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連
体
法
述
語
に
お
け
る
時
の
範
疇

一

終
吐
法
に
お
け
る
述
語
の
時
称

・
ア
ス
ペ
ク
ト
の
組
織
的
な
解
釈
を
め
ざ
し

た
前
稿
に
続
い
て
、
本
稿
で
は
連
体
法
に
お
け
る
時
称

・
ア
ス
ペ
ク
ト
な
ど
の

時
に
関
す
る
文
法
範
疇
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
連
体
法
述
語
と
い

っ
て
も
、
現
代
日
本
語
の
そ
の
す
べ
て
に
互

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
本
稿
で

は
そ
の
最
も
中
心
的
と
思
わ
れ
る
用
法
に
つ
い
て
し
か
、
直
接
に
は
言
及
し
え

な
い
。
述
べ
て
あ
る
こ
と
の
趣
旨
は
、
し
か
し
、
広
く
連
体
法
全
体
あ
る
い
は

そ
れ
を
超
え
て
さ
え
、
妥
当
性
を
持
ち
う
る
も
の
と
思
う
。

終
止
法
述
語
の
、
時
称
な
り
、
ア
ス
ペ
ク
ト
な
り
の
体
系
は
「現
在
」
（文
法

闊
狐

「 の
一
「
“
喩
爆
陣
蒙
設
け
孵
な
」
】
』
“
」
』
菫

つ と
「
け

る
．

き
ｑ
ぃ
デ
）
柚

る
。
形
式
面
か
ら
だ
け
見
れ
ば
文
に
相
当
す
る
も
の
が
、
実
に
文
で
あ
る
た
め

に
は
、何
ら
か
の
形
で
一
人
称
的
領
域
と
つ
な
が

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

時
間
の
上
で
言
う
な
ら
、
私
た
ち
の
意
識
に
お
け
る
現
在
―
―
自
存
的
に
は
あ

り
得
な
い
、
常
に
何
か
に
対
す
る
意
識
の
、
意
識
す
る
時
―
―
が
、
単
な
る
形

式
と
文
た
り
う
る
と
こ
ろ
の
意
味
と
を
媒
介
す
る
。
そ
の
意
識
の
時
に
立
ち
現

大

鹿

薫

久

わ
れ
る
動
作
や
変
化
の
常
態
面
な
ら
び
に
終
結
面
が
、
ア
ス
ペ
ク
ト
と
し
て
の

未
完
了
と
完
了
で
あ

っ
た
し
、
そ
れ
は
逆
に
言
う
な
ら
、
「あ
る
」
と
し
て
意
識

の
時
に
与
え
ら
れ
る
し
か
な
い
ア
ル
コ
ト
の
、
二
つ
な
る
分
化
で
あ

っ
た
。
さ

ら
に
、
動
作
や
変
化
が
、
全
態
と
し
て
志
向
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
流
れ
る
と

比
喩
さ
れ
う
る
時
間
の
、
時
間
軸
上
の
現
在
―
―
い
う
ま
で
も
な
く
意
識
の
時

の
比
喩
上
の
軸
へ
比
定
さ
れ
る
点
―
―
の
両
側
に
定
位
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
動
作

・
作
用
の
対
象
的
意
味
と
し
て
す
で
に
あ
る
過
程
性
や
変
化
性
の
作

用
的
な
面
へ
の
徹
底
化
、
す
な
わ
ち
、
未
来
と
過
去
と
の
デ
キ
ゴ
ト
に
お
け
る

分
化
で
あ

っ
た
。
現
在
か
ら

一
定
の
距
離
を
も

っ
て
定
位
す
る
限
り
、
そ
れ
を

時
称
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
動
作

・
変
化
の
内
在
的
な
性
質
に
求
め
ら
れ
る

今
述
べ
た
よ
う
な
デ
キ
ゴ
ト
に
お
け
る
分
化
は
、
そ
の
故
に
文
法
範
疇
と
し
て

現
在
を
も
た
な
か
っ
た
。
敢
え
て
求
め
る
と
す
れ
ば
、
ア
ル
コ
ト
と
把
握
し
う

る
限
り
の
時
間
的
意
味
を
そ
う
呼
ぶ
べ
き
で
あ

っ
た
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
た
過
去

。
未
来
と
現
在
と
い
う
時
称
の
系
列
は
、
決
し
て
直
線
的
な
、
し

た
が

っ
て
時
間
軸
上
に
過
去

。
現
在

・
未
来
と
三
分
さ
れ
る
領
域
の
系
列
に
対

応
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
意
識
の
現
在
に
お
い
て
で
は
な
く
、
か
つ
て

あ

っ
た
は
ず
の
そ
れ
か
ら
志
向
作
用
が
あ

っ
た
と
い
う
、
い
わ
ば
過
去
に
お
け



意 識 の 現 在

る
意
識
の
時
を
過
去
と
呼
び
、
あ
る
い

は
未
来
に
お
け
る
そ
れ
を
未
来
と
呼
ぶ

の
で
あ
れ
ば

（そ
れ
ら
も
ま
た
意
識
の

現
在
に
お
い
て
成
立
の
根
拠
を
も
つ
の

で
あ
る
が
）、　
ア
ル
コ
ト
に
お
け
る
現

在

。
過
去

・
未
来
の
列
を
措
定
し
う
る
。

こ
の
後
者
の
過
去
と
未
来
か
ら
区
別
す

る
た
め
に
、
前
者
を
そ
れ
ぞ
れ
単
純
過

去

。
単
純
未
来
と
呼
ん
だ
の
で
あ

っ
た

①

（以
上
前
稿
）。
前
稿
に
示
し
た
図
を
若

干
修
正
し
て
示
せ
ば
上
の
よ
う
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る

終
止
法
の
ア
ス
ペ
ク
ト
や
時
称
は
、
意

識
の
現
在
を
離
れ
て
は
存
在
し
え
な
い

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
終
止
法
述
語

は
陳
述
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
連
体
法
述
語
に
お
け
る
時
の
範
疇

は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
は
終
止
法
述
語
と

ど
の
よ
う
に
異

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
現
さ
れ
た
形
式
に
見
る
限
り
で

は
、
同
じ
と
い
え
る
こ
の
二
つ
の
述
語
は
、
し
か
し

一
方
で
は
切
れ
る
述
語
で

あ
り
、　
一
方
で
は
続
く
述
語
で
あ
る
。
現
代
語
に
お
い
て
は
も
は
や
形
式
に
求

め
ら
れ
な
い
、
そ
の
切
れ
続
き
の
差
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
ま
た
何
に
由
来
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ニ

た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

０
公
演
が
間
近
に
迫
る
と
、
割
り
当
て
ら
れ
た
切
符
を
引
引
割
酬
畑
仕
事

が
課
せ
ら
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（忘
却
）

も
し
、
連
体
法
述
語
の
時
の
範
疇
と
、
終
止
法
の
そ
れ
と
が
、
意
味
に
お
い
て

も
形
式
に
お
い
て
も
同
じ
だ
と
す
れ
ば
右
の
例
文
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば

よ
い
だ
ろ
う
か
。
形
式
に
よ
っ
て
考
え
れ
ば

「売
り
さ
ば
く
」
を
単
純
未
来
だ

と
す
る
解
釈
と
、
現
在
未
完
了

（終
止
法
述
語
に
ひ
き
な
お
し
て
考
え
れ
ば
、

「彼
は
要
領
よ
く
切
符
を
売
り
さ
ば
き
ま
す
」
に
相
当
す
る
よ
う
な
）
だ
と
す

る
解
釈
の
二
通
り
し
か
な
い
。
前
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
「売
り
さ
ば
く
」
の
は
未

来
の
、
後
者
だ
と
す
る
な
ら
ば
現
在
の
コ
ト
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
の
こ

の
文
に
対
す
る
解
釈
は
そ
の
ど
ち
ら
で
も
許
す
だ
ろ
う
。
否
、
今
よ
り
過
去
の

コ
ト
だ
と
解
釈
し
う
る
可
能
性
で
す
ら
あ
る

（
た
だ
し

「
課
せ
ら
れ
る
」

コ
ト

よ
り
は
あ
と
）。
終
止
法
述
語
の
場
合
、
「切
符
を
売
り
さ
ば
く
」
と
い
う
形
式

が
過
去
で
あ
る

（あ
る
い
は
単
純
過
去
で
あ
る
）
と
い
う
解
釈
は
あ
り
え
な
か

っ
た
。
つ
ま
り
、
終
止
法
述
語
と
連
体
法
述
語
と
が
同
じ
体
系
を
持

っ
て
い
る

と
考
え
る
と
、
第
三
の
解
釈
の
可
能
性
を
許
さ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が

っ
て
と
り
あ
え
ず
両
者
は
異
な
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

も
う

一
度
、
例
文
の
解
釈
に
も
ど
ろ
う
。
三
つ
の
解
釈
の
可
能
性
を
示
し
た

が
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、

「
課
せ
ら
れ
る
」

コ
ト
よ
り
も

「売
り
さ
ば

く
」

コ
ト
の
方
が
時
間
的
に
あ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「相

対
的
な
テ
ン
ス
」
の
概
念
が
成
り
立
つ
の
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
述
語
の
し
め
す
動
作
や
状
態
の
な
り
た
つ
時
を
基
準
に
し
て
、

そ
れ
よ
り
以
前
か
以
後
か
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
か
を
あ
ら
わ
す
こ
と
で
あ



る
。
ンえ
を
相
対
的
な
テ
Ｘ
と
呼
ぉ

高
橋
太
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
「相
対
的
な
テ
ン
ス
」
に
お
い
て
は

「―
す
る
」
は

以
後
か
、
同
時
を
示
し
、

「―
し
た
」
は
以
前
を
あ
ら
わ
す
。
し
か
し
、
連
体

法
述
語
が
必
ず
し
も
「相
対
的
な
テ
ン
ス
」
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
別
に

「絶
対

的
な
テ
ン
ス
」
を
も
つ
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
し
か
も
、
ど
の
よ
う
な
場
合
、

』
翻
申
詢
彙
）
″
“
叶
事
』
脚
げ

う（
ぁ

此
ぃ
は

「絶
対
的
な
テ
ン
ス
」
に
な
る
か

②
彼
に
出
す
手
紙
を
読
ん
だ
。
（「出
す
」
こ
と
は
「読
む
」
こ
と
よ
り
後
）

０
彼
の
書
い
た
手
紙
を
読
ん
だ
。
（「書
く
」
こ
と
は
「読
む
」
こ
と
よ
り
前
）

こ
の
よ
う
な
文
を
見
れ
ば

「相
対
的
な
テ
ン
ス
」
で
説
明
が
と
り
あ
え
ず
可
能

で
あ
る
。
し
か
し
次
の
よ
う
な
例

０
彼
が
姉
に
出
し
た
手
紙
を
読
ん
だ
。

で
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

「
出
す
」
こ
と
は

「読
む
」
こ
と
の
前
の
動
作
だ

と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
解
釈
に
限
ら
れ
る
だ
ろ
う

か
。

「出
す
」
こ
と
が

「読
む
」
こ
と
よ
り
前
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
解
釈
で
き

な
く
も
な
い
が
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
も
解
釈
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
が
、
実

は
連
体
法
述
語
の
現
象
上
の
特
徴
と
も
言
え
る
の
だ
が
、
普
通
に
は

「出
す
」

ま
え
に

「読
む
」
こ
と
が
あ

っ
た
と
解
釈
す
る
で
あ
ろ
う
。連
体
法
述
語
が
「―

し
た
」
と
い
う
形
を
も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「読
む
」
こ
と
よ
り
も
以
後
に

な
る
。
つ
ま
り

「相
対
的
な
テ
ン
ス
」
で
は
解
釈
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

場
合
、
「絶
対
的
な
テ
ン
ス
」
と
い
う
概
念
が
必
要
に
な
る
。

「絶
対
的
な
テ
ン
ス
」
に
つ
い
て
は
、
管
見
に
よ
る
限
り
高
橋
氏
は
、
は
っ

き
り
し
た
規
定
を
設
け
て
お
ら
れ
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ

か
ら
お
お
よ
そ
の
理
解
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
と
述．語．動．詞．
の。は
あ。
い
と。同．じ。
よ。う。
し
、

絶
対
的
な
テ
ン
ス
の
対
立
を
し
め
し
て
い
る
。。

な
お
、
動
詞
の
連
体
形
の
あ
ら
わ
す
未
来

。
現
在

・
過
去
は
、
例
文
０
の

よ
う
に
、
話
し
手
の
話
す
時
点
を
基
準
に
す
る
ば
あ
い
と
、
例
文
０
１
ロ

の
よ
う
に
主
文
の
テ
ンポ
ラ
リ
テ
ィ等
を
基
準
にす
る
ば
あ
いが
あ
鉄ず

（傍
点
は
大
鹿
）

つ
ま
り
、
私
に
理
解
す
る
な
ら
ば
終
止
法
述
語
の
時
の
範
疇
が
当
然
そ
の
根
拠

と
し
て
当
然
も

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
意
識
の
現
在
の
、
時
間
軸
上
へ
の

比
定
点

（以
後
、
こ
れ
を

〔今
〕
と
記
す
こ
と
が
あ
る
）、　
文
が
成
立
す
る
た

め
の

〔今
〕
を
規
準
に
す
る
、
未
来

。
現
在

。
過
去
の
体
系
を

「絶
対
的
な
テ

ン
ス
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
国
の
解
釈
は
、
「出
す
」
こ

と
も

「読
む
」
こ
と
も

〔今
〕
よ
り
過
去
の
出
来
事
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

そ
の
限
り
正
し
い
と
言
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
た
ち
は
、

「絶
対
的
な
テ

ン
ス
」
が
解
釈
し
な
い

「出
す
」
と

「読
む
」
こ
と
の
前
後

関
係
に
つ
い
て

「出
す
」
ま
え
に

「読
ん
だ
」
と
理
解
す
る
。
こ
れ
は
、
「出
し
た
あ
と
で
は
読

め
な
い
」
と
い
う
二
つ
の
事
態
の
意
味
的
な
関
係
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
同
じ
０

を

「相
対
的
な
テ
ン
ス
」
で
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
手
紙
を
出
し
た
相
手
に
そ
の

手
紙
を
見
せ
て
も
ら
う
場
合
等
を
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
も
ま

た
可
能
な
解
釈
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
０
の
よ
う
な
文
に
は
、
何
ら

「相
対

的
な
テ
ン
ス
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
拠
、
あ
る
い
は
「絶
対
的
な
テ
ン
ス
」

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
根
拠
は
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
０
の
よ
う
な
文
で
は
、

「書
く
」
ま
え
に
は

「手
紙
」
は
存
在
し
な
い
の
で
当
然
、

「書
く
」
こ
と
は

「読
む
」
こ
と
に
先
行
す
る
。
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
事
態
の
対
象
的
な
意
味
関

係
が
そ
の
前
後
関
係
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
場
合
は
い
い
け
れ
ど
も
、
０
の
よ
う

な
場
合
は
、
つ
ね
に
あ
い
ま
い
さ
が
残
る
。

さ
ら
に



同
岬
で
絵
を
書
い
て
い
た
人
に
東
京
で
会

っ
た
。

０
岬
で
魚
を
釣

っ
た
人
に
東
京
で
会

っ
た

な
ど
の
場
合
は
、
に
わ
か
に
前
後
関
係
を
決
し
難
い
。
と
い
う
よ
り
も
多
義
的

な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「岬
で
」
「東
京
で
」
な
ど
と
い
う
空
間
的
限
定
の

要
素
を
取
り
除
け
ば
、
「釣
る
」
「書
い
て
い
る
」
こ
と
が

「会
う
」
こ
と
に
先

行
す
る
と
い
う
前
後
関
係
の
蓋
然
性
が
い
く
ら
か
高
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
が

た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
空
間
限
定
の
要
素
が
、
時
間
的
前

後
関
係
の
決
定
と
関
わ
り
を
も
つ
―
―
つ
ま
り
事
態
の
対
象
的
意
味
が
前
後
関

係
の
決
定
と
関
わ
り
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
逆
に
証
明
す
る
。

０
の
場
合
前
後
関
係
が
は
っ
き
り
し
て
い
た
の
は
、
事
態
の
意
味
関
係
に
よ

っ
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が

っ
て
、

同
―
―
し
た
一日
日
日
一―
―
し
た
。

同
―
―
す
る
一日
日
日
一―
―
す
る
。

と
い
う
よ
う
に
一
般
化
で
き
る
形
式
に
固
有
の
前
後
関
係
で
は
な
い
。
そ
し
て

そ
う
で
あ
る
以
上
、

「相
対
的
な
テ
ン
ス
」

「絶
対
的
な
テ
ン
ス
」
と
い
う
も

の
も
、
こ
の
よ
う
な
形
式
で
決
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は

‐ｃｌ
ｌ
ｌ
す
る
一開
圏
日
一―
―
し
た
。

ｕ
ｌ
ｌ
し
た
一口
圏
日
一―
―
す
る
。

の
場
合
は
ど
う
か
、

０
彼
に
書
い
た
手
紙
を
出
し
ま
す
。

③
破

っ
た
本
を
修
理
し
ま
す
。

ｌｃｌ
は
田
②
に
当
た
る
。
そ
こ
で
田
０
０
０
を
見
る
と
、
連
体
法
述
語
の

「―
し

た
」
は
以
前
、

「―
す
る
」
は
以
後
と
い
え
る
。

‐ｃ‐
同
の
場
合
、
多
く
は
こ
の

よ
う
に
相
対
テ
ン
ス
で
解
釈
で
き
る
か
に
思
え
る
。
た
だ
、
連
体
法
述
語
が
、

「さ

っ
き
、
こ
の
あ
い
だ
、
き
の
う
、
先
日
、
去
年
／
あ
す
、
明
後
日
、来
年
」

の
よ
う
な

〔今
〕
と
の
離
た
り
を
時
点
的
に
指
し
示
す
時
の
副
詞
を
受
け
る
場

合
、
そ
の
故
に
、
２
′〕
と
の
関
係
を
も
つ
か
の
ご
と
き

「絶
対
的
な
テ
ン
ス
」

に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
副
詞
が
な
い
場
合
で
も
、
「絶
対
的
な
テ
ン

ス
」
と
し
て
解
釈
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
、
田
②
の
連
体
法
述
語
は

〔今
〕
を
基
準
に
し
て
未
来
、
０
０
は
過
去
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
な
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
０
０
０
０
な
ど
の
よ
う
な
ｌｃｌ
ｕ
型
の
場
合
も
、
「相
対
的
な

テ
ン
ス
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
根
拠
は
、
そ
の
形
式
に
は
存
し
な
い
。
ま
た

次
の
よ
う
に
、
前
後
関
係
さ
え
あ
や
し
く
な
る
場
合
も
多
く
あ
る
。

０
ブ
ー
ル
ヘ
行
く
約
束
を
破

っ
た
。

⑩
ガ
リ
バ
ー
が
小
人
の
国
を
遊
行
す
る
話
を
聞
い
た
。

回
あ
た
ま
を
掻
く
癖
を
な
お
し
た
。

以
上
要
す
る
に
、
対
象
的
な
意
味
に
お
け
る
事
態
の
関
係
、
特
定
の
時
の
副

詞
に
よ
る
時
点
的
な
関
係
、
さ
ら
に
、
述
べ
得
な
か
っ
た
が
当
該
の
文
を
超
え

た
と
こ
ろ
で
の
、
文
脈
か
ら
の
意
味
関
係
等
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
事
態
の
前
後

関
係
が
明
ら
か
に
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
同
―
同
の
形
式
に
固
有
の
前
後
関

係
で
は
な
く
、
し
た
が

っ
て
、

「相
対
的
な
テ
ン
ス
」

「絶
対
的
な
テ
ン
ス
」

と
い
う
概
念
が
成
立
す
る
た
め
の
根
拠
は
こ
れ
ら
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

終
止
法
述
語
の
時
の
範
疇
と
連
体
法
の
そ
れ
と
で
は
異
な
る
か
ら
と
言

っ
て
、

「相
対
的
な
テ
ン
ス
」

「絶
対
的
な
テ
ン
ス
」
と
い
う
概
念
を
設
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
理
由
は
こ
れ
ら
の
形
式
の
中
に
は
見
出
せ
な
い
。
ま
し
て
、

「相
対

的
な
テ
ン
ス
」
と
い
う
も
の
が
、
果
た
し
て
時
称
な
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ

と
が
疑
間
と
し
て
残
る
。
ま
さ
か
単
な
る
時
点
的
な
前
後
関
係
が
、
時
称
だ
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
、
時
称
が
述
語
の
文
法
範
疇
で
あ
る
理
由

を
失

っ
て
し
ま
う
。
時
称
の
体
系
は

〔今
〕
を
離
れ
て
成
立
し
え
な
い
も
の
で



あ

っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「相
対
的
な
テ
ン
ス
」
は
、
終
止
法
述
語
の
あ

ら
わ
す
動
作

・
変
化
あ
る
い
は
状
態
等
が
成
立
す
る
時
点
を
基
準
と
す
る
前
後

同
の
関
係
で
あ

っ
て
、
少
く
と
も

〔今
〕
と
は
直
接
的
な
関
係
を
も
た
な
い
。

「絶
対
的
な
テ
ン
ス
」
と
い
わ
れ
る
場
合
は
、確
か
に
、
〔今
〕
に
連
体
法
述
語

の
基
準
時
点
が

一
致
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
連
体
法
述
語
そ
の
も
の
が
も
つ

性
質
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
た
ま
た
ま

一
致
す
る
の
で

あ
り
、
そ
の
一
致
す
る
こ
と
を
も

っ
て
一
致
す
る
場
合
の
文
に
お
け
る
連
体
法

述
語
の
本
質
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
規
準
時
点
が
〔今
〕
と

も

一
致
し
う
る
と
い
う
連
体
法
述
語
の
性
格
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

連
体
法
述
語
の
あ
ら
わ
す
動
作
や
変
化
あ
る
い
は
状
態
が
あ
る
基
準
時
点
で

よ
り
前
に
あ

っ
た
と
か
、
後
に
あ

っ
た
と
か
、
同
時
で
あ
る
と
か
が
、
今
仮
に

言
え
る
と
し
て
も
、
そ
う
言
え
る
基
準
時
点
は
、
〔今
〕

と
の
関
係
に
お
い
て

は
常
に
不
定
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
、
そ
の
こ
と
を
確
か
め
て
来
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
様
々
の
要
因
に
よ
っ
て
、
終
止
法
述
語
の
あ
ら
わ
す
動
作
等

の
お
こ
な
わ
れ
た
時
点
に
一
致
す
る
と
解
釈
し
う
る
場
合
「相
対
的
な
テ
ン
ス
」

と
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
、　
２
′〕
に
一
致
す
る
場
合

「絶
対
的
な
テ
ン
ス
」
と

呼
ば
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
何
ら
か
の
要
因
で
あ
る
形
式
が
「相
対
的
な
テ
ン
ス
」

に
な
っ
た
り

「絶
対
的
な
テ
ン
ス
」
に
な

っ
た
り
す
る
こ
と
が
、
そ
の
形
式
の

基
準
時
点
の
不
定
性
を
証
明
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
不
定
性
こ
そ
が
連
体
法
述

語
脚
初
議
は
中
¨
一
響
』
¨
繰
機
“

「 と
辟
滋
』
れ
な
れ
一
つ

。
「 で
い
繰
い

な ヵ、
｝

ン

ス
」
と
い
う
概
念
を
用
い
ず
に
、
連
体
法
述
語
の
時
に
関
す
る
現
象
を
説
明
さ

れ
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
連
体
法
述
語
の

「―
す
る
」
や
「で
し
た
」

の
形
は
、
テ
ン
ス
あ
る
い
は
ア
ス
ペ
ク
ト
を
あ
ら
わ
し
、
い
わ
ゆ
る
相
対
的
な

テ
ン
ス
は
ア
ス
ペ
ク
ト
で
解
釈
で
き
る
と
す
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
な
結
果

，
´

③

示
さ
れ
た

（今
仮
り
に
、
紙
谷
氏
の
論
力
に
示
さ
れ
て
い
る
表
を
簡
略
化
し
て

示
す
）
。

紙
谷
氏
が
ア
ス
ペ
ク
ト
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
と
テ
ン
ス
と
呼
ば
れ
て
い
る

も
の
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
実
は
私
に
は
充
分
理
解
が
届
か
な
い
の
で
あ
る
が

ア
ス
ペ
ク
ト
と
テ
ン
ス
が
無
関
係
に
な
り
た
つ
も
の
だ
と
は
考
え
に
く
い
。
確

か
に

「
山
を
お
り
る
人
で
道
が
混
雑
し
た
」

「
山
を
お
り
た
人
が
思
い
思
い
に

休
憩
し
て
い
た
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

「過
程
」

「完
了
」
を
あ
ら
わ
型
と

言
え
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
ア
ス
ペ
ク
ト
で
あ
る
か
ぎ
り
、
あ
る
時
点

（
こ
の

場
合
、
そ
れ
ぞ
れ

「
混
雑
し
た
」

「休
憩
し
て
い
た
」
時
点
）
に
お
い
て
、
な

り
た
つ
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
、

回
　
こ
の
論
文
を
書
い
た
と
き
に
（
は
）、
私
は
先
生
に
相
談
し
た
。

に
お
い
て
も
、
従
属
節
中
の

「書
い
た
」
が

「以
前
」
を
あ
ら
わ
す
の
で

は
な
く
、
主
文
の

「相
談
し
た
」
時
点
に
お
い
て
は

「書
く
」
と
い
う
動

作
が
す
べ
て
の
過
程
を
経
て
完
了
し
て
い
た

（あ
る
い
は
、
す
で
に
著
手

し
て
い
た

（既
方
》

こ
と
を
あ
ら
わ
す
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
Ъ

連 体 用 法

テ
ン
ス
に
関
す

る
意
味

ア

ス

ペ

ク

ト

に

関
す
る
意
味

〔予
定

。
予
測
〕

〔既
存
〕

〔属
性

。
当
然
〕

〔反
復

・
習
慣
〕

纂
馴
呟臆淋
の加也

〔将
然
〕

〔過
程
〕

t

〔過
去
の
事
象
〕

〔過
去
の
属
性
〕

〔過
去
の
反
復

・
習
慣
〕

〔既
然
〕

曇
万
了
〕

ぞ

た



純

「 述
ド
燎
』
れ
「
な
が
）
】
は
れ
［
¨
巌
“
鵜
棘
資
髪
椰
げ

「
高

赫
撫
い
い
わ
れ

ス
」
の
同
時
に
お
け
る
完
了

（あ
る
い
は
既
然
）
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ア

ス
ペ
ク
ト
的
な
意
味
が
あ
る
と
い
う
の
は
よ
く
理
解
で
き
る
。
と
い
う
よ
り
連

体
法
述
語
に
時
称
的
な
も
の
を
認
め
る
な
ら
ば
当
然
そ
こ
に
は
ア
ス
ペ
ク
ト
的

な
展
開
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
称
と
ア
ス
ペ
ク

ト
を
分
離
し
て
、
あ
る
形
式
が
ア
ス
ペ
ク
ト
あ
る
い
は
時
称
を
文
法
範
疇
と
し

て
も
つ
と
い
う
こ
と
に
は
同
意
し
が
た
い
。
終
止
法
述
語
の
場
合
、　
一
往
単
純

未
来
あ
る
い
は
単
純
過
去
と
い
う
時
称
だ
け
の
も
の
を
考
え
得
た
が
、
そ
れ
に

し
て
も
そ
ψ
そ
れ
ぞ
れ
に未
完
了
な
い
し
は
完
了
と
い
う
ア
ス
ペ
ク
ト
を
潜
在

さ
せ
て
い
る
。

ま
た
上
記
引
用
中
の

「時
点
」
が
、
か
り
に

「相
対
的
な
テ
ン
ス
」
で
な
い

に
せ
よ
、
と
り
あ
え
ず
そ
の

「時
点
」
は
前
述
の
よ
う
に
不
定
な
の
で
あ
り
、

〔今
〕
と
は
直
接
の
関
係
を
も
た
な
い
以
上
、

「相
対
的
な
テ
ン
ス
」
が
時
称

か
ど
う
か
疑
が
わ
し
い
と
述
べ
た
と
同
じ
理
由
で
、
紙
谷
氏
の
い
う
ア
ス
ペ
ク

ト
が
、
本
当
に
ア
ス
ペ
ク
ト
な
の
か
疑
間
が
残
る
の
で
あ
る

（も
ち
ろ
ん
、
そ

れ
は
ア
ス
ペ
ク
ト
・
テ
ン
ス

（時
称
）
の
規
定
に
か
か
わ
る
問
題
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
）
。三

そ
れ
で
は
、
連
体
法
述
語
に
お
け
る
基
準
時
点
が
不
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「手
紙
を
出
す
人

。
手
紙
を

出
し
た
人

。
一
郎
が
見
る
映
画

。
一
郎
が
見
た
映
画

。
う
ま
く
飛
ぶ
紙
飛
行
機

。
う
ま
く
飛
ん
だ
紙
飛
行
機

。
頬
を
つ
た
っ
て
落
ち
る
涙

。
頬
を
つ
た
っ
て
落

ち
た
涙
／
水
が
も
れ
る
原
因

。
水
が
も
れ
た
原
因

。
人
を
感
動
さ
せ
る
力

ｏ
人

を
感
動
さ
せ
た
力

・
鬼
を
つ
か
ま
え
る
話

・
鬼
を
つ
か
ま
え
た
話

・
本
を
買
う

こ
と

。
本
を
買

っ
た
こ
と
…
」。
こ
の
よ
う
に
連
体
法
述
語
と
体
言
の
統

一
さ
れ

た
形
式
を
見
て
ゆ
く
と
、
基
準
時
点
が
不
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
瞭
に
な

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
基
準
時
点
が

〔今
〕
で
あ
る
よ
う
な
解
釈
が
あ
る

い
は
最
も
普
通
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、

「手
紙
を
出
し
た
人
」
が
未
来
に
あ

っ

て
も
、
そ
し
て
そ
の
未
来
の
ど
の
時
点
で
あ

っ
て
も
、
ま
た

「鬼
を
つ
か
ま
え

る
話
」
が
過
去
の
ど
ん
な
時
点
に
あ

っ
て
も

一
向
に
差
し
つ
か
え
が
な
い
。
何

と
な
く
ま
え
の
こ
と
、
あ
と
の
こ
と
と
仮
に
思
う
に
し
て
も

「出
し
た
」
や
「
つ

か
ま
え
る
」
を
特
定
の
時
点
に
結
び
つ
け
て
理
解
し
な
い
の
で
あ
る
。

終
止
法
述
語
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は

〔今
〕
と
結
び
つ
か
ざ
る
を
得
な
い
。

す
で
に
述
べ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
単
な
る
形
式
の
文
た
り
う
る

た
め
の
一
つ
の
条
件
な
の
だ
か
ら
。
そ
の
よ
う
な
条
件
が
連
体
法
述
語
に
は
な

い
。
基
準
時
点
が
不
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
述
語
で
あ
る
た
め
の
条

件
が
抑
止
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
抑
止
さ
れ
た
時

称
や
ア
ス
ペ
ク
ト
が
連
体
法
述
語
に
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い

か
。
連
体
法
述
語
が
修
飾
語
で
あ
り
、
続
ぐ
述
語
で
あ
る
こ
と
の
意
味
は
こ
こ

に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
連
体
修
飾
句

（節
）
と
呼
ば
れ

る
も
の
が
、
文
と
同
じ
形
式
を
も
ち
な
が
ら
結
局
文
で
あ
り
え
な
い
、
文
と
し

て
の
資
格
を
も
た
な
い
理
由
も

一
つ
に
は
こ
こ
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
〔今
〕
と
の
交
渉
が
抑
止
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
、続
く
述
語

の
本
質
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
、
述
語
は
も
は
や
続
か

な
い
―
―
切
れ
る
の
で
あ
る
、
〔今
〕
と
の
交
渉
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
。

さ
ら
に
付
加
え
て
お
く
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
体
言
、

「受
け
皿

ｏ
と
め
金

・
浮
き
袋

・
踏
み
台
／
泣
き
顔

・
漬
け
物

・
す
り
傷

。
空
き
部
屋
」

こ
れ
ら
が
、

「受
け
る
皿

。
と
め
る
金

。
浮
く
袋

・
踏
み
台
／
泣
い
た
顔

・
漬



け
た
物

。
す

っ
た
傷

・
空
い
た
部
屋
」
と
翻
訳
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
限

り
に
お
い
て
後
者
の
動
詞
に
お
い
て

〔今
〕
と
の
交
渉
が
抑
止
さ
れ
て
い
る
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
後
者
が
前
者
の
体
言
に
転
換
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
限
り
で
後
者
は
一
の
体
言
に
統

一
さ
れ
る
べ
き
契
機
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

〔今
〕
と
の
交
渉
が
抑
止
さ
れ
た
時
称
や
ア
ス
ペ
ク
ト
は
、
そ
の
故
に
、
終

止
法
述
語
に
お
け
る
時
称
や
ア
ス
ペ
ク
ト
の
そ
の
形
式
的
な
体
制
を
保
存
す
る
。

〔今
〕
で
は
な
く
、
と
に
か
く
あ
る
時
点
を
与
え
て
や
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
ま

さ
に
擬
似
的
な
時
称
や
ア
ス
ペ
ク
ト
を
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
終
止
法
述

語
に
お
い
て

「そ
し
た
」
が
、
現
在
完
了
や
単
純
過
去
、
も
し
く
は

「―
し
て

い
た
」
「あ

っ
た
」
「大
き
す
ぎ
た
」
「見
え
た
」
な
ど
の
形
で
過
去
を
実
現
し

た
と
同
じ
よ
う
な
、
「―
す
る
」
が
現
未
完
了
や
単
純
未
来
、
も
し
く

は
ア
ス

ペ
ク
ト
に
分
化
し
な
い
現
在
を
実
現
し
た
と
同
じ
よ
う
な
体
制
が
、
連
体
法
述

語
に
も
基
準
時
点
を
中
心
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
し
か
し
、
あ
く

ま
で
消
極
的
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
そ
れ
以
上
の
意
味
は
な
い
。
む
し
ろ
、

抑
止
さ
れ
て
あ
る
こ
と
が
、
連
体
法
述
語
に
お
け
る
別
の
重
要
な
意
味
を
導
く
。

四

〔今
〕
と
の
交
渉
が
正
し
く
時
の
範
疇
に
お
け
る
作
用
的
意
味
を
根
拠
付
け

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
抑
止
さ
れ
た
と
き
、
連
体
法
述
語
は
、
そ
こ
に
対
象

的
意
味
が
前
面
に
出
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
、
同
じ
く
対
象
的

・
作
用
的
両
意
味
を
融
合
し
て
い
な
が
ら
、

述
語
は
独
立
し
、
修
飾
語
は
依
存
す
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

修
飾
語
が
、
本
来
原
点
に
位
置
す
べ
き
述
語
の
、
そ
こ
を
離
れ
て
先
行
し

た
も
の
、
い
わ
ば
語
順
に
反
し
た
〈
反
序
〉的
な
逆
述
語
だ
か
ら
で
あ
る
。

修
飾
語
は
、
述
語
が
先
行
し
て
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
に
依
存
す
る

こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
―
Ｉ
Ａ
中
略
Ｖ
Ｉ
Ｉ
そ
し
て
、
先
行
す
る

修
飾
語
は
、
第

一
の
先
行

。
後
行
の
法
則
上
、
作
用
的
意
味
よ

♂
ヽ
対
象

的
意
味
が
表
面
化
し
、
し
た
が

っ
て
作
用
的
意
味
は
裏
面
化
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
森
重
敏
氏
が
述
べ
る
こ
と
の
、
連
体
法
述
語
の
時
の
範
疇
に
お

け
る
具
体
化
が
探
ら
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

＞
露
いｏ
●
８
■

で
あ
る
。

表
面
化
す
る
対
象
的
意
味
は
、
時
の
範
疇
に
関
し
て
、
そ
の
動
作
な
り
変
化
な

り
と
い
う
様
態
の
時
間
的
な
分
節
で
あ
る
。
そ
の
分
節
は
ど
の
よ
う
な
分
節
で

あ

っ
て
も
い
い
わ
け
だ
が
、
語
彙
論
的
に
で
は
な
く
文
法
的
に
意
味
を
も
ち
う

る
の
は
、
動
作

・
変
化
と
い
う
様
態
の
開
始
と
終
結
、
そ
し
て
過
程
で
あ
る
。

逆
に
こ
の
よ
う
に
考
え
て
も
よ
い
。
ア
ス
ペ
ク
ト
が
あ
り
、
そ
の
ア
ス
ペ
ク

ト
が

〔今
〕
と
の
交
渉
を
失

っ
た
と
き
、
そ
こ
に
は
動
詞
の
超
時
的
に
存
在
す

る
対
象
的
意
味
と
し
て
開
始

。
終
結

。
過
程
の
三
態
が
あ
ら
わ
れ
る
の
だ
と
。

未
完
了
は
過
程
態
と
し
て
、
完
了
は
終
結
態
と
し
て
対
象
性
を
獲
得
す
る
の
は
、

も
と
も
と
の
未
完
了

・
完
了
の
ア
ス
ペ
ク
ト
と
し
て
の
性
格
か
ら
し
て
当
然
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
未
完
了
が

〔今
〕
と
の
交
渉
に
お
い
て
直
接
に
は
関

心
し
な
い
に
し
て
も
前
提
と
し
て
開
始
が
す
で
に
あ
ら
ね
ば
未
完
了
と
し
て
の

把
握
が
不
可
能
で
あ

っ
た
こ
と
、
同
じ
く

〔今
〕
と
の
交
渉
に
お
い
て
完
了
が

終
結
面
に
成
立
し
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
の
終
結
証
報
拠
付
け
る
も
の
は
新
た

な
る
状
態
の
開
始
で
あ

っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
未
完
了
も
完
了
も
〔今
〕

と
の
交
渉
が
抑
止
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
始
態
と
し
て
の
対
象
性
を
も
つ
こ

と
を
根
拠
付
け
る
で
あ
ろ
う
。

し
た
が

っ
て
開
始
態
と
い
う
局
面
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

一
つ
は
動
作

。
変
化
の
様
態
が
ま
さ
に
始
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
局
面
、

結
局
は
過
程
に
向
う
、
い
わ
ば
様
態
の
内
側
に
向
う
局
面
で
あ
る
。
い
ま

一
つ

は
、
完
了
の
ア
ス
ペ
ク
ト
に
お
い
て
、
あ
る
動
作

・
変
化
が
、

〔今
〕
あ
る
状



態
に
対
し
て
目
的
的
に
あ
る
い
は
予
定
的
に
存
在
す
る
よ
う
に
、
そ
し
て
そ
の

こ
と
を
逆
に
言
え
ば
、
動
作

・
変
化
の
終
結
が
今
あ
る
状
態
の
開
始
に
根
拠
付

け
ら
れ
て
い
る
と
言

っ
た
そ
の
こ
と
な
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ま
さ
に
始
ま
る

べ
き
状
態
に
む
か
っ
て
、
川
端
善
明
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

「課
題
臨
」
に
あ

る
局
面
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
こ
の
後
者
の
開
始
態
と
、
完
了
の
ア
ス
ペ
ク

ト
の
対
象
的
側
面
と
し
て
の
終
結
態
は
、
同

一
の
あ
る
様
態
に
対
し
て
裏
腹
の

関
係
を
も
つ
と
言
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
開
始
態
が
、
あ
る
様

態
の
始
ま
り
に
対
し
て

「
課
題
的
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
連
体
法
述
語
と

体
言
の
統

一
の
中
で
、
目
的
的
な
、
あ
る
い
は
ま
た
当
然
の
と
か
予
定
さ
れ
た

と
か
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
こ
と
を
結
果
と
し
て
許
す
η
お
客
さ
ま
を
お

迎
え
す
る

（
た
め
の
）
準
備
」
「
や
が
て
は
死
ぬ

（
は
ず
の
）
運
命
」
「蔵
書
を

売
り
払
う

（
つ
も
り
の
）
人
し
。
過
程
態
は
、
あ
る
様
態
の
開
始
と
終
結
の
あ

い
だ
に
あ
る
局
面
で
あ
り
、
終
結
態
は
、
そ
の
終
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
局

面
で
あ
る
。
以
上
述
べ
た

＞
露
【ｏ
●
８
■

に
つ
い
て
、
空
間
的
に
比
喩
し
た
開

始

。
過
程

・
終
結
の
三
態
を
図
示
す
れ
ば
上
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

〔今
〕
と
の
交
渉
の
あ
る
な
し
に
関
わ
ら
ず
動
詞
の
対
象
的
意
味
に
は
そ
れ

ら
固
有
の

＞
Ｆ
”ｏ
●
８
諄

が
認
め
ら
れ
る
。時
の
範
疇
に
お
い
て
対
象
的
意
味

が
表
面
化
す
る
と
い
う
こ
と
は

＞
露
いｏ
●
８
諄

が
表
面
化
す
る
こ
と

に
他

な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

口
美
容
整
形
術
に
つ
い
て
、
僕
は
あ
ん
な
も
の
を
刻
引
引
人
の
気
が
し
れ

な
い
の
で
あ
る
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（や
せ
）

⑬
頼
み
に
し
て
い
た
男
と
別
劇
ｄ
の
は
、
言
葉
に
尽
せ
ぬ
悲

し
さ
だ

っ

た
。
全
ハ
の
）

回
今
と
な

っ
て
急
に
死
を
恐
れ
る
心
が
萌
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い（李

陵
）

ｍ
京
へ
上

っ
た
弟
子
の
僧
が
知
己
の
医
者
か
ら
長
い
鼻
を
短
か
く
す
る
法

を
教
わ

っ
て
来
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（鼻
）

側
折
か
ら
辻
を
曲

っ
た
彼
は
、
行
く
手
の
目
の
中
に
、
二
十
と
云
わ
ず
三

十
と
云
わ
ず
、
群
が
る
犬
の
数
を
尽
し
て
、
び
ょ
う
び
ょ
う
と
斑
刻
劃

て
る
犬
の
声
を
聞
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（楡
盗
）

ｍ
飢
え
病
れ
た
旅
人
の
後
を
つ‐
引
ｄ
畷
野
の
狼
の
よ
う
に
、
匈
奴
の
兵
は

こ
の
戦
法
を
続
け
つ
つ
執
念
深
く
追

っ
て
く
る
。
　
　
　
　
　
（李
陵
）

田
食
後
、
些
か
の
濁
酒
に
酔
の
廻

っ‐
測
老
人
は
傍
な
る
琴
を
執

っ
て
弾
じ

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（弟
子
）

０
摘
発
さ
れ
た
汚
職
事
件
の
記
事
な
ど
読
む
と
、
ひ
と
ご
と
な
が
ら
ゾ
ッ

と
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（や
せ
）

⑩
水
盤
の
中
に
は
少
し
蒼
味
を
翻
洲
測
水
が
ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
れ
て
い
た
。

終 結
1義 1開

始
||

†
↓

水
に
と
け
る
紙
を
使

っ
た

赤
く
染
め
る
布
を
切

っ
た

布
を
染
め
る
機
械
が
あ
る

姉
の
作
る
手
料
理
は
う
ま
い

紙
が
水
に
と
け
る
様
子
を
調
べ
た

手
料
理
を
作
る
姉
を
見
た

水
に
と
け
た
紙
は
捨
て
な
さ
い

赤
く
そ
め
た
希
は
ど
こ
に
あ
り
ま
す
か

姉
の
作

っ
た
手
料
理
を
た
べ
た



（忘
却
）

圏
側
は
開
始
態
で
あ
る
。
回
閲
も
ま
た
開
始
態
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
回
の
「受

け
る
人
」
は
、
受
け
る
と
い
う
動
作
の
始
ま
り
に

「課
題
的
」
に
あ
る
局
面
に

お
い
て
、
限
定
さ
れ
る

「人
」
で
あ

っ
て
、
い
わ
ば

「受
け
よ
う
と
す
る
人
」

だ
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
回
の

「
恐
れ
る
心
」
は

「
恐
れ
る
」
と
い

う
様
態
が
始
ま
る
こ
と
ゆ
よ
っ
て
そ
こ
に
始
め
て
成
立
す
る

「
心
」
で
あ
る
と

言
え
る
。
ｍ
ｍ
は
過
程
態
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば

「吠
え
立
て
て
い
る
Ｌ
つ

け
て
く
る
」
な
ど
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
⑩
⑩
側
は
終
結
態
で
あ
る
。

回
関
の
よ
う
な
開
始
態
と
体
言
の
結
び
つ
き
は
、
「始
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
成

立
す
る
も
の

（
こ
と
ご
で
あ
る
た
め
、
連
体
法
述
語
の
規
準
時
点
が
す
で
に
述

べ
た
よ
う
な
要
素
で
固
定
さ
れ
な
い
と
き
、
そ
の
不
定
性
が
前
面
に
出
て
き
て
、

属
性
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
く
な
る
。
∩
姉
の
作
る
手
料
理
は
う
ま
い
」

「正

午
を
知
ら
せ
る
サ
イ
レ
ン
を
設
置
し
た
し
。
あ
る
い
は
ま
た
、
恒
常
的
に
成
立

①

し
て
い
る
事
態
を
示
す
体
言
や
、
帰
属
性
の
あ
る
体
言
と
結
び
つ
く
と
き
も
ま

た
不
定
性
が
前
面
に
で
て
、
可
能
的
な
と
か
義
務
的
な
と
か
の
状
態
性
の
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
強
く
す
る
含
頭
を
掻
く
癖
」
。
「英
語
を
話
す
能
力
し
。
こ
の
よ
う
に

不
定
性
が
前
面
に
出
て
く
れ
ば
出
て
く
る
ほ
ど
、
＞
Ｆ
いｏ
●
毬
諄

の
各
態
と
体

言
と
の
統

一
の
中
で
様
々
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
出
て
く
る
が
、
そ
れ
は
、
連
体
法

述
語
の
時
の
範
疇
が
時
称
や
ア
ス
ペ
ク
ト
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

＞
苺
い０
●
８
諄

で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
当
然
の
結
果
だ
と
言
え
よ
う
。

翻

っ
て
、
連
体
法
述
語
に
お
い
て

＞
苺
】ｏ
●
３
諄
が
時
の
範
疇
を
構
成
す
る

主
要
な
概
念
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
終
止
法
述
語
に
お
い
て
＞
Ｆ
ざ
●
紹
諄
が
見

ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
述
べ
た
の
は
、
そ
れ
が
終
止
法
で

あ
る
故
に
、
動
詞
の
対
象
的
意
味
で
あ
る
と
こ
ろ
の
＞
犀
】ｏ
口
絡
諄
が
い
わ
ば

裏
面
に
押
し
や
ら
れ
て
時
の
範
疇
と
し
て
は
、
ア
ス
ペ
ク
ト
・
時
称
が
前
面
に

出
て
く
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
逆
に
、
連
体
法
で
あ
る
が
故
に
〔今
〕
と
の
交

渉
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
ア
ス
ペ
ク
ト
・
時
称
が
抑
止
さ
れ
、
　
＞
露
δ
●
３
諄

が
前
面
に
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
次
の

よ
う
に
言
っ
て
も
よ
い
。
終
止
法
で
あ
る
が
故
に
、
文
の
レ
ベ
ル
で
の
分
析
と

し
て
ア
ス
ペ
ク
ト
・
時
称
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
語
の
レ
ベ
ル
ー
ー
そ
う

い
う
の
が
言
い
過
ぎ
な
ら
ば
文
に
ま
で
は
至
ら
ぬ
レ
ベ
ル
で
、
連
体
法
に
は

，
Ｆ
ざ
●
８
諄

が
必
要
だ
っ
た
と
。

述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
そ

と
ん
ど
は
、
時
の
範
疇
の
問
題
で
あ
る
よ
り
は
、
ま
ず
連
体
と
い
う
こ
と
に
か

か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
た
だ
、
形
容
詞
述
語
に
よ
る
も
の
、
あ
る
い
は
状
態
性

の
つ
よ
い
、
も
し
そ
れ
が
終
止
法
述
語
で
つ
か
わ
れ
る
な
ら
ア
ル
コ
ト
の
実
現

と
な
る
よ
う
な
動
詞
の
述
語
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
何

一
つ
触
れ
て
い
な
い
。

稿
を
改
め
た
い
と
思
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

九
八
二
・
八

・
七
）

〔註
〕

①

「未
完
了
二
九
了
・
未
来
・
過
去
―
―
終
止
法
の
述
語
に
お
け
る
―
」
合
山
邊
道
』

２６
号
。
お
田
）

②
川
端
善
明

「時
の
副
詞

（上
ご

（『国
語
国
文
』
第
三
三
巻
十
一
号
）

③
高
橋
太
郎

「連
体
形
の
も
つ
統
語
論
的
な
機
能
と
形
態
論
的
な
性
格
の
関
係
」
∩
教

育
国
語
』
３９
・
８
ド
ヽ
後
に
『
日
本
語
研
究
の
方
法
』
む
ぎ
書
房
。
お
お
に
所
収
、

ベ
ー
ジ
数
は
『
日
本
語
研
究
の
方
法
』
に
よ
る
。
一
〓
一六
頁
）

④
鈴
木
重
幸

「日
本
語
動
詞
の
時
に
つ
い
て
」
今
月
刊
言
語
』
第
五
巻
十
二
号
・
８
ぶ

・
五
八
頁
）

⑤
前
記
高
橋
氏
論
文
、
二
三
九
頁

⑥
高
橋
太
郎

「動
詞
の
連
体
形

「す
る
」
「し
た
」
に
つ
い
て
の

一
考
察
」
合
こ
と
ば

の
研
究
』
第
四
集
・
秀
英
出
版
・
８
８
。
一
〇
八
頁
）



た
だ
し
、
「話
し
手
の
話
す
時
点
」
と
か

「発
話
時
点
」
含
早
薙
裕

「従
属
節
お
よ
び

関
係
節
に
お
け
る
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
に
つ
い
て
」
令
馬
淵
和
夫
博
退
官
記
念
国

語
学
論
集
』

・
８
曽
・
二
〇
七
頁
）
を
基
準
に
す
る
と
い
う
考
え
は
、
よ
く
理
解
で

き
な
い
。
物
語
や
小
説
等
で
は
ど
の
よ
う
に
処
理
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
上
記
の
よ
う
な
、
物
理
的
な
時
点
と
の
対
応
を
求
め
る
考
え
方
に
は

疑
間
が
あ
る
。

⑦
紙
谷
栄
治
０

「助
動
詞

「た
」
の
一
解
釈
―
―
形
式
名
詞

「と
き
」
に
つ
づ
く
場
合

を
中
心
に
―
―
」

（『京
都
府
立
大
学
学
術
報
告

。
人
文
篇
』
二
九
号

・
お
ヽ
）
⑤

「連
体
用
法
に
お
け
る
テ
ン
ス
に
関
す
る
意
味
に
つ
い
て
」
合
京
都
府
立
大
学
学
術

報
告
。
人
文
篇
』
三
十
号
・
８
８
）
他

③
紙
谷
栄
治

「終
止
用
法
に
お
け
る
テ
ン
ス
と
ア
ス
ペ
ク
ト
に
つ
い
て
」
∩
国
語
学
』

一
一
人
残
、
８
８
・
二
五
頁
）

◎
前
記
⑦
の
紙
谷
氏
論
文
０
八
頁
に
示
さ
れ
た
例
文
お
よ
び
解
釈
。

⑩
前
記
⑦
の
紙
谷
氏
論
文
０
十
頁

①
も
っ
と
も
高
橋
氏
が
連
体
法
述
語
の
ア
ス
ペ
ク
ト
に
言
及
さ
れ
る
と
き
は
、
相
対
的

テ
ン
ス
の
同
時
の
場
合
に

「動
作
の
進
行
の
過
程
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
以

外
、
相
対
テ
ン
ス
と
ア
ス
ペ
ク
ト
を
切
り
離
し
て
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

⑫
前
記
①
の
拙
稿

⑬
森
重
敏

『
日
本
文
法
通
論
』

一
〇
六
頁

⑭
川
端
善
明

「時
の
副
詞

（下
ピ
　
（「国
語
国
文
』
三
四
巻

一
号
・
四
二
頁
）
な
お
、

＞
″
”【ｏ
●
∽”
諄
に
関
し
て
は
、
川
端
氏
の
論
考
に
多
大
の
恩
恵
を
受
け
、
ま
た
基
本

的
に
そ
れ
に
よ
っ
て
い
る
。

⑮
寺
村
秀
夫

「連
体
修
飾
の
シ
ン
タ
ク
ス
と
意
味
―
―
そ
の
３
１
１
」
今
日
本
語

。
日

本
文
化
し

も
っ
と
も
体
言
に
帰
属
性
が
あ
っ
て
も
、
帰
属
性
が
発
揮
さ
れ
る
形
で

使
わ
れ
な
け
れ
ば
こ
の
こ
と
は
言
え
な
い
。

〔例
文
出
典
〕

（楡
盗
）
…
…
「倫
盗
」
「地
獄
変

・
倫
盗
』
新
潮
文
庫

（弟
子
）
…
…
コ
″
子
」
「李
陵

・
山
月
記
」
新
潮
文
庫

（鼻
）
…
…
…
「鼻
」
屋
維
生
門
・
鼻
」
新
潮
文
庫

（忘
却
）
…
…
暑
心却
の
河
』
新
潮
文
庫

（や
せ
）
…
…
『や
せ
が
ま
ん
の
思
想
」
角
川
文
庫

（李
陵
）
…
…
「李
陵
」
「李
陵

・
山
月
記
』
新
潮
文
庫

（六
の
Ｙ
…
「
六
の
官
の
姫
君
」
「地
獄
変

・
倫
盗
』
新
潮
文
庫


