
連
　
体
　
詞
　
と
　
そ
　
の
　
語
　
桑

一
間
題
提
起

即
諾
ハ
、
文
法
ノ
規
定
二
按
リ
テ
作
ラ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
'
那
バ
ト

文
法
ト
ハ
、
離
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

天
m
I
J
.
賠
r
.
:
-
;
s
i
「
水
+
/
=
削
L
.
ノ
-
K
f
t
i
」
)

・
‥
r
:
i
:
'
¥
w
-
一
に
'
・
,
]
正
-
J
t
∴
へ
い

⑬
そ
の
他
へ
の
各
事
項
が
五
十
音
脱
に
配
列
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
単
語
に
つ
い

て
い
て
い
誉
∴
.
-
,
-
'
"
~
J
'
'
-
.
t
.
'
-
*
*
l

ハ
O
l
∴
∵
二
∵
'
:
-
蝣
'
:
-
'

蝣
:
蝣
-
蝣
'
;
'
<

い
-
~
"
,
.
J
"
'
∴
V
'
-
'
∵
'
'
-
.
'
蝣
*
つ
一
・
*
.
'
-
'
J
_
.
∵
二
1
・
1
∵
:
.
I

学
の
似
域
で
い
う
と
'
㊦
は
仮
名
迫
論
'
⑦
は
文
字
論
及
び
音
別
論
、
⑳
は
文

は
論
、
㊤
と
㊥
は
意
味
論
・
語
史
論
へ
と
そ
れ
ぞ
れ
が
関
係
し
て
い
る
。

他
方
↓
国
語
辞
典
に
ど
う
い
う
単
語
を
ど
の
程
度
(
範
用
・
塁
に
採
択
す

る
か
は
'
そ
の
辞
典
の
規
桟
・
用
途
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
て
、
立
と
し
て
語
現

論
の
立
場
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
'
印
書
に
個
々
の
単
語
を
拘
職
す
る

茄
準
及
び
判
断
は
語
只
論
が
受
け
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
'
単
語
か
連
語
か
な

ど
の
譜
・
:
j
は
文
法
論
に
関
係
し
て
い
る
。
右
に
抱
げ
た
⑳
文
法
叫
項
は
'
即
に

印
譜
の
日
間
詞
あ
る
い
は
そ
の
下
位
の
分
類
を
示
す
だ
け
で
は
な
-
て
、
語
と
し

て
那
雷
に
載
せ
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
も
示
し
て
い
る
。

甲
　
　
斐
　
　
睦
　
　
朗

口
頭
に
引
用
し
た
買
口
海
し
編
纂
に
関
す
る
1
文
は
、
群
苦
と
文
法
と
の
相

関
の
あ
り
方
を
見
郡
に
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
'
r
言
悔
し
の
文
法
は
群
書

‥

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

∵

∵

　

　

一

-

M

-

1

史
論
と
文
法
論
が
辞
吉
と
い
う
串
の
両
輪
の
よ
う
に
補
助
し
合
い
'
そ
の
間
に

は
す
き
問
が
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
へ
文
法
論
は
'
今
日
で
は
固
語
学
の
1
領
域
と
し
て
'
即
諾
元

仕
的
な
言
語
)
か
ら
独
立
し
'
文
法
州
論
と
し
て
の
美
し
さ
を
追
究
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
即
諾
は
'
叫
語
認
定
な
ど
の
拡
準
を
'
語
梁
論
で
は
な
-
て
'
文
法

論
に
求
め
て
い
る
。
例
え
ば
'
「
即
に
」
　
「
耶
な
る
」
と
い
う
言
s
s
が
別
の
料

語
で
あ
る
か
'
ま
た
そ
れ
ら
が
結
局
ど
の
品
詞
に
屈
す
る
か
'
と
い
う
問
題
で

言
う
と
、
現
行
の
国
語
辞
典
は
語
の
認
定
の
光
畔
を
文
法
論
に
任
せ
て
い
る
た

め
に
'
「
単
に
」
　
「
単
な
る
」
を
1
語
と
見
ず
'
「
封
に
」
は
副
詞
、
「
即
な

・
る
」
は
連
体
詞
と
い
う
別
個
の
認
定
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
文
法
論
が
語

t
s
論
の
領
域
を
侵
害
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
'
群
要
の
記
述
で
あ
る
か
ら
'

単
語
の
認
・
:
j
に
語
史
論
的
発
想
(
「
1
1
 
1
に
・
単
な
る
」
を
三
m
と
す
る
見
方
)

が
も
っ
と
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。

他
方
'
国
語
即
諾
に
し
て
も
文
法
書
に
し
て
も
'
そ
の
総
論
を
受
け
た
各
論

や
脚
部
に
お
い
て
は
、
信
和
す
べ
き
先
行
F
.
=
を
継
承
す
る
こ
と
が
あ
り
'
そ
の

結
果
と
し
て
'
国
語
辞
典
と
文
法
書
が
対
立
し
た
か
の
観
を
呈
す
る
こ
と
が
あ

-45等-



る
。
そ
の
例
の
一
つ
に
連
体
詞
「
た
っ
た
」
が
あ
る
。
例
え
ば
、
市
川
孝
氏
は

萩
野
本
譜
-
文
管
:
昭
　
・
3
)
の
「
-
刑
川
色
の
中
で
,

今
'
連
体
詞
を
比
較
的
広
範
間
に
認
め
る
立
現
に
立
っ
て
'
も
と
に
な
っ

て
い
る
形
の
上
か
ら
類
別
し
て
み
る
と
、
だ
い
た
い
'
次
の
よ
う
に
な
る
O

と
前
E
.
i
き
し
た
上
で
、
の
～
桝
の
六
種
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
中
か
ら
㈹
だ
け

を
引
川
し
て
み
よ
う
。

㈹
　
「
糾
詞
　
(
+
動
詞
+
助
動
詞
一
」
か
ら

た
っ
た
　
三
人
)
　
〔
-
「
た
だ
」
〕

さ
し
た
る
　
(
不
便
は
な
い
)
　
　
　
　
　
　
一
同
h
T
二
二
五
ペ
ー
ジ
)

こ
の
、
副
詞
「
た
だ
」
か
ら
逆
休
詞
「
た
っ
た
」
が
派
生
し
た
'
と
い
う
見

方
は
'
橋
本
迦
富
「
日
本
文
法
論
」
(
r
国
文
法
体
系
論
.
]
所
収
へ
岩
波
詔
店
)

を
初
め
と
し
て
'
以
下
'
刊
行
咋
朋
に
講
座
名
・
辞
典
名
だ
け
を
掲
げ
る
と
'

『
日
本
文
法
話
麟
6
』
　
r
国
語
教
育
辞
典
』
　
(
朝
倉
書
店
)
　
F
続
日
本
文
法
話

麟
1
L
 
r
口
語
文
法
講
座
6
J
 
r
日
本
文
法
大
群
興
し
　
冒
m
詞
別
日
本
文
法
講

緋
t
o
j
　
(
I
　
を
除
き
、
す
べ
て
明
治
訂
院
刊
)
　
の
該
当
項
H
に
示
さ
れ
て
い

る
。
(
な
お
へ
明
治
書
院
刊
行
の
r
講
座
現
代
語
L
 
F
調
維
正
し
い
日
本
語
L

は
「
た
っ
た
」
の
記
述
が
な
-
'
『
講
座
日
本
語
の
文
は
3
』
は
「
た
っ
た
」

を
時
枝
文
は
に
よ
っ
て
体
言
と
見
て
い
る
。
)

と
こ
ろ
が
へ
後
抱
の
「
国
語
群
晋
に
登
録
さ
れ
た
迩
体
調
1
斑
」
に
明
ら
か

な
よ
う
に
'
国
語
即
興
の
大
部
分
は
「
た
っ
た
」
を
副
詞
と
し
て
い
る
。

「
た
っ
た
」
は
、
1
方
で
は
「
た
っ
た
そ
れ
だ
け
」
　
「
た
っ
た
こ
れ
っ
ぽ
っ

ち
」
の
よ
う
に
'
指
示
代
名
詞
に
「
だ
け
」
や
「
ば
っ
ち
」
の
付
い
た
形
に
か

か
り
'
他
方
で
は
「
た
っ
た
百
日
」
　
「
た
っ
た
三
人
」
の
よ
う
に
数
品
性
名
詞

に
も
か
か
る
。
そ
の
点
で
は
連
体
詞
に
含
め
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
「
た
っ
た

0　　　　　　　0

の
百
円
」
　
「
た
っ
た
の
三
人
」
の
よ
う
に
'
柿
助
詞
「
の
」
を
伴
っ
て
同
じ
か

か
り
方
を
す
る
。
迅
作
詞
は
体
言
に
か
か
る
こ
と
だ
け
を
職
能
と
す
る
品
詞
で

○

あ
り
、
格
助
詞
「
の
」
も
連
休
修
飾
語
を
作
る
格
助
詞
で
あ
る
。
「
た
っ
た
の
」

が
迎
体
修
飾
語
で
あ
る
こ
と
、
連
体
詞
は
助
詞
な
ど
の
付
属
語
を
下
接
し
な
い

こ
と
な
ど
か
ら
'
「
た
っ
た
」
は
連
体
詞
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

①
た
だ
笑
う
だ
け
　
◎
た
だ
(
の
一
そ
れ
だ
け
　
⑨
た
だ
(
の
一
三
人
(
だ
け
)

「
た
っ
た
」
に
は
右
の
「
た
だ
」
の
三
用
法
の
①
が
欠
け
て
い
る
。
「
た
だ
」

の
限
定
の
気
持
ち
を
強
調
す
る
た
め
に
「
た
っ
た
」
が
派
生
し
た
が
'
そ
の
結

只
と
し
て
①
の
言
い
方
だ
け
が
で
き
な
-
な
っ
た
。
「
た
っ
た
」
と
「
だ
け
」

と
の
呼
応
他
か
ら
見
て
も
副
詞
に
含
め
る
方
が
正
当
で
あ
る
。

さ
て
'
~
~
連
体
詞
は
'
第
三
即
で
扱
う
よ
う
に
'
そ
の
定
義
か
ら
見
て
も
他
の

口
…
・
湖
と
は
大
き
な
質
差
を
も
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
従
来
'
文
法
論
の
立
場
か

ら
耽
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
連
体
詞
を
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
語

窮
の
両
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
〇

二
　
連
体
詞
と
お
ほ
し
き
語
句

∵

　

　

一

-

'

-

'

サ

'

,

・

・

.

'

-

'

,

、

　

　

　

　

「

;

i

　

∵

.

'

-

'

I

"

1

∴

V

-

'

i

・

-

'

-

里
に
述
べ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
'
次
の
五
項
H
の
手
続
き
に
よ
っ
て
い
る
。

①
　
文
は
詔
・
講
頗
類
な
ど
に
連
体
詞
と
し
て
拍
げ
ら
れ
た
語
を
抜
き
山
す
.

∴
・
・
-
-
-
・
i
.
=
"
-
1
-
'
.
'
x
∴

㊥
　
「
郡
雷
に
登
録
さ
れ
た
連
体
詞
」
(
冒
山
詞
別
日
本
文
法
講
座
5
'
連
体
詞

・
副
詞
.
[
付
城
　
只
料
1
・
B
、
鈴
木
1
彦
氏
の
調
査
)
　
を
右
に
加
え
る
9

①
　
以
上
の
語
を
'
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
七
種
の
国
語
辞
典
で
旧
合
す
る
。

何
　
r
広
辞
苑
』
を
含
め
て
群
*
7
I
柁
以
上
が
連
体
詞
と
認
め
た
語
を
担
げ
る
9

- 453
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国
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出
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令計

群
書

..請
.
句

ニ

広秤苑

新明宿

角川国

岩披国

さ
す

が
の

さ
し
た

る
.

○
○

C
、

○

さ
せ

.る
○

○
○

(〕

さ
ら

い
(再

来
)

さ
ら

ぬ
(汰

)
○

さ
ら

ぬ
(避

)
○

さ
り
ぬ

べ
き

さ
り
ぬ

る
○

さ
.

る
(去

)
○

○
○

古
′
る

.(然
)
.

○
○

C
、

○

さ
る
べ

き

さ
ん

た
る

(惨
)

さ
ん

ぬ
る

(去
)

○
○

○
○
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㊦
広
辞
苑
第
二
版

⑳
新
版
角
川
国
語
辞
典

㊥
学
研
国
語
大
群
爪
ハ

㊨
改
訂
新
潮
国
語
辞
典

50　68　71 50

④
新
明
解
国
語
群
山
ハ
第
二
版

㊤
岩
波
国
語
群
山
ハ
第
二
版

⑳
日
本
国
語
大
群
州
ハ

458

㊧
講
談
社
国
語
辞
典
(
文
肺
版
)
　
(
川
一

⑧
に
掲
げ
た
「
辞
書
に
登
録
さ
れ
た
連
体
詞
」
は
t
 
r
明
解
国
語
郡
山
ハ
』
と

r
角
川
国
語
群
山
ハ
l
に
お
け
る
連
体
詞
を
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
旧

版
と
し
'
右
抱
の
⑦
と
⑳
を
新
版
と
す
る

と
'
そ
の
差
異
は
上
抱
の
表
の
と
お
り
で

あ
る
。
r
明
解
3
の
削
除
二
三
例
は
述
語

な
ど
に
改
め
ら
れ
て
お
り
、
連
体
詞
と
い

う
品
詞
の
不
鮮
明
な
性
質
が
こ
こ
に
示
さ

れ
て
い
る
。

右
の
㊦
～
㊧
の
括
弧
に
示
し
た
数
畳
は
t
 
F
広
即
刻
3
は
別
と
し
て
、
そ
の

辞
書
に
登
録
さ
れ
た
連
体
詞
の
総
量
で
は
な
い
。
㊧
は
'
批
行
に
便
利
で
あ
る



こ
と
'
ま
た
連
体
詞
の
数
が
他
よ
り
多
そ
う
だ
と
い
う
予
想
も
あ
っ
て
、
あ
る

程
度
の
頁
を
練
っ
て
い
る
。
『
日
本
国
語
大
群
典
.
)
の
連
体
詞
は
F
回
語
展
望
』

(
昭
朗
・
9
)
　
に
よ
る
と
全
1
八
六
例
で
あ
る
。
㊧
に
掲
げ
た
六
七
例
は
そ
の

三
分
の
1
の
数
立
に
過
ぎ
な
い
が
'
残
り
約
三
分
の
二
の
用
例
は
地
方
語
の
よ

う
に
1
般
的
で
な
い
も
の
が
大
部
分
を
占
め
る
よ
う
で
あ
る
.

さ
て
、
次
の
表
は
、
「
国
語
群
書
に
登
録
さ
れ
た
連
体
詞
1
覧
」
を
も
と
に

し
て
'
用
例
ご
と
に
登
録
し
た
郡
吉
の
冊
数
を
整
配
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
八
冊
す
べ
て
が
通
休
詞
と
し
て
登
録
し
た
用
例
は
二
六
例
、
1
冊
だ
け
が
登

録
し
た
用
例
は
四
八
例
で
'
他
は
中
間
に
散
在
し
て
い
る
。
そ
の
ば
ら
つ
き
が

連
体
詞
の
む
ず
か
し
さ
を
示
し
て
い
る
。

㊨(9　(り◎(9(ラ

三
　
連
　
体
　
詞
　
の
　
定
　
義

連
体
詞
ハ
'
即
独
デ
体
言
ヲ
修
飾
ス
ル
用
法
グ
ケ
ヲ
モ
ツ
品
詞
デ
ア
ル
。

右
の
連
体
詞
の
定
義
を
か
み
-
だ
-
と
'
次
の
六
項
目
に
細
分
さ
れ
る
。

連
体
詞
は
、
品
詞
の
一
つ
で
あ
る
。

連
体
詞
は
'
単
語
で
あ
る
。
連
語
で
も
な
-
語
構
成
要
素
な
ど
で
も
な
い
。

連
体
詞
は
、
体
言
を
修
飾
す
る
用
法
だ
け
を
も
つ
。

連
体
詞
は
'
文
中
に
あ
っ
て
館
に
郎
独
で
文
節
と
な
る
。
付
属
語
を
伴
う

こ
と
は
な
く
、
被
修
飾
語
に
な
る
こ
と
も
な
い
。

連
体
詞
は
、
活
用
を
も
た
な
い
。

連
体
詞
は
、
仙
の
各
品
詞
に
見
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
の
用
法
を
も
た
な
い
。

そ
の
①
は
'
迂
休
詞
が
文
抜
上
の
分
類
規
定
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

語
史
論
か
ら
亭
乙
ば
'
例
え
ば
i
.
広
辞
苑
』
は
約
二
〇
万
現
日
中
の
五
〇
語
t

r
日
本
国
語
大
郎
-
=
ハ
』
は
約
四
五
万
項
日
中
の
1
八
六
語
で
あ
り
'
そ
の
占
め

る
比
率
は
停
少
で
あ
る
。
た
だ
F
広
辞
苑
A
の
五
〇
語
を
、
日
常
の
言
語
生
活

に
お
け
る
使
用
率
で
見
れ
ば
'
連
体
詞
の
価
値
は
低
-
な
い
。
し
か
し
'
迅
休

詞
と
い
う
品
詞
を
立
て
る
の
は
'
そ
う
い
う
語
柔
論
的
観
点
か
ら
で
は
な
い
。

そ
の
㊥
は
、
単
語
と
は
何
か
と
い
う
'
欧
米
語
で
は
自
明
な
規
定
が
'
日
本

語
で
は
'
特
に
述
体
制
で
は
問
題
に
な
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
.
連
休
湖
は
、

餌
純
語
'
派
生
語
'
祖
合
語
に
分
か
れ
る
が
'
い
ず
れ
も
他
か
ら
転
成
し
た
語

で
あ
り
'
そ
の
熟
語
と
し
て
の
'
あ
る
い
は
転
成
と
し
て
の
ぽ
合
い
が
間
題
に

な
っ
て
く
る
3
他
方
'
文
中
で
常
に
体
言
を
修
飾
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
派

生
語
と
し
て
の
体
言
を
作
る
接
頭
辞
と
ど
こ
で
区
別
さ
れ
る
か
'
洪
語
構
成
要

素
と
ど
の
よ
う
に
識
別
で
き
る
か
t
な
ど
が
問
題
に
な
っ
て
-
る
。

そ
の
⑧
は
、
連
休
詞
が
'
館
に
連
休
修
飾
語
と
な
り
へ
決
し
て
逆
川
催
飾
語

な
ど
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
去
し
て
い
る
。

そ
の
④
は
'
連
体
詞
が
接
続
詞
及
び
感
動
詞
と
同
じ
く
へ
文
中
に
あ
っ
て
は
'

常
に
そ
れ
だ
け
で
1
文
節
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
よ
し
て
い
る
。
耐
湖
は
下

に
「
の
」
な
ど
を
伴
っ
て
逗
体
修
飾
の
用
法
に
転
ず
る
こ
と
が
あ
る
が
'
連
体

詞
は
そ
の
よ
う
に
格
助
詞
を
伴
う
こ
と
も
な
い
し
、
ま
た
、
例
え
ば
柑
蛇
副
詞

な
ど
の
語
に
よ
っ
て
催
飾
・
限
・
:
j
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。

そ
の
⑤
は
'
連
体
詞
が
文
語
型
の
形
容
動
詞
連
体
形
と
ど
こ
で
区
別
さ
れ
る

か
の
問
題
に
悦
係
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
'
国
語
群
山
ハ
類
が
収
載
し
て
い
る
現

代
語
と
は
ど
う
い
う
言
葉
な
の
か
t
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
-
る
。
現

代
語
を
貫
い
て
い
る
の
は
い
わ
ゆ
る
口
語
文
旭
で
あ
っ
て
'
現
代
語
と
文
語
文
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億
と
に
は
直
接
的
な
関
係
が
な
い
t
と
い
う
見
方
で
は
な
く
て
'
現
代
の
言
語

生
活
で
事
実
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
現
代
語
の
文
法
と
い
う
見
方
に
よ
る
と
'

文
語
型
活
用
の
形
容
動
詞
を
立
て
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
例
え
ば
「
餌
に
・

・
王
I
.
り
y
r
-
ハ
y
・
」
り
-
、
.
_
_
,
-
-
"
*
-
・
.
'
.
-
'
-
I
.
'
・
¥
ォ
.
‥
i
~

.
*
'
-
*
'
'
J

あ
る
が
、
仮
に
こ
れ
を
不
完
全
活
用
型
の
形
容
動
詞
と
す
る
見
方
を
採
用
す
れ

ば
'
一
五
六
語
の
連
体
詞
は
か
な
り
数
を
呼
り
す
こ
と
が
で
き
る
L
t
そ
の
品

詞
と
し
て
の
特
質
も
同
朋
な
も
の
に
1
歩
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。

=
・
E
後
に
、
そ
の
㊥
は
、
連
体
詞
が
'
疏
著
な
構
文
上
の
働
き
な
ど
に
よ
っ
て

各
品
詞
を
措
定
し
た
残
り
も
の
で
あ
る
と
い
う
性
質
上
'
そ
れ
が
否
定
的
に
把

撰
さ
れ
る
と
い
う
問
.
=
q
で
あ
る
。
例
え
ば
、
主
語
に
な
ら
な
い
'
述
語
に
な
ら

な
い
,
用
言
を
修
飾
し
な
い
'
接
続
の
機
能
を
も
た
な
い
t
な
ど
の
よ
う
に
否

定
的
な
言
辞
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
し
か
し
'
「
体
言
を
修
飾
す
る
」
は
別

に
し
て
、
否
定
的
に
表
別
さ
れ
る
連
体
詞
の
規
定
が
個
々
の
具
体
的
な
語
の
認

定
に
ど
れ
ほ
ど
の
有
効
性
を
も
つ
か
は
疑
問
で
あ
る
。
そ
こ
で
'
以
下
二
鳥

豪
に
掲
げ
た
各
語
を
い
-
つ
か
の
観
点
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

四
、
連
体
詞
に
含
ま
れ
る
語
の
考
察

八
積
の
国
語
群
番
が
替
り
ず
連
体
詞
に
登
録
し
た
語
は
次
の
二
六
語
で
あ
る
。

国
防
H
I
S

㊥
あ
の

③
あ
ら
ゆ
る

④
或
る

⑤
い
か
な

㊥
い
か
な
る

㊦
い
わ
ゆ
る

問
5
3
6
2
廼

r
-
.
斯
か
る

⑲
か
の

⑪
来
た
る

⑩
こ
の

⑳
さ
し
た
る

⑭
さ
せ
る

⑮
然
る

⑲
さ
ん
ぬ
る

⑳
そ
の

⑩
た
い
し
た

⑲
単
な
る

⑳
と
あ
る

⑳
ど
の

⑳
と
ん
だ

⑳
名
だ
た
る

⑳
ひ
ょ
ん
な

⑳
ほ
ん
の

⑳
わ
が

こ
の
二
六
語
中
に
は
、
ど
う
し
て
も
連
体
詞
と
い
う
H
m
湖
を
立
て
て
、
そ
こ

に
所
屈
さ
せ
る
必
要
の
あ
る
語
類
が
あ
る
。
「
あ
の
・
こ
の
・
そ
の
・
ど
の
」

「
あ
ら
ゆ
る
・
い
わ
ゆ
る
」
　
「
或
る
・
と
あ
る
」
　
「
と
ん
だ
・
た
い
し
た
」
な

ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
さ
ん
ぬ
る
・
斯
か
る
・
さ
し
た
る
・
さ
せ
る
・
然
る
」

な
ど
は
文
語
的
文
脈
の
中
で
用
い
ら
れ
る
の
で
'
主
は
語
か
述
語
か
の
区
別
は
口

語
文
で
は
内
灘
で
あ
る
。
ま
た
'
そ
れ
以
外
の
語
に
も
さ
ま
ざ
ま
の
問
題
が
あ

る
。
そ
こ
で
'
連
体
詞
と
い
う
品
詞
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
立
勘
で
は
な
-
、

保
有
す
る
立
場
に
立
っ
て
'
1
監
表
に
掲
げ
た
1
五
六
品
…
を
検
討
し
て
み
た
い
.

ー
　
語
で
あ
る
こ
と

仙
　
語
梢
成
安
東
で
な
い
こ
と

‖
　
該
・
咋
・
再
来
・
対
人
・
対
日
・
当
・
同
・
当
該
・
木
・
_
-
j
・
明
後
・
封

こ
れ
ら
は
単
語
で
あ
る
か
洪
語
構
成
要
素
で
あ
る
か
が
間
脳
に
な
り
、
単
語

で
あ
る
と
見
る
場
合
に
は
'
名
詞
で
あ
る
か
迂
休
詞
で
あ
る
か
が
問
題
に
な
る
。

o

例
え
ば
'
昨
日
・
昨
年
の
昨
は
、
昨
九
日
な
ど
と
い
う
使
い
方
が
あ
り
'
咋
叫

o

と
咋
九
日
で
は
、
咋
の
次
に
ポ
ー
ズ
を
紅
-
か
ど
う
か
に
迅
い
が
あ
る
。
昨
日

0

は
そ
れ
で
1
単
語
で
あ
り
'
そ
の
咋
ほ
洪
語
を
構
成
す
る
S
3
素
と
見
る
必
要
が

あ
る
。
昨
九
日
は
'
昨
日
ス
ナ
ワ
チ
九
日
の
意
味
の
和
合
裁
詞
と
言
う
こ
と
が

r
,
　
　
r
.

で
き
る
。
C
"
に
は
音
読
み
の
沃
字
を
挙
げ
て
い
る
か
へ
そ
の
中
に
は
、
咋
・
封

の
よ
う
に
訓
読
み
に
類
す
る
皆
き
の
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
元
首
相
・
元
校

0

長
の
元
(
モ
ト
)
と
い
う
訓
読
み
の
語
と
通
じ
る
働
き
を
も
つ
。
元
校
長
・
前

校
長
・
現
校
長
は
'
そ
の
中
問
に
「
の
」
を
挿
も
う
と
す
る
と
'
元
校
長
は
そ

○

の
ま
ま
モ
ト
ノ
校
山
と
蝣
i
n
-
乙
る
が
'
前
校
長
は
前
を
訓
読
み
に
し
て
初
め
て
格

○

助
詞
を
挿
む
こ
と
が
で
き
へ
現
校
長
は
現
を
現
在
な
ど
に
言
い
換
え
な
い
と
不

o

o

o

可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
元
(
モ
-
)
は
現
・
前
と
違
っ
て
そ
れ
だ
け
で
叫
語
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で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
「
元
」
は
「
元
は
・
元
の
・
元
に
」

な
ど
の
よ
う
に
格
助
湖
を
伴
い
'
主
語
や
連
用
修
飾
語
な
ど
に
も
な
り
う
る
の

で
'
連
体
詞
で
な
く
て
名
詞
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
に
掲
げ
た
各
語
は
八
柾
の
群
小
'
?
の
1
-
三
種
が
登
録
し
た
に
と
ど
ま
る
が
'

例
外
と
し
て
「
当
該
」
は
五
柾
も
の
群
古
が
登
録
し
て
い
る
。
矧
談
は
'
当
該

餌
作
1
当
該
の
事
件
t
の
よ
う
に
中
間
に
格
助
詞
「
の
」
を
挿
む
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
は
'
当
部
作
1
当
の
耶
件
'
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
'
「
当
の
」

は
'
当
の
本
人
・
当
の
長
相
'
当
の
太
郎
は
t
な
ど
の
よ
う
に
「
当
」
よ
り
も

そ
の
使
用
範
凶
が
広
-
'
下
が
洪
語
で
な
-
て
も
よ
い
。
そ
れ
に
対
し
て
当
該

は
、
当
該
の
問
題
-
,
当
該
問
題
t
　
の
よ
う
に
「
の
」
の
有
無
と
上
下
の
結
合
範

囲
と
に
違
い
が
見
ら
れ
な
い
。
「
当
該
」
は
名
詞
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

・

;

E
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…
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i

v

7

"

r

i

'

'

詞
に
登
録
す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
検
討
し
た
。

り
　
天
津
・
内
枠
・
沖
津
・
国
津
・
遠
津

〔

こ
れ
ら
は
'
例
え
ば
'
天
紐
乙
女
・
天
控
羽
衣
へ
沖
津
白
馬
・
沖
津
小
島
な

ど
の
よ
う
に
固
定
し
て
使
わ
れ
る
複
合
語
の
T
部
で
あ
り
'
現
代
語
に
お
い
て

は
'
こ
れ
以
上
に
発
展
・
応
用
を
望
む
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
右
の

複
合
語
を
、
古
語
意
識
を
働
か
せ
て
二
語
と
し
、
そ
の
上
の
語
を
遜
体
詞
に
登

録
す
る
必
要
は
な
い
。
仮
に
天
枠
乙
女
な
ど
を
文
法
的
に
見
て
逆
語
と
見
た
場

合
、
そ
れ
を
更
に
細
分
す
る
こ
と
は
現
代
語
の
範
囲
を
越
え
て
し
ま
う
。

i
i
　
連
語
・
慣
用
句
な
ど
で
な
い
こ
と

3
　
あ
あ
い
う
・
あ
あ
し
た
・
こ
う
い
う
・
こ
う
い
っ
た
・
こ
う
し
た
・
そ
う

い
う
・
そ
う
い
っ
た
・
・
そ
う
し
た
・
ど
う
い
う
・
ど
う
い
っ
た

?
　
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
・
あ
り
と
あ
る

〔

r̂
yi

i
　
ぁ
る
べ
き
・
お
そ
る
べ
き
・
さ
り
ぬ
べ
き
・
さ
る
べ
き
・
し
か
る
べ
き
.

〕
.
Ⅳ
　
あ
り
し
・
あ
り
つ
る
・
い
に
し
・
い
ん
じ
・
き
り
ぬ
る
・
さ
ん
ぬ
る

〔M
　
ぇ
も
い
わ
れ
ぬ
・
だ
れ
し
ら
ぬ
・
な
に
お
う
・
な
に
し
お
う
・
も
っ
て
う

ま
れ
た
・
も
っ
て
ま
わ
っ
た

1
覧
表
に
は
'
連
語
あ
る
い
は
慣
用
句
と
も
解
さ
れ
る
語
句
が
含
ま
れ
て
い

る
。
そ
れ
ら
の
1
部
を
右
に
五
つ
の
形
式
に
分
け
て
掲
げ
て
み
た
。
こ
れ
ら
を

見
る
と
、
文
法
論
か
ら
は
'
こ
れ
ら
は
T
体
単
語
で
あ
る
か
t
と
い
う
疑
義
が

示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
語
穴
論
か
ら
は
'
そ
れ
が
単
語
で
あ
る
か
迅
休
詞
で

あ
る
か
は
別
に
ん
て
'
類
似
し
た
語
句
を
更
に
拾
い
上
げ
よ
、
と
い
う
蛇
文
が

出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
'
右
の
‖
～
M
に
代
表
さ
れ
る
語
句
は
'
そ
れ

が
連
体
詞
で
あ
る
か
の
問
題
以
前
に
'
即
語
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
な
ど
と

い
う
問
題
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

日
は
「
あ
あ
・
こ
う
・
そ
う
・
ど
う
」
に
「
い
う
・
い
っ
た
・
し
た
」
を
掛

け
合
わ
せ
た
7
二
通
り
の
言
い
方
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
が
'
そ
の
中
の
一
〇

通
り
が
登
録
さ
れ
'
「
あ
あ
い
っ
た
・
ど
う
し
た
」
が
登
録
さ
れ
て
い
な
い
。
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.
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・
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・
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で
'
「
い
ん
じ
」
と
「
さ
ん
ぬ
る
」
は
語
基
に
音
湖
変
化
が
見
ら
れ
る
の
で
単

語
と
し
て
は
熟
合
し
て
い
る
。
し
か
し
'
現
代
語
で
あ
る
か
は
問
題
で
あ
る
.

2
　
体
言
だ
け
に
か
か
る
こ
と

仙
　
「
-
の
」
の
形
以
外
に
「
～
に
」
な
ど
の
形
を
も
つ
も
の

一
覧
表
に
は
'
「
あ
の
・
う
み
の
・
か
ず
の
」
の
よ
う
に
「
～
の
」
の
形
に
な

る
語
句
が
二
四
例
あ
る
。
そ
の
中
に
は
「
～
に
」
の
形
に
換
え
て
も
そ
の
意
味

に
大
き
な
追
い
の
生
じ
な
い
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
「
じ
っ
の
・
ほ
ん
の
」
は
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「
じ
っ
に
・
は
ん
に
」
に
改
め
る
と
そ
の
表
す
意
味
に
も
追
い
が
生
じ
る
.
し

か
し
・
「
さ
す
が
の
・
し
ん
の
」
は
「
さ
す
が
に
・
し
ん
に
」
と
そ
の
意
義
が

同
じ
で
あ
り
・
た
だ
体
言
に
続
く
か
用
言
に
続
-
か
と
い
う
用
法
が
琴
っ
だ
け

で
あ
る
。
そ
の
違
い
で
品
詞
に
分
類
す
る
と
、
「
さ
す
が
」
の
場
合
'
「
さ
す

が
に
」
は
副
詞
、
「
さ
す
が
の
」
は
連
体
詞
に
な
る
。
加
え
て
「
さ
す
が
/
」

と
い
う
感
動
詞
が
あ
り
、
更
に
「
さ
す
が
だ
」
と
い
う
述
語
の
用
法
は
形
容
動

詞
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
さ
す
が
」
と
い
う
語
基
に
「
だ
・
に
・
の
・
/
」
が

付
い
て
四
つ
の
品
詞
が
で
き
る
と
い
う
不
経
済
な
分
類
に
な
る
。
逆
に
、
「
さ

す
が
だ
」
と
い
う
形
容
動
詞
を
立
て
て
'
「
さ
す
が
へ
さ
す
が
に
'
さ
す
が
だ
、

さ
す
が
な
、
さ
す
が
の
」
を
語
幹
及
び
各
活
用
形
と
見
る
方
が
簡
単
に
な
る
。

物
　
「
～
ぬ
」
の
形
を
も
つ
も
の

1
発
表
に
は
、
「
あ
ら
ぬ
・
い
た
ら
ぬ
・
い
ら
ぬ
」
な
ど
「
～
ぬ
」
の
形
を

も
つ
語
句
が
一
五
例
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
「
あ
ら
ぬ
」
な
ど
は
別
に
し
て
、

国
語
群
書
で
カ
ラ
見
出
し
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
「
い
た
ら

ぬ
」
は
連
体
詞
と
だ
け
記
さ
れ
、
恵
味
な
ど
は
形
容
詞
「
い
た
ら
な
い
」
に
回

さ
れ
て
い
る
。
辞
書
の
中
に
は
「
い
た
ら
な
い
」
を
そ
の
用
法
か
ら
連
体
詞
に

登
録
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
'
こ
れ
は
形
式
よ
り
も
用
法
を
重
ん
じ
た
分
類

で
あ
る
。
「
い
た
ら
な
い
」
を
'
「
つ
ま
ら
な
い
・
い
ら
な
い
」
な
ど
に
同
じ

く
形
容
詞
と
見
る
な
ら
'
「
い
た
ら
(
ん
)
・
つ
ま
ら
(
ん
)
・
い
ら
(
ん
)
」
も
ま

た
'
口
語
形
容
詞
の
連
体
形
に
所
属
さ
せ
る
こ
と
が
孝
与
り
れ
る
。

5
　
他
の
品
詞
と
の
関
係

相
　
文
語
形
容
動
詞
連
体
形
と
の
関
係

1
覧
表
に
は
「
い
か
な
る
・
お
お
い
な
る
・
か
-
た
る
・
さ
ん
た
る
・
た
ん

な
る
・
び
ょ
う
た
る
」
な
ど
文
語
で
は
形
容
動
詞
連
体
形
に
な
る
べ
き
語
句
が

見
ら
れ
る
3
こ
れ
ら
は
現
在
'
「
い
か
に
・
お
お
い
に
・
た
ん
に
」
は
別
に
し

て
,
連
用
形
や
終
止
形
な
ど
各
描
用
形
の
用
法
が
す
た
れ
て
'
た
だ
体
言
修
飾

の
連
体
形
の
用
法
だ
け
が
放
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
亭
乙

ば
連
体
詞
に
登
録
で
き
な
く
は
な
い
が
、
「
さ
ん
た
る
・
び
ょ
う
た
る
」
な
ど

の
よ
う
に
す
で
に
現
代
語
と
し
て
は
通
用
し
に
-
い
語
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し

か
も
'
こ
れ
ら
は
形
容
動
詞
的
性
質
　
-
　
程
度
副
詞
の
限
定
を
受
け
る
'
も
の

の
性
質
や
状
態
な
ど
を
表
す
な
ど
I
を
も
っ
て
い
る
。

連
体
詞
は
今
後
'
体
言
修
飾
の
用
法
だ
け
を
も
つ
点
で
規
・
思
す
る
の
で
は
な

く
,
第
五
節
で
少
し
く
取
り
上
げ
る
よ
う
に
'
表
現
機
構
的
な
面
か
ら
の
規
定

-
'
-
j
-
蝣
-
'
.
蝣
'
蝣
・
'
C
∴
は
'
-
t
.
'
-
.
上
り
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
い
∵
.
矧

も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
将
来
を
先
取
り
し
た
見
方
で
言
え
ば
'
右

に
掲
げ
た
語
群
は
'
な
お
'
形
容
動
詞
連
体
形
に
配
屑
さ
せ
た
い
。
つ
ま
り
、

不
完
全
活
用
型
の
形
容
動
詞
と
見
る
の
で
あ
る
。

次
に
'
「
～
な
」
の
形
を
と
る
㊦
「
い
か
が
な
・
い
か
な
・
が
い
な
・
ち
ょ

く
な
'
ろ
く
な
」
'
①
「
こ
こ
な
・
そ
こ
な
」
'
⑳
「
あ
ん
な
・
こ
ん
な
・
そ
ん

な
・
ど
ん
な
」
、
㊤
「
お
お
き
な
・
ち
い
さ
な
」
へ
②
「
い
ろ
ん
な
・
ひ
ょ
ん

な
」
は
、
連
体
詞
と
し
て
見
る
と
'
そ
れ
ぞ
れ
問
題
点
を
も
っ
て
い
る
。
㊦
と

⑦
は
文
語
的
な
語
で
あ
り
'
「
～
に
」
と
の
関
連
で
扱
う
必
要
が
あ
る
。
⑳
は

口
語
形
容
動
詞
(
「
あ
ん
な
だ
」
な
ど
)
　
の
1
用
塗
そ
し
て
、
㊤
は
口
語
形

容
詞
の
連
体
形
に
「
～
な
」
が
流
入
し
た
形
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
㈱
の
二

語
は
程
度
副
詞
に
よ
る
輿
j
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。

i
i
　
副
詞
と
の
関
連

1
覧
表
に
は
'
刷
詞
と
間
係
す
る
連
体
詞
と
し
て
'
川
「
～
の
」
と
「
～
に
」

の
両
形
を
も
つ
「
し
ん
の
・
ほ
ん
の
」
な
ど
'
T
E
「
～
な
」
あ
る
い
は
「
～
な

・162



る
」
と
「
～
に
」
の
両
形
を
も
つ
「
い
か
な
・
い
か
な
る
・
ろ
-
な
」
な
ど
'

一
=
用
法
の
上
で
区
別
さ
れ
る
「
た
だ
・
た
っ
た
」
な
ど
が
見
ら
れ
る
が
'
そ
れ

ら
は
す
で
に
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
結
局
'
こ
れ
ら
は
'
副
詞
に
琴
空
タ

る
も
の
'
形
容
動
詞
と
し
て
両
頚
を
解
消
す
る
も
の
に
二
分
さ
れ
る
。

矧
　
形
容
詞
連
体
形

1
位
滋
に
は
'
「
い
ろ
よ
い
」
　
「
い
た
ら
な
い
」
の
二
語
が
見
ら
れ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
'
第
2
節
の
脚
「
『
～
ぬ
』
の
形
を
も
つ
も
の
」
で
取
り
上
げ
'

例
え
ば
「
い
た
ら
ぬ
(
ん
こ
な
ど
を
形
容
詞
連
体
形
に
含
め
る
こ
と
を
述
べ
た
。

こ
の
「
い
ろ
よ
い
・
い
た
ら
な
い
」
は
'
他
の
活
用
形
の
用
法
が
す
た
れ
て
'

主
と
し
て
体
言
を
修
飾
す
る
川
は
だ
け
が
残
存
し
て
い
る
語
で
あ
る
。
し
か
し
'

こ
れ
ら
は
'
下
に
付
属
語
を
伴
な
う
こ
と
が
あ
る
L
t
上
に
程
度
副
詞
を
冠
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
'
「
い
ろ
よ
い
」
は
「
色
好
い
-
・
近
郊
・
応
答
」
な

ど
の
よ
う
に
限
・
:
j
さ
れ
た
語
だ
け
を
修
飾
す
る
の
で
'
「
色
・
好
い
」
と
二
分

し
二
で
の
「
色
」
の
意
味
を
派
生
的
意
味
と
し
て
捉
え
ら
れ
も
す
る
。
こ
れ
ら

は
'
文
法
論
の
立
場
'
特
に
そ
の
活
用
形
の
衰
退
・
残
存
の
両
か
ら
迅
休
詞
に

入
れ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
'
那
讃
登
録
の
場
合
は
'
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に

語
5
s
論
的
立
場
を
組
み
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
'
他
の
E
。
=
詞
と
の
関
係
と
し
て
'
形
容
動
詞
、
副
詞
、
形
容
詞
と
い
う

三
つ
の
品
詞
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
係
す
る
語
効
を
取
り
上
げ
た
。
こ
れ
ら
は
へ
そ

言
言
　
　
　
-
し
。
い
汁
　
一
r
t
J
-
'
-
-
'
-
i
i
^
-
.
'
z
:
-
s
-
q

に
辻
体
調
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
'
そ
の
場
合
'
連
体
詞
と
い

う
品
詞
性
は
'
体
言
修
飾
以
外
の
何
も
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
.

4
　
述
語
・
被
修
飾
語
な
ど
の
用
法
を
も
た
な
い

川
　
述
語
に
な
ら
な
い

T
裏
表
に
は
'
「
あ
ん
な
」
須
'
「
つ
ま
ら
ぬ
」
の
よ
う
に
「
～
ぬ
」
の
形

i
)
も
つ
類
'
「
ど
う
し
た
」
類
t
な
ど
の
よ
う
に
'
主
に
体
言
修
飾
に
用
い
ら
れ

る
が
'
述
語
の
用
法
を
も
も
つ
も
の
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
ど
う
し
た
」
は
'

「
ど
う
し
た
こ
と
か
」
　
「
ど
う
し
た
の
」
　
「
ど
う
し
た
?
」
な
ど
の
よ
う
に
少

し
ず
つ
意
味
・
用
法
の
軍
っ
言
い
方
が
で
き
る
が
、
そ
の
ど
こ
ま
で
を
連
体
詞

と
す
る
か
は
間
道
で
あ
る
。
「
あ
ん
な
」
類
が
述
語
に
立
つ
似
合
は
「
あ
ん
な

だ
」
の
形
で
川
い
ら
れ
る
.
ま
た
、
「
つ
ま
ら
ぬ
」
類
は
'
体
言
修
飾
の
坊
合

V
も
述
語
に
立
つ
場
合
で
も
'
上
に
程
度
副
詞
を
冠
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

う
い
う
意
味
で
'
右
に
掲
げ
た
語
類
は
連
体
詞
か
ら
除
外
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
'
「
あ
ん
な
」
輝
'
「
～
ぬ
」
額
の
処
遇
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
。
「
ど
う
し
た
」
は
'
「
ど
う
い
う
」
　
「
ど
う
い
っ
た
」
な
ど
と
共
に
印
譜

な
ら
ざ
る
述
語
と
見
る
の
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

物
　
体
言
以
外
の
語
を
修
飾
し
な
い

1
覧
表
に
は
程
度
量
を
表
す
語
句
と
し
て
'
例
え
ば
「
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
」

「
ほ
ん
の
わ
ず
か
」
の
「
ほ
ん
の
」
が
あ
る
3
　
「
ほ
ん
の
百
円
」
は
「
た
っ
た

(
の
百
日
」
と
同
じ
用
法
で
あ
り
、
「
ほ
ん
の
山
来
心
」
は
ま
さ
し
く
体
言
修

飾
の
用
法
で
あ
る
が
'
そ
れ
以
外
に
右
に
掲
げ
た
よ
う
に
副
詞
あ
る
い
は
連
体

詞
に
か
か
る
程
度
副
詞
の
用
法
が
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
'
「
ほ
ん
の
」
は
'

辻
体
調
で
は
な
く
副
詞
に
含
め
る
方
が
適
切
に
な
っ
て
く
る
。

矧
　
被
修
飾
語
に
な
ら
な
い

1
覧
表
に
は
、
例
え
ば
「
ま
こ
と
に
・
実
に
」
な
ど
の
程
度
副
詞
の
附
妃
を

受
け
る
も
の
が
少
な
-
な
い
。
そ
れ
ら
は
'
川
形
容
動
詞
連
体
形
に
還
元
さ
れ

る
も
の
　
(
「
い
か
な
る
・
か
-
た
る
」
な
ど
)
t
 
f
E
形
容
詞
連
体
形
に
琴
冗
さ
れ

る
'
あ
る
い
は
祁
入
さ
れ
ろ
も
の
　
(
「
い
た
ら
な
い
・
つ
ま
ら
ぬ
・
お
お
き
な
」
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な
ど
一
、
一
m
用
八
　
に
助
動
詞
が
下
捜
し
て
餌
用
語
化
し
た
述
語
(
「
お
そ
る
べ
き

・
だ
れ
し
ら
ぬ
・
・
む
り
か
ら
ぬ
」
な
ど
)
に
分
け
ら
れ
る
.

こ
れ
ら
は
'
連
体
詞
を
定
義
ど
お
り
に
解
す
る
と
、
そ
の
す
べ
て
が
'
「
被

修
飾
の
用
法
を
も
た
な
い
」
と
い
う
点
で
問
題
に
な
っ
て
-
る
。
し
か
し
'
そ

れ
ら
の
語
句
を
連
体
詞
に
含
め
る
た
め
に
連
体
詞
の
定
義
を
綬
め
る
'
あ
る
い

は
例
外
的
な
用
法
を
認
め
る
こ
と
な
ど
は
退
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
I

五
　
結
　
　
論

以
上
'
国
訴
群
詔
に
登
鎚
さ
れ
た
連
体
詞
を
'
四
つ
の
観
点
を
設
け
て
検
討

し
'
形
舛
動
詞
へ
　
形
容
詞
'
副
詞
'
名
詞
'
連
語
な
ど
の
各
語
句
へ
あ
る
い
は

ハ

i

-

!

i

;

;

:

'

_

・

・

-

-

'

-

蝣

蝣

蝣

.

ニ

・

　

　

こ

そ

い

2

:

・

.

∵

U

 

t

7
斑
滋
の
語
句
は
大
幅
に
削
減
し
'
7
五
語
程
度
が
残
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ

ら
を
、
次
に
'
語
形
巾
心
に
六
つ
に
分
け
て
坦
ポ
し
て
み
よ
う
。

仙
　
あ
の
・
か
の
・
こ
の
・
そ
の
・
ど
の

i
i
　
或
る
・
と
あ
る
・
明
-
る
・
来
た
る
・
去
る

矧
　
あ
ら
ゆ
る
・
い
わ
ゆ
る

仙
　
と
ん
だ
・
た
い
し
た

㈲
　
当
の
・
大
の

㈲
　
わ
が

な
お
へ
八
椛
の
国
語
耶
典
の
す
べ
て
が
迎
体
調
に
発
蝕
し
た
語
で
右
か
ら
除

い
た
も
の
は
'
次
の
T
二
語
で
あ
る
。
.

m
　
か
か
る
-
Y
J
L
た
る
・
さ
せ
る
・
然
る
・
さ
ん
ぬ
る

㈱
　
い
か
な
,
・
い
か
な
る
・
な
だ
た
る

矧
　
お
お
き
な
・
た
ん
な
る
・
ひ
ょ
ん
な
・
ほ
ん
の

こ
れ
ら
の
語
は
t
 
m
及
び
㈲
が
文
語
的
で
あ
り
、
㈲
及
び
㈲
が
他
の
品
詞
へ

の
戻
入
を
適
切
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
t
 
m
～
㈲
に
無
理
に
加
え
る
と
し

て
も
、
本
来
'
古
語
と
し
て
扱
う
の
が
適
切
な
間
の
五
語
に
限
ら
れ
る
。

さ
て
'
川
～
㈲
の
1
五
語
に
共
通
す
る
性
質
'
つ
ま
り
'
連
体
詞
の
品
詞
性

は
'
第
三
即
に
挙
げ
た
①
～
㊥
に
加
え
る
も
の
と
し
て
、
次
の
二
項
日
が
求
め

ら
れ
る
。

㊦
　
運
休
詞
は
'
文
頭
あ
る
い
は
句
　
(
連
文
節
)
　
の
初
め
に
位
置
す
る
こ
と

が
多
い
。

⑤
　
連
休
.
詞
は
'
状
況
、
文
脈
'
現
松
な
ど
の
設
-
蝣
u
j
.
指
示
の
意
味
で
使
わ

れ・"")

∧
付
記
∨
　
本
稿
は
'
昭
和
五
四
年
六
月
に
、
渡
辺
実
氏
を
中
心
と
す
る
副
詞

研
究
会
(
六
月
例
会
)
　
の
発
表
の
た
め
に
作
成
し
た
原
稿
を
骨
子
と
す
る
。

渡
辺
実
へ
玉
村
五
郎
'
前
田
古
郡
、
仁
田
義
雄
へ
小
矢
野
哲
夫
の
各
氏
に
は

設
立
な
ど
助
言
を
頂
い
た
。
又
へ
本
稿
は
「
連
体
詞
と
そ
の
語
愛
指
導
」
と

い
う
主
山
の
下
に
書
き
改
め
'
昭
和
五
四
年
八
月
の
広
島
大
学
国
語
教
育
学

会
で
口
頭
光
豪
を
し
た
。
発
表
に
隙
し
'
野
地
潤
家
'
大
槻
和
夫
へ
奥
田
邦

E
=
l
t
、
≠
%
j
f
v
i
i
r
;
の
長
氏
に
は
Y
j
W
r
j
V
i
の
ご
相
的
・
ご
正
妃
を
.
E
い
た
。
P

し
て
'
各
氏
に
謝
意
を
巾
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

(
愛
知
教
育
大
学
助
教
授
)

・4G-J




