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て

tiret

を
用
い
た
挿
入
句
を
め
ぐ
っ
て

　

―
主
に
物
語
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
役
割
に
つ
い
て
―

田　

原　
　

い
ず
み

は
じ
め
に

　

本
論
で
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
テ
ク
ス
ト
で
比
較
的
頻
繁
に
見
受
け
ら
れ
るtiret long 

（
ま
た
はtiret cadratin

と
も
呼
ば
れ
る
。
以
下

tiret

と
記
す
）
の
機
能
、
そ
し
て
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
れ
が
依
存
す
る
発
話
や
語
、
さ
ら
にtiret

が
導
く

挿
入
句
が
テ
ク
ス
ト
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
ち
何
を
伝
達
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
中
で
も
特
に
物
語
の
テ
ク
ス
ト

に
お
い
てtiret

が
導
入
す
る
挿
入
句
の
役
割
に
注
目
し
、
一
見
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
丸
括
弧
付
き
の
挿
入
句
と
の
共
通
点
、

そ
し
て
相
違
点
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
に
物
語
に
お
け
る
「
声
」
の
表
れ
と
い
う
点
で
の
こ
の
二
つ
の
記
号
の
相
違
点
を
明

ら
か
に
し
、tiret

の
機
能
を
さ
ら
に
明
確
に
し
た
い
。
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挿
入
句
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っ
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一
．tiret

を
伴
う
挿
入
句
の
特
性

　

一
．
で
は
、tiret

を
伴
な
っ
て
ど
の
よ
う
な
要
素
が
発
話
、
ま
た
は
テ
ク
ス
ト
の
中
に
挿
入
さ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
挿
入
句
が

前
に
置
か
れ
た
要
素
や
埋
め
込
ま
れ
た
発
話
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
、
本
論
の
主
な
分
析
対
象

で
あ
る
物
語
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
例
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
察
し
て
ゆ
く
。

　

ま
ず
始
め
に
、
発
話
の
内
部
にtiret

で
導
か
れ
た
名
詞
句
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。（
1
） 

の
例
で
は
、
発

話
の
中
にtiret

に
よ
っ
て
名
詞
句
、
そ
し
てvirgule

を
挟
ん
で
そ
の
名
詞
句
を
修
飾
す
る
形
容
詞
的
に
用
い
ら
れ
た
過
去
分
詞
が
挿

入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
例
で
は
、
挿
入
句
が
置
か
れ
て
い
る
発
話
の
最
後
の
名
詞 son pain

を
よ
り
詳
細
に
説
明
す
る
た
め
に
、
そ
れ

と
同
格
のun pain 

か
ら
始
ま
る
挿
入
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、（
2
）
で
は
、tiret 

で
挿
入
さ
れ
た
挿
入
句
の
中
に
四
人
の
音

楽
家
の
名
前
が
並
列
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
直
前
に
置
か
れ
た
名
詞la m

usique

、
つ
ま
り
画
家
の
ド
ガ
が
好
ん
だ
音
楽
の
詳
細
と
し

て
ド
ガ
が
特
に
好
ん
だ
作
曲
家
の
名
前
を
提
示
す
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

（
1
） Économ

e, elle m
angeait avec lenteur, et recueillait du doigt sur la table les m

iettes de son pain, 
—

 un 

pain de douze livres, cuit exprès pour elle, et qui durait vingt jours.

 
（Flaubert, G., « un cœ

ur sim
ple », in T

rois contes

）
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（
2
） En outre, D

egas a une passion pour la m
usique —

 M
ozart, Gluck, M

assenet, Gounod —
 c’est sa prem

ière 

et principale raison de fréquenter l’O
péra （

…
）. 

（Laurence, C., La petite danseuse de quatorze ans

）  

　　

名
詞
句
と
同
じ
よ
う
に
頻
繁
に
見
受
け
ら
れ
る
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、 （
3
）、（
4
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
副
詞
句
がtiret

を
用
い
た

挿
入
句
と
し
て
発
話
内
に
現
れ
る
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。（
3
）
の
挿
入
句
はdepuis

とjusqu’à

か
ら
始
ま
る
二
つ
の
前
置
詞

句
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
共
通
し
て
含
ま
れ
る
時
刻
の
表
現
に
補
足
情
報
を
付
加
す
る
た
め
に
読
点
を
挟
ん
で
無
冠
詞
の
名
詞heure

が
置
か
れ
、
先
の
時
刻
の
意
味
す
る
も
の
を
説
明
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
ま
た
、（
4
）
でtiret

に
囲
ま
れ
て
発
話
の
従
属
節
の
中

に
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
はsi

で
始
ま
る
副
詞
節
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、
挿
入
さ
れ
て
い
る
位
置
や
挿
入
句
の
性
質
は
異
な
る
が
、

（
3
）
の
挿
入
さ
れ
た
前
置
詞
句
と
同
様
、
発
話
で
用
い
ら
れ
た
述
語
動
詞
ま
た
は
関
係
詞
節
内
の
動
詞
が
表
す
状
態
や
行
為
に
補
足
的

な
情
報
を
補
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

（
3
） Il com

prenait 

― depuis huit heures du m
atin, heure réglem

entaire à laquelle se levait Phileas Fogg, 

jusqu’à onze heures et dem
ie, heure à laquelle il quittait sa m

aison pour aller déjeuner au Reform
-Club 

― 

tous les détails du service, le thé et les rôties de huit heures vingt-trois, l’eau pour la barbe de neuf heures 

trente-sept, la coiffure de dix heures m
oins vingt, etc.  

（V
erne, J., Le tour du m

onde en quatre-vingt jours

） 

（
4
）  Ceux qui avaient l’honneur de le connaître un peu plus que les autres attestaient que —

 si ce n’est sur ce 
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chem
in direct qu’il parcourait chaque jour pour venir de sa m

aison au club 
—

 personne ne pouvait pré-

tendre l’avoir jam
ais vu ailleurs. 

（V
erne, J., Le tour du m

onde en quatre-vingt jours

）

　

さ
ら
に
、（
5
）
が
示
す
よ
う
に
、
関
係
詞
句
が
挿
入
句
と
し
てtiret

に
導
か
れ
て
現
れ
る
例
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
5
）  Pour cent francs par an, elle faisait la cuisine et le m

énage, cousait, lavait, repassait, savait brider un che-

val, engraisser les volailles, battre le beurre, et resta fidèle à sa m
aîtresse, —

 qui cependant n’était pas une 

personne agréable.   

（Flaubert, G., « un cœ
ur sim

ple », in T
rois contes

）

　

こ
の
例
で
は
、
発
話
の
末
尾
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
関
係
詞
節
は
、
読
点
を
挟
ん
でtiret 

の
直
前
に
置
か
れ
た
名
詞
句sa m

aîtresse

を
修
飾
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
、
挿
入
句
の
役
割
は
、
直
前
の
名
詞
句
が
示
す
登
場
人
物
に
関
す
る
情
報
・
説
明
を
付
加
す
る
こ
と
で

あ
る
と
言
え
る
。（
1
）、 （
3
）、（
4
）
に
お
け
る
挿
入
句
に
つ
い
て
も
共
通
に
言
え
る
こ
と
だ
が
、（
5
）
で
挿
入
さ
れ
て
い
る
関
係
詞

節
は
、
通
常
、
直
接
ま
た
は
読
点
を
挟
ん
で
名
詞
句
に
後
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、tiret

に
導
び
か
れ
て
挿
入
さ
れ
る
必
要
は
な

い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
発
話
の
場
合
も
、tiret

を
除
い
た
と
し
て
も
、
直
前
のsa m

aîtresse

を
修
飾
す
る
関
係
詞
の
説
明
的
用
法
と

し
て
問
題
な
く
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
も
、tiret

で
導
入
さ
れ
た
挿
入
句
と
し
て
の
場
合
と
同
様
に
、
関
係
詞
節
は
こ

の
登
場
人
物
に
関
す
る
説
明
を
加
え
て
い
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
特
に
関
係
詞
節
の

よ
う
な
元
々
名
詞
句
に
情
報
を
付
加
す
る
役
割
を
持
つ
要
素
に
関
す
る
場
合
、
そ
れ
がtiret

を
用
い
て
挿
入
句
と
い
う
形
で
用
い
ら
れ
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る
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
二
－
一
．
でtiret

自
体
が
何
を
伝
達
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

考
察
す
る
際
に
よ
り
詳
し
く
論
じ
て
い
く
が
、
こ
こ
で
はtiret

を
伴
う
挿
入
句
に
は
単
に
そ
れ
が
含
む
内
容
を
発
話
全
体
、
ま
た
は
発

話
の
中
の
あ
る
要
素
に
付
加
す
る
以
上
の
機
能
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
ま
で
に
、
挿
入
句
と
し
て
何
ら
か
の
節
ま
た
は
句
が
発
話
の
異
な
る
位
置
に
挟
ま
れ
て
い
る
例
を
見
て
き
た
が
、
最
後
に
あ
る
発

話
の
中
に
別
の
完
全
な
文
の
形
式
を
持
つ
発
話
がtiret

を
伴
っ
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
を
挙
げ
る
。tiret

に
よ
っ
て
あ
る
発
話
内

に
挿
入
さ
れ
る
発
話
に
は
、
挿
入
さ
れ
た
発
話
が
小
文
字
ま
た
は
大
文
字
で
始
ま
っ
て
い
る
か
、
ま
た
は
な
ん
ら
か
の
接
続
表
現
を
伴
っ

て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
、
異
な
る
タ
イ
プ
の
発
話
の
形
式
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
次
の
（
6
）
は
、
小
文
字
で
始
ま

る
発
話
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
場
合
の
例
で
あ
る
。

（
6
） U

n jour —
 elle avait alors onze ans —

 com
m

e elle passait par ce pays, elle rencontra derrière le cim
etière 

le petit Chouquet qui pleurait parce qu’un cam
arade lui avait volé deux liards.

 
（M

aupassant, G. de, « La Rem
pailleuse », in Contes de la Bécasse

）

　

こ
の
例
で
は
、
挿
入
さ
れ
て
い
る
発
話
（elle avait alors onze ans

）
は
“
あ
る
日
”
と
い
う
曖
昧
性
を
持
つ
意
味
で
用
い
ら
れ
て

い
るU

n jour

と
い
う
表
現
の
直
後
に
置
か
れ
、
時
間
的
な
曖
昧
性
を
あ
る
程
度
取
り
消
し
、
年
月
日
や
時
刻
ま
で
は
詳
細
で
な
い
も
の

の
、elle

で
示
さ
れ
た
登
場
人
物
が
何
歳
だ
っ
た
時
か
と
い
う
時
間
的
な
情
報
を
補
足
的
に
付
加
し
て
い
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
ま
た
、

小
文
字
で
始
ま
る
発
話
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
次
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
文
頭
に
接
続
詞
を
伴
う
例
を
頻
繁
に
見
出
す
こ
と
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が
で
き
る
。
最
も
頻
繁
に
見
受
け
ら
れ
る
の
は
、（
7
）
が
示
す
よ
う
に
、
接
続
詞et

を
文
頭
に
持
つ
発
話
が
挿
入
さ
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ

る
。（

7
）　La pendule, au m

ilieu, représentait un tem
ple de V

esta ; —
 et tout l’appartem

ent sentait un peu le m
oisi, 

car le plancher était plus bas que le jardin. 

（Flaubert, G., « U
n cœ

ur sim
ple », in T

rois Contes

）

　

こ
の
例
に
現
れ
る
挿
入
句
は
、
登
場
人
物
で
あ
るM

adam
e A

ubain

の
家
の
比
較
的
細
部
と
言
え
る
い
く
つ
か
の
部
分
の
描
写
の
後

に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
細
部
の
描
写
の
後
の
い
わ
ば
ま
と
め
と
し
て
家
全
体
に
関
す
る
特
徴
が
説
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の

挿
入
さ
れ
た
発
話
が
、
小
文
字
で
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
特
にet

で
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
挿
入
句
の
部
分
は
、

そ
れ
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
発
話
に
あ
る
程
度
依
存
し
て
お
り
、
こ
の
二
つ
の
発
話
の
間
の
関
係
性
は
強
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

挿
入
句
の
直
前
に
置
か
れ
た
発
話
を
見
る
と
、
文
末
にpoint-virgule 

（;

）
が
置
か
れ
て
い
る
。point-virgule

は
、
独
立
し
た
文
の
間

に
置
か
れ
、
そ
の
二
つ
の
文
を
何
ら
か
の
論
理
的
な
関
係
で
結
び
付
け
る
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
見
て
も
こ
れ
ら

二
つ
の
発
話
は
相
互
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
ま
た
挿
入
さ
れ
た
発
話
は
直
前
に
置
か
れ
た
発
話
か
ら
意
味
的
に
完
全
に
自
立
し
て
い
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
挿
入
さ
れ
た
発
話
の
非
自
立
性
と
は
、
文
法
的
な
も
の
の
こ
と
で
は
な
い
こ

と
も
付
け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
は
発
話
者
（
こ
こ
で
は
書
き
手
）
が
物
語
を
作
り
上
げ
て
ゆ
く
た
め
の

論
証
の
中
で
の
発
話
の
間
に
あ
る
関
係
性
に
基
づ
く
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、point-virgule

とtiret

が
共
起
で
き
る
と
い

う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
役
割
が
重
複
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
が
違
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
示
し
て
い
る
と
考
え
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ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、tiret

の
役
割
を
検
討
す
る
二
．
で
よ
り
詳
し
く
取
り
上
げ
る
が
、
こ
の
例
で
はpoint-virgule

が
示

す
曖
昧
な
関
係
性
（
前
後
の
二
つ
の
発
話
の
間
の
何
ら
か
の
関
係
）
を
よ
り
明
ら
か
な
関
係
性
（
上
で
解
釈
し
た
よ
う
に
先
行
す
る
コ
ン

テ
ク
ス
ト
で
表
さ
れ
た
も
の
の
“
ま
と
め
”
を
提
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
）
で
捉
え
直
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
ま
で
で
見
た
（
1
）
か
ら
（
7
）
ま
で
の
例
に
お
け
るtiret

に
導
か
れ
た
挿
入
句
は
、
発
話
ま
た
は
句
、
節
な
ど
性
質
の
異
な

る
要
素
を
挿
入
し
て
い
る
も
の
の
、
全
て
小
文
字
で
始
ま
っ
て
お
り
、
発
話
の
内
部
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
は
、
別

の
発
話
の
後
、
つ
ま
り
完
全
に
外
部
に
置
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
、（
7
）
の
よ
う
に
、tiret

に
導
か
れ
た
発
話
が
小
文
字
で
始
ま
る
接

続
詞et

で
直
前
の
発
話
と
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
直
前
に
置
か
れ
た
発
話
の
最
後
に
はpoint final

で
は
な
くpoint-vir-

gule

と
い
う
二
つ
の
発
話
を
何
ら
か
の
関
係
で
結
び
つ
け
る
句
読
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、tiret

で
導
か
れ
た
発
話
が
そ
の

直
前
の
発
話
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、tiret

の
持
つ
機
能
と
し
て
、D

oppagne 

（1978 : 

25

） 

は“

（...

） le tiret affi
rm

e souvent une valeur de raccord ou de rappel. ”

と
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ

る
と
、tiret

が
導
入
す
る
挿
入
句
は
、
そ
れ
が
文
を
挿
入
し
て
い
る
に
し
て
も
、
文
よ
り
も
小
さ
な
単
位
を
導
入
し
て
い
る
に
し
て
も
、

コ
ン
テ
ク
ス
ト
内
の
あ
る
発
話
に
依
存
し
、
そ
の
一
部
を
な
す
と
言
え
る
だ
ろ
う
。François （2011

）
は
、“

（...

） le tiret fonctionne 

com
m

e un signe de phrase.”

ま
た“tiret im

pose l’intégration syntaxique de celle-ci dans la phrase”

と
述
べ
、“signe 

d’énonciation”

で
あ
る
と
す
る
丸
括
弧
（parenthèses

）
と
対
立
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
本
論
で
こ
こ
ま
で
に
挙
げ
た
例
に
も
当

て
は
ま
り
、tiret

は
や
は
り
そ
れ
自
体
が
独
立
し
た
要
素
と
し
て
成
立
し
て
い
る
句
や
文
を
導
入
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
発
話

へ
の
依
存
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。François 

（2011

）
はtiret
が
用
い
ら
れ
て
い
る
挿
入
句
の
興
味
深
い
例
を
多
数
挙
げ
て

い
る
が
、
そ
れ
ら
の
例
に
お
い
て
は
、
上
で
挙
げ
た
（
2
）
と
同
様
に
固
有
名
詞
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
一
例
を
除
い
て
、
上
の
（
1
）
そ
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挿
入
句
を
め
ぐ
っ
て

し
て
（
3
）
か
ら
（
7
）
と
同
様
に
全
て
小
文
字
か
ら
始
ま
る
名
詞
、
発
話
、
関
係
詞
・
副
詞
・
前
置
詞
節
、
ジ
ェ
ロ
ン
デ
ィ
フ
が
挿
入

さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
本
論
の
た
め
に
調
査
し
た
例
に
お
い
て
も
、
大
多
数
は
小
文
字
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
点
で
非
自
立
性
を
示
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
がtiret

に
よ
っ
て
発
話
が
挿
入
さ
れ
る
場
合
に
必
ず
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
か
と
い
う
と

そ
う
で
は
な
く
、
稀
で
は
あ
る
が
（
8
）
の
よ
う
に
挿
入
さ
れ
た
発
話
が
大
文
字
で
始
ま
る
ケ
ー
ス
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
8
） Les adieux furent de ce côté plus long et plus tendres qu’ils ne l’avaient été de l’autre, non pas que M

. 

D
’A

rtagnan n’aim
ât son fils, qui était sa seule progéniture, m

ais M
. d’A

rtagnan était un hom
m

e, et il eût re-

gardé com
m

e indigne d’un hom
m

e de se laisser aller à son ém
otion, tandis que M

m
e d’A

rtagnan était 

fem
m

e et, de plus, était m
ère. —

 Elle pleura abondam
m

ent, et, disons-le à la louange de M
. d’A

rtagnan fils, 

quelques efforts qu’il tentât pour rester ferm
e com

m
e le devait être un futur m

ousquetaire, la nature l’em
-

porta et il versa force larm
es, dont il parvint à grand-peine à cacher la m

oitié.         

 

（D
um

as, A
., Les trois m

ousquetaires

）

　

こ
の
例
で
は
、tiret

を
伴
っ
た
発
話
は
、
直
前
に
置
か
れ
た
発
話
（M

m
e d’A

rtagnan était fem
m

e et, de plus, était m
ère.

）

が
表
す
事
柄
（
ダ
ル
タ
ニ
ャ
ン
夫
人
が
女
性
で
あ
り
母
で
あ
る
こ
と
）
に
起
因
す
る
ダ
ル
タ
ニ
ャ
ン
夫
人
の
振
る
舞
い
（
息
子
と
の
別
れ

に
際
し
て
大
い
に
涙
し
た
こ
と
）、
そ
し
て
、
主
人
公
で
あ
る
ダ
ル
タ
ニ
ャ
ン
が
母
親
の
涙
を
見
て
自
身
も
涙
を
流
し
た
こ
と
が
描
か
れ

て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、tiret 

の
前
後
の
二
つ
の
発
話
に
は
意
味
上
強
い
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
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っ
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tiret

で
導
か
れ
た
発
話
が
大
文
字
で
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
予
想
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、tiret

の
直
前
に
置
か
れ
て
い
る
の
は

発
話
の
終
点
で
あ
るpoint final

で
あ
り
、
つ
ま
り
、（
1
）
そ
し
て
（
3
）
か
ら
（
7
）
で
挙
げ
た
挿
入
句
の
例
と
異
な
り
、tiret

は

あ
る
発
話
の
内
部
に
別
の
発
話
ま
た
は
句
、
節
な
ど
を
挿
入
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
独
立
し
た
発
話
の
後
に
別
の
独
立
し
た
発
話
を
導

入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
は
あ
る
発
話
の
内
部
に
別
の
要
素
を
導
入
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
挿
入
句
で
あ
る

と
は
言
え
な
い
が
、
多
く
の
場
合
あ
る
発
話
の
中
に
何
ら
か
の
要
素
を
挿
入
す
る
と
い
う
機
能
を
持
つtiret

が
、
通
常
何
も
介
入
せ
ず

に
並
べ
ら
れ
る
は
ず
の
独
立
し
た
発
話
の
間
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
次
の
（
9
）
も
同
様
の
例
で

あ
る
が
、 

こ
れ
ま
で
の
例
に
は
な
い
点
を
含
ん
で
い
る
興
味
深
い
例
で
あ
る
。

（
9
） Bientôt elles aperçurent la m

arnière et l’atteignirent ; M
m

e Lefèvre se pencha pour écouter si aucune 

bête ne gém
issait. —

 N
on —

 il n’y en avait pas ; Pierrot serait seul.

 

（M
aupassant, G. de, « Pierrot », in Contes de la bécasse

）

　

こ
の
例
で
は
、
ま
ず“N

on”

と
い
う
拒
絶
や
不
一
致
を
表
す
間
投
詞
がtiret

に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、（
9
）
も
含
め
た

こ
れ
ま
で
の
例
は
全
て
物
語
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
例
で
あ
っ
た
が
、（
9
）
以
外
はtiret

を
伴
う
挿
入
句
は
す
べ
て
語
り
の
文
（
語
り
手

に
属
す
る
発
話
）
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、（
9
）
で
はtiret

に
挟
ま
れ
て
い
るN

on

は
そ
の
後
に
続
く
二
つ
の
発

話
と
共
に
登
場
人
物M

m
e Lefèvre

の
中
に
こ
の
場
面
で
生
ま
れ
た
思
考
を
表
す
自
由
間
接
話
法
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
そ
し
て
こ

の
挿
入
さ
れ
たN

on

は
大
文
字
で
始
ま
り
、
そ
れ
を
挿
入
す
るtiret

の
直
前
に
は
前
に
置
か
れ
た
発
話
が
閉
じ
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
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point final

が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、 “ —

 N
on —

”

以
下
の
部
分
は
次
のpoint final

ま
で
一
連
の
独
立
し
た
自
由
間
接
話
法
に
置

か
れ
た
発
話
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
自
由
間
接
話
法
が
現
れ
る
際
、
普
段
はtiret

で
導
入
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、

こ
の
例
で
もtiret

を
削
除
し
て
も
発
話
の
解
釈
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
挿
入
句
に
続
く
発
話
（il n’y 

en avait pas ; Pierrot serait seul.

）
を
含
む
自
由
間
接
話
法
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
部
分
全
体
で
は
な
く
、
間
投
詞
の“N

on”

だ
け

がtiret

に
挟
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
例
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
上
の
（
1
）
か
ら
（
8
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、tiret

を
伴

う
挿
入
句
が
、
そ
れ
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
発
話
ま
た
は
直
前
の
発
話
で
表
さ
れ
て
い
る
事
柄
に
よ
り
詳
細
な
情
報
や
補
足
的
な
情
報
を

付
加
し
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
点
は
次
の
二
．
で
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
い
く
。
ま
た
、（
8
）
と
（
9
）

で
の
直
前
の
発
話
と
の
間
に
統
語
的
に
依
存
し
て
い
な
いtiret

を
伴
っ
て
挿
入
さ
れ
た
発
話
を
見
る
と
、tiret 

が
導
く
挿
入
句
は
必
ず

し
も
別
の
発
話
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
必
要
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
点
も
続
く
二
．
で
、tiret

の
役
割
に
つ
い
て
検
討

す
る
際
に
さ
ら
に
考
察
す
る
。

　

一
．
で
は
、
特
に
物
語
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
てtiret

に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
要
素
が
挿
入
さ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
挿
入
句
の
直

前
に
置
か
れ
た
句
や
発
話
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
例
を
挙
げ
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、tiret

に
導
か
れ
て
挿
入
さ
れ
る

要
素
に
は
、
名
詞
句
、
前
置
詞
・
副
詞
節
、
文
、
そ
し
て
間
投
詞
が
見
ら
れ
、
あ
る
種
類
の
品
詞
や
節
な
ど
に
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
挿
入
句
の
中
に
は
、
発
話
の
内
部
に
挿
入
さ
れ
た
挿
入
句
が
、
発
話
内
の
あ

る
要
素
に
、
ま
た
は
発
話
全
体
に
追
加
情
報
や
詳
細
、
説
明
を
付
加
し
て
い
る
例
が
多
く
、
そ
の
場
合
、
挿
入
句
は
統
語
的
に
も
意
味
の

上
で
も
挿
入
句
が
挿
入
さ
れ
た
発
話
に
依
存
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
文
が
挿
入
さ
れ
る
場
合
に
は
、
挿
入
さ
れ
た
文
は
多
く
が

小
文
字
で
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
文
頭
にet

が
付
く
例
が
多
い
こ
と
が
分
か
り
、
ま
た
挿
入
句
の
直
前
にpoint-virgule

が
置
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め
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っ
て

か
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
見
て
も
、
そ
こ
に
は
密
接
な
関
係
が
見
て
取
れ
、
挿
入
句
に
は
自
立
性
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
し
か
し
、
本
章
の
最
後
で
取
り
上
げ
た
（
8
）
と
（
9
）
が
示
す
よ
う
に
、
統
語
的
に
直
前
に
置
か
れ
た
発
話
に
対
し
て
自
立
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
挿
入
句
がtiret

に
よ
っ
て
導
か
れ
得
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
挿
入
句
の
非
自
立
性
は
強
い
傾
向

で
は
あ
る
が
、
必
然
的
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
特
に
（
5
）
が
示
す
よ
う
に
、tiret

を
除
い
て
も
、
そ
こ
に
句
が

あ
る
こ
と
に
問
題
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
な
、
言
い
換
え
れ
ば
、tiret

が
な
い
方
が
む
し
ろ
よ
り
普
通
に
見
か
け
る
形
で
あ
る
例
も
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、tiret
は
、
上
で
挙
げ
た
例
の
う
ち
の
多
く
で
そ
う
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
発
話
に
あ
る
情
報
を
付
加
す
る
と
い

う
機
能
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
頻
繁
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
がtiret

の
果
た
す
役
割
で
あ
る
と
言
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。
次
の
二
．
で
は
、
さ
ら
にtiret
の
機
能
、
そ
し
て
発
話
中
、
テ
ク
ス
ト
中
で
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
く
。

二
．tiret

の
伝
達
す
る
も
の

　

一
．
で
は
、tiret

を
伴
っ
て
ど
の
よ
う
な
要
素
が
発
話
内
に
導
入
さ
れ
る
の
か
と
言
う
こ
と
を
実
例
を
分
析
し
な
が
ら
観
察
し
、
引

用
し
た
例
に
現
れ
るtiret

に
導
か
れ
た
発
話
が
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
特
に
直
前
に
置
か
れ
た
名
詞
や
発
話
な
ど
に
対
し
て
何
を
示
し

て
い
る
の
か
と
い
う
点
か
ら
も
考
察
を
し
た
。
二
．
に
お
い
て
は
一
．
で
の
考
察
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
二
－
一
．
でtiret

自
体
が
ど

の
よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
お
り
、
テ
ク
ス
ト
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
、
二
－
二
．
でtiret

と
同

様
テ
ク
ス
ト
中
で
挿
入
句
を
導
く
丸
括
弧
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
てtiret 
を
伴
う
挿
入
句
の
特
性
を
よ
り
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。
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二
－
一
．tiret

の
機
能

　

一
．
で
は
、
物
語
の
語
り
の
文
に
現
れ
るtiret

の
例
を
小
説
か
ら
引
用
し
、
分
析
し
た
が
、
二
－
一
．
で
は
、tiret

の
用
い
ら
れ
方

に
つ
い
て
物
語
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
用
法
に
偏
ら
な
い
よ
り
一
般
的
な
考
察
を
す
る
た
め
に
、
ま
ず
新
聞
や
雑
誌
か
ら
の
例
を
挙
げ
、

一
．
で
の
分
析
結
果
と
合
わ
せ
て
考
慮
に
入
れ
、
そ
こ
か
らtiret

が
何
を
伝
達
し
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
考
え
た

い
。

    （
10
）  

A
 l’initiative de sept syndicats – ils ont envoyé leur préavis directem

ent au m
inistre de l’intérieur Chris-

tophe Castaner 

―, les sapeurs-pom
piers doivent débuter, m

ercredi 26 juin, une grève prévue pour durer 

jusqu’au 31 août. Place Beauvau, on se veut rassurant : « Le m
ouvem

ent n’aura pas d’im
pact sur la prise en 

charge de nos concitoyens. »   

（Le M
onde, 24.06.2019

）

　
（
10
）
に
お
い
て
、tiret

に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
発
話
は
、
直
前
と
直
後
の
句
で
表
現
さ
れ
て
い
る
「
七
つ
の
消
防
士
の
労
働
組
合
に

よ
っ
て
後
日
ス
ト
ラ
イ
キ
が
行
わ
れ
る
」
こ
と
が
す
で
に
内
務
省
に
予
告
さ
れ
て
い
る
と
い
う
情
報
を
補
足
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
一
．
で
観
察
し
た
よ
う
に
、tiret

に
よ
っ
て
導
か
れ
た
挿
入
句
の
内
容
が
直
前
の
名
詞
や
発
話
の
示
す
も
の
や
事
柄
に
関

す
る
詳
細
や
補
足
情
報
を
付
加
す
る
と
い
う
こ
と
はtiret

の
用
法
の
中
で
は
最
も
頻
繁
に
見
出
せ
る
も
の
で
あ
る
。
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（
11
）  

D
im

anche 30 juin aura lieu à San Francisco la Gay Pride 2019 

（la M
arche des Fiertés de Paris se tiendra 

la veille

）, et Google 

― un des plus gros em
ployeurs de la région 

（20.000 « googlers » dans la Silicon V
alley 

― est un de ses sponsors. Ce que contestent près d’une centaine de ses em
ployés LGBT

, qui ont adressé 

une pétition aux organisateurs de la M
arche.   

（L’O
bservateur, 26.06.2019

）

　
（
11
）
に
お
い
て
も
同
様
に
、tiret

に
挟
ま
れ
て
挿
入
さ
れ
る
名
詞
句
は
直
前
のGoogle

と
い
う
会
社
が
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
現

れ
る
際
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
こ

の
場
合
も
、
大
き
な
意
味
で
は
（
10
）
と
同
様
に
、
直
前
に
置
か
れ
た
要
素
に
挿
入
句
が
説
明
、
詳
細
と
い
う
情
報
を
加
え
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

（
12
）  

Par ailleurs, on rem
arque la présence du superbe 

― et m
alheureusem

ent peu vu en salles 

― Spiderm
an : 

N
ew

 G
eneration, dans la catégorie M

eilleur long-m
étrage d’anim

ation. D
ans ce dessin anim

é très inventif et 

m
oderne, on découvre que SpiderM

an existe sous différentes form
es dans des dim

ensions parallèles, dont 

un adolescent m
étisse new

-yorkais, qui est le personnage principal. U
ne nom

ination pleinem
ent m

éritée. 

 

（M
arie Claire, 22.01.2019

）

　
（
12
）
に
見
ら
れ
る
挿
入
句
は
、
説
明
や
詳
細
と
い
う
よ
り
、
単
に
新
た
な
情
報
を
発
話
内
に
導
入
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
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tiret

を
用
い
た
挿
入
句
を
め
ぐ
っ
て

の
場
合
は
、
こ
の
挿
入
句
が
な
く
て
も
読
者
に
と
っ
て
直
前
に
置
か
れ
た
表
現
や
発
話
の
解
釈
が
困
難
に
な
る
こ
と
は
な
い
が
、
発
話
は

当
然
こ
の
挿
入
句
が
あ
る
こ
と
で
よ
り
多
く
の
情
報
を
伝
達
し
て
お
り
、
こ
の
記
事
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
が

素
晴
ら
し
い
作
品
で
あ
る
反
面
映
画
館
で
は
残
念
な
が
ら
観
客
を
あ
ま
り
集
め
な
か
っ
た
と
い
う
情
報
を
付
加
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

発
話
が
伝
え
る
主
な
内
容
に
反
す
る
事
実
をtiret

で
挿
入
し
、
同
一
の
発
話
の
中
で
２
つ
の
相
反
す
る
情
報
の
対
比
を
明
ら
か
に
提
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
（
10
）、 （
11
）、 （
12
）
に
お
い
て
も
、
一
．
で
挙
げ
た
物
語
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
のtiret

の
例
の
多
く
と
同
様
に
、tiret

を
伴
う
挿
入
句

は
直
前
の
表
現
や
発
話
の
内
容
に
対
し
て
詳
細
、
説
明
、
補
足
情
報
を
付
け
加
え
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
し
か
し
、
一
．
で
述
べ
た
よ

う
に
、
本
論
で
はtiret

の
役
割
は
あ
る
発
話
の
伝
達
す
る
主
要
な
内
容
に
単
に
副
次
的
な
情
報
を
付
け
加
え
る
だ
け
で
は
な
い
と
考
え

る
。

 　

次
に
、
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
例
の
中
に
現
れ
るtiret

を
伴
う
挿
入
句
の
内
容
が
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て

い
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
ま
ず
、（
10
）
に
お
い
て
は
、
問
題
の
挿
入
句
を
そ
の
内
部
に
含
ん
で
い
る
発
話
の
内
容
に
挿
入
句
は

さ
ら
に
情
報
を
付
け
加
え
て
い
る
が
、
こ
の
付
加
さ
れ
た
情
報
は
「
つ
い
で
に
述
べ
て
お
く
」
よ
う
な
削
除
し
て
も
よ
い
重
要
度
の
低
い

情
報
で
は
な
く
、
ま
た
別
の
発
話
と
し
て
で
は
な
く
こ
の
場
所
に
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
必
要
な
情
報
が
一
つ
の
発
話
に
お
い
て
ま

と
ま
っ
た
形
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
印
象
を
与
え
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
．
で
挙
げ
た
物
語
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
例

の
中
で
も
、tiret 

に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
句
が
伝
え
る
情
報
が
単
な
る
副
次
的
な
も
の
で
は
な
く
、
物
語
の
中
で
重
要
な
情
報
で
あ
る

こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
例
が
あ
る
。
例
え
ば
、
一
．
で
は
、（
1
）
の
例
に
お
い
て
、tiret

が
導
入
す
る
挿
入
句
（—

 un pain 

de douze livres, cuit exprès pour elle, et qui durait vingt jours.

）
は
そ
の
直
前
に
置
か
れ
たson pain

が
指
す
も
の
を
詳
細
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tiret

を
用
い
た
挿
入
句
を
め
ぐ
っ
て

に
説
明
し
て
い
る
と
解
釈
し
た
が
、
挿
入
句
の
後
半
部
分
（et qui durait vingt jours.

）
で
も
こ
の
物
語
の
主
人
公
のFélicité

（
こ

の
例
で
はelle

で
示
さ
れ
て
い
る
）
の
倹
約
家
ぶ
り
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
か
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
挿
入
句
の
内

容
は
、
こ
の
引
用
部
分
が
現
れ
る
物
語
の
冒
頭
に
近
い
部
分
で
読
者
がFélicité

と
い
う
登
場
人
物
を
理
解
す
る
の
に
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
作
品
か
ら
の
引
用
で
あ
る
（
5
）
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
例
に
現
れ
るtiret
を
伴
う
挿
入
句
（（...

） sa m
aîtresse, —

 qui cependant n’était pas une personne agréable.

）
は
、
こ

の
物
語
の
主
人
公
で
あ
るFélicité 

が
使
用
人
と
し
て
働
く
家
のM

adam
e A

ubain 

と
言
う
女
主
人
を
示
す “sa m

aîtresse”

に
か
か

る
関
係
代
名
詞
節
で
あ
り
、
こ
の
引
用
部
分
は
物
語
の
冒
頭
、
つ
ま
り
、
読
者
が
ま
だ
各
登
場
人
物
の
性
格
な
ど
を
知
ら
な
い
状
態
の
中

で
現
れ
る
。
こ
の
挿
入
句
は
物
語
の
冒
頭
で
「
オ
ー
バ
ン
夫
人
は
感
じ
の
良
い
人
で
は
な
か
っ
た
。」
と
い
う
情
報
を
読
者
に
与
え
て
お

り
、Félicité

が
生
涯
仕
え
続
け
る
オ
ー
バ
ン
夫
人
がFélicité

の
苦
労
の
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
予
告
し
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
挿
入
句
は
こ
の
物
語
の
続
き
に
つ
い
て
読
者
が
予
想
す
る
た
め
の
重
要
な
情
報
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
言

え
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
読
者
の
好
奇
心
を
刺
激
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
挿
入
句
は
物
語
の
中
で
重
要
な
情

報
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
考
え
る
。

　

次
に
（
11
）
で
は
、Google 

と
い
う
会
社
は
知
っ
て
い
て
も
、
そ
の
会
社
が
な
ぜGay Pride

と
い
う
イ
ベ
ン
ト
の
ス
ポ
ン
サ
ー
に

な
っ
て
い
る
か
の
関
連
性
ま
で
は
知
ら
な
い
読
者
の
理
解
を
助
け
る
情
報
がtiret

に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
挿
入
句
は

読
者
が
持
ち
得
る
疑
問
に
先
行
し
て
答
え
る
と
い
う
役
割
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
後
続
の
発
話
（Ce que contestent 

près d’une centaine de ses em
ployés LGBT

, qui ont adressé une pétition aux organisateurs de la M
arche.

）
に
お
い

て
は
「
約
一
〇
〇
名
のGoogle

社
のLGBT

の
社
員
」
と
言
う
情
報
が
現
れ
る
の
で
、
先
行
す
る
文
脈
に
お
い
てtiret

を
伴
う
挿
入
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tiret

を
用
い
た
挿
入
句
を
め
ぐ
っ
て

句
が
導
入
す
る
「Google

は
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
の
最
大
の
雇
用
先
で
あ
る
」
と
言
う
情
報
は
こ
の
後
続
の
発
話
を
読
者
が
問
題
な
く
理

解
す
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
．
に
お
い
て
引
用
し
た
例
に
お
い
て
も
、 （
1
） 

、（
2
） 

、（
6
）
な
ど
で
は
、
挿
入

句
の
内
容
が
直
前
に
置
か
れ
た
表
現
の
内
容
を
よ
り
詳
細
に
説
明
し
て
お
り
、（
11
）
と
同
様
に
、
直
前
の
表
現
が
現
れ
た
時
点
で
読
者

が
持
ち
得
る
疑
問
に
先
行
し
て
答
え
て
い
る
と
言
え（

１
）、

や
は
り
読
者
の
理
解
を
円
滑
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
こ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
例
のtiret

に
導
か
れ
た
挿
入
句
は
読
者
に
と
っ
て
重
要
な
情
報
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、（
12
）
に
つ
い
て
は
、
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
挿
入
句
の
伝
達
す
る
情
報
は
、
そ
の
挿
入
句
を
含
む
発
話
自
体
が
伝
達
す

る
内
容
と
対
比
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
情
報
と
し
て
の
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
挿
入
句
と
し
て
発
話
内
に
現
れ
る
こ

と
に
意
味
を
持
つ
情
報
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

こ
こ
ま
で
で
観
察
を
し
て
き
た
例
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、tiret

を
伴
う
挿
入
句
の
内
容
が
発
話
に
何
を
付
け
加
え
て
い
る
か

と
言
う
点
で
は
、
新
情
報
、
補
足
情
報
、
詳
細
、
説
明
の
付
加
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
様
々
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
発
話
に

現
れ
る
情
報
に
さ
ら
に
詳
細
や
説
明
を
同
じ
発
話
内
で
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
話
の
伝
達
す
る
情
報
に
厚
み
を
与
え
、
さ
ら
に
読
者
の

理
解
を
効
率
的
に
促
し
た
り
、
物
語
に
と
っ
て
の
重
要
な
情
報
を
与
え
て
読
者
の
好
奇
心
を
刺
激
し
た
り
、
発
話
内
に
現
れ
る
情
報
に
対

し
て
読
者
が
持
ち
得
る
疑
問
に
先
行
し
て
答
え
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
な
る
補
足
情
報
の
付
加
だ
け
で
は
な
い
重
要
な
役
割
を
果

た
す
情
報
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
次
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、tiret

を
伴
う
挿
入
句
が
発
話
全
体
が
伝
え
る
情
報
の

主
要
な
部
分
を
担
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

      （
13
） Le député épingle le m

inistre de l’Ecologie, François de Rugy, venu en voiture alors que son m
inistère se 
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tiret

を
用
い
た
挿
入
句
を
め
ぐ
っ
て

trouve à 600 m
ètres, « huit m

inutes à pied ». Il interpelle Sibeth N
diaye – les bureaux de la porte-parole du 

gouvernem
ent se trouvent à 1100 m

ètres, « quatorze m
inutes à pied, quatre m

inutes à vélo ». « Je vais au Sé-

nat », esquive-t-elle. 

（L’O
bservateur, 26.062019

）

　

こ
の
例
でtiret
に
導
か
れ
た
挿
入
句
を
含
む
2
つ
目
の
発
話
の
主
な
部
分
は
非
常
に
シ
ン
プ
ル
な
内
容
を
伝
え
て
い
る
（Il inter-

pelle Sibeth N
diaye

）。
だ
が
、
も
し
こ
の
発
話
が
こ
れ
だ
け
で
終
わ
っ
て
い
た
ら
、
読
者
は
前
の
文
章
と
の
繋
が
り
が
よ
く
理
解
で

き
ず
、
そ
れ
に
続
く
内
容
を
求
め
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
さ
ら
に
必
要
と
な
る
詳
細
情
報
を
提
供
し
て
い
る
の
が
挿
入
句
で
あ
る
と
い
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
例
が
示
す
よ
う
に
、tiret 

を
伴
う
挿
入
句
は
テ
ク
ス
ト
の
内
容
、
読
者
の
理
解
の
た
め
に
重
要
な
情
報

を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る（

２
）。

　

二
．
で
挙
げ
た
（
10
）
か
ら
（
13
）
ま
で
の
例
、
そ
し
て
二
．
で
再
び
言
及
し
た
一
．
か
ら
の
物
語
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
例
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、tiret

を
伴
っ
て
現
れ
る
挿
入
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
に
お
い
て
そ
れ
が
表
す
情
報
が
ど
ん
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か

は
様
々
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
あ
っ
て
も
な
く
て
も
良
い
重
要
度
の
低
い
情
報
を
付
け
加
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
中
で
読
者

に
と
っ
て
有
用
で
あ
り
、
ま
た
は
物
語
、
テ
ク
ス
ト
の
筋
を
効
果
的
に
提
示
す
る
よ
う
な
情
報
を
付
加
す
る
と
い
う
機
能
、
役
割
が
あ
る

こ
と
が
分
か
っ
た
。

  

こ
こ
で
、
一
．
に
お
い
て
あ
る
発
話
に
組
み
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
独
立
し
て
い
る
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
例
と
し
て
挙
げ
た 

（
8
）
と

（
9
）
に
つ
い
て
こ
こ
で
再
び
検
討
し
、
さ
ら
にtiret

の
機
能
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
ず
、
こ
の
二
つ
の
例
のtiret

を
伴
う
挿
入
句

に
は
、
挿
入
句
が
大
文
字
で
始
ま
っ
て
お
り
、 （
8
）
で
は
挿
入
句
が
独
立
し
た
一
つ
の
発
話
、 （
9
）
で
は
独
立
し
た
発
話
で
あ
る
自
由
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tiret

を
用
い
た
挿
入
句
を
め
ぐ
っ
て

間
接
話
法
の
文
の
文
頭
に
置
か
れ
た
間
投
詞
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
．
で
す
で
に
述
べ
た
こ
と
だ

が
、
こ
れ
ら
の
例
に
お
け
る
挿
入
句
と
な
っ
て
い
る
表
現
ま
た
は
発
話
は
、
も
しtiret

を
除
い
て
も
、
問
題
な
く
成
り
立
つ
。
そ
の
こ

と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
挿
入
句
の
存
在
自
体
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
で
は
、
こ
の

よ
う
な
場
合
視
覚
的
に
も
訴
え
るtiret

の
存
在
が
挿
入
句
を
読
者
に
と
っ
て
他
の
表
現
や
発
話
よ
り
顕
著
な
も
の
と
し
て
目
立
た
せ
る

役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
る
。tiret

に
よ
っ
て
挿
入
句
の
内
容
は
読
者
に
は
よ
り
印
象
的
に
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
．
で
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、（
8
）
で
はtiret

が
挿
入
す
る
発
話
は
直
前
の
発
話
が
示
す
「
ダ
ル
タ
ニ
ャ
ン
の
母
親
が
女
性
的
で
さ
ら
に
母
性

の
あ
る
人
で
あ
る
」
と
い
う
事
に
起
因
し
て
母
親
が
ダ
ル
タ
ニ
ャ
ン
の
旅
立
ち
に
際
し
多
く
の
涙
を
流
し
た
こ
と
、
そ
し
て
ダ
ル
タ
ニ
ャ

ン
自
身
も
涙
を
隠
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
単
な
る
事
実
と
し
て
と
い
う
よ
り
、tiret

で
目
立
た
せ
、
よ
り
印
象
的
な
形
で
提

示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
読
者
は
よ
り
強
い
印
象
を
持
っ
て
そ
の
場
面
で
の
登
場
人
物
の
感
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と

言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、 （
9
）
は
自
由
間
接
話
法
に
置
か
れ
登
場
人
物
の
思
考
を
表
す
発
話
の
文
頭
の “N

on”

と
い
う

間
投
詞
の
み
がtiret

に
囲
ま
れ
て
い
る
と
い
う
特
殊
な
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
登
場
人
物
のM

m
e Lefèvre

の
思
考
の
中
で
も
発

話
が
伝
え
る
情
報
が
最
も
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
文
頭
のN

on

の
部
分
の
み
をtiret

で
囲
ん
で
、
そ
の
情
報
が
読
者
の
目
に
飛
び

込
む
よ
う
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る
と
考
え
る
。
以
上
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
の
用
い
ら
れ
方
に
よ
っ
て
は
、tiret 

は
挿
入
句
の
情
報
を
他
の
情
報
よ
り
目
立
た
せ
る
と
い
う
役
割
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
別
の
見
方
を
す

れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
場
合tiret

は
発
話
者
、
つ
ま
り
作
者
に
と
っ
て
は
す
べ
て
の
情
報
を
同
じ
ト
ー
ン
で
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
時

に
は
あ
る
情
報
を
読
者
に
と
っ
て
よ
り
印
象
に
残
る
方
法
で
提
示
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

　

二
．
で
は
、
雑
誌
や
新
聞
か
ら
引
用
し
たtiret

に
導
か
れ
た
挿
入
句
の
例
を
一
．
で
挙
げ
た
物
語
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
例
と
合
わ
せ
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tiret

を
用
い
た
挿
入
句
を
め
ぐ
っ
て

て
考
察
し
、tiret

が
物
語
や
テ
ク
ス
ト
の
内
容
に
対
し
て
単
な
る
補
足
的
、
副
次
的
情
報
を
付
加
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
読
者
が
持

ち
得
る
だ
ろ
う
疑
問
を
解
消
す
る
な
ど
読
者
の
理
解
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
テ
ク
ス
ト
の
中
で
重
要
性
を
持
つ
情
報
を
与

え
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
特
に
物
語
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
伝
達
す
る
情
報
を
他
の
情
報
よ
り
印
象
的
な
方
法
で
提
示
す
る
と
い
う
機

能
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
二
－
二
．
で
はtiret

の
特
性
を
さ
ら
に
観
察
す
る
た
め
に
、
丸
括
弧
（parenthèses

）
の
特
性

と
の
比
較
検
討
を
試
み
る
。

二
－
二
．
丸
括
弧
付
き
の
挿
入
句
と
の
比
較

　

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
挿
入
句
を
導
くtiret

と
類
似
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
丸
括
弧
（parenthèses

）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
こ
で
は
田
原
（2019

）
で
検
討
し
た
丸
括
弧
付
き
挿
入
句
の
特
性
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、tiret

を
伴
う
挿
入
句
の
特

性
を
よ
り
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

　

田
原
（2019

）
で
は
、
物
語
の
テ
ク
ス
ト
の
例
と
し
て
フ
ロ
ベ
ー
ル
のM

adam
e Bovary

を
挙
げ
、
主
に
そ
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い

る
丸
括
弧
付
き
挿
入
句
を
物
語
の
テ
ク
ス
ト
で
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
際
に
物
語
の
テ
ク
ス
ト
以
外
の
テ
ク
ス
ト
で
用
い
ら

れ
る
丸
括
弧
付
き
挿
入
句
と
比
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
物
語
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
解
釈
の
特
有
さ
を
際
立
た
せ
た
が
、
ま
ず
、
こ
こ
で
も

新
聞
や
雑
誌
と
い
う
一
般
的
な
テ
ク
ス
ト
に
現
れ
る
場
合
のtiret
を
伴
う
挿
入
句
と
丸
括
弧
付
き
挿
入
句
の
機
能
を
比
べ
る
。

 　

次
に
引
用
す
る
の
は
、
雑
誌
や
新
聞
で
用
い
ら
れ
た
丸
括
弧
付
き
挿
入
句
の
例
で
あ
る
。

（
14
） M

aurice Béjart 

（1927 -2007

） était le chorégraphe de son époque le plus connu du grand public franco-
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tiret

を
用
い
た
挿
入
句
を
め
ぐ
っ
て

phone.    

（Le M
onde, 08.04.2018, 

田
原
（2019:3

）
に
よ
る
引
用
）

（
15
） A

u m
oins quatre personnes ont été tuées et d’autres blessées sam

edi dans le centre-ville de M
ünster 

（nord-ouest de l’A
llem

agne

）, a annoncé la police allem
ande sur T

w
itter.

 

（Le T
em

ps, 07.04.2018,

田
原
（2019:3

）
に
よ
る
引
用 

）

（
16
） Ce qui n’em

pêche rien. M
ichelle D

ockery est en ce m
om

ent à l’affi
che de T

he Sense of an E
nding 

（A
 

L’H
eure des souvenirs

）, film
 de Ritesh Batra d’après Julian Barnes, avec Charlotte Ram

pling.                 

 

（Le T
em

ps, 07.04.2018, 

田
原
（2019:4

）
に
よ
る
引
用
）

　
（
14
）
で
はM

aurice Béjart

と
い
う
人
名
の
直
後
に
置
か
れ
、
丸
括
弧
に
挟
ま
れ
て
そ
の
人
物
の
生
誕
年
と
死
去
年
を
提
示
し
て
お

り
、 （
15
）
で
は
直
前
に
置
か
れ
た
地
名
を
地
理
的
に
説
明
す
る
名
詞
句
、（
16
）
で
は
直
前
に
置
か
れ
た
映
画
の
原
題
の
フ
ラ
ン
ス
語
で

の
タ
イ
ト
ル
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
丸
括
弧
が
導
入
す
る
挿
入
句
で
は
、
そ
れ
を
含
む
発
話
の
主
題
に
と
っ
て
最
重
要
な
情
報

で
は
な
い
が
、
読
者
の
理
解
を
促
し
た
り
、
読
者
が
抱
く
可
能
性
が
あ
る
疑
問
に
答
え
た
り
す
る
内
容
が
伝
達
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か

ら
、
田
原
（2019:4

）
で
は
、（
14
）
か
ら
（
16
）
を
含
む
物
語
に
属
さ
な
い
テ
ク
ス
ト
に
用
い
ら
れ
る
丸
括
弧
付
き
挿
入
句
の
機
能
に

つ
い
て
は
「
名
詞
句
に
依
存
し
て
丸
括
弧
付
き
の
表
現
が
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
中
に
取
り
込
ま
れ
た
情
報
は
発
話
が
伝
え
る
情

報
の
重
要
度
で
言
え
ば
、
他
の
情
報
よ
り
低
く
、
核
心
的
な
情
報
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
う
え
で
読
者
の
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tiret

を
用
い
た
挿
入
句
を
め
ぐ
っ
て

理
解
を
助
け
た
り
、
深
め
た
り
す
る
と
い
う
有
用
性
を
持
つ
こ
と
も
丸
括
弧
に
入
っ
て
い
る
こ
と
で
示
さ
れ
て
い
る
。」
と
述
べ
た
。

　

こ
こ
で
、
二
－
一
．
で
挙
げ
た
（
10
）、 （
11
）、 （
12
）
のtiret

を
伴
う
挿
入
句
の
新
聞
、
雑
誌
か
ら
の
例
と
上
記
の
丸
括
弧
付
き
挿

入
句
の
例
を
、
発
話
や
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
付
加
し
て
い
る
情
報
の
性
質
に
関
し
て
比
較
し
た
い
。
ま
ず
、
こ
の
二
つ
の
記
号
が
導
く
挿

入
句
の
共
通
点
と
し
て
は
、
読
者
が
発
話
の
中
の
要
素
や
発
話
全
体
、
ま
た
テ
ク
ス
ト
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
の
を
促
す
、
ま
た
は
読
者

が
抱
く
可
能
性
の
あ
る
疑
問
に
先
行
し
て
答
え
る
よ
う
な
情
報
を
追
加
す
る
と
い
う
点
で
有
用
な
情
報
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
を
挙
げ

る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
タ
イ
プ
の
挿
入
句
に
発
話
者
（
書
き
手
）
の
発
話
や
テ
ク
ス
ト
が
読
者
に
と
っ
て
生
む
効
果

を
よ
り
高
め
る
と
い
う
意
図
を
読
み
取
れ
る
と
考
え
る
。François 

（2011:12

）
は tiret

と
丸
括
弧
を
伴
う
発
話
の
例
を
分
析
し
、

tiret

に
つ
い
て
「（...

） le tiret ne sem
ble pas avoir d’usages propres. D

ans tous les cas où le tiret est possible, la pa-

renthèse l’est aussi. 

」
と
述
べ
て
い
る（

３
）。

し
か
し
な
が
ら
、
本
論
で
は
、
一
．
で
述
べ
た
よ
う
に
、tiret

が
導
く
挿
入
句
の
与
え
る

情
報
は
、
丸
括
弧
が
も
た
ら
す
情
報
よ
り
も
物
語
の
理
解
ま
た
物
語
の
提
示
方
法
に
と
っ
て
有
用
で
あ
り
効
果
的
で
あ
る
場
合
が
あ
る
と

考
え
る
。tiret

が
も
た
ら
す
情
報
は
削
除
す
る
と
情
報
不
足
の
た
め
読
書
の
理
解
が
困
難
な
ま
た
は
よ
り
浅
い
も
の
に
な
る
可
能
性
が

あ
る
重
要
度
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
．
でtiret
を
伴
う
挿
入
句
は
小
文
字
で
始
ま
る
も
の
や
、
接
続
詞 et

で
始
ま
る
も
の
が

多
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
発
話
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
、
依
存
度
が
高
い
と
言
え
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、tiret

が
導
く
挿
入
句
は
そ
れ
を
含
ん
で
い
る
発
話
と
連
続
性
を
持
ち
、
強
く
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
る
。
そ

れ
に
反
し
て
、
丸
括
弧
に
挟
ま
れ
た
挿
入
句
は
、
語
り
手
が
発
話
を
一
旦
止
め
て
、
コ
メ
ン
ト
や
説
明
を
挿
入
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を

生
む
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
丸
括
弧
の
場
合
は
発
話
と
挿
入
句
の
間
に
一
時
的
な
断
然
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
ち
ら
の
場
合
もtiret

や
丸
括
弧
を
用
い
て
句
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
は
書
き
手
の
意
図
に
基
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tiret

を
用
い
た
挿
入
句
を
め
ぐ
っ
て

づ
い
て
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
直
前
に
置
か
れ
た
表
現
や
発
話
と
挿
入
句
の
関
係
性
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
三
．
に
お
い
て

は
、
物
語
の
テ
ク
ス
ト
中
で
用
い
ら
れ
るtiret

を
伴
う
挿
入
句
と
丸
括
弧
付
き
挿
入
句
を
語
り
の
声
、
つ
ま
り
物
語
を
構
成
す
る
発
話

が
誰
の
主
観
か
ら
表
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
か
ら
比
較
し
、
こ
こ
で
の
結
論
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
い
。

三
．tiret
を
伴
う
挿
入
句
と
物
語
に
お
け
る
語
り
の
声
―
丸
括
弧
付
き
挿
入
句
と
の
比
較
―

　

物
語
の
テ
ク
ス
ト
を
構
成
す
る
発
話
に
反
映
さ
れ
て
い
る
声
、
つ
ま
り
ど
の
意
識
主
体
の
主
観
か
ら
表
現
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
か

ら
考
え
る
と
、
物
語
を
創
造
す
る
作
者
、
物
語
の
語
り
を
作
者
か
ら
委
ね
ら
れ
た
語
り
手
、
そ
し
て
物
語
世
界
の
内
部
の
存
在
で
あ
る
登

場
人
物
を
主
に
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
般
的
な
小
説
な
ど
の
物
語
の
テ
ク
ス
ト
の
場
合
、
作
者
は
物
語
中
に
姿
を
表
す
こ
と
は
な

い
が
、
物
語
全
体
が
そ
の
意
図
を
基
盤
に
創
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
語
り
手
も
一
般
的
に
は
物
語
世
界
の
外
に
視
点
を
置
く
こ
と
が
多

く
、
そ
の
主
な
役
割
は
物
語
世
界
で
起
こ
る
出
来
事
や
状
況
を
客
観
的
に
語
る
こ
と
で
あ
る
。
物
語
を
構
成
す
る
発
話
の
中
で
語
り
手
に

属
す
る
の
は
語
り
の
文
（
地
の
文
）
で
あ
る
。
ま
た
、
物
語
世
界
の
内
部
に
存
在
す
る
の
が
登
場
人
物
で
あ
り
、
直
接
・
間
接
話
法
の
被

伝
達
節
や
自
由
間
接
話
法
の
発
話
に
お
い
て
そ
の
主
観
が
語
り
手
を
通
さ
ず
表
現
さ
れ
得
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
物
語
の
テ
ク
ス
ト
に
お

い
て
、tiret

が
導
く
挿
入
句
を
な
す
表
現
や
発
話
が
ど
の
意
識
主
体
の
主
観
を
反
映
し
て
い
る
か
を
、
挿
入
句
を
含
む
発
話
の
基
盤
に

な
る
主
観
も
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
考
察
し
た
い
。
さ
ら
に
、
後
半
で
は
物
語
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
もtiret

が
導
く
挿
入
句
と
類
似
し

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
丸
括
弧
付
き
の
挿
入
句
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

　

一
．
に
挙
げ
た
（
1
）
か
ら
（
9
）
ま
で
の
例
の
う
ち
、（
9
）
以
外
は
全
て
物
語
の
語
り
の
文
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
挿
入
句
の
例



85

tiret

を
用
い
た
挿
入
句
を
め
ぐ
っ
て

で
あ
り
、
挿
入
句
で
あ
る
発
話
は
全
て
そ
れ
を
含
む
発
話
と
同
様
に
語
り
の
文
の
一
部
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
発
話
と
そ
の
内
部
に
埋
め
込
ま
れ
た
挿
入
句
の
間
に
語
り
の
声
に
関
す
る
断
絶
は
見
ら
れ
な
い
。（
9
）
は
、
一
．
で
も
述
べ
た
通

り
、
非
常
に
興
味
深
い
例
で
あ
る
。
こ
の
例
で
は
、tiret

に
挟
ま
れ
て
い
る
の
は
登
場
人
物
に
属
す
る
自
由
間
接
話
法
全
体
で
は
な
く
、

文
頭
に
置
か
れ
た
間
投
詞“N

on”

の
み
で
あ
る
。
そ
の
直
前
の
発
話
（M

m
e Lefèvre se pencha pour écouter si aucune bête 

ne gém
issait.

）
は
語
り
手
に
属
す
る
語
り
の
文
で
あ
る
が
、
こ
の
直
前
の
発
話
と
一
つ
目
のtiret

の
間
に
は
句
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

あ
る
種
の
断
絶
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
挿
入
句
が
密
接
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
直
後
に
続
く
小
文
字
で
始
ま
る“ il n’y en 

avait pas ; Pierrot serait seul.”

の
部
分
で
あ
り
、
挿
入
句
で
あ
る“N

on”

と
こ
の
部
分
は
連
続
す
る
一
つ
の
自
由
間
接
話
法
の
発
話

で
あ
る
。
語
り
の
声
と
い
う
点
で
は
、
こ
の
例
に
お
い
て
も
、tiret

が
導
入
す
る
挿
入
句
と
そ
れ
を
含
む
発
話
の
間
に
は
断
絶
を
感
じ

る
こ
と
が
な
く
、
同
じ
登
場
人
物
の
主
観
が
基
盤
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
一
．
で
引
用
し
た
例
は
、（
9
）
以
外
は
語
り
の
文
に
結

び
付
き
、
さ
ら
に
そ
れ
自
体
も
語
り
の
文
に
属
す
る
と
解
釈
さ
れ
るtiret

を
伴
う
挿
入
句
で
あ
る
が
、
次
の
（
17
）、（
18
）
が
示
す
よ

う
に
、
物
語
の
テ
ク
ス
ト
で
は
こ
の
種
の
挿
入
句
が
話
法
、
そ
の
中
で
も
特
に
直
接
話
法
の
発
話
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
珍
し
い
こ

と
で
は
な
い
。

（
17
） « M
on fils, avait dit le gentilhom

m
e gascon —

 dans ce pur patois de Béarn dont H
enri IV

 n’avait jam
ais 

pu parvenir à se défaire —
, m

on fils, ce cheval est né dans la m
aison de votre père, il y a tantôt treize ans, 

et y est resté depuis ce tem
ps-là, ce qui doit vous porter à l’aim

er. N
e le vendez jam

ais, laissez-le m
ourir 

tranquillem
ent et honorablem

ent de vieillesse, et si vous faites cam
pagne avec lui, m

énagez-le com
m

e vous 
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を
用
い
た
挿
入
句
を
め
ぐ
っ
て

m
énageriez un vieux serviteur. À

 la cour, continua M
. d’A

rtagnan père, si toutefois vous avez l’honneur d’y 

aller, honneur auquel, du reste, votre vieille noblesse vous donne des droits, soutenez dignem
ent votre nom

 

de gentilhom
m

e, qui a été porté dignem
ent par vos ancêtres depuis plus de cinq cents ans. Pour vous et 

pour les vôtres —
 par les vôtres, j’entends vos parents et vos am

is —
, ne supportez jam

ais rien que de M
. 

le cardinal et du roi. C’est par son courage, entendez-vous bien, par son courage seul, qu’un gentilhom
m

e 

fait son chem
in aujourd’hui. （...

） »    

（D
um

as, A
., Les trois m

ousquetaires

） 

（
18
） 

—
 M

ais non ! c’est bien naturel.

　
　

 
—

 N
on ! N

on ! ce n’est pas naturel —
 pour m

oi, —
 parce que je ne veux pas fauter, —

 et c’est com
m

e ça 

qu’on faute, cependant. M
ais si vous saviez ! c’est si triste, tous les jours, la m

êm
e chose, tous les jours du 

m
ois et tous les m

ois de l’année. ”   

（M
aupassant, G. de, “Le père” in Contes du jour et de la nuit

） 

　
（
17
）
に
引
用
し
た
部
分
で
は
主
人
公
ダ
ル
タ
ニ
ャ
ン
の
父
親
の
発
言
が
直
接
話
法
を
用
い
て
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
例
に
引
用
し
た

部
分
に
はtiret

に
導
か
れ
た
挿
入
句
が
二
箇
所
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
一
つ
目
の
挿
入
句
は
こ
の
直
接
話
法
の
導
入
説
（avait dit le 

gentilhom
m

e gascon

）
に
付
加
さ
れ
て
い
る
。
直
接
話
法
の
被
伝
達
部
は
こ
の
登
場
人
物
の
発
言
を
物
語
世
界
で
実
際
に
発
せ
ら
れ

た
と
み
な
さ
れ
る
ま
ま
の
形
で
引
用
し
て
い
る
の
で
当
然
登
場
人
物
に
属
す
が
、
導
入
説
は
語
り
手
に
属
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で

挿
入
さ
れ
て
い
る
前
置
詞
句
（dans ce pur patois de Béarn dont H

enri IV
 n’avait jam

ais pu parvenir à se défaire

）
も
、
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を
用
い
た
挿
入
句
を
め
ぐ
っ
て

そ
の
内
容
か
ら
、
ダ
ル
タ
ニ
ャ
ン
の
父
親
が
そ
の
発
言
を
し
て
い
る
様
子
を
よ
り
生
き
生
き
と
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
た
め
に
、
語
り
手
が

父
親
が
ベ
ア
ル
ン
方
言
を
話
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
語
り
の
文
で
あ
る
。
二
つ
目
のtiret

を
伴
う
挿
入
句
は
、
そ
の
直
前
に

“Pour vous et pour les vôtres”

と
い
う
前
置
詞
句
が
あ
り
、
そ
の
最
後
に
あ
る“les vôtres”

と
い
う
表
現
が
こ
の
文
脈
で
何
を
指

し
て
い
る
か
を
挿
入
句
（—

 par les vôtres, j’entends vos parents et vos am
is —

）
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

こ
の
挿
入
句
を
含
む
発
話
全
体
は
ダ
ル
タ
ニ
ャ
ン
の
父
親
の
台
詞
の
一
部
で
あ
り
、
挿
入
句
を
内
部
に
含
む
発
話
自
体
と
挿
入
句
の
間
に

は
そ
の
基
盤
と
な
る
意
識
主
体
に
相
違
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
一
つ
目
の
挿
入
句
が
含
ま
れ
る
発
話
全
体
は
語
り
手
に
属
し
、
二
つ
目
は

登
場
人
物
に
属
す
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、tiret

が
導
く
挿
入
句
が
そ
れ
が
結
び
つ
い
て
い
る
発
話
と
同
じ
意
識
主
体
の
主
観
を
基
に

し
て
い
る
と
い
う
共
通
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。（
18
）
で
は
二
つ
目
の
直
接
話
法
に
お
い
てtiret

を
伴
う
挿
入
句
が
連
続
し
て
二

つ
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
挿
入
句
は
そ
の
直
前
の
発
話
（N

on ! N
on ! ce n’est pas naturel

）
に
対
し
て
そ
の
発
話
者
で

あ
る
登
場
人
物
が
付
け
足
し
た
情
報
で
あ
り
、
一
つ
目
（—

 pour m
oi,

）
で
は
直
前
の
発
話
の
内
容
が
自
身
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
こ
と
、
二
つ
目
（—

 parce que je ne veux pas fauter, —

）
で
は
な
ぜ
直
前
の
発
話
内
容
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
理
由
を

述
べ
て
い
る
。
語
り
の
声
と
い
う
点
で
見
る
と
、
こ
の
例
のtiret

を
伴
う
二
つ
の
挿
入
句
も
、（
17
）
の
二
つ
目
の
挿
入
句
の
例
と
同
様

に
、
直
接
話
法
で
そ
の
発
言
が
表
さ
れ
て
い
る
登
場
人
物
が
自
身
の
発
言
の
中
で
、
一
旦
発
言
の
流
れ
を
止
め
て
、
用
い
た
表
現
の
詳
細

や
説
明
を
付
け
加
え
た
り
、
理
由
を
付
け
加
え
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
直
接
話
法
の
被
伝
達
節
で
伝
え
ら
れ
る
登
場

人
物
の
発
言
は
、
当
然
実
際
の
会
話
で
用
い
ら
れ
た
発
言
の
再
現
で
は
な
く
、
物
語
世
界
で
登
場
人
物
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
と
読
者
に

よ
っ
て
み
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
際
の
会
話
で
は
当
然
書
き
言
葉
に
お
け
る
記
号
で
あ
るtiret

は
存
在
し
な
い
の

で
、
物
語
の
テ
ク
ス
ト
の
直
接
話
法
や
自
由
間
接
話
法
の
被
伝
達
節
に
現
れ
るtiret
に
は
語
り
手
、
な
い
し
語
り
手
を
操
る
書
き
手
に
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を
用
い
た
挿
入
句
を
め
ぐ
っ
て

よ
る
操
作
が
表
れ
て
い
る
こ
と
が
読
者
に
と
っ
て
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、tiret

を
話
法
の
被
伝
達
節
で
用
い
る
こ
と
は
、

あ
た
か
も
登
場
人
物
が
ま
る
で
現
実
世
界
の
会
話
で
の
よ
う
に
自
ら
の
発
言
の
中
で
言
い
直
し
を
し
た
り
、
情
報
を
後
付
け
し
た
り
す
る

よ
う
な
印
象
を
読
者
に
与
え
、
物
語
世
界
や
登
場
人
物
を
よ
り
近
く
に
、
生
き
生
き
と
感
じ
さ
せ
る
た
め
に
書
き
手
が
用
い
る
手
段
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、（
17
）、（
18
）
と
上
で
言
及
し
た
自
由
間
接
話
法
の
発
話
で
用
い
ら
れ
るtiret

を
伴
う
挿
入
句
の
例

で
あ
る
（
9
）
が
示
す
よ
う
に
、
話
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
発
話
の
被
伝
達
節
で
の
挿
入
句
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
含
ん
で
い
る
発
話
と

同
じ
意
識
主
体
の
主
観
か
ら
表
現
さ
れ
て
お
り
、
つ
ま
り
そ
の
間
に
語
り
の
声
に
関
し
て
は
断
絶
、
交
代
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
言

え
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
一
．、
二
．
で
観
察
し
た
物
語
の
語
り
の
文
や
雑
誌
、
新
聞
と
い
う
一
般
的
な
テ
ク
ス
ト
に
現
れ
る

tiret

が
導
く
挿
入
句
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、tiret

は
語
り
の
声
の
断
絶
や
交
換
の
マ
ー
カ
ー
と
し
て
は
用
い
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
の
（
19
）
の
例
を
見
る
と
、
必
ず
し
もtiret

を
伴
う
挿
入
句
が
そ
の
前
に
置
か
れ
た
発
話
や
表
現
と
同
じ

意
識
主
体
か
ら
表
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

（
19
） Il répondit : « V

ous croyez que j’vas apporter m
es cordes, m

es m
anivelles, et m

onter tout ça, et m
’n aller 

là-bas avec m
on garçon et m

’faire m
ordre encore par votre m

audit quin, pour l’plaisir de vous le r’donner ? 

fallait pas l’jeter. »

 
 

Elle s’en alla, indignée. —
 Q

uatre francs !   
（M

aupassant, G. de, « Pierrot », in Contes de la Bécasse

）

　

こ
の
引
用
部
分
で
は
、
強
欲
な
女
主
人
が
番
犬
と
し
て
飼
い
始
め
た
犬
に
４
フ
ラ
ン
の
税
金
が
か
か
る
こ
と
を
知
っ
て
憤
慨
す
る
と
い
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を
用
い
た
挿
入
句
を
め
ぐ
っ
て

う
シ
ー
ン
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
例
の
最
後
でtiret

に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
て
い
る
挿
入
句
（—

 Q
uatre francs !

）
は
こ
の
テ
ク
ス

ト
に
お
い
てElle

で
示
さ
れ
て
い
る
主
人
公
の
思
考
が
彼
女
の
憤
り
と
共
に
表
さ
れ
て
い
る
自
由
間
接
話
法
の
発
話
で
あ
る
と
解
釈
さ

れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
直
前
に
置
か
れ
た
発
話
（Elle s’en alla, indignée.

）
は
語
り
手
が
単
純
過
去
を
用
い
て
こ
の
主
人
公
の
取
っ

た
行
動
を
語
る
語
り
の
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
挿
入
句
と
直
前
の
発
話
の
間
に
は
語
り
の
声
の
連
続
性
が
な
く
、
異
な
る
意
識
主
体
の
主

観
か
ら
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
例
と
上
で
語
り
の
声
の
点
で
連
続
性
が
見
ら
れ
る
と
し
た
例
を
比
較
す
る
と
、
こ
の
例
の
場
合
挿
入
句
と

そ
の
前
に
置
か
れ
た
発
話
の
間
に
はpoint final

が
あ
り
、
相
互
に
完
全
に
独
立
し
た
発
話
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
は
、tiret

を
伴
う
挿
入
句
が
他
の
発
話
に
統
語
的
に
依
存
し
て
い
な
い
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
語
り
の
声
の
点
で
も
独
立
し
て
お
り
、
必

ず
し
も
直
前
の
発
話
と
同
じ
意
識
主
体
の
主
観
か
ら
表
現
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の

例
と
同
様
に
、
一
．
で
引
用
し
た
（
8
）
で
もtiret

を
伴
う
挿
入
句
は
他
の
発
話
の
内
部
に
埋
め
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
大
文
字
で
始
ま

る
独
立
し
た
発
話
で
あ
る
。
こ
の
例
で
は
直
前
の
文
も
挿
入
さ
れ
た
発
話
も
語
り
の
文
で
あ
る
の
で
、 （
19
）
で
の
よ
う
に
語
り
の
声
の

変
換
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、tiret

が
導
く
挿
入
句
は
別
の
発
話
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
非
自
立
的
な
も
の
で
あ
る
こ

と
が
多
い
が
、 （
8
） 

と 

（
19
） 

が
示
す
よ
う
に
、point final

で
区
切
ら
れ
て
独
立
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
、
そ
の
場
合
は
自

立
性
が
高
い
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、（
19
） 

の
よ
う
な
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、point final

で
直
前
の
文
と
の
連
続
性
が
断
絶
さ
れ

て
い
る
場
合
、
語
り
の
声
に
つ
い
て
も
前
後
の
発
話
と
連
続
性
が
必
ず
し
も
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
特
性
と
し
て
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
に
、
三
．
に
お
い
て
観
察
し
た
語
り
の
声
に
関
す
るtiret

が
導
く
挿
入
句
の
特
徴
は
、
二
．
で
言
及
し
た
物
語
の
テ
ク
ス
ト
に
お

け
る
先
行
す
る
発
話
・
文
脈
と
の
関
係
性
に
関
す
る
相
違
点
に
加
え
て
、
一
見
挿
入
句
を
導
入
す
るtiret

と
類
似
し
た
役
割
を
持
つ
と
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を
用
い
た
挿
入
句
を
め
ぐ
っ
て

考
え
ら
え
る
丸
括
弧
と
の
違
い
を
さ
ら
に
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

田
原
（2019

）
で
は
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
のM

adam
e Bovary

で
用
い
ら
れ
て
い
る
丸
括
弧
付
き
挿
入
句
を
分
析
し
た
が
、
語
り
の
文
と

直
接
話
法
の
発
話
に
現
れ
る
丸
括
弧
に
挟
ま
れ
た
挿
入
句
の
多
く
は
、tiret

を
伴
う
挿
入
句
と
同
様
に
そ
れ
が
埋
め
込
ま
れ
た
発
話
が

反
映
す
る
の
と
同
じ
意
識
主
体
の
主
観
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
は
語
り
の
声
の
点
で
同
質
で
は
な
い
発

話
が
丸
括
弧
を
伴
っ
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

（
20
） Q

uelques-uns encore 

（m
ais ceux-là, bien sûr, devaient dîner au bas bout de la table

） portaient des 

blouses de cérém
onie, c’est-à-dire dont le col était rabattu sur les épaules, le dos froncé à petits plis et la 

taille attachée très bas par une ceinture cousue.

 

（Flaubert, G., M
adam

e Bovary, 

田
原
（2019:10

）
に
よ
る
引
用
）

　
（
20
）
で
は
、
語
り
の
文
の
内
部
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
丸
括
弧
に
囲
ま
れ
た
挿
入
句
は
、
そ
の
前
に
置
か
れ
たQ

uelques-uns

で

指
示
さ
れ
て
い
る
人
達
（
こ
こ
で
は
主
人
公
エ
ン
マ
の
結
婚
式
の
招
待
客
の
中
の
あ
る
人
達
を
指
す
）
に
つ
い
て
語
り
手
が
コ
メ
ン
ト
を

付
け
加
え
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
そ
れ
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
発
話
も
含
め
た
通
常
の
語
り
の
文

で
は
語
り
手
は
客
観
性
を
貫
き
自
ら
の
意
見
を
明
ら
か
に
表
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
の
に
反
し
、
こ
の
挿
入
句
は
明

ら
か
に
語
り
の
文
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
が
そ
の
中
に
モ
ー
ダ
ル
な
表
現bien sûr

とdevaient

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
二
つ
の
モ
ー
ダ
ル
な
表
現
に
反
映
さ
れ
て
い
る
主
観
が
語
り
手
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
田
原
（2019

）
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を
用
い
た
挿
入
句
を
め
ぐ
っ
て

で
は
、
こ
の
よ
う
な
例
に
関
し
て
、
語
り
の
文
に
お
い
て
は
通
常
稀
で
あ
る
語
り
手
自
身
の
推
測
や
確
信
な
ど
の
主
観
的
な
表
現
が
丸
括

弧
の
中
で
は
一
時
的
に
許
可
さ
れ
る
と
述
べ
た
。
次
の
（
21
）
は
直
接
話
法
の
被
伝
達
部
に
現
れ
る
丸
括
弧
付
き
挿
入
句
の
例
で
あ
る
。

（
21
） “ —

 D
u reste, disait l’apothicaire, l’exercice de la m

édecine n’est pas fort pénible en nos contrées ; （
…
）. Le 

therm
om

ètre 
（j’en ai fait les observations

） descend en hiver jusqu’à quatre degrés, et, dans la forte saison, 

touche vingt-cinq, trente centigrades tout au plus, ce qui nous donne vingt-quatre Réaum
ur au m

axim
um

, 

ou autrem
ent cinquante-quatre Fahrenheit （m

esure anglaise

）, pas d’avantage !

 

（Flaubert, G., M
adam

e Bovary, 

田
原
（2019:14

）
に
よ
る
引
用
）

　

こ
の
例
は
登
場
人
物
オ
メ
ー
の
発
言
が
直
接
話
法
で
表
さ
れ
た
長
い
台
詞
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
引
用
の
中
に
は
二
つ
の
挿
入
句
が
丸

括
弧
を
伴
っ
て
現
れ
て
い
る
。
一
つ
目
の
挿
入
句
は
そ
の
直
前
の
名
詞
句Le therm

om
ètre

に
関
す
る
オ
メ
ー
自
身
の
コ
メ
ン
ト
で
あ

り
、
こ
れ
も
直
接
話
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
一
人
称
主
語je

と
複
合
過
去
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
つ
ま
り
、
挿

入
句
も
そ
れ
を
含
む
発
話
も
同
様
に
オ
メ
ー
の
発
言
を
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
二
つ
目
の
挿
入
句
は
登
場
人
物
の
主

観
か
ら
表
さ
れ
て
い
る
直
接
話
法
の
台
詞
の
中
に
、
語
り
手
に
よ
る
発
話
が
挟
ま
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
挿

入
句
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
普
段
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
たFahrenheit
と
い
う
温
度
を
示
す
英
国
で
用
い
ら
れ
て
い
る
単
語
に
読
者

が
持
つ
で
あ
ろ
う
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
語
り
手
が
解
説
を
挟
ん
で
い
る
の
だ
。
こ
こ
で
も
異
な
る
意
識
主
体
の
主
観
が
一
つ
の
発
話
の

中
に
丸
括
弧
付
き
挿
入
句
を
用
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
次
は
よ
り
複
雑
な
例
で
あ
る
が
、
や
は
り
丸
括
弧
が
登
場
人
物
の
主
観
が
基
盤
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を
用
い
た
挿
入
句
を
め
ぐ
っ
て

に
な
っ
て
い
る
文
脈
の
内
部
に
語
り
手
の
声
を
表
す
語
り
の
文
を
挿
入
し
て
い
る
例
で
あ
る
。

（
22
）  （...
） une am

bition sourde le rongeait : H
om

ais désirait la croix.

   
 

Les titres ne lui m
anquaient point :

 
 

1

° S’être, lors du choléra, signalé par un dévouem
ent sans bornes ; 2

° avoir publié, et à m
es frais, diffé-

rents ouvrages d’utilité publique, tels que... 

（et il rappelait son m
ém

oire intitulé : D
u cidre, de sa fabrication 

et de ses effets ; plus, des observations sur le puceron lanigère, envoyées à l’A
cadém

ie ; son volum
e de sta-

tistique, et jusqu’à sa thèse de pharm
acien

） ; sans com
pter que je suis m

em
bre de plusieurs sociétés sa-

vantes （il l’était d’une seule
）.

 

　

—
 Enfin, s’écriait-il, en faisant une pirouette, quand ce ne serait que de m

e signaler aux incendies !

 

（Flaubert, G., M
adam

e Bovary, 

田
原
（2019 : 19

）
に
よ
る
引
用
）

　

ま
ず
、
こ
の
例
の
冒
頭
で
登
場
人
物
の
薬
屋
の
オ
メ
ー
に
は
レ
ジ
オ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
を
受
章
す
る
と
い
う
野
望
が
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
二
つ
目
の
発
話
の
初
め
に
置
か
れ
た
「Les titres ne lui m

anquaient point :

」
と
い
う
発
話
は
形
式
的
に
は
語
り
手
が
物
語

世
界
で
の
事
実
を
伝
え
て
い
る
語
り
の
文
で
あ
る
と
も
解
釈
で
き
る
が
、
読
者
は
そ
れ
以
降
の
部
分
の
内
容
に
よ
り
こ
の
解
釈
が
妥
当
で

な
い
こ
と
を
理
解
す
る
だ
ろ
う
。
冒
頭
の
部
分
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
（
つ
ま
り
、
オ
メ
ー
が
そ
の
勲
章
を
も
ら
う
資
格
が
あ
る
こ

と
）
の
二
つ
の
根
拠
が
「
１○

、
２○

」
に
続
い
て
名
詞
句
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
動
詞
の
不
定
法
を
用
い
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
１○
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入
句
を
め
ぐ
っ
て

と
２○

に
挙
げ
ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
の
後
に
丸
括
弧
付
き
挿
入
句
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
挿
入
句
以
外
の
部
分
、
つ
ま
り

根
拠
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
を
見
て
み
る
と
、
直
接
話
法
の
伝
達
部
（il pensa :

な
ど
）
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、“m

es”

と“je”
の
二
箇
所
に
一
人
称
代
名
詞
が
現
れ
、
さ
ら
に“je suis 

（m
em

bre

）”

で
は
現
在
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
文
脈
か
ら
こ
れ
ら
は
オ

メ
ー
が
自
分
自
身
を
指
示
す
る
た
め
に
用
い
た
人
称
代
名
詞
で
あ
り
、
現
在
形
は
オ
メ
ー
に
と
っ
て
の
、
つ
ま
り
物
語
世
界
で
の
現
時
点

を
指
示
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
田
原
（2019

）
で
は
、
こ
れ
は
語
り
手
の
介
入
な
し
に
オ
メ
ー
の
主
観
が
直
接
的
に
表
現
さ

れ
た
一
種
の
自
由
直
接
話
法
で
あ
り
、
ま
た
、
直
前
の
「Les titres ne lui m

anquaient point :

」
も
語
り
の
文
で
は
な
く
、
オ
メ
ー

の
思
考
を
直
接
的
に
表
す
自
由
間
接
話
法
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
る
丸
括
弧
付
き
挿
入
句
を
観
察
す
る
と
、
オ
メ
ー

の
思
考
の
中
に
丸
括
弧
を
用
い
て
巧
み
に
語
り
手
の
声
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
つ
目
の
挿
入
句
で
は
、
一
種
の
自
由

直
接
話
法
を
含
む
直
前
の
発
話
と
異
な
り
、
オ
メ
ー
は
三
人
称
主
語il

で
示
さ
れ
て
お
り
、
時
制
は
半
過
去
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

点
で
こ
の
発
話
は
語
り
の
文
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
。
自
由
間
接
話
法
で
も
三
人
称
主
語
、
半
過
去
が
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
の
発
話
の
内

容
、
ま
た
、
特
に
文
末
に
あ
る
「et jusqu’à sa thèse de pharm

acien

」
に
は
、jusqu’à 

と
い
う
表
現
の
選
択
に
「（
本
来
な
ら
業

績
に
入
れ
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
卒
業
論
文
）
ま
で
も
」
と
い
う
語
り
手
の
皮
肉
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
発
話
で
は
普
段
は
客
観
性
を
貫
き
自
ら
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
な
い
語
り
手
の
主
観
性
が
例
外
的
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
こ
の
丸
括
弧
の
中
に
あ
る
挿
入
句
は
語
り
手
に
属
す
る
語
り
の
文
で
あ
る
と
考
え
る
。
次
に
、
二
つ
目
の
丸
括
弧
付
き
挿
入
句
（il 

l’était d’une seule

）
に
関
し
て
は
、
一
つ
目
の
挿
入
句
で
感
じ
ら
れ
た
語
り
手
の
主
観
が
よ
り
明
ら
か
に
現
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
こ

の
挿
入
句
を
含
む
発
話
で
は
、
オ
メ
ー
が
自
身
が
複
数
の
学
会
の
会
員
で
あ
る
こ
と
を
レ
ジ
オ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
に
値
す
る
根
拠
の
ひ

と
つ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
（je suis m

em
bre de plusieurs sociétés savantes

）、
丸
括
弧
付
き
挿
入
句
に
お
い
て
そ
れ
に
反
す
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を
用
い
た
挿
入
句
を
め
ぐ
っ
て

る
物
語
世
界
に
お
け
る
事
実
（
実
は
オ
メ
ー
は
一
つ
の
学
会
に
し
か
所
属
し
て
い
な
い
こ
と
）
を
全
知
の
語
り
手
が
読
者
に
対
し
て
暴
露

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
挿
入
句
の
内
容
は
、
オ
メ
ー
の
思
考
の
一
部
だ
と
解
釈
す
る
と
先
行
す
る
文
脈
と
矛
盾

し
て
し
ま
う
が
、
こ
こ
に
矛
盾
を
感
じ
る
こ
と
か
ら
読
者
は
こ
れ
を
語
り
手
に
属
す
る
も
の
だ
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

丸
括
弧
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
場
面
で
は
オ
メ
ー
の
心
の
内
が
直
接
的
な
方
法
で
表
さ
れ
て
い
る
な
か
に
、
普
段
と
は
異
な
り
自
ら
の

主
観
を
感
じ
さ
せ
な
が
ら
語
る
語
り
手
を
感
じ
る
語
り
の
文
が
複
雑
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
で
見
た
よ
う
に
、
物
語
の
テ
ク
ス
ト
に
現
れ
るtiret

が
導
く
挿
入
句
と
丸
括
弧
を
伴
う
挿
入
句
は
、
そ
れ
以
外
の
環
境
で
用
い

ら
れ
る
場
合
と
同
様
に
、
読
者
の
理
解
を
円
滑
に
し
た
り
、
挿
入
句
な
し
で
は
発
話
が
伝
え
ら
れ
な
い
情
報
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

情
報
伝
達
の
構
造
を
複
雑
に
す
る
と
い
う
役
割
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
統
語
的
に
用
い
ら
れ
方
が
類
似
し
た
こ
の
二

つ
の
種
類
の
挿
入
句
は
、
物
語
の
テ
ク
ス
ト
で
用
い
ら
れ
た
場
合
に
、
ど
の
意
識
主
体
の
主
観
が
挿
入
句
が
埋
め
込
ま
れ
た
発
話
と
挿
入

句
の
発
話
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
、
つ
ま
り
語
り
の
声
に
関
し
て
は
相
違
点
が
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
挿
入
句
を
含

む
発
話
が
反
映
し
て
い
る
意
識
主
体
の
主
観
と
は
異
な
る
別
の
意
識
主
体
の
主
観
を
表
す
こ
と
や
、
普
段
は
中
立
性
を
保
ち
自
ら
の
主
観

か
ら
表
現
し
な
い
語
り
手
が
語
り
の
文
に
丸
括
弧
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
発
話
に
お
い
て
は
モ
ー
ダ
ル
な
表
現
を
用
い
て
自
ら
の
主
観
を

表
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
丸
括
弧
付
き
の
挿
入
句
と
は
異
な
り
、tiret

が
導
く
挿
入
句
は
統
語
的
に
あ
る
発
話
に
依
存
し
て
い
る

場
合
に
は
語
り
の
声
の
点
で
は
自
立
し
て
い
な
い
こ
と
を
実
例
の
分
析
か
ら
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
論
で
は
、

tiret

に
は
そ
れ
が
導
入
す
る
挿
入
句
が
あ
る
発
話
に
依
存
し
て
い
る
場
合
語
り
の
声
の
面
で
発
話
と
の
間
に
断
絶
を
生
じ
さ
せ
る
機
能

は
備
わ
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、tiret

は
語
り
の
声
の
面
で
は
そ
れ
を
含
む
発
話
と
挿
入
句
の
間
に
連
続
体
を
形
成
す
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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っ
て

四
．
お
わ
り
に

　

本
論
で
は
、
物
語
の
テ
ク
ス
ト
で
用
い
ら
れ
るtiret

を
伴
う
挿
入
句
を
中
心
に
、
主
に
ど
の
よ
う
な
要
素
が
挿
入
句
と
し
て
現
れ
る

の
か
、
そ
し
て
挿
入
句
が
そ
の
直
前
の
語
や
発
話
と
ど
の
よ
う
な
統
語
的
ま
た
は
情
報
上
の
関
係
を
持
ち
う
る
の
か
と
い
う
点
か
ら
観
察

し
た
。

　

tiret

に
よ
っ
て
導
か
れ
た
挿
入
句
が
伝
え
る
情
報
は
、
確
か
に
そ
れ
が
埋
め
込
ま
れ
た
発
話
の
伝
え
る
情
報
に
何
ら
か
の
関
連
性
を

持
っ
て
「
付
け
加
え
ら
れ
た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
あ
っ
て
も
な
く
て
も
大
差
の
な
い
削
除
可
能
な
情
報

で
は
な
く
、
発
話
者
（
物
語
の
テ
ク
ス
ト
の
場
合
作
者
）
が
受
け
手
（
読
者
）
に
有
用
な
情
報
を
さ
ら
に
与
え
た
り
、
受
け
手
が
発
話
ま

た
は
テ
ク
ス
ト
を
発
話
者
が
意
図
す
る
方
向
で
円
滑
に
理
解
す
る
よ
う
に
促
す
よ
う
な
情
報
を
与
え
た
り
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
比
較

的
重
要
度
の
高
い
も
の
で
あ
る
傾
向
を
認
め
た
。
ま
た
、
情
報
と
し
て
の
重
要
度
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
も
、tiret 

は
挿
入
句
の
内

容
を
目
立
た
せ
て
、
他
の
情
報
よ
り
強
い
印
象
を
持
っ
て
読
者
に
提
示
す
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
挿
入
句

の
内
容
の
重
要
度
や
そ
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
他
の
方
法
で
埋
め
込
ま
れ
る
挿
入
句
の
そ
れ
と
の
相
違
点
を
含
め
て
、
よ
り
多
く
の
異
な

る
環
境
で
用
い
ら
れ
た
実
例
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
述
べ
たtiret

に

導
か
れ
る
挿
入
句
の
持
つ
読
者
の
目
に
情
報
が
飛
び
込
む
よ
う
に
、
い
わ
ば
目
立
た
せ
る
た
め
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
丸
括
弧
付
き
の
挿

入
句
と
の
間
の
相
違
点
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
の
段
階
で
は
さ
ら
な
る
実
例
の
比
較
を
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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ま
た
、
田
原
（2019

）
に
お
い
て
物
語
に
お
け
る
丸
括
弧
に
つ
い
て
も
述
べ
た
こ
と
と
同
様
で
あ
る
が
、tiret

自
体
に
つ
い
て
考
え

る
と
、
そ
れ
が
物
語
の
読
者
に
と
っ
て
目
に
見
え
る
形
で
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
ま
た
は
発
話
者
（
作
者
）
の
何
ら
か
の
意
図
を
伝
え

る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
あ
る
発
話
や
発
話
中
の
あ
る
要
素
に
統
語
的
ま
た
は
内
容
的
に
依
存
し
て

現
れ
る
挿
入
句
は
、
本
論
で
扱
っ
た
書
き
言
葉
で
用
い
ら
れ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
話
し
言
葉
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
が
、
話
し
言

葉
に
お
け
る
挿
入
句
で
は
、
発
話
者
が
発
話
の
最
中
に
言
い
直
し
、
新
た
な
情
報
や
自
身
の
コ
メ
ン
ト
の
付
け
加
え
な
ど
を
そ
の
場
で
自

発
的
に
行
う
も
の
で
あ
る（

４
）。

こ
の
点
で
、
書
き
言
葉
に
お
け
る
挿
入
句
は
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
場
で
発
話
者
の
咄
嗟
の
判
断
で
テ
ク
ス

ト
に
埋
め
込
ま
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
作
者
が
何
ら
か
の
効
果
を
あ
げ
よ
う
と
い
う
意
図
を
持
っ
て
用
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え

る
。
さ
ら
に
、tiret

や
丸
括
弧
自
体
は
、
そ
こ
に
作
者
の
編
集
と
い
う
介
入
が
あ
り
（
つ
ま
り
、
中
立
的
な
立
場
を
貫
く
語
り
手
の
裏

で
物
語
世
界
を
実
際
に
創
造
す
る
存
在
の
作
者
が
例
外
的
に
介
入
す
る
）、
文
体
的
な
選
択
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
こ

で
読
者
が
読
み
取
る
作
者
の
意
図
と
し
て
は
、
読
者
の
理
解
に
さ
ら
な
る
有
用
な
情
報
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら

に
、
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
丸
括
弧
に
は
見
ら
れ
な
い
働
き
と
し
て
、
挿
入
句
を
導
くtiret

に
は
発
話
が
伝
え
る
情
報
を
作
者
が
強
い

印
象
を
伴
わ
せ
て
提
示
し
た
い
と
意
図
し
て
い
る
と
い
う
情
報
を
伝
え
る
働
き
も
あ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
に
加
え
て
、
テ
ク
ス
ト

と
い
う
よ
り
大
き
な
単
位
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
挿
入
句
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
様
々
な
種
類
の
情
報
を
階
層
的
に
分
類
し
、
よ
り
複
雑

な
情
報
の
構
造
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
。

　

本
論
で
考
察
し
たtiret

も
含
め
て
、
挿
入
句
の
物
語
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
役
割
に
関
し
て
は
、
他
の
種
類
の
挿
入
句
も
視
野
に
入

れ
、
挿
入
句
が
埋
め
込
む
情
報
の
物
語
の
筋
に
対
す
る
重
要
度
や
語
り
の
声
に
関
す
る
特
性
な
ど
に
関
す
る
さ
ら
に
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
で

の
研
究
を
今
後
の
課
題
に
し
て
ゆ
き
た
い
。
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注

（
１
） Berrendonner 

（2008 : 21

）
は
主
に
口
語
フ
ラ
ン
ス
語
に
お
け
る
挿
入
句
を
分
析
し
、
そ
の
特
性
に
関
し
て “A

vec elles 

（=les paren-
thèses

） on tom
be sur des configurations périodiques qui s’avèrent sensibles à une espèce bien particulière d’inform

ations 
partagées : des attentes de réactions de l’allocutaire.” 

（
括
弧
は
筆
者
が
加
筆
）
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
挿
入
句
の
機
能
と
し
て
次

の
二
つ
を
挙
げ
て
い
る
。

 

（i

） soit parce qu’elles rem
édient au déclenchem

ent d’une inférence m
alencontreuse, （ii

） soit parce qu’elles préviennent 
et tentent d’inhiber une réaction indésirable de l’allocutaire.   

（Berrendonner 2008 : 5

）

 

本
論
で
は
、
い
く
つ
か
の
例
で
用
い
ら
れ
て
い
るtiret

の
役
割
と
し
て
「
読
者
が
持
ち
う
る
疑
問
に
先
行
し
て
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
疑
問
を

解
消
し
、
読
者
の
発
話
理
解
を
円
滑
に
す
る
」
と
述
べ
る
が
、
こ
の
特
性
は Berrendonner 

（2008

）
が
認
め
る
口
語
に
お
け
る
挿
入
句
の
上

記
の
二
つ
の
機
能
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と 

考
え
る
。

（
２
） Grevisse &

 Goose （2016 : 146
） 
はtiret

に
つ
い
て « Com

m
e les parenthèses, deux tirets servent à isoler de la phrase cer-

tains élém
ents ; m

ais à la différence des parenthèses, les tirets peuvent m
ettre en valeur 

ce qu’ils isolent. » 

と
述
べ
て
、
次
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。

 

　

U
n autre hom

m
e est debout devant la bibliothèque, un peu à l’écart, les m

ains dans les poches –une espèce de voyou. 
 

　
（Robbe-Grillet, Gom

m
e. Grevisse &

 Goose （2016 : 146

）
か
ら
の
引
用
）

 

　

Grevisse &
 Goose （2016 : 146

）
の
こ
の
言
及
は
本
論
が
論
じ
るtiret 

を
伴
う
挿
入
句
の
意
味
の
テ
ク
ス
ト
に 

お
け
る
重
要
度
に
通
じ
る

だ
ろ
う
。

（
３
） 

し
か
し
な
が
ら
、François （2011: 17

）
はtiret

と
異
な
り
丸
括
弧
だ
け
が
持
つ
統
辞
的
な
機
能
が
あ
る
と
し
て 

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 
La parenthèse peut m

arquer tous les élém
ents de la chaîne écrite, de la sim

ple lettre à plusieurs phrases, alors que le 
tiret ne m

arque que des segm
ents supérieurs ou égaux au m

ot （graphique

） et inférieurs ou égaux à la phrase.
 

　

そ
し
て
、
次
の
文
章
で
丸
括
弧
に
限
ら
れ
た
用
法
の
ひ
と
つ
を
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
 

L’été est la saison privilégiée pour partir à la （re

）découverte du patrim
oine touristique de la Belgique.  
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（M
etro Sum

m
ertim

e, n o 609, 01 -05/08/2003, p. 16, Guillaum
e （2011 :16

に
よ
る
引
用
））

（
４
） Blakem

ore 

（2008:1

）
は
、
話
し
言
葉
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
挿
入
句
に
つ
い
てW

ichm
ann 

（2001

） 

を
引
用
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

 
Research on the com

m
unicative function of parentheticals has tended to focus on spoken discourse and has largely as-

sum
ed that the parenthetical m

aterial is assum
ed to be an exam

ple of a ‘disfluency’ that characterizes unplanned dis-
course, 

（...
）. Such disfluencies, claim

s W
ichm

ann 

（2001

） are ‘evidence that speakers have trouble planning their utter-
ances, but are constrained by interactional principles to keep talking’ （W

ichm
ann 2001:189

）
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