
無
名
詞
体
言
句
か
ら
準
体
助
詞
体
言
句
（
「
臼
く
咲
け
る
を
」
か
ら

「
臼
く
咲
い
て
い
る
の
を
」
）
へ
の
変
化

柳

田
　
　
征
　
　
司

　
（
国
語
学
研
究
室
）

一、

竭
閧
ﾌ
所
在
と
対
象
の
範
囲
と
種
類

9
問
題
の
所
在

　
古
代
語
に
お
い
て
は
、
活
用
語
の
連
体
形
が
、
名
詞
や
準
体
助
詞
「
ノ
」
を
伴
わ

な
い
で
、
そ
れ
だ
け
で
体
言
句
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
近
代
語
に
な
る
と
、

準
体
助
詞
「
ノ
」
を
付
加
し
て
体
言
句
を
構
成
す
る
言
い
方
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
や
が
て
そ
の
言
い
方
が
と
っ
て
か
わ
る
。
例
え
ば
、
古
代
語
で
、

　
　
か
の
白
く
咲
け
る
を
な
む
夕
顔
と
申
侍
る
（
源
氏
・
夕
顔
）

と
言
っ
て
い
た
表
現
は
、
現
代
語
で
は
、

　
　
あ
の
白
く
咲
い
て
い
る
の
を
夕
顔
と
申
し
ま
す
。

の
よ
う
に
表
現
し
て
、
連
体
形
の
下
に
準
体
助
詞
「
ノ
」
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
後
者
の
よ
う
に
準
体
助
詞
「
ノ
」
を
付
加
し
た
体
言
句
の
早
い
例
は
、

今
の
と
こ
ろ
次
の
よ
う
な
例
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
室
町
末
江
戸
初
期
に
は
じ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
注
1
）

つ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
○
は
や
う
代
物
を
お
こ
さ
せ
ら
れ
い
へ
せ
ん
ど
そ
ち
へ
わ
た
ひ
た
の
は
何
と
し
た

　
　
ぞ
（
虎
明
本
狂
言
・
雁
盗
人
）

　
○
姫
が
肌
に
父
が
杖
を
あ
て
て
探
す
の
こ
そ
悲
し
け
れ
（
耳
底
記
）

右
の
変
化
は
、
古
代
語
と
近
代
語
と
の
問
に
認
め
ら
れ
る
大
き
な
違
い
の
一
つ
と
も

考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
変
化
が
起
き
た
原
因
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
古
代
語

か
ら
近
代
語
へ
の
変
化
が
ど
の
よ
う
な
変
化
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
の
】
面
に

つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

口
従
来
の
説

　
古
代
語
と
近
代
語
と
の
間
に
こ
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
原
因
に
つ
い
て
従
来
行

わ
れ
て
き
た
説
明
は
、
終
止
・
連
体
形
が
合
一
化
し
た
結
果
、
連
体
形
が
本
来
も
っ

て
い
た
連
体
機
能
の
性
格
が
曖
昧
に
な
っ
た
た
め
に
、
準
体
助
詞
「
ノ
」
を
付
加
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
）

て
、
連
体
機
能
を
明
示
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ

の
説
の
弱
点
は
、
原
因
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
終
止
・
連
体
形
が
合
一
化
し
た
時
期
と
、

結
果
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
体
言
句
に
準
体
助
詞
「
ノ
」
を
付
加
し
た
表
現
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
時
期
と
の
間
が
開
き
す
ぎ
て
お
り
、
両
者
の
間
に
直
接
的
な
因
果
関

係
を
認
め
に
く
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
連
体
機
能
の
弱
化
を
補

っ
て
い
る
類
似
の
事
象
の
指
摘
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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柳
　
　
田
　
　
征
　
　
司

　
こ
の
ほ
か
に
、
「
花
ヲ
見
ル
ノ
記
」
の
よ
う
な
表
現
と
関
係
づ
け
て
準
体
助
詞
「
ノ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
）

に
よ
る
体
言
句
の
成
立
を
説
明
す
る
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
準
体
助
詞
「
ノ
」
に
よ

る
体
言
句
の
構
成
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
4
）

つ
い
て
の
「
説
で
は
あ
っ
て
も
、
連
体
形
だ
け
の
体
言
句
か
ら
準
体
助
詞
「
ノ
」
を

付
加
し
た
体
言
句
へ
の
変
化
の
原
因
を
説
明
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　
ま
た
、
筆
者
は
、
か
つ
て
、
準
体
助
詞
「
ノ
」
に
よ
る
体
言
句
の
出
現
に
つ
い
て
、

疑
問
表
現
に
お
い
て
文
中
に
「
ヤ
」
が
立
つ
こ
と
が
許
さ
れ
な
く
な
り
、
疑
問
句
（
そ

れ
は
体
言
文
節
で
あ
る
）
が
文
末
に
移
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
た
め
に
、
倒
置

さ
れ
て
主
格
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
も
と
の
述
語
部
分
に
、
疑
問
句
の
体
言
に
呼
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
5
）

し
て
、
準
体
助
詞
「
ノ
」
が
入
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
原
因
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
注
6
）

し
か
し
、
こ
の
考
え
方
も
、
そ
の
当
否
は
別
と
し
て
も
、
や
は
り
、
体
言
句
が
、
連

体
形
だ
け
の
そ
れ
か
ら
準
体
助
詞
を
付
加
し
た
そ
れ
へ
と
変
化
し
た
原
因
を
説
明
し

た
も
の
と
は
言
え
な
い
。

日
対
象
の
範
囲
と
種
類

　
1
、
立
つ
位
置
か
ら
見
た
準
体
助
詞
「
ノ
」
体
言
句

　
こ
こ
に
、
改
め
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
た
め
に
は
、
近
現
代
語
に
お
い
て
、
連
体
形
に
準
体
助
詞
「
ノ
」
を
付
加
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
る
表
現
の
す
べ
て
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
更
に
は

連
体
形
に
準
体
助
詞
「
ノ
」
を
付
加
し
て
い
な
い
表
現
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
考
察
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
は
じ
め
に
、
そ
の
よ
う
な
例
の
全
体
を
見
渡
し
、
こ
れ

を
類
別
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
現
代
語
に
つ
い
て
見
る
と
、
今
の
問
題
の
範
囲
内

に
あ
る
例
は
、
体
言
句
の
立
つ
位
置
の
違
い
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
類
別
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　
ω
連
用
格
（
・
王
格
を
含
む
）
に
立
つ
例
（
こ
の
例
は
常
に
準
体
助
詞
「
ノ
」
を

　
　
　
必
要
と
す
る
）

　
①
格
助
詞
（
ガ
・
ヲ
・
二
・
へ
・
ト
・
ヵ
ラ
な
ど
）
が
明
示
さ
れ
て
い
る
例

　
　
○
よ
く
う
れ
た
の
を
と
る
。

　
　
○
雨
が
降
る
の
を
願
う
。

　
②
係
助
詞
が
続
き
、
格
助
詞
が
存
し
な
い
例

　
　
○
よ
く
う
れ
た
の
は
と
っ
た
。

　
　
○
雨
が
降
る
の
は
い
や
だ
。

②
接
続
部
に
立
つ
例

　
①
格
助
詞
「
二
」
「
デ
」
が
つ
い
て
、
接
続
助
詞
と
な
っ
て
い
る
例
（
こ
の

　
　
例
は
常
に
準
体
助
詞
「
ノ
」
を
必
要
と
す
る
）

　
　
○
雨
が
降
る
の
に
、
で
か
け
た
。

　
　
○
雨
が
降
る
の
で
、
で
か
け
る
の
を
や
め
る
。

　
②
接
続
助
詞
「
ナ
ラ
」
が
つ
い
た
例
（
こ
の
場
合
に
は
き
準
体
助
詞
「
ノ
」

　
　
が
な
い
場
合
と
、
あ
る
場
合
と
が
あ
る
）

　
　
○
雨
が
降
る
な
ら
、
と
り
や
め
だ
。

　
　
○
雨
が
降
る
の
な
ら
、
と
り
や
め
だ
。

偶
述
部
に
立
つ
例

　
①
助
動
詞
「
デ
ア
ル
」
「
ジ
ャ
」
「
ダ
」
「
デ
ス
」
が
付
く
例
（
こ
の
例
は

　
　
準
体
助
詞
「
ノ
」
を
必
要
と
す
る
。
た
だ
し
、
方
言
に
「
ノ
」
の
な
い
例

　
　
が
あ
る
。
ま
た
、
推
量
の
形
「
ダ
ロ
ウ
」
な
ど
は
コ
ノ
し
の
な
い
形
も
あ

　
　
る
）

　
　
○
雨
が
降
る
だ
。
（
方
言
例
）

　
　
○
雨
が
降
る
の
で
あ
る
。

　
　
○
雨
が
降
る
の
だ
。

　
　
○
雨
が
降
る
の
で
す
。

　
　
○
雨
が
降
る
だ
ろ
う
。

　
　
○
雨
が
降
る
の
だ
ろ
う
。
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②
終
助
詞
「
カ
」
「
ネ
」
「
ヨ
」
「
サ
」
が
っ
く
例
（
こ
の
場
合
は
、
準
体

　
　
　
　
助
詞
「
ノ
」
が
な
い
場
合
と
、
あ
る
場
合
と
が
あ
る
）

　
　
　
　
○
雨
が
降
る
か
。

　
　
　
　
○
雨
が
降
る
の
か
。

　
　
　
　
○
雨
が
降
る
ね
。

　
　
　
　
○
雨
が
降
る
の
ね
。

　
　
　
　
た
だ
し
、
　
「
カ
」
の
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
に
下
に
続
い
て
い
く
場
合
が

　
　
　
　
あ
る
。

　
　
　
　
○
雨
が
降
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。

　
　
　
　
○
雨
が
降
る
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。

　
　
　
③
終
助
詞
が
つ
か
な
い
例
（
こ
の
場
A
口
に
は
、
準
体
助
詞
「
ノ
」
が
な
い
場

　
　
　
　
合
と
、
あ
る
場
合
と
が
あ
る
）

　
　
　
　
○
雨
が
降
る
？

　
　
　
　
○
雨
が
降
る
の
？

　
　
　
　
○
雨
が
降
る
。

　
　
　
　
○
雨
が
降
る
の
。

こ
の
よ
う
に
類
別
し
て
み
る
と
、
種
類
に
よ
っ
て
、
準
体
助
詞
「
ノ
」
を
常
に
必
要

と
す
る
も
の
と
、
準
体
助
詞
「
ノ
し
が
な
い
形
も
並
行
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
を
表
示
す
る
と
表
1
の
通
り
で
あ
る
。

　
（
表
1
）
立
つ
位
置
か
ら
見
た
体
言
句
の
種
類
と
「
ノ
」
の
有
無

（3＞ （2） （1）

つ述 立接 立連
部 つ続 つ用
に 部 格 見
立 に に

③②① ②① ②①
終終助 ナノ 格格
助助動 ラニ 助助
忌詞詞 ■ 詞詞 類

なが ノ な明
しつ
@く

デ し示

　
ノ

○ ○○
形
の

み
｝
ノ

形
〔○ 舞
蕪
と
ノ

形
・

○○ ○ ノ

狂
ノL、、

し
｝

無
名
詞
体
言
句
か
ら
準
体
助
詞
体
言
句
へ
の
変
化

こ
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
体
言
句
の
種
類
に
よ
っ
て
成
立
事
情

が
異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
こ
で
順
次
そ
の
成
立
事
情
に
つ
い
て

考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
2
、
連
体
修
飾
部
と
体
言
と
の
関
係
か
ら
見
た
体
言
句

　
　
ω
同
一
名
詞
体
言
句
・
同
格
体
言
句

　
体
言
句
は
、
こ
れ
を
、
更
に
、
連
体
修
飾
部
と
体
言
と
の
関
係
の
あ
り
方
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
注
7
）

同
】
名
詞
体
言
句
と
同
格
体
言
句
と
に
類
別
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
　
同
」
名
詞
体
言
句

　
　
　
　
ト
マ
ト
が
た
く
さ
ん
な
っ
て
い
た
。
よ
く
う
れ
た
の
を
と
っ
た
。

　
　
同
格
体
言
句

　
　
　
　
雨
が
降
る
の
を
願
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

前
者
の
準
体
助
詞
「
ノ
」
は
「
ト
マ
ト
」
と
い
う
物
を
表
わ
し
て
お
り
、
そ
の
「
ト

マ
ト
」
は
、

　
　
ト
マ
ト
が
よ
く
う
れ
た

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
よ
う
に
、
体
言
句
中
に
も
ど
す
こ
と
が
で
き
、
る
。
こ
の
例
で
は
、
　
「
ト
マ
ト
」
は

主
格
の
役
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
の
も
の
が
同
一
名
詞
体
言
句
と
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ば
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
準
体
助
詞
「
ノ
」
は
、
体
言
句
中
に
も
ど
す
ご

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
が
で
き
ず
、
体
言
句
中
の
「
雨
が
降
る
」
全
体
と
同
格
の
関
係
に
あ
り
、
名
詞
に

置
き
か
え
る
と
す
れ
ば
「
コ
ト
」
に
で
も
置
き
か
え
ら
れ
る
も
の
で
、
　
「
雨
が
降
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
い
う
こ
と
」
の
意
で
、
事
柄
や
そ
の
様
子
を
表
わ
す
。
こ
の
よ
う
な
構
造
の
も
の

が
同
格
体
言
句
と
呼
ば
れ
る
。

　
し
か
し
、
具
体
的
な
用
例
に
つ
く
と
、
同
一
名
詞
体
言
句
と
同
格
体
言
句
と
の
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
8
＞

別
に
迷
う
も
の
も
少
な
く
な
い
。
本
稿
は
、
体
言
句
を
類
別
す
る
こ
と
を
自
己
目
的

と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
体
言
句
の
連
体
形
や
準
体
助
詞
「
ノ
」
の
か
わ
り
に
体

言
を
置
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
で
き
る
場
合
そ
の
体
言
は
ど
の
よ
う

一13一



柳
　
　
田
　
　
征
　
　
司

な
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
重
要
な
問
題
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
よ
く
う
れ
た
る
を
と
る
。

　
　
よ
く
う
れ
た
の
を
と
る
。

　
　
　
　
よ
く
う
れ
た
ト
マ
ト
を
と
る
。

　
　
　
　
よ
く
う
れ
た
も
の
を
と
る
。

　
　
雨
が
降
る
を
願
う
。

　
　
雨
が
降
る
の
を
願
う
。

　
　
　
　
雨
が
降
る
こ
と
を
願
う
。

そ
こ
で
、
次
下
に
問
題
と
な
る
ケ
ー
ス
を
一

二
つ
取
り
あ
げ
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　
　
②
同
格
「
ノ
」
の
例
と
・
王
格
「
ノ
」
の
例
一
「
ト
マ
ト
の
う
れ
た
の
」

　
同
一
名
詞
体
言
旬
か
同
格
体
言
句
か
判
別
し
に
く
い
例
と
し
て
、
先
ず
、
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
9
）

う
な
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
か
ぐ
や
姫
、
月
の
お
も
し
ろ
く
出
た
る
を
見
て
常
よ
り
も
物
思
ひ
た
る
さ
ま
な

　
　
り
。
（
竹
取
）

「
月
の
お
も
し
ろ
く
出
た
る
」
の
「
の
」
は
、
周
知
の
如
く
、
本
来
連
体
格
助
詞
で

あ
っ
た
。
こ
の
連
体
格
助
詞
は
、
そ
の
上
部
の
体
言
と
下
部
の
体
言
と
の
意
味
関
係

に
よ
っ
て
、
同
格
を
表
わ
し
た
り
、
主
格
を
表
わ
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同

格
と
・
心
臓
と
は
、
同
じ
連
体
格
助
詞
か
ら
出
た
も
の
で
、
上
下
の
体
言
の
意
味
関
係

か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
例
に
よ
っ
て
は
ど
ち
ら
と
も
解
し
得
る
も
の
が
存
す

る
の
は
極
め
て
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
現
代
語
の
例
で
考
え
る
と
、

　
　
ト
マ
ト
の
よ
く
う
れ
た
の
を
と
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
注
1
0
）

は
同
一
名
詞
体
言
句
で
あ
っ
て
、
　
「
の
」
は
同
格
の
そ
れ
で
あ
り
、

　
　
ト
マ
ト
の
よ
く
う
れ
た
の
に
気
づ
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
注
1
1
）

は
同
格
体
言
句
で
あ
っ
て
、
　
「
の
」
は
主
格
を
表
わ
し
て
い
る
。

　
　
よ
く
う
れ
た
ト
マ
ト

　
　
よ
く
う
れ
た
こ
と

と
言
わ
な
い
で
、
準
体
助
詞
「
ノ
」
を
使
っ
て
い
る
場
合
、
　
「
ト
マ
ト
の
よ
く
う
れ

た
の
」
は
同
一
名
詞
体
言
句
の
場
合
も
あ
り
、
向
格
体
言
句
の
場
合
も
あ
っ
て
、
主
節

の
動
詞
「
と
る
」
と
の
関
係
、
同
じ
く
「
気
づ
く
」
と
の
関
係
か
ら
判
別
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
先
の
『
竹
取
物
語
』
の
例
の
場
合
は
新
節
の
動
詞
が
「
見

る
」
で
あ
る
た
め
に
、
主
節
の
動
詞
と
の
関
係
か
ら
も
、
ど
ち
ら
と
も
解
し
う
る
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
は
原
理
的
に
言
っ
て
判
別
で
き

な
い
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
㈹
体
言
句
中
の
連
用
格
に
そ
の
名
詞
が
存
す
る
例
　
　
「
新
聞
を
丸
め
た
の
」

　
次
に
、
右
の
例
に
関
連
し
て
、
特
殊
な
例
と
し
て
、
物
を
表
わ
す
点
で
は
同
一
名

詞
体
言
句
で
あ
り
な
が
ら
、
体
言
句
中
に
も
ど
す
こ
と
が
で
き
な
い
点
で
は
同
格
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
注
1
2
）

言
句
的
で
あ
る
例
が
存
す
る
。

　
○
か
の
承
香
殿
の
前
の
松
に
雪
の
ふ
り
か
・
り
た
り
け
る
を
、
折
り
て
（
大
和
一

　
　
三
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
（
注
1
3
）

　
○
新
聞
を
丸
め
た
の
に
火
を
つ
け
た
。

こ
れ
ら
の
例
は
、
右
に
見
た
同
格
の
「
ノ
」
を
用
い
た
同
｝
名
詞
体
言
句
の
例
か
ら

見
て
、
本
来
は
、

　
○
か
の
承
昇
殿
の
前
の
松
の
〔
雪
の
ふ
り
か
・
り
た
り
け
る
〕
を
、
折
り
て

　
○
新
聞
の
〔
丸
め
た
の
〕
に
火
を
つ
け
た
。

と
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
文
に
お
け
る
、
「
松
」

と
コ
雪
の
ふ
り
か
・
り
た
り
け
る
し
と
の
意
味
関
係
、
「
新
聞
」
と
「
丸
め
た
」
と
の

意
味
関
係
か
ら
、
「
松
に
」
「
新
聞
を
」
の
形
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
も
の
と
見

　
（
注
1
4
）

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
「
ト
マ
ト
の
よ
く
う
れ
た
の
を
と
る
。
」
な
ど
の
同
一
名
詞

体
言
句
に
連
続
す
る
も
の
で
あ
り
、
物
を
表
わ
し
て
い
る
か
ら
、
本
稿
で
は
同
一
名

詞
体
言
句
と
認
め
る
こ
と
と
す
る
。
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ω
分
裂
文
の
例
　
　
「
太
郎
が
け
ん
か
し
た
の
は
次
郎
（
と
）
だ
θ

　
同
】
名
詞
体
言
句
と
同
格
体
言
句
と
の
判
別
で
問
題
と
な
る
第
三
の
ケ
ー
ス
は
い

わ
ゆ
る
分
裂
文
の
例
で
あ
る
。
近
藤
泰
弘
氏
は
、
次
の
よ
う
な
分
裂
文
を
取
り
あ
げ

て
、
同
］
名
詞
体
言
句
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
同
格
体
言
句
と
認
め
る
べ
き

　
　
　
　
　
（
注
1
5
）

で
あ
る
と
さ
れ
た
。

　
○
〔
た
け
き
も
の
の
ふ
の
心
を
な
ぐ
さ
む
る
〕
は
歌
な
り
け
り
。
（
古
今
・
仮
名
序
）

　
○
〔
太
郎
が
け
ん
か
し
た
の
〕
は
次
郎
だ
。

そ
の
論
拠
を
、
前
者
の
例
か
ら
見
る
と
、
近
藤
氏
は
、
注
1
0
石
垣
論
文
の
法
則
に
よ

り
、
同
一
名
詞
体
言
句
中
の
述
語
は
形
状
性
用
言
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
「
な
ぐ
さ
む
る
」
と
い
う
作
用
性
用
言
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
同
格
体
言
句
と

見
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
石
垣
氏
に
よ
れ
ば
、
同
一
名
詞
体
言

句
の
場
合
に
も
、
主
節
の
述
語
が
形
状
性
用
言
で
あ
る
ケ
ー
ス
に
限
っ
て
、
体
言
句

中
の
述
語
が
作
用
性
用
言
で
あ
る
こ
と
は
あ
る
の
で
あ
る
。
右
の
「
な
ぐ
さ
む
る
は
」

の
分
裂
文
の
例
は
ま
さ
に
そ
の
例
で
あ
っ
て
、
体
言
句
中
の
述
語
が
「
な
ぐ
さ
む
る
」

と
い
う
作
用
性
用
言
で
、
主
節
の
述
語
は
「
歌
な
り
け
り
」
と
形
状
性
用
言
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
例
は
石
垣
氏
の
法
則
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
6
）

て
、
同
一
名
詞
体
言
句
と
認
め
て
も
不
都
合
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
な
ぐ
さ
む
る
」
が

含
む
体
言
が
さ
す
も
の
は
「
歌
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
体
言
句
中
に
も
ど
す
と
主
格

に
立
つ
こ
と
に
な
る
。

　
　
歌
た
け
き
も
の
の
ふ
の
心
を
な
ぐ
さ
む

　
次
に
、
「
太
郎
が
け
ん
か
し
た
の
は
次
郎
だ
’
の
例
に
つ
い
て
は
、
近
藤
氏
は
、
こ

の
文
が
、

　
　
太
郎
が
け
ん
か
し
た
の
は
次
郎
と
だ
。

と
も
言
え
、
こ
の
文
の
「
の
」
を
「
ひ
と
」
に
置
き
か
え
る
と
非
文
に
な
る
こ
と
を

根
拠
と
し
て
、
同
格
体
言
句
と
認
定
さ
れ
た
。

　
×
太
郎
が
け
ん
か
し
た
ひ
と
は
次
郎
と
だ
。

こ
の
例
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
準
体
助
詞
「
の
」
が
表
わ
す

体
言
を
「
次
郎
」
と
考
え
、
そ
れ
を
体
言
句
中
に
も
ど
せ
る
か
ど
う
か
と
い
う
視
点

か
ら
見
る
と
、

　
　
太
郎
が
次
郎
と
け
ん
か
し
た

と
な
っ
て
、
同
一
名
詞
体
言
句
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
「
の
」
を
「
次
郎
」
に
置
き
か
え

た
、　

　
太
郎
が
け
ん
か
し
た
次
郎

と
い
う
言
い
方
も
普
通
の
言
い
方
で
あ
る
。

　
こ
の
、
分
裂
文
の
述
語
の
形
と
、
連
体
修
飾
と
に
注
目
し
て
み
る
と
、
両
者
の
問

に
は
対
応
関
係
が
あ
る
。
例
え
ば
、

　
　
ほ
く
は
寿
々
喜
で
う
な
ぎ
を
食
べ
た
。

と
い
う
文
で
、
「
寿
々
子
で
」
を
強
調
し
た
分
裂
文
を
作
る
と
、
近
藤
氏
が
あ
げ
ら
れ

た
例
の
場
合
と
同
様
に
、
次
の
二
つ
の
表
現
が
可
能
で
あ
る
。

　
　
ぼ
く
が
う
な
ぎ
を
食
べ
た
の
は
寿
々
喜
だ
。

　
　
ぼ
く
が
う
な
ぎ
を
食
べ
た
の
は
寿
々
喜
で
だ
。

そ
し
て
、
こ
れ
に
対
応
し
て
、
「
の
」
を
「
寿
々
喜
」
に
し
た
次
の
言
い
方
が
可
能
で

あ
る
。

　
　
ぼ
く
が
う
な
ぎ
を
食
べ
た
寿
々
喜

と
こ
ろ
が
、
次
の
場
合
に
は
、
文
脈
や
場
面
の
支
え
が
な
い
限
り
、
　
「
寿
々
喜
で
」

の
方
し
か
言
え
な
い
。

　
×
う
な
ぎ
を
食
べ
た
の
は
寿
々
喜
だ
。

　
○
う
な
ぎ
を
食
べ
た
の
は
寿
々
喜
で
だ
。

　
×
ぼ
く
が
食
べ
た
の
は
寿
々
喜
だ
。

　
○
ぼ
く
が
食
べ
た
の
は
寿
々
喜
で
だ
。

　
×
食
べ
た
の
は
寿
々
喜
だ
。
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．
柳
　
　
田
　
　
征
　
　
司

　
○
食
べ
た
の
は
寿
々
喜
で
だ
。

そ
し
て
、
次
の
連
体
修
飾
も
用
い
ら
れ
な
い
。

　
×
う
な
ぎ
を
食
べ
た
寿
々
喜

　
×
ぼ
く
が
食
べ
た
寿
々
喜

　
×
食
べ
た
寿
々
喜

分
裂
文
の
述
語
に
格
助
詞
な
し
に
立
つ
の
は
、
も
と
の
文
で
ヲ
格
や
ガ
格
に
立
っ
て

い
た
要
素
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ヲ
格
・
ガ
格
が
も
と
も
と
助
詞
を

明
示
し
な
い
こ
と
が
多
い
か
、
助
詞
を
明
示
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
○
ぼ
く
が
寿
々
喜
で
食
べ
た
の
は
う
な
ぎ
だ
。

　
○
食
べ
た
の
は
う
な
ぎ
だ
。

　
○
寿
々
喜
で
う
な
ぎ
を
食
べ
た
の
は
ぼ
く
だ
。

　
○
食
べ
た
の
は
ぼ
く
だ
。

　
○
ぼ
く
が
寿
々
喜
で
食
べ
た
う
な
ぎ

　
○
食
べ
た
う
な
ぎ

　
○
寿
々
喜
で
う
な
ぎ
を
食
べ
た
ぼ
く

　
○
食
べ
た
ぼ
く

こ
れ
に
対
し
て
、
ヲ
格
・
ガ
格
以
外
の
場
合
に
は
、
文
中
に
ヲ
格
・
ガ
格
が
明
示
さ

れ
て
い
る
か
、
文
脈
や
場
面
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
限
っ
て
、

格
助
詞
の
つ
か
な
い
体
言
だ
け
の
形
が
許
さ
れ
、
ま
た
、
連
体
修
飾
を
う
け
る
こ
と

も
許
さ
れ
る
。
そ
う
で
な
い
場
合
、
例
え
ば
、

　
　
食
べ
た
の
は
寿
々
喜
だ
。

　
　
食
べ
た
寿
々
喜

で
は
、
「
寿
々
喜
」
が
か
格
や
ヲ
格
で
あ
る
よ
う
に
誤
解
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で

あ
る
。
「
寿
々
喜
」
が
か
格
や
ヲ
格
で
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
、

　
　
食
べ
た
の
は
寿
々
喜
で
だ
。

と
い
う
表
現
が
さ
れ
、

　
　
食
べ
た
寿
々
士
暑

と
い
う
表
現
が
行
わ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
体
言
山
中
の
「
の
」
の
部
分
に
デ
格
を

表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
日
本
語
で
は
、
下
の
方
に
デ
格
を
示
す
こ
と
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
食
べ
た
の
は
ぼ
く
だ
。

　
　
食
べ
た
の
は
う
な
ぎ
だ
。

な
ど
を
、

　
　
食
べ
た
の
は
ぼ
く
が
だ
。

　
　
食
べ
た
の
は
う
な
ぎ
を
だ
。

と
解
す
る
と
、
こ
れ
ら
も
「
の
」
を
「
ひ
と
」
に
置
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
け

れ
ど
も
、
分
裂
文
の
場
合
は
、
「
モ
ノ
」
「
ヒ
ト
」
に
置
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
7
）

場
合
も
あ
る
同
一
名
詞
体
言
句
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
な
お
、
こ
の
分
裂
文
の
例
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
連
体
形
や
準
体
助
詞
「
ノ
」

が
表
わ
す
体
言
が
後
に
出
て
来
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
問
題

　
　
　
　
　
　
　
〔
注
1
8
）

と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

3
、
体
言
の
違
い
か
ら
見
た
体
言
風

隠
に
、
体
言
句
は
、
そ
の
体
言
部
分
が
ど
の
よ
う
な
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
9
）

よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
区
別
で
き
る
。

　
　
〔
同
一
名
詞
体
言
句
〕

　
　
　
　
有
名
詞
体
言
句

　
　
　
　
　
　
一
般
名
詞
体
言
句

　
　
　
　
　
形
式
名
詞
体
言
句

　
　
　
　
　
準
体
助
詞
体
言
句

　
　
　
　
無
名
詞
体
言
句

　
　
〔
同
格
体
言
句
〕

〔
よ
く
う
れ
た
ト
マ
ト
〕
を
と
る
。

〔
よ
く
う
れ
た
も
の
〕
を
と
る
。

〔
よ
く
う
れ
た
の
〕
を
と
る
。

〔
よ
く
う
れ
た
る
〕
を
と
る
。
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有
名
詞
体
言
句

　
　
　
　
　
　
形
式
名
詞
体
言
句
　
　
　
　
　
〔
雨
が
降
る
こ
と
〕
を
願
う
。

　
　
　
　
　
　
準
体
助
詞
体
言
句
　
　
　
　
　
〔
雨
が
降
る
の
〕
を
願
う
。

　
　
　
　
無
名
聖
体
言
句
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
雨
の
降
る
〕
を
願
う
。

こ
の
う
ち
無
名
詞
体
言
句
は
従
来
準
体
穿
下
呼
ば
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
術
語
全

体
の
体
系
か
ら
、
本
稿
で
は
無
名
黒
体
言
句
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
本
稿
の
標
題

の
術
語
も
右
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
連
用
格
に
立
つ
体
言
句

e
変
化
の
原
因

　
／
、
論
理
化
の
動
き

　
無
名
群
体
言
句
か
ら
準
体
助
詞
体
言
句
へ
と
変
化
し
た
原
因
を
考
え
る
た
め
に
は
、

こ
の
二
つ
の
表
現
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
ど
う
違
う
の
か
を
確
認
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
。

　
　
白
く
咲
け
る
を
　
　
　
　
　
無
名
詞
体
言
句

　
　
白
く
咲
い
て
い
る
の
を
　
　
準
体
助
詞
体
言
句

こ
の
二
つ
の
表
現
の
違
い
が
、
体
言
相
当
の
も
の
（
準
体
助
詞
）
の
有
無
の
違
い
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
を
各
要
素
が
果
た
し
て
い
る
役
割
に
注
目

す
る
と
、
無
名
壁
体
言
句
に
お
け
る
「
咲
け
る
」
は
、

　
　
①
の
i
　
連
用
修
飾
「
白
く
」
を
う
け
る
被
連
用
修
飾
の
機
能
（
弓
懸
機
能
）

　
　
　
　
　
　
を
果
た
し
、

　
　
①
の
i
　
連
体
修
飾
と
し
て
下
に
続
い
て
い
く
機
能
（
星
位
機
能
）
を
も
ち
、

　
　
②
体
言
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
準
体
助
詞
体
言
句
に
お
け
る
「
咲
け
る
」
は
、
右
の
①
の
機
能
の

み
を
果
た
し
、
②
の
体
言
で
あ
る
こ
と
を
別
の
形
態
「
の
」
に
分
担
さ
せ
た
も
の
で

あ
る
。
無
名
詞
体
言
句
と
準
体
助
詞
体
言
句
と
の
違
い
は
、
お
し
つ
め
て
言
え
ば
、

一
つ
の
形
態
が
果
た
し
て
い
た
二
つ
の
役
割
を
二
つ
の
形
態
に
分
担
さ
せ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
更
に
、
な
ぜ
二
つ
の
役
割
を
二
つ
の
形
態
に
分
担
さ
せ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
考
え
て
み
る
と
、
無
名
三
体
言
句
に
お
け
る
「
咲
け
る
」
は

連
体
形
で
連
体
修
飾
機
能
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
れ
が
同
時
に
体
言
で
も
あ
る
た
め
に
、

連
体
修
飾
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
不
明
確
で
あ
る
た
め
と
見
ら
れ
る
。

「
咲
い
て
い
る
の
」
と
準
体
助
詞
体
言
句
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
咲
い
て
い
る
」

は
体
言
相
当
の
「
の
」
に
か
か
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
そ
の
も
つ
連
体
修
飾
機
能

を
明
確
に
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
橋
本
四

郎
氏
が
、
上
代
の
ク
語
法
の
衰
退
に
つ
い
て
論
じ
た
際
に
、
後
世
の
準
体
助
詞
体
言

句
に
も
触
れ
、
総
合
的
な
表
現
か
ら
分
析
的
な
表
現
へ
の
動
き
と
し
て
把
握
さ
れ
た

　
　
　
、
　
　
（
注
2
0
）

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
筆
者
の
解
釈
で
は
、
無
名
詞
体
言
句
か
ら
準
体
助
詞
体
言
句
へ
の
変
化
は
、
連
体

格
に
お
け
る
論
理
化
の
動
き
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
連
用
格

に
お
け
る
論
理
化
が
、
古
代
語
か
ら
近
代
語
に
か
け
て
、
格
助
詞
「
ヲ
」
の
定
着
と
、

主
格
助
詞
「
ガ
」
の
確
立
・
定
着
と
に
よ
っ
て
進
ん
で
き
た
こ
と
は
早
く
か
ら
注
目

さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
連
体
格
の
論
理
化
も
進
ん
で
お
り
、
そ

の
現
わ
れ
の
一
つ
が
、
今
問
題
に
し
て
い
る
変
化
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
。　

も
と
「
連
体
形
＋
体
言
「
ア
ク
」
し
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
ク
語
法
は
、
中
古
に
入

っ
て
、
融
合
が
進
み
、
体
言
が
意
識
で
き
な
く
な
る
と
、
一
般
名
詞
体
言
句
・
形
式

名
詞
体
言
句
・
無
名
詞
体
言
句
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
る
。
ク
語
法
か
ら
一
般
名
詞
体

言
句
・
形
式
名
詞
体
言
句
へ
の
移
行
も
論
理
化
の
動
き
と
見
ら
れ
、
主
格
助
詞
「
ガ
」

の
成
立
へ
の
動
き
に
並
行
し
て
、
連
体
格
の
論
理
化
が
早
く
中
古
に
起
き
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　
古
代
・
中
世
語
に
お
い
て
一
つ
の
形
態
が
二
つ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
も
の
を
、

近
代
語
に
な
っ
て
、
二
つ
の
形
態
が
分
担
す
る
よ
う
に
な
り
、
論
理
化
を
進
め
て
い
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柳
　
　
田
　
　
征
　
　
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
1
）

る
例
と
し
て
は
、
別
に
二
つ
の
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
中
世
ま
で
盛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
2
）

ん
に
行
わ
れ
て
い
た
原
因
・
理
由
を
表
わ
す
「
～
サ
ニ
」
と
い
う
言
い
方
で
あ
る
。

　
　
十
一
月
ト
云
下
二
余
地
ガ
ナ
サ
ニ
細
字
引
書
イ
タ
ゾ
。
（
史
記
抄
一
七
）

形
容
詞
の
語
幹
に
接
尾
語
「
サ
」
の
つ
い
た
体
言
「
ナ
サ
」
は
、
上
の
連
用
修
飾
格

（
主
格
を
含
む
）
　
「
十
一
月
ト
云
下
二
」
と
「
余
地
ガ
」
と
を
う
け
る
（
統
叙
機
能
）

と
と
も
に
、
体
言
と
な
り
、
更
に
格
助
詞
「
二
」
を
伴
っ
て
下
に
続
い
て
い
く
。
こ

の
表
現
は
、
近
代
に
な
る
と
、
慣
用
表
現
の
例
を
除
い
て
は
衰
退
し
、
例
え
ば
、
「
ナ

イ
ホ
ド
ニ
」
　
「
ナ
イ
ノ
デ
」
の
よ
う
な
表
現
に
か
わ
っ
て
い
く
。
こ
の
ケ
ー
ス
の
場

合
も
、
と
っ
て
か
わ
る
こ
と
に
な
る
「
ナ
イ
ホ
ド
ニ
」
や
「
ナ
イ
ノ
デ
」
の
表
現
の

側
か
ら
見
る
と
、
活
用
語
の
連
体
形
と
体
言
と
で
表
現
さ
れ
る
も
の
が
、
「
形
容
詞
＋

サ
」
の
中
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
注
目
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
表
現
は
「
動
詞
連
用
形
＋
ゴ
ト
」
の
表
現
で

（
注
2
3
）

あ
る
。

　
　
網
野
ハ
千
歳
ヲ
ヘ
タ
ル
松
ニ
ナ
ラ
テ
パ
テ
コ
ヌ
モ
ノ
ナ
ル
程
二
黒
予
告
令
ヲ
ト

　
　
リ
事
ハ
カ
ナ
ウ
マ
イ
ソ
。
（
四
河
入
海
＝
二
之
四
2
5
ウ
）

こ
の
表
現
も
近
代
に
入
る
と
衰
退
し
、
「
連
体
形
＋
コ
ト
」
の
表
現
だ
け
が
行
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
「
連
体
形
＋
体
言
」
で
表
わ
さ
れ
る
は
ず

の
も
の
が
、
未
分
化
の
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
形
か
ら
、
論
理
的
な
形
に
か
わ
っ
て

い
る
。

　
無
名
詞
体
言
句
か
ら
準
体
助
詞
体
言
句
へ
の
変
化
を
、
右
の
二
つ
の
事
象
と
合
わ

せ
て
見
る
時
に
は
、
そ
こ
に
、
連
体
格
表
現
に
お
け
る
論
理
化
の
動
き
を
読
み
と
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
終
止
・
連
体
形
の
合
一
化
が
ひ
き
起
こ
し
た
も
の
と

は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
準
体
助
詞
体
言
句
が
室
町
末
江
戸
初
期
に
は
じ
ま
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
一
般
化
が
緩
慢
で
、
こ
れ
が
定
着
す
る
の
が
天
保
以
降
で
あ

（
注
2
4
）

る
と
い
う
の
も
、
ど
う
し
て
も
準
体
助
詞
体
言
句
に
か
わ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
原

因
が
生
じ
た
か
ら
で
は
な
く
、
論
理
化
の
動
き
の
た
め
に
生
じ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

　
2
、
準
体
助
詞
の
成
立
　
　
煩
雑
回
避

　
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
準
体
助
詞
「
ノ
」
が
成
立
し
、

一
般
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
そ
の
こ
と
が
、
論
理
化
の
方
向
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
の
反
論
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
準
体
助
詞
「
ノ
」
は
、
そ
の
下

に
本
来
存
し
た
体
言
を
省
略
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

準
体
助
詞
が
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
助
詞
「
ノ
」
に
、
そ
れ
が
本
来
具
有
し
て

い
た
連
体
修
飾
機
能
の
ほ
か
に
、
体
言
で
あ
る
と
い
う
役
割
を
に
な
わ
せ
る
こ
と
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
右
に
見
た
準
体
助
詞
体
言
句
の
ケ
ー
ス
と
は
全
く
逆
の
変

化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
ぼ
く
の
本
一
↓
ぼ
く
の

確
か
に
、
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
、
準
体
助
詞
「
ノ
」
の
成
立
は
、
論
理
化
の
動
き
に

は
逆
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
準
体
助
詞
「
ノ
」
の
成
立
は
、
論
理
化
の

動
き
に
は
逆
行
し
て
も
、
実
現
し
た
方
が
よ
い
事
情
が
あ
っ
た
。

　
○
薬
師
は
常
の
も
（
都
営
乃
母
）
あ
れ
ど
賓
客
の
今
の
薬
師
貴
か
り
け
り
賞
し
か

　
　
り
け
り
（
仏
足
石
歌
一
五
）

　
○
今
の
主
も
前
の
も
（
土
佐
日
記
）

　
○
「
（
上
略
）
「
さ
ら
に
ま
だ
見
ぬ
骨
の
さ
ま
な
り
」
と
な
ん
人
々
申
す
。
ま
こ
と

　
　
に
か
ば
か
り
の
は
見
え
ざ
り
つ
し
と
、
言
た
か
く
の
た
ま
へ
ば
、
「
さ
て
は
扇
の

　
　
に
は
あ
ら
で
、
海
月
の
な
な
り
」
と
き
こ
ゆ
れ
ば
（
枕
草
子
一
〇
二
）

例
え
ば
、
右
の
よ
う
な
例
に
お
い
て
、
準
体
助
詞
「
ノ
」
を
用
い
ず
、
「
常
の
薬
師
」

「
前
の
・
王
」
「
か
ば
か
り
の
骨
」
「
扇
の
骨
」
「
海
月
の
骨
」
と
表
現
す
る
と
、
表

現
が
煩
雑
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
明
の
こ
と
な
が
ら
、
準
体
助
詞
「
ノ
」

は
煩
雑
を
回
避
す
る
と
い
う
は
た
ら
き
を
も
っ
て
い
る
。

　
準
体
助
詞
な
ら
び
に
準
体
助
詞
体
言
句
、
更
に
は
無
名
導
体
言
句
の
問
題
は
、
論

一18一



理
化
の
動
き
と
、
煩
雑
回
避
の
動
き
と
の
、
二
つ
の
力
が
相
克
す
る
と
こ
ろ
に
存
在

す
る
事
象
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
面
を
常
に
見
つ
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
思
わ

れ
る
。

口
準
体
助
詞
体
言
句
の
成
立
　
　
そ
れ
が
遅
れ
て
室
町
末
江
戸
初
期
に
成
立
す
る
の

　
は
な
ぜ
か
。

　
1
、
格
助
詞
「
ノ
」
の
活
用
語
へ
の
承
接

　
準
体
助
詞
に
よ
る
体
言
句
の
構
成
が
、
格
助
詞
「
ヲ
」
や
「
ガ
」
の
成
立
と
定
着

に
認
め
ら
れ
る
、
連
用
格
に
お
け
る
論
理
化
の
進
行
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
の
、
連
体

格
に
お
け
る
論
理
化
の
動
き
に
よ
る
も
の
と
す
る
と
、
そ
の
成
立
の
動
き
は
相
当
早

く
か
ら
あ
っ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
準
体
助
詞
の
成
立
そ
の
も
の
が
遅
れ
た
の
な
ら

と
も
か
く
、
体
言
に
つ
く
例
は
、
先
に
引
い
た
例
に
見
る
よ
う
に
、
既
に
仏
足
石
歌

に
見
え
、
平
安
時
代
に
は
一
般
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
準
体
助
詞
に
よ
る
体

言
句
も
そ
れ
に
続
い
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
も
よ
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
準
体
助
詞
体
言
句
の
成
立
が
室
町
末
江
戸
初
期
ま
で
遅
れ

た
の
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
筆
者
の
解
釈
で
は
、
そ
れ
は
、
格
助
詞
「
ノ
」
と
「
ガ
」
と
の
機
能
・
用
法
分
担

の
し
か
た
か
ら
来
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
「
ノ
」
と
「
ガ
」
と
は
、
古
く
と
も
に
連

体
格
助
詞
で
あ
り
、
や
が
て
と
も
に
・
王
格
を
表
わ
す
よ
う
に
な
る
（
「
ノ
」
は
従
属

節
の
そ
れ
に
限
ら
れ
る
）
が
、
そ
の
時
、
体
言
に
続
く
場
合
に
は
「
ノ
」
も
「
ガ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
5
）

も
用
い
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
活
用
語
に
続
く
の
は
「
ガ
」
の
方
で
あ
っ
た
。

　
○
大
滝
を
過
ぎ
て
夏
身
に
近
づ
き
て
清
き
川
瀬
を
見
る
が
（
見
荷
）
清
け
さ
（
万

　
　
葉
九
・
「
七
三
七
）

　
○
長
き
契
の
な
か
り
け
れ
ば
、
程
な
く
罷
り
ぬ
べ
き
な
め
り
と
思
ふ
が
、
悲
し
く

　
　
侍
る
也
。
（
竹
取
）

従
っ
て
、
準
体
助
詞
「
ノ
」
が
存
し
て
い
て
も
、
そ
れ
は
活
用
語
に
つ
く
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
、
助
詞
「
ノ
」
と

「
ガ
」
と
が
、
前
者
連
体
格
、
後
者
主
格
と
、
文
法
的
機
能
を
分
担
す
る
よ
う
に
な

る
と
、
連
体
格
の
場
合
に
は
活
用
語
に
も
「
ノ
」
の
方
が
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
助
詞
「
ノ
」
が
活
用
語
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
早
い
例
は
、
　
「
花

ヲ
見
ル
ノ
記
」
な
ど
で
知
ら
れ
て
い
る
語
法
で
あ
る
。
こ
の
語
法
が
漢
文
訓
読
の
世

界
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
連
体
格
の
二
重
表
現
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い

け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
語
法
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
連
体
格
助
詞
「
ノ
」
が
活

用
語
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

漢
文
訓
読
の
世
界
に
お
い
て
、
中
国
語
の
構
文
と
表
記
に
ひ
か
れ
て
作
ら
れ
た
語
法
、

で
あ
る
と
は
言
っ
て
も
、
日
本
語
で
全
く
許
さ
れ
も
し
な
い
よ
う
な
訓
法
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
こ
と
な
ど
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
口
語
の
世
界
で
生
ま
れ
た
準

体
助
詞
体
言
句
の
成
立
と
、
漢
文
訓
読
の
世
界
で
作
り
出
さ
れ
た
「
花
ヲ
見
ル
ノ
記
」

な
ど
に
お
け
る
「
活
用
語
の
連
体
形
＋
ノ
」
の
語
法
と
の
間
に
直
接
的
な
影
響
関
係

が
存
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
両
表
現
は
と
も
に
、
活
用
語
に
「
ノ
」
が

っ
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
を
背
景
と
し
て
成
立
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
準
体
助
詞
に
「
ガ
」
が
生
じ
て
い
れ
ば
、
「
ガ
」
に
よ
る

準
体
助
詞
体
言
句
が
早
く
生
じ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
ガ
」
の

方
に
も
準
体
助
詞
と
し
て
の
用
法
が
生
じ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
（
注
2
6
）

劣
勢
で
あ
っ
た
た
め
に
、
準
体
助
詞
体
言
句
の
成
立
が
右
に
見
た
よ
う
に
遅
れ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
2
、
　
「
ガ
ノ
」
起
源
説

　
準
体
助
詞
「
ノ
」
の
成
立
に
比
べ
て
、
準
体
助
詞
体
言
句
の
成
立
が
遅
れ
た
わ
け

を
、
筆
者
は
右
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
検
討
し
て
お
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
の
は
、
準
体
助
詞
体
言
句
が
、
準
体
助
詞
か
ら
直
接
出
て
き
た
も
の
で
は

な
く
、
次
の
よ
う
な
「
ガ
ノ
」
の
成
立
を
待
っ
て
出
て
き
た
も
の
と
す
る
考
え
方
が
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（
注
2
7
）

あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
人
妻
と
わ
が
の
と
ふ
た
つ
思
ふ
に
は
な
れ
こ
し
袖
は
あ
は
れ
ま
さ
れ
る
（
好
忠

　
　
集
四
五
八
）

確
か
に
、
体
言
に
つ
く
準
体
助
詞
「
ノ
」
が
連
体
修
飾
機
能
と
体
言
で
あ
る
こ
と
と

の
二
つ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
活
用
語
に
つ
く
準
体
助
詞
「
ノ
」

は
体
言
の
役
割
し
か
果
し
て
い
ず
、
二
つ
の
「
ノ
」
は
異
な
る
。
　
「
わ
が
の
」
の
よ

う
な
場
合
は
、
「
が
」
が
連
体
修
飾
機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
、
「
の
」
の
方
は
体

言
で
あ
る
と
い
う
役
割
だ
け
を
果
た
し
て
い
て
、
準
体
助
詞
体
言
句
の
「
ノ
」
と
同

じ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
ガ
ノ
」
の
成
立
は
、
「
わ
（
我
）
」
の

例
が
早
い
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
一
つ
に
は
「
わ
が
」
が
一
語
意
識
で
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
、
も
う
一
つ
に
は
準
体
助
詞
「
ガ
」
が
一
般
的
で
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
生
じ
た
も
の
と
見
ら
れ
、
大
き
な
勢
力
を
も
つ
存
在
で
は
な
か
っ
た
と
見
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
準
体
助
詞
「
ノ
」
が
体
言
と
し
て
の
役
割
だ
け
で
用
い
ら

れ
る
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
語
る
も
の
で
、
助
詞
「
ノ
」
が
活
用
語

に
も
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
時
、
同
じ
背
景
か
ら
、
準
体
助
詞
体
言
句
が
成
立
し
た
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
ガ
ノ
」
の
「
ノ
」
が
直
接
の
力
と
な
っ
て
準
体
助
詞
「
ノ
」
が

活
用
語
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
も
の
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

『
好
忠
集
』
に
例
が
見
え
る
よ
う
に
、
「
ガ
ノ
」
の
例
も
［
○
世
紀
後
半
に
は
成
立
し

て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
活
用
語
に
準
体
助
詞
が
つ
く
よ
う
に
な
る
時
期
と
は
大
き
く

へ
だ
た
っ
て
お
り
、
直
接
の
因
果
関
係
は
認
め
に
く
い
。

　
3
、
　
「
～
サ
ニ
」
　
「
～
ゴ
ト
」
の
衰
退

　
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
準
体
助
詞
体
言
句
が
室
町
末
江
戸
初
期
に
成
立
し
、

そ
の
後
長
い
時
間
を
か
け
て
無
名
詞
体
言
句
に
と
っ
て
か
わ
る
こ
と
が
説
明
で
き
る

の
で
あ
る
が
、
先
に
見
た
「
～
サ
ニ
」
　
「
～
ゴ
ト
」
の
語
法
が
や
は
り
近
代
に
な
っ

て
ほ
ろ
び
る
の
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
原
因
・
理
由
を
表
わ

す
「
～
サ
ニ
」
は
、
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
場
合
に
の
み
可
能
な
表
現
で
動
詞
の
場

合
に
は
「
～
ホ
ド
ニ
」
を
用
い
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の

場
合
に
も
「
～
ホ
ド
ニ
」
と
も
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
用
言
に
用
い
る

こ
と
の
で
き
る
「
～
ホ
ド
ニ
」
の
方
が
便
利
な
表
現
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
　
「
～
ホ
ド

ニ
」
に
比
べ
る
と
、
「
～
サ
ニ
」
は
因
果
関
係
が
よ
り
緊
密
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
得

た
か
ら
、
両
表
現
が
併
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
や
が
て
意
味
上
の
小
差
を
捨

て
て
、
用
言
す
べ
て
の
場
合
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
「
～
ホ
ド
ニ
」
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
「
動
詞
連
用
形
＋
～
ゴ
ト
」
の
表
現
も
、
「
動
詞
連
体
形
＋
コ
ト
」
に
比
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
8
）

．
て
、
否
定
的
な
内
容
に
呼
応
し
て
い
く
表
現
と
し
て
、
そ
れ
な
り
の
存
在
意
味
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
そ
の
よ
う
な
意
味
上
の
小
差
を
捨
て
て
、
す
べ
て
の
用

言
に
つ
い
て
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
「
連
体
形
＋
コ
ト
」
の
方
だ
け
を
用
い
る
こ
と

に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
う
考
え
る
と
、
「
～
サ
ニ
」
も
「
～
ゴ
ト
」
も
、
と
も
に
、
い
つ
衰
退
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
時
期
が
あ
っ
た
わ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
連
用
格
に
は
じ
ま
っ
た
論
理
化
の
動
き
を
背
景
に
、
そ
の
動
き
が
連
体
格
に

も
は
た
ら
い
て
く
る
と
、
無
名
準
体
言
句
、
「
～
サ
ニ
」
　
「
～
ゴ
ト
」
三
者
と
も
に

「
連
体
形
＋
体
言
」
と
い
う
論
理
的
に
明
確
な
表
現
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
動
き
に

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
無
名
詞
体
言
句
か
ら
準
体
助
詞
体
言
句
へ
の

変
化
が
、
「
～
サ
ニ
」
「
～
ゴ
ト
」
の
衰
退
に
拍
車
を
か
け
た
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
知

れ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
は
、
「
～
サ
ニ
」
　
「
～
ゴ
ト
」
と
い
う
表

現
が
い
っ
か
ら
衰
退
を
は
じ
め
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

口
準
体
助
詞
体
言
句
成
立
前
　
　
一
般
名
詞
体
言
句
や
形
式
名
詞
体
言
句
に
よ
る
論

　
理
化
が
顕
著
に
進
ま
ず
、
準
体
助
詞
体
言
句
の
成
立
を
待
つ
の
は
な
ぜ
か

　
無
名
軍
体
言
句
か
ら
準
体
助
詞
体
言
句
へ
の
変
化
を
論
理
化
の
動
き
と
認
め
る
と
、

一20一



そ
の
動
き
は
早
く
か
ら
生
じ
て
よ
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
格
助
詞
「
ノ
」
が
活
用
語
に

つ
か
な
か
っ
た
た
め
に
、
準
体
助
詞
体
言
句
の
成
立
は
室
町
末
江
戸
初
期
を
待
た
な

く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
論
理
化
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、

そ
の
他
の
方
法
で
そ
れ
は
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
一

般
名
三
体
言
句
や
形
式
名
詞
体
言
句
に
よ
っ
て
そ
れ
は
実
現
で
き
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
室
町
末
江
戸
初
期
ま
で
そ
れ
ら
の
方
法
に

よ
る
論
理
化
が
顕
著
に
進
ん
で
い
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
は
二
つ
の
問
題
に
分
か
れ
る
。
　
一
つ
は
、
準
体
助
詞
体
言
句
が
成
立
す

る
前
に
一
般
名
詞
体
言
句
や
形
式
名
詞
体
言
句
に
よ
る
論
理
化
の
動
き
が
進
ん
で
い

た
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
が
顕
著
に
は
進
ん
で
い
な

い
ら
し
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
も
う
一
つ
の
問
題
と
し
て
、
】
般

名
詞
体
言
句
や
形
式
名
詞
体
言
句
に
よ
る
論
理
化
が
顕
著
に
は
進
ま
な
か
っ
た
の
は

な
ぜ
か
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
。
こ
の
二
つ
の
問
題
に
早
く
取
り
組
ま
れ
た
の
は

信
太
知
子
氏
で
あ
る
。

　
1
、
論
理
化
の
動
き
は
顕
著
に
は
進
ん
で
い
な
い

　
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
信
太
氏
は
二
つ
の
調
査
結
果
を
示
さ
れ
た
。
　
一
つ
は
、
各

時
代
の
資
料
に
つ
い
て
、
無
名
望
潮
言
句
の
用
例
数
と
形
式
名
詞
体
言
句
の
用
例
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
9
）

と
を
数
え
て
、
全
体
に
占
め
る
無
名
詞
体
言
句
の
率
を
調
べ
た
も
の
で
あ
る

（
表
2
）
無
名
詞
体
言
句
の
割
合
（
信
太
氏
）

の
割
合
（
％
）
無
名
詞
体
言
句

37

9
4
　
2
　
0
9
　
0
3
　
り
Q
　
7
　
「
O
　
F
D
　
只
）

3
4
3
3
6
1
5
7
4
0
1
1
3
3
3
3
4
4
4
4
6
7

6
　
（
0
　
6
　
3
　
9
3
　
3
　
3
　
2
　
1

無
名
詩
体
言
句

22

9
1
9
　
2
　
4
　
7
4
　
2
　
5
　
7
　
1
　
1
　
　
　
1
　
1
　
1

6
5
2
2
9
9
1
5
5
0
7
3
9
4
9
8
1
2
1
1
1
4
7
1
2
2
4

6
　
3
　
3
　
4
　
6
9
　
5
　
9
　
2
　
1

形
式
名
詞
体
言
句

38

7
　
1
　
3
　
9
　
8
　
7
7
　
4
　
2
　
8
　
7
　
1
　
　
　
1
　
　
　
　
1

1
4
4
6
6
4
5
5
4
0
0
2
4
1
8
8
1
8
1
5
1
8
1
3
1
6
9
8
1
1

4
　
4
6
1
　
8
7
　
9
　
6
　
8
　
6
1
　
　
　
　
1

種
類
体
言
句
の
　
　
　
　
名
　
　
　
　
献
　
　
　
　
文

鋤
卜
q
葉
万

　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
旬
耐
D
D
で
　
　
　
　
ま
ま
　
巻
軍
勢
一
　
　
　
　
響
裂
蟹
1
2
7
　
談
（
一
記
平
平
一
垣
一
巻
巻
聞
法
治
石
日
本
本
抄
抄
昔
昔
　
座
　
　
　
長
慶
一
記
詩
今
今
打
百
宇
沙
家
延
覚
史
毛

時
　
　
　
期

1

1
1

皿

W

我
々
の
関
心
は
、
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
て
無
名
書
体
言
句
の
率
が
下
が
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
を
除
け
ば
、
時
代
と
の
間
に
何

ら
か
の
有
意
味
な
関
係
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
。
そ
の
よ
う
な
傾
向
が

認
め
ら
れ
る
か
認
め
ら
れ
な
い
か
と
い
う
以
前
に
、
資
料
ご
と
に
数
値
が
大
き
く
違

っ
て
い
る
。
文
体
差
が
影
響
し
て
い
る
の
か
と
疑
っ
て
み
て
も
、
漢
文
訓
読
文
体
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
0
）

和
文
体
・
口
語
体
と
い
っ
た
文
体
と
の
間
に
相
関
性
が
あ
る
よ
う
に
も
見
え
な
い
。

　
信
太
氏
の
示
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
成
果
は
、
覚
一
本
平
家
の
体
言
句
と
天
草
版
平

家
の
そ
れ
と
を
比
べ
た
も
の
で
、
後
者
で
無
名
詞
体
言
句
の
率
が
低
く
な
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
注
3
1
）

と
い
う
デ
ー
タ
を
出
し
て
お
ら
れ
る
。
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（
表
3
）
覚
一
本
平
家
と
天
草
版
平
家
に
お
け
る
無
名
詞
体
言
句
の
割
合

　
　
　
　
（
信
太
氏
に
よ
る
）

同格体言句 同一名詞体言句

無　有　無 無　有　無
名　名　名 名　名　名
詞　詞　詞 詞　詞　詞
体　体　体 体　体　体
量　　　雪　　　量口　　　　口　　　　口

言　言　言
句　句　句 句　句　句
の の
割 割

A A口 口

（
％
）

露
）

四五・　七　　六

ﾜ　　二　〇

三ニ　　一

E　八　九
ﾜ　　七　　〇

完
本
平
家

三 二
甕

三二　八　　四二　　六　　三 三　　一

E　九　　六
ｪ　　八　　二

最
平
家

こ
の
表
を
見
る
と
、
確
か
に
無
名
詞
体
言
句
の
使
用
率
は
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
さ
ほ
ど
顕
著
な
も
の
で
は
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
信
太
氏
は
、
覚
一
本

で
無
名
詞
体
言
句
で
表
現
さ
れ
て
い
る
部
分
が
、
天
草
版
で
有
名
黒
体
言
句
に
な
っ

て
い
る
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。

　
〔
同
一
名
詞
体
言
句
の
例
〕

　
○
恩
を
知
る
を
人
と
は
い
ふ
ぞ
。
恩
を
知
ら
ぬ
を
畜
生
と
こ
そ
い
へ
。
（
覚
一
二
・

　
　
小
数
訓
）

　
　
○
恩
を
知
る
者
を
人
と
は
言
ふ
。
恩
を
知
ら
ぬ
を
ば
畜
生
と
こ
そ
い
へ
。
（
天
草

　
　
　
「
・
こ

　
〔
同
格
体
言
句
の
例
〕

　
○
蔵
経
し
ば
ら
く
あ
つ
か
ら
う
ど
申
す
を
御
ゆ
る
さ
れ
な
き
は
、
敦
盛
を
一
向
二

　
　
心
あ
る
者
と
お
ぼ
し
め
す
に
こ
そ
。
（
覚
↓
　
二
・
小
将
乞
請
）

　
○
少
将
し
ば
ら
く
あ
っ
か
り
ま
ら
せ
う
と
申
す
を
お
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
い
っ

　
　
か
う
宰
相
を
二
心
あ
る
も
の
と
お
ぼ
し
め
さ
る
る
か
。
（
天
草
一
・
五
）

こ
の
よ
う
な
対
応
例
を
見
る
と
、
天
草
版
の
方
に
論
理
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
信
太
氏
の
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
対

応
例
は
極
め
て
少
な
く
、
有
名
詞
　
有
名
詞
、
無
名
十
一
無
名
詞
の
ま
ま
の
対
応
の

も
の
が
殆
ど
で
あ
り
、
逆
の
対
応
例
（
覚
一
本
有
名
詞
－
天
草
版
無
名
詞
）
さ
え
存

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
て
も
、
一
般
名
詞
体
言
句
・
形
式
名
詞
体
言
句
に

よ
る
論
理
化
は
顕
著
に
は
進
ん
で
い
な
い
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
表
4
）
覚
「
本
平
家
と
天
草
版
平
家
と
の
体
言
句
対
応
例
（
信
太
氏
）

有 無 覚
名 名

一
詞 詞 本

体 体 天
言 言 草
句 句 版

無
名

四
詞
体 同

一 五 言
句

署
詞

有
名

笙
口

一
七
二

七

詞
彗
局

句

無
名

三
詞
体 同

五 九 言
句 格

言

六 ＝

有
名
詞
体

言
句

六
一

言
句

　
2
、
論
理
化
が
顕
著
に
進
ま
な
か
っ
た
理
由

　
　
ω
従
来
の
説

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
信
太
氏
に
、
形
式
名
詞
体
言
句
が
無
名
詞
章
言
句
の
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
2
）

わ
り
の
役
目
を
果
た
し
得
な
か
っ
た
事
情
に
つ
い
て
の
考
察
が
あ
る
。
氏
は
、
井
手

至
氏
が
、
形
式
名
詞
が
一
定
の
範
疇
を
与
え
る
機
能
を
も
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
3
）

準
体
助
詞
「
ノ
」
が
範
疇
的
意
味
を
形
式
的
な
も
の
と
し
て
い
る
と
さ
れ
た
の
に
拠

っ
て
、
後
者
こ
そ
が
、
体
言
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
示
し
得
る
形
態
で
あ
っ
て
、
そ
の

意
味
が
無
色
・
無
内
容
で
あ
る
無
名
詞
体
言
句
に
か
わ
り
得
た
の
だ
と
説
か
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
無
色
・
無
内
容
の
表
現
（
無
名
詞
体
言
句
と
準
体
助
詞
体
言
句

と
）
に
あ
い
ま
い
さ
を
好
む
日
本
人
の
嗜
好
を
認
め
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
、
活
用

語
の
連
体
形
と
準
体
助
詞
「
ノ
」
と
に
比
べ
る
と
、
「
モ
ノ
」
「
ヒ
ト
」
「
コ
ト
」
は
範

疇
を
与
え
る
。
し
か
し
、
「
モ
ノ
」
か
「
ヒ
ト
」
か
「
コ
ト
」
か
と
い
う
範
疇
を
与
え
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て
も
、
体
言
句
と
し
て
不
都
合
で
あ
っ
た
と
も
思
え
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
に
あ
い
ま
い

さ
が
強
く
保
持
さ
れ
た
と
も
考
え
に
く
い
。
仮
り
に
あ
い
ま
い
さ
が
好
ま
れ
た
も
の

と
し
て
も
、
「
モ
ノ
」
「
ヒ
ト
」
「
コ
ト
」
に
よ
る
範
疇
は
、
事
物
を
大
き
く
三
分
割

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
中
古
の
「
モ
ノ
」
は
あ
い
ま
い
さ
の
代
表
的
な
表
現
で
あ
っ

た
か
ら
、
こ
れ
が
不
適
当
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

　
　
②
同
一
名
詞
体
言
句
の
場
合

　
そ
こ
で
、
準
体
助
詞
体
言
句
が
成
立
す
る
前
に
、
既
に
、
無
名
詞
体
言
句
が
、
顕

著
で
は
な
い
に
し
て
も
論
理
化
の
動
き
の
た
め
に
衰
弱
の
動
き
を
見
せ
て
い
た
と
し

て
、
な
お
か
つ
そ
の
形
（
無
名
詞
体
言
句
）
で
と
ど
ま
っ
て
い
た
も
の
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
名
詞
体
言
句
や
形
式
名

詞
体
言
句
が
無
名
主
体
言
句
の
か
わ
り
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
を
考

え
て
み
た
い
。
資
料
に
は
、
準
体
助
詞
体
言
句
が
成
立
し
は
じ
め
て
い
た
か
と
見
ら

れ
る
時
期
の
も
の
で
、
口
語
度
の
高
い
も
の
と
し
て
『
天
草
版
伊
曽
保
物
語
』
を
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
注
3
4
）

い
、
同
一
名
詞
体
言
句
と
同
格
体
言
句
と
に
分
け
て
考
え
る
。

　
①
『
天
草
版
伊
直
言
物
語
』
の
無
名
詞
同
一
名
詞
体
言
句

　
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
同
一
名
詞
体
言
句
を
次
の
よ
う
に
類
別
し
て
観

察
す
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

轟
闘
愚
慮
縫
劃
一
　
駒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
注
3
5
）

先
ず
、
旦
一
体
的
な
用
例
を
示
す
。
各
分
類
の
中
を
更
に
細
分
し
た
。

　
A
名
詞
出
現
体
言
句

　
　
m
名
詞
先
行
出
現
体
言
句

　
　
　
疏
同
一
文
中
名
詞
出
現
体
言
句

　
　
飾
名
詞
が
同
格
と
し
て
出
現
し
て
い
る
例

　
　
　
○
野
馬
の
見
苦
し
げ
な
に
重
荷
を
負
せ
て
（
囎
）

　
　
　
○
人
毎
に
当
時
の
主
人
の
柔
和
な
を
ば
臆
病
で
役
に
立
た
ぬ
と
言
ひ

　
　
　
　
漏
）

　
　
零
詞
が
、
ガ
L
主
部
と
し
て
出
現
し
て
い
る
例
（
注
3
6
）

　
　
　
○
含
ん
だ
肉
の
影
が
水
の
底
に
写
っ
た
を
見
れ
ば
（
5
4
4
）

　
　
細
名
詞
が
、
「
ガ
」
を
と
ら
な
い
疑
問
文
の
主
格
と
し
て
出
現
し
て
い
る
例

　
　
　
○
い
つ
れ
の
人
の
か
し
ら
か
我
ら
が
踏
み
物
に
な
ら
ぬ
が
有
る
か
（
8
5
4
）

　
　
細
名
詞
が
そ
の
他
の
位
置
に
出
現
し
て
い
る
例

　
　
　
○
或
る
犬
肉
を
含
ん
で
川
を
渡
る
に
、
そ
の
川
の
真
中
で
含
ん
だ
肉
の

　
　
　
　
影
が
水
の
底
に
写
っ
た
を
見
れ
ば
、
己
が
含
ん
だ
よ
り
も
、
一
倍
大

　
　
　
　
き
け
れ
ば
、
影
と
は
知
ら
い
で
、
含
ん
だ
を
棄
て
て
水
の
底
へ
頭
を

　
　
　
　
入
れ
て
見
れ
ば
（
5
4
4
）

　
　
　
○
何
た
る
良
い
酒
珍
し
い
肴
と
い
う
て
も
、
い
つ
れ
か
我
ら
が
手
を
掛

　
　
　
　
け
ぬ
を
食
す
る
人
の
有
る
？
（
7
5
4
）

　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
7
）

　
m
相
手
会
話
中
名
詞
出
現
体
言
句

　
　
　
○
「
我
に
そ
の
魚
を
食
は
せ
い
」
狐
答
へ
て
言
ふ
は
、
　
「
某
の
食
ひ
残

　
　
　
　
い
た
を
ば
何
と
し
て
参
ら
せ
う
そ
？
（
下
略
）
（
鰯
）

翫
名
詞
後
行
出
現
体
言
句

　
掘
分
裂
強
調
体
言
句

　
　
　
○
大
切
の
者
と
仰
せ
ら
る
る
は
平
生
御
秘
蔵
な
さ
る
る
こ
の
犬
の
事
で

　
　
　
　
ご
ざ
ら
う
ず
る
（
3
2
4
）

　
　
　
○
世
上
に
果
報
の
い
み
じ
い
者
と
い
ふ
は
即
ち
我
ら
が
こ
と
で
あ
ら
う

　
　
　
　
（
婚
）

　
　

　
免
分
裂
疑
問
体
言
句

　
　
　
○
御
辺
の
翼
の
黒
う
輝
く
は
、
衰
龍
の
御
衣
か
？
・
（
0
5
4
）
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柳
　
　
田
　
　
征
　
　
司

　
　
　
　
　
○
か
ほ
ど
の
炎
天
に
頭
巾
を
か
つ
ぎ
、
単
皮
を
は
き
、
決
拾
を
さ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
創

　
　
　
　
　
　
こ
こ
を
過
ぐ
る
は
誰
ぞ
（
8
6
4
）

　
B
名
詞
不
出
現
体
言
句

　
　
　
　
　
○
光
る
時
又
サ
モ
と
い
ふ
所
に
大
法
会
の
儀
が
有
っ
て
、
高
い
も
賎
し

　
　
　
　
　
　
い
も
群
衆
す
る
、
そ
の
場
に
所
の
検
役
が
坐
せ
ら
れ
た
に
（
5
2
4
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
8
）

　
　
　
　
　
○
親
し
い
を
も
疎
い
を
も
分
た
ず
、
平
等
に
笑
ひ
顔
を
人
に
現
は
せ
（
8
3
4
）

右
に
列
挙
し
た
例
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
各
種
類
を
定
義
し
て

お
く
。

A
名
詞
出
現
体
言
句

B
名
詞
不
出
現
体
言
句

癌
名
詞
先
行
出
現
体
言
句

餉
名
詞
後
遅
出
現
体
言
句

同
一
名
詞
体
言
句
を
こ
の
よ
う
に
類
別
し
て
、

物
語
』
に
用
い
ら
れ
て
い
る
無
名
詞
体
言
句
を
類
別
し
て
み
る
と
、

は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

体
言
句
が
表
わ
す
名
詞
が
文
章
中
に
出
現
し
て
い

る
体
言
句

体
言
句
が
表
わ
す
名
詞
が
文
章
中
に
出
現
し
て
い

な
い
体
言
句

体
言
句
が
表
わ
す
名
詞
が
文
章
中
の
前
の
部
分
に

出
現
し
て
い
る
体
言
句

体
言
句
が
表
わ
す
名
詞
が
文
章
中
の
後
の
部
分
に

出
現
す
る
体
言
句

　
　
　
　
　
　
こ
れ
に
従
っ
て
『
天
草
版
伊
曽
池

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
用
例
数

（
表
5
）
　
『
天
草
版
伊
曽
保
物
語
』
の
無
名
詞
同
一
名
詞
体
言
句

B A 種
類

四
例

二
二
例

用
例
数

A2 A1 種
類

五
例

毛
例

用
例
数

Al2 An 種
類

両
宍
例

用
例
数

A114 All3 A112 Alu 種
類

四
例

五
例 衝 四

例 衝 二
例

九
例

用
例
数

　
②
一
般
名
詞
体
言
句
に
よ
る
論
理
化
の
限
界

　
室
町
末
期
に
な
っ
て
も
無
名
詞
体
言
句
で
行
わ
れ
て
い
た
同
一
名
詞
体
言
句
の
例

は
そ
の
殆
ど
が
A
の
名
詞
出
現
体
言
句
で
あ
っ
た
。
名
詞
不
出
現
体
言
句
（
B
）
の

四
例
は
慣
用
的
な
表
現
の
例
で
あ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
、
我
々
は
、
無
名
詞
体
言
句

が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
と
、
ま
た
、

無
名
詞
体
言
句
に
一
般
名
詞
体
言
句
が
と
っ
て
か
わ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と

と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
名
詞
先
行
出
現
体
言
句
の
例
か
ら
見
る
と
、
劃
同
一
文
中
名
詞
出
現
体
言
句
の
う

ち
飾
細
細
の
例
は
一
般
名
詞
を
加
え
る
と
煩
雑
な
表
現
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
　
細
騙
馬
の
見
苦
し
げ
な
臆
馬
に
重
荷
を
負
せ
て

　
　
飾
含
ん
だ
肉
の
影
が
水
の
底
に
写
っ
た
肉
の
影
を
見
れ
ば

　
　
飾
い
つ
れ
の
人
の
か
し
ら
か
我
ら
が
踏
み
物
に
な
ら
ぬ
か
し
ら
が
有
る
か

細
の
例
や
、
　
『
天
草
版
伊
曽
保
物
語
』
に
は
例
が
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
注
3
7
に
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
た
他
文
中
名
詞
体
言
句
の
例
や
、
m
相
手
会
話
中
名
詞
出
現
体
言
句
の
場
合
も
、
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般
名
詞
を
加
え
る
と
煩
雑
な
表
現
と
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
多
か
れ
少
な
か
れ
存

し
た
。

　
無
名
詞
体
言
句
の
起
こ
り
そ
の
こ
と
が
、
煩
雑
を
回
避
す
る
た
め
に
準
体
助
詞
が

生
ま
れ
た
の
と
同
じ
く
、
有
名
詞
体
言
句
の
体
言
を
省
略
す
る
こ
と
に
出
発
し
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
9
）

の
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
従
？
て
、
無
名
草
体
言
句
は
、
一
つ
に
は
煩
雑
回
避
と

い
う
そ
れ
と
し
て
の
存
在
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
ら
、
い
く
ら
論
理
化
の
動
き
が
進

ん
で
も
、
一
般
名
黒
体
言
句
に
改
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
名
詞
後
章
出
現
体
言
句
の
例
を
見
る
。
こ
の
例
は
、
そ
の
名
詞
を
強
調
し

て
文
末
に
お
く
分
裂
文
で
あ
る
か
ら
、
体
言
句
の
と
こ
ろ
に
そ
の
名
詞
（
｝
般
名
詞
）

を
置
い
た
の
で
は
、
文
に
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　
短
大
切
の
者
と
仰
せ
ら
る
る
こ
の
犬
は
平
生
御
秘
蔵
な
さ
る
る
こ
の
犬
の
事
で
ご

　
　
ざ
ら
う
ず
る

こ
の
例
の
場
合
も
無
名
詞
体
言
句
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
③
形
式
名
詞
体
言
句
に
よ
る
論
理
化
の
限
界

　
形
式
名
詞
「
モ
ノ
」
「
ヒ
ト
」
を
用
い
れ
ば
、
煩
雑
を
同
性
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、

　
分
裂
文
も
可
能
で
あ
る
。

　
〔
名
詞
先
行
出
現
体
言
句
〕

　
　
細
臆
馬
の
見
苦
し
ば
な
も
の
に
重
荷
を
負
せ
て

　
　
細
含
ん
だ
肉
の
影
が
水
の
底
に
写
っ
た
も
の
を
見
れ
ば

　
　
細
い
つ
れ
の
人
の
か
し
ら
か
我
ら
が
踏
み
物
に
な
ら
ぬ
も
の
が
有
る
か

　
〔
名
詞
後
行
出
現
体
言
句
〕

　
　
短
大
切
の
者
と
仰
せ
ら
る
る
も
の
は
平
生
御
秘
蔵
な
さ
る
る
こ
の
犬
の
事
で
ご

　
　
　
さ
ら
う
ず
る

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
形
式
名
詞
体
言
句
は
な
ぜ
無
名
皇
位
言
句
に
と
っ
て
か
わ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
形
式
名
詞
体
言
句
が
、
煩
雑
を
・

回
避
す
る
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
も
、
別
の
欠
陥
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
無
名
詞
体
言
句
は
、
煩
雑
回
避
と
い
う
は
た
ら
き
の
ほ
か
に
、
そ
の
表

わ
す
体
言
が
、
既
に
前
に
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
は
こ
れ
か
ら

後
に
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
わ
す
は
た
ら
き
を
も
っ
て
い
る
の
で

（
注
4
0
）

あ
る
。
こ
れ
は
無
名
十
体
言
句
が
具
有
し
て
い
た
大
事
な
は
た
ら
き
で
、
そ
の
こ
と

は
、
　
『
天
草
版
伊
野
保
物
語
』
の
無
名
詞
同
一
体
言
句
の
多
く
が
名
詞
先
行
出
現
体

言
句
か
名
詞
後
導
出
現
体
言
句
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

形
式
名
詞
「
モ
ノ
」
　
「
ヒ
ト
」
で
表
現
し
た
の
で
は
そ
の
大
事
な
半
面
が
失
わ
れ
る

の
で
あ
っ
た
。
一
般
名
詞
体
言
句
の
方
は
、
逆
に
、
そ
れ
が
既
に
前
に
出
た
も
の
と

同
　
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
は
、
こ
れ
か
ら
後
に
出
て
く
る
も
の
と
同
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
煩
雑
を
回
避
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
準
体
助
詞
体
言
句
が
成
立
し
て
は
じ
め
て
、
一
般
名
詞
体
言
句
が
も
つ
欠
陥
と
形

式
名
詞
体
言
句
が
も
つ
そ
れ
と
を
と
も
に
解
消
し
た
表
現
、
即
ち
、
無
名
詞
体
言
句

が
表
わ
し
て
い
た
表
現
を
全
同
の
形
で
継
承
で
き
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
表
6
）
体
言
句
の
は
た
ら
き

準
体
助
詞
体
言
句

形
式
名
詞
体
言
句

蔑
名
詞
体
言
句

無
名
詞
体
言
句

体
言
句

○ ○ × ○

煩
雑
回
避

○ × 0 ○

名
詞
指
示

信
太
氏
は
、
無
名
屋
体
言
句
と
準
体
助
詞
体
言
句
と
が
具
有
す
る
表
現
力
を
、
体
言

で
あ
る
こ
と
だ
け
を
示
し
、
体
言
の
意
味
を
無
色
・
無
内
容
に
し
て
い
る
こ
と
に
認
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め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
そ
の
表
現
力
を
、
煩
雑
回
避
と
、
前
か
後
か
に

そ
れ
が
さ
し
示
す
名
詞
が
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
こ
と
と
に
認
め
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
（
注
4
1
）

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
、
準
体
助
詞
体
言
句
が
成
立
す
る
ま
で
は
、
論
理
化
を
志

向
し
て
い
て
も
、
一
般
名
詞
体
言
句
や
形
式
名
詞
体
言
句
に
よ
っ
て
無
名
詞
体
言
句

の
か
わ
り
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

無
名
十
体
言
句
の
割
合
が
大
幅
に
減
少
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
も
の
と
考
え

　
（
注
4
2
）

ら
れ
る
。

　
先
に
、
信
太
氏
が
示
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
お
い
て
無
名
三
体
言
句
の
割
合
が
資
料
ご

と
に
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
た
が
、
こ
れ
も
、
体
言
回
す
べ
て
の
用
例
数
を

数
え
て
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
】
般
名
詞
体
言
句
や
形
式
名
詞
体
言
旬
に
よ
っ
て
論

理
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
論
理
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
無
名
詞
体
言
句
に
限
っ
て
デ
ー

タ
を
出
せ
ば
、
異
な
る
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
る
。
た
だ

し
、
煩
雑
を
回
避
す
る
た
め
に
一
般
名
馬
体
言
句
が
用
い
ら
れ
な
い
ケ
～
ス
と
い
う

時
、
ど
こ
ま
で
が
煩
雑
と
意
識
さ
れ
た
か
は
と
ら
え
に
く
い
か
ら
、
実
際
に
は
そ
の

よ
う
な
調
査
を
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
㈹
同
格
体
言
句
の
場
合

　
同
格
体
言
句
の
場
合
も
、
形
式
名
詞
体
言
句
に
よ
っ
て
論
理
化
を
進
め
る
こ
と
が

で
き
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
し
て
は
、
や
は
り
準
体
助
詞
体
言
句
が
成
立
す
る

ま
で
は
、
無
名
詞
体
言
句
が
多
く
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
格
体
言
句
の
場
合
に

は
、
同
一
名
詞
体
言
句
の
場
合
と
違
っ
て
、
煩
雑
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
必
要
も
な

か
っ
た
し
、
前
か
後
か
に
出
て
い
る
名
詞
を
さ
し
示
す
必
要
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
形
式
名
詞
「
コ
ト
」
に
よ
っ
て
容
易
に
論
理
化
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
て
い

て
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
①
『
天
草
版
伊
曽
保
物
語
』
の
無
名
詞
同
格
体
言
句

　
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
こ
こ
で
も
『
天
草
版
伊
曽
保
物

語
』
に
見
え
る
無
名
詞
同
格
体
言
句
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
見
る
こ
と

に
す
る
。
各
用
例
を
、
現
代
語
で
は
ど
の
よ
う
に
言
う
か
と
い
う
視
点
か
ら
類
別
す

　
　
　
　
　
　
　
（
注
4
3
）

る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

織
遣
灘
　
　
臨
編

次
に
旦
ハ
体
的
な
用
例
を
若
干
示
す

　
m
O
イ
ン
ポ
再
び
死
せ
い
で
蘇
生
仕
り
、
参
内
致
す
は
不
思
議
ぢ
や
（
5
3
4
）

　
　
○
我
が
前
で
借
っ
た
を
ば
存
じ
た
（
5
4
4
）

　
餉
○
私
は
こ
の
道
を
教
ゆ
る
よ
り
外
、
別
の
犯
し
も
ご
ざ
な
い
（
0
3
4
）

　
　
○
勝
つ
も
暴
く
る
も
た
だ
時
の
運
に
依
る
こ
と
ち
や
（
姻
）

　
臨
○
家
も
広
う
、
間
々
も
多
い
を
見
て
（
3
7
4
）

　
　
○
件
の
狼
懸
る
岡
に
休
ん
で
居
る
と
こ
ろ
に
、
か
の
狼
哀
れ
と
い
ふ
も
愚
な
体

　
　
　
で
過
ぎ
行
く
を
見
て
、
狐
が
呼
び
掛
け
て
言
ふ
は
（
娚
）

　
　
○
こ
の
や
う
な
辛
労
を
せ
う
よ
り
も
、
今
死
ん
だ
は
ま
し
で
あ
ら
う
（
剛
）

　
翫
○
上
一
人
よ
り
、
下
万
民
の
頭
上
を
踏
む
に
恐
れ
も
飼
う
（
7
5
4
）

　
　
○
か
の
狼
哀
れ
と
い
ふ
も
愚
な
体
で
過
ぎ
行
く
を
（
娚
）

一26一



　
　
○
難
の
漫
歌
ぶ
を
聞
い
て
（
7
7
4
）

　
翫
0
聞
き
違
へ
な
れ
ば
、
折
濫
す
る
に
も
及
ば
ぬ
事
ぢ
や
（
備
）

　
　
○
我
が
借
用
し
た
家
は
膝
を
入
る
る
に
も
足
ら
ず
、
狭
う
難
儀
に
及
べ
ば
（
3
7
4
）

　
C
O
こ
の
御
煩
ひ
の
病
床
に
は
唐
物
も
、
和
薬
も
用
ゆ
る
に
足
ら
ぬ
。
　
（
7
6
4
）

　
　
○
強
敵
が
逃
ぐ
る
と
見
ゆ
る
と
も
、
勝
つ
に
乗
る
な
（
2
8
4
）

各
用
例
数
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
（
表
7
）
　
『
天
草
版
伊
曽
保
物
語
』
の
無
名
詞
同
格
体
言
句

種
C B A

類

＝ 三
用

四 三 ○ 例
例 例 例

数

種

B2 B1 A4 A3 A2 A1
類

二 一
用

三 四 八 → 五 五 九 例
例 例 例 例 例 例 例

数

　
　
②
形
式
名
詞
体
言
句
に
よ
る
論
理
化
の
限
界

　
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
形
式
名
詞
体
言
句
で
論
理
化
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
が

で
き
な
い
無
名
詞
体
言
句
が
か
な
り
存
し
、
準
体
助
詞
体
言
句
の
成
立
を
待
た
な
く

て
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
同
格
体
言
句
の
場
合
も
、
元
来
は
形
式
名
詞
「
コ
ト
」
「
サ
マ
」
等
に
よ
っ
て
表

現
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
一
名
詞
体
言
句
に
無
名
詞
体
言
句
が
成
立
す

る
と
、
同
一
名
詞
体
言
句
と
同
格
体
言
句
と
は
連
続
し
て
い
た
か
ら
、
同
格
体
言
句

に
も
無
名
詞
体
言
句
が
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
や
が
て
は
、
形

式
名
詞
「
コ
ト
」
や
「
サ
マ
」
等
で
は
く
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
無
名
詞
同
格
体
言

句
も
多
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
論
理
化
の
動
き
の
中
で
、
「
コ
ト
」
「
サ

マ
」
等
の
形
式
名
詞
で
く
く
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
形
式
名
詞
体
言
句
で
表
現

す
る
動
き
が
進
ん
で
も
、
な
お
、
形
式
名
詞
体
言
句
で
は
表
現
で
き
な
い
も
の
が
多

く
存
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
、
同
】
名
詞
体
言
句
に
準
体
助
詞
体
言
句
が
成
立
す
る
と
、
こ
れ
が
同
格

　
　
　
　
　
　
（
注
4
4
）

体
言
句
に
も
広
が
り
、
「
コ
ト
」
コ
サ
マ
L
等
で
く
く
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
体
言

句
を
く
く
る
こ
と
と
な
り
、
更
に
は
、
「
コ
ト
」
「
サ
マ
」
で
く
く
る
こ
と
の
で
き
た

体
言
句
の
一
部
を
も
準
体
助
詞
で
表
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
今
日
、
外
国
人
に
日
本
語
を
教
え
る
と
い
う
視
点
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
日
本
語
の

研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
に
、
「
コ
ト
」
に
よ
る
形
式
名
詞
同
格
体
言
句
と
「
ノ
」
に
よ
る

準
体
助
詞
同
格
体
言
句
と
が
ど
う
違
っ
て
い
る
の
か
を
取
り
扱
っ
た
も
の
が
少
な
く

（
注
4
5
）

な
い
が
、
そ
れ
ら
の
研
究
成
果
は
い
ま
だ
二
つ
の
違
い
を
説
得
的
に
説
明
す
る
こ
と

に
成
功
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
研
究
を
実
り
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に

は
、
右
に
見
た
成
立
過
程
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

三
、
接
続
部
に
立
つ
体
言
句

　
接
続
部
に
立
つ
体
言
句
と
し
た
も
の
は
、
格
助
詞
が
つ
い
た
連
用
格
に
出
る
も
の

と
解
さ
れ
る
「
ノ
ニ
」
「
ノ
デ
」
と
、
断
定
の
助
動
詞
「
ナ
リ
」
が
つ
い
て
い
る
「
ノ

ナ
ラ
（
バ
）
」
と
に
二
分
さ
れ
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
現
代
語
に
お
い
て
、
前
者
が

｝
般
に
「
ノ
ニ
」
　
「
ノ
デ
」
と
「
ノ
」
の
つ
い
た
形
で
し
か
用
い
ら
れ
な
い
の
に
対

し
て
、
後
者
が
「
ナ
ラ
（
バ
）
」
　
「
ノ
ナ
ラ
（
バ
）
」
と
「
ノ
」
の
無
い
形
と
有
る
形

と
両
形
で
用
い
ら
れ
る
点
で
も
異
な
っ
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
断
定
の
助
動

詞
が
つ
い
て
い
る
と
い
う
点
で
次
項
に
扱
う
「
ノ
ダ
」
な
ど
と
共
通
す
る
か
ら
、
そ

こ
で
合
わ
せ
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

　
「
ノ
ニ
」
「
ノ
デ
」
の
「
二
」
「
デ
」
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
格
助
詞
と
見
る
こ
と
で
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見
解
の
一
致
を
見
て
い
る
か
ら
、
前
項
で
扱
っ
た
連
用
格
に
立
つ
体
言
句
に
起
き
た

こ
と
が
こ
こ
で
も
同
じ
く
起
き
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
二
」
「
デ
」
「
ナ

ラ
」
以
外
の
接
続
助
詞
に
「
ノ
」
の
つ
い
た
形
、
「
ノ
ガ
」
「
ノ
バ
」
「
ノ
ド
モ
」
な
ど

が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
見
て
も
そ
う
解
さ
れ
る
。
格
助
詞
「
二
」
「
デ
」
に
出
る

「
ノ
ニ
」
「
ノ
デ
」
が
接
続
助
詞
と
し
て
定
着
し
た
の
は
、
「
二
」
「
デ
」
の
場
合
格
助

詞
と
し
て
の
意
味
と
接
続
助
詞
と
し
て
の
意
味
と
が
大
き
く
重
な
っ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。

　
こ
こ
で
格
助
詞
と
接
続
助
詞
の
問
題
に
関
連
し
て
、
準
体
助
詞
体
言
句
が
無
名
詞

体
言
句
に
と
っ
て
か
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
格
助
詞
「
ガ
」
と
接

続
助
詞
「
ガ
」
と
の
区
別
が
明
確
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
お

き
た
い
。

　
○
日
が
暮
れ
た
の
が
目
に
見
え
ぬ
か
。

　
○
日
が
暮
れ
た
が
、
あ
た
り
は
ま
だ
少
し
明
る
い
。

こ
の
よ
う
な
例
を
見
る
と
、
準
体
助
詞
体
言
句
の
成
立
に
、
格
助
詞
と
接
続
助
詞
の
弁

別
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
か
か
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
弁
別
が
で
き
る
の
は
「
ガ
」
の
場
合
だ
け
で
あ
り
、
「
ノ
ニ
」
「
ノ
デ
」

の
場
合
に
は
接
続
助
詞
の
方
も
「
ノ
ニ
」
「
ノ
デ
」
と
な
っ
て
い
て
弁
別
で
き
な
い
か

ら
、
そ
れ
が
力
に
な
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
「
準
体
助
詞
体
言
句
＋
ガ
」

の
場
合
も
、
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
後
も
、
遅
く
ま
で
無
名
詞
体
言
句
の
形
「
日
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
注
4
6
）

暮
れ
た
が
目
に
見
え
ぬ
か
」
　
（
鑓
の
権
三
重
帷
子
）
の
形
で
行
わ
れ
て
お
り
、
「
ガ
」

の
主
格
助
詞
、
接
続
助
詞
の
別
を
準
体
助
詞
「
ノ
」
で
果
た
そ
う
と
す
る
動
き
は
強

い
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
や
が
て
、
結
果
と
し
て
、
格
助
詞
は
体

言
に
つ
き
、
接
続
助
詞
は
活
用
語
に
つ
く
と
い
う
違
い
が
確
立
し
て
い
く
。
そ
う
な

る
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
ノ
ニ
」
　
「
ノ
デ
」
は
一
語
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

〔
注
4
7
）

つ
た
。

四
、
述
部
に
立
つ
体
言
句

の
「
ノ
デ
ア
ル
」
「
ノ
ジ
ャ
」
「
ノ
ダ
」
「
ノ
デ
ス
」

　
現
代
語
の
「
ノ
デ
ア
ル
」
「
ノ
ジ
ャ
」
「
ノ
ダ
」
「
ノ
デ
ス
」
が
古
代
語
の
コ
連
体
形

＋
ナ
リ
L
構
文
の
後
喬
で
あ
る
こ
と
は
、
北
原
保
雄
博
士
や
信
太
知
子
氏
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
〔
注
4
8
）

明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
「
連
体
＋
ナ
リ
」
構
文
は
、
北
原
博
士
が
明
ら
か
に

さ
れ
た
よ
う
に
、
例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
身
の
い
と
・
也
う
き
な
り
。
　
（
源
氏
・
浮
舟
）

の
構
造
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
、
無
名
詞
体
言
句
に
「
な
り
」
が
つ
い
た
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
部
分
は
、
「
体
言
句
＋
ナ
リ
」
で
あ
る
か
ら
、
述
部
に
当
た
り
、
こ
れ
に

対
す
る
主
部
を
と
る
例
が
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
、
述
部
部
分
は
一
般
に
主
部
部
分
に

対
す
る
説
明
と
な
っ
て
い
た
。

　
　
先
立
た
ぬ
悔
の
八
千
度
悲
し
き
は
、
認
る
る
水
の
か
へ
り
こ
ぬ
な
り
（
古
今
八

　
　
三
七
）

主
部
部
分
が
な
く
、
述
部
部
分
だ
け
で
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
も
、
文
脈
上
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
4
9
）

は
説
明
的
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

　
　
か
く
の
み
い
ふ
こ
そ
い
と
心
憂
け
れ
。
さ
も
あ
り
ぬ
べ
き
事
と
思
ひ
か
け
ば
こ

　
　
そ
あ
ら
め
、
あ
る
ま
じ
き
事
と
杉
並
ひ
取
る
に
、
わ
り
な
く
、
か
く
の
み
頼
み

　
　
た
る
や
う
に
宣
へ
ば
、
い
か
な
る
事
を
し
い
で
給
は
む
と
す
る
に
か
な
ど
思
ふ

　
　
に
つ
け
て
、
身
の
い
と
心
憂
き
な
り
。
（
源
氏
・
浮
舟
）

　
コ
連
体
形
＋
ナ
リ
L
構
文
に
用
い
ら
れ
て
い
た
助
動
詞
「
ナ
リ
（
〈
ニ
ア
リ
）
」

は
、
完
了
の
助
動
詞
「
リ
（
〈
ア
リ
）
」
が
コ
テ
ア
ル
L
「
タ
（
ル
）
」
に
と
っ
て
か
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
5
0
）

ら
れ
て
い
く
の
に
ひ
か
れ
て
、
中
世
の
間
に
「
デ
ア
ル
（
〈
ニ
テ
ア
ル
）
」
「
ヂ
ャ
」

「
ダ
」
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
て
い
く
。
従
っ
て
、
　
コ
連
体
形
＋
ナ
リ
L
文
は
中
世
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
5
1
）

に
は
次
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
て
い
た
。

　
○
女
院
あ
れ
見
よ
、
こ
れ
ほ
ど
に
人
目
の
ま
れ
な
所
に
、
何
た
る
人
の
来
る
か
、
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忍
ば
う
ず
る
こ
と
な
ら
ば
、
忍
ば
う
と
お
ほ
せ
ら
れ
た
れ
ば
、
大
納
言
の
局
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
お
障
子
を
あ
け
て
見
さ
せ
ら
る
れ
ば
、
人
で
は
な
う
て
鹿
の
お
そ
し
げ
な
が
、

　
　
二
つ
つ
れ
て
楢
の
葉
を
踏
み
鳴
ら
い
て
過
ぐ
る
で
あ
っ
た
。
　
（
天
草
平
家
四
・

　
　
二
四
鵬
）

　
○
碩
鼠
ナ
ト
ハ
刺
テ
イ
ナ
ウ
ト
云
タ
ソ
。
是
ハ
唐
国
ノ
風
チ
ヤ
程
二
尭
ノ
遺
風
カ

　
　
ア
ツ
テ
イ
ナ
ウ
ト
油
画
ヌ
チ
ヤ
ゾ
。
風
俗
力
淳
也
。
　
（
両
足
院
本
毛
詩
抄
六
1
一

　
　
オ
、
古
活
字
版
1
3
オ
）

や
は
り
説
明
的
な
表
現
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
、
体
言
句
が
述
部
に
立
つ
例
の
場
合
に
も
、
連
体
格
に
お
け
る
論
理

化
の
動
き
は
生
じ
、
準
体
助
詞
「
ノ
」
が
入
る
よ
う
に
な
り
、
「
ノ
デ
ア
ル
」
「
ノ
ヂ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
5
2
）

ヤ
」
「
ノ
ダ
」
「
ノ
デ
ス
」
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
連
用
格
に
立
つ

場
合
と
同
様
に
現
代
語
で
は
「
ノ
」
の
な
い
形
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
「
デ
ア
ロ
ウ
」

「
ジ
ャ
ロ
ウ
」
「
ダ
ロ
ウ
」
「
デ
シ
ョ
ウ
」
の
推
量
表
現
の
場
合
に
コ
ノ
し
の
入
ら
な

い
形
も
生
き
の
び
た
の
は
、
推
量
の
助
動
詞
「
ラ
シ
イ
」
「
マ
イ
」
が
動
詞
の
終
止
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
5
3
）

連
体
形
に
つ
い
て
い
る
の
に
ひ
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
ノ
」
の
入
ら
な
い
形
は

「
連
体
形
＋
ナ
リ
」
構
文
の
五
畜
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
右
の
残
存
事
情
の
た
め
に
、

普
通
の
推
量
表
現
と
と
ら
え
ら
れ
、
「
連
体
形
＋
ナ
リ
」
構
文
の
表
現
し
た
も
の
は

「
ノ
」
の
入
っ
た
形
の
方
が
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
の
ケ
ー
ス
の
場
合
に
も
、
準
体
助
詞
体
言
句
が
成
立
す
る
前
に
、
論
理
化
の
動

き
が
あ
り
、
「
コ
ト
」
に
よ
る
形
式
名
詞
体
言
句
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
ら

（
注
5
4
）

れ
る
。
し
か
し
、
述
部
の
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
表
わ
す
意
味
か
ら
、
無
名
詞
体

言
句
の
す
べ
て
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
「
コ
ト
」
形
式
名
詞
体
言
句
が
こ
れ
に
か
わ
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
無
名
詞
体
言
句
が
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ

に
準
体
助
詞
体
言
句
が
成
立
し
、
論
理
化
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
。
古
く
行
．
わ
れ

て
い
た
「
コ
ト
ダ
」
と
新
し
く
生
じ
た
「
ノ
ダ
」
と
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
役
割
り

分
担
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
5
5
）

に
か
か
わ
る
人
た
ち
に
よ
っ
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

口
「
ナ
ラ
（
バ
）
」
「
ノ
ナ
ラ
（
バ
）
」

　
現
代
語
の
接
続
助
詞
「
ナ
ラ
（
バ
ご
は
「
連
体
形
＋
ナ
リ
」
構
文
の
未
然
形
に
出

　
　
　
　
（
注
5
6
）

る
も
の
で
あ
る
。
論
理
化
の
動
き
と
と
も
に
、
形
式
名
詞
「
モ
ノ
」
を
入
れ
た
「
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
5
7
）

ノ
ナ
ラ
バ
」
の
言
い
方
も
早
く
『
源
氏
物
語
』
等
か
ら
例
が
見
え
る
が
、
準
体
助
詞

体
言
句
が
成
立
一
般
化
し
て
く
る
と
、
「
ノ
ナ
ラ
（
バ
）
」
と
い
う
言
い
方
が
生
ま
れ

た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
現
代
語
に
お
い
て
、
準
体
助
詞
体
言
句
「
ノ
ナ
ラ
（
バ
）
」
の

形
だ
け
で
な
く
、
無
名
詞
体
言
句
「
ナ
ラ
（
バ
）
」
の
形
も
、
並
行
し
て
生
き
て
い
る

の
は
、
「
ナ
ラ
（
バ
）
」
が
一
語
の
接
続
助
詞
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
「
ナ
ラ
（
バ
）
」
と
「
ノ
ナ
ラ
（
バ
）
」
と
が
並
存
す
る

こ
と
と
な
る
と
、
「
連
体
形
＋
ナ
リ
」
構
文
に
出
る
も
の
と
し
て
類
似
の
用
法
を
も
っ

た
が
、
「
ノ
」
の
入
っ
た
「
ノ
ナ
ラ
（
バ
）
」
の
方
が
、
「
ノ
ダ
ロ
ウ
」
の
場
合
と
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
5
8
＞

く
、
「
連
体
形
＋
ナ
リ
」
構
文
の
表
現
性
を
継
承
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

口
「
カ
」
「
ノ
カ
」
「
ネ
」
「
ノ
ネ
」
「
ヨ
」
「
ノ
ヨ
」
「
サ
」
「
ノ
サ
」

　
係
助
詞
「
カ
」
が
文
末
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
体
言
か
活
用
語
の
連
体
形

に
つ
い
た
。
こ
の
「
連
体
形
＋
カ
」
の
構
造
は
「
連
体
形
＋
ナ
リ
」
構
文
の
そ
れ
と

同
じ
も
の
と
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
「
カ
」
の
上
部
に
は
無
名
詞
体
言
句
が
行
わ
れ
て

い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
文
末
の
「
カ
」
は
終
助
詞
的
で
あ
る
た
め
に
、

体
言
句
で
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
、
無
名
四
体
言
句
に
準
体
助
詞
「
ノ
」
が
入
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
こ
の

ケ
ー
ス
に
は
「
ノ
」
が
入
る
こ
と
が
遅
れ
、
「
連
体
形
＋
ダ
」
か
ら
「
連
体
形
＋
ノ
ダ
」

が
生
ま
れ
た
の
に
類
推
し
て
、
「
ノ
カ
」
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
。

　
　
こ
れ
は
本
だ
。

　
　
雨
が
降
る
の
だ
。
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無
名
詞
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句
か
ら
準
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助
詞
体
言
句
へ
の
変
化



柳
　
　
田
　
　
征
　
　
司

　
　
こ
れ
は
本
か
。

　
　
雨
が
降
る
か
。

　
　
雨
が
降
る
の
か
。

そ
の
た
め
に
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
「
連
体
形
＋
カ
」
と
「
連
体
形
＋
ノ
カ
」

と
が
現
代
語
に
お
い
て
も
並
存
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
終
助
詞
「
ネ
」
「
ヨ
」
「
サ
」
の
場
合
に
「
ノ
ネ
」
「
ノ
ヨ
」
「
ノ
サ
」
の
言
い
方
が

生
ま
れ
た
の
は
「
カ
」
「
ノ
カ
」
の
言
い
方
に
類
推
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

五
、
結

壬A
百冊

以
上
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ
の
大
要
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

1
、
古
代
・
中
世
に
行
わ
れ
て
い
た
無
名
詞
体
言
句
が
近
代
に
な
っ
て
ほ
ろ
び
、

　
準
体
助
詞
体
言
句
が
と
っ
て
か
わ
る
の
は
、
連
体
修
飾
機
能
と
、
体
言
で
あ
る

　
こ
と
と
の
二
つ
の
役
割
を
二
つ
の
形
態
に
分
担
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
確

　
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
変
化
は
、
主
格
助
詞
「
ガ
」
に
よ
っ
て

　
連
用
格
に
論
理
化
が
進
ん
で
い
っ
た
の
に
並
行
す
る
と
こ
ろ
の
、
連
体
格
に
お

　
け
る
論
理
化
の
動
き
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
、
そ
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
準
体
助
詞
「
ノ
」
は
、
右
の
動
き
と
は
全
く
逆
の

　
動
き
に
よ
っ
て
生
起
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
煩
雑
回
避
の
た
め

　
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
無
名
詞
体
言
句
・
準
体
助
詞
体
言
句
の
問

　
題
は
、
論
理
化
の
動
き
と
煩
雑
回
避
の
動
き
と
の
二
つ
の
力
が
相
克
す
る
と
こ

　
ろ
に
存
在
す
る
事
象
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

〔
連
用
格
に
立
つ
体
言
句
〕

3
、
準
体
助
詞
体
言
句
の
成
立
が
遅
れ
る
の
は
、
活
用
語
に
つ
く
格
助
詞
が
、
古

　
く
「
ノ
」
で
な
く
「
ガ
」
の
方
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

4
、
準
体
助
詞
体
言
句
が
成
立
す
る
前
に
お
い
て
も
論
理
化
の
動
き
は
あ
り
、
一

　
般
名
詞
体
言
句
や
形
式
名
詞
体
言
句
に
よ
っ
て
そ
れ
を
果
た
そ
う
と
し
た
が
、

　
顕
著
に
は
進
ん
で
い
な
い
。

5
、
そ
れ
は
、
一
般
名
詞
体
言
句
や
形
式
名
詞
体
言
句
で
は
無
名
黒
体
言
句
の
か

　
わ
り
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
同
一
名
詞
体
言
句
の
場
合
、

無
名
詞
体
言
句
は
、
煩
雑
回
避
の
は
た
ら
き
と
、
分
裂
文
作
成
の
は
た
ら
き
と

　
を
も
っ
て
い
た
が
、
一
般
名
詞
体
言
句
は
そ
の
は
た
ら
き
を
も
っ
て
い
な
か
っ

　
た
。

6
、
ま
た
、
同
一
名
詞
体
言
句
の
場
合
、
無
名
憎
体
言
句
は
、
そ
の
表
わ
す
名
詞

　
が
既
に
前
に
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
こ
れ
か
ら
後
に
出
て
く
る

　
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
は
た
ら
き
を
も
っ
て
い
た
。
形
式
名
詞
体
言
句
は
、

　
煩
雑
回
避
の
は
た
ら
き
は
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
は
た
ら
き

　
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。

7
、
同
格
体
言
句
の
場
合
に
は
、
無
名
黒
体
言
句
が
広
が
っ
て
い
く
う
ち
に
、
形

　
式
名
詞
「
コ
ト
」
や
「
サ
マ
」
な
ど
で
は
く
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
例
が
多
く

　
な
り
、
準
体
助
詞
体
言
句
の
成
立
を
待
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

〔
接
続
部
に
立
つ
体
言
句
〕

8
、
　
「
ノ
ニ
」
「
ノ
デ
」
は
格
助
詞
「
二
」
「
デ
」
に
出
る
も
の
で
、
連
用
格
に
立

　
つ
体
言
句
に
起
き
た
こ
と
と
同
じ
こ
と
が
こ
こ
で
も
起
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ

　
る
。〔

述
部
に
立
つ
体
言
句
〕

9
、
述
部
に
立
つ
体
言
句
に
も
論
理
化
の
動
き
は
進
み
、
　
「
連
体
形
＋
ナ
リ
」
構

　
文
を
引
き
つ
い
だ
「
連
体
形
＋
デ
ア
ル
」
「
連
体
形
＋
ダ
」
等
に
も
準
体
助
詞
体

　
言
句
が
成
立
し
、
と
っ
て
か
わ
っ
た
。

1
0
、
　
「
ナ
ラ
（
バ
）
」
は
「
連
体
形
＋
ナ
リ
」
構
文
の
未
然
形
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に

　
も
準
体
助
詞
体
言
句
が
成
立
し
、
「
ノ
ナ
ラ
（
バ
）
」
の
形
を
生
み
出
し
た
が
、

　
「
ナ
ラ
（
バ
）
」
が
接
続
助
詞
化
し
て
い
た
た
め
に
、
活
用
語
に
直
接
つ
く
無
名

　
導
体
言
句
の
形
も
生
き
の
び
た
。
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1
1
、
係
助
詞
が
つ
い
た
「
連
体
形
＋
カ
」
は
体
言
句
で
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
な

　
く
な
っ
た
た
め
に
、
　
「
連
体
形
＋
カ
」
の
形
が
現
代
で
も
使
わ
れ
て
い
る
が
、

　
「
ノ
ダ
」
へ
の
類
推
か
ら
「
ノ
カ
」
を
も
生
み
出
し
た
。
「
ノ
カ
」
が
生
ま
れ
る
と
、

　
「
ノ
ネ
」
「
ノ
ヨ
」
「
ノ
サ
」
も
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
注
1
）
中
山
崇
「
準
体
助
詞
「
の
」
の
通
時
的
研
究
－
特
に
活
用
言
に
つ
く
場

　
合
に
つ
い
て
l
L
（
日
本
文
学
教
室
2
　
一
九
五
〇
・
八
）
吉
川
泰
雄
「
形
式

　
名
詞
「
の
」
の
成
立
」
（
日
本
文
学
教
室
3
　
一
九
五
〇
・
九
、
『
近
代
語
誌
』

　
　
（
角
川
書
店
　
一
九
七
七
二
二
）
に
収
む
）
信
太
知
子
「
準
体
助
詞
「
の
」
の

　
活
用
語
承
接
に
つ
い
て
一
連
体
形
準
体
法
の
消
滅
と
の
関
連
一
L
（
立
正

　
女
子
大
国
文
5
　
一
九
七
六
・
三
）

（
注
2
）
渡
辺
実
『
国
語
構
文
論
』
（
塙
書
房
　
一
九
七
一
・
九
）
二
〇
六
頁
。
山

　
内
洋
一
郎
「
中
世
前
期
語
（
鎌
倉
）
」
（
講
座
日
本
語
学
3
　
明
治
書
院
　
一
九

　
八
一
・
「
）
信
太
知
子
「
『
天
草
版
平
家
物
語
』
に
お
け
る
連
体
形
準
体
法
に
つ

　
い
て
一
『
覚
一
本
』
と
の
比
較
を
中
心
に
消
滅
過
程
の
検
討
な
ど
一
」
（
近

　
代
語
研
究
7
　
　
九
八
七
・
二
）

（
注
3
）
注
1
吉
川
論
文
。

（
注
4
）
こ
の
説
が
、
準
体
助
詞
「
ノ
」
を
付
加
し
た
体
言
句
の
成
立
を
説
明
す
る

　
説
と
し
て
妥
当
で
な
い
こ
と
は
、
早
く
注
1
信
太
論
文
が
指
摘
し
て
い
る
と
こ

　
ろ
で
あ
る
。

（
注
5
）
拙
稿
『
室
町
時
代
の
国
語
』
（
東
京
堂
　
一
九
八
五
・
九
）

（
注
6
）
活
用
語
の
連
体
形
に
準
体
助
詞
「
ノ
」
が
っ
く
よ
う
に
な
っ
た
原
因
を
説

　
く
説
と
し
て
も
、
こ
の
考
え
は
当
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
撤
回

　
す
る
。

（
注
7
）
奥
津
敬
一
郎
『
生
成
日
本
文
法
論
』
（
大
前
野
書
店
　
一
九
七
四
・
九
）
近

　
藤
泰
弘
「
中
古
文
の
準
体
構
造
に
つ
い
て
」
（
国
語
と
国
文
学
　
一
九
八
「
・

無
名
詞
体
言
句
か
ら
準
体
助
詞
体
言
句
へ
の
変
化

　
五
）

（
注
8
）
注
7
近
藤
論
文
。
鈴
木
浩
「
天
草
本
・
国
字
本
両
伊
曽
保
物
語
に
お
け
る

　
連
体
形
準
体
法
に
関
す
る
覚
書
ー
ヲ
格
の
も
の
に
つ
い
て
　
　
」
　
（
明
治
大

　
学
日
本
文
学
1
8
　
一
九
九
〇
・
入
）

（
注
9
V
注
7
近
藤
論
文
二
七
頁
。
注
8
鈴
木
論
文
九
四
頁
。

（
注
1
0
）
同
格
の
「
ノ
」
が
用
い
ら
れ
た
、
こ
の
よ
う
な
例
を
同
一
名
詞
体
言
句
と

　
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
学
の
見
解
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
湯
沢

　
幸
吉
郎
「
「
の
」
「
が
」
を
伴
う
句
の
一
形
式
L
（
国
語
教
育
　
一
九
二
九
・
二
、

　
　
『
国
語
学
論
考
』
（
八
雲
書
林
　
一
九
四
〇
・
二
）
に
止
む
）
石
垣
謙
二
『
助
詞

　
の
歴
史
的
研
究
』
（
岩
波
書
店
　
一
九
五
五
・
＝
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
ど
の

　
よ
う
な
術
語
を
用
い
る
か
は
異
な
る
が
、
一
致
し
て
、
同
一
名
詞
体
言
句
と
認

　
め
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
は
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
　
つ
は
っ
き

　
り
さ
せ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
同
一
名
詞
体
言

　
句
、

　
　
　
ト
マ
ト
の
よ
く
う
れ
た
の
を
と
る
。

　
の
場
合
、
体
言
句
は
「
よ
く
う
れ
た
の
」
だ
け
で
あ
っ
て
、
「
ト
マ
ト
の
」
は
含

　
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
ト
マ
ト
の
〔
よ
く
う
れ
た
の
〕
を
と
る
。

　
　
「
ト
マ
ト
の
」
は
、
本
来
連
体
修
飾
句
と
し
て
、
体
言
句
「
よ
く
う
れ
た
の
」

　
に
か
か
っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
早
く
青
島

　
徹
「
「
童
の
を
か
し
き
」
と
い
ふ
語
法
L
（
平
安
文
学
研
究
2
1
　
一
九
五
八
・
六
）

　
が
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
準
体
助
詞
「
の
」

　
が
表
わ
す
「
ト
マ
ト
」
を
体
言
心
中
に
主
格
と
し
て
も
ど
す
こ
と
が
で
き
る
の

　
で
あ
る
。

　
　
　
ト
マ
ト
が
よ
く
う
れ
た

　
そ
う
解
さ
な
い
で
、
「
ト
マ
ト
の
よ
く
う
れ
た
の
」
を
体
言
句
と
考
え
る
と
、
体
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柳
　
　
田
　
　
征
　
　
司

　
言
句
中
に
は
既
に
「
ト
マ
ト
」
が
あ
り
、
準
体
助
詞
「
の
」
が
表
わ
す
「
ト
マ

　
ト
」
は
体
言
句
中
の
格
に
も
ど
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

　
同
格
体
言
句
の
例
、

　
　
　
　
〔
ト
マ
ト
の
よ
く
う
れ
た
の
〕
に
気
づ
く
。

　
は
、
「
の
」
が
・
王
格
を
表
わ
し
、
「
ト
マ
ト
の
よ
く
う
れ
た
の
」
全
体
が
体
言
句

　
で
あ
る
。

（
注
1
1
）
同
格
体
言
句
の
場
合
に
は
、
助
詞
「
の
」
が
重
出
す
る
の
を
避
け
て
、
「
ト

　
マ
ト
が
よ
く
う
れ
た
の
に
気
づ
く
θ
と
い
う
こ
と
が
多
い
。
注
7
近
藤
論
文
注

　
3
3
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
こ
の
傾
向
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
注
1
2
）
前
者
の
例
は
注
7
近
藤
論
文
二
五
頁
、
後
者
の
例
は
同
二
〇
頁
に
よ
る
。

　
た
だ
し
、
後
者
は
近
藤
論
文
の
「
も
の
」
を
「
の
」
に
改
め
た
。
近
藤
論
文
は

　
　
「
新
聞
を
丸
め
た
も
の
」
を
「
一
種
の
同
格
骨
体
言
句
」
と
し
て
い
る
。

（
注
1
3
）
体
言
句
が
こ
れ
ら
と
同
じ
形
を
し
て
い
て
も
、
・
王
節
の
動
詞
に
よ
っ
て
は
、

　
そ
れ
が
同
格
体
言
句
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
丸
め
て
は
い
け
な
い
新
聞
を
丸
め
た
の
に
怒
る
。

（
注
1
4
）
注
1
0
石
垣
論
文
（
二
二
七
頁
）
は
、
同
格
の
「
ノ
」
に
類
推
し
て
、
格
助

　
詞
「
二
」
「
ヲ
」
に
同
格
の
は
た
ら
き
が
伝
染
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
把
握
は

　
事
実
を
逆
に
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
注
1
5
）
近
藤
泰
弘
「
中
古
語
の
分
裂
文
に
つ
い
て
」
　
（
日
本
女
子
大
学
紀
要
　
文

　
学
部
3
8
　
一
九
八
九
・
三
）

（
注
1
6
）
た
だ
、
同
一
名
詞
体
言
句
の
場
合
に
、
「
作
用
性
用
言
－
形
状
性
用
言
」

　
と
い
う
組
み
合
わ
せ
に
な
る
ケ
ー
ス
の
形
状
性
用
言
は
、
石
垣
氏
の
あ
げ
た
例
は

　
す
べ
て
「
有
り
」
か
「
無
し
」
か
で
あ
っ
て
、
今
の
場
合
の
「
歌
な
り
け
り
」

　
と
異
な
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
た
め
に
は
、
石
垣
氏
の
「
作
用
性
用

　
、
．
日
反
換
の
法
則
」
が
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
論
じ
る
必
要

　
が
あ
る
、
し
か
し
、
今
は
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
る
紙
幅
が
許
さ
な
い
の
で
、
そ

　
の
こ
と
を
検
討
し
て
も
、
「
歌
な
り
け
り
」
の
よ
う
な
例
も
例
外
と
は
な
ら
な

　
い
と
い
う
こ
と
だ
け
を
記
す
る
に
と
ど
め
る
。

（
注
1
7
）
な
お
、
近
藤
氏
は
、
分
裂
文
が
同
格
体
言
句
と
認
定
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
、

　
　
　
作
者
が
柿
本
人
麿
な
の
は
、
三
三
番
の
歌
だ
。

　
の
例
を
あ
げ
て
、
注
7
奥
津
論
文
の
説
に
従
っ
て
、
体
言
句
中
の
述
部
が
「
な

　
の
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
同
一
名
詞
体
言
句
で
あ

　
ろ
う
と
、
同
格
体
言
句
で
あ
ろ
う
と
、
体
言
句
で
あ
る
た
め
に
は
、
こ
の
部
分

　
は
述
語
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
述
語
で
あ
る
た
め
に
は
「
な
」
を
欠
く
こ
と
は

　
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
奥
津
博
士
が
同
一
名
詞
体
言
句
の
例
と
し
て
あ
げ
ら

　
れ
た
、

　
　
　
三
つ
の
時
計
の
う
ち
で
ス
イ
ス
製
の
を
忘
れ
た
。

　
は
体
言
句
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
「
三
つ
の
時
計
の
う
ち
で
」
は
、
「
ス
イ

　
ス
製
」
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
忘
れ
た
」
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
は

　
な
い
か
。

（
注
1
8
）
以
上
問
題
に
し
た
三
つ
の
ケ
ー
ス
は
、
注
7
近
藤
論
文
が
同
一
名
詞
体
言

　
句
を
三
種
に
類
別
し
た
、
同
｝
名
詞
追
加
型
・
同
｝
名
詞
残
存
型
・
同
一
名
詞

　
消
去
型
と
、
そ
の
位
置
づ
け
た
用
例
に
お
い
て
か
な
り
大
き
く
重
な
る
。
筆
者

　
は
史
的
観
点
を
重
視
す
る
の
で
追
加
・
残
存
・
消
去
と
い
う
と
ら
え
方
に
は
従

　
わ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
筆
者
の
同
一
名
詞
体
言
句
の
類
別
案
は
後
に
示
す
と
こ

　
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
注
3
7
も
参
照
。

（
注
1
9
）
注
7
近
藤
論
文
を
参
均
し
た
。

（
注
2
0
）
橋
本
四
郎
コ
ク
語
法
と
そ
の
周
辺
L
（
『
論
集
日
本
文
学
・
日
本
語
1
上
代
』

　
　
角
川
書
店
　
一
九
七
八
・
三
、
『
橋
本
四
郎
論
文
集
　
国
語
学
編
』
（
角
川
書

　
店
　
一
九
入
組
・
一
二
）
に
罷
む
）
。
こ
の
論
文
の
中
心
・
王
題
は
、
①
上
代
か
ら

　
中
古
へ
の
変
化
を
ク
語
法
か
ら
無
名
詞
体
言
句
へ
の
変
化
と
と
ら
え
、
②
こ
の

　
変
化
を
総
合
的
表
現
が
分
析
的
表
現
に
一
歩
踏
み
出
し
た
も
の
と
と
ら
え
る
も
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の
で
あ
る
。
前
半
の
①
に
つ
い
て
は
信
太
知
子
「
上
代
語
に
お
け
る
連
体

　
形
準
体
法
に
つ
い
て
一
万
葉
集
を
中
心
に
ク
語
法
と
の
関
連
な
ど
　
　
」

　
　
（
．
鵬
諾
謎
詮
国
語
学
論
集
』
大
修
理
書
店
一
九
△
・
七
）
の
批

　
判
が
あ
る
よ
う
に
、
ク
語
法
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
の
は
、
無
名
詞
体
言
句
だ
け

　
で
な
く
、
一
般
名
詞
書
言
句
・
形
式
名
詞
体
言
句
・
無
名
丁
重
言
句
で
あ
っ
た

　
と
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
後
半
部
②
の
把
握
に
も
問
題
が
あ
る
。

（
注
2
1
）
注
2
0
橋
本
論
文
が
早
く
触
れ
て
お
ら
れ
る
。

（
注
2
2
）
拙
稿
「
原
因
・
理
由
を
表
わ
す
「
～
サ
ニ
」
の
成
立
と
衰
退
　
　
　
コ
史
記

　
抄
し
を
資
料
と
し
て
l
L
（
近
代
語
研
究
5
　
一
九
七
七
・
三
）

（
注
2
3
）
土
井
洋
一
「
抄
物
の
一
語
法
　
　
　
「
動
詞
連
用
形
＋
ゴ
ト
」
の
用
法
を
め

　
ぐ
っ
て
　
　
L
（
国
語
国
文
　
一
九
五
七
・
九
）

（
注
2
4
）
原
口
裕
「
連
体
形
準
体
法
の
実
態
　
　
近
世
後
期
資
料
の
場
合
　
　
」

　
　
（
『
春
日
和
男
教
授
退
官
記
念
語
文
論
叢
』
　
桜
楓
社
　
一
九
七
八
・
」
一
）

（
注
2
5
）
注
1
0
湯
沢
論
文
一
〇
三
頁
、
石
垣
謙
二
「
語
法
よ
り
観
た
る
今
昔
物
語
集

　
　
　
　
「
が
」
「
の
」
の
用
法
二
三
に
つ
い
て
i
L
（
国
語
と
国
文
学
　
一
九
四

　
一
・
一
〇
）
な
ど
。
な
お
、
次
の
よ
う
な
「
ノ
」
は
終
止
形
を
う
け
て
い
る
も

　
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
○
か
か
ら
む
の
（
如
是
蛍
草
）
懐
知
り
せ
ば
（
万
葉
二
・
一
五
一
）

　
　
○
丹
波
道
の
大
江
の
山
の
真
玉
葛
絶
え
む
の
（
絶
牟
及
y
心
わ
が
思
は
な
く

　
　
　
に
（
同
］
二
・
三
〇
七
】
）

（
注
2
6
）
準
体
助
詞
「
が
」
が
劣
勢
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
、

　
注
1
信
太
論
文
一
九
頁
・
二
九
頁
注
5
が
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
注
2
7
）
三
矢
重
松
『
高
等
日
本
文
法
』
　
（
明
治
書
院
　
一
九
〇
八
・
］
二
、
八
版

　
　
（
」
九
↓
九
・
八
）
に
よ
る
。
三
五
八
頁
）
。
橋
本
進
吉
『
助
詞
・
助
動
詞
の
研

　
究
』
　
（
岩
波
書
店
　
一
九
六
九
・
＝
）
二
一
六
頁
。
注
1
信
太
論
文
。
鈴
木

　
浩
「
準
体
助
詞
の
重
複
と
見
ら
れ
る
体
言
＋
「
が
」
＋
「
の
」
の
考
察
L
　
（
国
語

　
学
会
昭
和
6
3
年
春
季
大
会
要
旨
　
一
九
八
入
・
五
）

（
注
2
8
）
注
2
3
土
井
論
文

（
注
2
9
）
信
太
知
子
「
断
定
の
助
動
詞
の
活
用
語
承
接
に
つ
い
て
　
　
連
体
形
準
体

　
法
の
消
滅
を
背
景
と
し
て
　
　
」
　
（
国
語
学
8
2
　
一
九
七
〇
・
九
）
。
連
用
格
に

　
立
つ
例
の
デ
ー
タ
の
み
引
用
す
る
。
形
式
名
詞
体
言
句
の
用
例
数
に
は
準
体
助

　
詞
体
言
句
の
用
例
数
を
含
む
。

（
注
3
0
）
漢
文
訓
読
文
体
と
和
文
体
と
で
無
名
導
体
言
句
の
使
用
実
態
に
大
き
な
違

　
い
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
信
太
知
子
「
中
古
語
に
お
け
る
連
体
形
準
体
法

　
　
　
文
体
的
な
観
点
か
ら
　
　
」
（
神
戸
女
子
大
学
（
文
学
部
）
紀
要
2
4
L
巻
国

　
文
篇
　

一
九
九
〇
・
一
一
）
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

（
注
3
1
）
注
2
信
太
論
文
に
よ
り
、
連
用
格
に
立
つ
例
に
限
っ
て
計
算
し
た
。

（
注
3
2
）
注
1
信
太
論
文
。

（
注
3
3
）
井
手
至
「
形
式
名
詞
」
（
『
講
座
日
本
語
の
文
法
3
品
詞
各
論
』
　
明
治
書

　
院
　
一
九
六
七
・
一
〇
）

（
注
3
4
）
　
「
～
と
こ
ろ
で
」
「
～
に
よ
っ
て
」
「
～
に
お
い
て
は
」
は
接
続
助
詞
と
認

　
定
し
た
。
「
～
が
」
「
～
を
」
「
～
に
」
「
～
と
こ
ろ
に
」
は
文
脈
に
よ
っ
て
格
助

　
詞
と
接
続
詞
と
を
判
別
し
た
。
次
に
例
示
す
る
よ
う
に
両
者
は
連
続
し
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
広
く
接
続
助
詞
の
例
と
認
め
る
立
場
を
と
っ
た
。

　
　
〔
同
一
名
詞
体
言
句
の
例
〕

　
　
○
含
ん
だ
肉
の
影
が
水
の
底
に
写
っ
た
を
見
れ
ば
（
5
4
4
）

　
　
〔
同
一
名
詞
体
言
句
と
も
見
ら
れ
る
例
で
接
続
助
詞
と
認
め
た
例
〕

　
　
○
シ
ャ
ン
ト
の
い
か
に
も
秘
蔵
せ
ら
る
る
小
犬
が
あ
っ
た
を
女
中
の
前
に
呼

　
　
　
び
出
し
（
1
2
4
）

　
　
○
そ
の
奥
な
石
に
五
つ
の
文
字
が
あ
っ
た
を
イ
ン
ポ
が
見
て
言
ふ
は
（
動
）

　
　
〔
接
続
助
詞
の
例
〕

　
　
○
そ
こ
に
兵
糧
を
入
れ
た
大
き
な
荷
が
あ
っ
た
を
、
イ
ン
ポ
「
こ
れ
を
持
た

一33一

無
名
詞
体
言
句
か
ら
準
体
助
詞
体
言
句
へ
の
変
化



柳
　
　
田
　
　
征
　
　
司

　
　
　
う
し
と
言
へ
ば
（
2
1
4
）

（
注
3
5
）
こ
こ
に
分
類
し
た
ほ
か
に
、
「
～
に
及
う
で
」
（
二
例
）
「
～
に
臨
う
で
」

　
　
（
三
例
）
と
い
う
形
の
例
が
あ
り
、
「
時
」
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
同
一
名
詞

　
体
言
句
か
同
格
体
言
句
か
今
決
し
が
た
い
の
で
保
留
し
た
。

（
注
3
6
）
　
「
肉
の
」
の
部
分
を
同
格
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
次
の
飾
の
例
か
ら

　
見
て
、
「
肉
の
影
が
」
を
主
格
と
見
た
。
既
に
見
た
「
新
聞
を
丸
め
た
の
に
火
を

　
つ
け
る
」
と
同
類
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
般
的
に
は
「
連
用
格
に
出

　
現
し
て
い
る
例
」
と
呼
ん
だ
方
が
よ
い
。

　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

（
注
3
7
）
痴
の
同
一
文
中
名
詞
出
現
体
言
句
に
対
し
て
は
、
缶
と
し
て
他
文
中
名
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
出
現
体
言
句
を
立
て
、
相
手
会
話
中
名
漏
出
現
体
言
句
を
痴
と
す
べ
き
で
あ
る

　
が
、
　
『
天
草
版
伊
曽
保
物
語
』
に
は
他
文
中
の
例
が
見
え
な
い
。
他
文
中
名
詞

　
出
現
体
言
句
は
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

　
　
○
そ
の
あ
た
り
に
、
照
り
か
・
や
く
木
ど
も
た
て
り
。
そ
の
中
に
こ
の
と
り

　
　
　
て
ま
う
で
き
た
り
し
は
い
と
悪
か
り
し
か
ど
も
（
竹
取
）

　
　
○
い
ま
ひ
と
き
ざ
み
の
く
ら
ゐ
を
た
に
と
、
お
く
ら
せ
た
ま
ふ
な
り
け
り
。

　
　
　
こ
れ
に
つ
け
て
も
憎
み
た
ま
ふ
人
々
お
ほ
か
り
。
物
思
ひ
し
り
給
は
、
さ

　
　
　
ま
か
た
ち
な
ど
の
め
で
た
か
り
し
事
、
心
ば
せ
の
な
だ
ら
か
に
め
や
す
く

　
　
　
に
く
み
が
た
か
り
し
事
な
ど
い
ま
ぞ
お
ぼ
し
い
つ
る
（
源
氏
・
桐
壷
）

　
こ
の
二
例
は
注
7
近
藤
論
文
が
同
】
名
詞
消
去
型
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
氏
の

　
立
場
か
ら
は
当
然
そ
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
の
文
を
も
視

　
界
に
入
れ
て
と
ら
え
る
方
が
体
言
句
の
機
能
を
理
解
す
る
上
で
よ
い
と
考
え
る
。

　
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
扱
う
。

（
注
3
8
）
こ
の
例
は
、
後
に
「
人
」
と
い
う
語
が
あ
る
か
ら
、
名
詞
が
千
行
出
現
し

　
て
い
る
例
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
名
詞
が
後
行
出
現
す
る
例
は
先

　
に
見
た
よ
う
に
分
裂
文
で
あ
る
こ
と
、
　
「
親
し
い
を
も
疎
い
を
も
」
と
対
に
な

　
っ
て
い
る
点
が
「
高
い
も
賎
し
い
も
」
と
類
似
す
る
こ
と
、
か
ら
名
詞
不
出
現

　
体
言
句
と
認
め
た
。

（
注
3
9
）
注
1
0
湯
沢
論
文
（
一
〇
一
．
一
〇
二
頁
）
は
飾
の
例
で
、
同
一
の
名
詞
が

　
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
例
や
、
形
式
名
詞
体
言
句
に
な
っ
て
い
る
例
に
注
目
し
て
、

　
そ
れ
を
「
原
始
的
形
式
」
と
見
て
い
る
。

（
注
4
0
）
体
言
に
つ
く
準
体
助
詞
は
、
　
「
ち
ょ
っ
と
そ
こ
の
と
っ
て
。
」
の
よ
う
に
、

　
先
行
し
て
名
詞
が
出
て
い
な
い
場
合
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

　
そ
の
さ
す
物
が
話
手
と
聞
手
と
に
は
っ
き
り
と
見
え
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
準
体
助
詞
体
言
句
の
場
合
に
も
、
そ
の
さ
す
物
が
話
手
と
聞
手
に
は
っ
き
り
と

　
見
え
て
い
る
場
合
に
は
、
「
ち
ょ
っ
と
そ
こ
に
あ
る
の
と
っ
て
。
」
「
そ
こ
の
若
い

　
の
。
」
な
ど
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
前
に
出
て
き
た
も
の
で

　
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
こ
れ
か
ら
後
に
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と

　
の
ほ
か
に
、
そ
の
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
加
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

（
注
4
1
）
な
お
、
形
式
名
詞
体
言
句
の
場
合
に
も
、
同
じ
形
式
名
詞
を
反
復
す
る
煩

　
雑
を
避
け
て
無
名
詞
体
言
句
を
併
用
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
に
引
い

　
た
『
天
草
版
平
家
物
語
』
の
「
…
者
…
（
ナ
シ
）
」
の
例
か
ら
推
測
さ
れ
る
。

（
注
4
2
）
な
お
、
も
う
一
つ
中
位
概
念
体
言
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
に
よ
っ
て
論
理

㌧
化
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
が
可
能
な
場
合
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
あ
そ
こ
に
う
れ
た
る
は
ト
マ
ト
な
り
。

　
　
×
あ
そ
こ
に
う
れ
て
い
る
ト
マ
ト
は
ト
マ
ト
だ
。

　
　
○
あ
そ
こ
に
う
れ
て
い
る
果
物
は
ト
マ
ト
だ
。

　
　
○
あ
そ
こ
に
う
れ
て
い
る
も
の
は
ト
マ
ト
だ
。

　
　
○
あ
そ
こ
に
う
れ
て
い
る
の
は
ト
マ
ト
だ
。

　
こ
の
よ
う
な
場
合
、
上
位
概
念
「
も
の
」
と
下
位
概
念
「
ト
マ
ト
」
と
の
中
位

　
に
位
置
す
る
「
果
物
」
と
い
う
体
言
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ

　
の
場
合
も
そ
の
さ
し
示
す
名
詞
が
前
か
後
か
に
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
表
わ

　
さ
ず
、
無
名
詞
体
言
句
に
か
わ
る
十
分
な
表
現
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の

一34一



　
方
法
は
名
詞
後
序
出
現
体
言
句
の
場
合
に
限
ら
れ
、
ま
た
、
上
位
と
下
位
の
間

　
に
中
位
概
念
が
明
確
な
形
で
存
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。

（
注
4
3
）
m
．
翫
．
蝕
の
別
は
人
に
よ
っ
て
多
少
の
出
入
り
が
生
じ
る
も
の
と
思
わ

　
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
会
話
の
引
用
に
用
い
る
、
「
言
ふ
は
」
2
＝
口
う
た
は
」
「
仰
せ

　
ら
る
る
は
」
「
申
す
は
」
「
申
し
た
は
」
「
奏
す
る
は
」
「
問
ふ
は
」
「
問
は
る
る

　
は
」
「
の
の
し
っ
た
は
」
や
、
「
為
す
は
」
「
致
い
た
は
」
「
思
ふ
は
」
「
思
は
る

　
る
は
」
の
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
現
代
語
で
は
「
～
す
る
こ
と
に
は
」
の
よ

　
う
に
な
り
、
「
～
す
る
こ
ど
は
」
で
は
な
い
の
で
、
「
コ
ト
」
の
例
と
し
な
か
っ

　
た
。

（
注
4
4
）
た
だ
し
、
虎
串
本
狂
言
や
『
耳
底
記
』
に
は
同
一
名
詞
体
言
句
も
同
格
体

　
言
句
も
両
方
が
見
え
て
い
る
か
ら
、
成
立
が
前
後
し
て
い
て
も
、
あ
ま
り
導
き

　
く
離
れ
て
は
い
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　
　
○
は
や
う
代
物
を
お
こ
さ
せ
ら
れ
い
へ
せ
ん
ど
そ
ち
へ
わ
た
ひ
た
の
は
何
と

　
　
　
し
た
ぞ
（
虎
明
々
狂
言
・
雁
盗
人
）
同
一
名
詞
体
言
句

　
　
○
そ
れ
な
ら
ば
、
不
断
お
が
み
や
る
の
に
、
せ
い
た
か
く
は
、
あ
を
の
ひ
て

　
　
　
お
が
む
も
わ
る
か
ら
ふ
ず
（
同
・
仏
師
）
同
格
体
言
句

（
注
4
5
）
一
々
論
文
を
列
挙
す
る
こ
と
は
省
略
す
る
。
　
一
番
新
し
い
成
果
を
一
つ
引

　
い
て
お
く
と
、
橋
本
修
「
補
文
標
識
「
の
」
「
こ
と
」
の
分
布
に
関
わ
る
意
味
規

　
則
し
（
国
語
学
㈹
　
一
九
九
〇
・
＝
一
）
が
あ
る
。

（
注
妬
）
安
田
章
「
助
詞
②
二
．
灘
呆
語
・
文
法
H
』
一
九
七
七
三
と
・
二

　
　
七
頁

（
注
4
7
）
　
「
ノ
ニ
」
「
ノ
デ
」
が
一
語
で
あ
る
か
二
語
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
日
野
資

　
純
「
い
わ
ゆ
る
接
続
助
詞
「
の
で
」
の
語
構
成
i
そ
れ
を
二
語
に
分
け
る
説

　
を
中
心
と
し
て
　
　
L
（
国
語
学
5
2
　
一
九
六
三
・
三
）
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
注
4
8
）
北
原
保
雄
『
日
本
語
助
動
詞
の
研
究
』
　
（
大
修
館
書
店
　
】
九
八
】
・
一

　
一
）
、
注
2
9
信
太
論
文
。
筆
者
が
拙
著
『
室
町
時
代
の
国
語
』
（
一
五
〇
頁
）
で

　
後
喜
で
な
い
と
し
た
の
は
誤
り
で
あ
り
、
こ
こ
に
訂
正
す
る
。

（
注
4
9
）
　
「
連
体
形
＋
ナ
リ
」
構
文
や
「
ノ
ダ
」
が
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
つ

　
い
て
は
周
知
の
よ
う
に
研
究
が
多
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
問
題
に
立
ち
入
る
こ

　
と
は
ひ
か
え
、
そ
の
根
本
的
性
格
を
説
明
的
表
現
と
し
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る

　
表
現
性
を
含
め
て
と
ら
え
る
も
の
と
す
る
。

（
注
5
0
）
拙
稿
「
近
代
語
「
テ
ア
ル
」
L
（
愛
媛
国
文
と
教
育
1
9
　
一
九
二
七
二
二
）

（
注
5
1
）
注
2
9
信
太
論
文
指
摘
。

（
注
5
2
）
原
口
裕
「
準
体
助
詞
「
ノ
」
の
定
着
一
和
歌
の
俗
語
訳
の
場
合
一
L

　
　
（
国
語
学
溜
　
一
九
八
○
・
】
二
）
四
七
頁
に
よ
れ
ば
述
部
の
ケ
ー
ス
の
方
が
、

　
連
用
格
の
ケ
ー
ス
よ
り
も
早
く
準
体
助
詞
体
言
句
が
定
着
し
て
い
る
と
い
う
。

（
注
5
3
）
　
「
ラ
シ
イ
」
に
「
ノ
」
が
入
る
「
雨
が
降
る
の
ら
し
い
’
の
よ
う
な
表
現

　
は
逆
に
「
ラ
シ
イ
」
の
方
が
「
ノ
ダ
」
に
類
推
し
た
も
の
か
。

（
注
5
4
）
無
名
聖
体
言
句
の
論
理
化
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
精
し
く
調
査
・
考
察
す

　
る
必
要
が
あ
る
。
従
来
の
「
～
コ
ト
ナ
リ
」
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
」
般
に
、

　
同
一
名
詞
体
言
句
と
同
格
体
言
句
と
を
区
別
し
て
い
な
い
。
「
連
体
形
＋
ナ
リ
」

　
構
文
は
同
格
体
言
句
で
あ
る
か
ら
、
同
格
体
言
句
に
限
っ
て
考
察
す
る
必
要
が

　
あ
る
。

（
注
5
5
）
佐
治
圭
三
「
「
こ
と
だ
」
と
「
の
だ
」
1
形
式
名
詞
と
準
体
助
詞

　
　
（
そ
の
二
）
L
（
日
本
語
・
日
本
文
化
3
　
一
九
七
二
・
三
）
な
ど
。

（
注
5
6
）
北
原
保
雄
「
〈
終
止
な
り
〉
と
く
連
体
な
り
〉
　
そ
の
分
布
と
構
造
的
意

　
味
i
」
（
国
語
と
国
文
学
　
一
九
六
六
・
九
）
小
林
賢
次
「
院
政
時
代
に
お

け
る
仮
定
表
現
今
昔
物
語
集
を
と
お
し
て
一
」
（
．
離
鵡
三
盆
国
語

　
学
論
集
』
　
表
現
社
　
一
九
七
六
・
一
二
）
四
三
五
頁
。
　
「
ノ
ー
ナ
リ
」
構
文

　
の
例
も
見
え
る
。

　
　
　
す
、
・
う
な
る
男
の
う
ち
入
り
き
た
る
な
ら
ば
こ
そ
は
、
　
「
こ
は
い
か
な
る

　
　
　
こ
と
そ
」
と
も
参
り
よ
ら
め
（
源
氏
・
宿
木
）
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化



柳
　
　
田
　
　
征
　
　
司

（
注
5
7
）
注
5
6
小
林
論
文
。

（
注
5
8
）
現
代
語
で
「
ナ
ラ
」
と
「
ノ
ナ
ラ
」
が
置
き
か
え
可
能
な
ケ
ー
ス
が
多
い

　
一
方
で
、
　
「
ノ
ナ
ラ
」
が
「
ノ
ダ
」
の
表
現
性
を
も
つ
こ
と
は
、
田
野
村
忠
温

　
　
『
現
代
日
本
語
の
文
法
1
　
「
の
だ
」
の
意
味
と
用
法
』
　
（
和
泉
書
院
　
「
九

　
九
〇
・
一
）
が
指
摘
し
て
い
る
。

（一

繼
纉
�
N
一
〇
月
一
二
日
受
理
）
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