
日
本
語
文
法
　
の
記
述
体
系

ま

　

え

　

が

　

き

私
に
「
日
本
語
方
言
文
法
」
と
い
う
原
稿
が
あ
る
。
さ
き
の
「
日
本
語
方
言

文
法
の
研
究
」
に
つ
づ
く
も
の
で
あ
り
、
言
う
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
な
ら
ば
、

前
者
を
発
展
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
b
組
特
は
改
革
さ
れ
て
お
り
、
と
り
あ
っ

、
か
う
対
象
は
、
全
日
本
語
方
言
と
な
っ
て
い
る
。
（
た
だ
、
そ
の
点
で
は
、
現

在
の
稿
本
は
、
な
お
第
一
次
的
で
あ
る
。
）

旧
著
は
、
一
地
の
小
方
言
を
と
ら
え
て
記
述
す
る
こ
と
に
終
始
し
、
そ
れ
に

ょ
っ
て
、
体
系
的
記
述
と
そ
の
方
法
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
作

業
を
い
と
な
む
ま
で
に
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
メ
ロ
「
ル
の
恩
喝
か
ら
、
多
く
の

影
響
を
受
け
た
よ
う
に
思
う
。

旧
著
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
方
法
論
的
で
も
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
方
▼
法

輪
を
露
出
さ
せ
る
こ
．
と
は
さ
け
よ
う
と
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
国
語
の
一
つ
の

現
わ
れ
と
し
て
の
方
言
二
つ
の
完
結
し
た
小
言
語
体
系
）
を
と
ら
え
、
こ
．
れ

を
動
的
に
処
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
記
述
が
説
明
に
な
る
こ
と
を
ね
ら
い
つ

．
っ
、
方
法
論
の
す
じ
を
通
す
こ
と
に
つ
と
め
た
。

今
度
の
盲
本
譜
方
言
文
竺
は
、
「
の
研
究
」
と
い
う
こ
と
ば
を
除
い
て

い
る
。
記
述
即
説
明
と
い
う
、
記
述
の
精
神
に
徹
し
て
い
こ
う
と
つ
と
め
た
も

．
の
で
あ
る
。

藤
　
　
原
　
　
与
．
一

全
日
本
語
方
言
の
文
法
状
況
を
記
述
し
て
、
．
日
本
語
の
特
性
に
即
応
し
た
体

系
化
を
こ
こ
ろ
み
れ
ば
、
こ
う
も
な
る
べ
き
か
と
い
う
の
が
、
右
の
原
稿
に
展

開
t
た
、
私
の
記
述
体
系
で
あ
る
。
体
系
的
記
述
を
は
か
っ
て
、
記
述
を
私
な

り
に
と
と
の
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
記
述
体
系
が
得
ら
れ
る
と
い
う
の
で

あ
る
。表

題
で
は
、
「
日
本
語
文
法
の
」
と
言
っ
て
い
て
二
日
本
語
方
言
文
該
の
」

と
は
言
っ
て
い
な
い
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
方
言
を
、
国
語
の
一
つ
の
現
実

と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
．
方
言
の
研
究
は
、
国
語
現
実
1
1
し
か
も
歴

史
的
な
甥
輿
I
の
研
究
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
方
言
文
法
の
研
究
も
、
こ

れ
な
り
の
国
語
法
研
究
に
な
る
。
r
日
本
語
方
言
文
法
の
」
　
記
述
体
系
は
、

「
日
本
語
文
法
の
」
と
言
っ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

さ
て
、
日
本
語
方
言
に
即
応
し
た
．
日
本
語
文
法
把
怨
の
体
系
的
記
述
に
し
た

が
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
の
体
系
が
得
ら
れ
る
。

軍
節
以
下
の
項
目
を
見
と
お
し
て
い
た
だ
き
た
㌧

各
項
目
の
も
と
で
は
、
そ
の
記
述
内
容
・
記
述
方
向
の
あ
ら
ま
し
を
か
か

げ
る
。弟

一
章
　
文
　
と
　
達
　
文

弟
一
節
　
文
と
は
ど
ん
な
も
の
か
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文
と
は
訴
え
で
あ
る
と
見
る
。
方
言
余
話
の
．
胃
管
生
活
で
は
、
人
は
た
が
い

に
文
を
な
げ
か
け
て
、
相
手
に
訴
え
て
い
る
。
文
と
は
、
訴
え
の
形
式
で
あ
る
。

そ
の
訴
え
か
け
性
は
．
、
文
末
に
摂
桔
し
て
い
至
し
た
が
っ
て
、
文
表
現
に

つ
い
て
は
、
文
末
部
が
最
大
の
注
意
点
と
な
る
。
文
末
特
定
の
文
末
詞
は
、
訴

え
か
け
の
役
わ
り
を
に
な
う
特
別
の
要
素
と
し
て
注
目
さ
れ
、
文
末
詞
以
外
で

も
、
た
と
え
ば
「
…
…
で
せ
う
？
」
　
の
文
末
助
動
詞
が
注
目
さ
れ
る
。
「
ア
ン

、ヽ
．

タ
ワ
F
」
の
よ
う
な
「
は
」
で
も
、
文
末
で
こ
う
は
た
ら
い
た
時
は
、
や
は
け

特
定
の
文
末
部
と
し
て
注
意
さ
れ
る
。
助
詞
も
助
動
詞
も
、
文
末
に
せ
て
ば
、

す
べ
て
、
文
表
司
の
訴
え
か
け
性
表
元
の
波
に
乗
っ
て
、
痺
冠
文
末
詞
に
近
い

役
わ
り
を
は
た
す
。
そ
の
こ
と
に
習
慣
の
つ
よ
み
が
で
き
た
時
は
、
も
の
は
特

定
の
文
末
詞
に
転
化
す
る
。

文
末
詞
に
よ
っ
て
し
め
く
く
ら
れ
た
文
は
、
文
が
訴
え
で
あ
る
こ
と
を
、
顕

著
に
元
し
て
い
る
。
文
責
甥
形
式
の
完
結
は
、
文
末
詞
に
よ
っ
て
、
こ
と
に
顕

碧
に
云
さ
れ
る
と
も
亭
冬
至
方
言
上
で
は
、
ほ
と
ん
ど
、
「
文
と
は
、
文
末

詞
に
よ
っ
て
し
め
Y
く
ら
れ
て
、
つ
よ
い
訴
え
か
け
性
を
発
揮
し
て
い
る
も

の
。
」
・
と
言
っ
て
も
よ
い
。

文
末
詞
が
利
用
さ
れ
た
ら
、
そ
こ
ま
で
で
、
か
な
ら
ず
一
文
で
あ
る
。
訴
え

性
が
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
キ
。
－
　
ナ
ー
。
ワ
シ
が
　
ナ

ー
。
…
…
。
」
の
よ
う
な
の
が
あ
っ
た
と
す
る
。
話
し
手
は
、
「
ナ
ー
」
　
「
ナ

ー
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
、
「
ナ
ー
」
の
と
こ
ろ
ご
と
に
一
文
で
あ

る
。
文
末
詞
で
、
一
々
、
相
手
に
訴
え
く
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
訴
え
て

い
る
と
こ
ろ
で
一
文
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
時
短
の
訴
え
こ
と
ば
で
し
め
．

く
く
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
、
文
の
形
式
は
決
定
さ
れ
る
。

文
に
陳
述
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
陳
述
と
は
、
甥
実
に
、
訴
え
て
い
ぐ
こ
と

で
あ
ろ
う
。
じ
つ
さ
い
の
（
現
場
の
）
パ
ロ
ー
ル
化
が
、
陳
述
の
名
に
あ
た
い

す
る
と
思
う
。
「
キ
ヨ
ー
　
ナ
ー
。
」
の
「
ナ
ー
」
な
ら
、
い
つ
だ
れ
が
ど
こ

で
つ
か
っ
て
も
よ
い
。
「
ナ
1
」
も
一
客
鋭
物
で
あ
る
。
同
一
個
人
で
も
、
文

表
現
上
、
こ
れ
を
時
々
に
つ
か
っ
て
、
時
に
応
じ
て
、
ち
が
っ
た
音
調
、
抑
揚

に
す
る
。
さ
て
そ
の
時
々
の
現
わ
し
・
現
実
化
、
真
の
現
実
化
が
パ
ロ
ー
ル
化

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
バ
ロ
ー
ル
化
し
た
時
、
陳
述
し
た
と
言
う
。

．
陳
述
の
文
末
に
は
、
明
確
な
芦
の
断
止
が
あ
り
、
独
特
の
声
調
が
あ
る
。
た

と
え
ば
、
下
が
り
調
子
の
時
は
、
「
、
」
の
堅
剛
で
な
ら
抑
揚
渡
の
下
睦
度
は

比
較
的
小
さ
い
の
が
、
「
。
」
の
罰
C
文
の
終
る
時
）
だ
と
、
下
降
度
が
比
較

的
大
き
く
、
芦
は
ど
ん
と
下
が
る
。
文
末
に
独
特
の
声
調
の
あ
る
こ
と
は
、
上

－

　

1

㌧

が
h
調
子
の
時
、
い
っ
そ
う
み
と
め
や
す
い
。
「
可
夕
　
ア
シ
タ
　
ネ
ー
。
」

な
ど
と
、
柊
で
い
ち
じ
る
し
く
上
が
る
。
　
文
末
詞
が
な
い
時
も
、
　
「
項
ツ

、
ヽ－

。
」
な
ど
と
、
上
が
り
調
子
は
い
も
じ
る
し
く
く
、
こ
れ
で
文
の
訴
え
か

け
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
一
般
に
、
文
の
表
現
に
お
い
て
、
文
の
末
尾
に
あ
る

も
の
が
、
特
定
の
文
末
詞
に
近
い
状
況
を
示
す
の
け
、
こ
の
文
末
特
定
の
抑
揚

渡
を
お
び
て
の
こ
と
で
あ
る
。
文
の
末
尾
に
独
特
の
声
調
が
お
こ
れ
ば
こ
そ
．
1

－
文
の
訴
え
か
け
性
の
ゆ
え
に
、
文
末
に
こ
の
独
特
の
声
調
が
約
束
さ
れ
て
い

れ
ば
こ
そ
1
－
、
文
の
宋
部
の
、
特
定
文
末
詞
以
前
の
話
頭
累
も
、
文
表
現

上
、
み
な
、
訴
え
か
け
の
要
素
ら
し
く
ひ
び
く
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
文
の

陳
述
に
は
、
文
末
に
独
時
の
声
調
が
あ
り
、
こ
れ
に
上
っ
て
、
文
の
立
ち
姿
は

明
ら
か
で
あ
る
。

し

空

節

文

の

・

構

造

文
の
ま
と
ま
っ
た
姿
を
端
的
に
う
け
と
め
て
、
そ
の
構
造
を
見
る
。
文
末
か

ら
、
観
察
は
は
じ
め
ら
れ
る
。

1

　

話

　

　

部

文
表
現
と
い
う
、
ス
ピ
ー
チ
の
単
位
が
、
そ
の
次
元
に
お
い
て
分
析
さ
れ
た
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時
、
ス
ピ
ー
チ
の
パ
ー
ト
、
話
部
が
得
ら
れ
る
。
友
人
、
片
柳
寛
氏
は
、
．
こ
れ

を
ま
た
、
ス
ピ
ー
チ
・
バ
ン
ラ
プ
ル
と
反
訳
し
て
く
れ
た
。
こ
の
後
に
、
ど
な
た

か
の
、
「
話
即
」
と
い
う
述
語
を
拝
見
し
た
と
恩
午
。

○
ハ
ヨ
ソ
ノ
永
オ
見
セ
テ
ィ
レ
ー
ヤ
ー
。

と
い
う
文
表
現
が
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
ス
ピ
J
チ
で
は
、
ま
ず
「
ヤ
ー
」
と

い
う
文
末
話
部
が
と
り
立
て
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
文
の
訴
え
表
現
を
く
．

り
か
え
し
味
わ
っ
て
み
る
時
、
現
場
分
析
と
し
て
は
、
第
一
に
、
「
サ
ー
」
と

い
う
パ
ー
ト
（
ス
ピ
ー
チ
・
シ
ラ
ブ
ル
）
の
と
り
は
な
し
が
可
能
だ
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
文
の
話
部
分
割
は
、
第
一
段
と
し
て
、

「
ヤ
ー
」
と
そ
れ
以
外
と
の
二
部
分
に
わ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ

い
で
、
「
ハ
ヨ
ー
　
ツ
ノ
本
オ
　
見
セ
テ
ク
レ
ー
　
ヤ
ー
。
」
と
分
け
て
う
け

と
る
こ
と
が
で
せ
る
。
こ
れ
は
、
話
部
分
割
の
堅
一
段
昭
で
あ
る
。
「
ハ
ヨ

ー
㌢
ノ
　
本
オ
　
見
セ
テ
　
ク
レ
ー
ヤ
ー
。
」
こ
の
よ
う
に
わ
け
て
見
る

の
が
、
話
部
分
割
の
第
三
段
帽
で
あ
る
。
こ
の
段
階
は
、
話
部
把
握
で
は
あ
る

け
れ
ど
も
、
も
っ
と
も
詩
的
に
処
理
し
て
い
く
段
階
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

文
の
現
場
と
機
能
と
に
即
応
す
る
か
ぎ
り
、
話
部
分
割
は
、
か
な
ら
ず
L

も
、
一
挙
に
こ
ま
か
な
と
こ
ろ
へ
は
行
か
な
い
。
文
現
実
面
を
直
接
に
お
さ
え
′

れ
ば
お
さ
え
る
ほ
ど
、
分
割
は
大
ぐ
く
り
に
な
る
。
そ
の
時
、
早
く
も
分
割
さ

れ
る
の
が
文
末
話
部
（
文
末
詞
か
ら
成
る
）
で
あ
る
。
大
ぐ
く
り
の
分
割
が
‥

し
だ
い
に
小
さ
く
分
け
ら
れ
て
い
く
。
1
話
部
把
握
が
弾
力
的
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

文
の
構
造
に
つ
い
て
、
と
り
立
て
ら
れ
る
話
部
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

文
末
話
部
（
文
末
詞
か
ら
成
る
〕

述
語
二
部
（
い
わ
ゆ
る
述
部
「
…
：
話
部
の
見
地
か
ら
は
、
述
話
部
喜
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
＼

童
話
部
（
い
わ
ゆ
る
主
部
「
‥
…
右
に
準
じ
る
。

修
飾
語
部
（
．
副
詞
的
　
－
　
ク
タ
形
容
詞
的
－
・
ク
）

接
続
語
部
（
接
続
詞
か
ら
成
る
）

感
嘆
話
部
（
感
嘆
詞
か
ら
成
る
）

上
び
か
け
話
部
（
体
言
か
ら
成
る
）

問
投
話
部
（
間
投
詞
か
ら
成
る
）

2

　

　

語

・
話
部
の
背
後
・
地
鮭
に
、
単
語
が
あ
る
。
さ
き
の
文
例
の
、
「
ヤ
ー
」
ノ
と
い

ぅ
甥
契
部
分
、
文
末
話
部
に
は
、
．
そ
の
根
底
に
、
「
ヤ
」
　
（
文
末
詞
）
と
い
う

単
語
が
よ
こ
た
あ
っ
て
い
る
。
「
見
セ
テ
」
と
い
う
話
部
の
匠
に
は
、
〓
単
語

の
な
ら
び
が
あ
る
。

3
　
話
部
偶
と
語
順

一
個
の
文
表
現
は
、
一
話
部
か
ら
成
る
も
の
を
除
け
は
、
一
琵
順
位
の
話
部

排
列
に
な
っ
て
い
る
。
話
部
排
列
の
文
構
造
は
、
ま
た
、
語
順
と
し
て
も
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
文
の
甥
契
面
よ
り
も
下
位
の
、
観
念
的
次
元
に
お
い
て
で
あ

る
。文

構
造
の
、
下
方
の
、
動
詞
に
は
、
助
動
詞
が
つ
づ
き
、
そ
の
ま
た
下
に
文

末
詞
が
つ
．
づ
ぐ
。
こ
れ
は
一
系
の
語
順
で
あ
る
が
、
助
動
詞
の
動
詞
へ
の
疲

合
と
、
文
末
詞
の
末
尾
膠
着
と
は
、
東
質
上
、
故
に
区
別
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
助
動
詞
は
、
動
詞
と
い
う
部
分
に
接
合
し
て
い
る
。
文
末
詞
は
、
直
前
の

助
動
詞
と
い
う
部
分
〔
辞
！
〕
に
接
合
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
不
変
化
の
助
動

詞
が
、
ど
ん
な
に
終
助
詞
に
近
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
も
、
助
動
詞
は
、
接
合

の
約
束
へ
活
用
形
式
）
の
も
上
に
、
動
詞
に
、
特
殊
的
限
定
的
に
接
続
し
て
お

り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
文
末
特
定
の
顎
嘉
、
・
文
末
胃
は
、
楕
円
形
式
の
約
束
に

ょ
る
こ
と
な
ど
は
な
く
し
て
、
自
由
無
窮
に
、
′
文
の
米
屋
に
膠
話
し
て
い
る
。
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一
系
の
語
順
に
あ
っ
て
も
、
最
後
の
文
末
詞
は
、
ま
っ
た
く
、
「
動
詞
＋
助
動

詞
」
の
必
然
的
連
関
の
流
れ
を
絶
し
た
と
こ
ろ
で
、
超
然
と
、
孤
立
し
て
、
存

立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

・
日
本
語
表
現
法
の
文
末
決
定
性
は
、
こ
の
文
末
詞
の
あ
る
時
、
こ
の
文
末
詞

に
お
い
て
、
こ
と
に
顕
著
で
あ
る
。
文
末
詞
に
お
い
て
、
訴
え
か
け
の
表
現
は

あ
ざ
や
か
に
完
成
さ
れ
、
感
情
的
な
待
遇
価
も
ま
た
こ
こ
で
き
ま
る
。

4
　
文
形
の
　
諸
相

文
の
構
造
の
全
一
的
な
う
け
と
り
か
た
上
し
て
、
さ
い
で
に
は
、
文
形
の
見

か
た
が
成
り
立
つ
。
文
形
に
ほ
ど
．
の
よ
う
な
諸
相
が
あ
る
か
。
こ
れ
は
当
然
、

第
一
に
は
、
文
末
へ
の
帯
眼
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
る
。

方
言
上
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
体
言
が
き
て
終
る
文
で
あ
る
。
そ
の
体
言

の
き
か
た
に
ま
た
諸
相
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
層
の
領
域
は
、
日

本
語
方
言
の
文
表
現
生
活
の
特
性
を
知
る
㌧
え
に
、
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い

も
の
で
あ
る
。

堅
田
的
特
殊
文
と
総
称
し
得
る
も
の
む
ま
た
、
文
形
と
し
て
、
お
も
し
ろ
い

も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
も
、
け
っ
し
て
単
純
で
は
な
い
。
返
事
の
一
こ
と
ば
の

よ
う
な
も
の
も
、
こ
こ
に
入
れ
て
考
え
る
。

第
三
節
　
文
、
の
　
表
　
現

文
の
構
造
を
見
た
う
え
は
、
文
の
表
現
が
テ
ー
マ
と
さ
れ
る
。
文
形
を
全
一

的
に
と
ケ
見
れ
ば
、
や
が
て
そ
こ
に
、
文
表
現
を
表
現
体
そ
の
も
の
と
し
て
見

る
表
現
観
が
ひ
ら
け
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

l
　
抑
　
　
揚

こ
の
よ
う
な
表
甥
観
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
何
か
。
文
の
抑

揚
、
な
い
し
は
文
ア
ク
セ
ン
ト
が
、
第
一
に
と
り
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
う
。
抑
揚
は
、
口
頭
の
文
の
表
現
の
、
さ
い
ど
の
し
め
く
く
り
に
な
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
文
の
機
能
は
抑
揚
に
凝
っ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
、
全
国
詔
方
言
に
わ
た
っ
て
、
文
ア
ク
▼
セ
ン
ト
の
特
質
的
傾
向
が
探

究
さ
れ
、
記
述
さ
れ
る
。

抑
揚
と
と
も
に
、
訝
急
が
問
題
に
な
る
。
こ
れ
は
、
一
特
に
、
近
或
四
国
地
方

と
、
他
と
を
、
対
比
さ
せ
て
見
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。

2
　
文
表
頭
の
発
想

抑
揚
の
把
捉
は
、
文
の
外
形
を
と
ら
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
応

す
る
研
究
事
項
と
し
て
は
、
文
表
現
の
発
想
が
あ
る
。
発
想
に
つ
い
て
は
、
個

々
の
文
表
現
を
通
し
て
、
習
慣
的
な
、
あ
る
い
は
方
処
的
な
発
想
法
を
追
求
し

て
い
く
。
発
想
法
は
、
こ
こ
で
、
文
法
の
問
題
と
さ
れ
る
。

文
表
現
の
発
想
と
発
想
法
が
、
も
っ
と
も
と
ら
え
や
す
い
の
は
、
あ
い
さ
つ

こ
と
ば
の
表
現
領
域
に
お
い
て
で
あ
る
。
あ
い
さ
つ
の
表
現
に
諸
種
の
発
想
類

型
が
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

特
殊
な
文
表
現
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
発
想
法
の
特
色
は
と
ら
え
や
す
い
。

諸
方
言
上
に
は
、
共
通
語
か
ら
言
っ
て
特
殊
的
と
見
ら
れ
る
文
表
現
法
が
多

い
。
私
は
従
来
こ
れ
を
特
殊
表
現
法
と
よ
ん
で
き
た
。
命
令
．
の
言
い
か
た
一
つ

に
し
て
も
、
諸
方
言
上
、
な
ん
と
変
っ
た
言
い
か
た
の
多
い
こ
と
か
。
．
そ
れ
ら

は
、
共
通
語
の
習
慣
か
ら
す
る
と
、
特
殊
な
表
現
法
で
あ
る
。
特
殊
な
文
表
現

に
見
ら
れ
る
特
殊
表
現
法
の
捕
捉
に
よ
っ
て
、
私
ど
も
は
、
文
表
現
発
想
の
特

性
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
・
l
　
音
声
表
現
法

抑
揚
の
こ
と
は
お
い
て
、
文
を
音
声
の
姿
と
し
て
見
た
時
、
そ
の
音
声
姿
態

に
、
表
現
上
の
特
色
の
出
る
傾
向
を
、
音
声
蓑
頭
法
と
し
て
と
り
あ
つ
か
う
。

［
あ
れ
を
お
見
。
」
が
「
7
ロ
ン
。
」
、
「
こ
れ
を
お
見
。
」
が
「
コ
ロ
ン
。
」
と
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な
っ
て
い
れ
ば
、
こ
の
「
ア
ロ
ン
。
」
　
「
コ
ロ
ン
。
」
は
、
音
声
姿
態
に
、
は

な
は
だ
し
く
、
袈
頭
上
の
特
色
を
見
せ
た
も
の
で
あ
る
。

方
言
上
の
文
豪
甥
行
為
に
は
、
こ
の
よ
う
な
習
慣
・
傾
向
が
少
く
な
い
。
文

、
の
未
部
に
注
目
し
て
も
、
「
…
…
…
＝
・
ゴ
ザ
ィ
。
」
と
命
令
形
で
む
す
ぷ
時
、

「
「
…
・
ゴ
ザ
イ
ン
c
」
と
す
る
な
ど
の
習
慣
が
あ
る
。
最
後
に
鼻
音
を
そ

え
る
こ
と
が
、
命
令
表
現
の
、
相
手
へ
の
当
た
り
を
、
や
わ
ら
か
く
す
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
約
束
の
も
と
に
、
「
～
ソ
」
音
声
表
現
法
は
成
り
立
っ

て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
文
頭
で
も
、
た
と
え
ば
代
名
詞
の
、
「
ア
ン
タ
」
と

「
ア
ー
タ
」
と
で
、
敬
皐
が
ち
が
う
、
「
オ
マ
イ
」
と
「
オ
メ
ー
」
と
で
も
敬

守
が
ち
が
う
、
な
ど
の
こ
と
が
あ
る
。
す
べ
て
、
文
の
音
声
相
を
文
の
姿
と
し

て
見
た
時
濫
お
こ
る
蒙
頭
上
の
問
題
が
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
つ
か
わ
れ
る
。

第
四
節
一
連
　
　
　
文
．

私
ど
も
が
現
実
の
会
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
文
か
ら
文
へ
と
こ
と
ば
は
つ
づ

く
1
。
文
の
連
な
る
の
が
常
態
で
あ
る
。
一
文
々
々
は
、
口
語
の
直
接
単
位
で
は
あ

る
。
が
、
口
話
の
つ
ね
と
し
て
は
、
多
く
達
文
の
か
た
ち
が
と
ら
れ
て
い
る
。

端
的
に
．
一
文
の
投
げ
出
さ
れ
た
場
合
も
、
う
け
と
り
手
が
こ
れ
に
応
答
す
れ

ば
、
二
人
の
問
に
は
、
ま
た
、
達
文
が
成
り
立
つ
。

一
人
の
う
ち
で
の
達
文
で
も
、
二
人
以
上
の
人
の
問
で
の
達
文
で
も
、
文
が

つ
ら
な
る
の
に
は
、
そ
れ
相
応
の
、
達
文
の
法
則
が
は
た
ら
く
。

文
を
調
査
す
る
時
は
、
文
例
を
哀
記
し
た
な
ら
、
そ
れ
が
ど
ん
な
場
合
に
ど

ん
な
人
が
ど
ん
な
人
に
ど
ん
な
感
情
・
態
度
で
言
サ
た
も
の
で
あ
る
か
を
、
註

記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
記
し
て
お
く
と
、
一
文
の
資

料
も
、
ど
ん
な
環
境
に
生
き
て
い
る
も
の
か
が
よ
く
わ
か
っ
て
、
、
後
の
利
用
あ

や
ま
ム
∴
空
と
詫
ひ
き
空
し
さ
な
い
。
ざ
‡
て
の
望
現
を
明
元
す
る
こ
と
は
、
と

．
J

り
も
な
お
さ
す
、
一
文
が
、
ど
ん
な
達
文
状
況
の
中
に
あ
る
か
を
元
す
も
の
で

あ
完
。
文
例
に
つ
い
て
、
そ
の
存
立
の
条
件
を
開
示
す
る
こ
と
は
、
達
文
の
恩

恵
と
、
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。

1
　
二
　
文
の
違
開

一
個
性
の
夢
現
す
る
二
文
の
達
文
生
活
か
ら
は
、
「
補
充
」
と
「
良
叙
」
と

の
二
大
方
向
が
帰
納
さ
れ
る
。

格
充
と
は
、
た
と
え
ば
、
「
ダ
レ
ダ
。
コ
レ
オ
　
シ
タ
ノ
ワ
。
」
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
倒
置
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
表
頚
に
即
す
る
か
ぎ

り
は
、
倒
置
と
は
言
え
な
い
。
表
現
さ
れ
た
か
ら
に
は
、
そ
う
あ
る
の
が
旧
軍

で
あ
る
。
こ
の
内
容
を
見
た
時
、
二
文
の
達
文
を
、
補
充
的
な
展
開
と
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

い
わ
ゆ
る
倒
置
の
類
を
除
い
て
、
あ
と
．
を
屋
叙
と
よ
ぶ
。
そ
れ
で
は
、
第
一
一

文
ま
た
腋
第
二
文
が
特
殊
で
あ
る
も
の
が
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
。
た
と
え
は
、
　
摘

「
オ
ヤ
。
ダ
ー
レ
カ
　
キ
タ
　
ゾ
。
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
文
　
　
】

が
特
殊
で
あ
る
。
一
方
の
特
殊
文
の
特
殊
性
が
因
習
で
あ
れ
は
あ
る
ほ
ど
、
達

文
の
特
性
は
あ
ら
わ
に
な
る
。
さ
て
つ
ぎ
に
は
、
普
通
文
同
士
の
二
文
連
関
を

見
る
。
こ
の
中
に
つ
い
て
も
、
私
ど
も
は
、
反
復
一
つ
に
つ
い
て
も
、
単
純
反

復
と
か
、
′
凄
層
的
な
反
復
と
か
と
、
話
類
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
三
文
の
迂
〓
関

方
言
の
口
頭
表
現
で
は
、
I
こ
れ
に
か
ぎ
ら
な
い
と
思
う
が
－
、
三
文

の
連
結
に
お
い
て
、
第
三
文
で
の
表
現
方
向
転
換
が
、
特
に
注
目
さ
れ
る
。
話

し
手
は
、
第
一
文
に
対
す
る
第
二
文
の
展
開
に
は
賀
任
を
持
っ
て
も
、
第
三
文

の
展
開
に
は
窒
任
を
持
た
な
い
か
の
J
う
で
あ
る
。
話
し
は
と
か
く
第
三
文
で

屈
折
す
る
。
第
三
文
は
、
鑑
一
文
に
対
し
て
、
奔
放
で
あ
る
。

3

．

必

然

的

連

関



二
丈
で
あ
っ
て
も
三
文
以
上
で
あ
っ
て
も
、
文
〓
j
ン
テ
ン
ス
）
が
遠
監
す

れ
ば
、
．
そ
こ
に
は
必
然
的
連
関
と
言
っ
て
よ
い
状
態
が
生
じ
る
。
す
で
に
達
文

が
表
現
さ
れ
た
か
ら
に
は
、
そ
れ
が
、
一
人
の
個
性
に
よ
る
ど
ん
な
弛
緩
し
た

表
現
で
も
っ
て
も
、
そ
の
亨
の
び
し
た
達
文
の
連
関
が
、
ま
の
ぴ
と
い
う
特
色

を
持
っ
た
必
然
的
連
関
で
あ
る
。

必
然
的
達
関
に
即
し
て
、
達
文
の
責
甥
体
が
う
け
と
ら
れ
る
。
必
然
的
連
関

の
梯
朋
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
達
文
表
現
の
表
現
特
色
を
云
々
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
二
童
　
話
　
　
部

話
部
の
記
述
は
、
主
と
し
て
は
、
先
に
述
べ
た
、
話
部
分
割
の
第
三
段
階
で

お
こ
な
う
こ
と
に
な
る
。

詩
話
部
の
名
目
は
さ
き
に
列
挙
し
た
。

諾
部
、
ス
ピ
ー
チ
の
パ
ー
ト
は
、
一
方
か
ら
言
え
は
、
現
実
の
佃
文
の
直
接

の
要
素
で
あ
る
か
ら
、
話
部
を
と
ら
え
る
と
な
れ
ば
、
一
文
々
々
の
話
部
を
、

．
無
限
に
追
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
が
、
ど
ん
な
話
部

も
、
ラ
ン
グ
ぬ
き
の
．
ハ
ロ
ー
ル
の
要
素
で
は
な
い
．
。
ラ
ン
グ
の
内
包
を
欠
く
な

ら
ば
、
だ
い
い
ち
、
メ
ロ
十
ル
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
パ
ロ
ー
ル
は

癌
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
ら
え
得
る
の
は
、
∴
じ
っ
は
、
ラ
ン
グ
が
内

在
す
る
か
ら
で
あ
り
、
ラ
ン
グ
が
バ
ロ
ー
ル
を
と
ら
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ

ぅ
し
て
、
私
ど
も
は
、
パ
ロ
ー
ル
の
要
素
、
話
部
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
、

．
か
つ
は
、
そ
の
内
包
に
応
じ
て
、
話
部
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
計
る
。
話
部
に

は
無
限
の
出
現
が
あ
っ
て
も
、
私
ど
も
は
、
こ
れ
を
文
法
的
に
処
理
す
を
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

話
部
を
と
ら
え
て
類
別
し
、
話
部
の
、
　
l
文
中
で
の
役
あ
り
を
検
討
す
る
の

d

u

ら

が
、
羊
宗
山
㌫
の
し
．
こ
と
で
あ
る
。

第
一
節
　
文
　
末
　
話
　
部

た
と
え
は
四
国
方
言
の
、
「
可
如
月
可
　
サ
ー
ム
イ
　
叫
－
。
」
と
い
う
よ
う

な
「
ナ
ー
」
は
、
ふ
つ
う
、
終
助
詞
な
ど
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
（
私
は
文
末
助

詞
と
言
っ
て
き
た
。
）
は
た
し
て
助
詞
で
あ
ろ
う
か
。
右
と
同
趣
の
言
い
か
た

に
、
、
「
ヨ
　
叫
ム
イ
　
ナ
ー
モ
シ
。
」
と
い
う
の
も
あ
る
。
同
じ
く
四
国

方
言
内
で
の
こ
と
で
あ
る
。
「
ナ
モ
シ
」
も
助
詞
か
。
「
モ
シ
」
は
元
来
、
ま

と
ま
っ
ね
よ
び
か
け
こ
．
と
は
の
は
ず
で
あ
る
。
・

．
「
ナ
ー
」
　
「
ナ
モ
シ
」
は
、
．
と
も
か
く
、
文
末
の
話
部
で
あ
る
。
文
機
能
体
ノ

の
自
然
に
即
し
た
解
析
で
、
さ
い
し
ょ
に
と
り
わ
け
ら
れ
る
の
が
、
遊
離
独
立

の
成
分
、
文
末
話
部
で
あ
る
。
こ
の
話
部
を
形
成
す
る
単
語
「
ナ
ー
」
　
「
ナ
モ

シ
」
は
、
助
詞
と
は
よ
ぷ
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。
少
く
と
も
、
「
詞

と
辞
」
と
言
わ
れ
る
辞
の
、
「
キ
ョ
ー
ワ
」
の
「
ワ
」
と
い
う
よ
う
な
助
詞
と

は
、
、
同
列
に
あ
つ
か
い
か
ね
る
。
私
は
、
文
末
助
詞
の
よ
び
名
を
、
文
末
詞
に

改
め
た
ぐ
思
う
。
（
接
続
助
詞
「
が
」
「
と
」
な
ど
も
、
や
が
て
接
続
詞
と
し

て
慣
熟
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
も
は
や
接
続
詞
で
あ
る
。
文
末
の
「
ナ
」
」
な

ど
は
、
も
と
も
と
、
叫
び
と
え
の
よ
う
な
も
の
で
、
た
だ
の
て
に
を
は
短
で
は

な
か
っ
た
ろ
う
。
）

以
上
の
よ
う
な
文
末
詞
が
、
文
末
で
、
文
末
話
部
と
し
て
は
た
ら
い
て
い

る
。
文
の
文
末
話
部
と
し
て
は
た
ら
く
も
の
を
整
理
す
れ
ば
、
文
末
詞
の
体
預

が
得
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

文
末
詞
に
着
目
し
て
、
文
末
詔
部
を
処
理
す
る
時
、
記
述
の
重
点
は
お
の
ず

か
ら
定
ま
る
。

第
一
に
は
、
感
告
的
な
文
末
詞
か
ら
成
る
文
末
話
部
が
記
述
さ
れ
る
。
感
声

的
な
文
末
詞
は
、
元
来
、
言
語
以
前
の
感
声
が
、
文
末
詞
と
し
て
定
芳
せ
し
め
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ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
．
転
成
の
文
末
詞
が
あ
る
。
「
ナ
モ
シ
」
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
も
の
が
文
末
話
部
に
立
つ
こ
と
が
慣
熟
し
て
く
る
と
、
も
と
も
と
よ
ぴ

か
け
で
あ
っ
た
「
も
し
」
も
、
J
l
ナ
モ
シ
」
　
「
ナ
ン
と
な
ど
と
ま
と
ま
り
、

文
末
詞
北
す
る
。
「
ソ
ー
デ
ス
　
ナ
ー
ア
ン
タ
。
」
な
ど
の
場
合
も
、
「
ナ
ー

ァ
ン
タ
」
と
い
う
文
末
部
が
、
．
撹
用
・
慣
熟
に
つ
れ
て
、
「
ナ
ン
タ
」
な
ど
と

ま
と
ま
り
、
∴
漂
っ
た
ぐ
、
文
末
専
用
の
特
定
要
素
に
な
る
。
文
は
訴
え
で
あ

り
、
訴
え
は
文
の
末
尾
で
き
ま
る
た
め
、
文
末
部
に
立
つ
も
の
は
、
本
来
の
文

末
詞
で
な
く
′
て
も
、
み
な
、
訴
え
か
け
の
特
定
啓
崇
に
な
ろ
う
と
す
る
。
こ
こ

に
多
く
の
転
成
文
末
詞
が
生
起
す
る
。

文
席
話
部
を
と
ら
え
て
み
れ
ば
、
転
成
の
文
末
詞
で
あ
る
、
と
い
う
も
の

で
∵
特
に
お
も
し
ろ
い
の
は
、
一
つ
に
、
「
ア
ナ
タ
」
系
の
文
末
詞
で
あ
り
、

一
つ
に
は
、
「
ワ
タ
シ
」
　
系
の
文
末
詞
で
あ
る
。
「
ア
ナ
タ
」
系
の
も
の
で

は
、
「
ナ
」
　
「
∴
／
」
　
「
ネ
」
な
ど
に
「
ア
ナ
タ
」
の
熟
合
し
た
も
の
が
よ
く
お

こ
な
わ
れ
て
お
り
、
あ
わ
せ
て
「
ア
ナ
タ
」
に
「
ナ
ー
」
ゐ
勲
合
し
た
も
の
も

あ
る
。
「
ツ
タ
シ
」
帝
の
も
の
に
は
、
転
化
形
が
多
い
。
さ
て
、
「
ワ
タ
シ
」

系
の
「
．
ハ
イ
」
．
に
∴
．
「
ア
ナ
タ
」
善
の
「
タ
」
の
熟
合
し
た
「
バ
イ
タ
」
の
よ

う
な
も
の
も
、
九
州
方
言
の
中
に
成
立
し
て
い
る
の
は
、
注
目
に
あ
た
い
す

る
。
「
け
タ
シ
！
」
　
（
．
ハ
イ
）
と
む
す
ん
で
も
、
相
手
へ
の
′
訴
え
か
け
の
た
め

に
は
、
な
お
、
「
ア
ナ
タ
！
」
　
（
タ
）
と
上
び
か
け
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

l
第
二
節
　
問
　
投
　
話
　
部

文
末
話
部
の
地
位
に
近
い
地
位
を
保
持
す
る
も
の
は
間
望
話
部
で
あ
る
。
文

中
に
問
責
さ
れ
た
詣
部
は
、
問
設
と
言
え
る
と
お
り
、
ま
っ
た
く
遊
離
独
立
の
詔

部
で
あ
っ
て
」
講
話
部
の
つ
な
が
り
の
中
に
超
然
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

○
判
示
－
ワ
　
ケ
ー
チ
l
J
J
。
の
承
　
り
朝
－
可
－
。

今
日
は
ど
う
も
調
子
が
あ
る
い
な
あ
。

〔
岡
山
方
言
〕
　
の
「
ケ
ー
」
は
、
闘
技
話
部
で
あ
っ
て
、
文
中
に
遊
離
餌
立

し
て
い
る
。
孤
立
し
て
幸
て
、
し
か
も
、
そ
の
存
在
は
、
一
文
の
表
現
性
を
左

右
し
．
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
機
能
の
大
漕
さ
ほ
、
文
末
話
部
の
、
最
後
的
な

収
的
性
・
．
表
現
決
定
性
の
機
能
の
大
き
さ
に
つ
ぐ
。

遊
離
の
成
分
、
問
投
話
部
は
、
た
と
え
ば
体
言
「
オ
マ
イ
」
が
、
・
そ
れ
に
な

っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
「
ダ
ッ
チ
　
オ
マ
イ
　
コ
レ
ガ
　
ホ
ッ
テ
．
オ
カ
レ

ル
　
カ
ィ
。
」
の
よ
う
に
で
あ
る
。
体
言
は
間
投
詞
化
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。

前
の
例
の
「
ケ
1
」
も
、
も
と
も
と
「
こ
れ
」
で
あ
ろ
う
が
、
「
ケ
ー
」
と
な

っ
て
、
今
は
、
語
と
し
て
の
間
投
詞
に
な
っ
て
い
る
。
・

問
投
の
助
詞
と
い
う
も
の
は
耳
と
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
じ
じ
つ
阻
投
づ

れ
た
も
の
、
遊
離
独
立
の
成
分
な
ら
、
さ
き
0
文
末
詞
と
同
じ
く
、
間
投
詞
と

言
う
ほ
か
は
な
い
。
．

遊
離
独
立
（
孤
立
）
の
語
部
と
し
て
は
、
文
末
話
部
、
問
投
話
部
の
は
か

に
、
な
お
、
接
続
話
部
、
感
嘆
話
部
、
よ
び
か
け
話
部
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
ら
は
み
な
、
独
立
部
と
よ
ば
れ
て
も
よ
い
。

そ
う
い
う
よ
ぴ
か
た
か
ら
す
れ
ば
、
童
話
部
も
主
部
、
述
話
郡
も
述
部
、
修

鮪
話
部
も
修
飾
部
と
よ
ぷ
こ
と
も
で
き
る
。

ノ

L
が
し
、
．
話
邪
論
の
見
地
を
通
す
こ
と
に
す
れ
ば
、
主
部
も
、
主
部
に
立
っ

て
い
る
話
部
と
い
う
意
味
で
、
主
語
部
と
よ
ば
れ
る
。

竺
二
蘭
　
述
　
語
　
部
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述
部
を
な
す
話
部
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
下
の
〓
方
面
に
分
け
て
記
述
す
る
こ
．

と
が
で
き
る
。

r
　
待
遇
窯
議
の
昆
開

こ
の
視
点
に
立
つ
時
、
一
つ
に
は
、
尊
敬
動
詞
を
も
っ
て
形
成
さ
れ
た
述
語

部
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
ま
た
一
つ
に
は
、
「
オ
＋
行
き
（
動
詞
逆
用
形
）
＋
7

ル
」
と
か
、
「
動
詞
＋
レ
ル
（
ラ
レ
ル
）
」
と
か
の
、
砂
詞
一
般
を
つ
か
っ
た

敬
語
法
形
式
の
述
語
部
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
意
識
の
晶
損
に
応
℃
て
、
形
式

も
さ
ま
ぎ
真
に
と
と
の
え
ら
れ
て
い
く
。

述
語
部
に
よ
る
待
退
意
識
の
毘
関
は
、
尊
敬
の
方
向
だ
け
に
限
る
も
の
で
は

な
い
。
詳
詔
の
方
向
も
あ
れ
ば
、
丁
寧
の
場
合
も
あ
る
。
が
、
私
は
、
三
者
は

総
括
し
て
、
広
く
、
丁
寧
意
識
の
展
開
と
見
る
べ
き
も
の
の
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
。
日
本
の
方
言
社
会
の
言
語
習
蝦
で
は
、
そ
う
見
る
こ
と
が
妥
当
の
よ
う

で
あ
る
。

そ
の
丁
寧
表
現
と
し
て
、
述
語
部
は
、
助
動
詞
的
に
櫻
雑
化
す
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
一
方
、
簡
約
の
態
を
元
す
こ
と
も
あ
る
。
後
者
は
後
者
な
り
に
注
目
さ

れ．る。待
遇
意
識
の
展
開
は
、
上
向
き
だ
け
に
は
限
ら
な
い
。
下
弦
ぎ
に
も
ま
た
さ

か
ん
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
下
向
き
の
は
、
一
口
に
言
っ
て
、
窄
罵
表
現
法

で
あ
る
。
上
下
を
通
じ
て
、
待
遇
意
識
痙
関
の
段
階
が
た
ど
ら
れ
、
系
列
が
み

と
め
ら
れ
る
。

2
　
転
々
の
叙
法
と
そ
の
外
形
的
特
徴

ど
の
よ
う
な
文
表
現
も
、
口
頭
語
の
世
界
の
対
話
で
あ
る
か
ら
に
は
、
待
遇

の
表
現
で
な
い
も
の
は
な
い
。
．
そ
の
点
で
、
述
話
部
に
し
て
も
、
毎
週
意
識
の

匡
関
と
し
て
見
ら
れ
な
い
も
の
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
」

○
ケ
サ
ワ
　
n
り
モ
・
オ
キ
う
レ
ナ
カ
ツ
タ
。

と
言
え
は
、
述
語
部
「
オ
キ
ー
㌫
レ
ナ
カ
ツ
タ
」
は
、
こ
れ
と
し
て
や
は
り
こ
れ

だ
け
に
、
相
手
に
待
遇
意
識
を
見
せ
た
も
の
で
あ
る
。
（
「
オ
キ
テ
レ
マ
セ
ツ

デ
シ
タ
」
と
言
う
の
に
く
ら
べ
て
み
て
も
よ
い
。
）
が
、
な
お
一
つ
考
え
る
の

に
、
「
オ
キ
ラ
レ
ナ
カ
ツ
タ
」
　
と
い
う
述
語
部
は
、
叙
法
そ
の
も
の
と
し
て

も
、
一
局
の
特
色
を
云
⊥
て
い
る
。
こ
の
叙
事
上
の
特
色
も
、
述
語
部
の
検
討

と
し
て
は
、
す
て
お
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。
・

こ
う
し
て
、
動
作
進
行
態
叙
法
や
、
状
態
継
続
態
叙
法
が
、
ま
ず
注
目
さ
れ

右
。
「
ア
イ
ツ
　
ウ
マ
イ
　
コ
ト
　
ヤ
リ
耳
ツ
タ
。
」
と
、
大
阪
弁
で
言
う
と

す
れ
ば
、
「
ヤ
ツ
ヨ
ツ
タ
」
が
、
叙
法
の
注
目
さ
れ
る
述
語
部
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
追
行
態
の
完
了
法
に
な
っ
て
い
る
。
外
形
的
特
徴
と
し
て
は
、
促
音
が
み

と
め
ら
れ
る
。
「
ヤ
4
才
ツ
タ
」
と
あ
れ
ば
、
拗
音
・
促
音
が
跨
遷
さ
れ
る
お

け
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
大
阪
弁
の
言
い
か
た
は
、
こ
の
叙
法
な
り
に
、
多
少
の

皐
罠
の
効
果
を
示
し
て
い
る
。

外
形
的
特
徴
と
に
ら
み
．
あ
わ
せ
て
、
特
色
の
あ
る
叙
法
を
見
て
い
け
ば
、
し

だ
い
に
多
く
の
事
実
が
宅
頓
さ
れ
る
。

第
四
節
．
童
　
　
話
　
部

主
部
に
立
っ
て
い
る
主
語
部
で
彗
童
話
部
を
形
成
す
る
助
詞
の
有
無
が
一

つ
の
問
題
に
な
る
。
こ
の
見
地
で
全
国
の
諸
方
言
を
記
述
す
る
こ
と
は
重
要
で

あ
る
り
　
助
詞
の
な
い
場
合
、
そ
れ
が
、
「
が
」
格
和
当
の
も
の
で
あ
る
か
、

「
は
し
の
係
り
相
当
の
も
の
で
あ
る
か
な
ど
は
、
回
の
東
西
に
わ
た
l
つ
て
精

細
に
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
助
詞
に
関
し
て
は
ハ
助
詞
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
上
接
者
に
熟
合
し
て
い

る
場
l
合
も
、
広
く
記
述
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
つ

ぎ
の
副
詞
的
修
飾
の
話
部
の
場
合
の
、
目
的
格
に
立
つ
も
の
の
場
合
な
ど
に
つ

い
て
も
、
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
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弟
五
節
　
副
詞
的
修
飾
の
話
部

形
容
詞
的
修
飾
の
話
部

文
表
現
の
部
分
と
し
て
の
詔
部
を
、
．
「
副
詞
的
」
と
か
「
形
窄
詞
的
」
と
か

、

と
、
単
語
名
に
ち
な
ん
で
よ
ぶ
こ
と
は
、
け
っ
き
ょ
く
、
話
部
観
を
不
明
瞭
に

す
る
で
あ
ろ
う
。
話
部
は
単
語
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
運
用
修
飾
と
か
連
体
修
飾
と
か
と
言
っ
て
も
、
ぐ
あ
い
の
わ
る
い
の
は
同
じ

で
あ
る
。
）

一
口
に
、
修
飾
話
部
と
だ
け
言
っ
て
お
け
ば
、
間
厩
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の

時
は
、
二
種
の
も
の
を
ど
う
区
別
す
る
か
。
第
一
転
・
第
二
種
な
ど
と
い
う
区

別
の
し
か
た
を
、
し
て
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
。

．
第
一
種
・
第
二
種
の
修
飾
話
部
は
、
ど
の
よ
う
な
語
の
ど
ん
な
運
用
に
よ
っ
、

て
形
成
さ
れ
る
か
、
そ
の
あ
り
得
る
場
合
を
牲
頓
L
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お

の
お
の
の
場
合
に
つ
い
て
、
方
言
記
述
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

▼
　
第
三
章
　
語
　
　
　
詞

語
の
存
在
す
る
次
元
の
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
語
、
語
詞
は
、
話
部
（
あ

る
い
は
文
表
現
）
の
、
底
面
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
語
は
表
現
以
前
の
世

界
の
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
吾
は
文
表
現
の
た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
人
は
語
を
と
一
り
立
で
て
文
の
表
現
を
お
こ
な
う
。
極
端
な
場
合
、
た
と

え
ば
、○

コ
㌣
　
〔
相
手
へ
の
よ
び
か
け
〕

な
ど
と
い
う
よ
う
に
。
「
コ
レ
！
」
は
文
で
あ
る
が
、
だ
れ
に
l
も
発
言
さ
れ
な

い
字
引
の
「
コ
レ
」
は
、
単
語
で
あ
る
。

人
、
話
し
手
は
、
語
を
単
純
に
語
と
し
て
発
言
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
な
い
。

語
を
発
言
し
た
と
思
っ
た
ら
、
文
に
し
て
い
る
。

語
は
こ
の
よ
う
に
文
に
生
か
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
あ
く
ま
で

文
以
前
・
表
現
以
前
の
も
の
で
あ
る
‥

文
以
前
の
語
を
（
私
ど
も
は
、
多
く
と
り
賃
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
っ
め

た
も
の
は
分
類
さ
れ
る
。

対
比
的
特
徴
に
よ
っ
て
、
多
数
の
語
の
類
別
が
お
こ
な
わ
れ
た
時
、
一
類
々

々
を
品
詞
別
と
見
る
。

対
比
的
特
徴
と
は
ど
ん
な
も
の
か
。
語
・
語
詞
が
、
一
定
の
地
位
の
話
部
に

生
か
さ
れ
る
、
そ
の
生
か
さ
れ
か
た
　
ー
　
さ
き
の
こ
と
ば
で
手
足
は
、
語
、
語
詞

が
文
表
現
の
た
め
に
用
意
さ
れ
る
そ
の
用
意
の
さ
れ
か
た
ー
l
の
、
か
れ
こ
れ

た
が
い
に
こ
と
な
っ
て
い
る
、
こ
と
な
り
ぐ
あ
い
が
、
対
比
的
特
徴
で
あ
る
。

前
章
の
話
部
の
記
述
に
合
わ
せ
て
、
順
次
、
適
当
に
、
語
と
し
て
の
品
詞
が

記
述
さ
れ
る
。
そ
の
記
述
で
は
、
話
部
化
へ
の
契
機
に
着
目
す
る
。
こ
の
た
め

に
、
造
語
法
、
吾
の
体
系
的
形
成
が
注
意
さ
れ
る
。
重
要
と
さ
れ
る
薔
詞
形
成

法
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
榎
合
法
で
あ
る
。

単
語
諭
は
す
べ
て
、
話
部
論
の
も
と
に
あ
る
。
単
語
諭
は
、
話
部
諭
に
包
摂

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

文
法
研
究
は
、
文
表
現
論
を
中
軸
と
し
て
、
一
方
に
は
達
文
論
を
昆
開
せ
し

め
、
他
方
に
は
話
部
諭
を
展
開
せ
し
め
る
。
．
そ
の
話
部
論
の
分
析
的
方
向
に
お

い
て
、
話
部
諭
の
下
位
に
、
単
語
論
が
定
位
さ
れ
る
。

°

む
　
　
す
　
　
ぴ
．

以
上
は
、
趣
旨
と
し
て
、
総
合
的
見
地
を
通
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
生

き
た
文
法
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
し
ぜ
ん
、
こ
う
な
る
。
今
日
緊
要
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な
日
本
語
文
法
の
記
述
体
薫
彗
こ
う
し
た
総
合
的
見
地
に
立
つ
記
述
体
系
で

あ
ろ
う
。

日
本
語
文
法
を
総
合
的
に
把
達
し
て
い
け
ば
、
さ
い
ど
に
は
、
「
日
本
語
文

法
の
発
展
的
動
向
」
　
が
指
摘
で
き
る
。
言
う
と
こ
ろ
の
記
述
体
釆
の
む
す
ぴ

は
、
こ
れ
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

（

3

4

・

9

．

・

2

2

こ

（
広
島
大
学
文
学
部
）

巴
．

ロ
H
U

常

　

　

雄

助
　
　
詞
　
　
の
　
　
分
ノ
　
類
．

A
　
強
意
の
助
詞
「
し
」
に
つ
い
て
。

1
、
名
に
じ
お
ほ
ば
い
ざ
こ
と
と
は
む
官
こ
ど
り
わ
が
恩
ふ
人
は
あ
り
や
な

t
や
と
（
古
今
集
、
由
放
歌
）

こ
の
「
し
」
は
、
（
1
）
柁
助
詞
に
下
蓑
し
、
し
か
も
（
2
）
意
味
を
強
め

る
鋤
き
を
持
っ
て
い
る
。
故
に
、
原
則
的
に
い
わ
ゆ
る
間
投
助
詞
だ
と
言
え
よ

え

ノ

0

と
こ
ろ
が

｛
古
の
狭
織
の
帯
を
陪
び
垂
れ
誰
U
の
八
も
君
に
は
益
さ
じ
（
万
葉
集
、

巻
十
一
）

3
、
あ
、
り
と
あ
る
上
下
責
ま
で
酔
ひ
し
れ
て
、
一
文
字
を
だ
に
知
ら
ぬ
者

・
U
が
、
足
は
十
文
字
に
踏
み
て
ぞ
遊
ぶ
。
（
土
佐
日
記
）

の
「
し
」
は
、
い
ず
れ
も
格
助
詞
に
上
接
し
て
い
る
。
故
に
、
こ
れ
ち
の
用
例

か
ら
考
え
る
と
、
「
し
」
は
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
副
助
詞
だ
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
ま
た
、

4
、
ほ
の
ぼ
の
と
明
石
の
浦
の
朝
ぎ
り
に
し
ま
が
く
れ
ゆ
く
槍
を
u
ぞ
恩
ふ

（
古
今
隻
、
覇
旅
歌
）

の
「
し
」
は
、
い
わ
ゆ
る
係
助
詞
　
「
ぞ
」
　
に
上
撰
し
て
い
る
。
故
に
、
こ
の

「
し
」
は
い
わ
ゆ
る
間
投
助
詞
で
は
な
い
。

そ
れ
な
ら
ば
、
「
し
」
は
結
局
、
い
わ
ゆ
る
狭
轟
の
副
助
詞
だ
呈
呂
う
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。

（
イ
）
　
「
し
」
が
枯
助
詞
に
上
接
す
る
例
は
、
非
常
に
少
な
い
こ
と
。

ご
こ
前
記
の
第
3
例
の
「
知
ら
ぬ
老
L
が
」
に
は
、
こ
れ
を
「
知
ら
ね
者
、

し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

己
が
」
と
す
る
説
や
、
「
知
ら
ぬ
も
の
し
（
巫
女
）
が
」
と
す
る
説
な
ど
が

あ
る
こ
と
。

（
ハ
）
5
、
春
さ
め
の
ふ
み
涙
か
さ
く
ら
花
ち
る
を
惜
し
ま
ね
人
u
な
け
れ

ば
（
古
今
集
、
春
歌
下
）

の
よ
う
に
、
平
安
朝
以
後
は
、
「
し
」
の
単
独
用
法
は
、
お
お
む
ね
接
辞
助

詞
「
ば
」
で
導
か
れ
る
条
件
文
に
見
う
け
ち
れ
る
こ
と
。
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