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グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
文
法
概
念

　
　
―
品
詞
論
を
め
ぐ
っ
て
―

大
野
眞
男

　
　
　

一
、
文
法
概
念
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
は
ど
の
よ
う
な
事
態
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
一
般
に

物
や
文
化
や
考
え
方
が
国
境
を
越
え
て
影
響
を
拡
張
し
て
い
く
現
象
は
、

何
も
前
世
紀
末
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。Coupland

（
二
〇
一
三
）

に
よ
れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
決
し
て
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う

考
え
方
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
人
類
が
初
め
て
経
験
す
る
新
た
な
事
態
で

あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
と
い
う
。
前
者
の
立
場
に
立
て
ば
、
か
つ
て

の
植
民
地
化
や
印
刷
技
術
の
出
現
な
ど
も
、
人
類
の
歴
史
の
中
で
繰
り
返

さ
れ
て
き
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
一
つ
の
姿
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
大
航

海
時
代
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
強
大
な
社
会
・
経
済
体
制
が
地
球
全
体
に
拡
大

さ
れ
た
こ
と
も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
の
一
方

で
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
資
本
の
国
際
化
、
国
境
を
超
え
た
人
口
流
動

性
の
増
大
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
情
報
通
信
技
術
の
予
想
も
で
き
な

か
っ
た
進
展
な
ど
に
よ
っ
て
、
先
行
例
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の

桁
違
い
の
規
模
と
勢
い
で
、
特
定
の
社
会
経
済
的
価
値
観
や
文
化
的
価
値

観
が
地
球
上
に
拡
大
し
は
じ
め
て
い
る
事
実
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
グ
ロ
ー

バ
ル
化
と
は
マ
ネ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
リ
ズ
ム
な
ど
の
社
会
経
済
的
分
野
か
ら

は
じ
ま
っ
た
用
語
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
さ
ら
に
文
化
現
象
一
般
に
も
拡
大
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適
用
さ
れ
て
き
た
。
や
は
り
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
概
念
は
近
年
の
動
向

に
限
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
見
方
が
優
勢
に
な
っ
て
い
る
の
も
当
然
か

も
し
れ
な
い
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
関
し
て
ど
ち
ら
が
的
を
射
た
考
え
方
で
あ
る
か
を
に

わ
か
に
判
断
す
る
こ
と
は
筆
者
に
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
は
特
定
の
外

来
の
価
値
観
が
日
本
語
の
上
に
拡
大
す
る
こ
と
、
と
く
に
文
法
を
論
じ
る

仕
組
み
に
お
い
て
西
洋
の
影
響
を
受
け
て
き
た
こ
と
の
一
側
面
に
つ
い
て

と
り
あ
げ
検
証
し
て
み
た
い
。
そ
う
し
て
お
く
こ
と
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化

が
い
っ
そ
う
進
展
す
る
で
あ
ろ
う
次
の
時
代
に
備
え
た
い
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
は
、
自
ら
の
価
値
観
を
拡
張
す
る
側
、
外
来
の
価
値

観
に
よ
っ
て
拡
張
を
受
け
る
側
の
両
側
面
が
存
在
す
る
。
拡
張
を
受
け
る

側
か
ら
見
れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
あ
る
意
味
で
文
化
的
弱
肉
強
食
の
状

況
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
日
本
語
内
部
に
お
い
て
も
、

漢
字
・
漢
語
を
受
け
皿
に
欧
米
の
外
来
概
念
を
意
訳
的
に
受
け
入
れ
た
漢

訳
外
来
語
に
対
し
て
、
近
年
の
音
訳
に
よ
る
英
語
か
ら
の
カ
タ
カ
ナ
外
来

語
の
氾
濫
は
、
英
語
圏
を
発
信
地
と
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
状
況
に
日
本

語
が
現
在
曝
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
当
然
、
そ
れ
を
危
機
と

と
ら
え
る
排
外
的
純
化
論purism

の
観
点
も
そ
こ
に
は
生
じ
て
い
る
。

　

こ
と
ば
の
仕
組
み
を
論
じ
る
い
わ
ゆ
る
文
法
概
念
に
つ
い
て
、
近
年
に

な
っ
て
、
例
え
ば
ヴ
ォ
イ
ス
、
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
、
モ
ダ
リ
テ
ィ
ー

な
ど
の
よ
う
な
新
た
な
文
法
用
語
が
一
般
化
し
て
き
た
事
態
は
、
あ
る
意

味
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
普
遍
的
な
尺
度
で
人

類
諸
言
語
の
仕
組
み
を
論
じ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
の
特
性
を
相

対
化
し
比
較
・
対
照
可
能
な
も
の
と
す
る
上
で
た
い
へ
ん
有
意
義
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
文
法
概
念
は
英
語
を
含
め
た
諸
言
語
を
相
対
化
す
る
の
に
有
効

に
機
能
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
普
遍
的
と
は
い
え
な
い
か

も
し
れ
な
い
文
法
概
念
で
、
す
べ
て
の
言
語
の
仕
組
み
を
説
明
し
よ
う
と

し
て
い
る
側
面
が
、
現
在
の
日
本
語
を
論
じ
る
文
法
概
念
に
も
し
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
部
分
を
あ
ら
か
じ
め
洗
い
出
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば「
主
語
」と
い
う
文
法
概
念
な
ど
は
欧
米
語
起
源
で
あ
っ
て
、

明
治
の
近
代
化
の
過
程
で
言
語
類
型
の
大
き
く
異
な
る
日
本
語
に
英
文
法

か
ら
直
訳
的
に
導
入
さ
れ
た
来
歴
を
持
つ
こ
と
は
、
三
上
章
な
ど
に
よ
り

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
本
来
、
日
本
語
の
ハ
は
主
題
を
表
す
も
の
で
あ

り
、
ガ
は
主
格
を
表
す
も
の
で
あ
っ
て
、
西
洋
語
に
固
有
の
主
語
と
い
う

用
語
で
一
括
り
に
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
明
確
に
説
明
さ
れ
て
い

る
。
三
上
は
主
語
概
念
の
英
語
か
ら
の
移
入
に
つ
い
て
、

　
　

�

日
本
文
法
界
が
主
語
と
い
う
用
語
を
買
被
っ
て
い
る
こ
と
に
思
い

当
っ
た
。
な
お
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
ち
ら
が
買
被
っ
た
ば
か
り
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で
な
く
、
先
方
も
少
し
売
被
せ
た
と
思
わ
れ
る
節
が
あ
る
。
先
方
と

い
う
の
は
英
文
法
で
あ
る
が
、
我
々
は
ま
だ
何
と
い
っ
て
も
英
文
法

の
下マ

マ風
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
三
上
・
一
九
五
三
年
）

と
述
べ
て
お
り
、
や
は
り
特
定
言
語
（
英
語
）
の
文
法
概
念
の
日
本
語
へ

の
拡
張
の
一
事
例
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。そ
し
て
そ
こ
に
見
ら
れ
る
、

「
売
被
せ
」
す
な
わ
ち
拡
張
す
る
側
と
、「
買
被
り
」
す
な
わ
ち
拡
張
さ
れ

る
側
と
の
双
方
が
存
在
し
て
い
た
状
況
は
、
現
今
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
何

も
変
わ
ら
な
い
。
本
論
で
は
、
さ
ら
に
言
語
観
を
具
体
的
に
示
す
品
詞
論

の
問
題
を
取
り
上
げ
て
、
拡
張
す
る
側
、
す
な
わ
ち
欧
米
人
た
ち
が
ど
の

よ
う
に
日
本
語
を
観
察
し
理
解
し
よ
う
と
し
て
き
た
か
、拡
張
さ
れ
る
側
、

す
な
わ
ち
近
代
化
の
中
の
日
本
人
が
ど
の
よ
う
に
国
語
に
関
す
る
文
法
を

構
築
し
よ
う
と
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
平
明
で
は
な
い
多
様

で
混
交
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
見
な
し
て
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

　
　
　

二
、
西
洋
人
の
日
本
語
品
詞
観

　

現
代
文
法
で
品
詞
と
い
え
ば
、
名
詞
・
動
詞
・
形
容
詞
・
助
動
詞
・
助

詞
な
ど
と
い
っ
た
品
詞
名
が
あ
が
っ
て
く
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
日

本
人
の
素
朴
な
言
語
観
が
こ
の
よ
う
な
現
代
の
品
詞
論
と
異
な
っ
て
い
た

こ
と
は
、
国
語
学
史
を
学
ん
だ
も
の
に
は
常
識
で
あ
る
。
鎌
倉
末
期
、
藤

原
定
家
作
と
伝
え
ら
れ
る
『
手
爾
葉
大
概
抄
』
の

　
　

�

和
歌
手
爾
波
者
唐
土
之
置
字
也
。
以
レ
之
定
二
軽
重
之
心
一
、
音
声
因
レ

之
相
続
、
人
情
縁
レ
之
発
揮
也
。
…
（
中
略
）
…
詞
如
二
寺
社
一
手
爾

波
如
二
荘
厳
一
。
以
二
荘
厳
之
手
爾
葉
一
定
二
寺
社
之
尊
卑
一
。
詞
雖
レ

有
二
際
限
一
新
レ
之
自
二
在
之
一
者
手
爾
葉
也
。
無
尽
心
於
レ
是
顕
然
矣
。

豈
忽
二
緒
之
一
哉
。

の
一
節
が
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
和
歌
づ
く
り
に
お
け
る
「
て

に
を
は
」
の
使
い
方
の
重
要
性
ば
か
り
で
な
く
、
詞
（
自
立
語
）
と
「
て

に
を
は
」（
付
属
語
）
と
に
言
葉
を
大
き
く
二
分
す
る
日
本
人
の
素
朴
な

言
語
観
で
も
あ
っ
た
。
膠
着
語
で
あ
る
日
本
語
の
特
質
を
よ
く
反
映
し
た

も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

江
戸
期
の
国
学
の
時
代
に
入
る
と
、
こ
の
よ
う
な
言
語
観
に
も
と
づ
き

な
が
ら
、
国
学
者
た
ち
に
よ
り
精
細
な
日
本
語
固
有
の
品
詞
論
へ
と
展
開

さ
れ
て
い
く
（
以
下
、
現
代
日
本
語
文
法
で
対
応
す
る
品
詞
名
を
〈
〉
で

示
す
）。
冨ふ

士じ

谷た
に

成な
り

章あ
き
ら

は
『
挿か

ざ
し頭

抄
』（
明
和
四
年
）『
脚あ

ゆ
い結

抄
』（
安
永

二
年
）
で
文
を
人
体
に
な
ぞ
ら
え
、
名な

〈
名
詞
〉、
挿
頭
〈
感
動
詞
・
接

続
詞
・
副
詞
な
ど
〉、
装よ

そ
い〈

動
詞
・
形
容
詞
〉、
脚あ

ゆ
い結

〈
助
詞
・
助
動
詞
・
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接
尾
語
な
ど
〉
か
ら
成
る
四
品
詞
論
を
展
開
す
る
。
鈴
木
朗あ

き
ら

は
『
言げ

ん

語ぎ
ょ

四
種
論
』（
享
和
三
年
）
で
、
体
の
詞
〈
名
詞
〉、
て
に
を
は
〈
助
詞
・
助

動
詞
・
活
用
語
尾
な
ど
〉、
形あ

り
か
た状

の
詞
〈
形
容
詞
〉、
作し

わ
ざ用

の
詞
〈
動
詞
〉

と
四
分
類
し
、
形
状
の
詞
と
作
用
の
詞
を
併
せ
て
用
の
詞
（
働
く
詞
、
活

用
の
詞
、
活
語
と
も
）
と
と
ら
え
て
い
る
。
さ
ら
に
富
樫
広
蔭
は
『
詞
の

玉
橋
』（
文
政
九
年
）
で
、
言
葉
を
大
き
く
言こ

と

〈
名
詞
〉、
詞こ

と
ば〈

動
詞
・
形

容
詞
〉、
辞

て
に
を
は〈

助
詞
・
助
動
詞
〉
に
三
分
類
し
、
さ
ら
に
詞
を
説

は
た
ら
き
を
い
う
こ
と
ば

動
用
詞

〈
動
詞
〉
と
説あ

り
か
た
を
い
う
こ
と
ば

容
体
詞
〈
形
容
詞
〉
に
、
辞
を
動

う
ご
き
て
に
を
は

辞
〈
助
動
詞
〉

と
静

す
わ
り
で
に
を
は

辞
〈
助
詞
〉
に
分
け
て
と
ら
え
て
い
る
。
今
日
の
学
校
文
法
な

ど
で
、
自
立
語
か
付
属
語
か
、
活
用
す
る
か
し
な
い
か
、
と
い
う
基
準
を

交
差
さ
せ
る
品
詞
論
の
骨
格
は
、『
詞
の
玉
橋
』
で
ほ
ぼ
完
成
さ
れ
た
も

の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
国
学
の
世
界
で
は
、『
手
爾

葉
大
概
抄
』
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
は
そ
れ
以
前
か

ら
日
本
人
が
日
本
語
に
関
し
て
抱
い
て
い
た
素
朴
な
言
語
観
に
も
と
づ

き
、
品
詞
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
日
本
語
を

は
じ
め
て
観
察
し
た
西
洋
人
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
日
本
語
を
と
ら
え
た
の

だ
ろ
う
か
。

　

古
典
的
な
類
型
論
で
日
本
語
は
膠
着
語
に
属
す
る
と
さ
れ
る
の
に
対

し
、
西
洋
諸
言
語
は
屈
折
語
に
属
す
る
と
さ
れ
る
。
日
本
語
と
は
類
型
の

異
な
る
言
語
を
持
つ
西
洋
人
が
日
本
語
を
観
察
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

世
界
史
的
に
い
え
ば
大
航
海
時
代
、
ロ
ー
マ
教
会
か
ら
派
遣
さ
れ
た
宣
教

師
た
ち
が
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
布
教
に
入
っ
て
い
っ
た
時
代
で
あ
る
。

数
あ
る
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
の
中
で
日
本
語
の
品
詞
を
論
じ
た
資
料
は
少
な

く
な
い
が
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
Ｊ
．
ロ
ド
リ
ゲ
ス
が
残
し
た
『
日
本
小
文
典
』

（
一
六
二
〇
年
）
の
一
節
に
彼
ら
の
日
本
語
に
対
す
る
姿
勢
が
端
的
に
現

れ
て
い
る
。

　
　

�

日
本
人
は
日
本
語
の
品
詞
を
三
つ
の
言
葉
で
ま
と
め
て
い
る
。
第
一

はN
a

（
名
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
名
前
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
、

こ
の
言
葉
の
も
と
に
ま
と
め
て
い
る
の
は
す
べ
て
の
名
詞
・
接
続
詞
・

感
嘆
詞
・
前
置
詞
つ
ま
り
後
置
詞
、
そ
れ
か
ら
固
有
の
文
字
（
漢
字
）

を
持
つ
す
べ
て
の
語
―
た
だ
し
動
詞
は
除
く
―
で
あ
る
。
第
二
は

Cotoba

（
詞
）
で
あ
る
。
こ
れ
はverbo

と
い
う
意
味
で
（
こ
こ
で

verbo

と
は
「
言
葉
」
と
い
う
広
い
意
味
で
は
な
く
、
厳
密
な
意
味

で
あ
る
）、
こ
の
名
称
で
ま
と
め
て
い
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の

動
詞
、
す
な
わ
ち
結
合
動
詞
を
は
じ
め
そ
の
他
す
べ
て
の
動
詞
、
そ

れ
か
ら
形
容
詞
的
動
詞
で
あ
る
。
第
三
はT

e,�N
i,�Fa

（
て
に
は
）

ま
た
はT

e,�N
i,�V

o,�Fa

（
て
に
を
は
）ま
た
はSutegana

（
捨
仮
名
）

ま
た
はV

okiji

（
置
字
）
で
、
こ
の
名
称
で
一
括
し
て
い
る
の
は
、

名
詞
の
格
を
表
わ
す
冠
詞
―
例
え
ばV

a

（
は
）、Ni

（
に
）、Vo

（
を
）、
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V
oba

（
を
ば
）―
、時
制
を
示
す
小
辞
を
は
じ
め
、例
え
ばM

o

（
も
）、

N
im

o

（
に
も
）、D

e

（
で
）、N

ite

（
に
て
）
な
ど
の
よ
う
に
、
固

有
の
文
字
（
漢
字
）
は
な
い
が
本
来
の
日
本
語
で
あ
る
あ
ら
ゆ
る
種

類
の
小
辞
で
あ
る
。（
池
上
岑
夫
訳
『
ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
語
小
文
典
』

岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
よ
り
）

こ
れ
ら
の
詳
細
な
観
察
は
、
明
確
に
当
時
の
日
本
人
の
言
語
観
を
と
ら
え

て
お
り
、
名
と
詞
と
「
て
に
を
は
」
か
ら
成
る
三
分
類
は
、
ま
ぎ
れ
も
な

く
江
戸
期
の
国
学
者
た
ち
に
つ
な
が
る
品
詞
論
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
観
察
に
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
根
拠
の
な
い
断
定
が
下
さ

れ
て
い
る
。

　
　

�

し
か
し
日
本
語
の
品
詞
は
、
厳
密
に
言
え
ば
十
で
、
こ
れ
ら
は
問
題

な
く
ラ
テ
ン
語
の
一
般
に
行
な
わ
れ
て
い
る
八
品
詞
に
ま
と
め
得
る

が
、わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
理
解
を
容
易
な
ら
し
む
る
た
め
に
十
品
詞
、

す
な
わ
ち
詞ノ

ー
メ・

代
名
詞
・
動
詞
・
分
詞
・
後
置
詞
・
副
詞
・
感
嘆

詞
〔
・
接
続
詞
〕・
冠
詞
・
小
辞
に
わ
け
る
。（
同
上
書
）

キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
は
当
然
ロ
ー
マ
中
心
の
世
界
観
を
持
っ
て
い
る
こ

と
、
日
本
小
文
典
は
ア
ル
バ
レ
ス
に
よ
る
権
威
の
高
い
ラ
テ
ン
語
文
典
を

下
敷
き
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
事
情
に
よ
り
、
日
本
人
の
言
語

観
を
あ
れ
ほ
ど
理
解
し
て
い
な
が
ら
も
、ロ
ド
リ
ゲ
ス
は
そ
れ
を
排
斥
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
品
詞
論
を
類
型
の
異
な
る
日
本
語
に
適
応
し
て
い
る
。

言
っ
て
み
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
文
法
を
日
本
語
に
売
り
被
せ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
背
景
に
あ
る
も
の
は
、
必
ず
し
も
客
観
的
な
言
語
探

求
の
態
度
で
は
な
く
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
に
裏
づ
け
ら
れ
た
ロ
ー
マ
中

心
の
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ロ
ド

リ
ゲ
ス
に
よ
る
も
う
一
つ
の
『
日
本
大
文
典
』
に
お
い
て
も
、
ラ
テ
ン
語

の
規
範
よ
り
は
日
本
語
の
詳
細
な
観
察
が
前
面
に
出
さ
れ
て
は
い
る
が
、

品
詞
論
に
つ
い
て
は『
小
文
典
』と
全
く
同
様
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

禁
教
令
の
た
め
に
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
は
日
本
人
に
直
接
の
影
響
を
与
え

る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
江
戸
期
を
通
じ
て
日
本
語
学

習
材
と
し
て
長
く
利
用
さ
れ
続
け
て
い
た
。
慶
応
三
年
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ

イ
デ
ン
に
お
い
て
オ
ラ
ン
ダ
語
と
英
語
で
刊
行
さ
れ
た
Ｊ
．
Ｊ
．
ホ
フ
マ

ン
『
日
本
文
典
』（
一
八
六
七
年
）
は
、
明
治
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

け
る
日
本
語
研
究
の
集
大
成
と
見
な
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
も
同
様
の
傾
向

の
品
詞
論
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ホ
フ
マ
ン
の
渡
日
歴
が
な
い
こ
と
を
考

え
る
と
日
本
小
文
典
の
影
響
か
と
考
え
ら
れ
る
。
該
当
箇
所
を
英
文
版
よ

り
訳
出
す
る
と
、
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�

日
本
人
は
昔
か
ら
彼
ら
の
言
葉
を
三
つ
の
種
類
に
分
け
て
き
た
。１
．

T
he�N

oun�
名�N

a�

す
な
わ
ちnam

e�

（nom
en

）.�

こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
実
質
名
詞
の
ほ
か
、
代
名
詞
、
形
容
詞
、
数
詞
、
わ
れ
わ
れ
の
い

わ
ゆ
る
前
置
詞
と
同
じ
役
割
を
果
た
す
後
置
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
関

係
説
明
詞
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
接
続
詞
の
一
部
も
属
し
て
い
る
。

２
．T

he�V
erb,�

詞�K
otoba,�

す
な
わ
ち
卓
越
し
た�the�w

ord�

（verbum

）、
文
の
中
の
活
性
の
あ
る
部
分
と
考
え
ら
れ
る
。
３
．�

Particles

、
形
式
的
で
構
成
的
な
語
で
あ
っ
て
、
一
般
的
に
は
接
尾

辞suffixes�（suffixa

）
で
あ
り
、te,�ni,�w

o,�va

の
小
辞
の
よ
う
に
、

わ
れ
わ
れ
の
語
尾
変
化term

inal�inflection�
（causus

）
の
役
割
を

果
た
す
。
そ
の
た
め
、T

eniw
ova

ま
た
はT

eniva
の
名
称
の
も
と

に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
…
（
中
略
）
…
さ
ら
に
最
近
の
日
本
の
文
法

家
に
よ
れ
ば
、
小
辞
に
対
し
てT

eniw
ova

の
名
称
が
維
持
さ
れ
て

い
る
一
方
で
、
体
詞T
ai�no�kotoba

の
名
称
、
つ
ま
り
実
質
語

corporal�or�bodily�w
ord

がthe�noun

に
対
し
て
与
え
ら
れ
て
お

り
、
用
詞Y

ou�no�kotoba

の
名
称
、
つ
ま
り
実
効
語effective�

w
ord

がthe�verb

に
対
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。

江
戸
期
以
降
の
体
・
用
の
区
別
に
つ
い
て
も
把
握
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、

ラ
テ
ン
語
に
よ
る
品
詞
名
な
ど
に
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
日
本
語
の
品
詞

に
関
す
る
結
論
は
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
ロ
ド
リ
ゲ
ス
と
そ
う
大
き
く
は

変
わ
っ
て
い
な
い
。

　
　

�

日
本
人
の
文
法
家
が
こ
の
三
類
の
区
別
に
自
身
を
封
じ
込
め
て
い
る

と
し
て
も
、
言
葉
の
論
理
的
か
つ
文
法
的
な
価
値
を
定
め
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
文
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
わ
れ

わ
れ
の
品
詞
の
区
別
を
、
わ
れ
わ
れ
は
日
本
語
に
対
し
て
適
合
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
果
と
し
て
、
１
．
名
詞
、
名
詞
の
も
と
に

含
ま
れ
る
２
．
代
名
詞
、
３
．
形
容
詞
、
４
．
数
詞
、
５
．
副
詞
、

６
．
動
詞
、
７
．
単
純
に
わ
れ
わ
れ
の
活
用
語
尾
や
前
置
詞
や
接
続

詞
に
当
た
る
接
尾
語
（
後
置
詞
）、
８
．
間
投
詞
、
を
わ
れ
わ
れ
は

区
別
す
る
。

あ
る
い
は
、
西
洋
人
が
彼
ら
の
言
語
と
は
大
き
く
異
な
る
日
本
語
を
理
解

す
る
た
め
の
便
宜
的
な
措
置
と
し
て
、
自
分
た
ち
の
品
詞
観
を
仮
に
用
い

て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
説
明
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
根
拠
を

示
さ
ず
日
本
人
の
言
語
観
を
頭
か
ら
否
定
し
去
る
態
度
に
は
、
西
洋
人
の

強
固
な
自
文
化
中
心
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
感
じ
と
っ
て
し
ま
う
と
い
っ
た

ら
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。
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三
、
近
代
化
の
中
の
新
た
な
日
本
語
品
詞
観

　

上
述
し
た
西
洋
人
た
ち
の
日
本
語
品
詞
論
が
、
日
本
人
に
よ
る
品
詞
論

に
直
接
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
幕
末
か
ら
明
治
期
の
近
代

化
の
過
程
で
、
い
わ
ゆ
る
洋
学
者
た
ち
の
中
か
ら
西
洋
語
に
範
を
と
っ
た

言
語
観
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
蘭
学
を
は
じ
め
と
し
て
広
く
和

漢
梵
洋
の
学
に
通
じ
た
鶴
峯
戊し

げ

申の
ぶ

は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
文
典
に
範
を
と
っ
た

日
本
語
文
法
の
枠
組
み
を
示
し
た『
語
学
究
理
九
品
九
格
総
括
図
式
』（
文

政
一
三
年
）
及
び
『
語
学
新
書
』（
天
保
四
年
）
を
刊
行
し
た
。
こ
れ
ら

は
日
本
人
に
よ
る
最
初
の
西
洋
語
文
典
準
拠
の
日
本
語
文
法
書
と
し
て
注

目
さ
れ
る
。
九
品
と
は
九
つ
の
品
詞
と
い
う
こ
と
で
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
品

詞
設
定
に
即
し
て
、
実い

こ
と
ば

体
言
〈
名
詞
〉、
虚つ

き
こ
と
ば

体
言
〈
形
容
詞
〉、
代か

へ
こ
と
ば

名
言
〈
代

名
詞
〉、
活は

た
ら
き
こ
と
ば

用
言
〈
動
詞
〉、
連つ

づ
き
こ
と
ば

体
言
（
動
詞
連
体
形
な
ど
）、
形さ

ま
こ
と
ば

容
言
〈
副

詞
・
形
容
詞
連
体
形
な
ど
〉、
接つ

づ
け
こ
と
ば

続
言
〈
接
続
詞
・
接
続
助
詞
〉、
指さ

し
こ
と
ば

示
言

〈
格
助
詞
〉、
感な

げ
き
こ
と
ば

動
言
〈
感
動
詞
・
終
助
詞
・
間
投
助
詞
〉
と
そ
れ
ぞ
れ

訳
名
を
与
え
、
日
本
語
を
説
明
す
る
新
た
な
品
詞
論
と
し
て
提
案
し
て
い

る
。
山
田
孝
雄
（
一
九
四
三
）
に
よ
れ
ば
、
蘭
文
法
の
冠
詞
に
当
た
る
品

詞
が
日
本
語
に
は
な
い
た
め
、
名
詞
に
当
た
る
品
詞
を
実
体
言
と
虚
体
言

に
分
け
る
こ
と
で
九
品
詞
に
数
を
合
わ
せ
た
と
し
て
い
る
が
、
蘭
文
法
を

模
倣
し
た
こ
と
に
は
か
わ
り
な
い
。
鶴
嶺
の
新
文
法
の
影
響
力
が
大
き
な

も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
西
洋
文
典
に
依
拠
し
て

品
詞
論
を
構
築
す
る
日
本
語
文
法
の
在
り
方
が
後
年
の
英
学
者
た
ち
に

よ
っ
て
大
き
な
潮
流
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
本
語
と
西
洋

語
の
言
語
と
し
て
の
特
性
の
違
い
に
着
目
す
る
よ
り
は
、
当
時
の
西
洋
の

進
ん
だ
物
質
文
明
に
追
従
し
、
そ
こ
に
普
遍
的
な
価
値
を
見
出
そ
う
と
す

る
蘭
学
者
・
洋
学
者
た
ち
の
眼
差
し
が
感
じ
ら
れ
る
。『
語
学
究
理
九
品

九
格
総
括
図
式
』
は
一
葉
の
国
文
法
指
掌
図
で
あ
る
が
、
そ
の
解
説
文
冒

頭
は
、「
此
図
式
ハ
．
雅
言
ハ
モ
ト
ヨ
リ
ニ
テ
．
ス
ベ
テ
天
ノ
下
ニ
ア
ラ

ユ
ル
訓
語
韻
語
ト
モ
ニ
括
尽
セ
ル
図
式
ナ
リ
．」
と
始
ま
る
。「
訓
語
韻
語
」

に
つ
い
て
は
、『
語
学
新
書
』冒
頭
に
あ
る
門
人
・
齋
藤
春
昌
撰
に
よ
る「
語

学
新
書
序
説
」
の
一
節
に
、「
師
い
は
く
、
天
下
の
言
語
か
れ
こ
れ
同
じ

か
ら
ざ
れ
ど
も
．
言
語
の
別
は
二
等
に
は
過
ぎ
ざ
り
け
り
．
そ
は
一
つ
に

は
訓
語
．
二
つ
に
は
韻
語
な
り
．
す
べ
て
五
大
洲
の
中
に
．
韻
語
な
る
は
．

漢
と
孛
露
と
の
み
に
て
．
こ
の
ほ
か
は
．
皇
国
よ
り
印
度
諸
国
に
至
る
ま

で
み
な
訓
語
な
り
．」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
オ
ラ
ン
ダ
起
源

の
品
詞
論
が
世
界
中
の
す
べ
て
の
言
語
（
孛
露
は
不
明
）
に
普
遍
的
に
適

応
可
能
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
西
洋
語
文
法
、
と
い
う

よ
り
も
西
洋
そ
の
も
の
へ
の
強
い
買
い
被
り
の
態
度
が
そ
こ
に
は
感
じ
ら

れ
る
。
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明
治
政
府
の
初
代
文
部
大
臣
と
な
る
森
有
禮
が
、
明
治
六
年
に
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
で
刊
行
し
た
『
日
本
の
教
育
』（
英
文
）
中
で
提
起
し
た
英
語
公

用
論
も
そ
の
極
論
で
あ
ろ
う
。
日
本
語
は
漢
字
漢
文
に
依
存
し
す
ぎ
て
い

る
こ
と
、
欧
米
か
ら
の
文
明
開
化
が
日
本
中
を
覆
い
尽
く
そ
う
と
し
て
い

る
こ
と
、
英
語
は
も
は
や
世
界
語
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
理
由
を
あ
げ
て
、

A
ll�reasons�suggest�its�disuse.�

と
議
論
を
結
ん
で
い
る
（it

は
も
ち

ろ
ん
日
本
語
を
指
す
）。ま
た
、森
の
日
本
語
廃
止
論
に
反
論
し
て
、同
年
、

ロ
ン
ド
ン
で
『
日
本
語
初
等
文
法
』（
や
は
り
英
文
）
を
刊
行
し
た
馬
場

辰
猪
も
、
英
語
を
国
語
と
す
る
こ
と
に
い
く
つ
も
の
根
拠
を
あ
げ
て
反
対

し
つ
つ
も
、
日
本
語
の
品
詞
と
し
て
はnoun,�verb,�adjective,�

…
の
よ

う
に
英
語
の
品
詞
論
を
そ
っ
く
り
適
応
し
て
い
る
。

　

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
福
沢
諭
吉
の
よ
う
な
蘭
学
青
年
た
ち
は
み

な
英
学
に
転
じ
て
い
く
。「
主
語
」
を
は
じ
め
と
す
る
英
文
法
か
ら
の
文

法
的
概
念
の
直
訳
的
移
入
が
始
ま
っ
た
の
も
こ
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
英

文
法
を
模
倣
す
る
文
典
は
、
山
田
（
一
九
四
三
）
に
よ
れ
ば
、
中
金
正
衡

『
大
倭
語
学
手
引
き
』（
明
治
四
年
）、
黒
川
眞
頼
『
皇
国
文
典
初
学
』（
明

治
六
年
）
な
ど
が
あ
る
が
、「
先
ず
重
き
を
な
し
た
る
」
も
の
は
田
中
義

廉
『
小
学
日
本
文
典
』（
明
治
七
年
）
で
あ
る
。
田
中
は
英
文
法
を
下
敷

き
に
品
詞
と
し
て
、
名
詞
（
ナ
コ
ト
バ
）、
形
容
詞
（
サ
マ
コ
ト
バ
）、
代

名
詞
（
カ
ハ
リ
コ
ト
バ
）、
動
詞
（
ハ
タ
ラ
キ
コ
ト
バ
）、
副
詞
（
ソ
ヘ
コ

ト
バ
）、
接
続
詞
（
ツ
ギ
コ
ト
バ
）、
感
詞
〈
感
動
詞
〉（
ナ
ゲ
キ
コ
ト
バ
）

の
七
品
詞
を
立
て
て
い
る
。
ま
た
、
動
詞
の
中
の
一
種
類
と
し
て
助
動
詞

を
立
て
、

　
　

�

動
詞
の
形
を
変
画
す
る
を
、
動
詞
の
活
用
と
い
ふ
。
而
し
て
此
活
用

は
、
作
動
の
次
第
、
法
及
び
時
限
等
を
定
む
る
為
に
、
大
有
用
の
も

の
に
し
て
、
又
其
活
用
を
な
す
に
は
、
全
く
動
詞
の
形
を
変
ず
る
も

の
あ
り
、
然
れ
ど
も
多
く
は
此
活
用
を
示
す
に
、
他
の
動
詞
の
助
け

を
俟
つ
、
此
動
詞
を
助
動
詞
と
名
づ
く
。

と
し
て
、
ル
・
タ
・
タ
リ
・
シ
キ
・
ケ
リ
・
ナ
リ
・
ヌ
・
ム
・
ン
・
ナ
ラ

ン
・
ア
ラ
ン
を
あ
げ
て
い
る
。
助
動
詞
と
い
う
名
称
で
は
あ
る
が
、
動
詞

の
下
位
範
疇
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
動
詞
の
活
用
語
尾
を
形
成

す
る
も
の
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

　

同
じ
く
英
文
法
に
範
を
と
っ
た
中
根
淑き

よ
し

『
日
本
文
典
』（
明
治
九
年
）

は
、
山
田
（
一
九
四
三
）
に
よ
れ
ば
「
従
来
比
を
見
ざ
る
程
、
組
織
の
完

備
し
た
る
状
を
呈
せ
る
も
の
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
品
詞
論
は
名
詞
・
代
名

詞
・
形
容
詞
・
動
詞
・
副
詞
・
後
詞
〈
格
助
詞
〉・
接
続
詞
・
感
嘆
詞
の

よ
う
に
、
ほ
ぼ
英
文
法
の
訳
語
が
そ
の
ま
ま
転
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

こ
こ
で
も
動
詞
の
下
位
範
疇
と
し
て
助
動
詞
〈
時
制
の
助
動
詞
〉・
普
通
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助
動
詞
〈
終
助
詞
〉・
半
助
動
詞
〈
補
助
動
詞
〉
が
置
か
れ
て
い
る
が
、

い
ま
だ
助
動
詞
は
独
立
し
た
品
詞
と
し
て
の
地
位
は
与
え
ら
れ
て
は
い
な

い
。

　
　
　

四
、
大
槻
文
彦
の
品
詞
論

　

現
代
、
学
校
文
法
と
し
て
知
ら
れ
る
文
法
が
英
文
法
を
下
敷
き
と
し
て

完
成
す
る
の
は
、
大
槻
文
彦
に
よ
る
我
が
国
初
め
て
の
国
語
辞
書
『
言
海
』

（
明
治
二
四
年
）
巻
頭
に
添
え
ら
れ
た
「
語
法
指
南
」
に
お
い
て
で
あ
る
。

そ
の
「
本
書
編
纂
の
大
意
」（
四
）
に
お
い
て
、

　
　

�

辞
書
ハ
、
文
法
ノ
規
定
ニ
拠
リ
テ
作
ラ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
辞
書

ト
文
法
ト
ハ
、
離
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
而
シ
テ
、
文
法
ヲ
知

ラ
ザ
ル
モ
ノ
、
辞
書
ヲ
使
用
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
辞
書
ヲ
使
用
セ
ム
ホ
ド

ノ
者
ハ
、
文
法
ヲ
知
レ
ル
者
タ
ル
ベ
シ
。
…
（
中
略
）
…
而
シ
テ
、

西
洋
文
法
ノ
位
立
ヲ
取
リ
テ
、
新
タ
ニ
一
部
ノ
文
典
ヲ
編
シ
テ
、
其

規
定
ヲ
本
書
ニ
用
ヰ
タ
リ
。
サ
レ
バ
、
文
法
専
門
ノ
新
造
語
モ
多
ク

出
来
レ
リ
。
此
書
ノ
篇
首
ニ
、
語
法
指
南
ト
テ
掲
ゲ
タ
ル
ハ
、
其
文

典
中
ノ
規
定
ノ
辞
書
ニ
用
ア
ル
処
ヲ
摘
ミ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
、
此
書

ヲ
覧
ム
者
ハ
、
先
ヅ
之
ニ
就
キ
テ
、
其
規
定
ヲ
知
リ
、
而
シ
テ
後
ニ
、

本
書
ヲ
使
用
ス
ベ
シ
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
法
の
位
立
（
骨
格
部
分
）
は
西
洋
文
法
か
ら
採
用

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
後
年
、「
語
法
指
南
」
の
本
文
を
骨
格
に
文

法
書
『
広
日
本
文
典
』（
明
治
三
〇
年
）
が
、「
語
法
指
南
」
の
注
釈
部
分

を
中
心
に
『
広
日
本
文
典
別
記
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
く
。

　
『
広
日
本
文
典
』
で
は
品
詞
と
し
て
名
詞
・
動
詞
・
形
容
詞
・
助
動
詞
・

副
詞
・
接
続
詞
・
弖
爾
乎
波
・
感
動
詞
の
八
品
詞
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

伝
統
的
な
体
・
用
の
区
別
を
と
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、『
広
日
本
文
典

別
記
』（
明
治
三
〇
年
）
五
四
節
に
お
い
て
、

　
　

�

衆
語
ヲ
、
先
ヅ
体
言
、
用
言
、
助
辞
、
ト
大
別
ス
ル
コ
ト
、
悪
シ
ト

ハ
ア
ラ
ネ
ド
、
此
ノ
概
別
ニ
テ
、
能
事
了
ル
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
、
必
ズ

復
タ
、
其
ノ
下
ニ
、
小
別
（
八
品
詞
）
ヲ
立
テ
ゝ
、
更
ニ
詳
説
セ
ズ

ハ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
然
ル
ト
キ
ハ
、
先
ヅ
、
体
、
用
、
助
、
ニ
大
別

シ
テ
説
ク
コ
ト
、
何
等
ノ
必
要
モ
ナ
キ
ヤ
ウ
ニ
テ
、
徒
ニ
、
一
ノ
煩

ヲ
設
ク
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
ベ
ク
、
初
ヨ
リ
、
直
ニ
、
八
品
詞
ヲ
、
各
独

立
ニ
説
ク
コ
ト
、
却
テ
、
甚
ダ
簡
明
ナ
ル
ヲ
覚
ユ
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
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も
う
一
つ
の
大
槻
文
法
の
特
色
は
「
助
動
詞
」
を
品
詞
と
し
て
立
て
た

こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
英
文
法
のauxiliary�verb

の
訳
語

を
日
本
語
に
転
用
し
た
と
い
う
単
純
な
見
方
は
で
き
な
い
。『
広
日
本
文

典
』
に
お
い
て
「
助
動
詞
ハ
、
動
詞
ノ
活
用
ノ
、
其
意
ヲ
尽
ク
サ
ゞ
ル
ヲ

助
ケ
ム
ガ
為
ニ
、
其
下
ニ
付
キ
テ
、
更
ニ
、
種
々
ノ
意
義
ヲ
添
フ
ル
語
ナ

リ
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。『
別
記
』
一
八
七
節
に
は
、

　
　

�

凡
ソ
、此
ノ
篇
ニ
助
動
詞
ト
シ
タ
ル
モ
ノ
、従
来
ノ
語
学
書
中
ニ
ハ
、

ス
ベ
テ
、
弖
爾
乎
波
ノ
中
ニ
混
ジ
テ
説
ケ
リ
。
然
レ
ド
モ
、
是
等
ノ

語
、
皆
、
語
尾
活
用
ヲ
具
シ
、
法
ヲ
具
シ
テ
、
能
ク
文
章
ノ
末
ヲ
結

ベ
バ
、
弖
爾
乎
波
ニ
混
ズ
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
。
サ
レ
ド
、
是
等
ノ
語
、

独
立
ニ
テ
ハ
用
ヰ
ラ
レ
ズ
、
他
語
ノ
意
ヲ
補
助
ス
ル
用
ノ
モ
ノ
ナ
レ

バ
、
固
ヨ
リ
、
動
詞
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
、
因
テ
、
今
ハ
、
助
動
詞
ト
シ
テ
、

一
門
ニ
立
テ
タ
リ
。

続
く
一
八
八
節
に
は
、

　
　

�

又
云
、
助
動
詞
ハ
、
洋
文
典
ニ
テ
ハ
、
多
ク
ハ
、
動
詞
ニ
付
説
セ
リ
、

然
レ
ド
モ
、
国
語
ノ
助
動
詞
ハ
、
活
用
ト
法
ト
ヲ
具
シ
テ
、
其
数
モ

多
ク
、
其
ノ
規
定
モ
煩
雑
ナ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
、
一
門
ニ
立
ツ
ベ
キ
価

値
ア
リ
、
且
、
別
門
ニ
立
テ
ゝ
説
ク
方
、
学
ブ
モ
ノ
ニ
モ
便
ナ
リ
、

因
テ
、
今
ハ
、
此
ノ
如
シ
。

と
注
解
さ
れ
て
お
り
、
英
語
と
の
違
い
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
一
八
九
節
で
は
、「
世
ノ
洋
文
法
ニ
拠
リ
テ
、
国
文
法
ヲ
作
ル
」
文
法

書
に
、「
打
た
る
」「
打
ち
つ
」「
打
た
む
」
な
ど
を
西
洋
語
流
の
動
詞
の

語
尾
変
化conjugation

と
し
て
論
じ
よ
う
と
す
る
分
析
に
対
し
、「
打
た

れ
し
め
よ
」「
打
た
れ
し
め
ら
れ
た
り
」
な
ど
の
例
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
を

語
尾
だ
と
す
る
と
、「M

ood

ニV
oice

ヲ
生
ジ
、Voice

ニM
ood

ヲ
起
シ
、

T
ense

ニM
ood

ア
リ
、M

ood

ニM
ood

ヲ
重
ヌ
ル
ニ
至
ル
、
豈
ニ
解
ス

ベ
カ
ラ
ザ
ル
極
ナ
ラ
ズ
ヤ
。」
と
し
、
重
ね
て
用
い
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
こ
と
を
理
由
に
動
詞
の
語
尾
に
は
当
た
ら
な
い
と
断
じ
て
い
る
。
助
動

詞
と
い
う
名
称
上
は
英
語
か
ら
採
用
し
た
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
む
し
ろ

英
語
と
日
本
語
と
の
間
の
文
法
的
葛
藤
を
経
て
品
詞
立
て
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

　
　

�
各
国
天
然
ノ
言
語
ニ
、
差
違
ア
ル
ベ
キ
ハ
、
理
ノ
然
ル
ベ
キ
所
ニ
シ

テ
、
其
間
ニ
、
惑
ヒ
ヲ
入
ル
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
、
唯
、
其
国
語
ノ
天
性

ニ
随
ヒ
テ
、
語
法
ヲ
制
定
ス
ベ
キ
ナ
リ
、
彼
ニ
ア
レ
バ
ト
テ
、
我
ニ

模
擬
捏
造
シ
、
彼
ニ
無
ケ
レ
バ
ト
テ
、
我
ニ
制
定
セ
ザ
ル
ハ
、
其
見
、
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亦
、
陋
ナ
ラ
ズ
ヤ
。

大
槻
の
品
詞
論
に
お
い
て
、
基
本
的
な
姿
勢
は
西
洋
文
法
に
基
づ
く
も
の

で
あ
り
な
が
ら
、
助
動
詞
を
品
詞
立
て
し
た
点
に
お
い
て
は
、
英
語
で
は

な
く
日
本
語
の
側
に
根
拠
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
大
槻
文
法
が
折
衷
文
法

と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
助
動
詞
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
、
山
田
孝
雄

や
時
枝
誠
記
に
よ
る
異
説
も
登
場
す
る
が
、
日
本
語
文
法
の
近
代
化
と
い

う
点
で
は
、
大
槻
文
法
を
も
っ
て
一
つ
の
完
成
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

日
本
に
と
っ
て
の
近
代
化
が
西
洋
諸
国
と
同
様
の
社
会
イ
ン
フ
ラ
・
文

化
イ
ン
フ
ラ
を
持
つ
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
大
槻
文
彦
は
、
国
語

の
近
代
化
の
一
環
と
し
て
、
西
洋
文
法
の
影
響
の
も
と
に
国
文
法
の
確
立

を
成
し
遂
げ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
単
に
西
洋
文
法
の
買
い
被

り
と
か
拡
張
適
応
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
、
言
語
類
型
の
違
い

に
も
と
づ
く
助
動
詞
の
品
詞
立
て
に
よ
く
現
れ
て
い
る
。
ま
た
、
活
用
の

説
明
に
つ
い
て
は
江
戸
期
の
国
学
者
流
を
継
承
し
て
お
り
、
む
し
ろ
国
学

系
の
要
素
と
洋
学
系
の
要
素
が
巧
み
に
折
衷
さ
れ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て

き
た
。

　

現
在
、
世
界
中
で
起
こ
っ
て
い
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
関
係
づ
け
て
論
じ

て
み
れ
ば
、
拡
張
す
る
側
が
単
一
で
あ
っ
て
も
、
拡
張
さ
れ
る
側
は
多
様

で
あ
っ
て
、
そ
の
間
に
様
々
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
過
程
が
考
え
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。Coupland

に
よ
れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
論
じ
る
際
に
は
、

同
一
性
と
異
質
性
、
求
心
的
傾
向
と
遠
心
的
傾
向
、
一
致
と
分
裂
の
間
に

生
じ
る
緊
張tensions

を
探
求
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
。
グ
ロ
ー

バ
ル
化
と
は
順
調
に
進
ま
な
いnon-linear

な
も
の
で
あ
り
、
一
様
に
も

（
そ
し
て
皮
肉
な
こ
と
だ
が
）
普
遍
的
に
も
グ
ロ
ー
バ
ル
に
も
経
験
さ
れ

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
相
互
の
関
係
性
の
中
で
、
均
一
性
と
同
様
に

差
異
を
も
生
成
す
る
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
の
複
合
と
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は

よ
り
良
く
理
論
化
さ
れ
、
そ
こ
に
は
混
成
性hybridity

や
多
様
性

m
ultiplicity

が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
（Coupland�

2013:5

）。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
大
槻
文
法
を
折
衷

com
prom

ised

と
表
現
す
る
よ
り
混
成
文
法hybridized�gram

m
ar

と

と
ら
え
た
方
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　

五
、
明
治
期
の
西
洋
人
の
日
本
語
品
詞
論

　

明
治
期
の
近
代
化
の
過
程
に
あ
た
る
時
期
に
日
本
に
滞
在
し
た
欧
米
人

た
ち
は
、
ど
の
よ
う
に
日
本
語
を
観
察
し
た
か
、
彼
ら
の
書
い
た
日
本
語

文
典
の
品
詞
論
を
簡
単
に
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
明
治
初
期
に
西
洋
人
に

よ
っ
て
書
か
れ
西
洋
人
に
最
も
広
く
読
ま
れ
た
口
語
日
本
語
文
典
に
、Ｗ
．

Ｇ
．�
ア
ス
ト
ン
の� A

 Short G
ram

m
ar of the Japanese Spoken 
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Language.
（
初
版
一
八
六
九
年
～
三
版
一
八
七
三
年
）
が
あ
る
が
、
そ

こ
で
は
日
本
語
の
品
詞
に
関
す
る
説
明
は
一
切
な
く
、
英
語
の
品
詞
が
当

然
の
ご
と
く
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
明
治
六
年
に
来
日
し

三
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
日
本
語
・
日
本
文
化
を
探
求
し
て
い
っ
た
Ｂ
．

Ｈ
．�

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
日
本
語
研
究
の
中
で
は
、
む
し
ろ
西
洋
語
文
法
と

の
異
質
性
に
注
目
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、“Past�

Participle�or�Gerund�?��-A
�Point�of�Gram

m
atical�T

erm
inology-”

（『
日
本
ア
ジ
ア
協
会
会
報
』
一
四
・
明
治
一
八
年
）
な
ど
で
西
洋
人
が
西

洋
語
の
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
日
本
語
文
法
の
説
明
の
中
で
乱
用
す
る
こ
と

を
批
判
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
ロ
ド
リ
ゲ
ス
や
ホ
フ
マ
ン
に
つ
い
て
も
批

判
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
日
本
語
研
究
の
全
体
像
に

つ
い
て
は
大
野
（
二
〇
一
八
）
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
品
詞
論
に
つ
い
て
概

括
し
て
み
よ
う
。

　

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
以
下
の
三
種
の
日
本
語
文
典
を
残
し
て
い
る
。

　
　

� A Sim
plified G

ram
m

ar of the Japanese Language (M
odern 

W
ritten Style).�

（『
簡
約
日
本
語
文
典
（
現
代
書
き
言
葉
文
体
）』）

一
八
八
六
年

　
　
『
日
本
小
文
典
』（
和
文
）
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
年
）

　
　

� A H
andbook of C

olloquial Japanese.�

（『
日
本
口
語
文
典
』）

一
八
八
八
年

三
文
典
を
通
じ
て
西
洋
語
文
法
の
品
詞
観
は
直
接
反
映
さ
れ
て
は
い
な

い
。
そ
こ
に
は
、
む
し
ろ
江
戸
期
の
国
学
者
流
の
「
働
く
（
活
用
す
る
）」

か
「
働
か
な
い
（
活
用
し
な
い
）」
か
で
語
全
体
を
二
分
す
る
基
準
が
想

定
さ
れ
て
お
り
、
日
本
人
の
素
朴
な
言
語
観
が
尊
重
さ
れ
、
膠
着
語
と
い

わ
れ
る
類
型
の
言
語
の
特
性
が
よ
く
見
抜
か
れ
て
い
る
。

　
『
簡
約
日
本
語
文
典
』
は
、
副
題
にM

odern W
ritten Style

と
あ
る
が
、

古
文
の
こ
と
で
は
な
い
。
当
時
は
ま
だ
言
文
一
致
が
社
会
全
体
は
お
ろ
か

文
学
運
動
と
し
て
も
黎
明
期
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
外
国
人
の

目
に
は
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
の
二
種
の
日
本
語
が
存
在
す
る
こ
と
が
序

文
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
書
き
言
葉
文
体
を
習
得
す
る
こ
と
が
目

的
で
あ
っ
て
、
純
粋
の
古
文
を
読
む
た
め
の
文
典
で
は
な
い
こ
と
が
明
記

さ
れ
て
い
る
。
品
詞
論
の
説
明
と
し
て
、

　
　

�

日
本
語
を
構
成
す
る
語
は
、
屈
折
し
な
い
（
語
形
変
化
し
な
い
）
語

類the�uninflected

と
、
屈
折
す
る
（
語
形
変
化
す
る
）
語
類the�

inflected

と
い
う
二
つ
の
大
き
な
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
。
屈
折
し

な
い
語
類
は
、
Ⅰ
．
実
名
詞
に
加
え
て
代
名
詞
を
含
む
名
詞
、
数
詞
、

そ
し
て
多
く
の
英
語
の
形
容
詞
に
相
当
す
る
語
、
Ⅱ
．
英
語
の
前
置

詞
の
多
く
に
相
当
す
る
後
置
詞
、
で
あ
る
。
屈
折
す
る
語
類
は
、
Ⅰ
．

形
容
詞
、
Ⅱ
．
分
詞
を
含
む
動
詞
、
で
あ
る
。
こ
の
区
分
は
便
宜
の
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た
め
に
つ
く
ら
れ
た
人
為
的
な
も
の
で
は
な
く
、
日
本
語
の
性
質
と

歴
史
の
中
に
そ
の
基
礎
が
置
か
れ
て
い
る
。

の
よ
う
に
、
体
言
と
用
言
に
相
当
す
る
基
準
が
最
優
先
さ
れ
て
い
る
。

　
『
日
本
小
文
典
』
は
、
文
部
省
の
依
頼
に
よ
り
和
文
で
執
筆
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
学
校
教
育
で
使
用
す
る
こ
と
を
前
提
に
文
部
省
編
輯
局
よ
り

刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
連
綿
体
の
筆
書
き
で
自
序
が
冒
頭
に
添
え

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
次
の
一
節
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　
　

�

お
の
れ
は
外
つ
国
人
に
し
て
皇
国
学
の
み
ち
に
は
た
ど
た
ど
し
け
れ

ば　

爰
に
書
き
つ
ら
ね
た
ら
む
こ
と
ど
も
は
皇
国
人
の
心
に
は
あ
か

ぬ
こ
と
の
み
な
ん
お
ほ
か
る
べ
き　

ま
し
て
皇
国
の
ふ
み
の
の
り
を

外
つ
国
の
ふ
り
し
て
撰
み
つ
れ
ば
耳
あ
た
ら
し
く
き
き
な
さ
る
る
ま

ま
に　

と
み
に
は
さ
と
り
が
た
か
め
る
ふ
し
ぶ
し
も
お
ほ
か
る
べ
し�

ま
た
縣
居
の
翁
鈴
の
屋
の
大
人
な
ど
の
書
を
ば
ふ
つ
に
ひ
き
い
で
ず�

は
た
大
人
た
ち
の
説
と
い
た
く
異
に
し
あ
れ
ば　

見
む
ひ
と
あ
た
ら

皇
国
の
博
士
た
ち
の
い
た
つ
き
を
ば
う
ち
す
て
た
り
と
や
お
も
ふ
ら

む　

さ
れ
ど
す
べ
て
の
こ
と
は
そ
の
世
の
ふ
り
の
ま
に
ま
に
も
の
す

る
こ
そ
こ
と
わ
り
な
れ
ば　

今
明
治
の
み
さ
か
り
に
ひ
ら
け
ゆ
く
大

御
代
に　

言
葉
の
す
ぢ
を
教
ふ
る
ひ
と
ふ
し
の
み
む
か
し
の
ま
ま
に

な
づ
み
も
の
す
べ
き
こ
と
に
や
は
あ
る

『
日
本
小
文
典
』
が
西
洋
語
文
法
に
準
拠
す
る
新
し
い
一
面
を
持
っ
た
も

の
で
あ
り
、
伝
統
的
な
本
居
宣
長
や
賀
茂
真
淵
の
考
え
方
に
あ
え
て
言
及

し
な
か
っ
た
こ
と
を
釈
明
し
て
い
る
が
、
こ
の
一
節
は
こ
れ
ら
の
国
学
者

た
ち
の
国
語
学
へ
の
貢
献
に
つ
い
て
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
承
知
し
て
い
た
こ

と
の
証
左
と
読
む
こ
と
も
で
き
よ
う
。『
日
本
小
文
典
』の
品
詞
の
説
明
は
、

　
　

�

日
本
語
に
は
、働
き
辞
と
働
か
ざ
る
辞
と
の
二
種
あ
り
、働
き
辞
は
、

形
容
詞
、
動
詞
の
二
種
に
分
ち
、
働
か
ざ
る
辞
は
、
実
名
詞
、
代
名

詞
、
副
詞
、
接
続
詞
、
数
詞
、
間
投
詞
、
関
係
詞
の
七
種
に
分
つ
、

そ
れ
故
に
、
我
が
国
に
て
は
、
辞
に
九
品
の
詞
あ
り
と
い
ふ
、

と
あ
り
、「
九
品
」と
い
う
品
詞
立
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
と
同
じ
で
あ
る
が
、

全
体
が
体
・
用
で
分
た
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
「
我
が
国
に
て
は
」
と
表
現

す
る
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
ス
タ
ン
ス
は
明
ら
か
に
日
本
語
側
で
あ
る
。

　
『
小
文
典
』
が
当
時
の
国
学
者
た
ち
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
た
こ
と
は
、

同
年
た
だ
ち
に
国
学
者
、
谷
千
生
に
よ
り
『
ビ
ー
、
エ
ッ
チ
、
チ
ャ
ン
ブ

レ
ン
氏�

日
本
文
典
批
評
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
真
意
は
む
し
ろ
体
・
用
の
二
分
論
の
優
先
に
あ
っ
た
わ



― 31 ― グローバル化と文法概念

け
だ
が
、
谷
は
同
書
の
中
で
、「
何
事
も
そ
の
術
語
と
す
る
名
目
無
く
て

は
叶
は
ず
。
然
れ
ど
も
其
名
目
は
な
る
べ
く
少
な
く
設
け
て
多
岐
に
わ
た

ら
ざ
る
よ
う
に
す
る
は
緊
要
な
り
」
と
し
て
、
九
品
詞
論
は
煩
雑
な
り
と

し
、
体
言
、
用
言
、
用
言
の
も
と
に
作
用
言
と
形
状
言
、
そ
し
て
「
て
に

を
は
」
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
助
言
に
し
て
活
用
す
る
名
目

が
足
ら
ざ
る
な
り
」
と
し
て
、
大
槻
に
よ
っ
て
助
動
詞
と
し
て
立
て
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
品
詞
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
『
日
本
口
語
文
典
』
は
、『
簡
約
日
本
語
文
典
』
が
文
法
説
明
に
終
始
し

た
の
と
異
な
り
、
全
体
が
理
論
篇T

heoretical�Part�or�Gram
m
ar

と

実
用
篇Practical�Part�or�Reader

に
大
き
く
分
か
た
れ
て
お
り
、
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
実
用
篇
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
理
論
篇
に
お
け
る
文
法
説
明
は
、
そ
れ
ま
で
の
西
洋
人
の
文

典
中
で
最
も
詳
細
で
あ
り
、
当
時
、
隆
盛
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
言
語
学
の
水
準
を
よ
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
理
論
篇
は
西
洋

語
の
品
詞
別
に
章
立
て
さ
れ
て
日
本
語
文
法
の
各
論
が
説
か
れ
て
い
る

が
、
総
論
と
し
て
の
日
本
語
の
品
詞
論
と
し
て
、

　
　

�

日
本
語
の
品
詞
に
つ
い
て
、
厳
密
に
い
え
ば
、
動
詞
と
名
詞
の
二
つ

し
か
な
い
。
西
洋
語
の
前
置
詞
、
接
続
詞
、
活
用
語
尾
に
当
た
る
、

（
日
本
語
の
）
小
辞particle

あ
る
い
は
後
置
詞
、
そ
し
て
接
尾
語

suffixes

は
、
そ
れ
自
体
も
と
も
と
は
名
詞
や
動
詞
だ
っ
た
も
の
の

残
存
物
で
あ
る
。
代
名
詞
や
数
詞
は
単
に
名
詞
で
あ
る
。
真
の
形
容

詞
は
、
副
詞
を
含
め
て
中
性
動
詞neuter�verb

の
一
種
で
あ
る
。

し
か
し
、
西
洋
語
の
形
容
詞
と
副
詞
に
対
応
す
る
多
く
の
語
は
日
本

語
で
は
名
詞
で
あ
る
。
我
々
（
西
洋
人
）
の
文
法
範
疇
は
日
本
語
に

は
全
く
適
当
で
は
な
く
、
馴
染
み
の
あ
る
道
し
る
べ
と
し
て
機
能
す

る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
を
本
書
の
中
で
用
い
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
動
詞
と
名
詞
の
二
つ
し
か
な
い
」
と
は
用
言
と

体
言
の
二
大
別
の
こ
と
で
あ
り
、
テ
ニ
ヲ
ハ
は
そ
の
ど
ち
ら
か
の
残
存
物

と
い
う
見
解
で
あ
る
。
ア
ス
ト
ン
の
最
後
の
日
本
語
文
典
と
な
るA 

G
ram

m
ar of the Japanese Spoken Language.

（
一
八
八
八
年
）
に
お

い
て
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
な
日
本
語
と
西
洋
語
の
品
詞
概

念
の
違
い
に
つ
い
て
言
及
し
たPA

RT
S�O

F�SPEECH

の
一
節
が
加
え

ら
れ
た
こ
と
は
、
日
本
語
が
西
洋
語
と
根
本
的
に
異
質
で
あ
る
こ
と
が
西

洋
人
の
間
で
広
く
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
明
治
期
の
西
洋
人
た
ち
は
、
自
分
た

ち
の
言
語
観
を
日
本
語
の
上
に
必
ず
し
も
売
り
被
せ
て
は
い
な
い
。
大
槻

文
彦
と
同
じ
時
代
に
あ
っ
て
、
む
し
ろ
西
洋
語
と
の
異
質
性
を
日
本
語
文
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法
の
中
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
大
槻
文
法
と
は
異
な
る
ベ
ク
ト
ル
に

お
い
て
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
も
ま
た
混
成
文
法hybridized�gram

m
ar

を

目
指
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

今
後
、
様
々
な
分
野
で
進
展
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
お

い
て
も
、
一
次
元
的
に
拡
張
が
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
均
質
化
が
可
能

な
普
遍
的
部
分
と
差
異
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
固
有
部
分
と
を
明
確

に
し
つ
つ
、
事
態
が
進
展
す
る
こ
と
だ
ろ
う
し
、
そ
の
よ
う
に
あ
る
こ
と

を
期
待
す
る
。
普
遍
を
か
た
り
な
が
ら
個
別
の
枠
組
み
を
一
方
的
に
拡
張

す
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
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