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今
で
は
、
そ
う
い
う
語
群
に
そ
う
い
う
働
き
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
広

く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
多
様
な
呼
称

で
取
り
扱
わ
れ
て
き
て
い
て
、
そ
の
語
群
の
そ
の
働
き
が
ど
う
し
て
そ

う
呼
ば
れ
る
の
か
、
時
に
戸
惑
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

た
ま
た
ま
、
そ
の
う
ち
の
一
用
例
に
つ
い
て
は
、
遠
い
昔
、「
苦
し

く
も
降
り
来
る
雨
か
」
と
の
、
確
か
な
出
会
い
が
あ
っ
た
。
そ
の
用
例

か
ら
、
同
じ
語
群
の
同
じ
働
き
が
見
え
て
き
た
。
シ
ク
活
用
形
容
詞
連

用
形
が
係
助
詞
「
も
」
を
伴
っ
て
い
て
、
直
下
の
動
詞
を
修
飾
し
て
い

な
い
こ
と
が
明
ら
か
だ
っ
た
。

　

し
ば
ら
く
し
て
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
連
用
形
だ
け
で
、「
も
」
を
伴

主
観
的
情
意
提
示
の
擬
似
連
用
成
分

─
こ
の
よ
う
な
語
群
の
こ
の
よ
う
な
働
き
は
、
ど
う
呼
ん
で
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
か
─

中
村
幸
弘

わ
な
い
用
例
に
も
、
同
じ
働
き
の
あ
る
用
例
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ

て
、
ど
う
し
て
「
も
」
が
な
く
て
も
同
じ
よ
う
に
機
能
す
る
の
か
、
悩

ま
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
ウ
音
便
化
用
例
に
も
、
限
ら
れ
た
副
詞
に
も
、

共
通
す
る
働
き
が
感
じ
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
や
何
名
か
の
先
学

の
著
作
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

　

長
い
時
間
が
経
過
し
て
、「
苦
し
く
も
」
の
現
代
語
訳
「
困
っ
た
こ

と
に
」
の
「
…
こ
と
に
」
が
、
ど
う
い
う
過
程
を
経
て
成
立
し
た
の
か
、

そ
れ
が
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
苛
立
ち
を
覚
え
た
日
が
あ
っ
た
。
恥
ず

0

0

か
し
い
こ
と
に

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
苛
立
ち
は
、
現
在
も
続
い
て
い
る
。
小
稿
は
、

魯
鈍
な
国
語
科
教
員
の
告
白
で
あ
る
。



國學院雑誌　第 123 巻第９号（2022年） ─ 22 ─

一　
�

万
葉
の
「
苦
し
く
も
降
り
く
る
雨
か
」
と
竹
取
の
「
嬉

し
く
も
の
た
ま
ふ
も
の
か
な
」
と

　

本
歌
取
り
歌
「
駒こ
ま

と
め
て
袖そ
で

う
ち
は
ら
ふ
陰か
げ

も
な
し
佐さ

の野
の
わ
た
り
の

雪
の
夕ゆ
ふ
ぐ
れ暮

」（
新
古
今
・
６
（
冬
）
六
七
一
／
藤
ふ
ぢ
は
ら
の
さ
だ
い
へ

原
定
家
朝あ
そ
ん臣

）
の
本
歌

と
し
て
、
そ
の
万
葉
歌
と
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
。
初
任
校
で
の
二
回
り

め
の
二
年
生
担
当
教
材
だ
っ
た
。
用
例
引
用
は
、
以
下
、
す
べ
て
小
学
館
・

新
全
集
本
を
借
り
る
こ
と
と
す
る
。

⑴ 　

苦
し
く
も
降
り
来
る
雨
か
三み

わ輪
の
崎
狭さ

の野
の
渡
り
に
家
も
あ
ら
な
く

に
（
万
葉
・
３
二
六
五
／
長
な
が
の

忌い
み
き寸

奥お
き

麻ま

ろ呂
）

　

そ
の
初
句
「
苦
し
く
も
」
に
つ
い
て
、
同
僚
と
し
て
の
三
教
諭（
１
）か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
教
科
会
議
が
終
わ
っ
て
解
散
す
る
直

前
に
、
同
じ
教
材
を
担
当
し
て
い
た
三
歳
年
長
の
Ｓ
教
諭
が
、
時
枝
誠
記

『
古
典
解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法（
２
）』
を
机
上
に
置
く
中
年
の
Ｋ
教
諭
に
、

そ
こ
を
ど
う
読
解
し
た
ら
よ
い
か
、
尋
ね
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
筆
者
が

依
頼
し
た
わ
け
で
も
、
誰
か
が
依
頼
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
Ｓ
教
諭
は
、

時
枝
の
著
書
の
な
か
に
そ
の
一
首
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ

の
用
例
を
時
枝
が
引
い
た
裏
話
な
ど
が
聞
け
た
ら
と
い
う
こ
と
で
は
な

か
っ
た
か
と
思
う
。す
る
と
、時
枝
文
法
は
知
ら
な
い
が
と
前
置
き
し
て
、

小
学
校
の
代
用
教
員
か
ら
文
検
に
合
格
し
て
旧
制
の
中
等
教
員
に
な
っ
た

と
聞
く
Ｉ
教
諭
が
、
そ
の
「
苦
し
」
は
「
辛
い
」
意
で
奥
麻
呂
が
「
辛
い

こ
と
に
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
尋
ね
る
よ
う
に
発
言
し
て
し
ま

い
、
Ｋ
教
諭
は
、
そ
う
で
す
ね
と
応
じ
て
、
時
枝
文
法
は
感
じ
る
も
の
で

す
か
ら
、
と
呟
か
れ
た
。
そ
の
科
会
は
そ
れ
で
終
わ
っ
た
。

　

そ
の
こ
ろ
、
岩
波
の
大
系
本
が
次
々
と
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
放
課
後
、

部
活
指
導
に
行
く
前
に
、
珍
し
く
図
書
室
に
立
ち
寄
っ
て
、
そ
の
大
系
本

『
万
葉
集
』（
高
木
市
之
助
・
五
味
智
英
・
大
野
晋
校
注
・
昭
和
三
十
二

（
１
９
５
７
）
年
）
の
そ
こ
を
開
い
た
。【
大
意
】
に
「
こ
ま
っ
た
こ
と

に
降
っ
て
来
た
雨
だ
。」
と
あ
っ
た
。
米
農
家
の
傍
ら
勤
務
す
る
Ｉ
老
教

諭
が
、
今
で
も
万
葉
の
奥
麻
呂
と
重
な
っ
て
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
数
日
後
の
う
ち
に
、
同
じ
よ
う
な
表
現
に
出
会
っ
て
い
た
こ
と
に

気
づ
い
た
よ
う
で
あ
る
。
初
年
度
担
当
し
た
『
竹
取
物
語
』
の
な
か
の
用

例
で
あ
る
。
続
い
て
、『
大
鏡
』
の
な
か
の
用
例
も
結
び
つ
い
た
。

⑵ 　

翁
「
嬉
し
く
も
の
た
ま
ふ
も
の
か
な
」
と
い
ふ
。（
竹
取
・
五
人
の

貴
公
子
）

⑶ 　
世
次

「
…
、
あ
は？れ
に
う
れ
し
く
も
会
ひ
申
し
た
る
か
な
。
…
」
と
言

へ
ば
、
…
。（
大
鏡
・
序
）

　

大
系
本
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語
』（
昭
和
三
十
二

（
１
９
５
７
）
年
）
に
収
め
ら
れ
る
『
竹
取
物
語
』（
阪
倉
篤
義
校
注
）
は
、
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そ
こ
を
「
嬉
し
い
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
下
さ
る
な
あ
。」
と
し
て
い
た
。

あ
の
碩
学
も
、
こ
こ
は
不
合
格
だ
っ
た
。
た
だ
一
冊
本
の
参
考
書
と
し
て

用
い
て
い
た
三
谷
栄
一
『
竹
取
物
語
評
解
』（
昭
和
二
十
三
（
１
９
４
８
）

年（
３
））は

、「
ま
あ
う
れ
し
く
も
い
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
ぞ
」と
訳
し
て
い
た
。

そ
の
「
ま
あ
」
が
、
そ
の
働
き
を
訳
出
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
の
は
、

な
お
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
だ
が
、
爾
来
定
着
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

『
大
鏡
』
は
、
そ
の
「
う
れ
し
く
も
」
の
上
の
「
あ
は
れ
に
」
も
含
め
て
、

注
目
す
る
表
現
と
見
る
か
ど
う
か
に
も
悩
ま
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
し
ば
ら

く
し
て
含
め
て
取
り
扱
う
の
が
適
切
と
判
断
で
き
て
現
在
に
至
っ
て
い

る
。さ
て
、大
系
本『
大
鏡
』（
松
村
博
司
校
注
・
昭
和
三
十
五（
１
９
６
０
）

年
）
は
、
ま
だ
刊
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
到
着
を
待
っ
て
確
認
し
た
が
、

施
注
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
後
に
注
目
す
る
「
も
」
を
伴
わ
な
い
「
う
れ

し
く
」
が
後
続
す
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
も
施
注
は
な
か
っ
た
。

　

さ
て
、
あ
の
万
葉
歌
だ
が
、
定
家
が
三
輪
の
崎
の
狭
野
の
周
辺
に
は
雨

宿
り
す
る
人
家
も
な
い
と
解
し
て
、
雨
な
ら
ぬ
雪
降
り
つ
の
る
佐
野
で
難

渋
す
る
本
歌
取
り
歌
と
な
っ
た
、
と
い
う
学
習
で
終
わ
っ
た
。
新
古
今
歌

の
本
歌
取
り
以
上
に
生
徒
た
ち
が
関
心
を
寄
せ
た
の
は
、
そ
の
余
談
だ
っ

た
。
そ
の
定
家
歌
が
、
佐
野
源
左
衛
門
常
世
の
、
雪
の
夜
、
旅
僧
に
身
を

窶や
つ

し
た
北
条
時
頼
を
家
に
泊
め
、
秘
蔵
の
鉢
の
木
を
焚た

い
て
饗
応
し
、
い

ざ
鎌
倉
と
い
う
時
の
覚
悟
を
語
る
、
あ
の
謡
曲
「
鉢
の
木
」
と
な
る
、
と

い
う
余
話
で
あ
る
。
筆
者
と
し
て
も
、
教
授
資
料
か
ら
い
た
だ
い
た
知
識

で
あ
っ
た
。

二　

�

時
枝
『
古
典
解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法
』
と
橘
・
慶
野

『
文
法
詳
説

要
語
精
説�

大
鏡
通
釈
』
な
ど
と

　

進
路
指
導
に
も
熱
心
な
Ｓ
教
諭
は
、
Ｋ
教
諭
に
そ
の
時
枝
著
書
で
の
課

外
授
業
を
勧
め
、
Ｋ
教
諭
は
、
説
明
す
る
文
法
で
は
な
い
と
言
い
添
え
な

が
ら
無
学
年
で
の
数
人
の
生
徒
た
ち
と
勉
強
会
を
開
い
て
い
た
。
Ｋ
教
諭

の
、
そ
の
呟
き
を
そ
れ
と
な
く
聞
い
て
、
筆
者
も
、
時
枝
の
そ
の
文
法
は

感
じ
と
る
文
法
で
、そ
の
一
冊
は
、読
み
と
っ
た
結
果
を
整
理
し
た
記
録
、

と
受
け
と
め
た
よ
う
で
あ
る
。

　
「
苦
し
く
も
」
歌
を
引
く
単
元
八
は
連
用
形
の
用
法
㈡
で
、「
述
語
格
を

保
持
し
な
が
ら
修
飾
語
と
な
る
連
用
形
」と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。

源
氏
か
ら
三
用
例
、枕
か
ら
一
用
例
を
引
い
て
そ
れ
ぞ
れ
に
解
説
を
施
し
、

棒
線
で
仕
切
っ
て
、
ま
た
、
源
氏
か
ら
八
用
例
、
枕
か
ら
一
用
例
、
最
後

に
、
そ
の
「
苦
し
く
も
」
歌
が
引
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
短
い
解
説

が
あ
る
。

　
「
苦
し
く
も
」
は
、
前
例
と
同
様
に
、「
我
が
苦
し
く
も
」
の
意
で
あ

る
。
こ
の
場
合
、「
は
げ
し
く
も
降
り
来
る
雨
か
」
と
比
較
す
れ
ば
、
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そ
の
相
違
が
明
ら
か
で
あ
ら
う
。（
35
ペ
ー
ジ
）

　

ま
さ
に
感
じ
と
る
文
法
で
、
そ
の
解
説
も
、
感
じ
と
ら
せ
る
た
め
の
比

較
と
い
う
作
業
を
読
者
に
課
し
て
い
た
。

　

さ
て
、
あ
の
Ｉ
老
教
諭
は
、
ど
う
し
て
あ
の
よ
う
に
鮮
や
か
に
読
み
解

け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
大
鏡
』『
徒
然
草
』
の
逸
話
が
反
射
的
に
出
て
く

る
方
だ
っ
た
。
遠
か
ら
ず
副
業
教
員
と
な
る
筆
者
に
は
、
生
き
方
の
先
達

だ
っ
た
。
そ
れ
と
な
く
、
刊
行
さ
れ
て
間
も
な
い
橘
純
一
・
慶
野
正
次

『
文
法
詳
説

要
語
精
説 

大
鏡
通
釈（
４
）』

の
存
在
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
大
系

本
で
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
読
解
の
手
引
き
を
頂
戴
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

11
う
れ
し
く
も
─
「
う
れ
し
く
」
は
形
容
詞
の
副
詞
形
。
こ
の
よ
う

に
、
副
詞
や
副
詞
形
の
下
に
「
も
」
が
つ
く
と
、
そ
の
文
の
述
語
（
あ

ひ
申
し
）
の
部
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
そ
れ
全
体
に
係
る
。
す
な
わ

ち
こ
こ
は
、「
あ
ひ
申
し
て
う
れ
し
」
の
意
。〔
通
釈
〕
文
に
注
意
。

（
詳
解
編
２
ペ
ー
ジ
上
）

　

そ
の
11
は
、
同
書
の
注
番
号
で
あ
る
。
副
詞
に
「
も
」
が
付
く
と
あ
っ

て
、
具
体
的
用
例
が
見
え
て
こ
な
く
て
少
し
く
悩
ま
さ
れ
た
が
、
そ
の
通

釈
に
は
「
あ
な
た
に
お
あ
い
で
き
ま
し
て
、
ま
あ
ほ
ん
と
う
に
う
れ
し
い

こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
。」
と
あ
っ
て
、
Ｉ
老
教
諭
の
読
解
力
は
、
こ
の

系
統
の
書
物
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
え
て
き
た
。

　

初
任
高
校
で
二
度
め
の
卒
業
生
を
送
っ
て
、母
が
一
人
で
営
む
履
物（
仲

卸
し
・
小
売
り
）
商
見
習
い
を
兼
ね
て
、
町
立
が
県
立
に
移
管
さ
れ
た
漁

師
町
の
校
舎
で
教
務
主
任
と
日
教
組
青
年
部
と
生
活
指
導
と
部
活
と
の
、

夜
業
に
は
雪
駄
の
鼻
緒
を
挿す

げ
る
職
人
と
し
て
の
、
一
日
二
十
五
時
間
の

日
々
と
な
っ
た
。
消
防
団
と
裸
祭
り
の
寄
り
合
い
も
、
決
し
て
嫌
で
は
な

か
っ
た
。

　

そ
の
実
家
で
結
婚
、
長
男
出
生
直
後
、
お
断
り
で
き
な
い
命
令
の
よ
う

な
依
頼
が
あ
っ
て
、数
年
の
つ
も
り
で
町
の
学
校
に
割
愛
申
請
し
て
上
京
、

書
物
に
ゆ
っ
く
り
出
会
え
る
環
境
に
恵
ま
れ
て
、橘
純
一『
大
鏡
新
講
』（
武

蔵
野
書
院
・
昭
和
二
十
九
（
１
９
５
４
）
年
）
を
、
何
か
の
つ
い
で
に
覗

い
て
い
た
。
そ
の
〔
通
釈
〕
に
「
あ
な
た
様
に
お
逢
い
で
き
ま
し
て
、
ま

あ
ほ
ん
と
う
に
嬉
し
い
事
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
。」と
あ
っ
て
、そ
の「
ま
あ
」

が
、
そ
の
日
、
こ
の
表
現
の
訳
語
と
し
て
定
着
し
た
。

三　

�

枕
草
子
「
あ
さ
ま
し
う
、
犬
な
ど
も
、
か
か
る
心
あ
る

も
の
な
り
け
り
」
な
ど

⑷ 　
「
あ
さ
ま
し
う
、
犬
な
ど
も
か
か
る
心
あ
る
も
の
な
り
け
り
」
と
笑

は
せ
た
ま
ふ
。（
枕
草
子
・
七
）

　

猫
に
乳
母
を
つ
け
た
と
『
小
右
記
』
ま
で
が
書
き
残
す
、
そ
の
話
に
関

連
し
て
の
翁
丸
と
い
う
犬
の
話
で
あ
る
。
忠
隆
な
ど
に
打
た
れ
な
が
ら
も
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帰
っ
て
き
た
翁
丸
を
見
て
、皇
后
定
子
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
お
言
葉
で
あ
る
。

⑸ 　

御ご
た
ち達

な
ど
は
、「
あ
や
し
く
に
は
か
な
る
猫
の
と
き
め
く
か
な
。
か

や
う
な
る
も
の
見
入
れ
た
ま
は
ぬ
御
心
に
」
と
咎と
が

め
け
り
。（
源
氏
・

若
菜
下
）

　

柏
木
の
身
辺
に
仕
え
る
年
配
女
房
は
、
柏
木
の
挙
動
を
不
審
が
っ
て
い

る
。
柏
木
は
、
そ
の
唐
猫
を
女
三
の
宮
の
形
代
と
し
て
愛
撫
し
て
い
る
。

⑹ 　
世
次

「
…
。
か
へ
す
が
へ
す
う
れ
し
く
対た
い
め面
し
た
る
か
な
。
…
」
と
言

へ
ば
、
…
。（
大
鏡
・
序
）

　

用
例
⑶
と
同
一
会
話
文
の
な
か
に
見
る
用
例
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
橘
・

慶
野
前
引
書
は
、「
こ
こ
の
「
う
れ
し
く
」
は
「
う
れ
し
く
（
も
）」
の
「
も
」

の
省
略
形
で
、
結
局
「
対
面
し
て
か
へ
す
が
へ
す
う
れ
し
」
の
意
。」
と

施
注
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
後
暫
く
し
て
、
山
本
俊
英
「
形
容
詞
ク
活
用
・
シ
ク
活

用
の
意
味
上
の
相
違
に
つ
い
て
」（「
国
語
学
」
二
三
輯
・
昭
和
三
十

（
１
９
５
５
）
年
）
を
十
数
年
遅
れ
て
読
む
機
会
を
得
た
。
こ
の
間
、
全

く
記
憶
か
ら
遠
の
い
て
い
た
そ
の
表
現
が
シ
ク
活
用
形
容
詞
に
よ
っ
て
蘇

り
、
そ
の
情
意
性
と
結
び
つ
い
て
定
着
し
た
よ
う
で
あ
る
。

四　

�

こ
の
表
現
の
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
連
用
形
に
下
接
す
る

「
も
」
の
働
き

　

時
枝
と
橘
と
慶
野
と
に
よ
っ
て
幾
ら
か
見
え
て
き
た
、
そ
の
表
現
の

「
も
」
に
つ
い
て
、
橘
・
慶
野
は
、
そ
の
「
も
」
に
注
目
し
て
い
て
、「
も
」

を
伴
わ
な
い
用
例
に
つ
い
て
は
、こ
れ
を
省
略
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
た
。

　

そ
の
「
も
」
は
、「
…
も
…
か
」
の
「
も
」
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。「
苦

し
く
も
」
歌
か
ら
、
直
ち
に
そ
う
思
え
て
く
る
。「
嬉
し
く
も
の
た
ま
ふ

も
の
か
な
」
か
ら
は
、「
…
も
…
か
な
」
の
「
も
」
と
い
っ
て
も
よ
い
。

上
代
語
「
か
」
も
中
古
語
「
か
な
」
も
詠
嘆
の
終
助
詞
で
、
そ
れ
ぞ
れ
表

現
形
式
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
そ
の
「
…
も
…
か
」
に
つ
い
て
は
、
次

の
🄐
・
🄑
が
認
識
さ
れ
て
い
る
。

🄐
 　

山や
ま
が
た方
に
蒔ま

け
る
青
菜
も
吉き

び備
人ひ
と

と
共
に
し
摘
め
ば
楽た

ぬ

し
く
も< 

あ

<

る
か
（
古
事
記
・
歌
謡
54
）

🄑
 
　

三
輪
山
を
然し

か

も 

隠
す
か
雲
だ
に
も
心
あ
ら
な
も
隠
さ
ふ
べ
し
や（
万

葉
・
１
一
八
）

　

🄐
は
補
助
・
被
補
助
の
関
係
で
あ
り
、
🄑
は
連
用
修
飾
・
被
修
飾
の
関

係
で
あ
る
。
用
例
⑴
は
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
。
ま
た
、「
か
」
と
同

じ
働
き
の
「
か
な
」
を
用
い
た
用
例
⑵
・
⑶
に
つ
い
て
も
、
🄐
・
🄑
の
い
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ず
れ
で
も
な
い
。

　

右
の
確
認
で
、
時
枝
が
「
苦
し
く
も
」
な
ど
を
修
飾
語
と
な
る
連
用
形

と
す
る
の
は
、
読
解
の
早
い
段
階
で
は
避
け
て
お
き
た
い
よ
う
に
思
え
て

く
る
。
む
し
ろ
、
そ
こ
で
切
れ
て
、
別
の
視
点
か
ら
「
降
り
来
る
雨
か
」

と
描
写
し
て
い
る
も
の
と
見
た
い
よ
う
に
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。た
だ
、

「
…
も
…
か
」
と
い
う
表
現
形
式
が
一
定
の
定
着
を
見
せ
て
い
た
と
こ
ろ

か
ら
、
そ
の
よ
う
に
詠
嘆
の
終
助
詞
「
か
」
を
文
末
と
す
る
「
降
り
来
る

雨
か
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
見
た
い
よ
う
に
思
え
て
く
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、「
苦
し
く
も
」
は
、「
苦
し
く
も
あ
る
か
」
の
「
あ
る
か
」

の
省
略
形
で
、
そ
れ
と
直
接
し
な
い
「
降
り
来
る
雨
」
が
、「
…
も
…
か
」

の
表
現
形
式
に
惹
か
れ
て
、「
降
り
来
る
雨
か
」
と
な
っ
た
も
の
と
見
え

て
く
る
の
で
あ
る
。「
嬉
し
く
も
の
た
ま
ふ
も
の
か
な
」「
う
れ
し
く
も
会

ひ
申
し
た
る
か
な
」に
つ
い
て
も
、全
く
同
じ
推
論
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
も
」
を
省
略
し
た
用
例
⑸
・
⑹
も
、
そ
の
文
末
は
、「
か
な
」
で
あ
っ

て
、
右
に
準
じ
て
考
え
ら
れ
る
。
用
例
⑷
も
、
詠
嘆
性
の
「
け
り
」
が
文

末
語
と
な
っ
て
い
る
。
推
移
の
過
程
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
見
え
て
く
る
の
で

あ
る
。
飛
躍
は
あ
る
が
、
そ
の
「
も
」
は
、「
…
も
…
か
」「
…
も
…
か
な
」

の
「
も
」
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
う
思
っ
た
り
し
て
、
こ
こ
で
長
い

時
間
が
経
過
し
た
。

五　

�

こ
の
表
現
の
、
副
詞
や
副
詞
形
の
下
に
「
も
」
が
付
く

用
例

　

橘
・
慶
野
前
引
書
は
、
こ
の
表
現
に
つ
い
て
「
副
詞
や
副
詞
形
の
下
に

「
も
」
が
つ
く
と
、」
と
い
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
副
詞
と
副
詞
形
が

下
に
「
も
」
を
付
け
る
と
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
と
も
か
く
、
こ
れ
を

手
掛
か
り
に
該
当
用
例
を
検
出
し
た
い
と
思
っ
た
日
が
あ
っ
た
。こ
こ
で
、

そ
の
作
業
を
阻
ん
だ
の
が
、「
も
」
を
伴
う
こ
と
の
な
い
「
げ
に
」
の
存

在
で
あ
っ
た
。

⑺ 　

…
、
こ
の
か
ぐ
や
姫
、
き
と
影
に
な
り
ぬ
。
は
か
な
く
口く
ち
を惜

し
と
思お
ぼ

し
て
、げ
に
た
だ
人
に
は
あ
ら
ざ
り
け
り

0

0

と
思
し
て
、…
。（
竹
取
・
帝
、

か
ぐ
や
姫
に
会
い
に
行
く
）

　

そ
の
「
げ
に
」
は
、
帝
の
心
内
文
の
文
頭
で
あ
り
、
そ
の
文
末
は
、「
か

な
」
に
通
う
、
気
づ
き
の
「
け
り
」
と
な
っ
て
い
る
。
思
っ
て
い
た
と
お

り
で
納
得
で
き
た
こ
と
に
、
と
い
う
の
が
、
そ
の
「
げ
に
」
で
あ
る
。
こ

こ
で
、
ま
た
、
長
い
時
間
が
経
過
し
た
。

　

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
次
節
に
紹
介
す
る
北
原
保
雄
『
表
現
文
法
の

方
法
』
に
載
る
、
そ
の
一
覧
を
見
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
直
ち
に
、
そ

こ
に
な
い
用
例
の
存
在
に
気
づ
い
て
、
あ
そ
こ
に
あ
っ
た
と
確
認
し
た
、
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そ
の
用
例
を
以
下
に
紹
介
す
る
。

　

形
容
詞
副
詞
形
（
＝
連
用
形
）
が
「
も
」
を
付
け
た
用
例
は
、
ク
活
用

に
も
見
ら
れ
た
。「
畏か
し
こく
も
」
と
、
そ
の
現
代
語
「
恐
れ
多
く
も
」
が
、

そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
類
義
の
「
か
た
じ
け
な
く
も
」
も
、
こ
の
表
現
の

こ
の
働
き
で
あ
る
。
当
時
の
筆
者
の
小
さ
な
発
掘
で
あ
る
。

⑻ 　

か
し
こ
く
も
古ふ

り
た
ま
へ
る
か
な

0

0

と
思
へ
ど
、
…
。（
源
氏
・
朝
顔
）

　

こ
の
用
例
も
源
氏
の
心
内
文
の
文
頭
で
、
そ
の
文
末
は
詠
嘆
の
「
か
な
」

で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
連
用
形
は
、
筆
者
が
連
用
修
飾
と
は
認
め
た
く
な

い
連
用
形
で
あ
る
。

　

形
容
動
詞
の
連
用
形
に
「
も
」
が
付
い
た
用
例
と
し
て
は
、
現
代
語
「
無

残
に
も
」
が
見
つ
か
っ
た
。
引
き
続
い
て
、
小
さ
な
発
掘
だ
っ
た
。

⑼ 　

人
間
の
な
か
か
ら
無
残
に
も
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
あ
ば
き
た
て
る
軍

隊
、
…
。（
野
間
宏
・
真
空
地
帯
）

　
「
無
残
な
こ
と
に
」
に
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
た
ま
た
ま
、「
あ

は
れ
に
」
が
「
を
か
し
」
を
始
め
、
多
く
の
形
容
詞
と
連
続
し
て
用
い
ら

れ
る
こ
と
を
江
沢
潤
子
「
源
氏
物
語
の
「
あ
は
れ
」
の
一
用
法
に
就
い
て

㈠
」（「
解
釈
」
八
・
昭
和
五
十
五
（
１
９
８
０
）
年
）
な
ど
か
ら
知
り
、

広
く
中
古
の
文
章
で
は
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
も
確
認
し
て
、
あ
の
用
例
⑶

の
「
あ
は
れ
に
」
は
、
続
く
「
う
れ
し
く
も
」
と
一
ま
と
ま
り
に
し
て
、

こ
の
働
き
の
こ
の
表
現
で
あ
る
と
見
る
こ
と
に
し
た
日
も
あ
っ
た
。
用
例

⑶
が
⑶’
に
な
っ
た
日
で
あ
る
。

⑶’　
世
次「
あ
は
れ
に
う
れ
し
く
も
会
ひ
申
し
た
る
か
な
。
…
」
と
言
へ
ば
、

…
。（
大
鏡
・
序
）

六　

北
原
の
時
枝
文
法
考
察
と
そ
の
著
作
に
見
る
こ
の
表
現

　

こ
の
働
き
の
シ
ク
活
用
形
容
詞
の
現
代
語
用
例
は
、
文
頭
の
「
珍
し
く
」

で
あ
る
。
日
本
語
の
世
界
６
と
し
て
の
北
原
保
雄
『
日
本
語
の
文
法
』（
中

央
公
論
社
・
昭
和
五
十
六
（
１
９
８
１
）
年
）
を
通
読
し
て
い
て
、
そ
の

第
四
章
（
補
充
成
分
と
修
飾
成
分
の
陳
述
修
飾
成
分
）
の
な
か
で
、
修
飾

成
分
の
有
す
る
概
念
に
つ
い
て
「
客
観
的
概
念　

客
観
・
主
観
の
両
面
的

概
念

→
主
観
的
概
念
」
と
し
て
、
そ
の
主
観
的
概
念
に
該
当
す
る
語

に
「
珍
し
く
・
確
か
に
・
も
ち
ろ
ん
ナ
ド
」
が
引
か
れ
て
い
た
。
そ
の
「
も
」

を
伴
わ
な
い
「
珍
し
く
」
な
ど
が
、
筆
者
が
長
く
引
き
摺ず

っ
て
い
た
例
の

表
現
の
例
の
働
き
と
結
び
つ
い
た
。
さ
ら
に
、
第
九
章
（
客
体
的
表
現
と

主
体
的
表
現
）
に
お
い
て
、
そ
の
表
現
に
「
う
ま
い
こ
と
に
」
を
加
え
て

い
て
、
そ
れ
が
、「
苦
し
く
も
」
の
訳
「
困
っ
た
こ
と
に
」
と
結
び
つ
い
た
。

そ
こ
に
い
う
主
観
的
判
断
に
よ
る
主
観
的
表
現
が
、
例
の
表
現
の
例
の
働

き
な
の
で
あ
る
。

　

北
原
『
表
現
文
法
の
方
法（
５
）』
の
Ⅰ
（
現
代
語
の
表
現
と
文
法
）
の
う
ち
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の
（
注
釈
修
飾
成
分
と
表
現
）
に
お
い
て
、「
珍
し
く
」「
も
ち
ろ
ん
」「
確

か
に
」「
残
念
な
こ
と
に
」
を
文
頭
や
そ
れ
に
準
じ
る
位
置
に
置
い
た
用

例
文
を
引
い
て
、
こ
の
表
現
を
注
釈
的
用
例
表
現
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の

う
え
で
、
そ
の
成
分
を
八
分
類
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

① 

注
釈
的
な
概
念
を
有
す
る
副
詞
（
も
ち
ろ
ん
、
む
ろ
ん
、
当
然
、
幸
い
、

あ
い
に
く
）

② 

注
釈
的
な
概
念
を
有
す
る
形
容
詞
の
連
用
形
（
珍
し
く
）

③ 

注
釈
的
な
概
念
を
有
す
る
形
容
動
詞
の
連
用
形
（
確
か
に
、
幸
い
に
、

不
思
議
に
、
本
当
に
、
見
事
に
）

④ 

形
容
詞
の
連
用
形
に
「
も
」
の
付
い
た
形
（
惜
し
く
も
、
嬉
し
く
も
、

早
く
も
、
よ
く
も
、
折
悪
し
く
も
）

⑤ 

形
容
動
詞
の
連
用
形
に
「
も
」
の
付
い
た
形
（
幸
い
に
も
、
不
思
議
に

も
、
残
念
に
も
、
無
念
に
も
、
好
都
合
に
も
）

⑥ 

形
容
詞
の
連
体
形
に
「
こ
と
に
」
が
付
い
た
形
（
う
ま
い
こ
と
に
、
い

い
こ
と
に
、
惜
し
い
こ
と
に
、
悪
い
こ
と
に
、
つ
ら
い
こ
と
に
、
嬉
し

い
こ
と
に
、
面
白
い
こ
と
に
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
）

⑦ 

形
容
動
詞
の
連
体
形
に
「
こ
と
に
」
が
付
い
た
形
（
幸
せ
な
こ
と
に
、

不
幸
な
こ
と
に
、
残
念
な
こ
と
に
、
嫌
な
こ
と
に
、
好
都
合
な
こ
と
に
、

不
思
議
な
こ
と
に
）

⑧ 

動
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
連
用
形
に
「
た
こ
と
に
」
が
付
い
た
形

（
困
っ
た
こ
と
に
、
弱
っ
た
こ
と
に
、
よ
か
っ
た
こ
と
に
、
嬉
し
か
っ

た
こ
と
に
、
幸
せ
だ
っ
た
こ
と
に
）

　

こ
の
表
現
も
、見
え
る
人
に
は
見
え
て
い
た
の
で
あ
る
。そ
の
働
き
は
、

注
釈
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
思
っ
た
。

七　

�

増
淵
「
北
原
文
法
に
学
ぶ
」
が
契
機
と
な
っ
て
再
読
し

た
渡
辺
『
国
語
構
文
論
』
の
誘
導

　

時
枝
・
増
淵
恒
吉
『
古
典
の
解
釈
文
法（
６
）』

は
、
時
枝
『
古
典
解
釈
の
た

め
の
日
本
文
法
』
の
高
校
生
向
け
教
科
書
で
あ
る
。
都
の
指
導
主
事
を
経

て
、
研
究
者
の
世
界
に
も
迎
え
ら
れ
た
増
淵
は
、
北
原
『
日
本
語
文
法
の

焦
点
』（
教
育
出
版
・
昭
和
五
十
六
（
１
９
８
４
）
年
）
の
末
尾
に
、「
北

原
文
法
に
学
ぶ
」
と
題
し
た
論
考
を
寄
せ
て
い
る
。
補
充
成
分
と
区
別
さ

れ
た
連
用
修
飾
成
分
の
内
訳
と
し
て
⒠
（
陳
述
修
飾
成
分
）
を
取
り
上
げ

た
な
か
で
、「
珍
し
く
雪
が
降
っ
た
。」
の
「
珍
し
く
」
に
つ
い
て
、「
四

月
に
雪
が
降
っ
た
の
は
珍
し
い
。」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

し
て
い
る
。
こ
の
読
解
は
、
あ
の
橘
『
大
鏡
新
講
』
に
見
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
人
は
気
づ
か
ず
に
先
学
の
教
え
を
引
き
継
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
増
淵
は
、
渡
辺
実
『
国
語
構
文
論（
７
）』

が
誘
導
成
分
と
い
う
成
分

を
設
け
て
い
て
、
実
際
の
読
解
指
導
に
役
立
て
る
こ
と
の
可
能
な
理
論
だ
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と
い
っ
て
い
た
。
同
上
書
に
つ
い
て
は
、
久
し
い
以
前
に
通
読
し
て
い
た

が
、
そ
こ
ま
で
受
け
と
め
え
て
は
い
な
か
っ
た
。
増
淵
の
い
う
よ
う
に
、

そ
こ
が
認
識
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
独
り
恥
ず
か
し
か
っ
た
。

　

そ
こ
に
は
、「
も
ち
ろ
ん
」「
あ
い
に
く
」「
確
か
に
」、
そ
し
て
、「
珍

し
く
」
も
引
か
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、「
も
ち
ろ
ん
原
書
を
読
む
。」

を
「
原
書
を
読
む
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
。」
と
言
い
換
え
て
も
い
た
。
注
釈

対
象
と
し
て
の
「
原
書
を
読
む
」
に
注
釈
「
も
ち
ろ
ん
」
が
先
行
し
て
誘

導
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

八　

�

拙
共
著
『
古
典
文
の
構
造
』
に
お
け
る
碁
石
命
名
の
主

観
標
示

　

検
定
教
科
書
編
集
に
関
わ
っ
て
い
た
縁
で
、
碁
石
雅
利
と
の
共
著
『
古

典
文
の
構
造（
８
）』

を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
二
章
（
複
雑
な
文
の
構

造
を
整
理
す
る
）
の
【
四
】（
特
殊
な
文
の
構
造
に
つ
い
て
学
ぶ
）
の
4（
主

観
標
示
の
構
文
）
と
し
て
、
小
稿
の
用
例
⑷
を
ま
ず
引
い
て
解
説
し
、
以

下
、「
な
ほ
」「
げ
に
」
の
用
例
を
枕
と
源
氏
か
ら
引
い
て
あ
る
。
脚
注
欄

に
は
、（
主
観
的
判
断
）
と
い
う
見
出
し
を
つ
け
て
、
現
代
語
「
あ
い
に
く
」

「
う
ま
く
」
の
用
例
を
引
い
て
解
説
し
て
あ
る
。
練
習
問
題
に
は
、
傍
線

を
付
し
た
「
あ
や
し
く
」「
論
な
く
」「
く
ち
を
し
う
」「
さ
か
し
う
」
か
ら
、

そ
の
判
断
の
対
象
と
な
る
部
分
を
抜
き
出
さ
せ
る
設
問
と
、
主
観
的
判
断

を
表
す
形
容
詞
連
用
形
や
副
詞
を
抜
き
出
さ
せ
る
設
問
と
を
配
し
て
あ
る
。

　

す
べ
て
碁
石
の
労
作
で
、
北
原
の
著
作
に
い
う
、「
主
観
的
判
断
」
を

承
け
て
、
そ
れ
が
文
頭
に
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
主
観
標
示
の
構
文
」
と

命
名
し
た
の
で
あ
る
。練
習
問
題
十
用
例
の
出
典
は
、源
氏
か
ら
四
用
例
、

枕
か
ら
二
用
例
、
蜻
蛉
・
更
級
か
ら
各
一
用
例
、
古
今
か
ら
一
用
例
、
平

家
か
ら
一
用
例
で
、
北
原
の
い
う
主
観
的
判
断
を
十
分
に
読
み
解
い
て
用

例
発
掘
に
努
め
た
成
果
で
あ
る
。

九　

�

北
原
の
注
釈
修
飾
成
分
を
承
け
て
の
拙
共
著
『
古
典
語

の
構
文
』
の
評
価
を
表
す
構
文

　

既
に
六
に
お
い
て
引
い
た
北
原
『
表
現
文
法
の
方
法
』
に
お
い
て
は
、

こ
の
表
現
の
こ
の
働
き
を
注
釈
的
成
分
と
呼
ん
で
取
り
扱
っ
て
い
た
。
そ

の
注
釈
的
成
分
は
、
表
現
主
体
の
注
釈
や
評
価
を
修
飾
内
容
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
例
の
「
珍
し
く
」「
も
ち
ろ
ん
」「
確
か
に
」「
残
念
な
こ
と
に
」

で
あ
る
。
そ
の
副
詞
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
、
坂
梨
隆
三（
９
）が
、
北
原
他
編

『
日
本
文
法
事
典
』
に
お
い
て
評
価
の
副
詞
と
呼
ん
で
い
る
。

　

そ
の
直
後
と
い
う
印
象
で
、「
日
本
語
学
」（
昭
和
五
十
八
（
１
９
８
３
）

年
三
月
号
）
に
載
る
鈴
木
泰
「
中
古
に
お
け
る
評
価
性
の
連
用
修
飾
に
つ
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い
て）

（1
（

」
を
読
む
こ
と
が
で
き
た
。
渡
辺
『
国
語
構
文
論
』
の
、
ま
さ
に
そ

の
誘
導
と
い
う
術
語
を
受
け
て
の
用
例
発
掘
と
紹
介
と
で
あ
っ
た
。
今
昔

物
語
集
に
見
え
る
漢
語
形
容
動
詞
の
該
当
用
例
を
引
き
解
説
、
そ
の
後
に

語
幹
と
し
て
の
漢
語
だ
け
を
列
挙
、
評
価
性
を
有
す
る
も
の
と
有
し
な
い

も
の
と
を
判
別
し
て
い
る
。
次
い
で
、
並
列
関
係
の
和
語
形
容
詞
形
容
動

詞
を
観
察
す
る
な
か
で
評
価
性
を
確
認
し
、
以
下
、
形
容
詞
形
容
動
詞
語

幹
を
列
挙
、
評
価
性
を
有
す
る
か
否
か
の
判
別
を
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
よ
く
読
み
取
れ
な
い
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
注
目
し

た
い
の
は
、
漢
語
形
容
動
詞
の
連
体
形
に
も
、
評
価
性
を
認
め
て
い
る
点

で
あ
る
。

⑽ 　

奇
異
ニ
日
ヲ
不
レ

違
ズ
来
タ
ル
カ
ナ
。（
16
一
八
）

⑾ 　

此
レ
奇
異
ノ
無
慙
ナ
ル
事
也
。（
４
三
）

　

用
例
⑽
は
、
他
の
文
の
成
分
と
の
関
係
を
絶
っ
て
文
頭
に
提
示
し
て
い

る
が
、
⑾
は
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
列
記
し
て
の
⑾
は
、
形

態
は
連
体
格
で
あ
っ
て
も
連
体
修
飾
と
な
っ
て
い
な
い
用
例
と
い
う
こ
と

な
の
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
時
代
を
中
古
と
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
こ
に
「
嬉

し
く
も
」
の
よ
う
な
「
も
」
を
伴
っ
た
用
例
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
触
れ
て

い
な
い
こ
と
が
残
念
だ
っ
た
。

　

機
会
あ
っ
て
、
再
び
碁
石
と
の
共
著
『
古
典
語
の
構
文）

（（
（

』
を
刊
行
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
表
現
の
こ
の
働
き
を
評
価
の
構
文
と

呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
例
の
、
翁
丸
の
こ
と
を
い
う
「
あ
さ
ま
し
う
、
犬

な
ど
も
か
か
る
心
あ
る
も
の
な
り
け
り
。」
は
、「
犬
な
ど
も
か
か
る
心
あ

る
も
の
な
り
け
る
〔
コ
ト
〕〔
ガ
〕、
あ
さ
ま
し
。」
を
逆
転
さ
せ
て
、
評

価
を
文
頭
に
標
示
し
た
表
現
で
あ
る
と
解
説
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

同
書
で
は
、
さ
ら
に
評
価
を
表
す
文
型
を
整
理
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、出
典
と
し
て
、今
昔
か
ら
七
用
例
、発
掘
し
紹
介
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
う
ち
、
三
用
例
ほ
ど
、
引
く
こ
と
と
す
る
。

⑿ 　

僧そ
う
じ
ゃ
う正、「

怪
シ
ク
、
助じ
ょ
で
い泥

ガ
破わ
り
ご子

ノ
遅お
そ
きカ

ナ
0

0

」
ト
思
お
も
ひ
た
ま
ひ

給
ケ
ル
程ほ
ど

ニ
、（
今

昔
・
28
九
）

⒀ 　

女を
む
な、「

哀あ
は

レ
ニ
此か

ク
マ
デ
思
お
も
ひ
た
ま
ひ

給
ケ
ル
事0

」（
今
昔
・
30
七
）

⒁ 　

仁じ
ん
じ
ゃ
う浄…

「
糸い

と

辛か
ら

ク
、
此か
く

ナ
ム

0

0

八や

へ重
ニ
被い
は
れ云

タ
ル

0

0

」
ト
語か
た

リ
ケ
レ
バ
、

（
今
昔
・
28
七
）

　

用
例
⑿
は
心
内
文
で
あ
る
が
、
使
用
テ
キ
ス
ト
が
カ
ギ
括
弧
を
付
け
て

く
れ
て
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、直
ち
に
そ
れ
と
見
え
て
こ
よ
う
。⒀
の「
哀

レ
ニ
」
は
、
そ
の
「
哀
」
字
が
読
解
を
妨
げ
る
が
、
そ
の
ま
ま
引
い
た
。

そ
の
「
事
」
は
終
助
詞
化
し
て
お
り
、
文
末
の
「
…
ケ
ル
事
」
で
感
動
文

化
し
て
い
よ
う
。
⒁
の
、
そ
の
評
価
語
は
、
副
詞
「
い
と
」
を
含
め
た
「
い

と
か
ら
く
」
で
、
ク
活
用
だ
が
情
意
を
表
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
同
書

に
は
、カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
が
な
に
す
る
な
ど
、表
記
を
現
行
の
標
準
に
従
っ

て
改
め
て
あ
る
。
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そ
の
後
、
ま
た
機
会
あ
っ
て
、
中
村
・
碁
石
『
日
本
古
典　

文
・
和
歌
・

文
章
の
構
造
』（
新
典
社
・
平
成
二
十
四
（
２
０
１
２
）
年
）
を
刊
行
、

そ
の
第
三
章
の
【
四
】
に
も
5
（
評
価
を
表
す
構
文
）
と
し
て
立
項
し
た
。

殊
に
そ
こ
で
は
、
評
価
と
呼
ぶ
事
情
に
つ
い
て
、
好
悪
・
正
邪
・
運
不
運
・

適
不
適
な
ど
、
事
態
に
対
す
る
主
観
的
価
値
判
断
を
い
う
と
こ
ろ
か
ら
の

呼
称
で
あ
る
こ
と
を
闡
明
し
た
。
北
原
の
い
う
評
価
と
い
う
術
語
を
そ
の

ま
ま
頂
戴
し
た
。

十　

�

小
田
『
古
典
文
法
詳
説
』『
実
例
詳
解

古
典
文
法
総
覧
』
に
い

う
評
価
誘
導

　

小
田
勝
『
古
典
文
法
詳
説）

（1
（

』
は
、
こ
の
表
現
の
こ
の
働
き
を
「
評
価
誘

導
」
と
呼
ん
で
取
り
扱
う
こ
と
に
な
る
。
北
原
が
注
釈
と
も
評
価
と
も
呼

ん
だ
表
現
を
評
価
と
し
て
受
け
と
め
、
さ
ら
に
渡
辺
が
そ
の
表
現
を
誘
導

と
呼
ん
だ
、
そ
の
誘
導
を
組
み
合
わ
せ
て
、
評
価
誘
導
と
し
て
、
そ
の
表

現
と
述
語
と
の
関
係
を
認
識
さ
せ
よ
う
と
し
た
、
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う

か
。
渡
辺
は
、
批
評
の
誘
導
と
は
い
っ
て
い
る
が
、
評
価
誘
導
で
は
な
い
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
同
書
が
引
く
連
体
形
の
評
価
誘
導
と
形
容

詞
語
幹
が
接
尾
辞
「
さ
」
を
伴
っ
て
係
助
詞
「
は
」
を
添
え
た
評
価
誘
導

と
で
あ
る
。
理
解
し
や
す
く
、
適
宜
補
っ
て
引
く
こ
と
と
す
る
。

⒂ 　

此か
や
う様

ノ
者も
の

ノ
人ひ
と

謀は
か

ラ
ム
ト
為す

ル
程ほ
ど

ニ
、由よ

し

無な

キ
命い
の
ちヲ

亡ほ
ろ
ぼス

也な
り

。（
今
昔
・

29
三
四
）

⒃ 　

例
の
入
道
殿
は
、
ま
こ
と
に
す
さ
ま
じ
か
ら
ず
も
て
な
し
聞
こ
え
さ

せ
た
ま
へ
る
か
ひ
あ
り
て
、
憎
さ
は
、
め
で
た
く
こ
そ
〔
和
歌
ノ
序
代

ヲ
〕
書
か
せ
た
ま
へ
り
け
れ
。（
大
鏡
・
道
隆
）

　

右
の
⒂
は
、
連
用
形
「
由
無
く
」
が
続
く
体
言
「
命
」
に
惹
か
れ
て
連

体
形
「
由
無
き
」
に
な
っ
た
か
に
も
思
え
よ
う
か
。
こ
の
働
き
の
連
用
形

が
連
用
修
飾
機
能
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
も
そ
も
不
安

定
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
の
、
九
で
見
て
き
た
、「
日
本
語
学
」

に
載
っ
て
い
た
鈴
木
論
文
に
見
た
「
奇
異
の
」
と
通
う
よ
う
な
用
例
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
続
く
⒃
は
、
そ
の
「
は
」
に
提
題
性
が

あ
る
か
ら
か
、
そ
の
折
の
語
り
手
世
次
の
伊
周
に
対
す
る
印
象
を
呟
い
た

声
と
も
聞
こ
え
て
こ
よ
う
。

　

小
田
は
、
そ
の
後
、
同
右
書
に
補
訂
を
加
え
て
、『
実
例
詳
解

古
典
文
法
総
覧
』

（
和
泉
書
院
・
平
成
二
十
七
（
２
０
１
５
）
年
）
と
し
て
刊
行
す
る
。
そ

こ
に
は
、
新
た
に
感
嘆
文
中
の
「
も
」
が
立
項
さ
れ
て
い
て
、「
苦
し
く
も
」

歌
が
引
か
れ
て
い
る
。「
…
も
…
か
」
と
い
う
表
現
形
式
と
し
て
注
目
し

て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
説
明
は
な
い
。
小
稿
の
四
に
関
係
す
る
問
題
で

あ
る
。
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十
一　

�

こ
の
表
現
の
こ
の
働
き
は
、
注
釈
か
評
価
か
誘
導
か

評
価
誘
導
か
、
は
た
ま
た
、
主
観
標
示
か

　

こ
の
表
現
を
、
北
原
は
、
文
の
成
分
と
し
て
注
釈
的
成
分
と
呼
ん
だ
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
働
き
は
、
注
釈
と
見
た
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
注
釈
成
分
は
、
そ
の
働
き
を
注
釈
だ
け
で
な
く
、
評
価
で
も
あ
る

と
見
た
。
そ
の
評
価
と
い
う
働
き
の
ほ
う
を
取
り
上
げ
て
、
碁
石
は
、
そ

の
構
文
を
「
評
価
を
表
す
構
文
」
と
呼
ん
だ
。
中
村
も
、
そ
れ
に
従
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
働
き
の
副
詞
を
、坂
梨
も
、「
評
価
の
副
詞
」と
呼
ん
で
い
た
。

鈴
木
も
、渡
辺
の
誘
導
を
受
け
た
小
田
も
、「
評
価
性
の
連
用
修
飾
」と
い
っ

て
い
た
。
た
だ
、
当
時
、「
評
価
」
の
語
義
が
〈
価
値
を
認
め
る
こ
と
〉

の
意
に
多
く
の
用
例
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
折
か
ら
、
誤
解

を
与
え
ま
い
か
と
、
中
村
に
は
不
安
に
思
う
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。「
う
れ

し
く
も
」
の
一
方
に
「
苦
し
く
も
」
も
あ
る
の
で
あ
る
。
運
不
運
と
も
い

え
よ
う
が
、
不
運
の
用
例
の
ほ
う
を
多
く
見
も
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ら
よ
り
も
早
く
、
渡
辺
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
の
こ
の
よ
う
な
働

き
を
誘
導
と
呼
ん
で
い
た
。
そ
れ
よ
り
も
古
く
に
、
そ
の
表
現
に
一
定
の

関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
に
、
そ
し
て
、
渡
辺
の
こ
の
著
作
を
通
読
し
て
い

た
の
に
、
記
憶
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
増

淵
の
論
考
が
契
機
と
な
っ
て
再
読
し
た
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
後
、
小
田
が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
の
こ
の
よ
う
な
働
き

を
評
価
誘
導
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
評
価
へ
の
誘
導
を
意
味

す
る
評
価
誘
導
か
と
解
し
た
。

　

中
村
と
し
て
は
、
古
く
に
碁
石
が
そ
う
呼
ん
だ
主
観
標
示
に
、
な
お
未

練
を
残
し
て
い
た
。
確
か
に
そ
の
主
観
標
示
は
、
働
き
を
い
う
術
語
で
は

な
い
。
私
か
に
、
主
観
の
前
置
き
な
ど
と
も
呟
い
て
い
た
。
時
枝
文
法
は

知
ら
な
い
と
言
っ
て
、
時
枝
の
読
解
と
一
致
す
る
読
解
を
し
て
い
た
、
あ

の
Ｉ
老
教
諭
が
中
村
に
そ
う
感
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

十
二　

�

時
枝
文
法
で
読
み
解
く
全
集
・
新
全
集
『
古
今
和
歌

集
』（
小
沢
正
夫
）
三
十
四
番
歌
の
施
注

　

昭
和
四
十
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
全
集
『
古
今
和
歌
集）

（1
（

』
解
説
の
五
（
研

究
史
の
大
要
）
の
な
か
に
は
、
そ
の
語
学
的
読
解
の
姿
勢
が
、
次
の
よ
う

に
表
明
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
古
歌
・
古
文
を
解
釈
批
評
す
る
場
合
に
役
立
つ
語
学
書
・
文

法
書
の
類
を
紹
介
す
れ
ば
際
限
が
な
い
が
、
本
書
の
著
述
に
際
し
て

は
近
世
中
期
の
富ふ
じ
た
に

士
谷
成な
り
あ
き
ら
章
の
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
と
『
か
ざ
し
抄
』、

時と
き
え
だ枝

誠も
と
き記

の
『
日
本
文
法　

文
語
篇
』（
昭
二
九
）
な
ど
を
参
考
す
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る
こ
と
が
い
ち
ば
ん
多
か
っ
た
。（
以
下
略
）

　

そ
こ
で
、
そ
の
頭
注
に
こ
の
表
現
の
こ
の
働
き
が
ど
う
取
り
扱
わ
れ
て

い
る
か
が
関
心
事
と
な
っ
て
い
た
。直
ち
に
そ
れ
と
見
て
取
れ
た
用
例
は
、

ク
活
用
形
容
詞
連
用
形
に
係
助
詞
「
も
」
が
付
い
て
、
そ
の
文
末
が
終
助

詞
「
か
」「
か
な
」
と
な
っ
て
い
る
用
例
だ
っ
た
。
こ
こ
は
、
全
集
本
か

ら
引
く
こ
と
と
す
る
。

⒄ 　

と
ど
む
べ
き
も
の
と
は
な
し
に
は
か
な
く
も
散
る
花
ご
と
に
た
ぐ
ふ

心
か
（
古
今
・
２
二
三
二
）

⒅ 　

を
ち
こ
ち
の
た
づ
き
も
知
ら
ぬ
山
中
に
お
ぼ
つ
か
な
く
も
呼よ
ぶ
こ子

鳥ど
り

か0

な0

（
古
今
・
１
二
九
）

　

右
二
首
と
も
、
提
示
さ
れ
た
主
観
的
情
意
表
現
に
続
い
て
、
そ
の
対
象

が
詠
嘆
の
終
助
詞
「
か
」「
か
な
」
を
伴
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
用
例

⒄
の
初
句
第
二
句
「
と
ど
む
べ
き
も
の
と
は
な
し
に
」
は
接
続
部
と
見
て

よ
い
か
。
第
三
句
で
も
、「
は
か
な
く
も
」
は
文
頭
に
等
し
く
、
主
観
的

情
意
を
提
示
し
て
い
て
、
あ
え
て
独
立
部
と
し
て
理
解
し
た
い
。
用
例
⒅

の
上
の
句
の
三
句
は
、
場
面
を
紹
介
す
る
補
充
部
で
あ
る
。
第
四
句
で
は

あ
る
が
、
主
観
的
情
意
を
提
示
し
て
い
て
、
そ
の
対
象
が
第
五
句
に
詠
嘆

の
終
助
詞
「
か
な
」
を
伴
っ
て
応
じ
て
い
る
。

　

そ
こ
に
、
全
集
は
、
ど
う
施
注
し
て
い
る
か
。
用
例
⒄
に
つ
い
て
、「「
は

か
な
く
も
」
は
「
散
る
花
ご
と
に
た
ぐ
ふ
」
を
修
飾
す
る
。「
も
」
と
い

う
助
詞
が
つ
く
と
次
の
句
全
体
を
修
飾
す
る
。」
と
あ
る
。
用
例
⒅
に
つ

い
て
は
、「
心
も
と
な
く
も
。
不
安
そ
う
に
。」
と
い
う
訳
語
の
後
、「
鳥

の
鳴
き
声
が
作
者
を
不
安
が
ら
せ
る
の
で
あ
る
。」
と
い
っ
て
い
る
。
そ

の
「
作
者
を
不
安
が
ら
せ
る
」
は
、
時
枝
の
主
体
・
客
体
で
読
み
分
け
る

姿
勢
を
受
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
あ
の

「
苦
し
く
も
」
が
「
我
が
苦
し
く
も
」
の
意
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
を

受
け
、「
我
が
は
か
な
く
も
」「
我
が
お
ぼ
つ
な
く
も
」
で
あ
る
、
と
い
っ

て
ほ
し
い
と
も
い
い
た
く
な
る
。
そ
の
点
、「
も
」
を
伴
わ
な
い
用
例
と

し
て
の
三
十
四
番
歌
は
、
直
ち
に
そ
れ
と
わ
か
る
訳
語
だ
っ
た
。

⒆ 　

や
ど
ち
か
く
梅
の
花
う
ゑ
じ
あ
ぢ
き
な
く
待
つ
人
の
香
に
あ
や
ま
た

れ
け
り

0

0

（
古
今
・
１
三
四
）

　

初
句
第
二
句
で
一
文
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
文
頭
の
「
あ
ぢ
き
な
く
」
で
、

文
末
は
詠
嘆
の
「
け
り
」
で
あ
る
。
全
集
頭
注
に
「
不
都
合
に
も
。
困
っ

た
こ
と
に
は
。こ
の
句
は
第
四
、五
句
の
全
体
を
修
飾
す
る
。」と
あ
っ
て
、

訳
語
は
最
適
で
あ
る
。
新
全
集
も
、
全
く
同
じ
で
あ
る
。
全
集
が
「
待
つ

人
の
香
に
あ
や
ま
た
れ
け
る
、
あ
ぢ
き
な
し
。」
に
し
て
、
そ
れ
を
現
代

語
訳
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
新
全
集
は
、「
あ
ぢ
き
な
く
」
を
そ
の
ま

ま
の
位
置
で
「
せ
ん
な
い
こ
と
だ
が
、」
と
訳
し
て
い
る
。
接
続
助
詞
「
が
」

を
借
り
て
の
、
こ
の
表
現
の
現
代
語
訳
で
あ
る
。
大
系
（
佐
伯
梅
友
・
昭

和
三
十
三
（
１
９
５
８
）
年
）
は
、「
私
が
つ
ま
ら
く
感
じ
る
こ
と
に
は
。」
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と
あ
っ
て
、
時
枝
の
単
元
八
と
も
、
あ
の
Ｉ
老
教
諭
と
も
重
な
る
訳
出
で

あ
っ
た
。
た
だ
、
新
大
系
（
小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
・
平
成
元
（
１
９
８
９
）

年
）
の
「「
ま
つ
・
あ
や
ま
た
れ
け
り
」
両
者
に
か
か
る
。」
は
、
先
人
た

ち
の
旧
注
が
読
み
と
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
え
て
く
る
が
、

い
か
が
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
表
現
の
こ
の
働
き
を
修
飾
機
能
と

見
る
こ
と
に
無
理
が
あ
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
こ
の
表
現
の
こ
の
働
き
に
、
多
く
の
先
学
が
ア

プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て
い
た
の
で
あ
る
。

十
三　

橘
「
古
今
集
五
註
拾
遺
」
の
「
あ
ぢ
き
な
く
」
の
解

　

国
語
科
教
諭
と
し
て
三
高
校
に
十
五
年
勤
務
し
、
そ
の
後
も
非
常
勤
で

高
校
国
語
科
に
出
講
し
て
い
た
筆
者
に
は
、
国
語
解
釈
学
会
誌
「
国
語
解

釈
」（
昭
和
十
一
（
１
９
３
６
）
年
か
ら
昭
和
十
五
（
１
９
４
０
）
年
ま

で）
（1
（

）
に
、
い
つ
か
通
読
し
て
み
た
い
思
い
強
く
、「
国
語
解
釈
」
復
刻
版

全
三
巻
（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
発
行
・
二
十
一
万
円
）
を
、
平
成
五
、六

年
の
こ
ろ
か
、購
入
し
た
。そ
の
よ
う
に
し
て
出
会
っ
た
橘
純
一
執
筆「
古

今
集
五
註
拾
遺）

（1
（

」
で
あ
る
。
そ
の
二
月
創
刊
号
に
、
い
ま
取
り
上
げ
て
い

る
こ
の
表
現
に
つ
い
て
の
ち
ょ
っ
と
長
め
の
注
記
が
見
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　

あ
ぢ
き
な
く
の
解

（
遠
鏡
）ム
ヤ
ク
ナ
コ
ト
ヂ
ヤ
ニ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、庭
ノ
近
イ
所
ニ
梅
ハ
ウ
ヱ
マ
イ
ゾ
。

（
評
釈
）
来
も
せ
ぬ
待
ち
人
の
袖
の
匂
に
、
つ
ま
ら
な
く

0

0

0

0

0

間
違
へ
ら

れ
た
わ
い
。

　

右
に
示
し
た
遠
鏡
の
訳
に
よ
る
と
、
宣
長
翁
は
、
上
の
句
の
う
ち

で
、「
あ
ぢ
き
な
く
」
と
い
ふ
副
詞
が
倒
置
さ
れ
た
も
の
と
考
へ
て
、

上
に
旋
し
て
訳
し
た
の
か
も
知
れ
ぬ
が
、
も
し
さ
う
な
ら
ば
誤
で
、

此
の
第
三
句
は
、
こ
の
ま
ゝ
で
正
常
な
位
置
を
占
め
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
而
し
て
、「
あ
ぢ
き
な
く
」「
か
た
じ
け
な
く
」
な
ど
の
副
詞
は
、

甚
だ
屢
々
、
そ
の
ま
ゝ
の
形
で
、「
あ
ぢ
き
な
く
も4

」「
か
た
じ
け
な

く
も4

」
の
意
に
用
ゐ
ら
れ
、
こ
ゝ
も
そ
の
例
で
あ
る
。
故
に
「
あ
ぢ

き
な
く
も4

あ
や
ま
た
れ
け
り
」
と
し
て
解
す
べ
く
、「
お
ぼ
つ
か
な

く
も4

呼
ぶ
子
鳥
か
な
」（
古
今
集
二
九
）、「
う
れ
し
く
も4

遇
ひ
申
し

た
る
か
な
」（
大
鏡
序
）
の
如
き
用
例
を
参
照
す
る
と
、
こ
の
副
詞

の
意
は
下
文
全
体
に
係
っ
て
、
ア
ヤ
マ
タ
レ
テ
、
ア
ヂ
キ
ナ
イ
の
意

に
な
る
。
単
に
「
あ
ぢ
き
な
く）あ
や
ま
た
る
」
と
、
下
の
用
言
だ

け
を
修
飾
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
関
係
は
、「
も
」
を
伴
ふ
副
詞

の
下
に
来
る
述
語
が
、「
か
な
」
の
如
き
感
動
助
詞
で
終
る
場
合
に

於
て
、
特
に
著
し
い
。
こ
の
歌
で
は
、
終
結
助
動
詞
「
け
り
」
が
、

過
去
の
助
動
詞
と
い
ふ
よ
り
は
、「
か
な
」
な
ど
に
相
当
す
る
詠
嘆

の
役
目
を
な
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
尤
も
、
詠
嘆
で
結
ん
で
な
く
と
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も
、
か
の
源
氏
桐
壺
に
、
桐
壺
更
衣
の
事
を
叙
し
て
、「
や
う
〳
〵

天
の
下
に
も
、
あ
ぢ
き
な
う

0

0

0

0

0

、
人
の
も
て
な
や
み
草
に
な
り
て
」
と

あ
る
如
き
、
や
は
り
「
人
々
ノ
噂
ノ
種
ニ
ナ
ツ
テ
、
マ
コ
ト
ニ
迷
惑

0

0

千
万
ナ
ワ
ケ
デ

0

0

0

0

0

0

」
と
い
ふ
意
で
あ
る
。
諸
注
は
、
此
の
「
あ
ぢ
き
な

く
」
が
「
あ
ぢ
き
な
く
も
」
の
代
用
で
あ
る
事
、
及
び
副
詞
が
「
も
」

を
伴
ふ
と
き
修
飾
範
囲
が
拡
大
す
る
事
に
つ
い
て
、
判
然
た
る
理
解

を
有
し
て
ゐ
な
い
。（
46
ペ
ー
ジ
上
・
下
）

　

そ
の
「
あ
ぢ
き
な
く
」
は
、
五
か
月
後
の
「
国
語
解
釈
」
七
月
号
の
「
古

今
集
五
註
拾
遺
」
に
再
び
登
場
す
る
。
素
性
の
一
四
三
番
歌
「
ほ
と
ゝ
ぎ

す
初
声
き
け
ば
あ
ぢ
き
な
く

0

0

0

0

0

ぬ
し
定
ま
ら
ぬ
恋
せ
ら
る
は
た
」
の
「
あ
ぢ

き
な
く
」
で
あ
る
。【
訳
】「
時
鳥
の
初
声
を
聞
く
と
（
あ
ぢ
き
な
く
ハ
下
ニ

訳
ス

）、

そ
ゞ
ろ
に
感
情
が
揺う
ご

い
て
誰
と
い
っ
て
相
手
も
は
つ
き
り
せ
ぬ
心
地
が
せ

ら
れ
て
、
閉
口
だ
わ
い

0

0

0

0

0

。
は
て
さ
て

0

0

0

0

〔
ど
う
し
た
わ
け
か
、
思
へ
ば
我
な

が
ら
ば
か
〳
〵
し
い
〕」
に
続
く
解
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　

此
の
語
は
、
既
に
創
刊
号
所
載
の
本
稿
「
宿
ち
か
く
梅
の
花
う
ゑ

じ
あ
ぢ
き
な
く

0

0

0

0

0

待
つ
人
の
香
に
あ
や
ま
た
れ
け
り
」（
三
四
）
の
歌

に
つ
い
て
述
べ
た
通
り
、「
あ
ぢ
き
な
く
も
」
の
意
に
解
す
べ
き
例

で
あ
る
。
よ
つ
て
、
こ
れ
を
「
…
恋
心
地
が
せ
ら
れ
て
閉
口
だ
わ
い

0

0

0

0

0

」

と
、
下
に
旋
ら
し
て
訳
し
た
。
こ
れ
を

（
遠
鏡
）「
無む
や
く益
ナ
…
恋
ゴ
ヽ
チ
ガ
ス
ル
」

（
評
釈
）「
さ
し
当
つ
て
つ
ま
ら
な
く
、
…
恋
心
地
が
さ
れ
る
わ
」

な
ど
訳
し
て
あ
る
の
は
、「
あ
ぢ
き
な
く
も8

」
と
「
も
」
を
添
へ
て

解
す
る
こ
と
に
心
づ
か
ぬ
訳
で
あ
る
。
尚
、
創
刊
号
四
六
頁
参
照
。

（
29
ペ
ー
ジ
上
・
下
）

　

以
上
の
二
解
に
、橘
の
こ
の
表
現
に
つ
い
て
の
姿
勢
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
こ
に
い
う
「
副
詞
」
は
、
現
行
の
一
般
と
し
て
は
形
容
詞
連
用
形
だ
が
、

そ
の
形
容
詞
連
用
形
の
下
に
は
「
も
」
を
添
え
て
解
す
る
姿
勢
を
鮮
明
に

し
て
い
る
。
後
続
す
る
表
現
全
体
を
修
飾
す
る
と
い
う
解
釈
は
、
連
用
形

と
い
う
活
用
形
か
ら
は
そ
う
説
明
し
て
し
ま
う
こ
と
も
止
む
を
得
な
い
で

あ
ろ
う
が
、「
閉
口
だ
わ
い
」
と
い
う
訳
出
か
ら
は
、
そ
の
表
現
の
そ
の

働
き
は
、
ど
う
感
じ
取
っ
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

十
四　

主
観
的
情
意
述
語
の
独
立
語
化
に
よ
る
提
示
表
現

　

用
例
⒅
と
し
て
引
い
た
、そ
の
一
首
の「
呼
子
鳥
」は「
よ
ぶ
子
鳥
」で
、

そ
の
「
呼
ぶ
」
と
「
呼
子
鳥
」
の
「
呼
」
と
の
掛
詞
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

そ
の
一
首
を
詠
者
が
発
想
し
た
と
き
の
、
そ
の
対
象
が
、「
を
ち
こ
ち
の

た
づ
き
も
知
ら
ぬ
山
中
に
呼
ぶ
呼
子
鳥
」
だ
っ
た
ろ
う
と
見
え
て
き
た
。

続
い
て
、
そ
の
一
首
が
、「
を
ち
こ
ち
の
た
づ
き
も
知
ら
ぬ
山
中
に
呼
ぶ

呼
子
鳥
（
の
声
）、
お
ぼ
つ
か
な
し
。」
と
い
う
述
体
の
文）

（1
（

だ
っ
た
ろ
う
と



國學院雑誌　第 123 巻第９号（2022年） ─ 36 ─

も
思
え
て
き
た
。
そ
の
「
お
ぼ
つ
か
な
し
」
を
、「
…
も
…
か
な
」
と
い

う
詠
嘆
表
現
形
式
に
嵌
め
込
む
と
、「
を
ち
こ
ち
の
た
づ
き
も
知
ら
ぬ
山

中
に
呼
ぶ
呼
子
鳥
（
の
声
）
の
お
ぼ
つ
か
な
く
も< 

あ

<

る
か
な
。」
と
な
る

で
あ
ろ
う
。
三
十
一
文
字
と
い
う
律
文
の
制
限
か
ら
、
止
む
な
く
補
助
語

「
あ
る
か
な
」
を
省
略
割
愛
し
て
、
被
補
助
語
「
お
ぼ
つ
か
な
く
も
」
だ

け
を
第
四
句
に
投
げ
入
れ
る
よ
う
に
収
め
た
の
で
あ
る
。

　

右
に
見
た
表
現
の
推
移
の
過
程
は
、
用
例
⑴
の
「
苦
し
く
も
」
歌
に
も

当
て
嵌
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。「
苦
し
く
も
降
り
来
る
雨
か
」も
、

詠
者
が
認
識
し
た
対
象
は
、「
降
り
来
る
雨
」で
あ
る
。そ
の
述
体
の
文
は
、

「
降
り
来
る
雨
、
苦
し
。」
で
あ
ろ
う
と
見
え
て
く
る
。
そ
こ
に
、
詠
嘆

表
現
形
式
「
…
も
…
か
」
が
配
さ
れ
る
と
、
述
体
の
文
は
、「
降
り
来
る

雨
の
苦
し
く
も< 

あ

<

る
か）

（1
（

。」
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
詠
嘆
表
現
形
式
が

強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
文
頭
に
被
補
助
語
「
苦
し
く

も
」
だ
け
が
提
示
さ
れ
て
も
、
そ
の
「
…
も
…
か
」
の
「
…
か
」
が
期
待

さ
れ
て
、
そ
の
対
象
と
し
て
の
「
降
り
来
る
雨
」
が
、
補
助
語
で
も
な
い

の
に
こ
こ
に
収
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
万
葉
歌
の
い
ま
一
用
例
の

二
四
五
番
歌
の
「
奇く
す

し
く
も
神か
む

さ
び
を
る
か
こ
れ
の
水
島
」
も
、
こ
の
推

論
が
適
用
で
き
る
。
古
今
集
歌
の
何
首
か
も
、
竹
取
や
大
鏡
の
、
小
稿
用

例
の
⑵
も
⑶
も
、
す
べ
て
こ
の
推
論
を
も
っ
て
解
明
で
き
た
。
五
十
数
年

前
か
ら
、
い
や
六
十
年
ほ
ど
前
か
ら
感
じ
て
い
た
よ
う
に
、
い
ま
思
え
て

く
る
の
で
あ
る
。

　

文
末
が
定
位
置
と
な
っ
て
い
る
述
体
の
文
の
述
語
が
待
ち
き
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
補
助
・
被
補
助
の
関
係
を
借
り
て
、
被
補
助
語

だ
け
を
文
頭
や
そ
れ
に
準
じ
る
位
置
に
提
示
す
る
表
現
が
生
み
だ
さ
れ

た
。
文
の
成
分
と
し
て
は
、
橋
本
進
吉
『
新
文
典
別
記
』
に
い
う
独
立
語）

（1
（

に
含
め
て
取
り
扱
え
よ
う
か
。
連
用
修
飾
の
修
飾
語
は
も
ち
ろ
ん
、
補
充

成
分
と
し
て
分
立
さ
れ
た
修
飾
語
も
、
さ
ら
に
は
接
続
語
も
独
立
語
も
、

そ
れ
ら
す
べ
て
に
、
述
語
が
応
じ
る
の
が
日
本
語
文
で
あ
る
。
先
人
た
ち

が
、
こ
の
表
現
に
つ
い
て
い
う
「
修
飾
」
は
、
近
年
い
う
と
こ
ろ
の
修
飾

で
は
な
く
、
独
立
語
と
述
語
と
の
関
係
あ
た
り
に
こ
そ
相
当
し
よ
う
。

　

文
頭
や
そ
れ
に
準
じ
る
位
置
に
提
示
す
る
と
い
っ
た
の
は
、
こ
れ
も
、

独
立
語
と
い
う
文
の
成
分
名
を『
新
文
典
別
記
』に
拠
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、

そ
の
『
新
文
典
別
記
』
の
解
説
に
倣
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
碁
石
の
い
う
「
標

示
」の
ほ
う
が
、そ
の
姿
勢
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
思
う
用
例
も
あ
っ
て
、

平
生
は
「
主
観
標
示
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
か
と
も
思
え

て
く
る
。

　

上
代
か
ら
中
古
に
か
け
て
、
こ
の
表
現
は
、
情
意
を
表
す
シ
ク
活
用
形

容
詞
連
用
形
が
「
も
」
を
伴
っ
て
現
れ
、
次
い
で
、
ク
活
用
形
容
詞
連
用

形
が
「
も
」
を
伴
う
用
例
を
も
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
古
に
は
、
い

つ
か
、「
も
」
を
伴
わ
な
い
形
態
に
も
類
似
の
機
能
の
用
例
が
見
ら
れ
る
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よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
形
容
詞
連
用
形
に
準
じ
て
、
ナ
リ
活
用
形

容
動
詞
連
用
形
が
「
も
」
を
伴
っ
て
現
れ
て
も
く
る
。
副
詞
の
一
部
も
、

い
つ
か
類
似
の
機
能
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
形
態
の
多
様
化

は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

近
現
代
語
に
見
る
「
惜
し
い
こ
と
に
」「
幸
せ
な
こ
と
に
」「
弱
っ
た
こ

と
に
」
の
「
こ
と
に
」
で
あ
る
が
、
そ
の
「
に
」
は
「
と
し
て
」
に
言
い

換
え
ら
れ
る
資
格
の
格
助
詞
で
、
そ
れ
ら
「
…
こ
と
に
」
は
、
文
の
成
分

と
し
て
は
補
充
成
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
成
立
に
つ
い
て
の
研
究

が
期
待
さ
れ
る
が
、「
惜
し
い
こ
と
だ
」「
幸
せ
な
こ
と
だ
」
と
い
う
感
動
・

詠
嘆
表
現
か
ら
の
提
示
表
現
化
か
と
も
感
じ
て
い
る
。「
…
こ
と
だ
」
が

あ
っ
て
の
「
…
こ
と
に
」
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
多
様
な
形
態
の
こ
の
表
現
は
、
と
に
か
く
広
い
意
味
で
の
連
用

成
分
で
あ
る
。
独
立
語
も
、
そ
の
連
用
成
分
に
含
ま
れ
る
。
た
だ
、
初
学

者
は
、
こ
の
表
現
の
働
き
に
つ
い
て
い
う
「
修
飾
」
に
悩
ま
さ
れ
る
。
あ

え
て
擬
似
連
用
成
分
と
い
っ
て
、
直
ち
に
直
下
の
動
詞
を
修
飾
し
な
い
点

か
ら
、
こ
の
表
現
を
捉
え
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

注（
1
） 

千
葉
県
立
佐
原
第
一
高
等
学
校
に
昭
和
三
十
五
年
度
在
勤
の
三
教
諭
で
あ
る
。
Ｉ

（
石
橋
猛
）
教
諭
は
、
同
校
前
身
の
旧
制
中
学
校
出
身
の
地
元
の
方
で
、
こ
の
後
、

間
も
な
く
停
年
退
職
さ
れ
た
。
Ｋ
（
清
島
亮
三
）
教
諭
は
、
京
城
帝
国
大
学
で
の

時
枝
誠
記
の
教
え
子
で
、
福
島
県
立
高
校
か
ら
転
勤
し
て
き
て
、
そ
の
後
、
学
習

院
高
等
科
に
転
出
さ
れ
た
。千
葉
大
学
の
大
岩
正
仲
教
授
と
同
期
と
聞
い
て
い
た
。

Ｓ
（
関
恒
延
）
教
諭
は
、
東
京
教
育
大
学
で
の
佐
伯
梅
友
の
教
え
子
で
、
同
県
立

木
更
津
第
一
高
校
で
三
年
勤
務
の
後
、
筆
者
と
同
年
の
昭
和
三
十
一
年
度
に
着
任

さ
れ
た
。
後
に
、
指
導
主
事
、
ま
た
、
複
数
校
で
の
教
頭
を
経
て
、
そ
の
県
立
佐

原
高
校
（
校
名
変
更
）
校
長
と
な
り
、
退
職
後
も
県
内
教
育
行
政
に
携
わ
り
、
大

学
講
師
も
務
め
ら
れ
た
。『
海
人
の
刈
藻
全
訳
注
語
句
総
索
引
』（
右
文
書
院
・
平

成
三
（
１
９
９
１
）
年
）『
風
に
紅
葉
依
拠
物
語
・
本
文
・
総
索
引
』（
教
育
出
版
・

平
成
十
一
（
１
９
９
９
）
年
）
な
ど
の
著
作
が
あ
る
。
平
成
二
十
年
に
死
去
さ
れ

る
ま
で
、
ご
交
誼
く
だ
さ
っ
た
。
な
お
、
そ
の
年
度
の
国
語
科
に
は
、
非
常
勤
三

名
を
別
に
し
て
教
諭
九
名
が
在
職
し
て
い
た
。
ま
た
、
本
歌
取
り
の
「
駒
と
め
て
」

歌
を
載
せ
て
い
た
教
科
書
は
、
尚
学
図
書
版
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

（
2
） 

時
枝
誠
記『
古
典
解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法
』（
至
文
堂
・
昭
和
二
十
五（
１
９
５
０
）

年
）。
当
時
は
、
受
験
参
考
書
と
し
て
認
識
さ
れ
て
も
い
た
と
思
う
。
な
お
、
古

典
解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法
増
訂
版
（
至
文
堂
・
昭
和
三
十
四
（
１
９
５
９
）
年
）

に
は
、
そ
の
一
首
の
後
に
以
下
の
よ
う
な
解
説
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

「
苦
し
く
も
」
は
、
前
例
と
同
様
に
、「
我
が
苦
し
く
も
」
の
意
で
あ
る
。
こ

の
場
合
、
も
し
、「
は
げ
し
く
も
降
り
来
る
雨
か
」
と
表
現
し
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
「
は
げ
し
く
」
は
、「
降
り
来
る
」
を
修
飾
し
た
こ
と
に
な
っ
て
、
本

例
と
は
別
の
構
造
に
な
る
。

（
3
） 
三
谷
栄
一
『
竹
取
物
語
評
解
』（
有
精
堂
・
昭
和
二
十
三
（
１
９
４
８
）
年
）。
こ

の
表
現
の
こ
の
働
き
を
「
ま
あ
」
と
訳
す
こ
と
に
つ
い
て
大
き
な
印
象
を
受
け
た

が
、教
場
で
い
え
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
、長
い
時
間
を
要
し
た
よ
う
に
思
う
。

（
4
） 

橘
純
一
・
慶
野
正
次『
文
法
詳
説

要
語
精
解 

大
鏡
通
釈
』（
武
蔵
野
書
院
・
昭
和
三
十
三（
１
９
５
８
）

年
）。
そ
の
後
、
十
年
以
上
経
っ
て
、
橘
純
一
『
大
鏡
新
講
』（
武
蔵
野
書
院
・
昭
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和
二
十
九
（
１
９
５
４
）
年
）
で
、
そ
の
表
現
の
通
釈
を
確
か
め
た
日
が
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
そ
の
後
、
同
上
書
が
瑞
穂
書
院
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。

（
5
） 
北
原
保
雄
『
表
現
文
法
の
方
法
』（
大
修
館
書
店
・
平
成
八
（
１
９
９
６
）
年
）。

同
上
書
に
至
る
ま
で
に
、そ
の
北
原
保
雄
の
著
作
と
し
て
、日
本
語
の
世
界
６『
日

本
語
の
文
法
』（
中
央
公
論
社
・
昭
和
五
十
六
（
１
９
８
１
）
年
）
／
『
文
法
的

に
考
え
る
─
日
本
語
の
表
現
と
文
法
─
』（
大
修
館
書
店
・
昭
和
五
十
九

（
１
９
８
４
）年
）／『
日
本
語
の
焦
点
』（
教
育
出
版
・
昭
和
五
十
九（
１
９
８
４
）

年
）
な
ど
か
ら
、
そ
の
都
度
、
こ
の
表
現
の
こ
の
働
き
に
つ
い
て
、
認
識
を
深
め

る
こ
と
が
で
き
た
。

（
6
） 

時
枝
誠
記
・
増
淵
恒
吉『
古
典
の
解
釈
文
法
』（
至
文
堂
・
昭
和
二
十
八（
１
９
５
３
）

年
）。
同
上
書
に
出
会
う
機
会
を
逸
し
て
い
て
、
そ
の
五
版
（
昭
和
三
十
一

（
１
９
５
６
）
年
）
を
さ
ら
に
十
数
年
遅
れ
て
読
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で

放
置
し
て
あ
っ
た
時
枝
『
国
語
学
原
論
』（
岩
波
書
店
・
昭
和
十
六
（
１
９
４
１
）

年
／
二
十
五
刷
（
昭
和
四
十
五
（
１
９
７
０
）
年
）
な
ど
を
開
く
契
機
と
も
な
っ

た
。
北
原
の
著
作
の
な
か
に
増
淵
の
名
ま
え
が
あ
っ
て
惹
か
れ
た
の
も
、
そ
の
時

枝
と
の
共
著
に
あ
っ
た
。

（
7
） 

渡
辺
実
『
国
語
構
文
論
』（
塙
書
房
・
昭
和
四
十
六
（
１
９
７
１
）
年
）。
注
（
６
）

に
引
い
た
時
枝
・
増
淵
『
古
典
の
解
釈
文
法
』
の
当
初
の
企
画
に
、
こ
の
渡
辺
も

参
加
し
て
い
た
こ
と
を
時
枝
の
序
か
ら
知
っ
た
。
そ
の
渡
辺
の
理
論
を
増
淵
が
教

育
現
場
に
取
り
入
れ
、
読
解
指
導
に
可
能
と
知
っ
て
、
途
端
に
誘
導
成
分
が
見
え

て
き
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

（
8
） 

中
村
幸
弘
・
碁
石
雅
利
『
古
典
文
の
構
造
』（
右
文
書
院
・
平
成
六
（
１
９
９
４
）

年
）。

（
9
） 

坂
梨
隆
三
「
副
詞
（
北
原
保
雄
・
鈴
木
丹
士
郎
・
武
田
孝
・
増
淵
恒
吉
・
山
口
佳

紀
編
『
日
本
文
法
事
典
』（
有
精
堂
・
昭
和
五
十
六
（
１
９
８
１
）
年
）
の
第
五

章
「
自
立
語
」
の
う
ち
の
一
項
担
当
執
筆
者
。
そ
こ
に
、「
も
ち
ろ
ん
」「
幸
い
」「
あ

い
に
く
」な
ど
を
取
り
立
て
、《
注
釈
副
詞
》と
し
た
う
え
で
、「
評
価
の
副
詞
」「
解

説
副
詞
」
な
ど
と
も
し
て
い
る
。
北
原
『
日
本
語
の
文
法
』
な
ど
に
拠
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

（
10
） 

鈴
木
泰
「
中
古
に
お
け
る
評
価
性
の
連
用
修
飾
に
つ
い
て
」（
明
治
書
院
「
日
本

語
学
」
昭
和
五
十
八
（
１
９
８
３
）
年
）。

（
11
） 

中
村
幸
弘
・
碁
石
雅
利
『
古
典
語
の
構
文
』（
お
う
ふ
う
・
平
成
十
二
（
２
０
０
０
）

年
）。
そ
の
後
、『
日
本
古
典　

文
・
和
歌
・
文
章
の
構
造
』（
新
典
社
・
平
成

二
十
四
（
２
０
１
２
）
年
）
に
お
い
て
も
、
こ
の
表
現
の
こ
の
働
き
を
取
り
立
て

る
が
、
そ
の
働
き
を
い
う
呼
称
等
に
変
わ
り
は
な
い
。

（
12
） 

小
田
勝
『
古
典
文
法
詳
説
』（
お
う
ふ
う
・
平
成
二
十
二
（
２
０
１
０
）
年
）。
そ

の
後
、
若
干
増
補
し
て
『
実
例

詳
解

古
典
文
法
総
覧
』（
和
泉
書
院
・
平
成
二
十
七

（
２
０
１
５
）
年
）
と
し
て
刊
行
し
、
こ
の
表
現
に
つ
い
て
、
形
態
の
う
え
で
異

な
る
二
形
を
発
掘
し
、
紹
介
し
て
い
る
。

（
13
） 

小
沢
正
夫
校
注
・
訳
『
古
今
和
歌
集
』（
日
本
古
典
文
学
全
集
・
小
学
館
・
昭
和

四
十
六
（
１
９
７
１
）
年
）。

（
14
） 

橘
純
一
主
幹
「
国
語
解
釈
」（
瑞
穂
書
院
・
昭
和
十
一
（
１
９
３
６
）
年
か
ら
昭

和
十
五
（
１
９
４
０
）
年
ま
で
刊
行
さ
れ
た
原
則
月
刊
の
国
語
解
釈
学
会
誌
）
会

員
の
多
く
は
、
当
時
の
旧
制
中
学
校
国
語
科
教
員
だ
っ
た
が
、
そ
の
教
員
に
な
る

た
め
の
文
検
受
験
の
参
考
雑
誌
で
も
あ
っ
た
。
Ｉ
老
教
諭
も
、
そ
の
読
者
で
あ
っ

た
か
と
思
っ
て
い
る
。

（
15
） 「
古
今
集
五
註
拾
遺
」
は
、
橘
の
連
載
講
座
で
、『
古
今
和
歌
集
』
歌
の
な
か
の
問

題
あ
る
箇
所
を
取
り
立
て
、
契
沖
の
『
古
今
余
材
抄
』、
真
淵
の
『
古
今
集
打
聴
』、

宣
長
の
『
古
今
集
遠
鏡
』、
景
樹
の
『
古
今
集
正
義
』、
金
子
元
臣
の
『
古
今
集
評

釈
』
の
諸
説
を
検
討
し
て
、
相
応
の
結
論
を
述
べ
る
な
ど
し
た
も
の
で
、
難
解
歌

の
選
釈
欄
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
16
） 

山
田
孝
雄
『
日
本
文
法
論
』（
宝
文
館
・
明
治
四
十
一
（
１
９
０
８
）
年
）
第
二

部
「
句
論
」
第
三
章
「
句
の
性
質
」
第
二
「
述
体
の
句
」（
一
二
三
八
ペ
ー
ジ
）

に
拠
っ
た
。
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（
17
） 

形
容
詞
連
用
形
に
助
詞
「
も
」
を
添
え
て
文
末
が
「
か
」「
か
な
」
な
ど
で
言
い

切
ら
れ
る
表
現
の
多
く
が
、
そ
の
「
も
」
と
「
か
」「
か
も
」「
か
な
」
と
の
間
に

補
助
動
詞
「
あ
り
」
の
連
体
形
「
あ
る
」
を
用
い
て
、
補
助
・
被
補
助
の
関
係
を

構
成
し
て
い
る
。小
稿
の
四
に
🄐
と
し
て
示
し
た
と
こ
ろ
で
、「
苦
し
く
も
あ
る
か
」

（
万
葉
・
七
一
七
）
／
「
貴た
ふ
とく

も
あ
る
か
」（
万
葉
・
17
三
九
二
二
）
／
「
悲
し

く
も
あ
る
か
」（
万
葉
・
19
四
二
七
九
）
／
「
嬉う
れ

し
く
も
あ
る
か
」（
万
葉
・

19
四
二
八
四
）
な
ど
が
、
そ
の
具
体
的
用
例
で
あ
る
。
小
稿
の
推
論
の
う
ち
の
最

も
大
き
な
論
拠
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。な
お
、筆
者
は
、「
ば
こ
そ
あ
ら
め
」（「
國

學
院
雑
誌
」
第
七
十
八
巻
十
一
号
・
昭
和
五
十
二
（
１
９
７
７
）
年
）
に
お
い
て
、

被
補
助
語
省
略
に
よ
る
補
助
動
詞
「
あ
り
」
の
独
り
歩
き
と
い
う
説
明
を
し
た
こ

と
が
あ
る
。
補
助
・
被
補
助
の
関
係
は
、
補
助
語
の
働
き
を
借
り
て
構
成
さ
れ
る

と
こ
ろ
か
ら
、
ど
ち
ら
か
を
省
略
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
機
能
は
保
ち
え
た
か

と
思
っ
て
い
る
。
現
代
語
で
い
う
と
、「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
の
補
助
語
「
ご

ざ
い
ま
す
」
の
省
略
と
し
て
成
っ
た
感
動
詞
「
お
は
よ
う
」
も
、
そ
の
一
例
と
い

え
よ
う
。

（
18
） 

橋
本
進
吉
『
新
文
典
別
記
』（
冨
山
房
・
昭
和
十
（
１
９
３
5
）
年
）
第
三
篇
「
文

の
成
分
」
第
九
章
「
独
立
語
」（
一
五
七
ペ
ー
ジ
）
に
拠
っ
て
い
る
。
そ
の
独
立

語
を
🄐
🄑
🄒
🄓
の
四
項
に
分
け
、そ
の
🄒
を「
提
示
の
語
」と
し
て
、「
九
月
一
日
、

私
は
一
生
こ
の
日
を
忘
れ
な
い
で
せ
う
。」
な
ど
の
例
文
を
挙
げ
て
い
る
。「
私
は

一
生
九
月
一
日
を
忘
れ
な
い
で
せ
う
。」
の
「
九
月
一
日
」
を
提
示
し
て
、
本
来

の
一
文
の
「
九
月
一
日
を
」
を
提
示
語
「
九
月
一
日
」
に
言
い
換
え
て
い
る
、
と

解
説
し
て
い
る
。


