
こ
と
ば
の
し
く
み
を
考
え
る

（79） ことばのしくみを考える

　
　
　
0
　
は
じ
め
に

　
皆
さ
ん
は
「
文
法
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
何
を
連
想
す
る
で
し

上
う
か
。
「
書
か
な
い
、
書
き
ま
す
、
書
く
、
書
く
と
き
、
書
け

ば
、
書
け
」
な
ど
の
活
用
を
暗
記
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
と
も
、
英
文
法
の
時
間
に
「
主
語
が
三
人
称
単
数
現
在
の
時

に
は
、
動
詞
に
・
ω
を
つ
け
る
」
と
い
う
た
規
則
を
教
え
ら
れ
た

こ
と
で
し
上
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
皆
さ
ん
に
と
っ
て
「
文

法
」
と
は
「
暗
記
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

－
か
。

　
私
は
、
現
代
日
本
語
の
文
法
論
（
日
本
語
学
）
と
、
外
国
人

（
非
日
本
語
母
語
話
者
）
に
対
す
る
日
本
語
教
育
を
専
門
と
し
て

い
ま
す
。
こ
こ
で
は
前
者
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
が
、
こ
れ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
庵
　
　
　
　
功
　
　
　
雄

ら
お
話
し
す
る
「
文
法
」
と
い
う
の
は
皆
さ
ん
が
高
校
ま
で
で
知

っ
て
い
る
文
法
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
で
す
。

両
者
の
相
違
点
の
中
で
最
も
重
要
な
の
は
次
の
二
点
で
す
。

　
　
（
1
）
　
a
　
規
範
を
「
教
え
る
」
の
で
は
な
く
、
母
語
話
者

　
　
　
　
　
　
が
持
つ
文
法
知
識
の
「
記
述
」
を
目
的
と
す
る
。

　
　
　
　
b
　
正
し
い
文
だ
け
で
は
な
く
、
正
し
く
な
い
文
も

　
　
　
　
　
　
考
察
対
象
と
し
、
そ
の
文
が
な
ぜ
正
し
く
な
い

　
　
　
　
　
　
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
を
も
目
的
と
す
る
。

　
以
下
、
ま
ず
こ
の
二
点
に
つ
い
て
考
え
、
そ
の
後
、
皆
さ
ん
に

な
レ
み
深
い
概
念
で
あ
る
「
主
語
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。
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一橋論叢　第119巻 第4号 平成10年（1998年）4月号（80）

1

規
範
文
法
と
記
述
文
法

ー
ラ
抜
き
こ
と
ば
を
め
ぐ
っ
て
ー

　
ま
ず
（
1
）
a
に
つ
い
て
、
「
ラ
抜
き
こ
と
ば
」
と
呼
ば
れ
る

現
象
を
も
と
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
ラ
抜
き
こ
と
ぱ
と
は
、
次
の
よ
う
に
、
「
1
ら
れ
る
」
と
い
う

語
形
が
存
在
す
る
可
能
表
現
に
お
い
て
「
1
れ
る
」
と
い
う
語
形

を
使
う
（
「
ら
」
を
抜
く
）
表
現
の
こ
と
で
す
。

　
　
（
2
）
　
昨
臼
い
つ
も
見
て
る
番
組
が
あ
う
た
の
に
、
帰
り
が

　
　
　
　
　
遅
く
な
づ
て
見
れ
な
か
う
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
見
ら
れ
な
か
っ
た
〉

　
　
（
3
）
　
パ
ー
テ
ィ
ー
で
は
お
い
し
い
も
の
食
べ
れ
た
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
食
べ
ら
れ
た
〉

　
　
（
4
）
　
結
婚
式
で
一
番
嬉
し
か
っ
た
の
は
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド

　
　
　
　
　
レ
ス
を
着
れ
た
こ
と
で
す
。
　
　
　
〈
着
ら
れ
た
V

　
　
（
5
）
　
ず
っ
と
前
か
ら
パ
リ
に
来
た
か
っ
た
ん
だ
け
ど
、
や

　
　
　
　
　
っ
と
碧
。
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
来
ら
れ
た
〉

　
こ
う
し
た
ラ
抜
き
こ
と
ぱ
は
「
こ
と
ば
の
乱
れ
」
の
例
と
し
て

繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
、
「
こ
う
い
う
言
い
方
を
し
て
は
い
け

な
い
」
と
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
「
正
し
い
言
い

方
は
…
…
だ
」
「
－
…
と
い
う
言
い
方
を
し
て
は
い
け
な
い
」
と

い
っ
た
形
で
文
法
を
規
範
と
し
て
捉
え
る
立
場
を
「
規
範
文
法

（
肩
窃
o
『
号
饒
く
①
o
q
冨
昌
昌
彗
）
」
と
言
い
ま
す
。
こ
の
立
場
は
古

典
語
の
よ
う
に
既
に
そ
の
言
語
の
母
語
話
者
（
畠
ま
亮
名
竃
冨
『
）

が
い
な
く
な
っ
た
死
語
（
忌
ぎ
一
嘗
o
q
；
σ
q
①
）
を
対
象
と
す
る
場

合
に
は
一
定
の
有
効
性
を
持
ち
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
死
語
に
お
い

て
は
新
し
い
表
現
が
新
た
に
作
り
出
さ
れ
る
可
能
性
は
な
く
、
正

し
い
表
現
は
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
だ
か
ら
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
こ
う
し
た
立
場
に
対
し
て
、
そ
の
言
語
（
ま
た
は
方
言
）
に
お

い
て
現
に
使
わ
れ
て
い
る
表
現
を
重
視
し
、
そ
の
記
述
を
目
的
と

す
る
立
場
を
「
記
述
文
法
（
宗
ω
9
号
饒
く
①
O
q
S
昌
昌
彗
）
」
と
言

い
ま
す
。
現
在
の
文
法
研
究
は
基
本
的
に
こ
の
記
述
文
法
の
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
と
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
こ
の
立
場
で
は
母
語
話
者
が
持
っ

て
い
る
文
法
能
力
（
o
q
蟹
昌
昌
算
－
畠
－
8
昌
℃
g
彗
o
①
）
は
大
部
分

一
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
言
う

「
文
法
能
力
」
の
内
最
も
重
要
な
の
は
そ
の
文
が
正
し
い
文
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
か
否
か
を
判
断
で
き
る
能
力
で
す
。
例
え
ぱ
、
次
の
よ
う
な
文

は
日
本
語
学
習
者
が
よ
く
作
る
も
の
で
す
が
、
日
本
語
母
語
話
者

な
ら
こ
れ
ら
が
正
し
く
な
い
こ
文
で
あ
る
と
が
わ
か
り
ま
す
（
た

だ
し
、
正
し
く
な
い
こ
と
が
「
わ
か
る
」
と
い
う
こ
と
と
そ
の
理
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（81） ことぱのしくみを考える

由
が
「
説
明
」
で
き
る
こ
と
は
全
く
別
の
問
題
で
す
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
（
6
）
　
＊
先
生
が
私
に
こ
の
本
を
あ
げ
ま
し
た
。

　
　
（
7
）
　
＊
昨
日
は
家
に
テ
レ
ビ
を
見
て
い
ま
し
た
。

　
次
に
、
こ
の
規
範
文
法
と
記
述
文
法
と
い
う
視
点
か
ら
ラ
抜
き

こ
と
ぱ
を
見
て
い
き
ま
す
が
、
そ
の
前
に
動
詞
の
活
用
の
復
習
を

し
て
お
き
ま
し
上
う
。

　
現
代
臼
本
語
の
動
詞
は
活
用
の
種
類
に
よ
っ
て
五
段
動
詞
と
一

段
動
詞
に
大
別
さ
れ
ま
す
（
そ
の
他
に
「
来
る
」
と
「
す
る
」
は

や
や
特
殊
な
活
用
を
し
ま
す
）
。
五
段
動
詞
と
は
、
書
か
－
な
い
、

書
き
－
ま
す
、
書
く
」
書
け
－
ば
、
書
こ
ー
う
、
の
よ
う
に
語

幹
（
ー
の
上
の
部
分
）
が
一
つ
の
行
（
こ
の
場
合
力
行
）
の
五
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
段
に
わ
た
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
一
段
動
詞

は
、
着
1
な
い
、
着
ー
ま
す
、
着
る
1
、
着
1
れ
ば
、
着
－
よ
う
、

の
よ
う
に
語
幹
が
変
化
し
な
い
（
変
化
が
一
つ
の
段
ー
イ
段
ま
た

は
工
段
1
に
限
ら
れ
る
）
も
の
で
す
。

　
さ
て
、
問
題
の
ラ
抜
き
で
す
が
、
（
2
）
1
（
5
）
な
ど
か
ら
わ

か
る
よ
プ
に
、
ラ
抜
き
が
問
題
に
な
る
の
は
一
段
動
詞
（
と
「
来

る
」
）
の
場
合
で
す
（
「
す
る
」
は
「
で
き
る
」
と
い
う
別
形
を
持

っ
て
い
ま
す
）
。
こ
の
場
合
の
「
ー
ら
れ
る
」
は
次
の
よ
う
に

「
尊
敬
、
受
身
、
可
能
」
と
い
う
一
二
つ
の
意
味
を
表
し
ま
す
。

　
　
（
8
）
　
a
　
先
輩
は
バ
ー
テ
ィ
ー
で
ど
ん
な
ド
レ
ス
を
着
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
　
　
　
　
均
ん
で
す
か
？
　
　
　
　
　
　
　
（
尊
敬
）

　
　
　
　
b
　
パ
i
テ
ィ
ー
で
着
よ
う
と
思
っ
て
い
た
ド
レ
ス

　
　
　
　
　
　
を
妹
に
習
し
ま
っ
た
。
　
　
（
受
身
）

　
　
　
　
　
C
　
こ
ん
な
ド
レ
ス
は
パ
ー
テ
ィ
ー
で
は
葛

　
　
　
　
　
　
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
可
能
）

　
こ
こ
で
注
意
す
ぺ
き
な
の
は
ラ
抜
き
が
起
こ
る
の
は
可
能
の
場

合
だ
け
で
、
尊
敬
や
受
身
で
は
ラ
抜
き
は
起
こ
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
（
従
っ
て
、
（
8
’
）
a
や
b
は
非
文
法
的
に
な
り
ま
す
）
。

　
　
（
＆
）
　
a
＊
先
輩
は
パ
ー
テ
ィ
ー
で
ど
ん
な
ド
レ
ス
を
着
れ

　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
（
7
）

　
　
　
　
　
　
た
ん
で
す
か
？
　
　
　
　
　
　
　
　
（
尊
敬
）

　
　
　
　
b
＊
パ
ー
テ
ィ
ー
で
着
よ
う
と
思
っ
て
い
た
ド
レ
ス
．

　
　
　
　
　
　
を
妹
に
着
れ
て
し
ま
っ
た
。
　
　
　
（
受
身
）

　
　
　
　
　
C
　
こ
ん
な
ド
レ
ス
は
パ
ー
テ
ィ
ー
で
は
着
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
可
能
1
ー
ラ
抜
き
）

　
つ
ま
り
、
「
ラ
抜
き
」
は
無
原
則
に
起
こ
っ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
次
の
よ
う
に
「
ー
ら
れ
る
」
と
い
う
語
形
が
担
っ
て
い
る
機

能
を
分
割
す
る
た
め
に
起
こ
っ
て
い
る
現
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
す
。
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（
9
）

a

一
段
動
詞
（
「
来
る
」

　
　
b

を
含
む
）
の
体
系

毘1雰1議

－
ら
れ
る

葦1嚢可
能

1
ら
れ
る

ー
れ
る

　
　
　
8

（
ー
ら
れ
る
）

　
　
　
規
範
的
体
系
　
　
　
　
　
　
　
　
新
体
系

　
一
方
、
五
段
動
詞
の
場
合
は
ど
う
で
し
上
う
か
。
例
を
見
て
み

ま
し
よ
う
。

　
　
（
1
0
）
　
a
　
先
輩
は
今
度
ど
ん
な
本
を
書
か
れ
た
ん
で
す

　
　
　
　
　
　
　
か
？
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
尊
敬
）

　
　
　
　
　
b
　
こ
の
小
説
は
有
名
な
作
家
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
受
身
）

　
　
（
1
1
）
　
a
　
先
輩
、
こ
れ
は
ど
こ
で
買
わ
れ
た
ん
で
す
か
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
尊
敬
）

　
　
　
　
　
b
　
買
お
う
と
思
っ
て
目
を
付
け
て
い
た
カ
メ
ラ
を

　
　
　
　
　
　
　
先
に
買
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
　
　
　
（
受
身
）

　
（
1
0
）
（
u
）
な
ど
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
五
段
動
詞
で
「
尊

敬
」
や
「
受
身
」
を
表
す
の
は
「
1
れ
る
」
と
い
う
語
形
で
す
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
語
は
「
可
能
」
の
意
味
を
表
せ
る
で
し
ょ
う
か
。

　
　
（
1
2
）
　
a
＊
こ
の
ペ
ン
で
な
ら
う
ま
く
書
か
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
b
　
こ
の
ペ
ン
で
な
ら
う
ま
く
書
け
る
だ
ろ
う
。

　
　
（
1
3
）
　
a
＊
金
が
な
い
の
で
、
あ
れ
は
買
詞
。

　
　
　
　
b
　
金
が
な
い
の
で
、
あ
れ
は
買
え
な
い
。

　
（
1
2
）
（
1
3
）
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
五
段
動
詞
の
「
ー
れ
る
」

の
形
は
可
能
を
表
す
こ
と
が
で
き
ず
、
可
能
は
「
－
①
；
」
と
い

う
語
形
が
表
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
次
の
よ
う
な
例
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
明
治
頃
ま
で
は
五
段
動
詞
で
も
「
1
れ
る
」
の
形
で
可

能
の
意
味
を
表
し
て
い
ま
し
た
。

　
　
（
1
4
）
萌
黄
地
に
肉
色
で
大
き
く
鶴
の
丸
を
染
め
抜
い
た
更

　
　
　
　
紗
布
団
が
今
も
心
に
残
ウ
て
い
る
。
頭
が
さ
え
て
眠

　
　
　
　
ら
れ
そ
う
も
な
い
。
　
　
　
〈
眠
れ
そ
う
も
な
い
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
（
寺
田
寅
彦
「
竜
舌
蘭
」
明
治
三
八
年
）

　
　
（
1
5
）
恋
の
力
は
つ
い
に
二
人
を
深
い
惑
溺
の
淵
に
沈
め
た

　
　
　
　
　
の
で
あ
る
。
時
雄
は
も
う
こ
う
し
て
は
置
か
れ
ぬ
と

　
　
　
　
思
う
た
。
　
　
　
　
　
　
〈
こ
う
し
て
は
置
け
ぬ
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
囲
山
花
袋
「
布
団
」
明
治
四
〇
年
）

以
上
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
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（83） ことばのしくみを考える

（
1
6
）

a

五
段
動
詞
の
体
系

尊
敬

受
身

可
能

－
れ
る
（
－
『
宰
E
）

－
①
『
目

変
化

尊
敬

受
身

可
能

－
れ
る

　
　
　
現
体
系
“
規
範
的
体
系
　
　
　
　
　
　
旧
体
系

　
（
9
）
と
（
1
6
）
を
比
較
す
れ
ぱ
わ
か
る
よ
う
に
、
一
段
動
詞

（
「
来
る
」
を
含
む
）
で
起
こ
っ
て
い
る
「
ラ
抜
き
」
は
五
段
動
詞

で
起
こ
っ
た
変
化
と
完
全
に
平
行
的
な
も
の
と
言
え
ま
す
。
し
か

も
、
形
の
上
で
も
、
一
段
動
詞
の
「
ラ
抜
き
」
が
「
－
副
亮
昌
↓

1
篶
；
」
と
い
う
変
化
で
あ
る
の
に
対
し
、
五
段
動
詞
で
の
変
化

は
「
－
彗
①
；
↓
－
⑦
…
」
で
あ
り
、
脱
落
す
る
要
素
も
－
冨
1

と
－
彗
1
で
酷
似
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
「
ラ
抜
き

こ
と
ぱ
」
は
日
本
語
の
体
系
の
変
化
の
一
例
と
見
な
せ
ま
す
。
こ

う
し
た
変
化
は
急
激
に
起
こ
る
も
の
で
は
な
く
、
特
定
の
語
↓
全

体
、
話
し
言
葉
↓
書
き
言
葉
と
い
う
よ
う
に
徐
々
に
進
ん
で
い
く

の
が
一
般
的
で
す
。
そ
う
し
た
場
合
に
、
そ
う
し
た
変
化
を
「
こ

と
ば
の
乱
れ
」
と
し
て
排
除
す
る
規
範
文
法
的
な
視
点
で
は
言
語

の
特
徴
を
正
し
く
捉
え
ら
れ
な
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

2
　
記
述
文
法
に
お
け
る
記
述
と
は

　
前
述
の
よ
う
に
、
（
広
義
の
）
記
述
文
法
は
、
正
し
い
文
だ
け

で
は
な
く
、
正
し
く
な
い
文
も
考
察
対
象
と
し
、
そ
の
文
が
な
ぜ

正
し
く
な
い
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
を
も
目
的
と
し
ま
す
が
、
こ

れ
は
特
に
非
日
本
語
母
語
話
者
に
対
す
る
日
本
語
教
育
と
い
う
点

か
ら
重
要
で
す
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
助
詞
「
に
」
と

「
で
」
の
使
い
分
け
を
例
に
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
つ
ぎ
の
よ
う
な
例
を
見
る
と
、
「
に
」
と
「
で
」
は
共
に
「
場

所
」
を
表
す
と
言
え
そ
う
で
す
。

　
　
（
1
7
）
机
の
上
に
本
が
あ
る
。

　
　
（
1
8
）
　
さ
っ
き
、
都
屋
に
男
が
い
た
。

　
　
（
1
9
）
　
太
郎
と
花
子
は
ハ
ワ
イ
刊
結
婚
す
る
。

　
　
（
2
0
）
昨
日
、
都
屋
で
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
い
た
。

　
し
か
し
、
そ
う
し
た
説
明
で
は
次
の
よ
う
な
誤
用
を
防
ぐ
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
（
1
8
）
　
＊
さ
っ
き
、
部
屋
刊
男
が
い
た
。

　
　
（
2
0
）
　
＊
昨
日
、
部
屋
に
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
い
た
。

　
従
っ
て
、
両
者
の
使
い
分
け
を
記
述
す
る
た
め
に
は
「
場
所
」

と
い
う
概
念
を
よ
り
精
密
化
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
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を
念
頭
に
置
い
て
例
を
増
や
し
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
（
2
1
）
机
の
上
■
本
が
割
。
　
　
　
　
　
（
1
1
（
1
7
）
）

　
（
2
2
）
　
あ
そ
こ
■
ア
メ
リ
カ
人
が
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
（
2
3
）
　
床
■
お
金
が
落
ち
て
い
る
。

　
（
2
4
）
　
縁
側
■
、
土
地
の
富
豪
が
寄
付
し
て
く
れ
た
こ
も
か

　
　
　
　
ぷ
り
が
一
樽
と
、
新
入
り
の
者
た
ち
が
持
っ
て
き
た

　
　
　
　
五
合
入
り
徳
利
二
本
ず
つ
が
、
幾
対
か
な
ら
ん
で
い

　
　
　
　
剖
。
　
　
　
　
（
司
馬
遼
太
郎
「
菜
の
花
の
沖
」
）

　
　
（
2
5
）
　
太
郎
と
花
子
は
ハ
ワ
イ
で
結
婚
す
る
。
（
1
－
（
1
9
）
）

　
　
（
2
6
）
　
昨
日
、
こ
こ
で
パ
ー
テ
ィ
ー
が
あ
っ
た
。

　
　
（
2
7
）
　
そ
の
タ
、
総
領
の
彦
助
不
在
の
ま
ま
、
台
所
で
に
ぎ

　
　
　
　
　
や
か
な
酒
宴
が
張
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
司
馬
遼
太
郎
「
菜
の
花
の
沖
」
）

　
　
（
2
8
）
　
太
郎
は
部
屋
づ
勉
強
し
て
い
ま
す
。

　
（
2
1
）
1
（
2
4
）
は
「
に
」
し
か
使
え
な
い
例
で
、
（
2
5
）
1
（
2
8
）

は
「
で
」
し
か
使
え
な
い
例
で
す
。
両
者
の
述
語
を
比
べ
る
と
、

前
者
の
述
語
は
「
あ
る
、
い
る
」
の
よ
う
な
存
在
を
表
す
も
の
が

大
部
分
で
す
。
（
2
3
）
（
2
4
）
の
よ
う
に
「
ー
て
い
る
」
の
形
（
テ

イ
ル
形
）
の
動
詞
も
使
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
場
合
の
テ
イ
ル
形
は

動
作
の
継
続
で
は
な
く
、
動
作
の
結
果
の
残
存
を
表
し
て
い
ま
す

（
例
え
ば
、
「
（
誰
か
が
）
お
金
を
落
と
し
た
」
↓
「
お
金
が
落
ち

て
い
る
」
）
。
こ
れ
は
状
態
の
一
種
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
一
方
、
後
者
の
述
語
は
動
作
や
出
来
事
を
表
す
も
の
が
大
部
分

で
す
。
こ
の
場
合
の
テ
イ
ル
形
の
意
味
は
結
果
の
残
存
で
は
な
く
、

動
作
の
継
続
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
「
に
」
と
「
で
」
の
意
味
は
概
略
次
の

よ
う
に
記
述
で
き
ま
す
。

　
　
（
2
9
）
「
に
」
…
人
や
も
の
の
存
在
や
状
態
に
関
連
す
る
場

　
　
　
　
　
　
　
　
所
を
表
す
。

　
　
　
　
　
「
で
」
…
動
作
や
出
来
事
に
関
連
す
る
場
所
を
表
す
。

　
こ
の
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と
で
、
次
の
よ
う
な
「
に
」
も

「
で
」
も
使
え
る
例
を
説
明
で
き
ま
す
。

　
　
（
3
0
）
　
太
郎
は
机
の
上
a
に
／
b
で
立
っ
た
。

　
　
（
3
1
）
　
あ
の
建
物
の
前
a
に
／
b
で
車
を
止
め
ろ
。

　
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
、
a
の
「
に
」
が
使
わ
れ
る
の
は
そ
の
動

作
が
行
わ
れ
た
後
に
人
や
も
の
が
存
在
す
る
場
所
に
注
目
し
た
場

合
で
、
b
の
「
で
」
が
使
わ
れ
る
の
は
そ
の
場
所
を
動
作
が
行
わ

れ
る
空
間
と
見
な
し
た
場
合
な
の
で
．
す
。
従
っ
て
、
例
え
ば
、

（
3
1
）
b
で
は
（
3
1
）
a
に
比
ぺ
建
物
の
前
に
来
た
時
に
車
を
停
止

さ
せ
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
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以
上
、
文
法
的
記
述
の
一
例
を
極
め
て
簡
単
に
述
べ
ま
し
た
。

こ
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
現
代
の
文
法
研
究
は
経
験
的
な

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

（
①
昌
旦
ユ
o
巴
）
デ
ー
タ
に
基
づ
き
仮
説
を
立
て
そ
れ
を
別
の
デ
i

タ
に
基
づ
い
て
さ
ら
に
検
証
す
る
と
い
う
、
経
験
科
学
的
色
彩
を

強
く
持
っ
た
も
の
な
の
で
す
。

3
　
主
語
を
め
ぐ
っ
て

　
2
と
3
で
は
、
皆
さ
ん
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
あ
る
規
範
文
法
的

「
文
法
」
と
現
代
の
（
広
義
の
）
記
述
文
法
の
違
い
に
つ
い
て
簡

単
に
見
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
国
文
法
・
英
文
法
を
通
じ
て

皆
さ
ん
に
な
じ
み
深
い
概
念
で
あ
る
「
主
語
」
と
い
う
概
念
が
日

本
語
学
の
中
で
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
述
べ
、

文
法
学
に
つ
い
て
の
理
解
の
一
助
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

彗

9答
　3
次1

婁え轟翁の1
な竺一）蓋主
のと旨；の語
ε喜≡1畜志

㍍1ξ昌票
カ：亥；邑
　　彗
そでく　は
のは　何
理’　　で
由な　　し
はぜ　　よ
　　　うや・　　か一つ　　。○し
；た
が要
述素
語が

で
あ
る
g
（
団
昌
）
や
一
◎
き
と
「
一
致
（
品
亮
①
昌
彗
叶
）
」
す
る

か
ら
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
大
部
分
の
言
語
に
は
こ
う
し
た
述
語

と
の
一
致
関
係
を
持
つ
要
素
と
し
て
の
彗
g
①
g
が
存
在
し
ま
す
。

英
語
で
は
直
説
法
3
人
称
単
数
現
在
以
外
で
動
詞
の
形
が
変
化
す

る
の
は
雰
動
詞
の
場
合
だ
け
で
す
が
、
そ
の
他
の
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ

言
語
で
は
そ
れ
以
外
の
場
合
に
も
一
致
が
起
こ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

フ
ラ
ン
ス
語
で
は
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
　
（
3
4
）
　
凹
．
言
彗
巴
∋
①
ζ
凹
ユ
o
．
（
－
S
目
一
〇
×
霧
…
彗
一
①
．
）

　
　
　
　
　
σ
‘
z
o
易
竺
s
o
冨
ζ
彗
－
ρ
（
峯
①
－
o
き
ζ
胃
－
①
．
）

　
　
　
　
　
o
－
豪
巴
昌
①
『
o
鼻
竃
胃
－
Φ
．
（
↓
ぎ
｝
考
旨
－
◎
＜
⑦

　
　
　
　
　
　
…
彗
一
①
1
）

　
今
度
は
次
の
日
本
語
の
文
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
　
（
3
5
）
　
私
は
少
年
で
す
。

　
　
（
3
6
）
　
a
　
ジ
目
ン
は
メ
ア
リ
ー
を
愛
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
b
　
ジ
ョ
ン
が
メ
ア
リ
ー
を
愛
し
て
い
る
。

　
　
（
3
7
）
私
が
少
年
で
す
。

　
（
3
5
）
（
3
6
）
は
各
々
（
3
2
）
（
3
3
）
の
日
本
語
訳
で
す
。
こ
こ

で
、
（
3
3
）
は
（
3
6
）
a
，
b
の
い
ず
れ
に
も
翻
訳
で
き
る
の
に

対
し
、
（
3
2
）
は
（
3
5
）
の
よ
う
に
し
か
訳
せ
ま
せ
ん
。
（
（
3
7
）

も
不
可
能
で
は
あ
り
ま
せ
〃
が
、
（
3
7
）
が
使
わ
れ
る
文
脈
と
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（
3
2
）
が
使
わ
れ
る
文
脈
は
非
常
に
異
な
づ
て
い
ま
す
）

　
さ
て
、
（
3
2
）
（
3
3
）
と
（
3
5
）
（
3
6
）
の
対
応
関
係
か
ら
（
3
5
）

（
3
6
）
の
彗
亘
①
9
（
「
主
語
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
概
念
）
は
各
々

「
私
」
「
ジ
ョ
ン
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
す
。
実
際
、
学
校

文
法
等
で
は
主
語
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
（
3
8
）
　
「
壬
は
」
「
壬
が
」
で
表
わ
さ
れ
る
（
「
－
も
、
｛
さ

　
　
　
　
　
え
」
等
で
も
表
さ
れ
る
）
名
詞
旬
を
主
語
と
呼
ぷ
。

　
　
（
3
9
）
　
そ
れ
に
つ
い
て
何
か
を
述
べ
る
も
の
（
「
∫
は
／
が

　
　
　
　
　
－
す
る
」
「
－
は
／
が
何
だ
」
「
－
は
／
が
ど
ん
な

　
　
　
　
　
だ
」
な
ど
の
「
∫
は
／
が
」
に
当
た
る
も
の
）
を
主

　
　
　
　
　
語
と
呼
ぷ
。

　
（
鍋
）
は
形
式
的
な
定
義
、
（
3
9
）
は
意
味
的
な
定
義
で
す
が
、

ほ
ぽ
同
内
容
を
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ

う
し
た
定
義
で
は
次
の
よ
う
な
文
の
扱
い
が
困
る
の
で
す
。

　
　
（
4
0
）
　
こ
の
手
紙
は
だ
れ
が
書
い
た
の
？

　
　
（
4
1
）
　
さ
っ
き
こ
こ
に
あ
っ
た
リ
ン
ゴ
は
太
郎
が
食
べ
た
。

　
　
（
4
2
）
　
カ
キ
料
理
は
広
島
が
本
場
だ
。

　
　
（
4
3
）
　
象
は
鼻
が
長
い
。

　
（
3
8
）
の
よ
う
な
定
義
に
よ
れ
ば
（
4
0
）
1
（
4
3
）
に
は
主
語
が

二
つ
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
主
語
」
と
い
う
概
念

に
対
す
る
私
た
ち
の
直
感
に
反
す
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
、
上
述
の
よ
う
な
主
語
の
規
定
に
は

次
の
よ
う
な
問
題
も
あ
り
ま
す
。

　
　
（
4
4
）
　
a
　
こ
ち
ら
は
山
田
さ
ん
で
す
。

　
　
　
　
　
b
　
こ
ち
ら
が
山
田
さ
ん
で
す
。

　
（
4
4
）
a
，
b
は
共
に
文
法
的
な
文
で
す
が
、
使
わ
れ
る
状
況
は

非
常
に
異
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
第
三
者
に
「
山
田
さ
ん
」
を
紹

介
す
る
と
き
に
（
4
4
）
b
を
用
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
（
（
4
4
）

b
が
使
わ
れ
る
の
は
、
相
手
が
、
「
山
田
さ
ん
」
が
そ
こ
に
い
る

こ
と
は
わ
。
か
う
て
い
る
が
誰
が
そ
の
人
な
の
か
は
わ
か
っ
て
い
な

い
場
合
や
、
「
山
田
さ
ん
」
を
探
し
て
い
る
場
合
に
、
こ
の
人
が

（
あ
な
た
の
探
し
て
い
る
）
山
田
さ
ん
で
す
よ
、
と
教
え
る
よ
う

な
場
合
に
限
ら
れ
ま
す
）
。

　
ま
た
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
り
ま
す
。

　
　
（
4
5
）
　
a
　
太
郎
は
部
屋
に
入
る
と
、
す
ぐ
電
気
を
つ
け
た
。

　
　
　
　
　
b
　
太
郎
が
部
屋
に
入
る
と
、
す
ぐ
電
気
を
つ
け
た
。

　
（
4
5
）
a
で
は
「
電
気
を
つ
け
た
」
の
動
作
主
（
＞
o
q
彗
一
。
行

為
・
動
作
を
す
る
人
）
は
「
太
郎
」
な
の
に
対
し
、
（
4
5
）
b
の

「
電
気
を
つ
け
た
」
の
動
作
主
は
「
太
郎
」
で
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
は
」
と
「
が
」
に
は
用
法
に
大
き
な
違
い
が

470



( 87 ) C ~ ;~v) ~ < ~ ~~~~ ~ 

　
　
　
　
　
（
1
0
）

あ
る
わ
け
で
す
が
、
両
者
を
「
主
語
」
と
呼
ん
で
し
ま
う
と
こ
う

し
た
違
い
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

3
－
2
　
三
上
章
の
主
語
廃
止
論

　
以
上
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
一
貫
し
て
「
主
語
廃
止
論
」

（
日
本
語
に
は
主
語
は
な
い
と
す
る
論
）
を
唱
え
た
の
が
三
上
章

で
す
。
例
え
ば
、
三
上
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
（
H
）

　
　
主
語
は
、
主
格
が
或
る
特
別
な
働
き
を
す
る
国
語
に
お
い
て
、

　
　
そ
の
主
格
に
認
め
ら
れ
る
資
格
、
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
も

　
　
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
日
本
語
に
お
い
て
は
主
格
に
何
ら
特

　
　
別
な
働
き
が
見
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
主
語
と
い
う
の
は
日
本

　
　
文
法
に
と
っ
て
有
害
無
益
な
用
語
で
あ
る
か
ら
、
一
日
も
早

　
　
く
廃
止
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
（
三
上
章
（
一
九
五
三
）
『
現

　
　
代
語
法
序
説
」
く
ろ
し
お
出
版
。
七
三
－
七
四
頁
）

　
こ
の
よ
う
に
「
主
語
（
窒
亘
①
9
）
」
「
主
述
関
係
（
昌
9
①
9
－

肩
①
9
S
訂
邑
き
昌
）
」
と
い
う
も
の
を
廃
止
す
る
こ
と
を
主
張

し
た
三
上
は
、
日
本
語
文
の
基
本
的
な
構
造
を
「
主
題
（
題
目

；
①
昌
①
、
ド
O
旦
O
）
」
と
「
解
説
（
8
昌
昌
彗
一
）
」
か
ら
な
る
「
題

述
関
係
（
↓
O
旦
O
・
8
昌
昌
①
葦
至
ま
O
目
）
」
で
あ
る
と
見
な
し
ま

し
た
。
主
題
は
典
型
的
に
は
「
は
」
で
表
さ
れ
ま
す
が
、
「
な
ら
」

「
口
て
」
な
ど
で
も
表
さ
れ
ま
す
。

　
　
（
4
6
）
　
a
　
例
の
本
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
b
例
の
本
な
ら
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　
　
（
4
7
）
　
a
　
山
田
さ
ん
は
元
気
で
す
ね
。

　
　
　
　
b
　
山
田
さ
ん
っ
て
元
気
で
す
ね
。

3
－
2
i
1
　
無
題
化

　
前
述
の
よ
う
に
、
三
上
は
「
主
語
」
と
い
う
概
念
を
廃
し
、

「
は
」
を
「
主
題
」
と
し
て
位
置
づ
け
ま
し
た
。
一
方
、
「
が
」
は

「
主
格
」
に
当
た
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
が
」
は
英
語
（
な
ど
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
言
語
）
に
お
け
る
主
語
と
は
異
な
り
、
述
語
に
均
等
に

（
他
の
補
語
と
対
等
の
資
格
で
）
か
か
る
も
の
だ
と
し
た
の
で
す
。

こ
の
状
況
を
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
（
こ
う
し
た
図

を
「
樹
形
図
」
と
言
い
ま
す
）
。
こ
こ
で
、
ω
は
文
（
ω
①
巨
8
8
）
、

z
、
は
名
詞
句
（
z
o
；
雲
s
需
）
、
＜
勺
は
動
詞
句
（
＜
①
き

、
～
富
①
）
で
す
。
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（
4
8
）
　
英
語
の
場
合

　
z
勺
　
　
　
く
勺

一
ω
量
邑
＞

z
勺
　
　
＜

日
本
語
の
場
合

（
～
嵩
）
（
～
郎
）
（
～
【
）

主
格

　
こ
こ
で
次
の
文
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う

な
い
こ
と
を
表
し
ま
す
）
。

（
4
9
）

（
5
0
）

（
5
1
）

（
5
2
）

（
5
3
）

bababababa

（
φ
は
そ
こ
に
要
素
が

太
郎
は
大
学
生
で
あ
る
。

太
郎
が
大
学
生
で
あ
る
こ
と
（
は
間
違
い
な

い
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

戸
棚
の
中
の
ヶ
ー
キ
は
太
郎
が
食
べ
た
。

戸
棚
の
中
の
ケ
ー
キ
を
太
郎
が
食
べ
た
こ
と

（
は
問
違
い
な
い
。
）

太
郎
に
は
子
ど
も
が
な
い
。

太
郎
■
子
ど
も
が
な
い
こ
と
（
は
確
か
だ
。
）

太
郎
か
ら
は
連
絡
が
な
い
。

太
郎
か
ら
連
絡
が
な
い
こ
と
（
は
事
実
だ
。
）

昨
日
は
雨
が
降
っ
た
。

昨
日
釧
雨
が
降
っ
た
こ
と
（
は
事
実
だ
。
）

　
こ
の
（
4
9
）
1
（
5
3
）
か
ら
わ
加
る
よ
う
に
、
a
の
よ
う
な
文
で

は
「
は
」
を
伴
う
（
主
題
を
持
つ
）
表
現
が
自
然
で
も
、
b
の
よ

う
な
名
詞
句
の
中
で
は
「
は
」
は
使
わ
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
文

の
素
材
で
あ
る
名
詞
句
と
い
う
地
位
に
格
下
げ
さ
れ
た
こ
と
で
文

の
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
る
「
主
題
」
と
い
う
概
念
が
存
在
で
き
な

く
な
っ
た
た
め
と
見
な
せ
ま
す
が
、
こ
れ
を
使
う
と
、
「
は
」
に

よ
づ
て
主
題
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
た
名
詞
句
の
持
つ
格
の
種
類

が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
操
作
を
三
上
は
「
無
題
化
」
と
呼
ん
で
い

ま
す
。
こ
れ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
は
」
と
い
う
助
詞
は
題
述

関
係
上
、
様
々
な
格
の
代
理
を
し
て
い
ま
す
。
三
上
は
こ
れ
を

「
「
ハ
」
の
兼
務
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
主
題
と
い
う
概

念
を
理
解
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
概
念
で
す
。
「
「
ハ
」
の
兼

務
」
と
い
う
現
象
を
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
　
（
5
4
）

　
太
郎
は
花
子
を
殴
っ
た
。
　
　
　
　
　
■
胃
o
巨
一
｝
顯
自
8
ぎ
・

　
太
郎
は
花
子
を
殴
っ
た
〈
伝
達
の
レ
ベ
ル
〉
↓
彗
〇
一
巨
↓
ζ
害
く

　
主
題
　
　
　
解
説
　
　
　
　
　
　
　
　
主
題
　
　
解
説

　
太
郎
が
花
子
を
殴
っ
た
　
　
　
　
　
　
↓
胃
o
巨
甘
竃
彗
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
主
格
　
対
格
　
述
語
〈
命
題
の
レ
ベ
ル
〉
　
主
格
対
格
述
語

　
　
（
対
応
物
な
し
）
〈
文
法
関
係
の
レ
ベ
ル
〉
主
語
述
語
目
的
語
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つ
ま
り
、
三
上
に
よ
れ
ぱ
、
「
主
題
」
と
い
う
の
は
そ
の
文
で

述
べ
た
い
こ
と
は
何
か
と
い
う
言
語
の
伝
達
（
8
昌
目
昌
一
s
－

ま
自
）
に
関
わ
る
概
念
な
の
に
対
し
、
「
主
格
」
と
い
う
の
は
文

の
命
題
を
構
成
す
る
一
成
分
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
こ
こ
で
注
意

し
た
い
の
は
、
英
語
（
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ソ
づ
言
語
）
に
も
「
主

題
」
や
「
主
格
」
と
い
う
概
念
は
存
在
す
る
も
の
の
主
題
と
主
語

　
　
　
（
1
3
）

は
一
致
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
（
言
呈
旧
が
伝
達
の
た
め
に

存
在
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
主
題
と
い
う
概
念
は
全
て
の
言
語

に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
）
、
及
び
、
英
語
（
な
ど
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
言
語
）
に
は
主
題
、
主
格
以
外
に
「
主
語
」
と
い
う
文
法

関
係
（
o
q
冨
ヨ
昌
き
8
；
9
き
冒
）
を
表
す
概
念
が
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
三
上
は
日
本
語
の
文
法
学
に
極
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
在

野
の
研
究
者
で
す
が
、
彼
が
そ
の
生
涯
を
か
け
て
主
張
し
た
の
が

主
語
廃
止
論
（
主
語
抹
殺
論
）
で
し
た
。
三
上
は
、
日
本
文
法
が

英
文
法
を
無
批
判
に
模
倣
し
て
い
る
こ
と
を
強
く
批
判
し
た
の
で

す
。
例
え
ば
、
「
日
本
語
に
は
主
語
が
は
っ
き
り
し
な
い
」
か
ら

「
非
論
理
的
で
あ
る
」
と
い
っ
た
俗
説
に
対
し
、
日
本
語
に
は

「
主
語
」
は
な
い
が
「
主
題
」
は
存
在
し
、
日
本
語
は
「
主
題
－

解
説
」
と
い
う
構
造
を
基
本
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
日
本
語
が

非
論
理
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
全
く
当
た
ら
な
い
と
主
張
し
ま
し

た
（
三
上
章
（
一
九
六
三
）
『
日
本
語
の
論
理
』
く
ろ
し
お
出
版
）
。

つ
ま
り
、
日
本
語
に
あ
る
と
は
言
え
な
い
（
少
な
く
と
も
あ
る
か

な
い
か
を
「
日
本
語
の
事
実
を
基
に
」
考
え
た
と
は
言
え
な
い
）

「
主
語
」
と
い
う
概
念
を
英
語
を
猿
ま
ね
し
て
文
法
概
念
の
中
心

に
据
え
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
分
析
に
あ
う
文
だ
け
を
考
察
対
象

と
し
て
（
4
0
）
1
（
4
3
）
の
よ
う
な
与
こ
く
普
通
の
日
本
語
の
文
に
目

を
向
け
な
い
文
法
学
者
た
ち
の
姿
勢
を
批
判
し
た
の
で
す
。
次
の

三
上
の
言
葉
に
そ
う
し
た
姿
勢
が
よ
く
現
れ
て
い
ま
す
（
三
上

（
一
九
六
三
一
一
七
四
－
一
七
五
）
。
傍
線
庵
）
。

　
　
　
「
主
語
」
は
、
日
本
語
に
；
日
の
相
談
も
な
く
作
ら
れ
た

　
　
概
念
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
を
日
本
文
法
に
適
用
す
る
た

　
　
め
に
は
、
X
ガ
の
全
部
と
X
ハ
の
過
半
数
（
そ
れ
に
X
モ
、

　
　
X
コ
ソ
、
X
ダ
ケ
、
X
シ
カ
等
々
の
そ
れ
ぞ
れ
何
割
か
ず

　
　
つ
）
を
一
括
す
る
と
い
う
形
式
無
視
を
強
行
し
な
け
れ
ぱ
な

　
　
ら
な
か
っ
た
。
日
本
語
の
形
式
無
視
は
、
日
本
人
の
言
語
心

　
　
理
に
対
す
る
不
法
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
は
日
本
文
法
に
な
ら

　
　
な
い
。
そ
も
そ
も
「
文
法
」
に
な
ら
な
い
。

主
語
（
自
縛
的
な
主
語
）

　
＾
マ
マ
V

と
述
語
が
主
述
関
係
を
な
す
の

は
、

ヨ
オ
ロ
ッ
パ
語
の
習
慣
的
事
実
で
は
あ
る
が
　
そ
れ
自

473



一橋論叢　第119巻　第4号　平成10年（1998年）4月号　（90）

身
が
論
理
的
な
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
が
人
類
言
語
の

　
　
普
遍
的
な
規
範
で
も
な
い
こ
と
を
十
分
に
理
解
さ
れ
た
い
の

　
　
で
あ
る
。

　
三
上
の
主
張
は
生
前
に
は
必
ず
し
も
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
す
む

は
言
え
ま
せ
ん
が
、
死
後
、
久
野
障
、
寺
村
秀
夫
な
ど
に
よ
っ
て

高
く
評
価
さ
れ
、
現
在
で
は
日
本
語
学
の
中
核
を
な
す
存
在
と
な

っ
て
い
ま
す
。

3
－
3
　
主
語
に
対
す
る
そ
の
他
の
考
え
方

　
三
上
の
主
語
廃
止
論
は
学
界
に
強
い
影
響
を
与
え
ま
し
た
が
、

主
語
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
外
に
も
い
く
つ
か
の
考
え
方
が
あ
り
ま

す
（
こ
れ
は
日
本
語
に
お
け
る
主
語
と
い
う
概
念
の
位
置
づ
け
の

難
し
さ
を
反
映
し
た
事
実
で
あ
る
と
言
え
ま
す
）
。

　
そ
の
一
つ
は
三
上
と
か
な
り
近
い
立
場
に
立
ち
つ
つ
も
様
々
な

言
語
と
の
比
較
と
い
う
観
点
か
ら
日
本
語
に
も
主
語
は
存
在
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
よ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
主
張
す
る
、
柴
谷
方
良
の
「
主
語
プ
ロ
ト
タ
ィ
プ
論
」
で
す
。

さ
ら
に
、
森
重
敏
、
鈴
木
重
幸
、
仁
田
義
雄
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
か
ら
主
語
の
必
要
性
を
説
い
て
い
ま
す
。
た
だ
、
い
ず
れ
に

せ
よ
、
日
本
語
に
お
い
て
（
あ
る
い
は
ど
ん
塗
言
語
で
も
）
「
主

語
」
と
い
う
問
題
を
考
え
る
に
は
日
本
語
（
あ
る
い
は
当
該
の
言

語
）
の
事
実
に
基
づ
い
て
考
察
を
行
わ
な
け
れ
ぱ
な
り
ま
せ
ん
。

「
英
語
に
主
語
が
あ
る
か
ら
日
本
語
に
も
主
語
は
あ
る
（
べ
き

だ
）
」
と
い
う
た
考
え
方
は
科
学
的
な
も
の
の
見
方
と
は
言
え
な

い
の
で
す
。4

　
ま
と
め

　
こ
こ
で
は
私
が
研
究
し
て
い
る
現
代
日
本
語
の
文
法
（
日
本
語
・

学
）
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
で
き
る
だ
け
具

体
的
に
述
べ
七
き
ま
し
た
。
最
後
に
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、

日
本
語
学
は
経
験
科
学
で
あ
り
、
実
際
の
日
本
語
を
資
料
に
、
日

本
語
の
諸
特
徴
を
明
ら
－
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
究
極
の
目
標
は
、
個
別
の
日
本
語
の

特
徴
の
解
明
に
留
ま
ら
ず
言
語
一
般
の
特
徴
の
解
明
に
置
か
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

い
る
と
い
う
こ
と
も
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
1
）
　
「
言
語
（
一
竃
胴
竃
O
q
O
）
」
と
「
方
言
（
2
巴
9
一
）
」
の
間
に
は

　
言
語
学
的
な
意
味
で
の
厳
密
な
区
別
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
2
）
現
在
の
主
要
な
文
法
理
論
の
一
つ
に
之
■
9
o
ヨ
ω
ζ
が
創
始

　
し
た
生
成
文
法
（
o
q
彗
雪
筆
き
o
q
冨
昌
昌
胃
）
が
あ
り
ま
す
。
「
記

　
述
文
法
」
と
い
う
こ
と
ぱ
は
、
理
論
的
一
言
明
を
重
視
す
る
生
成
文
法

　
に
対
立
す
る
、
記
述
を
重
視
す
る
立
場
を
表
す
た
め
に
使
わ
れ
る
こ
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と
も
あ
り
ま
す
（
こ
れ
は
狭
義
の
記
述
文
法
と
言
え
ま
す
）
が
、
こ

　
こ
で
言
う
「
記
述
文
法
」
は
そ
れ
よ
り
も
よ
り
広
義
の
も
の
で
あ
り
、

　
そ
の
中
に
は
生
成
文
法
も
狭
義
の
記
述
文
法
も
含
ま
れ
ま
す
。

（
3
）
　
文
が
正
し
い
か
否
か
を
そ
の
文
の
「
文
法
性
（
藺
q
冨
ヨ
ヨ
き
S
〒

　
一
ξ
）
」
、
そ
の
文
が
正
し
い
文
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
文
は
「
文
法
的

　
（
O
q
冨
∋
∋
き
8
一
）
」
で
あ
る
、
正
し
く
な
い
文
で
あ
る
こ
と
を
そ

　
の
文
は
「
非
文
法
的
（
…
o
q
冨
昌
≡
き
s
一
）
」
で
あ
る
と
言
い
、
そ

　
の
文
が
正
し
い
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
を
「
文
法
性
判
断
（
o
q
『
o
－

　
冒
目
竺
－
S
二
一
包
O
q
O
昌
竃
一
）
」
と
言
い
ま
す
。

（
4
）
　
以
下
正
し
く
な
い
文
に
は
＊
、
不
自
然
な
文
に
は
？
を
つ
け
ま

　
す
。

（
5
）
厳
密
に
は
、
五
段
動
詞
の
語
幹
は
、
斥
笑
－
彗
巴
、
斥
算
－

　
；
麸
E
、
ぎ
斥
－
E
、
π
笑
－
o
g
、
冨
斥
－
o
o
、
の
よ
う
に
子
音
で
終
わ

　
り
ま
す
（
こ
の
場
合
、
接
続
す
る
要
素
が
－
量
一
の
よ
う
に
子
音
で

　
始
ま
る
場
合
は
語
幹
と
そ
の
要
素
の
間
に
母
音
を
挿
入
し
ま
す
）
。

　
一
方
、
一
段
動
詞
の
語
幹
は
、
亨
冨
一
、
手
ヨ
麸
目
、
苓
；
、
手

　
冨
罫
、
苓
さ
o
、
の
よ
う
に
母
音
で
終
わ
り
ま
す
（
こ
の
場
合
、

　
接
続
す
る
要
素
が
－
o
ま
の
よ
う
に
母
音
で
始
ま
る
場
合
は
語
幹
と

　
そ
の
要
素
の
間
に
子
音
を
挿
入
し
ま
す
）
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、

　
五
段
動
詞
を
子
音
語
幹
動
詞
、
一
段
動
詞
を
母
音
語
幹
動
詞
と
呼
ぷ

　
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

（
6
）
　
「
着
る
」
の
尊
敬
語
に
は
「
お
召
し
に
な
る
」
と
い
う
別
形
が

　
あ
る
た
め
、
人
に
よ
ウ
て
は
（
尊
敬
語
と
し
て
の
）
「
着
ら
れ
る
」

　
の
許
容
度
は
や
や
低
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
7
）
　
こ
の
文
は
可
能
の
意
昧
で
は
ラ
抜
き
と
し
て
解
釈
で
き
ま
す
。

（
8
）
　
ラ
抜
き
を
使
う
人
も
常
に
ラ
抜
き
を
使
う
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

　
一
般
に
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
文
体
（
典
型
的
に
は
話
し
言
葉
）
の

方
が
フ
ォ
ー
マ
ル
な
文
体
（
典
型
的
に
は
審
き
言
葉
）
よ
り
ラ
抜
き

　
が
現
れ
や
す
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

（
9
）
　
デ
ー
タ
は
（
2
1
）
－
（
2
3
）
の
よ
う
な
自
分
で
作
っ
た
例
（
作

　
例
）
で
も
（
2
4
）
の
よ
う
に
小
説
や
新
聞
・
雑
誌
等
か
ら
採
っ
た
実

　
例
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
が
、
実
際
の
記
述
に
際
し
て
は
両
者
の
バ
ラ

　
ン
ス
を
と
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

（
1
0
）
　
こ
う
し
た
「
は
」
と
「
が
」
の
振
舞
い
の
違
い
に
つ
い
て
詳
し

　
く
知
り
た
い
方
は
次
の
文
献
を
読
ん
で
下
さ
い
。

　
　
三
上
章
（
一
九
六
〇
）
『
象
は
鼻
が
長
い
』
く
ろ
し
お
出
版

　
　
野
田
尚
史
（
一
九
九
六
）
『
新
日
本
語
文
法
選
書
1
「
は
」
と

　
　
「
が
」
』
く
ろ
し
お
出
版

（
1
1
）
　
主
格
（
昌
三
畠
＝
毒
畠
窒
）
は
、
動
詞
に
対
す
る
名
詞
旬
の

　
文
法
的
意
味
を
表
す
、
格
（
o
富
①
）
の
中
で
最
も
重
要
な
も
の
で
、
日
。

　
本
語
で
は
「
－
が
」
で
表
さ
れ
ま
す
。
主
格
以
外
の
主
な
格
に
は
対

　
格
（
與
8
嘉
警
き
畠
ω
①
．
「
壬
を
」
で
表
さ
れ
る
）
や
与
格
（
註
；
耐

　
S
ω
①
、
「
王
に
」
で
表
さ
れ
る
）
等
が
あ
り
ま
す
。

（
1
2
）
　
文
は
、
出
来
事
等
の
内
容
を
表
す
「
命
題
（
肩
o
君
ω
三
昌
）
」

　
と
そ
れ
に
対
す
る
話
し
手
の
捉
え
方
を
表
す
「
モ
ダ
リ
テ
ィ
（
ヨ
o
－

　
註
＝
ξ
）
」
に
大
別
さ
れ
ま
す
。
日
本
語
で
は
モ
ダ
リ
テ
ィ
は
文
末

　
の
助
詞
や
助
動
詞
で
表
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
「
太
郎
は
花
子
と
デ

　
ー
ト
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
ね
」
と
い
う
文
で
は
、
「
太
郎
が
花

　
子
と
デ
ー
ト
し
て
い
る
」
が
命
題
、
「
か
も
し
れ
な
い
ね
」
が
モ
ダ

　
リ
テ
ィ
で
す
。
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（
1
3
）
英
語
で
は
主
語
と
主
題
は
一
致
す
る
の
が
普
通
で
す
が
、
次
の

　
よ
う
な
構
文
で
は
両
者
は
異
な
り
ま
す
。

　
　
（
ア
）
　
＝
與
コ
o
｝
〇
一
↓
o
H
o
o
＝
篶
（
サ
⑭
『
）
1

　
　
　
　
　
主
題
　
　
主
語

　
　
（
イ
）
　
花
子
は
太
郎
が
殴
っ
た
。

（
1
4
）
　
主
語
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
論
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
見
て
下
さ
い
。

　
柴
谷
方
良
（
一
九
八
五
）
「
主
語
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
論
」
『
日
本
語
学
』

　
　
’
o
－
〇
一

　
　
　
　
　
（
一
九
八
九
）
「
言
暴
咀
類
型
論
」
『
英
語
学
大
系
第
6
巻

　
　
英
語
学
の
関
連
分
野
』
大
修
館
書
店

（
1
5
）
　
日
本
語
学
の
入
門
書
と
し
て
は
次
の
も
の
が
適
当
で
す
。

寺
村
秀
夫
（
一
九
八
一
）
『
日
本
語
教
育
指
導
参
考
書
　
日
本
語
の

　
　
文
法
（
上
）
（
下
）
』
国
立
国
語
研
究
所

野
田
尚
史
（
一
九
九
一
）
『
は
じ
め
て
の
人
の
日
本
語
文
法
』
く
ろ

　
し
お
出
版

三
上
　
章
（
一
九
六
〇
）
『
象
は
鼻
が
長
い
』
く
ろ
し
お
出
版

や
や
専
門
的
な
も
の
と
し
て
は
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

久
野
　
暉
（
一
九
七
三
）
『
日
本
文
法
研
究
』
大
修
館
書
店

寺
村
秀
夫
（
一
九
八
二
、
一
九
八
四
、
一
九
九
一
）
『
日
本
語
の
シ

　
ン
タ
ク
ス
と
意
味
I
n
皿
』
く
ろ
し
お
出
版

宮
島
達
夫
・
仁
田
義
雄
編
（
一
九
九
五
）
『
日
本
語
類
義
表
現
の
文

　
法
（
上
）
（
下
）
』
く
ろ
し
お
出
版

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
専
任
講
師
）
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