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一　

語
彙
学
習
の
一
小
試
論
か
ら

　

語
彙
学
習
を
、
例
え
ば
文
法
学
習
や
漢
字
学
習
の
よ
う
に
体
系
化

す
る
試
み
は
、
今
で
は
こ
の
世
界
の
古
典
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
う
書
き
出
し
た
の
は
、
四
十
年
近
く
前
の
、「
学
図
教
材
研
究　

国

語　

中
学
校
編　

№
66
」の
、「
語
彙
学
習
法　

小
試
論（

（
（

」に
お
い
て
で
あ
っ

た
。
新
学
習
指
導
要
領
に
言
語
事
項
が
掲
げ
ら
れ
て
、
そ
の
領
域
を
担
当

す
る
編
集
委
員
と
し
て
、
同
社
の
検
定
教
科
書
が
既
に
幾
つ
か
の
学
習
ア

イ
デ
ア
を
採
用
し
て
お
り
、
今
後
い
っ
そ
う
そ
の
開
拓
に
努
め
て
い
こ
う

と
す
る
姿
勢
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
引
い
た
【
練
習
】
の
一
形

式
が
、
次
の
問
い
で
あ
る
。

国
語
動
詞
の
抽
象
語
義
化
現
象
略
史

─
何
が
こ
の
よ
う
な
語
義
を
派
生
さ
せ
る
の
か
─

中
村
幸
弘

次
の
傍
線
部
の
動
詞
に
つ
い
て
、
そ
の
用
法
の
違
い
を
考
え
よ
う
。

　
ａ　

愛（
（
（

に
お
ぼ
れ
る
。

　

ｂ　

水
に
お
ぼ
れ
る
。

（
第
二
学
年
【
練
習
】
４
）

　

右
の
教
授
資
料
に
お
い
て
、
ｂ
が
具
体
的
動
作
を
い
う
「
お
ぼ
れ
る
」

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ａ
は
、
目
に
見
え
な
い
精
神
面
で
の
心
の
動
作
を

表
し
て
い
る
な
ど
と
い
う
解
説
を
施
し
た
う
え
で
、
転
義
の
背
景
に
触
れ

た
り
も
し
て
き
て
い
る
が
、
最
も
注
目
さ
せ
た
い
と
こ
ろ
は
、
語
義
の
抽

象
概
念
化
で
あ
っ
た
。
目
に
見
え
な
い
動
作
を
ど
う
理
解
さ
せ
る
か
が
、



國學院雑誌　第 122 巻第９号（2021年） ─ 44 ─

こ
の
【
練
習
】
を
設
け
る
所
以
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
と
は
別
に
、
ま
っ
た
く
同
趣
の
、
こ
の
国
語
動
詞
の
問
題
に
つ
い

て
だ
け
に
絞
っ
て
、「
語
彙
学
習
へ
の
一
試
論
─
特
に
派
生
語
義
動
詞
の

場
合
─（

3
（

」
と
い
う
報
告
を
し
て
い
た
。『
角
川
国
語
辞
典
新
版
』（
久
松
潜

一
・
佐
藤
謙
三
編
／
昭
和
四
十
四
年
）の
編
集
協
力
の
作
業
を
課
せ
ら
れ
、

殊
に
、
派
生
語
義
用
法
ブ
ラ
ン
チ
に
短
語
句
用
例
を
語
釈
の
後
に
書
き
込

む
作
業
を
重
ね
る
な
か
で
気
づ
い
た
傾
向
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
い
う
派
生

語
義
と
は
、
抽
象
語
義
化
し
た
語
義
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
現
代
語
と
し
て

は
、
そ
れ
ら
動
詞
の
上
接
助
詞
が
格
助
詞
「
が
」
と
係
助
詞
「
は
」「
も
」

な
ど
と
も
な
る
も
の
と
、
格
助
詞
「
に
」
と
な
る
も
の
と
、
格
助
詞
「
を
」

と
な
る
も
の
と
に
三
分
類
さ
れ
て
、
し
か
も
定
着
し
て
い
て
、
そ
れ
ら
各

動
詞
が
具
体
的
な
用
法
の
場
合
と
抽
象
的
用
法
の
場
合
と
で
、
そ
れ
ら
助

詞
の
上
に
ど
の
よ
う
な
名
詞
が
配
さ
れ
る
か
が
、
自
然
と
見
え
て
き
た
の

で
あ
っ
た
。

　

当
時
、
語
彙
学
習
と
い
う
と
、
直
ち
に
照
合
し
て
確
認
す
る
聖
書
が
、

阪
本
一
郎
『
教
育
基
本
語
彙（

4
（

』
で
あ
っ
た
。
筆
者
の
場
合
も
、
小
学
校
低

学
年
語
彙
・
小
学
校
語
彙
・
中
学
校
語
彙
の
別
に
則
っ
て
の
、
い
わ
ゆ
る

学
年
配
当
な
ど
も
加
え
て
の
、
抽
象
語
義
化
動
詞
を
、
上
接
助
詞
と
、
さ

ら
に
そ
の
上
の
名
詞
群
と
に
よ
っ
て
学
習
す
る
一
覧
表
が
自
然
と
作
成
さ

れ
て
い
た
。
上
接
格
助
詞
が
「
に
」「
を
」
と
な
る
も
の
は
、
そ
の
定
着

度
が
高
く
、
ニ
格
・
ヲ
格
と
呼
ん
で
取
り
扱
っ
た
。
ガ
格
だ
け
で
な
く
、

柔
軟
に
「
は
」「
も
」
な
ど
で
も
表
現
さ
れ
る
、
そ
の
一
群
は
、
0
格
と

呼
ん
で
整
理
し
た
。
そ
の
よ
う
に
整
理
す
る
契
機
を
与
え
て
く
れ
た
論
考

は
、
白
石
大
二
「
基
本
語
彙
設
定
以
前
の
問
題（

（
（

」
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
そ
の
0
格
・
ニ
格
・
ヲ
格
直
上
の
名
詞
群
と
、
そ
の
各
動
詞

の
抽
象
語
義
化
現
象
の
初
出
年
時
と
を
、
い
つ
か
追
跡
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
殊
に
、『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版（

6
（

』
が
出
典
文
献
の
成
立
年
を

表
示
し
て
く
れ
て
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
一
覧
三
表
に
は
、
そ
の
書

き
込
み
が
、
こ
れ
ま
た
、
い
つ
か
、
始
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
時
代

区
分
に
つ
い
て
は
、
私ひ
そ

か
に
自
身
で
作
成
し
た
手
造
り
国
文
学
史
・
国
語

史
時
代
区
分
表
に（

（
（

、
こ
れ
も
、
い
つ
か
、
拠
っ
て
い
た
。
現
代
を
第
二
次

大
戦
後
に
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
近
代
が
大
正
と
昭
和
二
十
年
八

月
十
五
日
ま
で
を
含
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

　

あ
ま
り
に
も
ア
バ
ウ
ト
な
国
語
年
表
で
あ
る
が
、
活
か
せ
る
と
こ
ろ
あ

る
も
の
と
自
負
し
て
い
る
。研
究
と
い
う
に
は
当
た
ら
な
い
メ
モ
で
あ
り
、

0
挌
と
す
る
取
り
扱
い
へ
の
、
一
般
の
理
解
の
し
に
く
さ（

（
（

も
あ
っ
て
、
0

格
・
ニ
格
・
ヲ
格
の
別
は
、
Ａ
群
・
Ｂ
群
・
Ｃ
群
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

『
教
育
基
本
語
彙
』
の
学
年
段
階
別
や
、
自
・
他
の
転
換
／
慣
用
表
現
と

し
て
の
定
着
度
／
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
特
別
性
な
ど
の
備
考
欄
に
つ
い

て
は
、
今
回
、
小
稿
と
し
て
は
、
こ
れ
を
除
く
こ
と
と
し
た
。
具
象
的
用
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法
の
場
合
と
抽
象
的
用
法
化
し
た
場
合
と
が
直
ち
に
見
え
て
く
る
よ
う
、

そ
の
シ
フ
ト
化
に
努
め
た
。
五
十
年
を
越
え
て
書
き
留
め
書
き
改
め
し
つ

づ
け
て
き
た
Ａ
群
・
Ｂ
群
・
Ｃ
群
の
各
便
覧
で
あ
る
。

　
　

二　

国
語
動
詞
の
抽
象
語
義
化
現
象
略
史
便
覧

　

抽
象
語
義
化
現
象
を
見
せ
る
国
語
動
詞
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
直
上
に

配
さ
れ
る
格
助
詞
「
に
」「
を
」
の
上
に
位
置
す
る
名
詞
を
観
察
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
具
象
的
用
法
用
例
と
抽
象
的
用
法
用
例
と
を
識
別
す
る
こ

と
が
適
切
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
上
接
す
る
助
詞
が
格
助
詞

「
が
」
や
係
助
詞
「
は
」「
も
」
等
で
あ
る
も
の
も
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
も

そ
の
上
の
名
詞
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
用
法
の
別
が
識
別
で

き
た
。
今
回
、
そ
の
直
上
助
詞
が
格
助
詞
「
が
」
や
係
助
詞
「
は
」「
も
」

等
で
も
あ
る
も
の
を
Ａ
群
と
し
、
直
上
助
詞
が
格
助
詞
「
に
」
で
あ
る
も

の
を
Ｂ
群
と
し
、
直
上
助
詞
が
格
助
詞
「
を
」
で
あ
る
も
の
を
Ｃ
群
と
す

る
こ
と
、
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

さ
て
、
そ
の
Ａ
群
・
Ｂ
群
・
Ｃ
群
の
各
一
覧
表
は
、
い
ず
れ
も
、
抽
象

語
義
化
現
象
を
見
せ
た
国
語
動
詞
で
、
具
象
的
用
法
の
場
合
と
抽
象
的
用

法
の
場
合
と
で
、
そ
の
助
詞
の
上
の
名
詞
が
ど
の
よ
う
に
相
違
す
る
か
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
名
詞
は
、
現
代
語
と
し
て
適
切
と
思
え
る
名

詞
を
筆
者
の
判
断
で
示
し
た
も
の
で
、
そ
れ
に
相
当
す
る
用
例
が
初
出
用

例
と
し
て
登
場
す
る
時
代
を『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』の
用
例
に
よ
っ

て
確
認
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
に
お
け
る
語
義
ブ
ラ
ン
チ
の
あ
り
方
が
、

す
べ
て
、
語
義
の
抽
象
化
に
向
け
て
の
転
義
を
配
慮
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
相
応
に
、
そ
の
抽
象
語
義
が
読
み
と
れ
た
語

義
ブ
ラ
ン
チ
の
番
号
を
、
念
の
た
め
、
抽
象
語
義
ブ
ラ
ン
チ
欄
を
設
け
て

引
い
て
お
く
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
抽
象
語
義
が
性
格
を
異
に
す
る
場
合

も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
便
宜
的
に
（
・
（
の
番
号
を
付
し
、
初
出
時
代
の

違
い
や
辞
典
ブ
ラ
ン
チ
の
違
い
な
ど
と
照
合
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
さ
ら

に
、
ま
た
、
抽
象
的
用
法
用
例
が
ま
っ
た
く
引
か
れ
て
い
な
い
場
合
や
、

抽
象
語
義
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
抽
象

的
用
法
の
初
出
時
代
の
現
代
欄
や
抽
象
語
義
ブ
ラ
ン
チ
欄
に
※
印
を
入
れ

て
お
く
こ
と
と
し
た
。

　

小
稿
は
、
掲
げ
た
題
目
に
相
当
す
る
報
告
と
し
て
は
、
以
上
で
終
了
し

た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
稿
の
目
的
は
、
そ
の
三
表
を
、
未
完

と
い
っ
て
も
よ
い
そ
の
三
表
を
公
開
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
目
的
は
達

成
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
以
下
は
、
Ａ
群
・
Ｂ
群
・
Ｃ
群
の
三
表

へ
の
収
載
を
見
送
っ
た
用
例
や
抽
象
語
義
化
現
象
と
し
て
認
識
さ
れ
た
事

例
な
ど
あ
っ
て
、
若
干
の
関
連
事
項
雑
記
の
ペ
ー
ジ
と
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
と
し
た
。
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Ａ

抽
象
語
義
を

併
せ
も
つ
動

詞

具
象
的
用
法
の
場

合
の
直
上
助
詞

「
が
」「
は
」「
も
」

の
上
の
名
詞

初
出
用
例

抽
象
的
用
法
の
場
合
の
直
上

助
詞
「
が
」「
は
」「
も
」
の

上
の
名
詞

初
出
用
例

抽
象
語
義

ブ
ラ
ン
チ

上
代

中
古

中
世

近
世

近
代

上
代

中
古

中
世

近
世

近
代

現
代

1

荒
れ
る

海
・
山
・
風

〇

生
活
・
会
議
・
土
俵

〇

④

2

疼う
ず

く

古
傷
・
足

〇

心
の
傷
・
心

〇

②

3

潤
う

土
壌
・
草
木

〇

ふ
と
こ
ろ
・
家
計
・
地
方
自

治
体

〇

③

4

傾
く

土
塀
・
建
造
物

〇

齢よ
わ
い

／
家
運

〇

③

5

消
え
る

火
・
光

〇

噂う
わ
さ

／
憎
し
み

〇

②

6

腐
る

魚
肉

〇

性
根
／
精
神

〇

⑥

7

燻く
す
ぶる

竈か
ま
ど

〇

不
満
・
問
題

〇

④

8

崩
れ
る

土
砂
・
堤
防

〇

１
生
活
／
２
秩
序

１
〇

２
〇

１
⑤
・２
⑥

9

肥
え
る

馬
／
土
地

〇

目
・
舌

〇

④

10

焦
げ
つ
く

ご
飯
・
煮
物

〇

貸
し
金

〇

②

11

冴
え
る

大
気
／
月

〇

１
心
／
２
頭
・
目
／
腕

１
〇

２
〇

１
③
・２
④

12

冷
め
る

お
湯
・
お
茶

〇

興

〇

③

13

解
け
る

結
び
目
・
帯
・
紐ひ

も

〇

１
怒
り
／
禁
／
２
数
学
の
問

題

１
〇

２
〇

１
②
・
２
⑦

14

濁
る

水

〇

世
の
中
／
心

〇

②
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15

弾
む

ボ
ー
ル
・
鞠ま

り

〇

声
／
話

〇

④

16

晴
れ
る

空
・
霧

〇

１
憂
さ
／
２
嫌
疑

１
〇

２
〇

１
②
・２
③

17

閃ひ
ら
めく

稲
妻

〇

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン

〇

④

18

降
り
か
か
る
雨
・
霙

み
ぞ
れ

〇

災
難

〇

②

19

舞
い
込
む

花
び
ら
・
枯
れ
葉

〇

幸
運

※

※

20

蘇
る

死
者

〇

記
憶

〇

②

Ｂ

抽
象
語
義
を

併
せ
も
つ
動

詞

具
象
的
用
法
の
場

合
の
直
上
助
詞

「
に
」
の
上
の
名
詞

初
出
用
例

抽
象
的
用
法
の
場
合
の
直
上

助
詞
「
に
」
の
上
の
名
詞

初
出
用
例

抽
象
語
義

ブ
ラ
ン
チ

上
代

中
古

中
世

近
世

近
代

上
代

中
古

中
世

近
世

近
代

現
代

1

喘あ
え

ぐ

高
熱

〇

不
況

〇

②

2

飢
え
る

食
べ
物

〇

愛
情
／
読
み
物

〇

③

3

打
ち
込
む

釘〔
ヲ
〕・
杭〔
ヲ
〕

〇

研
究
・
事
業

〇

⑥
の
㋺

4

訴
え
る

苦
痛
〔
ヲ
〕・
不

満
〔
ヲ
〕〔
ヲ
〕

〇

武
力
・
金
の
力

〇

④

5

負
う

荷
物
〔
ヲ
〕

〇

先
学

〇

③

6

溺
れ
る

水

〇

酒
色

〇

②

7

赴
く

任
地

〇

快
方

〇

⑤

8

輝
く

月
光
〔
ガ
〕

〇

希
望
／
栄
誉

〇

④
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9

欠
け
る

茶ち
ゃ
わ
ん碗

〔
ガ
〕

〇

人
情
／
知
性

〇

⑤

10

傾
く

西
・
南
側

〇

急
進
思
想

〇

④

11

飢か
つ

え
る

食

〇

愛

〇

②

12

気か

ぶ触
れ
る

漆う
る
し

〇

哲
学
・
ロ
ッ
ク

〇

③

13

苦
し
む

持
病

〇

判
別

〇

②

14

漕
ぎ
つ
け
る
岸

〇

就
職
・
結
婚

〇

②

15

遡さ
か
の
ぼる

笛
吹
川
〔
ヲ
〕

〇

語
源

〇

②

16

据
え
る

電
動
機
器
〔
ヲ
〕
〇

会
長

〇

⑪

17

飛
び
込
む

プ
ー
ル

〇

事
件
の
渦
中

〇

③

18

飛
び
つ
く

鉄
棒

〇

好
条
件

〇

②

19

靡な
び

く

風

〇

威
光

〇

②

20

外
れ
る

的
〔
ヲ
〕

〇

人
の
道

〇

二

21

浸
る

水

〇

１
酒
／
２
懐
古
の
情

１
〇

２
〇

②

22

触
れ
る

髪
・
頬ほ

お

〇

１
核
心
／
２
勘
気

１
〇

２
〇

１
⑥
・２
⑦

23

漏
れ
る

光
〔
ガ
〕・
ガ
ス

〔
ガ
〕

〇

選

※

④

24

呼
び
か
け
る
級
友

〇

同
志

※

②
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Ｃ

抽
象
語
義
を

併
せ
も
つ
動

詞

具
象
的
用
法
の
場

合
の
直
上
助
詞

「
を
」
の
上
の
名
詞

初
出
用
例

抽
象
的
用
法
の
場
合
の
直
上

助
詞
「
を
」
の
上
の
名
詞

初
出
用
例

抽
象
語
義

ブ
ラ
ン
チ

上
代

中
古

中
世

近
世

近
代

上
代

中
古

中
世

近
世

近
代

現
代

1

仰
ぐ

天

〇

命
・
指
示
／
援
助

〇

③

2

与
え
る

賞
品
・
お
小
遣
い
〇

恥
辱
・
損
害

〇

②

3

浴
び
る

水
・
日
光

〇

非
難
・
罵ば

詈り

雑ぞ
う
ご
ん言

〇

③

4

操
る

指
人
形

〇

人
／
フ
ラ
ン
ス
語

〇

④

5

押
さ
れ
る

ド
ア
ー

〇

興
奮
・
怒
り

〇

二
②

6

帯
び
る

剣

〇

使
命

〇

③

7

築
く

城
・
砦

と
り
で

〇

富
・
財
産
／
地
位

〇

③

8

傷
つ
け
る

肌
〔
ニ
・
ヲ
〕

〇

名
誉
・
家
名

〇

②

9

配
る

贈
り
物

〇

気
・
心

〇

②

10

加
え
る

三さ
ん
こ個

〇

危
害

〇

⑥

11

汚け
が

す

聖
域

〇

名
誉
・
体
面

〇

②

12

越
え
る

峠と
う
げ

〇

１
師
／
２
矩の

り

１
〇

２
〇

１
⑥
・２
⑦

13

焦
が
す

ご
飯
・
煮
物

〇

胸
の
思
い

〇

③

14

捏こ

ね
る

粘
土
・
餡あ

ん

〇

理
屈

〇

③
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15

零こ
ぼ

す

水

〇

愚
痴

〇

③

16

込
め
る

弾
丸

〇

心
・
思
い

〇

②

17

肥
や
す

家
畜
／
土
地

〇

目
／
私
腹

〇

③

18

探
る

ポ
ケ
ッ
ト

〇

敵
情

〇

③

19

叫
ぶ

妻
の
名

〇

原
爆
禁
止
・
無
罪

※

③

20

支
え
る

倒
れ
そ
う
な
屏

〇

一
家
の
暮
ら
し

〇

③

21

覚
ま
す

目

〇

迷
い

〇

②

22

敷
く

布
団

〇

戒
厳
令
／
共
和
制

〇

④

23

絞
る

雑
巾

〇

１
知
恵
／
２
犯
人

１
〇

２
〇

１
②
・２
⑦

の
㋺

24

退
く

後
ろ
〔
ヘ
〕

〇

官
・
会
長

〇

③

25

濯す
す

ぐ

洗
濯
物

〇

汚
名

〇

④

26

削そ

ぐ

竹

〇

１
敵
の
勢
い
／
２
感
興

〇

１
②
・２
③

27

育
て
る

子
ど
も
・
犬

〇

公
徳
心
／
地
域
の
産

※

②

28

焚
き
つ
け
る
火

〇

学
生

〇

②

29

辿た
ど

る

山や
ま

路じ

〇

破
滅
へ
の
道
・
孤
立
化

※

⑪

30

垂
れ
る

滴
〔
ガ
〕

〇

教
え
・
範

〇

③
の
㋺
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31

繕
う

鉤か
ぎ
ざ裂
き

〇

人
前
・
そ
の
場

〇

二
②

32

唱
え
る

念
仏

〇

世
界
平
和
・
地
動
説

〇

④

33

綯な

い
交ま

ぜ
る
糸

〇

虚
実

〇

②

34

舐な

め
る

飴あ
め

〇

辛
酸

〇

④

35

並
べ
る

商
品

〇

不
平
・
愚
痴

〇

③

36

縫
う

着
物
・
綻
び

〇

人
波

〇

④

37

乗
り
切
る

怒ど
と
う濤

〇

難
局
・
不
況

〇

③

38

剝は

ぐ

獣
皮

〇

官
位

〇

③

39

翻
す

国
旗

〇

前
言

〇

④

40

含
む

水
分

〇

憂
い

〇

③

41

塞ふ
さ

ぐ

穴

〇

責
め

〇

⑧

42

振
り
回
す

天て
ん
び
ん
ぼ
う

秤
棒

〇

権
力
／
仕
入
れ
た
ば
か
り
の

知
識

〇

③

43

穿ほ
じ
くる

土
／
穴

〇

他
人
の
私
生
活

〇

②

44

招
く

客

〇

災
い
・
不
幸

〇

③
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三　

抽
象
語
義
化
現
象
略
史
か
ら
外
し
た
国
語
動
詞

　
「
陥
る
」
が
「
落
ち
入
る
」
と
同
一
動
詞
で
あ
る
こ
と
に
、
も
は
や
大

方
が
気
づ
か
な
く
な
っ
て
い
よ
う
か
。『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』「
お

ち
‐
い
・
る
」【
陥
・
落
入
】
の
ブ
ラ
ン
チ
の
④
の
〈
攻
め
落
と
さ
れ
る

／
落
城
す
る
／
陥
落
す
る
〉
意（

9
（

は
、
既
に
具
象
的
用
法
か
ら
は
転
じ
て
い

る
用
例
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。そ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、

い
ま
、「
自
己
嫌
悪
に
陥
る
。」
な
ど
、
Ｂ
群
の
一
語
と
見
て
よ
い
用
例
を

見
せ
る
に
至
っ
て
い
る
。「
悪
癖
に
陥
る
。」「
孤
独
に
陥
る
。」「
マ
ン
ネ

リ
ズ
ム
に
陥
る
。」
な
ど
、
用
例
に
事
欠
か
な
い
。
た
だ
、
そ
の
具
象
的

用
法
用
例
に
つ
い
て
は
、
仮
に
例
え
ば
「
川
の
深
み
に
オ
チ
イ
ル
。」
な

ど
と
い
え
た
と
し
て
も
、
表
記
は
「
落
ち
入
る
」
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
大
和
物
語
』
百
四
十
七
段
は
、
津
の
国
に
住
む
女
に
言
い
寄
る
二
人

の
男
、
菟う

原ば
ら

と
血ち

ぬ沼
と
の
話
で
あ
る
。
そ
の
時
、
女
は
生
田
川
の
ほ
と
り

に
平
張
を
立
て
て
住
ん
で
い
た
。
女
の
親
は
、
そ
の
川
の
水
鳥
を
射
当
て

た
者
に
娘
を
差
し
上
げ
る
と
言
う
。
一
人
は
水
鳥
の
頸
を
、
一
人
は
そ
の

水
鳥
の
尾
を
射
当
て
る
こ
と
に
な
っ
て
、
結
局
、
二
人
と
も
、
そ
の
川
に

身
を
投
げ
た
。「
こ
の
平
張
は
川
に
の
ぞ
き
て
し
た
り
け
れ
ば
、
づ
ぶ
り

と
お
ち
入
り
ぬ
。
親
、
あ
わ
て
て
さ
わ
ぎ
の
の
し
る
ほ
ど
に
、
こ
の
よ
ば

ふ
男
ふ
た
り
、
や
が
て
お
な
じ
所
に
お
ち
入
り
ぬ
。」
と
あ
る
本
文
の
、

そ
の
「
お
ち
入
る
」
が
、
い
ま
、
抽
象
語
義
化
し
て
い
る
「
陥
る
」
の
具

象
的
用
法
の
用
例
で
あ
る
。
現
代
語
に
、
そ
の
具
象
的
用
法
は
残
っ
て
い

な
い
。
と
す
る
と
、「
川
の
深
み
に
」
に
は
、「
嵌は
ま

る
」
な
ど
を
当
て
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

現
代
語
か
ら
そ
の
抽
象
語
義
化
現
象
を
認
識
し
て
い
く
基
軸
か
ら
外
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
、
右
用
例
の
よ
う
に
、
起
点
と
な
る
具
象
的
用
法
用

例
が
現
代
語
に
存
在
し
な
い
国
語
動
詞
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
該
当
し

な
い
も
の
と
し
て
外
す
こ
と
に
し
た
。

　
「
予
定
が
狂
う
。」（
Ａ
群
）
／
「
計
画
に
与
る
。」「
暴
力
行
為
に
及
ぶ
。」

（
Ｂ
群
）
／
「
精
神
力
を
培
う
。」（
Ｃ
群
）
な
ど
も
、
同
趣
の
事
情
で
、

取
り
立
て
る
こ
と
を
見
送
っ
た
。

　
「
狂
ふ
」
の
具
象
的
語
義
〈（
物
の
怪
が
）
と
り
憑つ

く
〉
も
、
現
代
語
に

は
残
っ
て
い
な
い
。「
与あ
ず
かる

」
の
具
象
的
語
義
は
〈
預
け
ら
る
（
現
代
語

形
＝
預
け
ら
れ
る
）〉
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
語
義
の
用
例
は
発
掘

さ
れ
て
い
な
い
。「
及
ぶ
」
の
具
象
的
語
義
〈
腰
を
か
が
め
、
手
を
の
ば

し
て
目
標
に
届
く
よ
う
に
す
る
〉
も
、
現
代
語
に
は
残
っ
て
い
な
い
。「
培

ふ
」
の
具
象
的
語
義
〈
根
も
と
に
土
を
か
ぶ
せ
て
、
草
木
を
育
成
す
る
〉

は
認
識
し
て
い
て
も
、
現
代
語
に
そ
の
用
例
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　

四　

国
語
動
詞
の
抽
象
語
義
化
現
象
に
つ
い
て
の
認
識

　

小
稿
は
、
既
に
、
国
語
動
詞
の
大
方
は
抽
象
語
義
化
す
る
傾
向
に
あ
る
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こ
と
を
前
提
に
、
そ
の
上
接
助
詞
の
上
の
名
詞
群
を
手
掛
か
り
に
整
理
し

た
一
覧
を
報
告
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
、
そ
の
該
当
用
例
を
見

た
だ
け
で
も
、
そ
の
傾
向
は
、
現
象
と
呼
ぶ
に
相
当
す
る
実
態
を
存
在
さ

せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

前
章
で
取
り
上
げ
た
「
陥
る
」
は
、
現
代
語
と
し
て
は
抽
象
概
念
動
詞

で
あ
る
。
以
下
、
旧
稿
に
立
項
し
て
あ
っ
て
今
回
取
り
立
て
を
見
送
っ
た

諸
語
も
、
同
趣
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
古
典
語
と

し
て
の
初
期
の
語
義
が
な
お
不
明
の
も
の
や
、
他
動
詞
が
自
動
詞
化
し
た

も
の
や
な
ど
も
含
め
て
い
る
が
、
と
に
か
く
、
古
典
語
の
段
階
で
は
具
象

的
用
法
の
も
の
が
現
代
語
と
し
て
は
抽
象
概
念
動
詞
と
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
動
詞
群
で
あ
る
。

　

国
語
動
詞
は
、
時
に
、
語
義
の
変
化
に
併
せ
て
、
語
形
の
変
化
が
生
じ

て
い
る
こ
と
も
あ
る
。〈
出
て
く
る
〉
意
の
「
出い

で
来
」
は
、
語
頭
の
イ

音
を
落
と
し
た
り
し
な
が
ら
「
出で

く来
」「
出で

く来
る
」
を
経
て
「
出で

き来
る
」

と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
出
来
る
」
は
、
可
能
の
意
の
「
で
き
る
」
と

も
な
っ
て
い
て
、
具
象
的
用
法
か
ら
抽
象
的
用
法
へ
と
転
義
し
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
が
、
意
識
的
に
造
語
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
「
来き
た

す
」
は
、

「
来き

至い
た

る
」
が
約
音
化
し
た
「
来き
た

る
」
に
対
応
す
る
訓
読
語
と
し
て
誕
生

し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。〈
来
る
よ
う
に
す
る
〉〈
来
さ
せ
る
〉
意
の
本

来
の
語
義
の
「
来
す
」
は
、
も
は
や
現
代
語
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

現
代
の
文
章
に
見
る「
支
障
を
来
す
。」が
、急
に
登
場
し
た
の
で
は
な
い
。

転
義
し
た
、
そ
の
転
義
の
用
法
し
か
、
い
ま
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
、
国
語
動
詞
の
抽
象
語
義
化
現
象
は
続
い
て
い
る
。
上
代

語
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
抽
象
的
用
法
を
し
か
見
せ
な
い
か
に
思
え
る
、
例
え

ば
「
思
ふ
」
の
よ
う
な
、
心
の
動
作
を
い
う
動
詞
も
あ
る
。
た
だ
、
そ
の

「
思
ふ
」
も
、
上
代
語
・
中
古
語
に
は
、〈
顔
つ
き
を
す
る
〉
意
の
用
法

が
残
っ
て
い
た
。「
小を

金か
な

門と

に
物
悲
し
ら
に
お
も
へ
り
し
吾あ

が
子
の
刀と

自じ

を
」（
万
葉
・
4
・
七
二
三
）
の
「
お
も
ふ
」
は
、
上
接
す
る
「
物
悲
し

ら
に
」
を
受
け
て
、
そ
う
い
う
〈
顔
つ
き
を
し
〉
て
い
た
、
と
読
ん
で
い

く
用
例
で
、
具
象
的
用
法
と
い
っ
て
よ
い
用
例
で
あ
る
。「
面お
も

」
に
「
ふ
」

が
付
い
た
と
す
る
語
源
説
は
と
も
か
く
と
し
て
、
で
あ
る
。

　

国
語
動
詞
の
抽
象
語
義
化
現
象
は
、
国
語
現
象
の
う
ち
の
注
目
し
て
よ

い
一
つ
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
　

五　

�

上
代
に
抽
象
語
義
化
し
て
い
た
国
語
動
詞
─
漢
字
の
抽
象
字
義

化
用
例
だ
っ
た
か
─

　

直
ち
に
内
省
さ
れ
た
の
は
、
上
代
に
抽
象
語
義
化
し
て
い
た
国
語
動
詞

は
、
上
代
ま
で
に
抽
象
語
義
化
し
て
い
た
国
語
動
詞
と
、
上
代
に
至
っ
て

抽
象
語
義
化
し
た
国
語
動
詞
と
に
、
二
分
し
て
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
現
存
資
料
で
は
叶
わ

な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
永
久
に
叶
わ
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。

　

さ
て
、
第
二
章
の
、
そ
の
便
覧
を
見
た
と
き
、
該
当
す
る
国
語
動
詞
は
、

「
靡
く
」（
Ｂ
群
）
／
「
込
め
る
（
→
込
む
）」「
覚
ま
す
」「
繕
う
（
→
繕

ふ
）」「
塞
ぐ
（
→
塞
く
）」「
招
く
」（
以
上
、
Ｃ
群
）
の
六
語
に
限
ら
れ
た
。

そ
の
う
ち
の
「
招
く
」
と
「
塞
く
」
と
に
つ
い
て
は
、
日
本
語
以
前
の
字

義
の
問
題
か
に
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。「
賢さ
か
し
ひ
と民を

誅
し
殺
す
に
由
て
の

故
に
、
斯
の
禍
を
召
（
ま
ね
け
）
り
」（
書
紀
・
斉
明
六
年
七
月
（
北
野

本
訓
））
と
「
上
は
天
の
心
に
当
ひ
、
下
は
民
の
望
を
厭
（
ふ
さ
い
）
た

ま
へ
」（
書
紀
・
顕
宗
元
年
正
月
（
熱
田
本
訓
））
と
で
あ
る
。

　

そ
の
限
ら
れ
た
資
料
の
『
日
本
書
紀
』
訓
読
文
の
「
召
」
字
に
つ
い
て

は
、
漢
字
の
字
義
そ
の
も
の
に
、
既
に
そ
の
よ
う
な
字
義
が
存
在
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
、と
思
え
て
き
た
の
で
あ
る
。そ
の
推
測
は
的
中
し
て
、

「
言
有
レ

召
レ

禍
、
行
有
レ

招
レ

辱
」（
大
戴
礼
・
勧
学
）
が
存
在
し
た
の
で

あ
る
。「
召
」
字
も
「
招
」
字
も
、
と
も
に
形
声
文
字
で
は
あ
る
が
、
い

ず
れ
も
本
来
は
具
象
的
動
作
を
い
う
動
詞
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。そ
れ
が
、

早
く
も
、
抽
象
字
義
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
熟
語
「
招
辱
（
＝
辱
め
を

受
け
る
）」
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
書
紀
の
原
文
「
召
二

斯
禍
一

矣
」

の
「
召
」
は
、
和
語
「
ま
ね
く
」
を
そ
う
書
い
た
の
で
は
な
く
、〈
受
け
る
〉

意
の
字
義
ど
お
り
用
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

書
紀
の
「
民
の
望
を
厭ふ
さ

く
」
は
、
広
く
浸
透
し
て
い
た
「
塞
責
（
＝
責せ

め
を
塞ふ
さ

く
＝
責
任
を
果
た
す
）」
の
「
ふ
さ
く
」
を
文
脈
か
ら
「
厭
」
字

の
訓
読
に
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
「
塞
責
」
は
、「
故
欲
下

以
レ

法
誅
二

将
軍
一

以
塞
レ

責
、
使
三

人
更
代
二

将
軍
一

、
以
脱
中

其
禍
上

」（
史
記
・

項
羽
本
紀
）
に
見
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
「
塞
」
字
も
、
早
く
も
抽
象

字
義
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
国
語
動
詞
の
抽
象
語
義
化
以
前
の
、
漢
字

そ
の
も
の
の
、
抽
象
字
義
化
し
た
漢
字
を
採
用
し
た
用
例
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

　
　

六　

�

各
時
代
の
、
国
語
動
詞
の
抽
象
語
義
化
現
象
の
背
景
な
ど
、
知

り
た
い
こ
と
ど
も

　

小
稿
第
二
章
の
、
そ
の
便
覧
は
、
な
お
、
不
備
多
い
こ
と
、
い
う
ま
で

も
な
い
。
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
相
応
に
、
国
語
動
詞
の
、
転
義
の
大
勢

を
知
る
手
掛
か
り
の
一
つ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。そ
の
抽
象
語
義
化
用
例
が
、

ど
の
よ
う
な
文
種
の
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
発
生
し
た
の
か
、そ
の
契
機
は
、

言
語
文
化
史
の
大
き
な
課
題
で
も
あ
ろ
う
。

　

前
章
で
も
見
た
よ
う
に
、上
代
に
抽
象
語
義
化
し
て
い
た
国
語
動
詞
は
、

六
語
で
あ
っ
た
。
中
古
に
抽
象
語
義
化
し
た
国
語
動
詞
は
、
十
四
語
で
あ

る
。
続
い
て
、
中
世
に
抽
象
語
義
化
し
た
国
語
動
詞
も
十
四
語
で
あ
り
、

近
世
に
抽
象
語
義
化
し
た
国
語
動
詞
は
十
五
語
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
続
い
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て
、
近
代
に
至
る
と
、
そ
の
抽
象
語
義
化
し
た
国
語
動
詞
は
二
十
八
語
数

え
ら
れ
、
現
代
に
抽
象
語
義
化
し
た
国
語
動
詞
は
六
語
で
あ
っ
た
。
恐
ら

く
は
近
代
か
現
代
か
に
抽
象
語
義
化
し
た
と
思
え
て
、『
日
本
国
語
大
辞

典
第
二
版
』
に
そ
の
用
例
を
見
る
こ
と
の
な
い
国
語
動
詞
が
、
他
に
六
語

あ
っ
て
、
そ
れ
が
※
印
の
六
語
で
あ
る
。

　

右
の
単
純
な
実
態
確
認
か
ら
で
も
、
近
代
と
い
う
時
代
に
、
こ
の
国
語

動
詞
の
抽
象
語
義
化
現
象
が
顕
著
で
あ
っ
た
、
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

外
国
語
文
化
を
受
け
入
れ
た
段
階
で
の
何
か
と
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
哲
学
で
あ
ろ
う
か
、
芸
術
で
あ
ろ
う
か
、
は
た
ま
た
、
自
然
科
学
で

あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
近
代
に
、
抽
象
語
義
化
し
た
国
語
動
詞
を
多
く
見
せ
る
の
は
、
Ｂ

群
の
用
例
で
あ
る
。
上
接
格
助
詞
が
「
に
」
と
な
る
一
群
で
あ
る
。
そ
の

用
例
の
載
る
文
種
は
、
小
説
の
類
で
あ
ろ
う
か
、
評
論
・
論
説
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
、
翻
訳
で
あ
ろ
う
か
、
新
聞
・
雑
誌
の
記
事
で
あ
ろ
う
か
。
関

係
す
る
調
査
な
ど
、
進
行
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

抽
象
語
義
化
現
象
と
一
概
に
呼
ん
で
き
て
し
ま
っ
て
い
た
が
、
そ
の
抽

象
語
義
化
が
二
段
階
と
な
っ
て
い
る
用
例
も
存
在
し
た
。便
覧
の
な
か
で
、

（
・
（
の
ス
テ
ッ
プ
表
示
を
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
が
、
抽
象
概
念
化
の

深
ま
り
で
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
も
、
そ
の
整
理
の
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

　

極
め
て
単
純
な
こ
と
だ
が
、
複
合
動
詞
の
抽
象
語
義
化
用
例
も
見
ら
れ

る
。
複
合
動
詞
そ
の
も
の
の
登
場
の
遅
れ
も
あ
っ
て
か
、
そ
の
転
義
用
例

も
近
世
以
降
の
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
便
覧
は
、
あ
く
ま
で
も
、
現
存
資
料
を
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二

版
』
が
登
載
し
て
く
れ
て
あ
る
、
そ
の
用
例
に
即
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
古
い
と
こ
ろ
で
は
、
Ｃ
群
の
「
覚
ま
す
」
の
よ
う
な
事
例
に
も
出
会

う
こ
と
に
な
る
。
具
象
的
用
法
の
用
例
は
中
古
が
初
出
で
あ
る
の
に
、
抽

象
的
用
法
の
用
例
が
、
上
代
か
ら
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
抽
象
語
義
化
し
た
〈
正
気
に
戻
す
〉
意
の
「
覚
ま
す
」
の
用
例
「
薬

師
求
む
良
き
人
求
む
」（
仏
足
石
歌
（（（3

頃
））
を
見
る
の
に
、
本
来
の

具
象
的
用
法
の
用
例
は
、「
睡
を
解
（
さ
ま
さ
）
む
と
欲す

る
を
ば
除
く
」（
石

山
寺
本
大
般
涅
槃
経
平
安
初
期
点
（（（0

頃
）
一
二
）
が
初
出
と
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
資
料
は
、
た
ま
た
ま
残
っ
た
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ

る
。

　
　

七　

何
が
こ
の
よ
う
な
語
義
を
派
生
さ
せ
る
の
か

　

旧
稿
「
語
彙
学
習
へ
の
一
試
論
─
特
に
派
生
語
義
動
詞
の
場
合
─
」
執

筆
段
階
か
ら
、
何
が
こ
の
よ
う
な
語
義
を
派
生
さ
せ
る
の
か
に
つ
い
て
触

れ
よ
う
と
思
い
な
が
ら
、
適
切
な
術
語
化
に
不
安
が
あ
っ
た
り
、
認
識
に

迷
い
が
繰
り
返
さ
れ
た
り
し
て
、
実
は
、
回
避
し
た
り
放
置
し
た
り
し
た
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ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
告
白
し
て
、
な
お
、
今
後
と
も
、
そ
の
解

に
努
め
た
い
と
は
思
っ
て
い
る
。

　

そ
の
旧
稿
の
契
機
と
な
っ
た
白
石
大
二「
基
本
語
彙
設
定
以
前
の
問
題
」

は
、
ど
の
よ
う
な
点
で
契
機
と
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
動
詞
が
取
る
格
助

詞
と
の
関
係
を
、
0
挌
・
ガ
挌
・
ニ
挌
・
ヲ
挌
と
し
て
取
り
扱
う
点
で
あ
っ

た
。
そ
こ
に
新
鮮
さ
を
感
じ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
0
挌
・
ガ
挌

の
別
が
判
断
で
き
て
い
な
い
の
に
、
小
稿
に
い
う
Ａ
群
を
0
挌
と
し
て
し

ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。い
ず
れ
に
し
て
も
、そ
れ
ら
派
生
語
義
動
詞
は
、

上
接
格
助
詞
が
抽
象
的
語
義
と
い
う
点
で
共
通
す
る
名
詞
・
名
詞
句
（
連

体
修
飾
語
を
冠
し
た
名
詞
）
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
英
仏
語
だ
っ
た

ら
、
抽
象
名
詞
と
い
う
術
語
を
も
っ
て
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
国
語
の
場

合
、
そ
こ
を
ど
う
呼
ん
で
取
り
扱
う
か
で
も
悩
ま
さ
れ
た
。

　

小
稿
に
い
う
国
語
動
詞
が
そ
の
よ
う
に
抽
象
概
念
語
義
を
派
生
す
る
の

は
、
上
接
格
助
詞
が
抽
象
概
念
名
詞
・
名
詞
句
を
受
け
て
、
そ
れ
に
続
く

国
語
動
詞
が
短
語
句
を
構
成
し
た
と
き
に
生
じ
る
現
象
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
か
。
抽
象
概
念
名
詞
・
名
詞
句
が
格
助
詞
を
伴
っ
て
、
そ
れ
に
続
く

国
語
動
詞
を
抽
象
概
念
化
さ
せ
た
結
果
が
、
こ
の
国
語
動
詞
の
抽
象
語
義

化
現
象
で
あ
っ
た
、
と
感
じ
と
っ
て
い
る（

（1
（

。
そ
し
て
、
い
つ
か
、
そ
の
現

象
が
い
つ
か
ら
始
ま
る
か
を
整
理
し
た
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　

八　

あ
え
て
国
語
動
詞
と
い
っ
た
理
由

　

近
年
、
殊
に
、
和
語
動
詞
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
に
国
語
動
詞
と
呼
ん

で
し
ま
っ
て
い
る
。
国
語
科
検
定
教
科
書
巻
末
の
、
あ
の
動
詞
の
活
用
表

が
、
そ
う
呼
ば
せ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
語
と
日
本
語
と

の
概
念
の
違
い
を
厳
密
に
意
識
し
て
使
い
分
け
て
、
そ
の
う
え
で
、
国
語

動
詞
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
語
の
動
詞
と
い
う
と
、
漢
語

サ
変
複
合
動
詞
と
カ
タ
カ
ナ
外
来
語
サ
変
複
合
動
詞
の
使
用
率
が
急
激
に

高
ま
っ
て
い
る
か
に
思
え
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
、「
非
動
作
性
二
字

漢
語
／
訓
な
し
一
字
漢
字
／
カ
タ
カ
ナ
外
来
語
略
語
形
＋
接
尾
辞
「
化
」

サ
変
複
合
動
詞
の
時
代
─
連
体
修
飾
語
と
し
て
の「
欲
望
す
る
」「
塑
す
る
」

「
キ
ャ
ラ
化
す
る
」
─（

（（
（

」
で
あ
る
。
因
み
に
、
そ
こ
に
引
く
、
そ
の
異
な

り
語
数
は
六
九
八
四
語
で
あ
っ
た
。あ
え
て
国
語
動
詞
と
い
っ
た
理
由
は
、

あ
え
て
日
本
語
動
詞
と
い
わ
な
か
っ
た
理
由
で
も
あ
る
。

注（（
） 

拙
稿
「
語
彙
学
習
法　

小
試
論
」（「
学
図
教
材
研
究　

国
語　

中
学
校
編　

№

66
」（
昭
和
五
十
九
年
））。

（
（
） 「
お
ぼ
れ
る
」
の
抽
象
語
義
化
用
法
の
用
例
と
し
て
は
、「
酒
色
に
お
ぼ
れ
る
」
な

ど
の
ほ
う
が
適
切
だ
が
、
中
学
校
教
科
書
教
材
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、「
情
に

お
ぼ
れ
る
」
な
ど
を
経
て
、
こ
の
「
愛
に
お
ぼ
れ
る
」
と
な
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
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て
い
る
。
思
い
出
の
一
用
例
で
あ
る
。

（
3
） 

拙
稿
「
語
彙
学
習
へ
の
一
試
論
─
特
に
派
生
語
義
動
詞
の
場
合
─
」（「
國
學
院
高

等
學
校
紀
要
」
第
九
輯
・
昭
和
四
十
二
年
）。

（
4
） 

阪
本
一
郎
『
教
育
基
本
語
彙
』（
牧
書
店
・
昭
和
四
十
年
）。

（
（
） 

白
石
大
二
「
基
本
語
彙
設
定
以
前
の
問
題
」（
国
語
学
会
編
輯
「
国
語
学
」
（3
─

特
集　

語
彙
─
／
昭
和
三
十
八
年
六
月
）。

（
6
） 『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』（
小
学
館
・
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
二
年
）。
そ
の
語

義
ブ
ラ
ン
チ
の
配
列
が
派
生
順
を
意
識
し
て
お
り
、
そ
の
出
典
文
献
の
成
立
年
も

記
入
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ら
を
語
彙
学
習
に
活
用
で
き
な
い
か
と
思

う
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
小
稿
第
二
章
の
便
覧
は
、
い
つ
か
、
そ
こ
か
ら
、

作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
（
） 

直
接
関
わ
っ
た
検
定
教
科
書
付
録
の
文
学
史
年
表
も
、
結
局
は
、
政
治
史
の
時
代

区
分
を
借
り
た
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
編
集
委
員
と
し
て
お
手
伝
い
し
て
い
た

旺
文
社
『
国
語
辞
典
』（
第
八
版
／
一
九
九
二
年
）
が
、
巻
頭
に
国
語
年
表
を
収

め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
時
代
区
分
の
境
界
年
は
、
や
は
り
政
治
史
に
拠
っ
て
い

た
。
拙
編
著
『
ベ
ネ
ッ
セ
全
訳
古
語
辞
典
改
訂
版
』（
二
〇
〇
七
年
）
で
は
、
文

献
成
立
年
を
も
っ
て
時
代
区
分
を
括
り
は
し
た
が
、
政
治
史
に
拠
る
こ
と
に
変
わ

り
は
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
の
時
代
区
分
枠
を
借
り
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
（
） 

当
時
、
筆
者
は
、
学
校
図
書
「
中
学
校
国
語
」
の
教
授
資
料
執
筆
協
力
者
と
し
て
、

作
間
原
案
の
提
出
な
ど
も
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
。
そ
の
折
、
白
石
大
二
論
文

の
動
詞
に
接
す
る
補
充
成
分
の
格
に
つ
い
て
併
せ
提
案
し
た
が
、
中
学
生
に
は
難

度
が
高
い
と
さ
れ
た
り
な
ど
が
あ
っ
て
、
旧
稿
で
は
、
認
識
が
不
十
分
な
ま
ま
、

ど
ち
ら
も
0
挌
と
し
て
し
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
小
稿
七
章
に
お
い

て
、
い
ま
一
度
、
こ
の
件
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。

（
9
） 

そ
の
「
お
ち
‐
い
・
る
」
の
ブ
ラ
ン
チ
④
の
語
釈
か
ら
は
、「
城
が
陥
る
」
な
ど

の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
が
、
出
典
あ
る
用
例
は
発
掘
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
（0
） 

国
語
動
詞
の
抽
象
語
義
化
現
象
の
要
因
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
旧
稿
執
筆
の
段
階

か
ら
、
上
接
す
る
抽
象
概
念
名
詞
・
名
詞
句
と
格
助
詞
と
に
よ
る
も
の
と
見
て
い

た
が
、そ
の
姿
勢
を
明
確
に
示
し
て
は
い
な
か
っ
た
。そ
の
後
の
あ
る
時
期
か
ら
、

そ
の
よ
う
な
〈
動
詞
の
抽
象
語
義
化
現
象
〉
に
つ
い
て
論
じ
た
著
作
や
論
考
の
検

索
に
努
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
大
谷
伊
都
子
「
動
詞
「
つ
け
る
」
の
用
法
─
抽
象

事
を
表
す
語
と
の
結
び
つ
き
か
ら
─
」（『
国
語
語
彙
史
の
研
究　

八
』
和
泉
書
院

／
昭
和
六
十
二
年
）
／
西
田
隆
政
「
動
詞
「
の
ぶ
」
を
め
ぐ
っ
て
ー
動
詞
の
用
法

と
意
味
特
徴
─
」（『
国
語
語
彙
史
の
研
究 

十
三
』
和
泉
書
院
／
平
成
五
年
）
な

ど
が
、
そ
の
関
係
論
考
で
あ
る
。

（
（（
） 

拙
稿
「
非
動
作
性
二
字
漢
語
／
訓
な
し
一
字
漢
字
／
カ
タ
カ
ナ
外
来
語
略
語
形
＋

接
尾
辞「
化
」サ
変
複
合
動
詞
の
時
代
─
連
体
修
飾
語
と
し
て
の「
欲
望
す
る
」「
塑

す
る
」「
キ
ャ
ラ
化
す
る
」
─
」（「
國
學
院
雑
誌
」
第
一
一
九
巻
十
一
号
／
平
成

三
十
年
十
一
月
）。


