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童昇

阪
貧

「日

本

文

法

の

話
」

林

　

和
　
比
　
古

一

文
法
と
い
ふ
学
科
に
お
い
て
、
読
者
に
対
し
興
味
を
も
た
せ
る

こ
と
が

で

き
、
ま
た
帰
納
的
に
言
語
現
象
を
観
察
す
る
力
を
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
ら

ら
と
ね
が
ふ
著
者
は
多
い
、
本
書
も
そ
の
や
う
な
目
的
で
書
か
れ
、
十
分
な
出

来
栄
え
を
示
し
て
ゐ
る
。

こ
の
書
で
は
国
文
法
の
中
で
つ
ね
に
問
題
に
な
る
現
象
が
重
点
的
に
と
り
あ

げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
を
拾
ふ
と

文
法
と
は
何
か
。
文
章

。
文

・
文
節

・
単
語

。
詞

・
辞

・
複
合
語

・
接
頭
語

・
接
尾
語

。
単
語
の
分
類

。
名
詞

・
代
名
詞

・
動
詞

・
形
容
詞

・
形
容
動
詞

・
連
体
詞

・
副
詞

・
接
続
詞

。
助
動
詞

・
助
詞

・
感
動
詞

・
品
詞
分
類

な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
項
目
に
対
し
先
輩
諸
学
者
の
説
が
紹
介
さ
れ
つ
ゝ

興
味
深
く
理
論
的
に
説
明
さ
れ
て
ゆ
く
。
と
り
わ
け
山
田
孝
雄

。
橋
本
進
吉

・

時
枝
誠
記
三
博
士
の
説
が
お
も
な
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
が
、
と
く
に
時
枝
学
説

が
結
論
的
に
採
用
さ
れ
て
ゐ
る
の
が
目
に
つ
く
。

普
通
の
文
法
で
助
動
詞

「
で
す
」
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
を
、
著
者
は
助

動
詞

「だ
」
の
一
活
用
形

「
で
」、　
ま
た
は
形
容
動
詞
の

「
で
」

（例
へ
ば

「
静
か
で
し

に
新
し
い
敬
譲
助
動
詞

「す
」
の
加
は
っ
た
も
の
と
考
へ
る
。

か
や
う
な
新
説
も
あ
る
が
、
本
来
こ
の
書
の
特
色
は
前
記
諸
学
者
の
説
を
著
者

が
十
分
そ
し
や
く
し
、
そ
の
粋
を
よ
り
す
ぐ

っ
て
文
法
的
な
考
へ
方
に
導
い
て

行
く
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
あ
ら
う
。
各
項
目
の
説
明
は
肯
繁
に
あ
た
り
、
枝
葉
に

流
れ
ず
、
必
要
な
も
の
は
か
な
ら
ず
と
ら
へ
て
流
石
で
あ
る
。
そ
の
う
へ
文
章

は
平
易
流
麗
で
あ
り
、
巻
頭
、
狼
少
女
の
話
に
は
じ
ま
り
、
所
々
に
挿
入
さ
れ

る
比
喩
や
例
文
は
極
め
て
巧
妙
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
読
み
や
す
く
、
序
文
に
の

べ
ら
れ
た
趣
旨
に
合
致
し
て
惑
歎
の
外
な
い
。
著
者
の
対
象
と
せ
ら
れ
る
若
い

人
ば
か
り
で
な
く
、
文
法
を
教

へ
る
立
場
の
人
に
も
こ
の
上
も
な
い
参
考
書
と

な
る
で
あ
ら
う
。

二

次
に
書
評
子
の
立
場
か
ら
、
枝
葉
は
さ
て
お
い
て
比
較
的
中
心
と
思
は
れ
る

一
二
の
点
に
つ
い
て
卑
見
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

詞
辞
を
基
準
と
す
る
分
類
に
つ
い
て

品
詞
分
類
の
基
準
と
し
て
は
機
能
を
第

一
に
、
形
態

。
意
味
を
併
せ
考
へ
て

ゆ
く
と
い
ふ
の
が
従
来
か
ら
の
方
法
で
あ
り
、
著
者
も
こ
れ
に
よ
っ
て
「機
能
」

を
従
来
の
意
味
に
と
り
、
分
類
基
準
に
し
て
ゐ
る
。

（本
書

一
三
〇
頁
―

一
三

二
頁
）

と
こ
ろ
が
、
そ
の

「機
能
」
の
概
念
に
、
二
八
六
頁
以
下
に
な
る
と
、
時
枝

学
説
の
詞

・
辞
が
と
り
入
れ
ら
れ
て
き
て
、
こ
れ
が
機
能
の
最
も
重
要
な
位
置

を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
時
枝
学
説
は
新
学
説
で
あ
っ
て
、
新
「詞
辞
」
が
従
来

か
ら
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
機
能
（職
能
・
用
法
な
ど
と
も
い
ふ
）
と
同
範
疇
に
考

ヘ

ら
れ
る
も
の
か
ど
う
か
に
は
何
ら
か
説
明
を
要
す
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
著

者
は
巻
末
に
至
る
に
つ
れ
新

「詞
辞
」
を
以
っ
て
品
詞
分
類
の
根
本
的
基
準
と

立
て
、
分
類
を
実
施
し
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
機
能
と
い
ふ
概
念
の
内
容
が
い
つ
の



間
に
か
変
化
し
、
品
詞
分
類
の
基
準
が
移
動
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
理
由
は
説
明

さ
れ
て
ゐ
な
い
。
た
ゞ
詞
辞
は
言
語
に
と
っ
て
根
本
的
に
大
切
な
性
質
だ
か
ら

之
に
よ
っ
て
分
類
す
る
の
だ
と
い
ふ
や
う
に
説
か
れ
て
ゐ
る
。

次
に
新
詞
辞
は
時
枝
学
説
の
立
場
だ
け
か
ら
は
な
る
ほ
ど
明
白
で
あ
る
が
、

実
際
の
語
と
し
て
は
詞
と
辞
の
両
方
の
性
質
を
併
せ
た
も
の
が
多
く
、
こ
の
事

は
著
者
に
よ
っ
て
も
度
々
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
。

○

「
か
」

「も
」

「だ
け
」

「
よ
」
な
ど
が
辞
で
あ
る
こ
と
は
比
較
的
簡
単
に

了
解
で
き
ま
す
が
、

「
が
」

「
に
」

「
を
」
な
ど
が
辞
で
あ
る
と
い
ふ
の
は

ち
よ
っ
と
納
得
し
に
く
い
で
し
ょ
う
。

（
八
〇
頁
）

○
そ
の

（詞
と
辞
を
指
す
）
中
間
に
は
、
こ
の
ど
ち
ら
と
も
言
い
う
る
よ
う
な

性
絡
の
語
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

（
八
六
頁
）

○
形
容
詞
も
ま
た
詞
辞
の
両
方
に
ま
た
が
る
語
と
い
う
べ
き
で
す
。　
２

八
九

頁
）

○

「あ
か
い
」
の

「
い
」
に
は
客
体
的
な
も
の
と
主
体
的
な
も
の
と
が
融
合
し

て
い
る
と
考
え
る
の
で
す
。　
公
一〇
〇
頁
）

○

「強
く
な
い
」
な
ど
の

「
な
い
」
は
詞
辞
の
中
間
に
位
す
る
も
の
と
し
て
…

…
少
々
別
に
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
し
ょ
う
。　
２

九
七
頁
）

○
副
助
詞
―
こ
の
種
の
助
詞
に
は
幾
分
詞
的
な
面
が
あ
る
よ
う
で
す
。　
０
一八

一
頁
）

著
者
の
い
は
れ
る
や
う
に
詞
辞
の
間
を
ゆ
れ
動
く
語
は
多
く
、
見
方
に
よ
れ
ば

体
言
を
の
ぞ
く
あ
ら
ゆ
る
語
は
詞
辞
の
両
性
を
備
へ
る
と
い
へ
る
か
も
し
れ
ず

ま
た
体
言
に
し
て
も
文
中
に
あ
れ
ば
、
零
記
号
の
辞
を
附
け
る
な
ど
と
説
明
せ

ら
れ
る
が
、
い
ひ
方
を
か
へ
れ
ば
そ
れ
自
身
辞
性
を
帯
び
て
文
に
使
は
れ
る
と

も
い
へ
る
で
あ
ら
う
。

か
や
う
に
主
観
的
に
ど
ち
ら
と
も
考
へ
ら
れ
る
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
詞
と
辞
の

二
つ
に
全
て
の
語
を
三
分
す
る
と
い
ふ
こ
と
は

「若
い
人
」
を
当
惑
さ
せ
は
す

ま
い
か
。

か
う
言
へ
ば
と
て
、
評
者
は
新

「詞
辞
」
説
を
意
味
論
と
し
て
、
ま
た
新
言

語
理
論
と
し
て
価
値
あ
る
学
説
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
に
吝
か
で
は
な
い
。
た

ゞ
こ
れ
を
品
詞
分
類
の
第

一
基
準
と
し
て
適
用
し
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
ふ
と

こ
ろ
に
問
題
を
置
く
の
で
あ
る
。
著
者
自
身
こ
れ
と
同
意
味
の
言
葉
を
最
近
も

ら
さ
れ
た
や
う
に
思
ふ
。

（解
釈
と
鑑
賞
二
七
年

一
二
月
号

「時
枝
文
法
の
特

質
」
参
照
）

著
者
及
び
読
者
の
大
部
分
が
橋
本
文
法
的
な
詞
辞
概
念
を
共
通
地
盤
に
し
て

ゐ
る
か
ら
こ
そ
、
新
詞
辞
分
類
も

一
応
分
る
の
で
あ
る
が
、
も
し
将
来
新
詞
辞

観
ば
か
り
で
分
類
す
る
と
い
ふ
時
が
く
る
な
ら
、
各
人
各
様
の
区
分
が
生
ず
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

代
名
詞
な
ど
も
新
詞
辞
観
で
分
け
る
な
ら
、
辞
に
は
い
る
べ
き
も
の
で
あ
ら

う
が
、
巻
末
の
分
類
で
は
や
は
り
体
言
の
中
に
留

っ
て
ゐ
る
。
趣
旨
の
不
徹
底

と
い
ふ
こ
と
に
な
る
が
、
や
は
り
著
者
も
踏
切
り
が
つ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ら

う
と
臆
測
さ
れ
る
。

一言

語

の

単

位

次
に
時
枝
文
法
で
は
言
語
の
単
位
は
各
人
の
意
識
に
自
明
的
な
も
の
で
あ
る

と
し
て
特
別
な
規
定
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
橋
木
文
法
で
は
周
知
の

と
は
り
文
節
を
規
定
し
、
そ
れ
か
ら
詞
辞
を
規
定
し
て
く
る
。
こ
れ
は
、
各
自

の
主
観
だ
け
で
は
区
々
に
分
れ
て
、
普
遍
的
な
認
識
に
達
し
な
い
こ
と
を
惧
れ

た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
書
で
は
橋
本
文
法
的
に
一
応
説
明
し
な
が
ら
も

（
一
〇

一
頁
）、
ま
た
他
面

○
も
っ
と
も
、
先
に
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、

「山
」
と
か

「行
く
」
と
か

「自

い
」
と
か

「
や
っ
と
」
と
か
で
、
そ
れ
だ
け
で
一
つ
の
こ
と
ば
の
単
位
で
あ



る
こ
と
は
別
に
分
析
的
な
操
作
を
し
な
く
て
も
ご
く
自
然
に
考
え
ら
れ
ま

す
。

２

０

一
頁
）

○
今
の
場
合
は
独
立
と
か
附
属
と
か
い
う
こ
と
と
は
無
関
係
に
、
語
の
性
質
そ

の
も
の
に
つ
い
て
考
え
た
も
の
で
す
か
ら
…
…
　

（
八

一
頁
、
傍
点
評
者
）

と
い
ふ
や
う
に
、
時
枝
文
法
的
に
先
験
的
に
自
明
な
も
の
と
し
て
単
位
を
考
へ

て
ゐ
る
だ
け
で
、
両
つ
の
考
へ
方
の
相
異
に
対
し
て
は
説
明
も
批
判
も
な
い
。

さ
う
し
て
巻
末
の
分
類
に
は
新
詞
辞
観
に
よ
る
分
類
が
提
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
に

も
か
ヽ
は
ら
ず
前
述
の
や
う
に
詞
辞
導
続
観
が
と
こ
ろ
ス
ヽ
述
べ
ら
れ
る
と
い

ふ
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
書
の
巻
尾
の
引
用
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

実
に
困
難
な
の
は
こ
の
種
の
考
察
の
体
系
的
完
成
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。

如
何
に
周
密
な
体
系
を
構
成
し
て
も
、
言
語
自
ら
は
、
常
に
体
系
以
上
に
博

大
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
以
上
に
細
緻
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
来
た
。

こ
れ
は
評
者
が
最
初
に
読
ん
だ
時
は
美
し
い
文
章
だ
と
思
っ
た
。
三
度
目
に
読

ん
だ
時
に
は
二
つ
の
単
位
観
の
間
に
ふ
み
迷
ふ
著
者
の
苦
悩
の
表
れ
で
あ
る
と

感
じ
た
。
こ
ゝ
に
現
今
文
法
界
の
問
題
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
著
者
の
巧
み

な
言
葉
遣
に
魅
せ
ら
れ
て
、

「若
い
人
達
」
に
は
問
題
が
問
題
と
し
て
表
れ
て

来
な
い
で
、
分
っ
た
や
う
な
分
ら
な
い
や
う
な

一
種
の
感
情
と
な
っ
て
は
ね
返

っ
て
こ
な
い
で
あ
ら
う
か
。

三

女
法
と
は
何
か

文
法
と
は
ど
う
い
ふ
も
の
か
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
、
著
者
は
巻
頭
に
説

明
を
し
て
ゐ
る
。

○
文
法
論
は
特
に
こ
と
ば
の
単
位
に
な
っ
て
い
る
文
章

。
文

。
文
節

・
語
を
と

り
あ
げ
て
、
そ
れ
ら
相
互
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
整
理
し
て
そ
こ

に
い
ろ
い
ろ
の
型
を
見
出
し
て
行
こ
う
と
す
る
の
で
す
。　
２

０
頁
）

○
文
節
は
こ
う
し
て
相
互
に
直
接
間
接
に
つ
な
が
り
合
い
な
が
ら

一
つ
の
文
を

つ
く
り
上
げ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
場
合
文
節
相
互
の
並
び
方
に
は
や
は
り
あ

る
程
度
の
き
ま
り
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
即
ち

一
つ
の
文
法
で
あ
り
ま
す
。

（
五
三
頁
）

右
に
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
は
橋
本
文
法
的
な
考
へ
方
で
あ
り
、
常
道
的
な
考
ヘ

方
で
あ
る
が
、
か
や
う
な
考
へ
に
終
始
立
っ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
に
さ
う
と
も
見

え
な
い
。
文
法
の
た
め
の
単
位
認
定
に
お
い
て
、
或
は
文
法
上
の
結
論
と
し
て

の
品
詞
分
類
と
し
て
、
巻
末
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
を
見
る
と
時
枝
文
法
観
に
立

っ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。
つ
ま
り
何
時
の
間
に
か
文
法
そ
の
も
の
ヽ
考
へ
方
が

移
動
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

御
承
知
の
や
う
に
時
枝
文
法
で
は

文
法
学
は
、
言
語
に
於
け
る
単
位
で
あ
る
語

。
文

。
文
章
を
対
象
と
し
て
、

そ
の
性
質

。
構
造

・
体
系
を
研
究
し
、
そ
の
間
に
存
す
る
法
則
を
明
か
に
す

る
学
問
で
あ
っ
て
…
…

（時
枝
氏
、
日
本
文
法
二
四
頁
）

と
せ
ら
れ
、
文
法
学
は
言
語
本
質
学
の
相
貌
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ
る
。　
↑
」

の
こ
と
の
是
非
は
こ
ゝ
で
は
間
は
な
い
こ
と
に
す
る
。
）
さ
う
い
ふ
学
説
に
お

い
て
は
語
の
木
質
的
差
別
で
あ
る
新
詞
辞
に
よ
る
分
類
が
意
義
を
も

っ
て
く

る
。著

者
が
こ
の
文
法
観
を
と
ら
れ
た
か
に
思
へ
る
言
葉
遣
も
と
き
ど
き
見
出
せ

○
篠
雑
き、か
ま、る、こ、と、藤
の、ぃ
ろ、ん、な、界
郷
を、各
当
し、て、ヽ
そ
こ
か
ら
一
つ
の

通
則
を
見
出
さ
う
と
い
う
の
が
文
法
研
究
の
立
場
で
あ
る
か
ら
で
す
。　
２

一
七
頁
、
傍
点
評
者
）
　
　
　
　
・



〇
表
現
と
い
う
面
か
ら
こ
の
内
容
と
形
態
と
を
綜
合
的
に
考
え
て
行
こ
う
と
す

る
の
が
時
枝
文
法
の
立
場
で
あ
ら

，
か
と
思
わ
れ
ま
す
。　
２
一〇
頁
）

ま
た
著
者
が
時
枝
文
法
観
に
移
動
し
た
か
ら
こ
そ
、
巻
末
の
ご
と
き
新
詞
辞
を

第

一
基
準
と
し
た
分
類
を
行
は
れ
た
の
だ
と
思
は
れ
る
。

か
う
い
へ
ば
と
て
評
者
は
時
枝
文
法
と
其
の
他
の
文
法
と
を
峻
別
せ
よ
と
い

ふ
の
で
は
な
い
。
移
動
も
よ
く
採
長
補
短
も
結
構
と
思
は
れ
る
が
、
た
ゞ
文
法

と
い
ふ
学
問
は
国
語
史
研
究
な
ど
と
ち
が
っ
て
、
あ
の
説
こ
の
説
の
長
を
採
っ

て
完
成
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
の
困
難
な
も
の
で
、
い
は
ゞ
方
法
論
の
一
貫
性
が

必
要
な
学
問
で
あ
る
。
た
だ
面
白
い
説
だ
か
ら
そ
の
部
分
だ
け
を
採
る
と
い
ふ

こ
と
は
出
来
な
い
。
移
動
に
は
移
動
の
必
然
性
を
示
さ
ね
ば
な
ら

ぬ

で
あ
ら

さ
ら
に
評
者
の
欲
を
い
ふ
な
ら
ば
、
動
詞
の
活
用
形
な
ど
を
問
題
に
す
る
の

は
、
文
法
の
大
目
的
と
ど
う
い
ふ
関
係
に
あ
る
の
か
な
ど
も
述
べ
ら
れ
て
あ
れ

ば
と
思
っ
た
。

世
の
人
は
、
文
法
と
い
う
も
の
は
活
用
形
を
暗
記
し
た
り
品
詞
に
分
類
し
た

り
す
る
小
う
る
さ
い
も
の
で
、
現
実
の
用
と
何
の
か
ヽ
は
り
も
も
た
な
い
も
の

だ
と
思
ひ
が
ち
な
も
の
で
あ
る
か
ら
。

し
か
し
こ
の
書
は

「
日
本
文
法
体
系
」
で
は
な
く
て

「
日
本
文
法
の
話
」
で

あ
り
、
い
は
ゞ
女
法
に
つ
い
て
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
で
あ
る
か
ら
、
面
白
い
学
説
、

興
味
あ
る
現
象
を
紹
介
す
れ
ば

一
応
の
目
的
は
果
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点

こ
の
書
は
十
分
の
成
功
を
収
め
て
ゐ
る
と
い
へ
る
。
評
者
は
な
く
も
が
な
の
せ

ん
さ
く
を
施
し
て
か
へ
っ
て
自
己
の
迷
妄
を
さ
ら
し
た
事
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。た

ゞ
、　
文
法
の
問
題
は

い
わ
ゆ
る
専
門
書
で
あ
ら
う
と
入
門
書
で
あ
ら
う

と
、
木
質
の
洞
察
か
ら
そ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
小
学
生
の
読
み
物

で
も
本
質
を
把
握
し
た
書
物
で
あ
る
な
ら
第

一
級
の
専
門
書
と
し
て
よ
い
の
で

あ
る
。
さ
う
い
ふ
意
味
の
専
門
書
は
ま
だ
出
現
し
て
ゐ
な
い
。
前
述
評
言
し
た

や
う
な
点
や
橋
本
文
法
観

・
時
枝
文
法
観
の
位
置
づ
け
の
や
う
な
根
木
的
な
問

題
が
未
解
決
の
状
態
で
あ
る
。

願
は
く
ば
、
著
者
の
や
う
な
俊
鋭
の
篤
学
に
よ
っ
て
、
問
題
の
多
い
こ
の
学

問
に
新
展
望
が
も
た
ら
さ
れ
る
―日
の
来
る
こ
と
を
祈

つ
て
や
ま
な
い
。

（
二
七
ｏ
一
二
・
二
七
）
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