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統
語
論
－
単
語
の
二
重
分
節
を
中
心
に
し
て

統
語
研
究
の
二
つ
の
立
場

　
小
論
で
は
、
統
語
論
の
中
に
お
け
る
単
語
の
重
要
性
に
焦
点
を

絞
り
、
解
説
を
試
み
る
。
文
は
こ
と
ば
の
研
究
の
中
で
最
大
の
構

造
的
な
単
位
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
文
の
中
に
は
、
そ
の
．
一
一
冒
語

で
見
つ
か
る
す
べ
て
の
品
詞
情
報
を
担
っ
た
単
語
が
現
れ
う
る
か

ら
で
あ
る
。
統
語
論
は
、
こ
の
文
を
主
な
対
象
と
し
て
、
そ
れ
を

構
成
す
る
要
素
問
の
配
列
お
よ
び
要
素
の
持
つ
分
布
特
性
か
ら
、

文
の
構
成
を
論
ず
る
。
そ
の
場
合
、
考
察
の
基
礎
を
単
語
に
置
く

か
、
単
語
の
集
積
と
し
て
の
句
に
置
く
か
で
、
立
場
は
、
大
き
く

　
　
　
　
　
　
（
1
）

二
つ
に
分
か
れ
る
。
句
（
冨
轟
零
）
は
構
成
要
素
（
o
g
堅
ざ
．

9
一
）
と
も
呼
ば
れ
る
。
前
者
の
立
場
は
、
テ
ニ
エ
ー
ル
に
代
表

さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
依
存
文
法
（
箒
寝
己
彗
2
0
q
轟
冒
唱
胃
）

青
　
　
山

文
　
　
啓

に
源
流
が
あ
る
。
後
者
の
立
場
は
、
ブ
ル
ー
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
の
構

造
言
語
学
か
ら
現
在
の
生
皮
文
法
（
①
q
彗
①
冨
巨
き
o
q
§
昌
∋
胃
）

に
い
た
る
ま
で
ア
メ
リ
カ
で
主
流
を
占
め
て
き
た
老
え
方
で
あ
る
。

　
「
統
語
論
」
は
、
国
内
の
研
究
者
の
間
で
「
構
文
論
」
「
統
辞

論
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
用
語
の
間
に
は
、
「
惑
星
」

と
「
遊
星
」
と
い
う
用
語
の
使
わ
れ
方
に
も
似
て
、
研
究
者
の
出

自
や
志
向
に
応
じ
て
使
い
分
け
が
見
ら
れ
る
。
「
統
語
論
」
と
い

う
用
語
は
英
語
学
の
研
究
者
の
問
で
、
「
構
文
論
」
は
国
語
学
や

工
学
を
中
心
と
す
る
日
本
語
研
究
者
の
問
で
、
「
統
辞
論
」
は
フ

ラ
ン
ス
語
や
ロ
シ
ア
語
な
ど
を
中
心
と
す
る
研
究
者
の
間
で
、
そ

れ
ぞ
れ
使
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
こ
で
「
統
語
論
」
の
名
称

を
採
用
す
る
の
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
「
単
語
」
を
統
語
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

究
の
中
心
と
見
な
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
先
に
触
れ
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（43）統語論一単語の二重分節を中心にして

た
「
依
存
文
法
」
の
別
称
と
し
て
「
従
属
文
法
」
が
あ
る
。
英
語

学
で
「
従
属
節
」
（
3
潟
ま
彗
ミ
彗
σ
O
『
昌
畠
↓
①
⊆
竃
ω
①
）
の
名

称
が
、
国
語
学
で
「
従
属
句
」
の
名
称
が
そ
れ
ぞ
れ
確
立
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
考
え
れ
ぱ
、
「
従
属
文
法
」
の
訳
語
は
一
般
化
し
て

い
な
い
も
の
の
、
根
拠
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
以
下
で
は
、
文

の
中
に
お
け
る
単
語
間
の
関
係
を
述
べ
る
場
合
、
従
来
か
ら
用
い

ら
れ
て
き
た
「
修
飾
」
（
目
O
婁
饒
O
き
9
）
を
使
用
す
る
が
、
注

意
を
要
す
る
の
は
、
「
修
飾
」
と
い
う
用
語
が
修
飾
句
を
強
調
す

る
の
に
対
し
て
、
「
従
属
－
依
存
」
は
被
修
飾
語
（
主
要
部
）
の

方
を
強
調
す
る
点
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
Y
は
X
を
修
飾
す
る
」

は
「
Y
は
X
に
従
属
－
依
存
す
る
」
と
同
義
的
に
言
い
換
え
ら
れ

る
。
近
年
、
後
者
の
用
語
が
好
ま
れ
る
の
は
、
以
下
で
も
詳
し
く

述
べ
る
よ
う
に
、
被
修
飾
語
の
重
要
性
が
改
め
て
認
識
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
統
語
論
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
被
修
飾

語
は
、
小
論
で
あ
げ
る
デ
ー
タ
に
関
す
る
限
り
、
動
詞
に
代
表
さ

れ
る
用
言
か
名
詞
に
代
表
さ
れ
る
体
言
か
、
二
つ
に
一
つ
で
あ
る
。

　
単
語
間
の
修
飾
関
係
に
つ
い
て
触
れ
る
前
に
、
三
つ
の
領
域
に

分
け
て
問
題
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、
文
を
考
察
の
対

象
に
す
る
場
合
、
一
般
に
、
統
語
論
、
意
味
論
、
運
用
論
の
三
つ

の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
に

つ
い
て
触
れ
る
必
要
が
あ
る
。
二
つ
目
に
考
え
た
い
の
は
、
単
語

を
構
成
す
る
音
声
と
、
単
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
文
の
、
三
者

間
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
文
を
構
成
す
る
単
語
問
の
関
係
は
、

単
語
の
属
す
る
品
詞
に
立
脚
し
て
論
じ
ら
れ
る
の
で
、
三
つ
目
に
、

単
語
の
担
う
品
詞
情
報
に
つ
い
て
考
察
し
な
が
ら
、
最
初
に
あ
げ

た
三
つ
の
観
点
を
振
り
返
る
こ
と
に
す
る
。

統
語
論
、
意
味
論
、

運
用
論

　
統
語
論
（
ξ
鼻
翼
）
が
形
式
面
か
ら
文
の
性
格
を
考
察
す
る

の
に
対
し
て
、
意
味
論
（
器
8
竃
ぎ
ω
）
は
内
容
面
か
ら
文
を
考

察
す
る
。
統
語
論
と
意
味
論
の
二
分
が
文
と
い
う
表
現
形
式
の
範

囲
内
に
留
ま
る
の
に
対
し
て
、
運
用
論
（
召
晶
昌
算
ざ
ω
）
で
は
、

あ
る
文
が
発
話
さ
れ
る
場
面
に
考
察
の
焦
点
を
合
わ
せ
る
（
こ
の

分
野
は
英
語
学
の
研
究
者
の
問
で
は
「
語
用
論
」
と
呼
ば
れ
る
場

合
が
多
い
）
。
つ
ま
り
、
同
じ
文
が
使
用
さ
れ
る
場
面
、
こ
と
に
、

ど
の
よ
う
な
幅
を
持
っ
て
理
解
さ
れ
う
る
か
に
考
察
の
主
眼
が
置

か
れ
る
。
例
え
ぱ
、
あ
る
女
性
が
帰
宅
し
た
子
供
に
向
か
っ
て

「
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
イ
チ
ゴ
が
あ
る
わ
よ
」
と
い
え
ば
、
「
イ
チ
ゴ

を
食
べ
な
さ
い
」
と
い
う
提
案
と
し
て
普
通
は
理
解
さ
れ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
同
じ
女
性
が
こ
の
文
を
高
級
レ
ス
ト
ラ
ン
で
客
と
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し
て
、
自
分
の
紹
か
れ
た
テ
ー
ブ
ル
に
目
を
や
り
な
が
ら
ウ
エ
イ

タ
ー
に
向
か
っ
て
い
う
場
面
で
は
、
そ
れ
は
「
早
く
イ
チ
ゴ
を
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

た
づ
け
て
」
と
い
う
叱
責
と
受
け
と
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
。

　
ち
な
み
に
、
日
本
語
の
敬
語
の
問
題
は
、
「
手
紙
を
読
む
」
か

ら
謙
譲
表
現
「
（
話
し
手
が
）
お
手
紙
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
く
」

や
、
尊
敬
表
現
「
（
話
し
手
以
外
の
人
が
）
お
手
紙
を
お
読
み
に

な
る
」
が
そ
れ
ぞ
れ
で
き
あ
が
る
よ
う
に
、
単
語
問
の
選
択
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
統
語
論
に
も
関
係
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
れ

ら
の
使
い
分
け
は
意
味
論
で
扱
わ
れ
る
よ
り
、
運
用
論
の
分
野
で

扱
わ
れ
る
べ
き
話
題
を
多
く
含
む
。
例
え
ぱ
、
「
い
ま
三
時
だ
よ
」

と
「
た
だ
い
ま
三
時
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
の
二
つ
の
表
現
で
は
、

意
味
論
で
扱
わ
れ
る
は
ず
の
命
題
部
分
に
何
の
変
更
も
見
ら
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
研
究
領
域
を
統
語
論
、
意
味
論
、
運
用
論
に
三
分

す
る
こ
と
は
、
バ
ー
ス
、
モ
リ
ス
、
ヵ
ル
ナ
ッ
プ
な
ど
、
言
語
を

信
号
体
系
一
般
の
中
で
論
じ
よ
う
と
し
た
記
号
論
研
究
の
先
駆
者

に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
区
別
で
あ
る
。
し
か
し
、
統
語
論
お
よ
び

意
味
論
か
ら
運
用
論
を
区
別
す
る
の
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
ラ
ン
グ

ー
パ
ロ
ー
ル
、
チ
冒
ム
ス
キ
ー
の
能
カ
ー
運
用
の
区
別
に
通
じ
る

も
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
文
を
パ
ロ
ー
ル
の
単
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
考
え
た
点
で
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
と
は
異
な
る
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
方
の
意
味
論
が
主
に
平
叙
文
の
命
題
部
分
を
扱

う
の
に
対
し
て
、
運
用
論
は
そ
こ
か
ら
命
題
を
除
い
た
叙
法
部
分

を
主
な
対
象
に
す
る
。
ま
た
、
運
用
論
で
は
、
平
叙
文
だ
け
で
な

く
、
質
問
文
、
命
令
文
、
感
嘆
文
、
さ
ら
に
統
語
論
や
意
味
論
で

通
例
は
不
問
に
付
さ
れ
る
、
挨
拶
表
現
、
受
け
答
え
、
言
い
誤
り

や
修
正
等
を
含
め
た
不
完
全
文
や
、
沈
黙
の
使
用
ま
で
も
が
考
察

の
対
象
に
さ
れ
る
。
さ
ら
に
多
言
語
社
会
の
目
常
ま
で
考
慮
す
れ

ぱ
、
一
文
の
内
と
外
と
で
別
々
の
言
語
が
混
在
す
る
コ
ー
ド
．
ス

イ
ッ
チ
ン
グ
（
8
ま
ー
ω
至
8
巨
晶
）
ま
で
射
程
に
収
め
る
必
要

が
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
意
味
論
と
運
用
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
扱

う
対
象
領
域
を
補
い
合
っ
て
い
て
、
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い

統
一
体
の
二
つ
の
側
面
で
あ
り
、
こ
の
分
割
を
否
定
す
る
研
究
者

も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
意
味
論
と
運
用
論
の
区
別
は
一
面
で
、

辞
央
（
2
き
o
畠
q
）
と
百
科
事
典
（
彗
ξ
〇
一
ε
＆
邑
の
区

別
に
並
行
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
両
者
の
連
続
す
る
関
係
に
つ

い
て
も
後
で
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
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（45）統語論一単語の二重分節を中心にして

単
語
と
二
重
分
節

　
ヒ
ト
の
使
う
言
語
に
は
平
均
二
〇
か
ら
三
〇
の
音
声
レ
パ
ー
ト

リ
ー
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
私
た
ち
の
母
語
で
あ
る
日
本
語
（
そ

の
標
準
語
で
あ
る
東
京
方
言
）
は
、
五
つ
の
母
音
と
一
九
の
子
音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

を
音
素
レ
ベ
ル
で
区
別
す
る
。
こ
れ
は
世
界
中
に
五
〇
〇
〇
－
か
ら

七
〇
〇
〇
ほ
ど
存
在
す
る
と
い
わ
れ
る
個
別
言
語
の
平
均
的
な
音

声
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
ち
ょ
う
ど
収
ま
る
数
で
あ
る
。
一
方
、
ベ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ベ
ッ
ト
・
モ
ン
キ
ー
は
三
六
種
の
音
声
を
持
つ
と
い
わ
れ
る
が
、

音
声
を
配
列
し
て
そ
れ
よ
り
上
の
単
位
で
あ
る
単
語
を
形
成
す
る

こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
ら
が
同
種
間
で
や
り
と
り
で
き

る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
上
限
が
音
声
の
数
に
隈
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。　

こ
れ
に
対
し
て
、
配
列
は
ヒ
ト
の
言
語
を
他
の
動
物
の
伝
達
シ

ス
テ
ム
か
ら
区
別
す
る
一
大
特
徴
で
あ
る
。
音
声
レ
パ
ー
ト
リ
ー

の
平
均
値
は
二
〇
か
ら
三
〇
に
過
ぎ
な
い
が
、
成
人
の
頭
の
中
に

は
、
そ
れ
を
配
列
し
て
形
成
さ
れ
た
万
単
位
の
単
語
が
記
憶
さ
れ

て
い
る
。
と
す
れ
ぱ
、
私
た
ち
の
こ
と
ぱ
の
知
識
は
個
々
の
単
語

を
基
体
と
し
、
他
の
単
語
と
の
配
列
に
あ
た
っ
て
参
照
さ
れ
る
、

語
形
成
、
活
用
、
修
飾
な
ど
に
関
す
る
情
報
は
、
そ
の
単
語
を
検

索
用
の
窓
口
と
す
る
形
で
記
憶
の
中
に
格
納
さ
れ
て
い
る
は
ず
で

あ
る
（
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ぱ
、
以
前
に
触
れ
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
と

チ
ヨ
ム
ス
キ
ー
の
相
違
は
中
和
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
注
意
）
。

　
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
ち
、
単
語
を
中
心
と
し
て
、

そ
れ
を
構
成
す
る
単
位
で
あ
る
音
声
と
そ
れ
か
ら
構
成
さ
れ
る
単

位
で
あ
る
文
と
を
区
別
し
て
、
ヒ
ト
の
言
語
は
二
重
性
（
o
；
〒

－
q
）
が
あ
る
、
あ
る
い
は
二
重
分
節
（
o
8
巨
①
彗
ま
巨
匝
巨
昌
）

さ
れ
る
、
と
い
う
。
前
者
は
ホ
ケ
ッ
ト
の
、
後
者
は
マ
ル
テ
ィ
ネ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
〕

の
使
用
す
る
用
語
で
あ
る
。
あ
る
個
人
の
使
用
語
彙
が
そ
の
理
解

語
彙
の
部
分
集
合
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
私
た
ち
の
記
億
で
き
る
単
語
に
限
り
が
あ
り
個
人
に
よ
っ

て
偏
差
が
あ
る
一
方
で
、
そ
の
総
体
が
一
生
を
通
じ
て
不
変
と
い

う
こ
と
も
あ
り
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
外
来
語
の
流
入
あ
る
い

は
新
語
や
専
門
語
の
形
成
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
個
別
言
語

の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
単
語
の
総
量
が
単
純
に
は
捉
え
が
た
い
実

体
で
あ
り
、
そ
の
言
語
を
取
り
巻
く
外
的
条
件
に
よ
っ
て
単
語
の

総
体
に
大
き
な
偏
差
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
単
語
が
音
声
の
配
列
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る

こ
と
と
、
単
語
を
配
列
し
て
文
を
形
成
す
る
こ
と
の
間
に
は
大
き

な
違
い
が
あ
る
。
前
者
の
特
徴
は
悉
意
性
（
彗
σ
享
胃
三
轟
ω
）
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と
呼
ば
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
単
語
を
構
成
す
る
音
声
は
そ
の
言

語
の
持
つ
音
節
構
造
の
制
約
の
範
囲
内
で
配
列
さ
れ
る
が
、
音
声

の
配
列
が
何
ら
か
の
意
味
に
対
応
す
る
と
い
う
形
で
そ
れ
を
定
式

化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
逆
に
、
こ
う
し
た
惑

意
性
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
個
人
あ
る
い
は
；
目
語
に
お
け
る
単
語

の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
解
放
性
が
あ
た
え
ら
れ
、
上
に
述
べ
た
外

来
語
の
流
入
や
専
門
語
の
形
成
が
自
由
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に

．
（
8
）

な
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
単
語
の
大
半
が
複
合

名
詞
あ
る
い
は
固
有
名
詞
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
）

　
例
え
ば
、
目
本
語
で
．
ω
当
．
「
サ
イ
」
と
、
末
尾
音
．
－
．
を
固
定

し
て
そ
の
前
を
入
れ
換
え
た
．
叫
色
．
「
葦
」
と
の
問
、
ま
た
英
語
で

．
ま
O
q
．
「
イ
ヌ
」
と
、
中
央
の
音
．
O
．
を
軸
に
し
て
そ
の
前
後
を
入

れ
換
え
た
．
O
q
邑
．
「
神
」
と
の
問
に
、
有
契
的
な
、
つ
ま
り
悉
意

的
で
な
い
対
応
を
見
出
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
と
こ
ろ
が
後
者

の
、
文
に
お
け
る
単
語
の
配
列
で
は
、
日
本
語
の
「
太
郎
は
花
子

が
好
き
だ
」
に
上
と
同
様
の
操
作
を
加
え
た
「
花
子
は
太
郎
が
好

き
だ
」
、
あ
る
い
は
英
語
の
．
』
O
；
一
〇
く
鶉
書
胃
｝
．
に
同
様
の
操

作
を
加
え
た
．
ζ
胃
く
－
o
く
①
ω
』
g
箏
、
の
場
合
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
対
に
見
ら
れ
る
類
似
と
相
違
は
単
語
の
配
列
の
問
題
に
帰
着

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
統
語
論
の
領
域
が
始
ま
る
が
、

そ
こ
で
私
た
ち
に
課
さ
れ
た
仕
事
は
、
音
声
配
列
が
統
語
情
報
と

出
会
う
、
単
語
と
い
う
不
可
思
議
な
実
体
の
問
に
見
ら
れ
る
規
則

性
を
追
い
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。

品
詞
－
辞
典
と
百
科
事
典
を
例
に

　
品
詞
情
報
を
含
む
単
語
の
性
格
づ
け
が
必
要
と
な
る
の
は
、
上

に
見
た
よ
う
な
、
文
の
中
に
お
け
る
単
語
問
の
配
列
を
定
式
化
す

る
た
め
で
あ
る
。
品
詞
を
語
る
の
に
都
合
の
よ
い
出
発
点
は
、
辞

典
と
百
科
事
典
に
見
ら
れ
る
見
出
し
語
の
違
い
で
あ
る
。
辞
典
に

は
、
そ
の
言
語
で
見
つ
か
る
す
ぺ
て
の
品
詞
が
見
出
し
語
と
し
て

登
録
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
辞
典
本
来
の
目
的
は
、
単
語
の
持
つ
、

語
形
成
、
活
用
、
修
飾
な
ど
の
情
報
を
示
す
こ
と
に
あ
る
の
で
、

見
出
し
語
と
し
て
優
先
的
に
登
録
さ
れ
る
の
は
単
純
語
で
あ
り
、

複
合
名
詞
や
固
有
名
詞
が
見
出
し
語
に
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。

一
方
、
百
科
事
典
に
登
録
さ
れ
る
の
は
名
詞
の
う
ち
固
有
名
詞
と

普
通
名
詞
に
限
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
辞
典
と
は
逆
に
、
百
科
事
典

で
優
先
的
に
見
出
し
語
に
登
録
さ
れ
る
の
は
複
合
語
の
方
で
あ
る
。

　
理
想
的
に
は
、
辞
典
に
は
あ
る
見
出
し
語
が
他
の
見
出
し
語
と

の
問
に
有
す
る
用
法
が
記
載
さ
れ
、
百
科
事
典
に
は
見
出
し
語
の

持
つ
概
念
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
も
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と
も
と
名
詞
の
数
は
、
ど
の
言
語
で
も
他
の
品
詞
を
圧
倒
し
て
無

限
と
も
い
え
る
ほ
ど
多
い
。
こ
の
た
め
、
辞
典
に
は
収
ま
り
き
ら

ず
別
に
百
科
事
典
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
見
方
も
可
能
で
あ
る
。

実
際
、
各
種
の
専
門
用
語
お
よ
び
現
代
用
語
事
典
は
、
百
科
事
典

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

か
ら
分
派
し
た
も
の
で
あ
る
。

連
用
と
連
体

　
日
本
語
で
は
、
書
き
こ
と
ば
に
お
け
る
完
全
文
に
焦
点
を
合
わ

せ
る
限
り
、
文
は
す
べ
て
用
言
（
動
詞
、
形
容
詞
、
助
動
詞
）
で

終
わ
る
。
こ
こ
で
用
言
の
中
に
「
形
容
動
詞
」
を
合
め
な
い
の
は
、

次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
国
語
辞
典
の
大
半
は
、

名
詞
に
後
続
す
る
助
動
詞
の
ダ
「
学
生
ー
ダ
」
と
、
形
容
動
詞
の

末
尾
要
素
で
あ
る
は
ず
の
ダ
「
好
き
／
ダ
」
と
を
同
一
物
と
見
な

し
て
、
形
容
動
詞
に
つ
い
て
は
語
幹
だ
け
を
見
出
し
語
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
見
出
し
語
の
立
て
方
は
、
形
容
動
詞
を
白
動
的
に
無

活
用
と
見
な
す
こ
と
に
な
る
。
形
容
動
詞
を
用
言
の
一
つ
と
認
め

な
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
実
際
の
テ
キ
ス
ト
に
現
れ
る
文
の
中
で
は
、

見
出
し
語
と
し
て
最
も
数
の
多
い
名
詞
を
合
む
体
言
で
は
使
用
頻

度
が
分
散
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
逆
に
数
の
少
な

い
動
詞
卒
助
動
詞
な
ど
の
用
言
に
使
用
頻
度
は
集
中
す
る
。
結
局
、

文
の
構
造
は
、
「
太
郎
と
花
子
」
な
ど
の
並
列
構
造
を
除
け
ば
、

用
言
を
修
飾
す
る
か
体
言
を
修
飾
す
る
か
、
つ
ま
り
連
用
か
連
体

か
の
二
つ
に
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
繰
り
返
し
と
し
て
記
述
で
き
る
。

（
両
者
を
そ
れ
ぞ
れ
、
イ
ェ
ス
ペ
ル
セ
ン
は
述
定
（
自
異
一
」
ω
）
お

よ
び
装
定
（
盲
冒
庄
昌
）
と
呼
ん
だ
。
現
在
で
も
こ
の
区
別
は
受

け
継
が
れ
て
い
る
が
、
彼
の
使
っ
た
用
語
お
よ
び
そ
の
訳
語
は
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
〕

用
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
）
。

　
例
え
ば
、
「
彼
女
は
中
国
語
の
勉
強
を
し
て
い
る
」
「
彼
女
は
水

玉
の
ス
カ
ー
フ
を
し
て
い
る
」
「
彼
女
は
シ
シ
リ
ア
人
の
顔
を
し

て
い
る
」
「
彼
女
は
小
学
校
の
教
師
を
し
て
い
る
」
に
お
い
て
、

動
詞
「
す
㌃
」
は
、
俸
言
を
連
用
修
飾
と
し
て
主
語
と
目
的
語
に

取
る
。
そ
し
て
、
そ
の
目
的
語
の
内
部
に
は
連
体
修
飾
が
現
わ
れ

る
こ
と
か
ら
、
四
例
と
も
同
一
の
構
文
に
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
に

　
　
（
1
1
）

見
え
る
。
し
か
し
、
文
の
中
で
述
語
と
し
て
使
わ
れ
る
動
詞
や
形

容
詞
は
、
平
板
な
形
で
体
言
を
配
列
し
て
自
分
自
身
に
修
飾
さ
せ

る
わ
け
で
は
な
く
、
修
飾
に
は
階
層
関
係
が
見
ら
れ
る
。
特
に

「
す
る
」
の
よ
う
に
使
用
頻
度
の
高
い
用
言
ほ
ど
、
最
も
深
い
階

層
に
あ
る
連
用
修
飾
（
上
の
例
で
は
、
目
的
語
）
を
参
照
し
て
初

め
て
用
法
が
判
明
す
る
。
例
え
ぱ
、
四
例
中
、
二
番
目
の
「
ス
カ
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ー
フ
を
し
て
い
る
L
の
場
合
に
限
り
「
す
る
」
は
「
巻
く
」
と
同

義
的
で
あ
り
、
着
脱
動
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
便
宜
的
な
名
称
は
、
そ
の
目
的
語
に
「
着
脱
物
」
を
表
わ
す
名

詞
が
来
る
こ
と
の
簡
略
的
な
表
現
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
一
口
同
頻

度
の
動
詞
ほ
ど
、
用
法
の
解
明
は
名
詞
の
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
踏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

み
込
ん
だ
性
格
づ
け
に
依
存
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
も
う
一
つ
同
様
の
例
を
あ
げ
る
。
三
番
目
に
あ
げ
た
「
顔
」
と

い
う
身
体
部
位
を
表
わ
す
名
詞
を
目
的
語
に
取
る
例
は
、
四
例
中

最
も
「
他
動
詞
」
ら
し
く
な
い
、
と
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
内
省
は
、

連
体
修
飾
「
シ
シ
リ
ア
人
の
」
が
省
略
で
き
な
い
こ
と
、
そ
れ
と

連
動
し
て
、
「
し
て
い
る
」
を
「
す
る
」
で
置
き
換
え
ら
れ
な
い

こ
と
か
ら
も
傍
証
が
得
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
目
的
語
を
被
修

飾
語
に
し
た
「
彼
女
が
し
て
い
る
シ
シ
リ
ア
人
の
顔
」
は
、
「
シ

シ
リ
ア
人
」
の
よ
う
な
属
性
名
詞
が
修
飾
句
で
あ
る
限
り
は
不
可

能
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
動
詞
「
す
る
」
を
目
的
語

と
し
て
連
用
修
飾
す
る
名
詞
「
顔
」
に
何
ら
か
の
連
体
修
飾
が
必

要
か
否
か
は
、
こ
の
動
詞
が
身
体
部
位
を
表
わ
す
名
詞
を
目
的
語

に
取
づ
た
場
合
の
一
般
化
に
過
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
「
顔
を

洗
う
」
の
よ
う
に
同
じ
名
詞
が
別
の
動
詞
の
目
的
語
に
来
た
場
合

は
連
体
修
飾
を
必
要
と
し
な
い
し
、
上
に
あ
げ
た
他
の
三
例
の
場

合
も
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
か
ら
、

身
体
部
位
を
表
わ
す
名
詞
が
目
的
語
と
し
て
「
す
る
」
を
連
用
修

飾
す
る
場
合
、
こ
の
種
の
名
詞
に
と
っ
て
連
体
修
飾
が
必
須
で
あ

る
と
い
う
指
示
は
「
す
る
」
自
身
か
ら
出
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と

は
充
分
可
能
で
あ
る
（
恐
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
私
た

ち
の
頭
の
中
に
格
納
さ
れ
た
辞
書
（
一
Φ
竺
o
昌
）
モ
デ
ル
に
非
常

に
近
い
も
の
で
あ
る
）
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
が
一
例

で
も
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
統
語
論
は
、
連
用
が
連
体
よ
り
優
先

順
位
の
高
い
修
飾
情
報
で
あ
る
こ
と
を
一
般
論
と
し
て
提
示
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
統
語
論
に

お
い
て
も
単
語
は
無
視
で
き
な
い
実
体
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ

り
、
品
詞
情
報
の
み
に
主
と
し
て
頼
る
構
文
記
述
か
ら
は
充
分
な

一
般
性
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
教
訓
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
つ

の
言
語
に
お
い
て
最
大
の
メ
ン
バ
ー
を
誇
り
、
一
方
で
目
々
生
産

さ
れ
、
他
方
で
忘
れ
去
ら
れ
て
ゆ
く
名
詞
の
場
合
は
、
特
に
深
刻

な
問
題
を
提
示
す
る
。

　
も
う
一
つ
別
の
例
を
あ
げ
よ
う
。
日
本
最
大
の
見
出
し
語
を
誇

る
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）
に
は
四
四
万
に
及
ぶ
単
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
）

が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
七
三
・
一
九
％
が
名
詞
だ
と
い
う
。
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（
し
か
も
、
そ
こ
に
は
固
有
名
詞
も
形
容
動
詞
語
幹
も
代
名
詞
も

合
ま
れ
て
い
な
い
。
主
要
品
詞
の
内
訳
は
、
動
詞
五
・
七
二
％
、

代
名
詞
○
．
一
六
％
、
形
容
詞
一
・
O
O
％
、
形
容
動
詞
一
・
〇

九
％
、
副
詞
一
・
二
五
％
で
あ
る
。
）
こ
の
数
字
か
ら
す
れ
ぱ
、

品
詞
論
の
ゴ
、
、
、
箱
は
通
説
化
し
た
副
詞
で
は
な
く
名
詞
の
方
で
あ

り
、
あ
る
単
語
を
「
名
詞
」
と
表
示
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
多

く
を
語
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
統
語
論
に
お
い
て
有
意
義
な
一

般
化
に
な
か
な
か
到
達
で
き
な
い
の
は
、
大
量
に
存
在
し
、
周
辺

部
で
は
雑
多
な
性
格
を
見
せ
る
名
詞
の
せ
い
で
は
な
い
か
。
話
題

を
安
定
部
の
名
詞
に
限
つ
た
と
し
て
も
、
品
詞
表
示
以
上
の
情
報

を
ど
の
よ
う
な
形
で
手
に
入
れ
、
そ
れ
を
提
示
す
る
か
は
、
辞
書

中
心
の
統
語
論
が
早
急
に
解
決
す
べ
き
課
題
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

む
す
び

　
構
造
主
義
か
ら
生
成
文
法
に
い
た
る
一
つ
の
特
徴
は
、
共
時
－

通
時
、
ラ
ン
グ
／
バ
ロ
ー
ル
、
能
力
－
運
用
、
深
層
－
表
層
な
ど

の
二
分
法
を
多
用
し
て
他
方
を
切
り
捨
て
、
研
究
対
象
と
し
て
の

こ
と
ぱ
を
単
純
化
し
て
見
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
以
前
か
ら
行
な

わ
れ
て
い
た
文
法
－
辞
書
の
二
分
は
こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
再
解

釈
さ
れ
、
辞
書
つ
ま
り
単
語
は
切
り
捨
て
ら
れ
、
文
法
だ
け
が
自

立
し
て
研
究
さ
れ
う
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
き
た
。
生
成

文
法
の
登
場
か
ら
四
〇
年
以
上
経
過
し
た
今
、
私
た
ち
が
立
っ
て

い
る
地
点
か
ら
望
ん
で
い
る
の
は
、
少
な
く
と
も
統
語
論
に
関
す

る
隈
り
、
辞
書
と
文
法
が
連
綿
と
続
く
段
々
畑
の
よ
う
な
景
観
と

い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

＊
　
本
稿
は
も
と
も
と
、
別
の
目
的
で
ま
と
め
た
草
稿
に
、
改
訂
を
加

え
た
も
の
で
あ
る
。
多
少
な
り
と
も
役
立
つ
惰
報
が
含
ま
れ
て
い
る
と

す
れ
ぱ
、
南
不
二
男
先
生
と
高
橋
昭
氏
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
㌧
ま

た
、
掲
載
に
あ
た
っ
て
中
島
由
美
氏
の
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
を
申
し

添
え
て
感
謝
に
か
え
た
い
。

（
1
）
　
依
存
文
法
と
句
構
造
文
法
の
対
比
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る

　
著
書
（
四
章
）
を
参
照
。

ζ
凹
；
署
・
㍉
声
一
嚢
C
ぎ
§
O
彗
巨
膏
一
〇
彗
巨
膏

　
　
⊂
目
－
く
ω
『
ω
算
｝
市
『
①
ω
m
－

（
2
）
　
次
の
邦
訳
書
に
見
え
る
「
統
語
論
」
の
訳
語
は
、
最
も
早
い
時

　
期
に
属
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
里
o
o
昌
鶉
頁
「
・
（
畠
竃
）
卜
8
s
寒
嚢
．
2
o
ミ
く
昌
7
＝
〇
一
戸
雪
冨
一

　
ぎ
ユ
彗
o
ミ
ま
9
9
．
（
『
昔
一
目
語
』
三
宅
鴻
－
目
野
資
純
訳
、
大

　
修
館
、
一
九
六
二
）

（
3
）
　
以
下
の
著
書
（
二
三
二
－
二
三
九
頁
）
に
あ
げ
ら
れ
た
例
に
多

　
少
の
変
更
を
加
え
て
示
す
。
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＝
毫
8
巨
し
1
声
俸
士
轟
色
昌
一
団
．
（
お
O
O
ω
）
蟹
§
§
ぎ
㍗
』
O
O
S
葛
雨
．

　
　
o
o
o
ぎ
O
団
昌
一
〕
ユ
O
O
q
①
一
〇
與
冒
σ
『
己
O
q
①
C
目
＾
く
o
易
篶
｝
勺
『
o
ω
ω
・

（
4
）
　
こ
の
点
に
関
連
す
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
考
え
は
以
下
に
引
用
す
る

　
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
「
言
語
は
、
各
人
の
脳
裡
に
貯
蔵
さ
れ
た
印
刻
の
総
和
の
形
を
な

　
し
て
、
集
団
の
う
ち
に
存
在
す
る
、
そ
の
さ
ま
は
、
同
じ
辞
杳
を
各

　
人
が
一
部
ず
つ
所
有
す
る
の
に
似
て
い
る
」
（
o
o
ミ
ω
き
§
寒
涼
．

　
鳶
§
恩
忌
蔓
－
Φ
．
霊
ユ
㍗
巾
印
｝
o
↓
L
旨
①
．
『
一
般
一
一
冒
語
学
講
義
』
小

　
林
英
夫
訳
、
岩
波
書
店
、
初
版
一
九
四
〇
、
改
訂
版
一
九
七
二
、
二

　
三
頁
）

（
5
）
　
次
に
掲
げ
る
論
考
の
記
述
に
よ
る
。

　
城
生
伯
太
郎
（
一
九
七
七
）
現
代
日
本
語
の
音
韻
、
『
岩
波
講
座
日

　
　
本
語
五
一
音
韻
』
犬
野
晋
－
柴
田
武
編
、
岩
波
書
店
、
一
〇
七
－

　
　
一
四
五
頁

（
6
）
　
こ
の
記
述
は
次
の
著
書
（
三
章
）
に
よ
る
が
、
そ
一
一
に
は
嘔
吐

　
や
ク
シ
ャ
ミ
な
ど
の
生
理
音
が
合
ま
れ
る
と
い
う
。

　
ぎ
豆
O
．
一
嚢
↓
）
§
雨
ω
ミ
｝
9
ξ
嚢
§
』
彗
巨
島
？

　
　
○
凹
冒
σ
『
己
o
q
o
〇
三
毒
邑
q
？
霧
ω
、
（
『
現
代
言
語
学
二
〇
章
』

　
　
今
井
邦
彦
－
中
島
平
三
訳
、
大
修
館
、
一
九
九
二
）

（
7
）
次
に
あ
げ
る
、
ホ
ケ
ツ
ト
（
六
四
章
）
、
マ
ル
テ
イ
ネ
（
一
章
）

　
を
参
照
。
チ
ェ
イ
フ
（
三
章
）
に
は
両
方
の
用
語
が
紹
介
さ
れ
て
い

　
る
。

　
＝
O
o
斥
o
↑
ゴ
O
．
向
．
（
－
o
蜆
o
o
）
ト
O
o
S
；
o
｛
ミ
き
』
雨
§
卜
｛
S
寒
涼
ミ
o
吻
一

　
　
之
①
老
く
o
H
斥
二
≦
凹
o
∋
－
二
與
目
．

　
ζ
胃
巨
；
戸
＞
．
（
冨
3
）
卜
目
－
｛
轟
s
包
ざ
§
隻
§
き
δ
ミ
§
軸
・
巾
胃
珂

　
～
窃
ω
露
c
己
き
冨
－
邑
；
ω
宗
軍
彗
8
、
（
『
共
時
言
語
学
』
渡

　
瀬
嘉
朗
訳
、
白
水
社
、
一
九
七
七
）

　
○
ゴ
與
｛
9
考
．
■
－
（
－
o
↓
o
）
き
昌
茗
｝
曽
的
s
S
』
－
ぎ
雨
ω
｝
§
9
ミ
ミ
ミ
ト
8
S
，

　
寒
轟
雨
．
O
；
富
O
q
〇
一
仁
邑
き
邑
一
｝
O
｛
O
巨
冨
O
q
O
零
①
撃
（
『
意
味

　
　
と
言
語
構
造
』
青
木
晴
夫
訳
、
大
修
館
、
一
九
七
四
）

（
8
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
著
杳
（
例
え
ば
六
章
）
・
か
ら
得
ら
れ

　
る
情
報
は
質
と
量
、
と
も
に
圧
倒
的
で
あ
る
。

　
O
O
巨
－
目
與
9
向
．
（
－
o
㊤
N
）
b
膏
ミ
寺
冴
h
ぎ
§
§
註
軋
雨
『
留
§
o
き
雨
・
句
『
印
．

　
　
目
ζ
胃
け
｝
∋
竃
巴
『
旨
～
訂
旨
o
く
①
『
一
画
甲
（
『
こ
と
ぱ
の
経
済

　
　
学
』
諏
訪
功
ほ
か
訳
、
大
修
館
、
一
九
九
三
）

（
9
）
　
辞
典
の
類
型
に
つ
い
て
は
次
の
著
書
（
一
〇
章
）
に
詳
し
い
。

　
坂
本
英
子
－
鈴
木
重
幸
－
鈴
木
康
之
－
高
木
一
彦
－
宮
島
達
夫
（
一

　
　
九
六
四
）
『
語
彙
教
育
』
む
ぎ
書
房

（
1
0
）
　
欧
米
の
主
要
言
語
が
連
用
と
連
体
の
区
別
に
日
本
語
ほ
ど
熱
心

　
で
な
い
点
、
お
よ
び
こ
れ
ら
の
訳
語
の
来
歴
つ
い
て
は
、
次
に
あ
げ

　
る
拙
論
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。

　
青
山
文
啓
（
二
〇
〇
〇
a
）
活
用
と
統
語
－
日
本
語
と
ス
ペ
イ
ン

　
　
語
と
の
比
較
か
ら
、
『
目
本
語
と
外
国
語
と
の
対
照
研
究
w
一
日

　
　
本
語
と
ス
ペ
イ
ン
語
（
三
）
』
く
ろ
し
お
出
版
、
三
九
－
六
六
頁

　
青
山
文
啓
（
二
〇
〇
〇
b
）
目
本
語
の
主
語
を
め
ぐ
る
問
題
、
『
日

　
　
本
語
学
』
　
一
九
（
五
）
、
八
八
－
九
九
頁

（
1
1
）
　
同
様
の
例
を
扱
っ
た
次
の
拙
論
も
参
照
。

　
青
山
文
啓
（
一
九
九
八
）
二
重
主
語
構
文
と
辞
書
、
『
一
一
一
百
語
』
二
七

　
　
（
三
）
、
五
七
－
六
三
頁

（
1
2
）
　
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
最
も
重
要
な
論
考
は
、
次
に
掲
げ
る
も
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の
で
あ
る
。

　
宮
島
達
夫
（
一
九
九
六
）
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
多
義
性
、
『
日
本
語
文
法

　
　
の
諸
問
魎
』
鈴
木
泰
－
角
田
太
作
編
、
ひ
つ
じ
杳
房
、
二
九
－
五

　
　
二
頁

（
1
3
）
　
こ
の
デ
ー
タ
は
、
次
に
掲
げ
る
有
益
な
資
料
集
（
七
三
頁
）
に

要
約
さ
れ
た
松
田
栄
一
氏
の
論
考
（
一
九
七
九
）
に
よ
る
。

林
大
監
修
、
宮
島
達
夫
－
野
村
雅
昭
－
江
川
清
／
中
野
洋
／
真
田
信

　
治
／
佐
竹
秀
雄
編
（
一
九
八
二
）
『
図
説
目
本
語
』
角
川
書
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
桜
美
林
大
学
助
教
授
）

（51）統語論一単語の二重分節を中心にして
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