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テ
ン
ス
、
ア
ス
ペ
ク
ト
の
意
味
組
織
に
つ
い
て
の
試
論

一
、
は

じ

め

に

本
稿
の
基
本
的
な
目
標
は
、
現
代
日
本
語
に
お
け
る
テ
ン
ス
、
ア
ス
ペ
ク
ト

の
意
味
の
体
系
を
整
理
す
る
て
だ
て
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
の
際
、
大
き
く
わ
け
て
二
つ
の
こ
と
が
問
題
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

問
題
の
第

一
は
、
シ
テ
イ
ル
形
の
あ
ら
わ
す
意
味
の
類
型
で
あ
る
。
シ
テ
イ

ル
形
が
ど
ん
な
意
味
を
あ
ら
わ
す
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
金
田
一
（
一

九
五
〇
）
以
来
、
基
本
的
に
次
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。

０
動
作
、
作
用
が
進
行
中
で
あ
る
こ
と

田
動
作
、
作
用
が
終
わ

っ
て
、
そ
の
結
果
が
残
存
し
て
い
る
こ
と

固
単
な
る
状
態

こ
の
う
ち
、
回
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
ス
ル
対
シ
テ
イ
ル
の
対
立
を
有
さ
な
い

場
合
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
一
応
、
と
り
あ
げ
な
い
こ
と
に
す
る
。

そ
の
後
、
０
と
０
の
意
味
に
つ
い
て
、
藤
井

（
一
九
六
六
）
吉
川

（
一
九
七

一
）
な
ど
の
研
究
を
へ
て
、
工
藤

（
一
九
八

一
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
位

置
づ
け
が
な
さ
れ
た

（
五
三
、
五
四
ぺ
）
。

国
の
基
本
的
な
意
味
　
「動
き
の
継
続
」
〈
は
筆
者
に
よ
る
。
〉

〈
主
体
の
動
作
の
動
詞
〉

森

山

卓

貞Б

田
の
派
生
的
な
意
味
　
「
反
復
」

〈
動
詞
の
区
別
な
し
〉

国
の
基
本
的
な
意
味
　
「変
化
の
結
果
の
継
続
」

〈変
化
の
動
詞
〉

ｍ
の
派
生
的
な
意
味
　
「現
在
有
効
な
過
去
の
運
動
の
実
現
」

〈
動
詞
の
区
別
な
し
〉

こ
う
し
た
位
置
づ
け
の
根
本
に
は
、
奥
田
貧

九
七
七
）
に
お
け
る
ス
ル
対
シ

テ
イ
ル
の
意
味
の
対
立
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
、
各
々
、
派
生
的
な
意
味
で
は

対
立
が
弱
ま

っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ま
ず
反
復
に
お
い
て
、
ス
ル

対
シ
テ
イ
ル
の
対
立
が
弱
ま
る
と
い
う
こ
と
と
、

「現
在
有
効
な
過
去
の
運
動

の
実
現
」

（経
歴
）
に
お
い
て
、
ス
ル
対
シ
テ
イ
ル
の
対
立
が
弱
ま
る
と
い
う

こ
と
と
は
、
同
じ
レ
ベ
ル
で
あ
る
か
ど
う
か
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、

①
彼
は
毎
朝
散
歩
す
る
。
／
散
歩
し
て
い
る
。

は
、
そ
の
ま
ま
で
交
替
で
き
る
が
、　
一
方
、

②
彼
は
去
年
結
婚
し
て
い
る
／
結
婚
す
る
。

は
、
そ
の
ま
ま
交
替
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
②
で
は
、

「結
婚
し
て
い
る
」

に
対
比
さ
れ
て
い
る
の
が

「結
婚
し
た
」
で
あ

っ
て
、
ア
ス
ペ
ク
ト
の
問
題
に



テ
ン
ス
の
問
題
が
紛
れ
こ
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
も

っ
て
、

②
も
①
と
同
じ
よ
う
に
ス
ル
対
シ
テ
イ
ル
の
対
立
が
弱
ま

っ
て
い
る
と
言
う
わ

け
に
は
い
か
な
い
と
思
わ
れ
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
変
化
の
結
果
の
継
続
と
い
う
意
味
も
、
さ
ら
に
考
え
れ
ば
、

③
彼
は
い
す
に
す
わ
っ
て
い
る
。

④
彼
は
死
ん
で
い
る
。

の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
。
⑤
も
⑥
も
そ
れ
ぞ
れ
、
「
い
す
に
す
わ

っ
た
」
「死
ん

だ
」
と
い
う
変
化
の
結
果
の
継
続
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、
⑤
で
は
、
動
詞
の

語
義
自
体
に
、
変
化
の
結
果
を
持
続
さ
せ
る
意
味

（維
持
）
が
含
ま
れ
て
い
て
、

⑤
三
時
間
す
わ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
、
⑤
で
は

⑥
三
時
間
死
ぬ

な
ど
と
い
う
こ
と
も
で
き
ず
、
動
詞
は
、
非
可
逆
な

（永
続
的
な
）
変
化
が
お

こ
る
こ
と
だ
け
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
変
化
の
結
果
の
継
続
と

い
う
意
味
の
中
に
も
、
動
詞
の
語
義
そ
の
も
の
が
ど
れ
だ
け
の
事
態
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
か
、
と
い
う
点
で
、
違
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
シ
テ
イ
ル
形
の
意
味
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
第
二
の
問
題
は
、

テ
ン
ス
、
ア
ス
ペ
ク
ト
の
意
味
体
系
を
ど
う
整
理
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
シ
タ
と
い
う
形
態
は
、
ア
ス
ペ
ク
ト
的
に
は
完
成
相

（
ス
ル
形
）
を

あ
ら
わ
し
、
テ
ン
ス
的
に
は
過
去

（
夕
形
）
を
あ
ら
わ
す
、
な
ど
と
言
わ
れ
る

が
、
こ
う
し
た
形
態
の
位
置
づ
け
は
、
奥
田
盆

九
七
七
）
鈴
木

（
一
九
七
九
）

（
一
九
八
三
）
な
ど
の
一
連
の
研
究
に
よ
っ
て
、
か
な
り
明
ら
か
に
な

っ
た
。
し

か
し
、
よ
り
本
質
的
に
、
完
成
相
な
ら
完
成
相
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
継
続

相
な
ら
継
続
相
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
関
し
て
は
、
い
ま
ひ

と
つ
明
確
な
規
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
完
成
相

（
ス
ル
形
）
の
意
味
に
関
し
て
、
「動
き
を
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
捉
え

る
」
と
か

「動
作
を
ま
る
ご
と
さ
し
だ
す
」
な
ど
と
い
っ
た
と
こ
ろ
の
、
意
味

的
な
規
定
を
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、

⑦
す
で
に

一
度
授
業
を
休
ん
で
い
る
。

と
い
っ
た
経
歴
の
意
味
で
さ
え
、
以
前
の
こ
と
と
し
て

「動
作
を
ま
る
ご
と
」

捉
え
て
い
る
と
言
え
な
く
も
な
い
。
結
局
、
「
ま
る
ご
と
」
「
ひ
と
ま
と
ま
り
」

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
問
題
は
残
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
時
の
成
分
が
何
を
示
す
の
か
、
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
例
え
ば
、

③
彼
は
先
月
に
結
婚
し
て
い
た
そ
う
だ
。

に
お
け
る

「先
月
」
は
、
出
来
事
の
時

（結
婚
の
時
）
を
あ
ら
わ
す
の
に
対
し
、

◎
彼
は
先
月
に
は
、
結
婚
し
て
い
た
そ
う
だ
。

と
い
う
文
で
は
、
時
の
成
分

「先
月
」
は
、
出
来
事
時
で
も
発
話
時
で
も
な
く
、

い
つ
の
こ
と
と
し
て
事
態
を
捉
え
る
か
、
と
い
う
時
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
、
時
の
設
定
に
つ
い
て
も
体
系
的
に
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ

ス
つ
。以

上
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
問
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
、
簡

単
に
ま
と
め
て
み
た
。

な
お
、
断

っ
て
お
く
が
、
本
稿
で
は
、
主
文
末
の
テ
ン
ス
、
ア
ス
ペ
ク
ト
の

対
立
の
あ
る
場
合
を
扱
う
。
主
文
末
以
外
で
は
、
テ
ン
ス
、
ア
ス
ペ
ク
ト
の
区

別
そ
の
も
の
か
ら
問
題
に
な

っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

二
、
シ
テ
イ
ル
形
の
意
味

は
じ
め
に
、
シ
テ
イ
ル
形
の
基
本
的
な
意
味
は
、
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
き
た

よ
う
に
、
進
行
中
と
結
果
の
状
態
と
の
二
つ
に
大
別
で
き
る
。

進
行
中
の
意
味
は
、
出
来
事
が
時
間
的
に
展
開
し
て
い
く
側
面
を
シ
テ
イ
ル



形
が
捉
え
た
時
の
意
味
で
あ
る
。
進
行
中
の
意
味
が
実
現
す
る
た
め
に
は
、
出

来
事
が
展
開
し
て
い
く
時
間
で
あ
る
過
程

（持
続
過
程
）
が
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
の
場
合
、
動
詞
の
あ
ら
わ
す
動
き
そ
の
も
の
が
過
程
を
も

っ
て
い
る
場

合
と
、
動
き
が
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
来
事
全
体
と
し
て
過
程
を
も
つ
場

合
と
が
あ
る
。
シ
テ
イ
ル
形
の
意
味
と
し
て
も
、
こ
の
二
つ
の
場
合
を
わ
け
て

前
者
を
、
動
き
そ
の
も
の
の
継
続
、
後
者
を
、
反
復
と
そ
れ
ぞ
れ
呼
ぶ
こ
と
に

し
た
い
と
思
う
。

例
え
ば
、

⑩
彼
は
歩
い
て
い
る
。

は
、
動
き
そ
の
も
の
の
継
続
で
あ
る
が
、

①
毎
年
多
く
の
人
が
が
ん
で
死
ん
で
い
る
。

は
、
反
復
で
あ
る
。
反
復
の
意
味
は
、
動
詞
の
素
性
に
直
接
か
か
わ
る
こ
と
な

く
実
現
す
る
。
な
お
、
反
復
の
意
味
の
場
合
、
特
に
習
慣
的
な
意
味
の
時
に
、

ス
ル
対
シ
テ
イ
ル
の
対
立
が
弱
ま
る
が
、
反
復
と
い
う
意
味
す
べ
て
に
お
い
て
、

ス
ル
対
シ
テ
イ
ル
の
意
味
が
弱
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

⑫
友
人
が
次
々
と
結
婚
し
て
い
る
／
す
る
。

の
よ
う
に
、
「次
々
と
」
に
よ
る
反
復
な
ど
で
は
、
ス
ル
対
シ
テ
イ
ル
の
対

立

が
弱
ま
っ
て
い
な
い
。

次
に
、
結
果
の
状
態
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
う
。
結
果
の
状
態
の

意
味
は
、
出
来
事
が
お
こ
っ
た
あ
と
の
あ
り
方
を
シ
テ
イ
ル
形
が
捉
え
た
時
の

意
味
で
あ
る
。
結
果
の
状
態
の
意
味
に
は
、
結
果
の
残
存
と
い
う
意
味
と
、
経

歴
と
い
う
意
味
と
の
二
つ
が
あ
る
。

結
果
の
残
存
と
い
う
用
語
は
、
変
化
の
結
果
の
継
続
と
も
呼
べ
る
も
の
で
、

文
字
通
り
、
主
体
ま
た
は
客
体
の
変
化
の
結
果
が
残
存
し
て
い
る
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
残
存
と
い
う
以
上
、
と
り
あ
げ
た
時
に
お
け
る
変
化
物
の
あ
り
方
が

決
定
さ
れ
る
。
動
詞
は
、
変
化
を
含
む
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

例
え
ば
、

⑬
戸
が
し
ば
ら
く
あ
い
て
い
る
。

は
、
主
体

「
戸
」
が
、
「あ
く
」
と
い
う
変
化
の
結
果
、
問
題
と
な

っ
て

い
る

時

（
こ
こ
で
は
現
在
）
に
お
い
て

「あ
い
て
い
る
」
の
で
あ
る
し
、
同
じ
く
、

⑭
彼
は
戸
を
し
ば
ら
く
あ
け
て
い
る
。

で
は
、
客
体

「戸
」
が

「あ
け
た
」
と
い
う
変
化
を
含
む
動
作
に
よ
っ
て
、
「あ

き
」
、
現
在
に
お
い
て

「あ
い
て
い
る
」
の
だ
と
い
え
る
。
主
体
で
あ
れ
、客
体

な
鶏

げ
薪

輝

爆
慶

盤

醗

肝

駄

鶏

錦

猟
「
に
券

る

結
果
の
残
存
の
意
味
は
、
さ
ら
に
そ
の
結
果
の
残
存
期
間
が
設
定
で
き
る
か

ど
う
か
に
よ
っ
て
、
三
つ
の
場
合
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

⑮
彼
は
す
わ

っ
て
い
た
。

①
彼
は
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
。

①
彼
は
死
ん
で
い
た
。

と
い
う
三
つ
の
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
結
果
の
残
存
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
言
え

る
。
し
か
し
、
⑮
で
は
、
「す
わ
り
続
け
る
」
が
可
能
な
う
え
、

⑬
し
ば
ら
く
す
わ

つ
た
。

の
よ
う
に
裸
の
動
詞
と
期
間
成
分
を
共
起
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
変
化
の
結
果

の
残
存
す
る
期
間
が
設
定
で
き
る
ば
か
り
か
、
そ
れ
が
、
動
詞
の
語
義
の
内
部

に
含
ま
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
変
化
の
結
果
が
維
持

さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
結
果
の
維
持
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
結
果
の

維
持
は
、
出
来
事
の
あ

っ
た
あ
と
を
示
す
と
は
い
え
、
あ
る
意
味
で
、
結
果
の

維
持
を
続
け
る
と
い
う
進
行
中
的
な
色
彩
を
持
つ
こ
と
も
あ
る
。

一
方
、
⑩
の
よ
う
な
文
は
、
コ
心
れ
続
け
る
」
と
も
言
え
な
い
う
え
、



⑩
彼
は
そ
の
こ
と
を
長
い
間
忘
れ
た
。

と
は
言
え
ず
、
動
詞
の
語
義
と
し
て
は
、
結
果
の
残
存
す
る
期
間
を
含
ん
で
い

る
と
は
言
え
な
い
。
つ
ま
り
、
変
化
が
お
こ
る
こ
と
だ
け
が
意
味
的
に
あ
ら
わ

さ
れ
て
い
て
、
語
義
の
中
に
は
、
変
化
の
結
果
を
維
持
す
る
意
味
は
含
ま
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
、

⑩
彼
は
そ
の
こ
と
を
長
い
間
忘
れ
て
い
た
。

と
言
う
こ
と
は
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
結
果
の
残
存
状
態
が
う
ち
き
ら
れ
る
こ

と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
を
、
結
果
の
維
持
に
対
し
て
、

結
果
の
半
可
逆
的
残
存

（全
く
可
逆
的
な
変
化
と
は
、
状
態
の
う
ち
き
り
を
語

義
内
部
に
も

っ
て
い
る
、
結
果
の
維
持
の
場
合
で
あ
る
）
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

他
方
、
①
の
よ
う
な
文
は
、
も
ち
ろ
ん

「死
に
続
け
る
」
と
言
え
な
い
し
、

④
彼
は
長
い
こ
と
死
ん
だ
。

と

も

、②
彼
は
長
い
こ
と
死
ん
で
い
た
。

と
も
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
変
化
の
結
果
が
永
続
的
に
残
存
す
る

こ
と
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ

っ
て
、
結
果
の
残
存
が
持
続
期
間
を
も
つ
こ
と
が
な

い
。
こ
の
場
合
、
次
に
の
べ
る
経
歴
の
意
味
に
近
く
な
る
。
例
え
ば
、

④
彼
は
去
年
死
ん
で
い
る
。

の
よ
う
な
場
合
が
、
経
歴
の
意
味
で
あ
る
が
、
①
と
の
違
い
は
、
以
前
の
こ
と

を
示
す
成
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
永
続
的
な
変
化
を
あ
ら
わ
す

出
来
事
は
、
経
歴
の
意
味
で
も
、
以
後
の
あ
り
方
全
部
を
規
定
し
て
し
ま
う
か

れ
嗽
ゎ
』
ど

に 一
『
″
『
脚
聾
一
静
肺
嘲
棘
〔
¨
諄
縣
一
時
囃
¨
け
『
麹
刹
酵
躊

最
後
に
、
経
歴
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
。
経
歴
の
意
味
と
は
、
出
来
事
が

か
つ
て
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
を
あ
ら
わ
し
、
と
り
あ
げ
て
い
る
時
の
あ
り

方
を
直
接
規
定
す
る
こ
と
は
な
い
。
例
え
ば
、

②
彼
は
去
年
留
年
し
て
い
る
。

と
言
え
ば
、
そ
う
い
う
経
歴
が
あ

っ
た
と
い
う
だ
け
の
、
正
確
に
は
、
以
前
あ

っ
た
出
来
事
を
、
問
題
と
な

っ
て
い
る
時
に
お
い
て
有
効
な
も
の
と
し
て
捉
え

て
い
る
と
い
う
だ
け
の
意
味
で
あ
る
。
経
歴
の
意
味
は
、
出
来
事
が
お
こ
り
さ

え
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
ス
ペ
ク
ト
的
な
対
立
の
あ
る
動
詞
な
ら
ど

ん
な
動
詞
で
も
、
こ
の
意
味
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
、
本
節
で
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
図
の
よ
う
に
な
る
。
変

化
の
あ
り
か
た
に
関
し
て
は
、
主
体
に
変
化
が
あ
る
方
が
、
結
果
の
状
態
で
解

出
来
事
の
類
　
一　
と
り
あ
げ
る
側
面
　
一　
意
　
　
味
　
一　
　
　
　
　
　
例

反
　
　
復
…
…
毎
日
歩
イ
テ
イ
ル

効
味経紗も
…
歩イ
テイ
ル

経
　
　
歴
…
…
カ
ツ
テ
歩
イ
テ
イ
ル

維
　
　
持
…
…
…
五
分
間
旗
フ
掲
ゲ
テ
イ
ル

半
可
逆
的
…
…
長
イ
コ
ト
機
会
フ
失
ナ
ッ
テ
イ
タ

非
可
逆
的
…
…
花
子
フ
殺
シ
テ
イ
タ

経
　
　
歴
…
…
一
度
人
フ
殺
シ
テ
イ
ル

維

　

持
…
・ス

フ
ッ
テ
イ
ル

半
可
逆
的
‥
…
コ
フ
レ
テ
イ
タ

非
可
逆
的
…
…
死
ン
デ
イ
ル

経
　
　
歴
…
…
去
年
留
年
シ
テ
イ
ル

アスペクトの対立のある出来事

無変化有変化
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囲
　
。
例
は
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
、
副
詞
を
加
え
た
り
、
テ
ン
ス
を
か
え
た
り
し

て
あ
る
。

・
出
来
事
に
よ
っ
て
は
、
展
開
過
程
を
持
つ
こ
と
も
持
た
な
い
こ
と
も
あ
る
。

・
維
持
、
半
可
逆
的
の
三
つ
は
、
結
果
の
残
存
の
意
味
で
あ
る
。
結
果
の
残
存
と

経
歴
と
を
ま
と
め
て
、
結
果
の
状
態
と
呼
ぶ
。

・
非
可
逆
的
残
存
と
経
歴
と
は
中
和
的
で
あ
る
。

釈
さ
れ
や
す
い
の
に
対
し
、
主
体
に
変
化
の
な
い
出
来
事
は
、
そ
の
逆
で
あ
る
、

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
条
件
に
よ

っ
て
、
交
替
現
象
が
お
こ
る
。
具
体
的

現
象
は
別
稿
に
譲
る
。
以
上
、
シ
テ
イ
ル
形
の
あ
ら
わ
す
意
味
を
、
全
体
と
し

て
位
置
づ
け
た
。

二
、
ア
ス
ペ
ク
ト
の
対
立
と
は
な
に
か

こ
こ
で
は
、
ス
ル
形
、
シ
テ
イ
ル
形
の
意
味
を
、
さ
ら
に
対
立
と
い
う
観
点

か
ら
相
互
に
位
置
づ
け
た
い
と
思
う
。
そ
の
際
、
ア
ス
ペ
ク
ト
の
意
味
構
造
を

ま
と
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

ア
ス
ペ
ク
ト
の
意
味
構
造
を
ま
と
め
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
体
系
に
は
、

ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
（
一
九
四
七
）
の
Ｓ
Ｒ
Ｅ
体
系
が
あ
る
。
Ｓ
と
は
発
話
時
、
Ｒ

と
は
言
及
時
、
Ｅ
と
は
出
来
事
時
で
、
こ
の
三
つ
の
時
の
関
係
か
ら
、
テ
ン
ス
、

ア
ス
ペ
ク
ト
を
考
え
よ
う
と
す
る
体
系
で
あ
る
。
例
え
ば
、
単
純
過
去
、
現
在

完
了
、
現
在
進
行
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
の
よ
う
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
釜
一〇
二
ぺ
）
。

④
　
ｌ
ｌ

・
―
―
―
―
―
―
「
―
―
―
―
―
―
↓
Ｈ
∽，
１

『ｏ
，
，

”
。
日
　
　
　
　
　
∽

，―
Ｉ
Ｖ
Ｈ

，
”
く
ｏ
りｏ
ｏ
●
〕ｏ

，
●
・

（３
）

こ
の
体
系
は
、
明
析
な
た
め
、
多
く
の
研
究
が
、
利
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
言
及
時
と
は
、
ど
の
よ
う
に
規
定
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
①
の

よ
う
な
単
純
過
去
な
ど
で
は
、
言
及
時
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
必
要
は
な
い
と

思
わ
れ
る
。
ほ
か
、
時
の
成
分
が
何
を
さ
す
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
い
ち
が
い

に
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
例
え
ば
、

②
彼
は
先
月
末
に
退
部
し
て
い
た
。

で
は
、
時
の
成
分
は
、
出
来
事
時
を
さ
し
て
い
る
が
、

④
彼
は
先
月
末
に
は
、
退
部
し
て
い
た
。

で
は
、
時
の
成
分
は
、
言
及
時
、
す
な
わ
ち
、
い
つ
の
こ
と
と
し
て
、
出
来
事

を
把
握
す
る
か
と
い
う
時
を
さ
し
て
い
る
。

ま
た
、
Ｓ
、
Ｒ
、
Ｅ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
的
な
性
質
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

出
来
事
が
、
進
行
中
の
場
合
に
だ
け
、
②
の
よ
う
に
、
期
間
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
と
い
う
の
は
お
か
し
い
。
そ
う
す
る
と
、

⑩
二
時
か
ら
三
時
ま
で
遊
ん
だ

⑪
二
時
か
ら
三
時
ま
で
遊
ん
で
い
た
。

の
二
つ
の
違
い
な
ど
も
、
ど
う
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
か
、
疑
間
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
、
Ｒ
と
は
、　
一
時
点
な
の
か
、
期
間
な
の
か
、
も
問
題
に
な

っ
て
く
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
進
行
中
の
意
味
の
シ
テ
イ
ル
形
と
ス
ル
形
と
の
対
立
の
意

味
を
考
え
て
み
る
。

⑫
彼
は
三
時
ご
ろ
カ
ン
ー
を
食
べ
た
。

○
彼
は
三
時
ご
ろ
カ
レ
ー
を
食
べ
て
い
た
。

ど
ち
ら
も

「
カ
レ
ー
を
食
べ
る
こ
と
」
が
、
ヨ
一時
ご
ろ
」
と
い
う
時
間

に
接

し
て
お
こ
っ
た
と
い
う
、
こ
と
が
ら
の
大
ま
か
な
事
実
関
係
に
大
差
は
な
い
。

け
れ
ど
も
、
意
味
そ
の
も
の
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

ま
ず
、
⑫
で
は
、
「
三
時
頃
」
と
い
う
、
あ
る
広
が
り
を
も

っ
た
時
間
の
う
ち

②

∽

"
∽

・
”

Ｈ
”
●
ｐ
∽ｏ
ｏ
“●
∞
『
０

，
●
・



に
、
「
カ
レ
ー
を
た
べ
る
こ
と
」
を
は
じ
め
、
お
わ
っ
て
い
る
、
と

一
般

に
解

釈
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
⑫
で
は
、
「
三
時
頃
」
と
い
う

時
間
に
、
「
カ
レ
ー
を
食
べ
る
」
こ
と
が
進
行
中
で
あ
る
と
い
う
関
係
が
な

り

た
っ
て
い
て
、
「
三
時
頃
」
は

「
カ
レ
ー
を
食
べ
る
」
と
い
う
過
程
の
一
つ
の
部

分
集
合
的
な
時
間
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

理
由
は
、
少
し
は
な
れ
た
別
の
時
点
、
例
え
ば
、　
コ
一時
ご
ろ
」
に
お
け
る
真

理
値
を
も
と
め
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
⑫
で
は
コ
一時
頃
」
に

関
し
て
は
、
「食
べ
る
」
の
と
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
に
解

釈
さ
れ
る
の
に
対
し
、
⑬
で
は
、
コ
一時
頃
か
ら
ず

つ
と
」
食
べ
る
こ
と
が
続

い
て
い
て
も
そ
の
ま
ま
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
三
時
頃
」
と
い
う
時
間
に
お

い
て

「食
べ
る
」
こ
と
が
過
程
中
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る

の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
以
前
、
以
後
も
出
来
事
が
過
程
中
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方

に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
⑫
で
は
、
「食
べ
る
」
こ
と
は
、
ヨ
一時
ご

ろ
」
と
い
う
時
間
内
に
完
結
し
て
い
る
と
い
う
捉
え
方
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。こ

う
し
た
違
い
を
図
示
す
濤
ば
、

⑦
　
。ｌ
隆
陣
卜
。　
　
　
　
　
　
・・・…
…
Ｌ
陰
ド
‐
・―
‐

三
時
ご
ろ

「食
べ
る
」
　
　
　
　
一二
時
ご
ろ

「食
べ
て
い
る
」

と
あ
ら
わ
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
⑫
の
よ
う
な
ス
ル
形
は
、

ひ
と
ま
と
ま
り
の
出
来
事
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
両
端
が
切
り
と
ら
れ
た
区
間
、

つ
ま
り
、
閉
的
区
間
を
な
す
の
に
対
し
、
①
の
よ
う
な
シ
テ
イ
ル
形
で
は
、
出

疇
疇
』
燎
師
嚇
欧
い
な
場
「
¨
劃

あ
（
来

黎
り
時
間
的
な
両
端
が
、
切
り
と
ら
れ
な

ス
ル
対
シ
テ
イ
ル
は
、
ま
ず
、
進
行
中
の
意
味
に
お
い
て
、
閉
的
区
間
対
開

的
区
間
と
い
う
と
り
あ
げ
方
の
違
い
で
あ
る
と
言
え
そ
う
雪^
が
機
。

次
に
、
シ
テ
イ
ル
形
が
、
結
果
の
状
態
の
意
味
の
場
合
に
つ
い
て
考
え
る
。

結
果
の
状
態
と
い
う
意
味
は
、
出
来
事
時
と
は
別
に
、
い
つ
の
こ
と
と
し
て
事

態
薇
靴
握
す
る
か
、
と
い
う
時
が
問
題
に
な
る
。
こ
れ
を
言
及
時
と
呼
ぶ
こ
と

に
す
る
。
言
及
時
に
お
い
て
、
ど
ん
な
あ
り
方
か
、
と
い
う
こ
と
を
と
り
あ
げ

る
の
が
、
結
果
の
状
態
の
意
味
な
の
で
あ
る
。
言
及
時
は
、
出
来
事
時
よ
り
あ

と
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、

⑮
彼
は
先
月
末
に
は
、
退
院
し
て
い
た
。

と
い
う
文
で
は
、
時
の
成
分

「先
月
末
」
は
、
発
話
時
で
も
出
来
事
時
で
も
な

く
、
い
つ
の
こ
と
と
し
て
事
態
を
把
握
す
る
か
、
と
い
う
言
及
時
を
さ
し
て
い

る
。
①
の
文
の
シ
テ
イ
ル
形
が
、
結
果
の
状
態
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
時
、
言

及
時
に
お
い
て
の
結
果
の
状
態
の
意
味
と
な

っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

言
及
時
に
お
け
る
事
態
の
捉
え
方
は
、
ど
う
な

っ
て
い
る
か
、
ま
ず
、
結
果

の
残
存
の
意
味
を
と
り
あ
げ
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
①
の
文
の
意
味
的

な
構
造
は
、
次
の
よ
う
に
図
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
　
　
　
〈
退
院
シ
テ
イ
ル
〉
状
態

上
＝
＝
＝

，
――
州
＝
＝
＝
――

退
院
の
時
（出
来
事
時
）
先
月
末
曇
百
及
時
）

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
も
、
事
態
を
と
り
あ
げ
る
言
及
時
は
、
出
来
事
の
あ
と
の

あ
り
方
の
内
部
の
区
間
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「先
月
末
」
に
は
、

す
で
に

「退
院
後
」
の
状
態
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
前
後
の
い
く
ら

か
の
時
間
に
お
い
て
も
、
「退
院
し
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
な
い
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
⑮
の
例
は
、
結
果
の
半
可
逆
的
残
存
の
場
合
で
あ



る
が
、
結
果
の
維
持
の
場
合
、
結
果
の
非
可
逆
的
残
存
の
舞
゛
も
、
同
じ
よ
う

に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

⑦
彼
は
今
、
ね
て
い
る
。

は
、
結
果
の
維
持
の
意
味
で
あ
る
が
、

①
　
　
　
　
〈
ね
て
い
る
と
い
う
維
持
〉

―

「

＝

＝

＝

＝

――

訓

―――

リ
ー

寝
た
時
（出
来
事
時
）
　
　
　
　
　
今
（＝
言
及
時
）

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
例
で
は
、
発
話
時
が
言
及
時
を
指
し

て
い
る
。
（後
述
す
る
が
、
言
及
時
が
あ
れ
ば
、
一百
及
時
と
発
話
時
と
の
関
係
が
、

テ
ン
ス
を
決
め
る
）

次
に
、
経
歴
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
が
、
経
歴
の
意
味
は
、
出
来
事
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
を
問
題
に
し
て
い
る
点
が
、
結
果
の
残
存

と
違

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
経
歴
の
意
味
で
は
、
か
つ
て
出
来
事
が
あ

っ
た
と

い
う
あ
り
方
の
内
部
に
、
言
及
時
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
同
じ

よ
う
に
説
明
で
き
る
。
例
え
ば
、

⑩
彼
は
去
年
論
文
を
書
い
て
い
る
。

は
、
経
歴
の
意
味
で
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
に
、

⑩
　
　
「論
文
を
書
く
」
経
歴
の
あ
る
状
態

（
　
一　
　
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
●
１
■
７
‥

論
文
を
書
い
た
時
　
　
　
　
今

６
）

と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
よ
う
に
、
開
的
区
間
対
閉
的
区
間
の
対
立

な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
言
及
時
の
問
題
を
考
え
て
み
る
。
例
え
ば
、

〇
戸
が
ず

っ
と
あ
い
て
い
た
。

は
、
言
及
時
を
あ
え
て
言
う
な
ら
、
「今
ま
で
」
と
い
う
期
間
で
あ
る
。
　
こ
こ

で
、
結
果
の
維
持
、
結
果
の
半
可
逆
的
残
存
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
も

っ
て
く
る
。
と
い
う
の
も
、
結
果
の
維
持
、
結
果
の
半
可
逆
的
残
存
と
い
う
意

味
は
、
結
果
残
存
の
期
間
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
言
及
時
が
特
定
さ

い
は
い
彬
齢
訂
臓
］
瑚
［
知
“
壻
罐
脚
朴
け
』
お
裁
鍵
は

力ヽ な
］
一
締
鰤
¨
授
¨

逆
的
残
存
や
経
歴
と
い
っ
た
場
合
、
言
及
時
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
時
間
は

一
つ
の
期
間
を
な
さ
な
い
。
そ
れ
で
、
◎
の
よ
う
に
、
言
及
時
が
期
間
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
従

っ
て
、
こ
れ
ら
の
場
合
、

⑫
そ
の
時
ま
で
ず

っ
と
死
ん
で
い
る
。

とかに今まで花子は子どもを生んで」溜。

な
ど
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
結
果
の
非
可
逆
的
残
存
の
場

酔
沖
″
礫
¨
¨
場
漏
げ
時
嗽
赫
い

と
（諏

獅
動
率
赫
“
郵
れ
“
か
一
傘
『
】
げ
畔

う
に
、
結
果
の
状
態
の
意
味
の
な
か
で
も
、
言
及
時
の
時
間
的
性
質
が
違
う
と

い
う
こ
と
が
あ
る
。

な
お
、
ア
ス
ペ
ク
ト
の
対
立
の
な
い
状
態
動
詞
な
ど
は
恒
常
的
な
あ
り
方
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
、
あ
り
方
の
時
間
的
な
両
端
が
設
定
さ
れ
ず
、
従
っ
て
、

両
端
の
断
続
が
と
り
あ
げ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
説
明
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
い
ろ
い
ろ
な
観
点
か
ら
、
ス
ル
対
シ
テ
イ
ル
の
対
立
の
意
味
を
考
え

て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
こ
と
を
次
に
二

つ
ほ
ど
示
し
た
い
と
思
う
。

ま
ず

「死
ぬ
」
の
よ
う
な
、
動
き
そ
の
も
の
の
継
続
を
あ
ら
わ
せ
な
い
動
詞

の
意
味
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「死
ぬ
」
が
あ
ら
わ
す
事
態
が

一
点
で
あ

る
と

い
う
こ
と
に
対
し
て
、
シ
テ
イ
ル
形
が
開
的
区
間
を
と
り
あ
げ
る
と
い
う
こ
と



で
説
明
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、　
一
点
的
な
動
き
の
内
部
に
お
い
て
、
開
的
区
間

と
し
て
の
捉
え
方
は
で
き
ず
、
動
き
の
あ

っ
た
後
の
結
果
の
状
態
と
い
う
事
態

の
方
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
反
復
に
な
ら
な
い
限

り
進
行
中
的
な
―
―
事
態
の
展
開
し
て
い
く
内
部
を
捉
え
る
よ
う
な
―
―
意
味

に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
、
ス
ル
形
は
、
閉
的
区
間
を
と
り
あ
げ
る
の
で
、

事
態
が

一
点
的
で
も
い
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

次
に
継
起
性
に
つ
い
て
考
え
る
。
例
え
ば
、

④
私
は
酒
を
の
ん
だ
。
男
が
話
か
け
て
き
た
。

◎
私
は
酒
を
の
ん
で
い
た
。
男
が
話
か
け
て
き
た
。

の
二
文
を
比
較
す
る
と
、
⑭
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
こ
と
が
ら
が
継
起
的
に
お

こ
る
の
に
対
し
、
⑮
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
こ
と
が
ら
が
同
時
的
に
お
こ
る
と

い
う
違
い
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
違
い
は
、

「酒
を
の
む
」
出
来
事
が
、
ス
ル
形

な
ら
、
開
的
区
間
を
提
え
ら
れ
て
、
そ
れ
で
完
結
し
て
し
ま
う
の
に
対
し
、
シ

テ
イ
ル
形
な
ら
、
開
的
区
間
と
し
て
非
完
結
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
に
求
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

ス
ル
形
の
完
成
相
の
意
味
が
、
閉
的
区
間
と
し
て
出
来
事
を
捉
え
る
と
い
う

時
、
出
来
事
の
ど
れ
だ
け
の
部
分
が
捉
え
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
も
残
る
。

例
え
ば
、　
一
時
点
成
分
と
ス
ル
形
が
共
起
し
て
、

⑩
正
午
に
昼
食
を
食
べ
た
。

の
よ
う
に
な
れ
ば
、
「
正
午
」
と
い
う
非
分
割
的
な

一
時
点
に
お
い
て
、出
来
事

が
完
結
的
な
も
の
、
つ
ま
り
閉
的
区
間
と
し
て
と
り
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
そ
う
な
る
と
、
今
度
は

「食
べ
る
」
と
い
う
事
全
体
は
、
そ
の
区
間
の

中
に
入

っ
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
考
え

な
』
肇
綺
商
「

つ 「噛
膵
餞
け
羮
「
”
は
最
¨
鴫
疇
一
』
喝
け
」
微
〔
』
計
ゆ
員

終
わ
り
の
二
点
を
そ
れ
ぞ
れ
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

⑫
早
く
食
べ
ろ
！

と
い
ヶ
時
、
「食
べ
は
じ
め
ろ
」
の
意
味
と
、
「食
べ
お
わ
れ
」
の
意
味
と
の
二

つ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
①
の
例
で
は
、
そ
う
し
た
、
始
め
、
終
わ
り
と
い
う
限

定
さ
れ
た
点
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
「殺
す
」
の
よ
う
に
、
過
程
を

も

っ
て
い
て
も
、
そ
の
変
化
の
あ
る

一
点
だ
け
が
と
り
だ
さ
れ
る
動
詞
で
は
、

こ
の
よ
う
な
二
通
り
の
意
味
は
な
い
。
そ
れ
で
、

④
彼
は
正
午
に
模
型
を
組
み
た
て
た
。

と
い
う
場
合
も
、
変
化
の
時
と
し
て
特
定
で
き
る
一
時
点
だ
け
が
と
り
だ
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
、
問
題
は
な
い
。

本
節
で
は
、
完
成
相
ス
ル
形
対
継
続
相
シ
テ
イ
ル
形
の
意
味
は
、
事
態
の
と

り
あ
げ
方
に
お
け
る
閉
的
区
間
対
開
的
区
間
の
対
立
と
し
て
説
明
で
き
る
こ
と
、

シ
テ
イ
ル
形
が
結
果
の
状
態
の
意
味
の
と
き
、
言
及
時
を
分
出
す
る
こ
と
、
な

ど
に
つ
い
て
述
べ
た
。

四
、
テ
ン
ス
の
対
立

テ
ン
ス
の
対
立

（
ル
形
夕
形
）
は
、
言
及
時
が
分
出
さ
れ
な
い
時
は
、
そ
の

ま
ま
、
出
来
事
時
と
発
話
時
と
の
先
後
関
係
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
ル
形
は
、
現

在
未
来

（非
過
去
）
を
、
夕
形
は
過
去
を
あ
ら
わ
す
。

一
方
、
言
及
時
が
分
出
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
言
及
時
と
発
話
時
と
の
関
係
が

テ
ン
ス
を
決
め
る
。
例
え
ば
、

④
彼
は
去
年
留
年
し
て
い
る
。

は
、
過
去
の
出
来
事
で
も
、
テ
ン
ス
的
に
は
現
在
の
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
て
、

ル
形
に
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
言
及
時
が
現
在
と
な

っ
て
い
る
為
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
主
文
末
の
テ
ン
ス
の
対
立
を
決
め
る
場
合
、
二
通
り
の
場
合



を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
（
一
九
四
七
）
の

よ
う
に
、
言
及
時
の
意
味
が
曖
味
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
言
及
時
を
考
え
る
必

要
の
あ
る
時
に
お
い
て
だ
け
、
言
及
時
を
設
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
テ
ン
ス
の
対
立
の
弱
ま
る

（な
く
な
る
）
場
合
に
つ
い
て
は
考
え

て
い
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

五
、
時
の
成
分
の
示
す
も
の

こ
こ
で
時
の
成
分
と
い
う
の
は
、
時
を
設
定
す
る
成
分
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

設
定
さ
れ
た
時
が
、
何
を
指
す
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。

基
本
的
に
、　
一
つ
の
述
語
に
対
し
て
、
設
定
さ
れ
う
る
時
は

一
つ
で
あ
る
。

例
え
ば
、
次
の
⑩
の
よ
う
に
、
複
数
の
時
成
分
が

一
つ
の
述
語
に
関
わ
る
こ
と

は
な
い
。

⑩
昨
日
は
、
五
日
前
に
金
が
な
く
な

っ
て
い
た

⑩
は
非
文
で
あ
る
。

時
の
成
分
が
何
を
あ
ら
わ
す
か
、
と
い
う
問
題
は
重
要
で
あ
る
。
単
純
な
ス

ル
形
の
場
合
、

③
列
車
は
三
時
に
出
た
。

⑫
三
時
に
は
、
列
車
は
出
た
。

の
よ
う
に
、
言
及
時
を
分
出
し
て
考
え
る
必
要
も
な
い
の
で
、
時
の
成
分
は
、

出
来
事
時
を
あ
ら
わ
す
と
い
え
る
。
そ
れ
で
、
①
も
⑫
も
、
同
じ
意
味
と
み
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、

Ｏ
列
車
は
三
時
に
出
て
」
肥
。

③
列
車
は
、
三
時
に
は
、
出
て
い
た
。

で
は
、
二
文
の
意
味
に
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
「
三

時
」
は
、
Ｏ
で
は
、
「列
車
の
出
た
時
」
と
い
う
出
来
事
時
を
さ
し
て
い
る
の
に

対
し
、
Ｏ
で
は
、
言
及
時
を
さ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

「列
車
が
出
た
」
時
は

「
三
時
以
前
」
だ
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
シ
テ
イ
ル
形
が
結
果
の
状
態
を
あ
ら
わ
す
時
、
時
の
成
分
が

さ
す
も
の
は
、
出
来
事
時
で
あ

っ
た
り
言
及
時
で
あ

っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

次
の
①
の
よ
う
に
、
シ
テ
イ
ル
形
が
、
現
在
に
お
け
る
経
歴
を
あ
ら
わ
す
場

合
、
時
の
成
分
は
、
出
来
事
時
を
も

っ
ば
ら
あ
ら
わ
す
と
い
え
る
。
例
え
ば
、

○
潤
は
三
年
前
に
研
修
を
う
け
て
い
る
。

で
は
、
「
三
年
前
」
は

「研
修
を
う
け
た
時
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一百
及
時
が
発

話
時

（現
在
）
で
あ
る
こ
と
が
文
末
の
ル
形
か
ら
決
定
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
先
の
⑭
の
よ
う
な
場
合
、
テ
ン
ス
形
か
ら
言
及
時
が
決
め
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、
時
の
成
分
が
示
す
も
の
は
ど
う
し
て
決
め
ら
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
次
の
よ
う
に
、
時
の
成
分
の
係
り
関
係

（時
の
成
分
の

ス
コ
ー
プ
の
問
題
）
と
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

時
の
成
分
が
、
出
来
事
時
を
あ
ら
わ
す
時
、
そ
の
係
り
関
係
は
、

一ゴ

①
列
車
は
三
時
に
出
　
て
い
た
。

の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
時
の
成
分
が

「
三
時
に
出

る
」
コ
ト
と
い
う
よ
う
に
、
動
詞
句
内
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
場
合
、
時
の
成
分
と
動
詞
句
と
が
密
着
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
多

く
、
「
イ
ツ
イ
ツ
ニ
」
と
い
う
よ
う
な
形
の
時
成
分
に
な
る
。

一
方
、
時
の
成
分
が
言
及
時
を
あ
ら
わ
す
時
、

一―

⑦
列
車
は
、
三
時
に
は
　
出
て
い
た
。



と
い
う
係
り
関
係
に
な

っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

「と
は
」
と
い
う

は
“
議
識
『
樹
一
“
け
』
な
け
“

あ
（ょ
移
資
ケ
一
一
】

時 ル
け
産
か
け
り
議
娃
』
¨

あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
時
の
成
分
は
、
動
詞
句

の
中
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
シ
テ
イ
ル
形
も
含
め
た
あ
り
方
全

体
を
修
飾
し
て
い
る
。
・

係
り
う
け
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
〔　
〕
で
ス
コ
ー
プ
を
示
す
こ
と
に
な
る
と
、

Ｏ

（○
）
は
、

①

〔三
時
に
出
〕
て
い
た

と
い
う
意
味
構
造
で
あ
る
と
い
え
る
し
、
Ｏ

（①
）
は
、

〇
【
三
時
に
は
〕

〔出
て
い
た
コ

と
い
う
意
味
構
造
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
時
、
発
音
的
に
も
、
「
は
」
の
後
ポ

ー
ズ
を
と
る
の
が
自
然
で
あ
る
が
、
ス
コ
ー
プ
の
違
い

（係
り
方
の
違
い
）
の

一
つ
の
反
映
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
時
の
成
分
の
係
り
方
の
関
係
は
、
「
は
」
の
付
加
、
ポ

ー
ズ
を
お
く
こ
と
、
の
有
無
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
、
と
概
略
い
え
る
が
、

ほ
か
、
「―

二
」
と
い
う
形
に
な

っ
た
り
な
ら
な
か
っ
た
り
す
る
、
「昼
、
少
し

前
、
朝
」
の
よ
う
な
副
詞
的
名
詞
は
、
「―

二
」
と
い
う
形
か
ど
う
か
で
時

の

成
分
の
係
り
方
の
き
れ
つ
づ
き
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（ま
た
、
語

順
も
関
連
が
あ
り
、
文
頭
に
く
れ
ば
き
り
は
な
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
が
、
微
妙
で
あ
る
。）

⑩
飛
行
機
は
、
昼
す
ぎ
に
着
陸
し
て
い
た
。

①
昼
す
ぎ
、
飛
行
機
は
着
陸
し
て
い
た
。

と
い
う
二
文
の
意
味
を
比
べ
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

時
の
成
分
の
係
り
関
係
と
い
う
問
題
は
、
ど
う
し
て
も
、
文
脈
的
な
意
味
な

ど
の

「見
え
な
い
」
条
件
に
よ

っ
て
、
意
味
の
判
定
が
微
妙
に
な
る
こ
と
も
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
意
味
関
係
を
さ
ら
に
強
力
に
決
め
る
条
件
も
あ
る
。

そ
れ
は
、

⑫
飛
行
機
は
昼
に
は
す
で
に
着
陸
し
て
い
た
。

の
よ
う
に
、
「す
で
に
、
と

っ
く
に
」
と
い
っ
た
よ
う
な
副
詞
が
あ
る
場
合

で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
副
詞
が
あ
れ
ば
、
シ
テ
イ
ル
形
の
意
味
が
結
果
の
状
態
の
意

味
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
し
ま
い
、
時
の
成
分
は
シ
テ
イ
ル
形
全
体
の
時
、
す

な
わ
ち
、
言
及
時
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
時
の
成
分
の
あ
ら
わ
し
方
と
し
て
は
、
「―
以
前
に
、
ど
ま
で
に
、―

ま
え
に
」
な
ど
の
形
も
あ
る
が
、
と
り
あ
げ
た
時
よ
り
前
に
出
来
事
が
お
こ
る

こ
と
を
あ
ら
わ
す
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、

○
き
の
う
ま
で
に
調
査
が
す
ん
で
い
た
。

で
は
、
「調
査
が
す
む
」
と
い
う
出
来
事
時
が

「き
の
う
ま
で
」
と
い
う
範

囲

で
お
こ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
、
「
ま
で
に
」
は
、
全
体
で
出
来
事
の
生
起
時

を

あ
ら
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
時
は
「き
の
う
」

で
あ
る
と
い
う
側
面
も
あ

っ
て
、
「き
の
う
」
は
言
及
時
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

つ
ま
り
、
出
来
事
時
を
指
定
す
る
と
同
時
に
、
言
及
時
も
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な

っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う

（複
合
的
時
成
分
と
呼
べ
る
だ
ろ
う
。
な
お
、

言
及
時
が
分
出
し
な
い
時
、
文
末
か
ら
決
ま
る
時
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
）
。

以
上
、
本
節
で
は
、
時
の
成
分
が
何
を
示
す
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

六
、
意
味
構
造
の
類
型

最
後
に
、
ス
ル
、
シ
テ
イ
ル
、
シ
タ
、
シ
テ
イ
タ
と
い
っ
た
意
味
構
造
に
つ

い
て
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
意
味
構
造
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

以
下
、
形
態
の
側
か
ら
、
簡
単
に
意
味
を
検
討
し
て
、
説
明
の
補
足
を
す
る
。



０
シ
タ
形

過
去
に
お
け
る
閉
的
区
間

〇
あ
、
麦
わ
ら
帽
子
が
と
ん
だ
！

な
ど
は
、
完
了
と
は
み
な
い
で
、
直
後
の
過
去
と
み
る
。

田
イ
ア
イ
タ
形

過
去
に
お
け
る
開
的
区
間

（進
行
中

。
結
果
の
状
態
）

シ
テ
イ
タ
形
が
、
過
去
に
お
け
る
持
続
期
間
を
あ
ら
わ
し
、
か
つ
、
発
話
時

直
前
ま
で
そ
の
期
間
が
あ

っ
た
と
い
う
場
合
、
例
え
ば
、

○
あ
、
忘
れ
て
い
た
。
（＝
今
思
い
出
し
た
）

の
よ
う
に
、
「今
は
違
う
」
と
い
う
合
意
を
も
つ
こ
と
が
多
い
。
あ
え
て
、
そ
の

期
間
が
過
去
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
経
歴
の
意
味
の
よ
う
に
、
ひ
と
た
び
出
来
事
が
あ
る
と
、
以
後
の
あ

り
方
が
決
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う
場
合
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
逆
に
、

論
理
的
な
意
味
関
係
は
、
過
去
、
現
在
に
よ
っ
て
変
わ
ら
な
い
か
ら
、
（言
及
時

の
意
味
は
違
う
が
、）

○
彼
は
先
月
に
結
婚
し
て
い
る
。

⑦
彼
は
先
月
に
結
婚
し
て
い
た
。

の
よ
う
に
、
ル
、
夕
の
交
替
が
で
き
る
。

な
お
、
い
わ
ゆ
る
発
見
の
夕
が
つ
く
例
、
例
え
ば

○
あ
あ
、
戸
が
あ
い
て
た
！

な
ど
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
扱
わ
な
か
っ
た
。

ｍ
ス
ル
形

現
在
未
来
に
お
け
る
閉
的
区
間

動
作
動
詞
の
ス
ル
形
は
、
無
標
で
未
来
を
あ
ら
わ
す
と
い
わ
れ
る
が
、
発
話

時
と
い
う
認
識
的
な

一
点
の
な
か
に
閉
的
区
間
が
設
定
さ
れ
え
な
い
か
ら
、
現

ン

タ

<例>
ユウベ本ヲヨンダ

ユウベ本ヲ読 ンデイタ

ユウベニハスデニ本フヨンデイ
タ

今本フヨンデイル

ユウベソノ本ヲヨンデイル

明朝 9時 ゴロ,手紙ヲ書イテイ
ルダロウ。

明朝手紙フカク。

11

<過去>
―→シタ  (単純過去)

ンテイル(現在の進行)

E

<未来>

一→シテイル(現在の結果状態)

シテイル(未来の進行中)

シ
テ
イ

ル

S.R

嬰甲λ弊言つFデ
ニ手紙フカイ            ンテイル(未来の結果状態)

ス

ル

~→

;]lil[]I[[i態 |:

スル  (単純未来)



在
を
あ
ら
わ
せ
ず
、
未
来
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
る
と
説
明
で
き
る
。
な
お
、

未
来
の
こ
と
は
、
予
想
、
意
志
な
ど
の
ム
ー
ド
の
色
彩
が
色
濃
く
な
る
。

回
ィ
ア
イ
ル
形

現
在
未
来
に
お
け
る
開
的
区
間

現
在
、
未
来
に
お
け
る
進
行
中
、
現
在
、
未
来
を
言
及
時
と
す
る
結
果
の
残

蒔
″
″
』

（
ら

わ
け
）

土
無

辮
無
郷
句
鉾
鰍
物
ら
わ
し
、
未
来
の
こ
と
を
示
す
成
分

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
、
シ
テ
イ
ル
形
の
意
味
を
再
検
討
し
た
う
え
で
、
ス
ル
対

シ
テ
イ
ル
の
意
味
を
考
え
、
区
間
の
と
り
あ
げ
方
の
開
閉
と
し
て
説
明
で
き
る

こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
テ
ン
ス
、
ア
ス
ペ
ク
ト
を
全
体
的
に
ま
と
め
、
ど

う
い
う
形
式
が
ど
う
い
う
事
態
を
あ
ら
わ
す
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
本
稿
な

り
の
記
述
法
に
よ
っ
て
示
し
た
。
そ
の
際
、
Ｓ
Ｒ
Ｅ
体
系
を
本
稿
の
立
場
な
り

に
改
め
た

（
Ｒ
の
設
定
な
ど
）
。
そ
し
て
、
時
の
成
分
が
何
を
さ
す
の
か
、
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
も
、
係
り
関
係
か
ら
考
え
た
。

こ
こ
で
は
、
全
体
の
枠
組
を
検
討
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
動
詞

（句
）
の
具

体
的
な
意
味
内
容
な
ど
に
つ
い
て
、
特
に
は
ふ
れ
な
か
っ
た
。
「組
織
」と
い
う

こ
と
ば
を
題
に
つ
か
っ
た
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
ス
ル
対
シ
テ
イ

ル
の
対
立
以
外
の
ア
ス
ペ
ク
ト
形
式
に
つ
い
て
も
、
出
来
事
内
部
に
含
ま
れ
る

問
題
と
し
て
、
こ
こ
で
は
位
置
づ
け
を
し
て
い
な
い
（
シ
ツ
ツ
ア
ル
、
シ
テ
ア
ル

等
は
、
シ
テ
イ
ル
と
同
じ
状
態
化
形
式
で
あ
る
）。
次
稿
に
期
し
た
い
。

（注
）

０
　
そ
れ
で
、
客
体
変
化
を
あ
ら
わ
す

「戸
を
あ
け
て
い
る
」
も
、
主
体
変
化
の
「戸

が
あ
い
て
い
る
」
と
同
じ
く
、
結
果
の
状
態
の
意
味
に
二
義
あ
る
。

一中を増つくも↓はあし、』て（げ引
（開辟歴）

一戸が力ヽ暫メし一庫あし、しヽるて（しヽ戸引
（開辞歴）

②の経隷̈
躯ぉは凱赫一胤わ嗣安挙げているが、客体変化の場合でも、三つ

一嘲一け攀』林一̈”̈一｝た。

そ
れ
ぞ
れ
、
期
間
成
分
と
の
共
起
の
し
か
た
に
違
い
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
現
象

が
み
ら
れ
る
。経

曰
一瞳

こ
×
太
郎
を
暫
く
生
ん
だ

そ
れ
で
、
結
果
の
維
持
、
結
果
の
半
可
逆
的
残
存
、
結
果
の
非
可
逆
的
残
存
の
意

味
と
し
て
、
各
々
、
主
体
変
化
と
同
じ
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（３
）

ぢ
〓
●
●ｏ
●
（８
ミ
）、
∽
ヨ
【諄

含
８
０

な
ど
。
Ｒ
の
設
定
に
つ
い
て
は

∪
ｏ
■
■

（じ
お
）
の
批
判
が
あ
る
が
、　
∪
ヨ
ｇ
３
８

（じ
Ｓ
）
の
よ
う
な
反
論
も

あ

る
。

（４
）

矢
印
は
時
間
を
あ
ら
わ
す
。
自
丸
は
両
端
が
切
れ
、
完
結
的
に
な
る
こ
と
を
、

黒
丸
は
両
端
が
は
っ
き
り
切
れ
ず
に
、
非
完
結
的
に
な
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
数
学

の
表
記
法
と
は
少
し
違
っ
て
い
る
。

（５
）

実
際
に
ど
こ
ま
で
続
く
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
言
語
の
問
題
に
は
関
係
が
な
い
。

（６
）

大
鹿

（
一
九
八
一
）

は
、

全
態
と
し
て
の
コ
ト
は
、
コ
ト
の
開
始
と
終
結
を
含
む
ヨ
ト
で
あ
り
…
…（九

〇
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
、
「開
始
」
「終
結
」
と
い
う
概
念
は
、　
一
点
的
な
出
来
事
に

対
す
る
説
明
に
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。



（７
）

な
お
、　
一
定
の
期
間
を
あ
ら
わ
す
場
合
の
ス
ル
形
対
シ
テ
イ
ル
形
の
対
立
も
、

一〓出か嚇嘲鵬量“赫れ燎いた　中‐‐‐‐‐‐‐‐‐―‐‐‐‐―‐‐‐‐１岬田‐‐Ｈ一

と
、
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
線
の
両
端
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
三
時
、
四
時
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
。

（８
）

言
及
時
と
い
う
発
想
は
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
（
一
九
四
九
）
に
負
う
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
、
設
定
す
る
必
要
の
あ
る
場
合
に
お
い
て
設
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
概
念

的
な
曖
味
さ
は
な
い
。

（９
）

結
果
の
非
可
逆
的
残
存
の
意
味
は
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、

①
と
同
じ
意
味
構
造
な
の
で
、
具
体
的
説
明
は
省
く
こ
と
に
す
る
。

（１０
）

出
来
事
の
質
に
関
係
が
な
い
の
で
、
（　
）
で
あ
ら
わ
す
。

（１１
）

例
え
ば
、
③
は
、

ー

あ
い
た
時
　
　
あ
い
て
い
た

と
あ
ら
わ
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
言
及
時
は
、
期
間
全
体
を
あ
ら
わ
し
、
か
つ
、
開

的
区
間
と
し
て
、
内
部
に
お
か
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（・２
）

「今
ま
で
に
」
と
し
て
し
ま
う
と
、
生
起
時
点
を
あ
ら
わ
す
か
ら
、
期
間
を
な

さ
な
い
。
④
は
、
「今
ま
で
、
忘
れ
て
い
た
」
な
ど
と
対
照
す
る
と
、
期
間
の
あ
る

な
し
の
違
い
が
よ
く
わ
か
る
。

（・３
）

例
え
ば
、

「芸
術
と
実
行
」
論
争
は
、
日
山
花
袋
―
―
を
発
端
と
し
て
は
じ
ま
る
と
も
さ
れ

て
い
る
が
、
実
は
、
そ
れ
よ
り
四
ケ
月
も
前
に
、
こ
の
論
争
の
口
火
を
切
る
よ
う

な
論
文
を
書
い
て
い
た
の
だ
。
合
近
代
日
本
演
劇
論
争
史
』
菅
井
幸
雄
）

で
は
、
出
来
事
時
は
、
「そ
れ
よ
り
四
ケ
月
前
」、
言
及
時
は
、
「田
山
花
袋
（の
論
文

発
表
と

の
時
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、　
こ
の
よ
う
に
、
言
及
時
は
顕
在
的
な
こ

と

と

、
―
―
不
可
能
で
は
な
い
、」
山
口
は
Ｇ
Ｆ
（連
合
艦
隊
）
長
官
の
山
本
五
十
六
が
考

え
る
こ
と
ま
で
計
算
し
て
い
た
。
今
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
戦
記
』
豊
田
襄
）

の
よ
う
に
、
顕
在
的
で
は
な
く
て
も
、
文
脈
的
に

（描
写
の
時
の
関
係
か
ら
）
言
及

時
が
わ
か
る
こ
と
と
が
あ
る
。

（・４
）

変
化
の
お
こ
る
時
が
、
特
に
一
点
だ
け
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。

（‐５
）

こ
の
場
合
、
言
及
時
は
、
出
来
事
時
以
後
、
発
話
以
前
で
あ
る
。
例
え
ば
、

「私
が
五
時
ご
ろ
駅
へ
た
ど
り
つ
い
た
時
に
は
」
な
ど
と
あ
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
か

も
し
れ
な
い
。

（・６
）

「
は
」
の
意
味
に
は
、
主
題
化
す
る
と
い
う
こ
と
と
（そ
の
場
合
は
、
ス
コ
ー
プ

に
影
響
を
与
え
る
）、　
ス
コ
ー
プ
を
変
え
る
こ
と
な
く
、
単
に
対
比
強
調
を
あ
ら
わ

す
だ
け
と
い
う
こ
と
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た

「
は
」
の
意
味
に
つ
い
て

は
、
文
脈
な
ど
の

「見
え
な
い
」
条
件
に
関
わ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
今
後
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。

（・７
）

未
来
の
時
の
成
分
が
な
く
、
た
だ
単
に

あ
る
い
て
い
る

な
ど
と
い
え
ば
、
現
在
の
こ
と
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
る
。
未
来
の
こ
と
を
あ
ら
わ

す
に
は
、
未
来
の
時
を
あ
ら
わ
す
時
の
成
分
が
必
要
で
あ
る
。
現
在
が
無
標
、
未
来

は
有
標
と
言
え
る
。
こ
の
点
、
ス
ル
形
と
対
照
的
で
あ
る
。

（参
考
文
献
）

大
鹿
薫
久
　
卜８
一
「未
完
了
・
完
了
・
未
来

・
過
去
―
―
終
止
法
の
述
語
に
お
け
る

―
―
」
（天
理
大
学

『山
辺
道
』
２６
）

奥
田
靖
雄
　
一Ｒ
ヽ
「
ア
ス
ペ
ク
ト
の
研
究
を
め
ぐ
っ
て
―
―
金
田
一
的
段
階
―
―
」

（宮
城
教
育
大
学

『
国
語
国
文
』
８
）

紙
谷
栄
治
　
【鴫
Φ
「終
上
用
法
に
お
け
る
テ
ン
ス
と
ア
ス
ペ
ク
ト
に
つ
い
て
」
全
国
語

を子
』
　いＨ∞）

紙
谷
栄
治
　
い８
∞
コ
ン動
詞
の
相
互
承
接
か
ら
み
た
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
」
∩
同
志

社
国
文
し

金
田
一
春
彦
編
　
一銘
一
『
日
本
語
動
詞
の
ア
ス
ペ
ク
ト
』
（む
ぎ
書
房
）

草
薙

裕
　
Ｈ８
”
「
テ
ン
ス
ア
ス
ペ
ク
ト
の
文
法
と
意
味
」
∩
文
法
と
意
味
』
朝
倉
書

店
）

工
藤
真
由
美
　
ド３
一
「
シ
テ
イ
ル
形
式
の
意
味
記
述
」
（武
歳
大
学

『
人
文
学
会
雑
護

13



・３

・

４

国
広
哲
爾
　
ド８
『
凛
情
造
的
意
味
論
』
舎
一省
堂
）

鈴
木
重
幸
　
Ｈ銘
０
「現
代
日
本
語
の
動
詞
の
テ
ン
ス
ー
ー
終
止
的
な
述
語
に
つ
か
わ
れ

た
完
成
相
の
叙
述
法
断
定
の
ば
あ
い
―
―
」
合
言
語
の
研
究
』
言
語
学
研
究
会
編
、

む
ぎ
書
房
）

鈴
木
重
幸
　
い８
ω
「形
態
論
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
」
∩
教
育
国
語
』
７２
）

鈴
木
重
幸
　
Ｈ８
一
「形
態
論
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
ア
ス
ペ
ク
ト
に
つ
い
て
」

∩
金
田
一
春
彦
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
Ｉ
し

〓
一省
堂
）

高
橋
太
郎
　
Ｈ８
一
「す
る
と
も
し
た
と
も
言
え
る
と
き
」
（同
）

寺
村
秀
夫
　
Ｈ鶏
一
「
″夕
″
の
意
味
と
機
能
―
―
ア
ス
ペ
ク
ト
・
テ
ン
ス
・
ム
ー
ド
の

構
文
的
位
置
づ
け
―
―
」
∩
言
語
学
と
日
本
語
問
題
』
く
ろ
し
お
出
版
）

寺
村
秀
夫
　
Ｈ８
一
「
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
の
コ
ト
的
側
面
と
ム
ー
ド
的
側
面
」
今
日

本
語
学
』
卜
・じ

寺
村
秀
夫
　
卜８
ω
「時
間
的
限
定
の
意
味
と
文
法
的
機
能
」

『
副
用
語
の
研
究
』
明
治

書
院
）

仁
田
義
雄
　
ド８
Ｎ
「動
詞
の
意
味
と
構
文
」
合
日
本
語
学
』
Ｔ
じ

仁
田
義
雄
　
卜８
∞
「
ア
ス
ペ
ク
ト
の
分
析
・記
述
に
向
け
て
」
∩
国
語
学
研
究
』

一
五
）

森
山
卓
郎
　
【８
ω
「
ア
ス
ペ
ク
ト
の
意
味
実
現
の
原
理
に
つ
い
て
」
∩
国
語
学
会
春
季

大
会
発
表
要
旨
集
し

森
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卓
郎
　
一８
ω
「動
詞
の
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ス
ペ
ク
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ュ
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ル
な
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性

に
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い
て
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０
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●
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３
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日
０
ュ
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０
喘
∽
Ч
ヨ
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２
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δ
」
ｏ
訓
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醐
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（付
記
）

本
稿
は
、
私
の
修
士
論
文

「
日
本
語
の
ア
ス
ペ
ク
ト
の
研
究
」
の
第

一
章
を
も
と

と
し
て
い
ま
す
。
宮
地
裕
先
生
を
は
じ
め
諸
先
生
方
の
懇
切
な
御
指
導
を
仰
ぐ
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
い
た
し
ま
す
。

14


