、
「
9
0
0
こ
、
「
喜

α
り
島
O
o
辞
」
、
「評
ま

9
℃
鑓
夢
器

昌

曄
9

二
、

「写

α
⇔
寸
鋤
9

巴
」
、
「
ω壁
8

凶」

と

い
う

「
謝
罪

」

を
表

す
直

接

的

発
話
行

為
が

使

わ
れ

る
。

 

「爵
O
O
丘
、
「
写

α
り
昏
O
O
こ
、

「
喜

α
Q
O
轟
窪
鎚

コ
9
0
0
辞」

は
、

「
罰

を

く

だ
さ

い
」

と

い
う

意
味

だ

が
、
最
初

か
ら
順
番

に
丁
寧

さ

が
上

が

っ
て

い
く
。
使

い
方

と

し
て
、

基
本

的

に
は
親

し

い
人

に
は
丁
寧

さ

の
低

い
表

現

「匪
O
o
丘

を
使

い
、
親

し
く

な

い
人

に
は
丁
寧

さ

の
高

い
表
現

「
喜

α

9
9
0
0
こ
、
「
写

α
リ
ロ
轟

昏
⇔
鋤
ロ
9
0
0
こ

を
使

う
。
し

か
し

、
身

内
、

た

と
え
ば
自

分

の
両
親

に
丁
寧

さ

の
高

い
表

現
を
使

い
、

上
司

で
あ

っ
て
も

仲

が

い

い
の
で
あ

れ
ば
、
丁
寧

さ

の
低

い
表

現

を
使
う

こ
と

も
よ

く
あ

る
。

つ
ま

り
、
タ

イ
語

で
は

、
「
目

上
」
あ

る

い
は

「
目
下

」
で
使

い
分

け

る
と

い
う
よ

り
、
親

疎
関

係

に
応

じ

て
使

い
分

け

る
の

で
あ

る
。

ま
た

、

い
わ

ゆ
る

ウ
チ

・
ソ

ト
の
区
別

が

な

い
と

い
う

こ
と
が
日
本

文
化

の
様

式

と
違

う

で
あ

ろ
う
。

 

ま

た
、
「
与

α
り
9
p。
9

巴
」
は

「
許

し

て
く
だ

さ

い
」
と

い
う
意

味

で
人

間

関
係

の
親

疎

に
関

係

な
く

、
使

用
さ

れ
、
発

話
者

の
態
度

に
よ

っ
て
丁

寧

に
聞

こ
え
た

り
、
聞

こ

え
な

か

っ
た

り
す

る
。

 

「
ω貯
8

ご

は

「
悲

し

い
」
と

い
う
意

味

で
、
「
謝

罪
」
の
対

象

の
事
態

に

一33一



対

し

て
自

分

が
悪

い
と
感

じ

る
際

に
よ
く
使

わ

れ
る
。

た
と

え
ば

、

に
負

け

て
親
友

の
期

待

に
応

え
ら
れ

な

か

っ
た
場
合

に

「
「9。
≦

ω
暇p。
8

凶
鼠

っ

9

暮
き

9

⇒
雪

冨

コ

9

a

9

轟

≦

h旨
7
ω
い
u
∋
」

(ご

め

ん

ね

、

私

が

あ

ま

り

練

習

し

な

か

っ
た

せ

い
だ

。
)

試
合

ヨ

巴

評
げ
い
凶

と

い
う
よ
う

に
、

一
生
懸

命

に
応
援

し

て
く

れ
た
親
友

に
対

し

て
、

自
分

の
そ

の
と

き

の
感
情

を
伝

え

る

こ
と

で
、

「
謝
罪

」
行
為

を
遂

行
す

る
。

ま

た
、
友

人
が

過
失

を
犯

し
た

り
、
失

敗

し
た

り
し
た
際

に
、
自

分

も

「悲

し

い
」

(ω貯
6
飴
一)

と

い
う

気
持

ち

を
伝

え

て

慰

め

る
行

為

を

遂

行

す

る

ケ
ー

ス
も
あ

る
。

(
4

)
.

2
 

責

任

承

認

 

責
任

承
認

の
ス
ト

ラ
テ
ジ

ー

に
は

「
謝

罪
」

の
対
象

と

な
る
内
容

と
事

実

を
述

べ
、

明
確

に
責

任
を

認

め
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
間
接

的

に
「
謝
罪

」

を
遂
行

す

る
も

の
が
あ

る
。

 

「
謝

罪
」

の
内
容

を
述

べ
る

こ
と
は
、

「
謝
罪

」

の
内

容

を
具
体

的

に
言

う

こ
と

で
言

い
な
が
ら

、
自

分

の
非

を
認

め

る
姿
勢

を
表

わ
す

こ
と

で
あ

る
。

平
賀

(
一
九

九

六
)

に
よ

る
と
、

日
本
語

で
は
、
責

任

の
言

及

は
、

「
謝

る
人
」

と

「
謝
ら

れ

る
人
」

の
親
疎

と
相

関

し
て

い
る
。
親

し

い
間

で
は
責

任

へ
の
言

及

の
頻
度

が
高

く
、
疎

遠

な
間
柄

の
場
合

に
は
そ

れ
が

あ
ま

り
な

さ
れ

な

い
。
そ

の
代

わ
り

に
そ
れ

ほ
ど

ひ
ど

い
過

失

で
は
な

く
、

疎
遠

な
人
間

関
係

の
場
合

で
は
、

「
謝

罪
」
の
直
接

的
行
為

に
加

え

て
、
弁

償

の
提
案

や
相

手

へ
の
気
配

り

が
行

な
わ

れ
る
。

そ
れ

に
対
し

て
過
失

度

が
重

い
と
判
断

さ

れ
、
そ

し

て
、

疎
遠

な
人

間
関
係

の
場
合

で
は
、

責
任

に
は
あ
ま

り
言

及
せ
ず

に
、
主

と
し

て

「
謝
罪

」

の
直

接
的

発

話
行

為

を

し

て
謝

る
、

と
述

べ
て

い
る
。

そ

れ
ほ
ど

ひ
ど

い
過

失

で
は

な
く

疎
遠

な

人
間

関
係

の
場

合

に
関

し

て
は
、
タ

イ
語

で
は
、

「謝

罪
」
の
直

接

的
発

話

行
為

に
加

え

て
、
責

任

を
言
及

し
、

弁
償

の
提
案

や
相
手

へ
の
気

配

り
も

行

な
わ

れ
る

こ
と

が
多

い
。

た
と
え
ば

、
知

ら
な

い
人

に
ラ

ー

メ

ン
を

こ

ぼ

し
た
場

合
、

碍
ま

9
ま

♀

鼠

9

『
鼠

9

α
凶o
げ
9

ω
⇔
ヨ
ω
貯

∋

9
①
8

9
鋤
∋
げ
蝕

ω
⇒
甲

℃
げ
留

7
ま

8

評
げ
⊆
昌
ぶ
浮

菰

9

「
い
ヨ

B
巴

騨
げ
馳

臼
畠

鋤
昌

0
91
9

9
鋤
≦

噂
巴

組

閃
ず
讐

ヨ
曲

犀
ず
腎

」

(
す

み
ま
せ

ん
、
私

が
不

注
意

だ

っ
た

か
ら
で
す
。

暑

い
で

し

ょ
う

か
?

私

が
洗

濯
し

ま
し

ょ
う

か
?
)

と

い
う

よ
う

に
、

「
与

α
Q
昏
0
9

鼠

っ
写

腎

」

と
「～竃口
う

こ
と

で

「
謝
罪

」

の
直
接
的

発
話

行
為

を
遂

行

し
、

「臼
9

雪

ω
⇔
ヨ
ω
鋤
①
B

9
①
①
d
」

と
一言

っ

て
、
自
分

の
不
注
意

で
あ
る

こ
と

を
認

め
、

責
任

を
承
認

し

、

そ
し

て
、

可
い
り
昌
ヨ
巴

喜

魅

」
を

言

っ
て
相

手

へ
の
気
配

り
を
行

い
、
召

凶o
鼠

コ
畠

9

9
pの
≦

℃
巴

ω
欝

プ
賦

ヨ
巴

喜

魁

」

と
言

っ
て
、
弁
償

の
提
案

を
行

な

う

。

タ
イ
語

で

は
、
疎
遠

な

間

の
ほ
ど
、

長
く

な
る
傾
向

が

あ

る
。

 

ま

た
、
池

田

(
一
九

九
三

)
は
、

日
本

人
は
相

手
が

目
上

の
場

合
、

誤

解

で
あ

っ
て
も
、

そ

の
誤
解

を
解

こ
う

と
は

せ
ず

に
、

そ

の
ま

ま
責

任
を

承

認

し
、
よ

り
明
確

な

「
謝

罪
」

を
す

る

こ
と
に
よ

っ
て
、

人
間

関
係

を

修

復

し
よ

う
と

す

る
傾

向

が
あ

る
と
述

べ
て

い
る
。
同

じ
場

合

に

つ
い
て
、

タ
イ

人
留
学

生

に
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
を
し

た
と

こ
ろ
、
殆

ど

は
、
特

に
相
手

一34一



が
目

上

の
方

に
対

し

て
な

ら
ば
、

タ

イ
人

は
そ

の
誤
解

を
き

ち
ん
と
説

明

し

て
、
理
解

し

て
も

ら
う

こ
と

で
、

信
頼
関

係
を

修
復

す
る
だ

ろ
う

と
答

え

た
。

 

タ
イ
語

で

は
、
発
話

者

が
自

分

の
欠

点

な
ど

に

つ
い
て
述

べ
、
自

分

の

欠
点

が
原

因

で
、
問

題
が
生

じ

た

こ
と
を
伝

え

て
、
責

任
を
承

認
す

る
姿

勢

を
表

わ
し

て
間
接

的

に

「
謝
罪

」
を
遂
行

す

る

こ
と
が
よ
く

見
ら

れ
る
。

原

因
と
結

果
を

表
わ

す

「
島
①
∋

7
魁
」

と

い
う
接

続
詞

が
よ
く

使

わ
れ

る

こ
と
が
特

徴

で
あ

る
。

 

た
と

え
ば
、

自
分

の
失
敗

が

原
因

で
同
僚

が
会

議

に
遅
刻

し
た
場

合
、

碍

ま

9
夢
O
o
辞
貯
9

"
臼
9

9

ヨ
巴

自

9
Φ
Φ
 
}
鋤
∋

冨

一
冒
ゴ
§

℃
鋤
凶

只
四
臼

¢
ヨ

∋
繊

葺
鋤
三

(ご

め

ん
な

さ

い
、

私
が

悪

か

っ
た
で
す
。

私

の
せ

い
で
あ

な
た

が
会
議

に
間

に
合

わ

な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
ん

で
す
)

と

「
謝
罪

」
す

る
。

「臼
o
鼠

ロ

日
巴

α
一ご

が
、

「
私

が
悪

い
」

と

い
う
意

味

で
、

「夢
ロ
∋

げ
讐
」
を
接

続
詞

に
使

う

こ
と

に
よ

っ
て
、
「
原

因

が
私

に

あ

る
」
と

い
う
意

味

に
な

り
、
責

任

を
間
接

的

に
承
認

す
る

こ
と

に
な
る

。

 

タ
イ
語

で
は
、
明

示
的

に
責

任

を
言
及

し

て

「
謝
罪

」
を
遂

行

す
る

よ

り

も
、

「謝

罪
」
の
原

因
が
自

分

に
あ

る

こ
と
、
あ

る

い
は
、

そ

の
自

分

に

あ

る
原
因

を
明

ら

か

に
し
て
、

そ

れ

に
よ

っ
て
失

敗

し
て
し

ま

っ
た

こ
と

を

伝
え

て

「
謝

罪
」

を
間

接
的

に
遂

行

す
る

こ
と
が

よ
く
見

ら
れ

る
。

こ

れ
は
、

日
本
人

の
感
覚

で
は
、

説
明

や
弁
解

に
聞

こ
え
る

か
も
し

れ
な

い

が
、
自
分

が
原

因
だ

と

い
う

こ
と

を
伝

え
る

の
は
、
責

任
承

認

と
同
様

だ

と
考

え
ら
れ

る
。

(
4
)
.

3
 

説

明

・
弁

解

 

こ
の

ス
ト
ラ

テ
ジ

ー

は
、
自

分
が
悪

い
と
認

め

た
場

合

で
あ

っ
て
も
自

分

の

富
o
Φ
を
少

し

で
も

守

る

た
め

に
、
自

分

の
せ

い
だ

け

で

は

な

い
こ

と
、

ま
た
事

態

が
そ

ん
な

に
悪

く
な

い
こ
と
を
説
明

し
、

「
謝
罪

」
す
る
対

象

の
事

柄

が
ど

の
よ

う

に
し

て
生
じ

て
し

ま

っ
た

の
か
、

あ

る

い
は
、
も

の
や
相

手

の
非

を
説

明
し

て
事

態
を
変

え

よ
う
と
す

る
も

の

で
あ

る
。

 

日
本

人

は

こ
の

ス
ト

ラ
テ
ジ

ー
を
あ

ま

り
使

わ

な

い
だ

ろ
う

。

と
て
も

親

し

い
間
同

士

な
ら

ば
、

使
う

か
も

し
れ

な

い
が
、

そ
れ

で
も

弁
解

に
聞

こ
え

て
、
悪

い
印

象

を
相

手

に
与

え

た
り
、

こ

の
説

明

の
行

為

に
よ

っ
て

相

手

が
怒

り
を
感

じ

る
可
能

性

が
高

い
。
特

に
目
上

の
相
手

の
場
合

、
た

と
え
自

分

が
悪

く
な

い
と
思

っ
て
も
、

あ

る

い
は
誤
解

で
あ

っ
て

も
、
事

態

を
説

明

し
な

い
で
、

そ
れ
を

認

め
て
人
間
関

係

を
修

復

す

る
と
思

わ
れ

る
。

 

一
方
、

タ
イ

人

の
場
合

は
、

ど
う

だ
ろ

う
か
。
次

の
ス
ト

ラ
テ
ジ

ー
を

み
よ

う
。
会

議

に
遅
刻

し

た
場
合

、
上

司

に
「
写

ど

9
0
0
叶
喜

鼠

O
a
侍
∋
鋤
口

辞
詳
∋
鋤
鋤
犀
一Φ
蝕

評
げ
鼠
ロ
」

(す

み
ま

せ
ん
、
道

が

と
て
も
渋

滞

し

て

い
て
)

と
、

直
接

的
発

話
行

為

を
し

て
か
ら

、
自
分

の
責
任

で
は
な
く

、
道

が
渋

滞

し
て

い
た

せ

い
で
あ

る

こ
と
を
説

明
し

て
理
解

し

て
も

ら
う

。

ま
た
、

相

手

に
自

分
が

悪
く

な

い
と
思

わ

れ
る
よ
う

に
、
他

人

の
せ

い

で
あ
る

こ

と
を

説
明

す

る
こ

と
も
見

ら

れ
る
。

た
と

え
ば
、
友

人

の
約

束

を
破

っ
た

場
合

、
友

人

に

「昏

9

二

一芭

8

評
げ
⇒
≦

葱

き

鋤
鋤

轟

毛

ヨ

鎚

ω
9

量

き

8
目

匹
鋤
一
畠

9

一⑪
Φ
評

d
四
鋤
昌

昏

伽
ぐリヨ

び
91
9
開

7
巴

。。偉

℃
げ
器

ぎ
巴

≦
鋤
ロ
ロ
仙
昌

茜

≦

評
8
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一8

M
8
9
0
団
O
犀
9
9。
ヨ

げ
蝕

ω①
蝕
】馳

」

(ご

め

ん
ご

め
ん
、
上

司

が
勤
務
時

間

が
終

わ
る
前

に
仕
事

を
持

っ
て
き

て
、

し

か
も
今

日
中

に
や

り
な

さ

い

っ
て
言

わ
れ

た
か
ら
、

残

っ
て
や
ら

な

き

ゃ

い
け

な
く
な

っ
た

の
)

と
言

う

よ
う

な
場
合

で
あ

る
。

つ
ま
り
、

「9

0
0
ご
一〇
旨
O
」
と

い
う
謝

罪

の

直
接

的
発

話
行

為
を

し

て
か
ら
、

「7
密

畠

鋤
轟
薯

ヨ
鎚

ω
9

ご
き

コ
け8

昌

匹
鋤
汀

叱

野

冒
冒

雪

昏
簿

ヨ

げ
α
艮

げ
鎗

ω
⑪
ε

冨

巴
コ
巴

≦
き

昌
曾

」

と

上

司

に
仕

事
を

命
令

さ
れ

た
事
態

を
説

明
し

て
、
自

分

で
は
な

く
、

上
司

の
せ

い
だ

と

い
う

こ
と
を

理
解

さ
せ

て
、

人
間
関

係

を
修
復

し

、
間

接
的

に
謝

罪
行

為
を

遂
行

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

 

ま
た
、

事
態

の
理
由

や
原

因
を
言

う
場

合
、

「
冒
冨

い
∫

℃
ゴ
ぴ
9
 

毛
鋤
P

昌
⇒
餌
d
畠

鋤
評
」

を
、
事

態

の
理
由

や
原

因
を
表

わ

す
接
続

詞
を

使
う

か
、

何

も
使

わ
な

い
こ
と
が
普

通

の
言

い
方

で
あ

る
が
、

イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

の
結

果

、

こ
の
場
面

、
「
9

ぴ
っ
」
、

「
9

a

9

ξ
鋤
飴
」
、

「
昌
専
鋤
d
畠

髪

」
」

を
使

う

回
答
者

は

い
な

か

っ
た
。

そ

の
代

わ
り
、

10
人
中

8
人

が

「
喜

魯
≦
」
を

接
続

詞

と
し

て
使
う

こ

と
が
見

ら
れ
た

。
「
写

⇒
≦
」
は

日
本

語

の

「
で
す

」

と
同
じ

で
動
詞

の
役
割

を

し

て

い
る
も

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
元

々
理
由

や

原

因
を
説

明

す
る
た

め

に
使

わ

れ
る

召
耳
黛

」
、
召
ぽ

い
9
≦
留

」
、
「コ
暮
鋤
d

畠

鋤
犀
」
を
使

わ
な

い
で
、

「
喜

⇒
署
」
を

使
う

と

い
う

の
は
、
客

観
的

に
理

由

や
原

因
を
説

明
す

る

の

に
使

わ
れ

る

「
℃
ぼ
い
9
」
、

「
O
ぼ

黛

 

≦
9

」
、

「口
暮
N
d
畠

葵

」

に
対

し

て
、
「
写

争
≦
」

は
発
話
者

の

「
反
省

」

「
悪

い

と

い
う
気

持

ち
」
な

ど

と

い
う

心
的
な

態
度

を
表

わ
す

の

に
使

わ

れ

る
こ

と
だ

か
ら
だ

と
考

え
ら

れ
る
。

 

ま

た
、
具
体

的

な
事

態

や
理
由

を
説

明
し

な

い
で
、
発

話

に
「
∋
一一
昏
口
鼠

。
」
、

「巨

一
〇

食。
き

α
O
睾

」
な

ど
と

い
う
簡

単

な
理
由

だ

け
言

っ
て
、
間

接

的

に
謝
罪

の
発
話

行
為

を
遂

行
す

る

こ
と
も
見

ら

れ
る
。

「昌

一
普
⇔
鼠

9
」

は

「用

事

が
あ

る
」
と

い
う
意

味

で
、
「
ヨ
一一
d
鋤
讐

α
口
餌
口
」

は

「
急

な
仕

事
が

あ

っ
た
」

と

い
う
意

味

で
あ

る
。
た

と

え
ば

、
友

人
と

の
約
束

を
破

っ
た
場

合
、

「匿
ま
り窪
0
9

鼠
9
唇

旧
一一6
」一d
」

(ご

め
ん

な
さ

い
、
本
当

に
急

な
仕

事

が
入

っ
て
)
、

「
島
O
o
梓
夢
嵩
口
魅

日
臨

夢
費
魅
9

α
口
鋤
コ
冒
芭
8
」

(ご

め
ん
、

急
用

が

で
き

て
し
ま

っ
て
)

と

い
う
発
話

が
見

ら
れ

る
。

 

次

に
、
「弁

解

に
聞

こ
え

る
か
も

し
れ

な

い
が
、
発
話

者

が
自

分

が
わ
ざ

と

し
た

わ
け

で
は
な

い
」

と

い
う
気

持

ち
を
伝

え

る
。

つ
ま

り
、
故

意

で

は

な

か

っ
た
旨

を
陳
述

し

て
間
接
的

に
謝
罪

の
発
話

行
為

を
遂

行

す

る
も

の
で
あ

る
。

特
徴

と

し
て

は
、
発
話

に
「ヨ
巴

α
餅
巴

o
α
2
富
昌
鎚

」
、

「
ヨ
餓

&

巴

邸
d
∩
巴
」
、

「ヨ
巴

9
g。
コ
B

≦
p
6
」
な

ど

の
よ
う
な
句

を
使

用
す

る

こ
と

で
あ

る
。

「ヨ
巴

α
鋤
巴

o
α
Φ
淳
鋤
昌
①
⇔
」

と

「ヨ
籔

血
鋤
9。
一
邸
d
o
鋤
二

は

(
わ
ざ

と
す
る

の

で
は
な

い
)

と

い
う
意

味

で
、

「∋
繊

9

①
ロ
轟

≦
鋤
ご
」

は

(不
注
意

だ

)

と

い
う
意

味

で
あ

る
。

た
と
え
ば

、
込

ん

で

い
る

バ

ス

の
中

で
知

ら
な

い
人

の
足
を

無
意
識

に
踏

ん
で
し

ま

っ
た
場
合

、

足
が
踏

ま

れ
た
人

に
、

碍
ま
9
ま
9
評
耳
曾

9
α
日
旧
ー

喜
§

冨
d
ロ
8

霞
巴

O
巴

ヨ

鋤
①
評

ヨ

讐

パ
ぼ

鋤
O
」
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(す

み

ま

せ

ん

、

し

ょ
う

か

?

)

ぼ
く

が
不

注
意

だ

っ
た
か

ら
。

お
じ

さ
ん
、
大

丈
夫

で

と
発
話

し

て

「謝

罪
」

の
発
話
行

為
を

遂
行

す
る
も

の
で
あ

る
。

こ
の
場

面

に
関

し

て
、

イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
対

象
者

の
答

え

は
ほ
と

ん
ど
同

じ
よ

う

に

な

っ
て

い
る
。

つ
ま

り
、
最

初

に

「写

α
り
芸
O
o
こ

と

い
う
直

接
的

発
話

行

為
を

し

て
、
「
9

α
∋

ヨ
蝕

9
雪

轟

≦
鋤
d
」
の
よ
う

な
、

〈自

分

が
不

注
意

だ

っ
た

か
ら
、
自

分

が
わ
ざ

と

で
は

な

い
〉

と

い
う

故
意

で

は
な

か

っ
た

旨
を
陳

述

し
、
最

後

に

「
O
魯

費

蝕

O
巴

8
貯

開

目
艶
」

な
ど

、
相

手

へ

の
配
慮

を
表

わ

す
表

現
を
使

っ
て
、
間

接
的

に

「謝

罪
」

を
遂

行
す

る

と

い
う
組

み
合

わ

せ
で
あ

る
。

 

イ

ン
タ

ビ

ュ
ー

の
最

後

に
日
本

人

に
足
を
踏

ま

れ
た

り
、

ぶ

つ
け

ら

れ

た

り
し

た
こ
と

が
あ

る

か
を
聞

い
て
み
た
。

全
員

あ

っ
た
と
答

え

た
。

そ

の
中

に
は
、
「
日
本

人

が
謝

ら
な

い
、
と

て
も
失
礼

だ

、
こ
ん

な

こ
と
信

じ

ら

れ
な

い
」
な

ど
と

い
う
意

見

も
あ

っ
た
。

タ

イ
人
は
特

に
日
本
人

の
こ

の
よ
う

な
態
度

を
ど

う
し

て
も

理
解

で
き

な

い
よ
う
だ

。
日
本

人

は
お

そ

ら

く
、

こ
み
あ

っ
て

い
る
場
所

で
は

足
を

ふ
ん
だ

り
、

ふ
ま

れ
た

り
、

ぶ

つ
か

っ
た
り

ぶ

つ
け

ら
れ

た
り

す

る
こ
と

は
仕
方

の
な

い
当
然

の
こ
と

と

考

え
、
特

に

「謝

罪

」
も

し
な

い
し

、
求

め
も

し
な

い
の
だ

ろ
う
。

(
4

)
.

4
 

補

償

の
申

し

出

 

こ

の
ス
ト
ラ

テ
ジ

ー

は
自

分

が
起

こ
し

た

こ
と
を
補
償

す

る
た

め

に
何

か
を
し

た

い
と

い
う

こ

と
を
伝

え

て
、

「謝

罪
」
の
発
話

行
為

を
遂
行

す

る

も

の
で
あ
る
。

日
本

で

は

「
謝

罪
」

を

す
る
場
合

、

ま
ず
、

そ

の
意
図

を

最

も
確
実

に
伝

え

る

こ
と
が

で
き

る
直
接

的
発
話

行
為

を
行

な

い
、

そ
れ

に
加

え

て
状
況

に
合

っ
た

ス
ト
ラ

テ
ジ

ー
を
選
択

し

て
行
な

う

の
が

一
般

的

だ
と

言
わ

れ

て

い
る
。

な
ぜ

な

ら
特

に

「
ソ
ト
」
集

団

に
対

し

て
、

故

意

で
あ

る

こ
と

の
否
定

や
、
事

態

や
原
因

の
説

明
を
強

調

す

る
と
、

場
合

に
よ

っ
て

「弁

解

」
や

「
言

い
訳

」
だ

と
解
釈

さ
れ

て
し

ま
う

可
能
性

が

あ

る

か
ら
だ

。

し
た
が

っ
て
、
誤
解

を
招

か
な

い
よ

う

に
、

相

手

の
立
場

を
立

て
る

「補

償

の
申

し
出

」
や

「
相
手

へ
の
配
慮

」
を
表

わ

す
発
話

行

為

を
優

先

す
る

の
で
あ

る
。

 

タ

イ

の
場
合

も

同
じ

よ
う

な
傾
向

が
あ

る

と
考
え

ら
れ

る
が

、
直
接

的

発
話
行

為

に
加

え
る

ス
ト

ラ
テ
ジ

ー
が

日
本

に
比

べ
多
く

な

っ
て

い
る
。

 

タ

イ

の
「補

償

の
申

し
出
」
の
場
合

を
見

て
み
よ
う

。
「
補

償

の
申

し
出
」

の
内
容

と

し
て

一
般
的

な

「補

償

の
申

し
出
」

と
限
定

的

な

「
補
償

の
申

し
出
」

が
あ

る
。

 

一
般

的

な

「補

償

の
申

し
出
」

の
場
合

は
、
相
手

が
求

め

る
も

の
な

ら

何

で
も
補
償

す

る

こ
と
を
伝

え

る
た

め
、
疑

問
文

を
使
う

こ
と
が
多

い
。

た

と
え
ば
、

同
僚

の
携

帯
電

話

を
落

と
し

て
故
障

さ
せ

た
場
合

、

そ

の
同

僚

に
「
写

♂
窪
O
O
9

8
0
8

鼠

9

0
鋤
9
9

ぎ

鼠

昌
魯

9

=
冨

ヨ

巻

d
O
巴

魯

」

(本

当

に
ご

め
ん
な

さ

い
。

私
、

ど

う
す

れ
ば

い

い
?
)

な

ど
と
言

う
。

こ
の
ス

ト
ラ

テ
ジ

ー
は
ま
ず

「
評
ま

9
荘
O
o
θ
0
8
0
8

づ
魅

」

(本

当

に
ご

め
ん
な

さ

い
)
と

い
う
直

接
的

発
話
行

為

を
行

な

い
、
そ

の

後

に

「
∩
91
9

ゲ
蝕

o
鼠

コ
0
7
⇔
巴

夢
①
ヨ

く
⇔
ご
d
巴

象

」

(私

が

ど
う

す

れ
ば

い

い
?
)

と
、

相
手

が
求

め

る
も

の
な
ら
何

で
も
や

る
と

い
う

こ
と

を
伝

え

る

た
め

に
、

形
式

上
疑

問
文

を
使

用

し
て
、

「
謝
罪

」
の
発

話
行

為

を
遂
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行

す

る
も

の
で
あ

る
。

 

こ
れ

に
対

し

て
、

限
定
的

な

「補

償

の
申

し
出

」

の
場

合
、

ス
ト
ラ

テ

ジ

ー
が

一
般

的
な

「
補
償

の
申

し
出
」

の
場
合

と
異
な

る

の
は
、
話

し
手

が
補
償

す

る
内
容

を
自
分

で
決

め
る

こ
と

で
あ

る
。

 

た

と
え
ば

、
同
じ

く
同
僚

の
携
帯

電
話

を
落

と

し

て
故

障

さ
せ

た
場
合

、

そ

の
同

僚

に

「
9
0
0
暮
三
凶
コ
腎

∋
繊

α
鋤
巴

一9

$

=
㊤
①
押
げ
繊

0
7
α
ヨ

9
鋤
≦

冒
巴

ω
8
∋

ゴ
巴

鼠

9
」

(ご

め
ん
な

さ

い
、

わ
ざ

と
じ

ゃ
な

い
か

ら
ね
、
修

理

は
ぼ

く

に
持

っ
て

行

か
せ
て
く

だ
さ

い
)

な
ど

で
あ

る
。

こ
の

ス
ト
ラ

テ
ジ
ー

は
ま
ず

「
昏
O
o
算

三
凶
鼠

っ
」

(ご

め

ん
な

さ

い
)

と

い
う

直
接

的
発
話

行
為

を
行

な

っ
て

か
ら
、

「日
巴

α
鋤
巴

鼠
d
$

=
Φ
①
一」

(わ
ざ

と

じ

ゃ
な

い
か
ら
ね

)
と
、

故
意

で
は

な

か

っ
た

旨

を
陳
述

し
、

さ
ら

に
、

「7
蝕

9

α
ヨ

9
餌
≦

ロ
巴

ω
ゆ
リ
ヨ

冨

一
鼠

9
」

(修

理

は

ぼ
く

に
持

っ
て
行

か
せ
て
く

だ
さ

い
)

と

い
う

、
表

現
上

で

は
依

頼

の

表
現

を
使
用

し

て

「
補
償

の
申

し
出
」

の
発

話
を

す

る
こ
と

で

「謝

罪

」

の
発
話

行
為

を
遂
行

す

る
も

の
で
あ

る
。

 

そ
の
他

に
、
全
面

的

に
補

償

す

る
意

志

を
示
し

、

そ

の
た

め

に
あ
え

て

具
体
的

な
補
償

内
容

を

「
謝
罪

」

の
時

点

で
は
限

定

し
な

い
で
伝

え

る
発

話
も

見
ら

れ
る
。
自

分

の
失

敗

が
原
因

で
同
僚

が
会

議

に
遅
刻

し

た
場
合

、

そ

の
同

僚

に

筈

鋤
コ

o
叱

感
O
O
寓
9
7
い
も

什げ
口
吋

鴇
鋤
鋤
0

9
Φ
8

ロ
腎

評
げ
鋤

∋
繊

辞
ゆ
8

℃
Φ
昌
7
口
餌
O
昌
魅

評
げ
弩

」

(す

み
ま
せ

ん
、
私
が

悪

か

っ
た

で
す
。

私

は
す

べ
て
責

任

を

と
り

ま
す

か
ら
、

心
配

し
な

い
で
く

だ
さ

い
)

と

い
う
状

況

で
考
え

て
み

る
。
こ

の
ス
ト

ラ
テ
ジ

ー
は

ま
ず

「
写

α
り
匪

0
9

コ
腎

」

(す

み
ま

せ
ん
)

と

い
う

直
接

的

発

話

行

為

を
行

な

っ
て

か

ら
、

「ヨ
き

O
①
昌
写

≦
鎚

ヨ
9

詳

犀
ま

り
d
6
鼠

コ

9
①
①
d
」

(私

が

悪

か

っ
た

で

す

)
と

、
自
分

を
非
難

し

て
、
そ

の
後

に

「o
鼠

5

6
叱

鼠
℃
℃
冨
9
ま

り
℃

9
欝

愚

9

9
①
Φ
⇔
口
魅

喜

鋤
」

(私

は
す

べ
て
責
任

を
取

り

ま

す
)

と

い

う

「
補
償

の
申

し
出
」

を
行

な

い
、
最

後

に

「
ヨ
巴

8
り
d
℃
①
口
冨

鋤
O
鼠

9

写

魅

」

(心

配

し
な

い
で
く
だ

さ

い
)
と

い
う
相

手

へ
の
配
慮

を
表

わ

す

発
話

を
し

て
、
「
謝

罪
」
の
発
話

行
為

を
遂

行
す

る
も

の

で
あ

る
。

こ

の

場
合

は
、
発
話

者
が
同

僚

を
安
心

さ

せ
る

た
め

に
自

分

が
す

べ
て
補
償

す

る
こ

と
を
伝

え
る
。

そ
し

て
、

そ

の
際

、

具
体
的

な
補
償

の
方

法
を
述

べ

な

い
。

タ
イ

で
は
、

そ
れ

を
具
体

的

に
述

べ
な

い
こ

と
が
全

面
的

な
補

償

の
意
志

を
示

す

こ
と

に

つ
な
が

る
た

め
、

こ

の
場

合
、

相
手

へ
の
気
配

り

を

し

て

い
る
こ
と
だ

と
考

え
ら

れ
る

の
で
あ

る
。

 

こ

の

ス
ト
ラ
テ
ジ

ー

の
で
見

た
よ
う

に
タ
イ

の
場
合
、

直

接
的

発
話

行

為

と

「
補
償

の
申

し
出

」

に
加

え
て
、

故
意

で
は
な

か

っ
た

旨

を
陳
述

し

た
り
、

自
己

を
非
難

し

て
責

任

を
承
認

し
、

場
合

に
よ

っ
て
相

手

へ
の
配

慮

を
表

わ
す
発

話

も
行

な

う

と

い
う
組

み
合

わ

せ
を

す
る

こ
と

が

一
般

的

で
あ

る
。

一38一

 

「冒
ま

9
昏

O
o
け
昌
弩

ヨ
鋤
昌

冨

ロ

岸
げ
≦
①
鋤
ヨ
O
寓
け

評
7
9

ご

o
ゴ
軌
口

9
Φ
①
O



(
4
)
.

5
 

二
度

と

起

き

な

い
旨

の
表

明

 

こ
の

ス
ト

ラ

テ
ジ

ー

は
、
同

じ
過
失

を
繰

り
返

さ
な

い
こ

と
を
約
束

し

て
、

「謝

罪
」
の
発
話

行
為

を
遂

行

す
る

ス
ト

ラ

テ
ジ

ー

で
あ

る
。

こ
の

ス

ト
ラ

テ
ジ

ー
に
関

し
て
、

池

田

(
一
九
九

三
)

の
調
査

で
は
、

日
本

の
場

合
も

ア
メ
リ

カ

の
場

合
も

使

用
頻
度

が
極

め

て
低

い
と

の
結
果

に
な

っ
て

い
る
。

 

タ

イ

の
場
合

は
、

論
者

の
行

っ
た
イ

ン
タ

ビ

ュ
ー

の
結

果
を

見
る

と
、

場
面

に
よ
る

が
、

か
な

り
使

わ
れ

る
こ

と
が
分

か

っ
た
。

タ
イ
語

に
お
け

る

こ
の

ス
ト

ラ

テ
ジ

ー

は
、
表

現
上

、
約

束

の
発
話

行
為

の
形

と
し

て
、

未

来
形

を
表

わ
す
、
「δ
り
O
巴
」
、
「
≦
鋤
目

留

」
、
「
写

舜
四
≦
昌
鋤
g。
」
、
「
写

「
甲

曽
≦
鼠
O
」

(こ
れ

ら

は
全

て

「
今
度

」
、

「
こ
れ
か

ら
」
と

い
う
意
味

で
用

い

ら
れ

る
)

の
言

葉

の
後

に
、

一
人
称

の
主

語

+
動
詞

と

い
う
順

番

で
構

成

さ
れ

る

こ
と
が
特
徴

的

で
あ

る
。

よ
く
使

用

さ
れ

る
場
面

は
、

両
親

に
失

礼
な
行
為

を

し
た
場

面

で
あ

る
。

た
と

え
ば
、

両
親

に

「
犀
ず
α
り
昏

O
o
ひ
コ
鴨

犀
ず
軌
っ

評
げ
鐸
ロ

ヨ
①
σり
θ91
9
℃
巴

コ
魯
』
o
鷺

ヨ

巴

昏

⇔
∋

く
餌
9

三

圃
ご

涛

昌
口
¢

ω
鰹
o
巴

評
ゴ
鋤
」

(
お
母

さ

ん

、

す

み

ま

せ

ん

、

こ

れ

か

ら

こ

ん

な

こ

と

を

も

う

し

な

い

か

ら

、

悪

か

っ
た

で

す

)
、

「
評
ゴ
α
9
昏

O
o
砕
コ
魅

評
げ
鼠

℃

評
げ
二
昌
ヨ

⑪
cり
9

臨

O
げ
α
∋

O
口
ε

詳

吋
鋤
O
『
げ
二
昌

ヨ
⑪
。。
ヨ
⇒
①
5

凶
陰

℃
げ
α
∋

o
鷺

ヨ

鋤
一
昏

鋤
ヨ

温

8

a

圃
ご

涛

一伽
cり
毛
」

(
お
母
さ

ん
、
先

お
母

さ

ん

に
対

し

て

い
ら

い
ら
し

て
し
ま

っ
て
ご

め

ん

ね
。

こ
れ

か
ら

こ
ん
な

こ
と
を

も
う

し
な

い
か
ら
)

と
反
省

す

る
気
持

ち

を
伝

え

て

「
謝

罪
」

を
し

て

い
る
。

前
者

の
ス
ト

ラ
テ
ジ

ー

に
は
ま

ず

「
諄

α
o
夢
O
o
け

ロ
魅

 

喜

鴨

 

写

ニ
コ

∋
①
。。
」

と
母
親
に
対
す
る
直
接
的
発
話
行
為
を
行
な
っ
て
か
ら
、
「億

急
¢

o
叱

ヨ
讐

匪
鋤
ヨ

愚

自。
宥

臨
ご

一昇
」

と
約
束

し

て
、

さ
ら

に

「
呂

¢
ω
警
o
巴

窪

巴

と
自

分

の
非

を
認

め

て
、

反

省

の
気

持

ち
を
表

わ
し

て

「
謝

罪
」
の

発
話

行
為

を
遂

行
し

た
例

で
あ

る
。

 
後

者

の

ス
ト
ラ

テ
ジ

ー

に
は
ま
ず

欝

ま

9
9

0
け
ロ
魅

喜

鼠
O

与

ロ
5

∋
①
。り
」

と
母
親

に
直

接
的

発
話

行
為

を

し
て

か
ら
、

「昏
凱
喜

α
ヨ

ご
0
8
騨

冨

O
写

巨

∋
⑪
。・
ヨ
⇒
①
互

」

と
自
分

が
母

親

に

「
い
ら

い
ら
し

た
」

と

い

う
事

態
を

承
認

す

る

こ
と

で
、

「
謝

罪
」
の
間
接
的

発
話

行
為

を
遂

行
し

た

例

で
あ

る
。

 

こ

こ
で
示

し
た

以
外

の
イ

ン
タ

ビ

ュ
ー
結
果

の
他

の
ほ

と
ん

ど
は
、

約

束

の
発

話
行

為

の
形

と
し

て
、

未

来

形

を
表

わ

す
、

「δ
Q
℃
巴
」
、

「≦
鋤
ロ
ー

畠

⇔
」
、
「
喜

轟
①
≦
轟

①
」
、
「
評
訂

9
鋤
≦
録
d
」
の
言
葉

を
使

い
、

一
人

称

の
主

語

+
動
詞

と

い
う
順

番

で
構
成

さ

れ

て

い
た
。
本

稿

(3
)

で
示

し

た
8

以

外

の
場

面

で
は

ほ
と

ん
ど

こ

の

「
二
度

と
起

き
な

い
旨

の
表
明

」

を
使

わ

れ

る
こ
と

の
な

い
こ
と
も
特

徴
的

で
あ

る
。

こ

の

ス
ト

ラ

テ
ジ

ー

は
身

内

や
親

し

い
間

柄

で
し

か
使

わ
な

い
こ
と
だ

と
考
え

ら
れ

る

か
ら
だ
。

(
4

)
.

6
 

相

手

へ
の

配

慮

 

こ
の

ス
ト
ラ

テ
ジ

ー
は
、

発
話

者
が

被
害

を
受

け
た
相
手

の
こ
と

や
気

持

ち

を
思

っ
て
、

相
手

の
気

持

ち
を

理
解

し
て

い
る

こ
と
を
伝

え
た

り
、

自

分

が
原

因
で
起

き

た
相
手

の
被

害

な
ど

に

つ
い
て
述

べ
る

こ
と

で
、
相

一 顧39一



手

を
心
配

す

る
態

度

や
言

葉

を

か
け

て

「
謝
罪

」

の
発
話
行

為

を
遂
行

す

る

も

の
で
あ
る
。

 
平
賀

(
一
九
九

六
)

は
、

日
本

の
場
合

、

ウ
チ

と
ソ

ト

の
区

別
、
本

音

と
建
前

の
区
別

と

い
う
点

か
ら
解
釈

す

る
と
、

責
任

へ
の
言
及

は
ウ

チ
集

団

に
お
け

る
本
音

の
詫
び

行
為

の
色

彩

が
強

く
、
弁

償

の
提

案

や
相
手

へ

の
気

配
り

は

ソ
ト
集
団

に
対

し

て
の
建
前

の
詫

び
行

為

の
色

彩

が
強

い
と

述

べ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
日
本

の
場
合

、
相
手

へ
の
気

配

り

に
関

し

て
は
、

ウ

チ
と

ソ
ト

の
人

間

で
使

い
分
け

て

い
る
も

の
だ

と
考

え
ら

れ
る
。

 

一
方
、

タ
イ

の
場
合

で
あ

る
が

、
論
者

の
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
調

査

の
結

果

を

見
る

と
、

こ
の

ス
ト
ラ

テ
ジ

ー
は
知

ら
な

い
人
間

に
対

し

て
も
使

用
さ

れ

る
が
、

特

に
相

手
が
身

内

や
発
話

者

に
と

っ
て
大

事

な
存
在

の
人
間

で

あ

る
ほ
ど

、
よ

く
使
用

さ
れ

る

こ
と
が

わ

か

っ
た
。

 

た
と
え
ば

、
両

親

に
失

礼

な
行
為

を

し
た

場
合
、

同
僚
に

「
評
ま

9
夢
O
o
け
鼠

9

∋
き

℃
9

評
げ
≦
器

ヨ
9

詳

評
ま
8

島

雪

9
Φ
①
d

o
鼠

昌
o
叱

鼠
署

寓
けo
ま

も

けげ
⇔
評

岳

8

導
①
Φ
O
鼠

9

犀
鼠

旧
墜

(す

み
ま

せ
ん
、
私

が
悪

か

っ
た

で
す
。

か
ら
、

心
配

し
な

い
で
く

だ

さ

い
)

私

は
す

べ
て
責
任

を

と

り
ま

す

ヨ

ロ
ニ
評
ま

り
窪

O
o
け
貯
び
鋤

口
ロ
ロ

3

鋤
一
血
鋤
巴

鼠

6
0
巴

評
げ
¢
コ
ヨ

①
eリ
ヨ
餅
凶
℃
g

9
費

巴

o
げ
鐵

∋
巴

評
げ
鋤
9
」

(
ご

め

ん

な

さ

い
。

そ

ん

な

こ

と

を

す

る

つ
も

り

が

な

か

っ
た

。

お

母

さ

ん

、

大

丈

夫

?

)

と
、
発
話
の
最
後
に
相
手
の
立
場
に
配
慮
し
て
心
配
す
る
必
要
は
な
い
こ

と
を
伝
え
、
謝
罪
の
発
話
行
為
を
遂
行
す
る
。

 
そ
し
て
、
同
僚
の
携
帯
電
話
を
落
と
し
て
故
障

さ
せ
た
場
合
、
同
僚
に

「
o
げ
箇
昌

評
ま

り
荘

O
o
什
α
d
6
6

ロ
魅

9

博一
窪

⇔
ヨ

9

0
0
目
p。
ω餅

けげ
①
①

ω
猷

けプ
鋤
ヨ

げ
蹴

辞げ
①
①

ヨ
繊

ヨ

凱

O
げ
田

O
げ
鋤
コ

評
げ
α
り

冒
伽
①
け二
鋤

α
0
9

冒
⇔
四
コ
ω
尋
≦

評
訂
⇒
⇔
d
日
鐵

げ
繊

口
箇
9
」

(あ

な
た

の
携
帯
電

話

を
壊

し

て
し
ま

っ
て
、

本
当

に
ご

め

ん
。

わ
た

し

の
せ

い
で
携

帯
電
話

を
使

え

な
く

な

っ
て
し

ま

っ
た
。
あ

な

た

に
新

し

い

携

帯
電

話
を

買

わ
せ

て
く
だ

さ

い
)

 /'

 

と
伝
え

る
と
き
、

「
呂

二
喜

α
り
夢
O
o
肝
与

鋤
」
と
直
接

的

発
話
行

為

を
使

っ

て
謝

っ
て
か
ら
、

「
呂

⊆

ヨ
繊

α
鋤
巴

鼠
O
o
巴
」

と
故

意

で

は
な

か

っ
た

こ

と
を
陳
述

し
、

「
喜

⊆
ロ
ヨ
⑪
⑦
ヨ
巴

℃
魯

9
費
巴

6
げ
繊

日
讐

喜

腎

」

と
聞

い
て
相
手
の
気
持
ち
を
心
配
し
て
い
る
態
度
を
見
せ
て

「謝
罪
」
の
発
話

行
為
を
遂
行
す
る
。

 
ま
た
、
自
分
の
失
敗
が
原
因
で
同
僚
が
会
議
に
遅
刻
し
た
場
合
、
そ
の

と
伝

え
る
。

こ
こ
で

「夢

賦
9
鋤
ヨ

夢
o
o
轟

ω
9

B
毛
≦
9
暮
≦

窪
㊤
㊤
ω
賊

窪
p。
ヨ
げ
曲

夢
①
㊤
ヨ
曲

ヨ
自

o
鼠

一」

(
わ
た
し

の
せ

い
で
携

帯
電

話

を
使

え

な
く

な

っ
て
し

ま

っ
た
)

と
は
、

発
話

者
が

被
害

を
受

け
た
相

手

の

こ
と

を
大

事

に
思

い
、

相
手

の
気

持

ち
を
理

解

し
て

い
る

こ
と
を
伝

え

る

た
め

に
、
自

分

が
原
因

で
起

き

た
相
手

の
被

害
な

ど

に

つ
い
て
、

「
謝
罪

」
を

行

な
う

も

の
で
あ

る
。



 
タ

イ
の
場
合

、
以

上

の
三

つ
の
発

話
を

見

る
と
、

ど
れ

も
相

手

が
自
分

に
と

っ
て
大
事

な
存

在

で
あ

る
と
き

、

「相

手

へ
の
配
慮

」
と

い
う

ス
ト

ラ

テ
ジ

ー
を
使

っ
て

い
る

と
言

え

る
だ
ろ

う
。

こ
れ

は
日
本

の
場
合

と
異

な

る
特
徴

の

一
つ
で
あ

る
。

(
4
)
.

7
 
相
手
の
攻
撃
弱
化

 

こ
の

ス
ト

ラ

テ
ジ

ー

は
話
題

を

そ
ら

し
た

り
、
明

る

い
局
面

に
言
及

し

た
り
、

相
手

を
な
だ

め

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

「謝

罪

」
や
状

況
を
避

け

よ
う

と
す

る
も

の
で
あ

る
。
池

田

(
】
九
九

三
)

の
調
査

で
は
、

こ
の

ス
ト
ラ

テ
ジ

ー
は
、
「約

束

の
時
間

に
間

に
合

っ
た
が
、
相
手

が
誤
解

し

て

い
て
三

十
分
遅

れ
た

と
怒

っ
て

い
る
」

の
場

面

で
70
%

台

で
使

わ

れ
る
他

は
あ

ま

り
使

わ
れ
な

い
と

の
結
果

だ

っ
た
。

日
本

人

は
謝

る
事

柄

に
対

し
て

「
約

束

の
時

間

は
3
時

で
は

な

か

っ
た

で
し

ょ
う

か
」

の
よ
う

に
言

い
切

ら
な

い
形

を
使
う

こ

と
が
多

い
と
述

べ
て

い
る
。

 

こ
の
場
面

に
関

し

て
、

タ

イ

の
場

合

は
、
相

手

が
親
し

い
間
柄

で
も
目

上

の
立
場

の
人

で
も
、

疑
問

点
を

明
確

に
し

て
自
分

が
遅

れ

て

い
な

い
こ

と
を

主
張
し

、
説

明
し

て
、

信
頼
関

係

を
取

り
戻

そ
う

と
す

る
こ
と

が
、

イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

の
結

果

か
ら

明

ら
か

に
な

っ
て

い
る
。

 
ま

た
、
タ

イ

に
あ

る
日
本

企
業

の
駐
在

員

の
間

で
、

ま
た
日

・
タ

イ
異

文
化

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン

の
研

究

の
中

で
も
、

異
文
化

間
問
題

と
し

て

よ
く

取
り
上
げ

ら

れ

る
タ
イ

人

の
行
為

の

一
つ
に
、

タ

イ
人
が

ミ

ス
を
し

て
も
、
「
す
み
ま

せ
ん
」

と
言

わ

な

い
も

の
が

あ

る
。

 

た
と
え
ば

、
同
僚

の
携

帯

電
話

を
落

と
し

て
故
障

さ

せ
た
場
合

、
自

分

の
失

敗
が
原

因

で
同
僚

が
会

議

に
遅
刻

し

た
場
合

、
同
僚

に

「
∋
繊

0
9

錘

凶
鼠

"
∋
巴

8
8

℃
①
呂

9

ご

血
猷
≦

9

α
ヨ

o
叱

響
ま
σ
①
巴

募

凶
げ
口
雪

鐙

♂
6
9
①
8

」

(大

丈
夫

で
す

。
心

配
し

な

い
で
く

だ

さ

い
。

す

か
ら
)

9

ぼ
く
は

上
司

に
説

明
し

ま

と
、

「
∋
巴

冒
①
コ
「巴

鼠

」
と
言

っ
て
相
手

を
な

だ
め

て
か
ら

、

「∋
蝕

δ
Q
d

ロ
①
欝

⇔
巴
」

と
相

手

の
立
場

を
配
慮

し
、
最
後

に

「臼
鋤
≦

9

α
ヨ

o
叱

9

讐
冨
9

巴

げ
繊

7
富

鼠

①
賦
d
っ
Φ
8

」

と
伝

え

て
、
相
手

と

の

「修

復
行

動
」
を
行

な
う

と

の
回
答

が
多

か

っ
た
。

こ

の
よ
う

に
、

「
喜

U
9
昏
O
o
こ

な

ど
と

い
う
直

接
的

発
話

行
為

を
し

な

い
で
、
相

手
を

な
だ

め

て
か
ら
、

事
態

の
責

任
を
持

つ
こ

と
を
伝

え
た

り
、
事

態

の
解

決
案

を
提

案

し
た

り

し

て

「
謝

罪
」

の
発

話
行

為
を
遂

行

す

る
こ
と

も
よ
く

見
ら

れ

る
。

 

こ

の
よ
う

な
行
為

を

ど
う
思

う

か
、

イ

ン
タ

ビ

ュ
ー
の
際

に
聞

い
た
と

こ
ろ
、
直

接
的

発
話

行
為

を

し
な
く

て

も
、
そ

の
場

の
事
態

を
解

決

し

て

態
度

で
示
す

こ
と

で

「
謝

罪
」
の
意
味

を
表

わ

す
こ
と

が

で
き

る
と

い
う
。

こ
れ

は
、

日
本

人

と
比

べ
た

ら
、

「涛
げ
α
⇔
昏
O
o
こ

を
す

る

か
、

し
な

い
か

と

い
う

よ
り

も
、
相

手

に
対

し
て

の
態
度

や
責
任

の
取

り
方

や

そ

の
事

態

の
解

決
方

法

の
方

が
重
視

す

る

こ
と
だ

と
考

え
ら
れ

る
。

(
5
)
 

ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
数
と
組

み
合
わ

せ

 
池

田

(
一
九
九

三
)

の
調
査

で
は
、

日
本
人

は
あ

る

ス
ト
ラ

テ
ジ

ー
を

単

独

で
使
う

場
合

も
あ

る
が
、

複
数

の
ス
ト

ラ
テ
ジ

ー
が
組

み
合

わ

せ

て

使

う
場
合

や
、
同

一
の

ス
ト
ラ
テ
ジ

ー

を
繰

り
返
し
使

用

す

る
場

合

の
ほ

う

が
多

く
、

ま

た
、
単

独

で

「
謝

罪
表

明
」

つ
ま

り
直

接

発
話
行

為

を
使

う

こ
と
が
多

い
と

い
う

。

ま
た
、

相
手

が
教
授

な

ど
目
上

の
人

間

ほ
ど
単

一41一



独
使

用
す

る
頻

度

は
高

く

、
そ

し

て
、

ス
ト

ラ
テ
ジ

ー
を

二

つ
使

う
だ

け

で
終

わ

る
場
合

も
非
常

に
多

い
と
指
摘

す

る
。

 

一
方
、

タ
イ
人

は
、
あ

る

ス
ト

ラ
テ
ジ

ー
を
単

独

で
使

う

こ
と
が

ほ
と

ん

ど
な

い
。
複

数

の

ス
ト
ラ

テ
ジ

ー
を
組

み
合

わ
せ

て
使

う
場
合

の
ほ
う

が

圧
倒
的

に
多

い
。

事
態

の
過
失

の
程

度

や
相
手

と
関

係

な
く

、
用

い
ら

れ

る

ス
ト
ラ
テ
ジ

ー

の
数

が

一
つ
の
場
合

と

二

つ
の
場

合

の
使

用
頻
度

が

日
本

の
場
合

と
違

っ
て
、

タ

イ
で

は
、
「
謝

罪
表

明
」
だ
け

を
使

う

こ
と
が

少

な
く
、

場
面

に
応

じ

て

「
説

明

・
弁

解

」

や

「
補
償

の
申

し
出

」
、

「
相

手

へ
の
配
慮

」
と
組

み
合

わ

せ
て
使

用
す

る

ス
ト
ラ

テ
ジ

ー

の
数
を
増

や

し

て

い
る
。

し

か
し
、
特

徴
的

な

の
は
、

事
態

の
過
失

の
程

度

の
大
小

と

用

い
ら

れ
る

ス
ト

ラ

テ
ジ

ー

の
数

に
は

関
係

が
な

い
と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

つ
ま

り
、
過
失

の
程
度

が

小

さ

い
場
合

も
、

ス
ト

ラ
テ
ジ

ー
が
単

独

で
使

わ
れ

る
こ
と

は
な
く

、
複

数
用

い
ら

れ

る
の

で
あ

る
。

 

 
 

 
(
6

)
 

旨

o
①
と

い

う

視

点

か

ら

み

た

謝

罪

の

発

話

 

 
 

 
 

 

 

行

為

 

冒
頭

に
述

べ
た

よ
う

に
、
bd
「
o
≦
昌
俸

い
Φ
<
ヨ
ω
○
昌
(一
〇
。。
刈
)
は

、
人
間

に

は

「
自

分

の
行

動

を

妨

げ

ら

れ

た

く

な

い
と

い
う

欲

求
」

(琴

ひq
鋤
二
く
Φ

融
8
)
と
、

「自

分

の
希
望

や
個

性
を
他

人

に
是
認

し

て
ほ

し

い
と

い
う

欲

求

」

(℃
o
ω
三
く
Φ
貯
o
①
)

が
あ

る
上

で
、

「
謝
罪

」
と

は
、

不
快

な
思

い
を

し

た
人

の

♂
o
Φ
を
尊
重

し
、
維
持

す

る

と
同
時

に
、
謝

罪

す

る
人
自
身

の

富
o
Φ
を
損
な
う

こ
と

に
も

な
る

と
述

べ

て

い
る
。

 

日
本
人

の

「
謝
罪

」
は
、

多

く

の
ス
ト

ラ

テ
ジ

ー

を
使

う

の
で
は

な
く
、

低
姿

勢

で
ひ
た
す

ら
謝

る
形
を

と

り
、
説

明

・
弁

明

は

ス
ト

ラ
テ
ジ

ー
と

し
て
好
ま

れ
ず

、
特

に
目

上

の
相
手

に
対

し

て
は
使

わ

れ
な

い
。

 

ま
た
、
自

分
が
悪

い
と
思

っ
て

な
く

と
も

「謝

罪

表
明

」

の

ス
ト
ラ

テ

ジ

ー
を
使

う
と

い
う

日
本

人

の
行

為

に

つ
い
て
、

異
文

化

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
の
場

で
よ
く
話

題

に
取

り
上
げ

ら

れ

る
が
、

こ
れ

は
タ

イ
人

を
含

め
て
外
国

人

に
は
不
誠

実

な

「謝

罪

」

の
よ
う

に
思

え
る
だ

ろ
う
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
、
池

田

(
一
九
九

三
)

は
、

日
本

人

に
と

っ
て
は

、

タ
テ
構

造

の
日
本

の
文

化
社
会

に
お

い
て
、
相

手

と

の
関

係

や
役
割

を

認
識

す
る

こ
と
が
重

要

で
あ
り
、
日

本
人

の

貯
6
①
は
、
相
手

に
認
め

ら
れ

受

け
入
れ

ら
れ
る

こ
と

と
深
く
関

係

し

て
お
り

、
そ

の
た

め
、

日
本
人

は
、
特

に
相

手

が
目
上

の
場

合

に
は
、
説

明

・
弁

明
を

あ
ま

り
使

わ
な

い
で
責

任

承
認

を

明
確

な

「謝

罪
表

明
」
と
併

用

す

る
な
ど

し

て
、

相
手

の

富
o
Φ
を
尊

重

す
る

こ
と
を
重

視
し

、
謝

罪

の
表

明

を
効

果
的

に
行

う

こ
と
自
体

に
重

点

を

お
く

の
だ

と
述

べ
て

い
る
。

 

タ
イ

は
個
人

個
人

を
重

ん
じ

る
社
会

だ

と
言

え

る
。

こ
の
よ

う
な
社

会

に
お

い
て
は
、
相
手

と
自

分

の
そ

れ
ぞ

れ

の

富
o
Φ
を
尊

重

し
、
維

持

す
る

こ
と
が

必
要

と
な

る
。

「謝

罪

」

の
場

合

は
、
不

快

な
思

い
を

し

た
人

の

融
o
Φ
を
尊
重

す

る

一
方

で
、

「
謝
罪

」
す
る

人
自
身

の

♂
o
①
を
損

な

う
よ

う

な
行
為

と
も

な

っ
て
し

ま
う
。
そ

の
た

め
、
タ

イ
人

は
、
「
直
接

的

発
話

行
為

」

に

「
説

明

・
弁

明
」

を
加

え
た

り
し

て
、
自

分

の

融

o
①
を
損

な
う

の
を
最
小

限

に
と

ど
め
よ

う

と
し
、
ま

た
、
相

手

の

富
o
Φ
を
尊

重
す

る
た

め

に
、

い
く

つ
か

の

ス
ト
ラ

テ
ジ

ー
を
併

用

し
、

「説

明
」
や

「補

償

の
申

し
出

」
を
使

う

な
ど

し

て
、

修
復

の
た
め

の
交
渉

を
行

う
。

「
直

接
発
話

行

為

」
を

し
た
後

に
、

「
説
明

」
や

「
補
償

の
申

し
出

」
を
使

い
、
時

に
、

「
直

接

的
発
話

行
為

」
を
使

わ
ず

に
、

「相

手

の
攻
撃

弱
化

」
を
行

う

、

と

い
う

の
は
、

日
本
人

か
ら
見

る
と
、

弁
解

や
言

い
訳

に
見

え

る
か
も

し

れ
な

い

が
、

こ
れ

は
問

題

と
な

っ
て

い
る
事

態

や
状
況

を
解

決
し

て

い
こ
う

と

い

う
行
動

な

の
で
あ

る
。

一42一



 
ま
た
、

タ
イ

人
は
日

本
人

と
比

べ
る
と
、
特

に

「
相
手

へ
の
配
慮

」

の

ス
ト

ラ
テ
ジ

ー
を
よ
く

使
用

し

て
、
相

手

と

の
関
係

を
修

復

し
よ
う

と

す

る
。

こ
れ
は
、
自

分

の
希
望

や
個

性
を

他
人

に
是

認
し

て
ほ
し

い
と

い
う

欲
求

が
あ

る
上

で

「相

手

へ
の
配

慮
」

の
行

為
を

行
な

う

と
考
え

て

い

い

だ

ろ
う

。

(
7
)

お
わ

り
に

 
本
稿

で
は
、

タ
イ

・
日

の

「謝

罪
」

の
発

話
行

為
を

、

ス
ト

ラ
テ
ジ

ー

の
言
語

的
、
社
会

文
化

的

な
特
徴

、
使

用
頻
度

、

使
用

ス
ト
ラ

テ
ジ

ー
の

数

・
組

み
合

わ
せ

に

つ
い
て
分
析

し
、

タ

イ

・
日

そ

れ
ぞ

れ

の
文
化

社
会

に

お
け
る

貯
o
①
と

い
う
視

点

か
ら
考

察

し
た
。

 
日
本

人
は
相

手
が

目
上

の
場
合

、
誤

解

で
あ

っ
て
も

、

そ

の
誤
解

を
解

こ
う

と
は
せ
ず

に
、

そ

の
ま
ま
責

任

を
承
認

し
、

よ

り
明
確

な

「謝

罪

」

を
す

る

こ
と
に
よ

っ
て
、
人

間
関

係
を

修
復

し
よ

う

と
す

る
傾
向

が
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
行

動
を

、
タ

イ
人

を
含

め

て
外

国
人

か

ら

み
る
と

理
解

で
き

な
く

な

っ
て
し
ま
う

。

 
逆

に
、
問

題
を
起

こ
し
た

り
、
誤

っ
た
り

し
た
際

、
「直

接

的
発

話
行
為

」

を

し
た
後

に
、

一
生

懸
命

事
態

や
理
由

の
説

明

し

て
、

補
償

の
申

し
出

を

行

い
、
と
き

に
は

「
直
接
的

発

話
行

為
」

も
言

わ
な

い
で
、
相

手
を

な
だ

め

て
か
ら
、
事

態

の
責
任

を
持

つ
こ
と
を

伝
え

た
り
、

事
態

の
解

決
案

を

提
案

し
た
り

し
て
謝

罪

の
発
話

行
為

を
遂
行

す

る
タ

イ
人

を
見

る
と
、

日

本
人

が

「
謝

ら
な

い
」

「
い
い
か
げ

ん
」

「弁

解
」

コ
言

い
訳

」
と

い
う

よ
う

に
見

え

て
し

ま
う
。

 

こ

の
よ
う

な

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
の
す

れ
違

い
は
、

日
本

人

と
タ
イ

人

が
そ

の

一
方

に
と

っ
て
は
外

国
語

、
他

方

に
と

っ
て
は
母
語

で

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン
を

し
よ

う
と
す

る

と
き

に
生

じ
る
。

こ

の
こ

と
は
母
語

と

外

国
語

の
間

で
や

り
と

り
を

す
る
際

に
は
、
単

な

る
語
彙

、
文

法

の
理
解

だ
け

で
は
な

く
、
相

手

の
母
語

、
社

会

の
も

つ
文
化

、
歴
史

的

背
景

を
考

慮

し

な
け

れ
ば
、

相
手

の
意

図
を

正
確

に
把
握

で
き
な

い
こ
と

の
証

明
も

な

る
だ
ろ
う

。
故

に
、

こ

の
よ
う

な
異

文
化

デ

ィ

ス

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ

ン
状

況
を
明

ら

か

に
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

異
文

化

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ

ン
の
場

面

で
生

じ
得

る
誤
解

を
回
避

、
解

消
す

る

こ
と

に
繋

が

る
だ

ろ
う
。
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引

用
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献
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池

田

理

恵

子

(
一
九

九

三

)

「
謝

罪

の
対

照

研

究

-

日

米

対

照

研

究

1
」

『
日

 

本

語

学

』

<
o
=

bの

(
4
)
 

平

賀

正

子

(
一
九

九

八

)

「
日

本

人

の

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ

ン

行

動

と

英

語

教

 

育
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