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日
本
語
と
韓
国
語
の
受
身
表
現

―
―

そ
の
対
照
研
究

―
―

一
、
序

日
本
語
と
韓
国
語
は
、
対
照
言
語
学
的
な
側
面
か
ら
見
て
、
非
常
に
類
似
点

の
多
い
二
つ
の
言
語
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
反
面
、
音
韻

。
文
法

・
語
彙
な

ど
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
、
相
当
な
相
違
を
も
見
せ
て
い
る
。
両
言
語
に
お
け
る

親
族
関
係
も
、
未
だ
に
十
分
に
は
分
か
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
本
稿
で
は
、
現
代
日
本
語
と
現
代
韓
国
語
の
受
身
表
現
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
表
わ
れ
て
い
る
か
、
以
下
の
い
く
つ

か
の
視
点
に
し
ば
り
、
共
時
的
研
究
と
し
て
、
対
照
し
て
み
た
い
と
思
う
。

▽
相

（３
も
８
↓

と
の
関
係
に
お
い
て

▽
使
役
表
現
と
の
関
係
に
お
い
て

▽
主
語
と
の
関
係
に
お
い
て

二
、
文
法
形
式
の
限
定

日
本
語
に
お
け
る
、
受
身
表
現
の
文
法
的
な
形
式
は
、
接
尾
性
助
動
詞
と
い

わ
れ
る

「
れ
る

ｏ
ら
れ
る
」
だ
け
に
限
定
し
て
考
え
る
こ
と
が
出
来

る
だ

ろ

鄭

秀

う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
韓
国
語
の
受
身
表
現

（被
動
形
）
を
作
る
方
法
は
、
次

の
よ
う
に
多
様
で
あ
る
。

１
、
接
尾
辞

「ユ

・
ユ

・
ュ

・
ュ
」
冒
・
〓
二
∵

〓
］
の
添
加
。

例
、
　
卜
早
［げ
ｏ
ξ
］
　

（見
ル
）

↓
ト
ニ
早
［ｇ

Ｐ̈
］

（見
ラ
レ
ル
）

工
早
Ｆ
ｏ
Ｅ
Ｌ

　

（食
ベ
ル
）
↓

工
豊
畢
Ｆ
ｌ

，
ξ̈
］

（谷其
ベ
ラ
レ
ル
）

中
早
［日
“
】〓
］
　

（
カ
ム
）
　

↓

中
型
早
［日
“
〓
一
ュ

（
カ
マ
レ
ル
）

注
早
［ｏ
．Ｆ
〓
］
　

（洗
ウ
）

↓

魁
ュ
畢
［ｏ
．〓
″
一〓
］

（洗
ワ
ン
ル
）

２
、
被
動
助
動
詞

「ユ
早
。
工
早
」
展
い０

，
よ
ヽ
０
こ

を
用
い
る
。

３
、
接
尾
辞
と
被
動
助
動
詞
と
を
用
い
た
二
重
受
身
用
法

（
１
＋
２
）
。

例
、　
卜
早
↓
卜
障
儡
ド
［ｇ
いｏα“ξ
］
　
　
（見
ラ
レ
ル
）

ェ
早
↓
工
μ
卜
熙
［３
５
』＆
“Ｐ
］
　

（食
ベ
ラ
レ
ル
）
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中
早
↓
中
諄
階
眸
Ｆ
Ｅ
Ｅ
＆
”針
］
　

　

（
ヵ
マ
レ
ル
）

注
早
↓
蕩
ト
ト
陣
［・
ｒ̈
〓
ｏ
は
いま
］

　

（洗
ワ
レ
ル
）

４
、
受
身
の
意
味
を
持
つ
動
詞
を
補
助
動
詞
と
す
る
用
法
。

例
、　
諄
早
［ｇ
〓
Ｌ
　
　

（受
ケ
ル
）

↓

己
単
諄
早
富

，”＆
Ｊ
・
ｇ
●
Ｌ
　
　
（
ホ
メ
ラ
レ
ル
）

準
単
早
富
ｇ
Ｆ
〓
］
（当
ル
）

↓
単
塁
４
単
斗
軍

，３
●
〓
ｇ
ｒ
〓
］

（恥
ラ
レ
ル
）

浮
早
Ｔ

，
８
ュ
　
　
（当
ル
）

↓

卜
坤
浮
早
［３
一
鼻
目
」〓
ユ

　

　

（盗
マ
レ
ル
）

」叶
ユ
｛
げ
ｏ
一
】
］　
　
　
　
（日
ル
ル
）

↓
や
ト
エ
［̈
ｏ
５
ａ
Ｌ
　
　
　
　
　
（恥
ジ
ラ
レ
ル
）

工
早
Ｔ
３
江
』
　
　
（食
ベ
ル
）

↓
や
工
早
［一■
３
〓
Ｌ
　
　

　

　

（悪
ク
評
判
サ
レ
ル
）

中
早
［，
Ｓ
Ｌ

　

　

（聞
ク
）

↓

「
中
中
早
［電
〓
ξ

，
８
Ｌ

　

　

（叱
ラ
レ
ル
）

の
よ
う
で
あ
る
が
、
３
は
、
可
能
の
意
味
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
し
、
４
の
補

助
動
詞
の
場
合
は
、
本
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
も
、
受
身
の
意
味
に
と
ら
れ

る
。
例
え
ば
、

「
「越
単
に
陣
」
寂

，”一
警

，
日
げ

，
８
Ｌ
　
（
ホ
メ
ラ
レ
ル
）
は
、

「越
単
ф

諄
早
」
［堅
ど
警

，
ュ
Ｆ
ｇ
〓
』

（
ホ
メ
コ
ト
バ
フ
受
ケ
ル
）
」
の
よ

う
な
使
い
方
も
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
韓
国
語
の
受
身
表
現
は
、
１
の
接
尾
辞
に
よ
る
も
の
だ
け
に
限

定
す
る
説
と
、
他
の
形
式
ま
で
含
め
て
考
え
る
説
と
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
後
者
の
立
場
に
立
っ
て
、
広
く
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

な
お
、
日
本
語
の
「れ
る

・
ら
れ
る
」
は
、
受
身
の
外
に
、
尊
敬

・
自
発

・

可
能
の
意
味
と
し
て
の
用
法
も
存
在
す
る
の
に
対
し
て
、
使
役
表
現
の
文
法
形

式
に
は
、
全
く
別
の
形
式
で
あ
る

「
せ
る

。
さ
せ
る
」
が
存
在
す
る
。

し
か
し
、
韓
国
語
の
受
身

（被
動
）
の
接
尾
辞

「ユ
・
ユ
・
ュ
・
ヽ
」
は
、

使
役

（使
動
）
の
接
尾
辞
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
注
目
す
べ
き
こ

と
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
接
尾
辞

「ユ
・
ユ
・
工
。
ヽ
」
が
、
受
身
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
の
か
、
使
役
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
の
判
断
は
、
文
脈
関

係
か
ら
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
、
全
般
的
な
傾
向

―
―
迷
惑
の
受
身
を
通
し
て
―
―

日
本
語
は
、
ご
く
一
部
の
例
外

（慣
用
旬
に
お
け
る
制
限
な
ど
）
を
除
く
と
、

一
般
的
に
、
ほ
と
ん
ど
の
動
詞
が
受
身
形
を
持
つ
と
言
え
ょ
う
。
こ
れ
に
対
し

て
、
韓
国
語
は
、
原
則
的
に
他
動
詞
だ
け
に
受
身
形
が
見
ら
れ
る
ば
か
り
で
な

く
、
受
身
表
現
自
体
が
少
な
い
よ
う
で
、
全
般
的
に
受
身
表
現
よ
り
直
接
的
な

能
動
態
の
方
が
、
も
っ
と
好
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

①
①
雨
日
降‐
引
測
て
く
ろ
う
を
し
た
。

②
今
、
ンア
」
に
彼
に‐
来‐
引
測
引
と
困
る
。

③
彼
女
は
、
子
供
口
先
に
列
潤
測
て
、
気
落
ち
し
て
い
る
。

④

一
晩
中
、
赤
ん
坊
に‐
油
力、‐
劇
て
、
ち
っ
と
も
ね
む
れ
な
か
っ
た
。

⑤
君
口
そ
こ
に
周
引
劇
て
は
、
ま
ず
い
。

②
①
空
地
に
家
を
立
て
ら
れ
て
、
子
供
た
ち
は
、
遊
び
場
を
失
っ
た
。



０
母
呵
恋
人
か
ら
の
手
紙
ガ
詢
劃
れ
て
恥
ず
か
し
か
０
た
。

日
本
語
に
お
い
て
は
、
例
０
は
自
動
詞
の
迷
惑
の
受
身
、
②
は
他
動
詞
の
間
接

的
な
迷
惑
の
受
身
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
語
に
お
い
て
は

「
迷
惑
の
受

身
」
が
よ
く
用
い
ら
れ
、
独
特
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
た
表
現
と
し
て
、
定
着

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
話
し
手
の
こ
ま
か
い
気
持
ち
を
う
か
が
う
こ
と
が
出

来
る

「
日
本
語
ら
し
い
日
本
語
」
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

韓
国
語
は
、
こ
の
よ
う
な
迷
惑
の
受
身
の
表
現
形
式
を
持

っ
て
い
な
い
の
で
、

受
身
態
で
は
な
く
、
能
動
態
そ
の
ま
ま
の
表
現
の
方
が
、
自
然
な
感
じ
を
与
え

る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
例
０
は
、
韓
国
語
に
お
い
て
は
、

①
ニ
ト
ト
降
Ｈ
こ
”
鶏
早
冒
Ｆ
ｇ
８
Ｆｏりｏ■

Ｆ
出
Ｌ

（
雨
が
降

っ
て
く
ろ
う
を
し
た
）

②

ュ
中

ュ
ゝ
皇

Ｈ
ド

」
晰
岬
中
串
単
■
寂
”〓
Ｂ
一ｏ
Ｆ
♂

〓
Ｆ

ｏ
ユ
８

″
ｏ
●
【”
●
ｒ
●
‘
●
］

（今
こ
こ
に
彼
が
来
る
と
困
る
）

③
ロ
エ
■

♀
ュ
ト
ニ
ュ
神
障
ｒ
ュ
こ
と
ュ
ｏ〓
早
冨
”一ｏＬ
‥
”Ｆ

３
＆
ｏ
舒
５
８

８

，
ｏ●
いユ

，
ユ
一
Ｌ

（彼
女
は
子
供
到
先
に
列
川
ｑ
気
落
ち
し
て
い
る
）

④
準
≧

£
出
皇
卜

眸
ド
ト

ト
中
い

蝉
”

＊

洋
早
冒
”
ヨ
ｏ
ｏ
〓
８
Ｆ

Ｆ
ざ
りｏ
“
ｏ
目
日
ざ
０

，
ュ
』
Ｂ
ｏ一
α

，〓
”
］

（
一
晩
中
、
子
供
が
泣
い
て
ち
っ
と
も
ね
む
れ
な
か
っ
た
）

⑤
単
ニ
ド
ュ
、
瞬
陛
ド
ュ
ニ
鸞
ユ
［舒
３
Ｆ
５
Ｆ
”け
」ユ
８

肝
ユ
ｏ
ｇ
ム

（君
が
そ
こ
に
居
る
と
ま
ず
い
）

と
い
う
。

（　
）
の
中
の
日
本
文
は
、
韓
国
語
の
直
訳
で
あ
る
が
、
こ
の
よ

う
に
、
能
動
態
表
現
し
か
用
い
ら
れ
な
い
の
で
、
話
し
手
の
微
妙
な
感
情
は
、

う
か
が
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
他
動
詞
の
場
合
は
、
韓
国
語
に
お
い
て
も

「
も
ち
ぬ
し
と
所
有
物

と
の
関
係
」
に
な
る
と
、
日
本
語
と
同
じ
く
、
主
格
助
詞
の
は
か
目
的
格
助
詞

を
取

っ
て

「
―
を
＋
他
動
詞
の
受
身
形
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る

こ
と
が
あ
る

（
李
文
子
氏

一
九
七
九
論
文
参
照
）
。
こ
の
場
合
以
外
は
、
や
っ
ば
り
能
動
態

を
用
い
る
の
で
例
②
は
、

①

諄
工
皇

己
”

ユ
ニ
ユ

ｏτ
一中
ф

叶
ユ

エ
中

絆
ユ

エ
刈
卑

７
”ユ
８

驚
Ｅ

督
８
ｏ
・
一̈
〓
●
ｇ
口”ざ
〓

〓
ｏ
ｇ
】」ｏ
”ξ
］

（空
地
に
家
を
立
て
て
子
供
た
ち
は
遊
び
場
を
失
な

っ
て
し
ま

っ
た
）

②

己
単
単

皇
ε
串
ニ
ユ

中

出
ユ
中

鸞
ユ

ニ
ユ
ニ

＋
＝
ユ
池
早

｛
９

Ｅ
Ｂ
Ｆ
Ｐ
３

口
ぎ
５

８

●
ｏ

ｏ
●

●
す

●
督

冒
】
Ｅ

５

ｒ
）】
す

●
ｏ

げ
，

電
Ｌ
ｏ
超
ｏ
Ｌ

，
］

（母
が
恋
人
か
ら
来
た
手
紙
を
読
ん
で
し
ま

っ
て
恥
ず
か
し
か

っ
た
）

こ
の
よ
う
に
、
日
本
語
と
韓
国
語
に
お
け
る
受
身
表
現
は
、
動
作
の
方
向
を

前
提
と
し
て
能
動
態
と
区
別
す
る
も
の
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
し
か
も
か
な
り
の
相
異
点
が
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

四
、
相

（雲
電
ｗｏ
Ｏ

と
の
関
係
に
お
い
て

相
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
に
当

っ
て
、
ま
ず
日
本
語
で
、
自
動
詞
と
他

動
詞
と
が
対
立
し
て
い
る
動
詞
群
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
韓
国
語
と
対
照
し
な

が
ら
考
え
て
み
た
い
。
例
え
ば
、



（自
動
詞
／
他
動
詞
）
▽
あ
く
／
あ
け
る
　
▽
か
か
る
／
か
け
る
　
▽
と
ど

く
／
と
ど
け
る
　
▽
つ
か
ま
る
／
つ
か
ま
え
る
　
▽
加
わ
る
／
加
え
る

等
の
類
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
よ
う
な
対
立
が
、
韓
国
語
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ

な
い
よ
う
で
、
右
例
は
、

▽
置
早
［』ｏ
“留
］
　
　
　
　
（他
）

（
ア
ケ
ル
）

▽
鵡
早
［５
【〓
］
　

　

　

（他
）

（
カ
ケ
ル
）

▽
４
早
［ξ
一Ｊ
］
　

　

　

（自
）

（
ト
ド
ク
）

▽
中
學
早
Ｆ
“
＆
”
８
Ｌ
　
　
（他
）

（
ツ
カ
マ
エ
ル
）

▽
工
単
早
富
ｏ
デ
ａ
Ｌ
　
　
　
（他
）

（加
エ
ル
）

の
よ
う
に
、
か
た

一
方
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
た
が

っ
て
、
他
動
詞
は
存
在
し
て
も
、
そ
れ
に
対
立
で
き
る
自
動
詞
は
存

在
し
な
い
場
合
、
そ
の
他
動
詞
の
受
身
形
が
、
受
身
の
意
味
以
外
に
、
自
動
詞

と
し
て
の
意
味
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。

「
あ
く

。
あ
け

る
」
の
場
合
を
、
例
に
出
し
て
み
る
。

①

（　
○
　
）
窓
が
陽
い

‐て
い
る
。

↑
　
　
　
↑

自

テ
イ

ル

②

（　
○
　
）
窓
が
陽
け
κ
あ
る
。

他

テ
ア
ル

③

（○
―
△
）
窓
が
あ
け
‐ら
出
に
い
る
。

他

・
受

テ
イ
ル

④

（
　
×
　
）
窓
が
陽
‐力、
―れ
に
卜
る
。

自

・
受

テ
イ
ル

０

（　
〇
　
一）
単
中
ユ

置
ユ

鶏
早
寝

ど゙
ヨ
Ｅ
”
ぢ
厨
ｏ
“出
Ｌ

他

・
受
＋
テ
イ
ル
　

（窓
が
あ
け
ら
れ
て
い
る
）

０

（　
〇
　
一）
単
中
ュ

置
ユ
ユ

ニ
早
寂

，８
Ｂ
Ｅ
二
ｏ
厨
＆
ｏ
“８
ュ

他

。
二
重
受
身
十
テ
イ
ル

（　
　
　
　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
　
　
）

ｍ

（
　
×
　
）
単
中
ユ

直
£

鶏
早
展
Ｊ
一
Ｅ
Ｅ
”
ぢ
ざ
”〓
Ｌ

他
＋
テ
イ
ル

（窓
が
あ
け
て
あ
る
）

上
例
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
語
で
は
自
動
詞
と
他
動
詞
が
対
立
す
る

場
合
に
、
自
動
詞
の
方
は
受
身
形
が
成
立
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
例
④
）
。

そ
れ
と
と
も
に
、
こ
の
場
合
の
他
動
詞
の
方
も
、
人
為
的
な
意
味
を
強
調
す
る

時
以
外
は
、
あ
ま
り
用
い
ら
れ
ず

（
例
③
）
、
お
も
に
、

自
動
詞
＋
テ
イ
ル

（例
①
）

他
動
詞
十
テ
ア
ル

（例
②
）

を
用
い
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

す
な
わ
ち
、
例
①
の

「
あ
い
て
い
る
」
は
、

「
自
然
に
そ
う
な

っ
て
い
る
状

態
」
を
示
し
、
例
②
③
は
、

「
人
為
的
行
為
を
前
提
と
し
て
の
状
態
」
を
意
味

し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
例
③
の

「あ
け
ら
れ
て
い
る
」
の
方
が
、

普
通
の
会
話
で
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
理
由
と
し
て
、
例
②
の

「
あ
け
て
あ
る
」

の
存
在
を
あ
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
両
方
と
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
の

役
を
果
た
す
の
で
、
普
通
の
会
話
で
は
、
よ
り
簡
単
で
便
利
な
言
い
方
の

「
―

テ
イ
ル
」
形
の
ほ
う
を
使
う
、
わ
ざ
わ
ざ
受
身
の

「
―
ラ
レ
テ
イ
ル
」
形
を
用

い
る
必
要
が
少
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
韓
国
語
に
お
い
て
は
、
他
動
詞

「
あ
け
る
」
に
相
当
す
る
動
詞



「直
早
」
［一ｏ
”一
Ｌ
　
は
存
在
す
る
が
、
自
動
詞

「あ
く
」
に
相
当
す
る
動
詞
は

存
在
し
な
い
。
そ
れ
で
、

「置
早
」
［』ｏ
】ξ
］

の
受
身
形
で
あ
る

「直
ユ
早
」

［ぢ
Ｆ
一
Ｌ
あ
る
い
は
、
二
重
受
身
で
あ
る

「直
ュ
ニ
早
」
［』ｏ
】】」８
く”Ｏ
Ｌ

を
用

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
語
の

「あ
く
」
動
詞
の
役
ま
で
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
、
韓
国
語
に
は
、
存
在
詞
と
し
て

「鶏
早
」
冒
〓
Ｌ
　
は
ぁ
る
が
、

「
イ
ル
」
と

「
ア
ル
」
と
の
区
別
を
し
な
い
の
で

「
―
テ
イ
ル
」
と

「
―
テ
ア

ル
」
と
の
区
別
も
出
来
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

「
あ
い
て
い
る
」

も

「あ
け
て
あ
る
」
も

「置
工

鶏
早
」
［一ｏ
】口す
”〓
ュ
　
ま
た
は
、

「置
■
ユ

準
早
」
［一ｏ
圧
＆
ｏ
いＬ
こ

の
よ
う
に

「違
早
」
冒
〓
Ｌ

だ
け
を
用
い
る
し
、
受

身
文
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
ま
で
の
こ
と
を
形
態
の
面
と
意
味
の
面
で
図
に
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う

で
あ
る
。

▽
形
態
面

他
動
詞
の
身
受

自
動
詞
の
受
身

他
動
詞

自
動
詞

あ
け
ら
れ
る

×

あ
け
る

あ

く
日

本

置
工
尋
［一ｏ
日
一
Ｌ

置
■
ユ
早
［一ｏ
圧
ｏ
α
〓
ュ

直
畢
［」ｏ
】ξ
］

×

韓

　
　
国
　
　
語

▽
意
味
面

受
身
の
意

他
動
の
意

自
動
の
意

あ
け
ら
れ
る

あ
け
る

あ

く
日

　

本

　

語

直
ユ
早
［一ｏ
日
一
Ｌ

直
ユ
ニ
早
［̈
ｏ
目
す
ほ
い●
ユ

置
早
［一ｏ
】ξ
］

置
■
早
［一ｏ
日
一
ュ

置
ユ
ニ
早
［ぢ
口〕』ｏ
α
〓
Ｌ

韓
　
　
国
　
　
語

「
自
動
と
受
身
」

「他
動
と
使
役
」
が
、
意
味
的
な
面
で
お
互
い
に
相
通
じ

て
い
る
た
め
、
区
別
が
曖
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
も
見
る
こ
と
が

出
来
る
と
言
え
よ
う
。

特
に
、
韓
国
語
に
お
い
て
能
動
態
動
詞
と
そ
れ
に
対
応
し
て
い
る
受
身
態
動

詞
と
は

一
対

一
の
関
係
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
受
身
態
動
詞
が
表
わ
し
て

い
る
意
味
を
、
能
動
態
動
詞
の
意
味
か
ら
引
き
出
せ
な
い
部
分
、
つ
ま
り
、
受

身
形
だ
け
が
持
つ
特
異
な
意
味
も
あ
り
、
能
動
態
動
詞
だ
け
が
持
つ
特
別
な
意

味
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に

「
か
か
る

。
か
け
る
」
の
例
を
考
え
て
み
よ
う
。

①

（　
○
　
）
壁
に
絵
が
か
か
っ
て
い
る
。

②

（　
○
　
）
壁
に
絵
が
か
け
て
あ
る
。

③

（○
―
△
）
壁
に
絵
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。

④

（
　
×
　
）
壁
に
絵
が
か
か
れ
て
い
る
。

０

（○
）
工
皇

Ｈ
也
ュ
ト
ド
眸
贈
軍
ｏＦ
〓
〓
ュ
５
【ぎ

〓
ユ

（壁
に
絵
が
か
け
ら
れ
て
い
る
）



ω

（○
）
エ
ユ

ロ
己
ユ

に
■
ユ

鶏
早
Ｆ

ｏ
Ｆ

露
〓
乱

ざ
】ぎ
α
３̈

〓
ュ

（壁
に
絵
が
か
け
ら
れ
て
い
る
）

ｍ
（
×
）
工
皇
口
己
ユ
‐ヽ．陛
Ｌ
い
隋
け
［〓
ｏＦ
〓
〓
ュ
５
ゲ
”巳
Ｌ

（壁
に
絵
が
か
け
て
あ
る
）

「
か
か
る

・
か
け
る
」
の
場
合
も

「
あ
く

。
あ
け
る
」
の
場
合
と
同

一
で
あ

っ
て
、
韓
国
語
で
は

「
か
け
る
」
に
相
当
す
る
他
動
詞

「戯
斗
」
［５
”一
Ｌ

は
存
在
す
る
が
、

「
か
か
る
」
に
相
当
す
る
自
動
詞
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
他
動
詞

「止
早
」
［５
【一
Ｌ

の
受
身
形
で
あ
る

「に
■
早
」
［５
日
一
Ｌ

あ
る
い
は

「鵡
ユ
ニ
早
」
［５
〕”一＆
”一
Ｌ
　
を
用
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

「
鵡
ユ
早
」
［ざ
〓
“
Ｌ
　
と

「鵡
ユ
ニ
早
」
［ざ
】”一８
く〓
』

の
場
合
は
、
用
法
上
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
「
Ｎ
ユ
ュ
早
」
は

「鵡
■
」

の
二

重
受
身
で
あ
り
、

「
Ｎ
■
斗
」

は
接
尾
辞

「
ユ
」
の
付
い
た
受
身
形
で
あ
る
が
、

こ
の

「
Ｎ
斗
」
は
「鵡
工
早
」
の
受
身
形
動
詞
と
し
て
の
意
味
以
外
に
、

独
特

な
使
い
方
が
あ
る
の
で
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

▽
越
＋
単

ｏ
一
二
”

鯰
”
ュ

に
中
碑

鵡
鶏
早
瞑
ざ
”●
‘
Ｆ

”
督
ｏ
目
】

】Ｆ
】乱
ｏ
い】∝
‘
〓
５
厨
ｏ
●
Ｌ

（
チ
ョ
ル
ス
が
こ
の
本
を
読
む
の
に
一
週
間
か
か
っ
た
）

▽
碑
十
昨

蝉
一ヽ皇
』階
階
ド
［ｏＪ
】り‘ユ
・
Ｆ
ユ
いげ
５
圧
ｏ〓
Ｌ

（
チ
ョ
ル
ス
は
風
邪
を
ひ
い
た
）

▽
ф
中
”

＊

■
ユ

ト
饉

対
ユ

・
蔦
一皇

鵡
己
早
［」ｇ
ヽ
ｏ
Ｌ
〓
８
＆
ｇ

ｇ
お
”
５
ａ

ヨ
旨
３

５
〓
乱
己

（
お
こ
づ
か
い
を
あ
げ
な
い
ま
ま
行
か
せ
た
の
が
気
に
か
か
る
）

も
う

一
つ
、
受
身
形
と
相
と
の
関
係
に
お
い
て
、考
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、

客
観
的
な
言
い
方
を
示
し
て
い
る
類
の
語
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
新
聞

・
ラ
ジ

オ

・
テ
レ
ビ
等
の
ニ
ュ
ー
ス
の
よ
う
な
報
道
文
と
か
、
論
文
の
よ
う
に
客
観
性

が
強
く
要
求
さ
れ
て
い
る
文
章
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
が
あ
る
。

▽
云
わ
れ
て
い
る
　
　
▽
行
な
わ
れ
て
い
る
　
　
▽
囲
ま
れ
て
い
る

▽
恵
ま
れ
て
い
る
　
　
▽
考
え
ら
れ
て
い
る
　
　
▽
期
待
さ
れ
て
い
る

等
の
類
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
韓
国
語
で
も
同
じ
現
象
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
現
象
は
、
両
言
語
と
も
動
作
の
行
為
者
が
明
ら
か
で
な
い
か
、
ま
た
は
、

そ
れ
に
関
心
が
な
い
場
合
、
単
な
る
状
況
説
明
と
し
て
受
身
形
と

「
テ
イ
ル
」

と
が
結
び
つ
い
て
用
い
ら
れ
や
す
い
こ
と
を
語
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五
、
使
役
表
現
と
の
関
係
に
お
い
て

韓
国
語
に
お
い
て
は
、
受
身
の
接
尾
辞
と
使
役
の
接
尾
辞
が
同
じ
で
あ
る
こ

と
は
前
に
も
言
及
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ

の
外

に
使
役
表
現
に
は
、
接

尾
辞

「や
卜
」
と
か
、
補
助
動
詞

「ユ
単
早
」
［Ｆ
Ｆ
一
Ｌ

あ
る
い
は
、
使
役

の
意
味
を
表
わ
す

「ニ
ユ
早
」
ｒ
”峯
〓
Ｌ
　
等
も
あ
る
が
、
と
も
か
く
、
受
身

と
使
役
の
接
尾
辞
が
重
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
物
の
受
身
的
な
事
が

ら
と
使
役
的
な
事
が
ら
と
が
お
互
い
に
表
裏
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

日
本
語
に
お
け
る
受
身
表
現
と
使
役
表
現
と
の
関
係
を
、
次
の
よ
う
な
い
く

つ
か
の
表
現
形
式
に
分
け
て
、
意
味
の
差
を
く
ら
べ
て
み
る
こ
と
は
興
味
深
い

こ
と
で
あ
る
。

▽
―
れ
る

。
ら
れ
る

▽
―
せ
ら
れ
る

ｏ
さ
せ
ら
れ
る

17



▽
―
さ
せ
て
も
ら
う

▽
さ
せ
て
い
た
だ
く

受
身
と
の
関
係
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「
―
さ
せ
て
や
る

。
こ
さ

せ
て
あ
げ
る
」
に
は
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
。
右
の
形
式
に
例
を
当
て
て
み
よ

①
弟
に
お
菓
子
を
食
べ
ら
れ
た
。

（食
べ
ら
れ
て
し
ま

っ
た
）

②
友
人
に
む
り
や
り
酒
を
飲
ま
さ
れ
た
。

（飲
ま
せ
ら
れ
た
）

③
お
正
月
、
ひ
さ
し
ぶ
り
に
里
帰
り
し
て
母
さ
ん
に
お
い
し
い
も
の
を
食
べ

さ
せ
て
も
ら

っ
た
。

④
か
っ
て
な
が
ら
本
日
は
休
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
話
し
手
の
気
持
ち
が
非
常
に
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
表
現
形
式
で

あ
ろ
う
。
①
は
受
身
文
と
し
て
、
②
は
使
役
の
受
身
文
と
し
て
、
①
②
と
も
に

迷
惑

。
被
害
の
気
持
を
表
わ
し
て
い
る
が
、
０
に
お
け
る

「食
べ
る
」
行
為
の

主
体
は
弟
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
②
に
お
け
る

「
飲
む
」
行
為
の
主
体
は
話
し

手
自
身
で
あ
る
こ
と
が
違
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
０
は
使
役
形
に
補
助
動

詞

「
そ
ラ
ウ
」
が
付
い
た
文
で
あ

っ
て
、
迷
惑
の
気
持
は
な
く
な
り
、
感
謝
の

意
を
表
わ
し
て
い
る
し
、
行
為

の
主
体
は
話
し
手
で
あ
る
。
④
の

「
店
を
休

む
」
行
為
は
話
し
手
自
身
で
あ

っ
て
、
単

な

る

「休
む
」
と
い
う
と
こ
ろ
を

「休
ま
せ
て
い
た
だ
く
」
と
い
う
ふ
う
に
、
く
る
り
と
ま
わ
っ
た
表
現
を
用
い

て
い
る
の
は
面
白
い
。

右
の
例
①
０
０
０
と
も
に
、
個
々
の
特
性
に
と
ん
だ
表
現
で
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
表
現
形
式
は
、
韓
国
語
に
は
存
在
し
て
い
な
い
。
こ
と
に
、
②
の
よ
う

な

「使
役
形
の
受
身
」
は
話
し
手
の
こ
ま
か
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
短
く
簡
単
に
表

現
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

「
い
や
で
あ
ま
り
心
が
進
ま
な
い
こ
と
を
、
し
か
た

な
く
さ
せ
ら
れ
る
ま
ま
に
、
そ
う
す
る
し
か
な
か

っ
た
」
と
い
う
気
持
ち
を

一

言
で
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

韓
国
語
に
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
形
式
が
な
い
た
め
、
①
②
③
④
四
っ
と
も

能
動
態
の
文
を
使
い
、
直
接
的
に
表
現
す
る
方
が
自
然
な
感
じ
を
与
え
ら
れ
る

の
で
あ

っ
て
、
比
較
的
に
も
の
を
は
っ
き
り
言
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
①
の
場
合
は

「
―
テ
シ
マ
ウ
」
に
相
当
す
る

「
―
襲
工
上
早
」

［ぎ
ｇ
】いヽ
〓

の
形
式
が
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

反
面
、
日
本
語
と
は
逆
に
、
韓
国
語
で
は

「
受
身
形
の
使
役
」
に
相
当
す
る

よ
う
な
表
現
が
不
自
然
に
感
じ
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。
次
の
例
文
は
、
受
身

の
使
役
を
用
い
た
文
と
し
て
お
か
し
く
な
い
、
自
然
に
感
じ
と
れ
る
文
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

①
中
い
ヽ
単
降
Ｌ
卜
陣
健
睫

冒
】ｌ
ｏＥ
″ｌ
ｉ
Ｆ
Ｆ
りｏ●ュ

Ｃ
中
口
一ヽ単
脳
匝
卜
Ｐ
Ｌ
縣
巨
ヽ
［な
げ
５
〓
Ｆ
針
ユ
ｏ警
Ｆ
Ｆ
わｏ●＆

（
大
き
な
魚
が
つ
れ
る
よ
う
に
し
て
―
）

②
塁
単
辮
貰
匡
Ｌ
障
［はヽ
Ｆ
ｌ
丘
ｏＯ”ざ
Ｆ，一Ｌ

（罪
が
洗
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
）

③
眸
卜
呼
鮒
ド
陣
卜
［αン選
●“留
讐

，♂
ぎ
ξ
］

（恥
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
）

①
Ｏ
は
「大
き
な
魚
が
つ
れ
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
意
味
で
、

①
は
受
身
の
接
尾
辞
に
②
は
二
重
受
身
形
に
、
使
役
を
表
わ
す

「ユ

単
■

［５

ｇ
一
Ｌ
　
（さ
せ
る
）
」
が
付
い
て
い
る
。
日
本
語
に
仮
に
当
て
て
み
る
こ

と
に
す
れ
ば

「
つ
ら
れ
さ
せ
る
」
と
な
る
。
②

は

「洗
わ
れ
さ

せ
る
」
③

は

「
恥
ら
れ
さ
せ
る
」
の
よ
う
に
な
る
の
で
、
こ
れ
ら
を

一
般
化
す
る
に
は
ま
だ

問
題
が
あ
る
が
、
日
本
語
の

「
さ
せ
ら
れ
る
」
の
逆
の
形
で
あ
る
受
身
の
使
役

表
現
が
、
韓
国
語
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
興
味
深



い
こ
と
で
あ
る
。

使
役
と
受
身
と
は
、
う
ら
お
も
て
の
関
係
に
あ
る
よ
う
で
、
結
局
同
じ
こ
と

を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
次
の
例
文
か
ら
考
え
て
み
る
と
、

▽
こ
の
手
紙
が
彼
に
読
ま
れ
る

▽
こ
の
手
紙
を
彼
に
読
ま
せ
る

い
ず
れ
も
、
い
わ
ゆ
る
深
層
的
意
味
が
、

「彼
が
手
紙
を
読
む
」
こ
と
で
あ
る

点
で
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
話
し
手
が
何
に
重
点
を
お
い
て
表
現
し
よ
う

と
し
て
い
る
か
に
よ
る
表
現
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
受
身
の

例
の
場
合
は

「手
紙
」
に
使
役
の
例
の
場
合
は
、
手
紙
を
読
む
よ
う
に
し
む
け

た
も
の
が
あ
る
こ
と
に
、
単
な
る
他
動
詞
の
場
合
は
動
作
主
体
に
、
そ
れ
ぞ
れ

重
点
を
お
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
違
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
聞
き
手
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が

ど
の
表
現
を
用
い
る
か
は
そ
の
時
そ
の
時
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ

っ
て
、

表
現
の
目
的
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な

例
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
注
意
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

①
雨
が
遠
足
を
の
ば
し
た
。

②
雨
で
遠
足
が
の
び
た
。

③
雨
で
遠
足
が
の
ば
さ
れ
た
。

右
の
三
つ
の
中
、　
一
般
に
も
っ
と
も
普
通
の
表
現
は
②
で
あ
ろ
う
。
③
も
使

わ
な
い
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
①
は
欧
文
翻
訳
調
で
、
普
通
に
は
使
わ
れ
な
い

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
表
現
の
違
い
に
よ
る
自
然
さ

。
不
自
然
さ
と
文
法

と
は
別
に
考
え
た
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
の
一
例
で
あ
ろ
う
。

六
、
主
語
と
の
関
係
に
お
い
て

①
①
彼
が
こ
ん
な
姿
を
見
た
ら
は
ず
か
し
い
。

②
彼
に
こ
ん
な
姿
を
見
ら
れ
た
ら
は
ず
か
し
い
。

③
こ
ん
な
姿
が
彼
に
見
ら
れ
た
ら
は
ず
か
し
い
。

０

い
単

ｏ一己

い
０
¨

卜
こ

＋
＝
己
早
［〓
Ｆ

〓
ｏ
●
ヨ
ｎ
ｇ
】
ｇ
ユ
ｏ
●

Ｆ
電
嘱”ｏ
Ｅ
Ｌ

Ｏ
Ｉ
ユ
ニ

ｏ
一己

ド
中
ф

ト
ユ
置

＋
＝
己
阜

［露
ｏ
５

〓
ｏ
・
‥
り」ｇ
【
ｇ
“ユ
ｏ
●
ご
“
に
】ざ
Ｅ
Ｌ

ｍ

２
諄

い
０
ユ

ロ
ニ
ュ

ト
ュ
ュ
こ

＋
＝
己
早

ロ
ロｏ
・
‥
襲
〓
目
ｏ
５

ｇ

＆̈
いユ
８

ｇ
〓
ご
〓
ュ

②
①
彼
女
が
そ
の
事
実
を

（ダ
レ
カ
ヘ
）
知
ら
せ
る
と
こ
ま
る
。

②
彼
女
に
そ
の
事
実
を
知
ら
せ
ら
れ
る
と
／
知
ら
さ
れ
る
と
、
こ
ま
る
。

③
彼
女
に
そ
の
事
実
が

（ダ
レ
カ
カ
ラ
）
知
ら
せ
ら
れ
る
と
／
知
ら
さ
れ

る

と

、

こ

ま

る

。

０
ロ
エ
単

口

単
に
ф

』
己

中
諄
早
ュ

［Ｆ
・
』ｏ
Ｆ

目

３
ｏ
〓
ご

〕ユ
８

５
Ｌ

，
３

，●
Ｌ

ω
ロ
ニ
ュ
ニ

ト

単
こ
”

嘔
ユ
己

中
諄
単
エ

占
〓
〓

ｏ
５

●
３
ｏ
〓

ユ
〓
ユ
８

Ｆ
ｌ

，
多

，
一
ュ

ｍ
ロ
エ
ュ
ニ

い

単
こ
ュ

碑
ユ
ニ
こ

中
諄
単
■

［ロ
ニ
８
Ｆ

ｒ
３
●
〓

Ｌ
Ｆ』８
く”ュ
０
●
５
Ｌ
彗
ｇ
Ｐ
］

右
の
例
①
②
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
日
本
語
で
普
通
使
わ
れ
る
受
身
表
現
と

は
②
で
あ

っ
て
、
③
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
い
な
い
よ
う

で
あ
る
。
ま
た
、
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例
①
の
②
と
②
の
②
に
お
け
る
助
詞

「
に
」
に
は
違
い
が
あ
る
。
②
の
②
は
、

「
だ
れ
か
に
よ
っ
て
彼
女
に
知
ら
れ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
方
向
を
意
味
す
る
場

合
と
、

「
彼
女
が
」
ま
た
は

「
彼
女
か
ら
」
だ
れ
か
に
知
ら
せ
る
と
い
う
意
に

も
な
り
う
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
処
格
助
詞

「
に
」
が
動
作
主
を
表

わ
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対
応
す
る
韓
国
語
の
場
合
は
、
例
①
と
②
で
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
処
格
助
詞

「
ュ
ニ
」
冒
汀
］

は
方
向
を
示
し
、
行
為
者
を
示
し
て
は

い
な
い
。
目
的
格

「
を
」
は
使
役
態
と
、
主
格

「が
」
は
受
身
態
と
の
結
合
が

強
く
、
使
い
分
け
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
日
本
語
の
助
詞

「
を
」
を
取
る
受
身
文
に
お
い
て
は

「
被
害

・
損
害

・
め
い
わ
く
」
な
ど
を
被

っ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

が
、
利
益
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
こ
と
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。
例
え

ば
、

▽
本
田
さ
ん
は
先
生
に
娘
を
ほ
め
ら
れ
た
。

の
よ
う
に
動
詞
本
来
の
意
味
か
ら
、
め
い
わ
く
の
気
持
ち
に
な
り
に
く
い
よ
う

な
場
合
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

助
詞

「
は
」

「が
」
と
受
身
文
と
の
関
係
に
お
い
て
も

主
語

の
問
題
が
出

て
く
る
。
能
動
態
を
受
身
態
に
、
受
身
態
を
能
動
態
に
な

お
す

と
き
、
助
詞

「
は
」
と

「
が
」
の
変
化
が
お
こ
る
よ
う
で
あ
る
。

ω
ぼ
く
は
大
き
な
犬
に
か
ま
れ
た
。

②
大
き
な
犬
が
ぼ
く
を
か
ん
だ
。

③
私
は
見
知
ら
ぬ
人
に
話
し
か
け
ら
れ
た
。

①
見
知
ら
ぬ
人
が
私
に
話
し
か
け
た
。

右
の
例
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
の
主
語
と
見
ら
れ
る
語
に
付
い
て
い
る
助
詞
に
注

意
し
て
み
る
と
、
受
身
文
に
は

「
は
」
が
、
能
動
文
に
は

「が
」
が
使
わ
れ
て

い
る
。
受
身
文
０
と
③
を
助
詞

「
は
」
の
か
わ
り
に

「
が
」
に
し
て
み
た
ら
、

き
わ
め
で
不
自
然
に
な
る
し
、
能
動
文
の
②
と
０
を
助
詞

「
が
」
の
か
わ
り
に

「
は
」
と
し
て
み
た
ら
抽
象
的
な
感
じ
が
し
て
、
現
実
感
が
な
く
な
る
よ
う
に

な

っ
て
し
ま
う
。
子
の
よ
う
な
使
い
わ
け
は

「
は
」
と

「が
」
の
使
い
わ
け
の

む
ず
か
し
さ
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
文
を
韓
国
語
に
お

き
か
え
て
み
る
と
、
助
詞
に
お
い
て
は
ま

っ
た
く
同
じ
現
象
が
お
こ
る
。
日
本

語
の

「
は
」
に
相
当
す
る
の
は

「”
」
［げ
］
「”
」
［Ｌ
Ｌ

、

「
が
」
に
相
当

す
る
の
は

「ｏ
ご

冒
］
マ
ご

７
邑
　
が
あ
る
が
、
そ
の
使
い
わ
け
は
、
受
身

文
に
つ
い
て
は
同
じ
よ
う
で
あ
る
。

く
り
か
え
し
て
言
う
が
、
日
本
語
に
お
け
る
受
身
表
現
と
は
、
単
な
る
能
動

文
の
入
れ
替
え
で
は
な
く
、
話
し
手
の
気
持
の
表
現
だ
と
思
わ
れ
る
。

▽
大
工
に
よ
っ
て
家
が
建
て
ら
れ
た
σ

▽
本
が
買
わ
れ
る
。

▽
料
理
が
作
ら
れ
る
。

と
い
う
よ
う
な
表
現
は
普
通
あ
ま
り
し
な
い
。
ま
た
、

▽
演
奏
が
は
じ
め
ら
れ
た
。

▽
親
鳥
に
よ
？
て
卵
が
生
ま
れ
た
。

と
い
う
よ
り
も
、

▽
演
奏
が
は
じ
ま

っ
た
。

▽
親
鳥
が
卵
を
生
ん
だ
。

と
言
う
ほ
う
が
普
通
の
よ
う
で
、

「
だ
れ
か
に
よ
っ
て
」
が
含
ま
れ
て
い
る
よ

う
な
表
現
は
あ
ま
り
好
ま
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「受
身
」
と
は
日
本
人
に
と

っ
て
、
自
分
の
意
志
が
何
も
介
入
し
て
い
な
い
の
に
、
あ
る
動
作
が
成
立
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
で
あ
る
。



七
、
ま
と
め

ど
ん
な
言
語
に
で
も
、
個
別
的
な
特
殊
性
と
、
言
語

一
般
の
普
遍
性
と
が
あ

る
だ
ろ
う
か
ら
、
日
本
語
と
韓
国
語
に
お
け
る
、
受
身
表
現
に
つ
い
て
の
検
討

も
、
こ
の
二
つ
の
面
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ

う
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
受
身
表
現
だ
け
に
つ
い
て
も
両
言
語
に
は
、

か
な
り
の
相
違
が
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

本
稿
で
は
漢
語
を
な
る
べ
く
さ
け
て
、
現
代
語
に
お
け
る
和
語
と
韓
国
語
と

の
対
照
に
な

っ
た
よ
う
で
は
あ
る
が
、
も

っ
と
も
著
し
い
違
い
を
、
い
く
っ
か

に
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

▽
日
本
語
の
受
身
は
自
動
詞

・
他
動
詞
を
と
わ
ず
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
動
詞

に
適
用
で
き
る
の
に
対
し
て
、
韓
国
語
に
お
け
る
受
身
表
現
と
は
、
動
作

主
と
客
体
と
の
相
関
関
係
を
表
わ
す
、
い
わ
ゆ
る
他
動
詞
に
つ
い
て
の
こ

と
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
結
局
印
欧
語
等
で
の
被
動
態
に
近
い
性
格

を
持

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

▽
文
法
形
式
に
お
い
て
は
、
日
本
語
の

「
れ
る

ｏ
ら
れ
る
」
は
韓
国
語
の
受

身
表
現
の
多
様
さ
や
不
規
則
的
な
こ
と
と
く
ら
べ
て
、
ず

っ
と
規
則
的

・

生
産
的
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

▽
日
本
語
の
受
身
表
現
の
特
徴
と
し
て
、
特
に
目
立
つ
の
は
迷
惑
の
受
身
、

使
役
形
の
受
身
等
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
韓
国
語
に
成
立
し
て
い
な
い
。

▽
日
本
語
に
お
い
て
は
、　
一
応
使
役
の
文
な
の
か
受
身
の
文
な
の
か
は
明
白

に
分
か
る
の
に
対
し
て
韓
国
語
に
お
い
て
は
、
あ
る
文
が
受
身
文
と
も
使

役
文
と
も
解
釈
さ
れ
る
曖
昧
性
を
持

っ
て
い
る
。

（注
１
）
音
韻
表
記
は
　

「ユ
ф
」
［ｇ
Ｅ
］

氏
の
一
九
七
八
年

「
国
語
音
韻

学
」

（
ぷ
¨
単

出
版
）
に
よ
る
も
の
だ
が
、
私
な
り
に
や
や
簡
略
し
た
。

（注
２
）

「受
身
」
を
韓
国
語
の
文
法
用
語
で
は

「被
動
」
と
す
る
の
で
、
本

稿
で
は
受
身
と
被
動
を
同
じ
意
味
で
使

っ
た
。
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光
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光
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冒
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叢
九
輯
』
建
国

大
学
校
人
文
科
学
研
究
所

良
圭
一
九
七
八

「使
動
単
被
動

『
国
語
学
士
』
国
語
学
会

洪
杉
一
九
七
八

「国
語
被
動
化
上
意
味
」

『震
檀
学
報
四
五
』

（本
学
大
学
院
後
期
課
程

一
年
）
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