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「
は
ず
だ
」
文
の
構
造
と
表
現
意
義

Ｉ

「
は
ず
だ
」
表
現
の
通
史
的
概
観

「
は
ず
だ
」
は
今
日
、

０
あ
の
辺
に
自
動
販
売
機
が
あ
っ
た
は
ず
だ

（女
社
長
（注
１
じ

の
ご
と
く
、
文
末
に
用
い
ら
れ
て
、
「
ム
ー
ド
の
助
動
詞
」
と
言
わ
れ

（寺

村
ｂ
（注
２
し
、　
一
般
に
は

「根
拠
の
あ
る
推
量

（論
と

と
さ
れ
て
い
る
が
、

特
に

「推
量
」
と
区
別
し
て

「蓋
然
性

（判
断
）
（注
３
ど

の
モ
ダ
リ
テ
イ

（注
↓
意
義
を
与
え
る
場
合
も
あ
る

（現
日
法
―
筆
者
と
し
て
は
、
記
号
論

的
助
動
詞
理
解
の
立
場
か
ら
（注
こ
、
寺
村
秀
夫
氏
の

「様
態
」
を

一
応
除

い
た

「推
量

・
伝
聞
」
的
意
義
を

一
括
し
て

「概
言
」
と
し
た
場
合
の
、
主

体
的
表
現
＝
モ
ダ
リ
テ
イ
乃
至
言
表
態
度
的
表
現
意
義
に
対
応
す
べ
き
、
客

体
的
表
現
＝
命
題
乃
至
言
表
事
態
的
表
現
意
義
を
、
「蓋
然
性
」
と
総
称
す

る
事
と
す
る
（注
６
ヽ

端
的
に
言
え
ば
、
「概
言
＝
蓋
然
性
判
断
」
な
る
広
義

と
し
て
で
あ
る
）。

「
は
ず
だ
」
に
お
け
る
、
か
か
る
今
日
の
表
現
意
義

へ
の
通
時
的
変
化
の

重

見

行

様
相
は
、
山
口
尭
二
氏

に
よ

っ
て
体
系
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

（山

口
）
。
山
口
氏
の
論
に
よ
れ
ば
、
「
は
ず
だ
」
は
本
来

「
は
ず

（名
詞
）
十
だ

（判
定
詞
と

で
あ
り
、
中
世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
今
日
的
表
現
意
義
と

形
態
を
獲
得
す
る
に
至

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
は
ず
」
は

「
筈
」
ま
た
は

「
弼
」
の
漢
字
が
あ
て
ら
れ
、

元
来
弓
矢
に
か
か
わ
る
用
語
で
あ

っ
た
。
「矢
は
ず
」
と

「
弓
は
ず
」
の
用

法
が
あ
る
が
、
語
源
的
説
明
に
は
後
者
の
意
義
が
採
用
さ
れ
て
来
た
よ
う
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
弓
に
弦
を
着
装
す
る
弓
端
の
突
起
の
部
分
を
意
味
し
た
の

で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
弓
矢
を
適
切
に
使
用
す
る
た
め
に
は
、
こ
の

「
は
ず
」
の
部
分
の
最
上
の
合
致
性
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら

「
事
が

合
致
す
る
要
点
」
の
ご
と
き
比
喩
的
意
味
が
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

②
御
主
ク
リ
ス
ト
の
御
約
束
の
御
辞
の
は
ず
を
合
せ
給
ふ
べ
き
者
也

（ぎ
や

と
ぺ
か
ど
る
）

そ
し
て
、
「
既
知
の
現
実
的
な
事
柄
の
当
然
さ
を
認
定
す
る
よ
う
な
例
が
生

じ
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
現
実
性
未
確
認
の
事
柄
の
あ
り
よ
う
を
推
定
す
る
用



法
」
も
生
じ
て
来
た

（山
口
２０７

ｐ
）
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
今
日
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
「
だ
」
判
定
詞
と

結
合
し
て
、
こ
れ
が

一
個
の
形
態
素
＝
助
動
詞
と
解
さ
れ
て
い
る

（寺
村
ｂ

２６‐

ｐ
●
現
日
法
１９２

ｐ
等
）
場
合
で
あ
る
。
特
に
問
題
と
さ
る
べ
き
は
、
寺
村

氏
以
後
、　
一
方

で

「
概
言

の
モ
ダ
リ
テ
イ
」
を
有
す
る
と
し
な
が
ら
も
、

「
説
明
の
モ
ダ
リ
テ
イ
」
に
入
れ
ら
れ
、
共
に
助
動
詞
と
し
て
の
発
現
意
義

と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る

（現
日
法
１９２

ｐ
）
０

結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、
筆
者
と
し
て
は
、
今
日
の

「
は
ず
だ
」
表
現
は
、

な
お
基
本
的
に
は

「名
詞
十
判
定
詞
＝
名
詞
述
語
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
の
故
に
こ
そ
、
「
説
明
の
モ
ダ
リ
テ
イ
」
を
表
出
し
得
て
い

る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
は
ず
だ
」
は
、
文
末
に
お
い
て

一

種
の
名
詞
述
語
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
名
詞
述
語
と
し
て

「
Ｐ
は
Ｑ

は
ず
だ
」
の
ご
と
き
措
定
的

コ
ピ

ユ
ラ
文
（注
７
）
に
還
元
さ
る
べ
き
意
義
を

有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の

「
課
題

（前
提
）
↓
説
明

（結
論
と

的
文

構
造
に
お
い
て
、
説
明
モ
ダ
リ
テ
イ
を
発
現
し
得
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
る

の
で
あ
る
。
か
か
る
点
は
筆
者
の
別
の
稿

（重
見

ｃ
ｄ
）
を
参
照
い
た
だ
く

と
し
て
、
今
日
の

「
は
ず
だ
」
文
の
多
く
が
、
「
Ｐ
な
ら

（だ
か
ら
）
Ｑ
は

ず
だ
」
な
る
、
寺
村
氏
の

「
Ｐ

（前
提
）
↓

（推
論
）
↓
Ｑ

（結
論
と

（寺

村
ｂ
２６８

ｐ
）
の
ご
と
き
表
現
構
造
を
有
す
る
の
も
、

コ
ピ
ユ
ラ
文
の
別
表
現

形
態
で
あ
り
、
変
容
と
言
え
る
事
（注
８
）
は
、
筆
者
も
論
じ
て
来
た
が

（重

見

ｃ
等
）
、
近
時
の
渡
辺
や
す
子
氏
の
論
で

（渡
辺
）
、
欧
米
言
語
学
な
ど
で

も
肯
定
さ
れ
て
い
る
事
を
知
る
の
で
あ
る
。

Ⅱ

「
は
ず
だ
」
の
名
詞
述
語
性
の
検
証

さ
て
、
前
述
の
ご
と
く
、
「
は
ず
だ
」
表
現
は
本
来

「名
詞
十
判
定
詞
」

な
る
構
造
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
今
日
助
動
詞
と
し
て
理
解
さ
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
名
詞
述
語
と
助
動
詞
述
語
と
の
原

理
的
相
異
の
論
は
お
い
て

（別
の
稿
を
予
定
）
、　
一
応
寺
村
氏
及
び
そ
の
継

承
者
と
み
ら
れ
る
今
日
の
モ
ダ
リ
テ
イ
論
者
と
筆
者
の
見
解
が

一
致
す
る
、

と
思
わ
れ
る

「
助
動
詞
」
の
定
義
と
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
は
ず
の
構
文
的
意

義
を
確
認
し
て
、
名
詞
述
語
の
そ
れ
と
対
比
し

「
は
ず
だ
」
の
名
詞
述
語
性

＝
非
助
動
詞
性
の
論
拠
と
し
た
い
。

寺
村
氏
は
助
動
詞
を
、
「
そ
れ
自
体
独
立
し
て
述
語
に
な
る
こ
と
が
決
し

て
な
い
も
の
」
で
あ
り
、
沢
述
語
用
言
と

一
緒
で
）
全
体
と
し
て

一
つ
の
述

語
が
形
成
さ
れ
」
、
端
的
に
言
え
ば

「
述
語
用
言
の
活
用
語
尾
」
で
あ
る
と

言
う

（寺
村

ａ
５８
５６

ｐ
）
０
か
か
る
助
動
詞
理
解
は
、
今
日
の
仁
田
義
雄
氏

等
の
そ
れ
に
も
共
通
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば

「自
立
す
る
こ
と

の
な
い
、
い
わ
ゆ
る
助
動
詞
や
助
詞
は
、
単
語
以
下
の
存
在
で
あ
り
、
単
語

が
担
う
文
法
的
な
意
味
や
機
能
の
表
示
者
と
い
っ
た
、
単
語
の
内
的
構
成
要

素
と
し
て
扱
う
べ
き
だ
」
（
日
文
法
１７

ｐ
）
と
言

っ
て
い
る
。
か
か
る
助
動

詞
理
解
は
、
筆
者
の
理
解
に
全
く

一
致
す
る
所
で
あ
る

（重
見
ｂ
序
言
）
。

そ
れ
で
は
、
か
か
る
助
動
詞
理
解
か
ら
す
る
時
、
名
詞
述
語
と
し
て
の
理

解
と
い
か
な
る
相
異
が
生
ず
る
の
か
、
こ
こ
で
は
以
下
の
論
に
必
要
な
点
の

み
を
検
討
し
て
お
く
。
ま
ず
構
文
的
な
点
で
あ
る
が
、

０
彼
が
行
く
は
ず
だ
。



な
る
例
で
考
え
て
み
る
と
、
「
は
ず
だ
」
を
助
動
詞
と
解
す
る
な
ら
ば
、
「
行

く
は
ず
だ
」
全
体
で

一
つ
の
単
語
で
あ
り
述
語
だ
と
い
う
事
に
な
る
。
こ
れ

に
対
し
て
名
詞
述
語
と
解
す
る
場
合
に
は
、
述
語
と
し
て
の
機
能
の
中
心
は

「
だ
」
に
あ
る

（「説
明
存
在
詞
」
等
と
言
わ
れ
来
た
る
ご
と
く
、
存
在
詞
の

一
種
、
端
的
に
言
え
ば
動
詞
の

一
種
と
考
え
ら
れ
る
）
と
共
に
、
「
説
明
の

モ
ダ
リ
テ
イ
」
の
意
義
に
お
い
て
、
「彼
が
行
く
」
全
体
が

「
は
ず
」
名
詞

の
連
体
修
飾
成
分
の
意
義
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
両
者
の
構
造

を
図
示
的
に
区
別
す
る
な
ら
ば
、

Ｏ

ａ

〈彼
が
〉
〈行
く
は
ず
だ
〉

助
動
詞

ｂ
　
〈彼
が
行
く
は
ず
〉
〈
だ
〉

名
詞
述
語

の
ご
と
く
表
示
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
両
構
文
の
意
味
的
な
表
現
性
は
次
の
ご
と
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
ま
ず
助
動
詞
構
文

の
場
合
は
、
「
は
ず
だ
」
は
、
本
動
詞

「
行

く
」
の
あ
る
あ
り
方
―
例
え
ば

「行
く
」
事
が

「蓋
然
的
で
あ
る
」
ご
と
き

―
を
限
定
す
る
意
義
を
第

一
義
的
に
発
現
す
る
事
に
な
る
の
で
あ
り
、
言
わ

れ
て
い
る
文
全
体
に
か
か
わ
る
蓋
然
性
判
断
的
モ
ダ
リ
テ
イ
意
義
は
、
前
接

の
本
動
詞
が
述
語
と
し
て
文
全
体
を

「統
括
」
（北
原
）
「統
叙
」
（渡
辺
実
）

す
る
機
能
を
通
し
て
、
結
果
的
に
、
第
二
義
的
に
発
現
す
る
意
義
で
あ
る
、

と
解
釈
さ
る
べ
き
も
の
だ
、
と
い
う
事

に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て

「
は
ず

だ
」
が
名
詞
述
語
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
接
の
句
的
叙
述

「彼
が
行
く
」
全

体
を

「
は
ず
」
名
詞
の
連
体
修
飾
成
分
と
し
て
受
け
て
、
そ
れ
を

「
だ
」
と

判
定
判
断
す
る
意
義
と
な
る
。
従

っ
て

「
は
ず
だ
」
を

一
体
的
形
態
素
の
ご

と
く
見
れ
ば
、
そ
れ
は
最
初
か
ら
、
第

一
義
的
に
文
全
体
を

一
括
し
て
統
叙

ａ

（体
言
）
の
は
ず

ｂ

（活
用
語
）
は
ず
の

（
に
）

Ｃ
は
ず
が

（
の
）
な
い

ｄ
は
ず
は

（も
）
な
い

ｅ
は
ず
な
の
だ

（
に
）

ｆ
は
ず
が

（
で
）

ｇ
は
ず
で
は

（も
）
な
い

ｈ
は
ず
だ

（
っ
た
）

ｉ
は
ず
だ
ろ
う

総
計

‥

ｂ

・
‥

ｄ
計

ａ

・
ｂ

・
ｃ

・
ｄ
％

砂 の 女 0 4 8 5 1 0 0 17

女 社 長 1 0 0 1 0 0

若き数学者 0 8 2 4 0 1 0

一 瞬 の 夏 4 0 1 0

国 盗 り 0 6 l 0 3 l

孤 高 の 人 0 0 7 0 0 0

人民は弱し 5 4 1 0 2 0

点 と 線 0 0 0 0 0 0

世界の終り 1 1 1 0 0 0

(変化形は準じて統計してある)



す
る
ご
と
く
解
さ
れ
る
事
と
な
る
。
「
説
明
の
モ
ダ
リ
テ
イ
」
と
さ
れ
る
に

適
合
し
た
理
解
を
も
た
ら
す
事
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
観
点
に
立

っ
て
、
以
下
に

「
は
ず
だ
」
の
非
助
動
詞
性
＝
名
詞
述

語
と
解
す
べ
き
根
拠
を
提
示
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

〔Ａ
〕
ま
ず
我
々
は
、
今
日
の

「
は
ず
だ
」
が
必
ず
し
も

一
形
態
素
の
ご
と

く
常
に
連
結
し
て
用
い
ら
れ
る
に
あ
ら
ざ
る
事
、
特
に
前
後
の
助
詞
と
の
関

係
で

「
は
ず
」
が
名
詞
と
し
て
独
立
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
推
定
し
得
る

場
合
の
多
い
事
を
あ
げ
た
い
。

り
専
門
家
の
は
ず
の
森
田
が
～

（山
本
）

０
老
練
な
は
ず
の
山
番
が
～

（
パ
ニ
ッ
ク
）

ｍ
藻
が
あ
ん
な
に
ゆ
れ
る
は
ず
が
な
い

（
パ
ニ
ッ
ク
）

０
純
子
が
警
察
を
呼
ば
な
い
は
ず
は
な
い

（女
社
長
）

０
今
回
の
問
題
も
本
質
的
に
は
同

一
の
は
ず
だ

（人
民
）

０
の
ご
と
き
も
含
め
る
と
根
拠
は
多
い
。
勿
論
、
前
節
で
述
べ
た
る
ご
と
き

原
初
的
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
意
味
の
抽
象
化
希
薄
化
に
お
い
て
、
形
式
名
詞

化

。
文
法
化
の
度
合
い
は
進
ん
で
お
り

（
日
野
）
、
特
に
文
末
使
用
に
お
い

て
、
今
日
助
動
詞
と
ま
で
言
わ
れ
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
と

も
か
く
、
例
示
の
ご
と
き
状
況
は
、
表
示

の
ご
と
く
、
全
体

の
５０
％
前
後

（
ａ
十
ｂ
＋
Ｃ
十
ｄ
）
に
及
ぶ
場
合
が
普
通
に
見
出
せ
る
の
で
あ

っ
て
、
決

し
て

「
は
ず
だ
」
の
特
殊
形
の
ご
と
く
解
す
る

（現
日
法
１６０

ｐ
）
事
は
出
来

ぬ
の
で
あ
る
。

更
に
か
か
る
点
で
重
要
な
事
は
、
「
は
ず
」
単
独
の
使
用
に
お
い
て
も
、

今
日

「
は
ず
だ
」
を
助
動
詞
と
し
て
の

一
体
視
に
お
い
て
見
出
す

「
推
量
」

「蓋
然
性
判
断
」
的
モ
ダ
リ
テ
イ
性
が
感
得
さ
れ
る
、
と
い
う
事
で
あ
る
。

例
え
ば
、

⑩
山
本
は
僕
よ
り
二

つ
下
だ
か
ら
、
今
年
で
三
〇
に
な
る
は
ず
だ

（現
日
法

‐６‐

ｐ
）

と
同
様
の
蓋
然
判
断
的
モ
ダ
リ
テ
イ
性
が
、
Ｕ
や
６
の

「
は
ず
」
に
も
感
得

し
得
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
だ
」
と
の
連
結

と
し
て
の
助
動
詞
理
解
を
、
か
か
る
モ
ダ
リ
テ
イ
解
釈
に
必
須
の
事
と
主
張

す
る
事
は
、
十
分
な
根
拠
を
有
せ
ざ
る
事
と
な
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ

「
は

ず
だ
」
が
名
詞
述
語
で
あ
り
得
る
事
の
補
証
を
提
供
し
て
い
る
事
に
な
る
、

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

〔Ｂ
〕
既
述
の
ご
と
く
、
今
日
の

「
は
ず
だ
」
は
、
「説
明
」
モ
ダ
リ
テ
イ
性

の
論
と
別
に
、
「概
言
」
モ
ダ
リ
テ
イ
の
意
義
を
認
め
る
事
に
は
特
に
異
論

な
き
も
の
と
思
わ
れ
る

（
日
文
法
９６

ｐ
等
）
。
し
か
し
、
こ
れ
を
助
動
詞
の

一
種
と
し
て
の
意
義
と
す
る
な
ら
ば
、
次
の
点
が
問
題
に
な
る
。

既
述
の
ご
と
く
、
助
動
詞
は
第

一
義
と
し
て
は
、
前
接
用
言

（動
詞
）
の

一
部
と
し
て
、
そ
の
用
言
の
あ
り
方
を
限
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
文
末
の

「
は
ず
だ
」
も
ま
た
、
ま
ず
も

っ
て
前
接
述
語
用
言

の
あ
り
方
、
例
え
ば

「根
拠
を
も

っ
た
推
量
」
（寺
村
ｂ
２６６

ｐ
）
と
し
て
の

「
確
実
性
の
高
い
蓋
然

性
」
の
ご
と
き
客
体
的
意
味
を
加
え
る
事
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
前
接
述
語
用
言
の
内
容

（属
性
）
の
限
定
機
能
の
故
に
、
そ
の

述
語
用
言
が
文
全
体
の
叙
述
を
統
叙
す
る
働
き
を
通
し
て
、
第
二
義
的
結
果

的
に
文
全
体
の
内
容
の

「
確
実
性
の
高
い
蓋
然
性
」
を
表
出
す
る
事
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
概
言
系
に
属
す
る
と
さ
れ
る

「
よ
う
だ

。
ら



し
い
」
等
も
同
様
で
、
そ
れ
等
が

「
概
言
」
の
範
疇
の
内
部
で
の
パ
ラ
デ
イ

グ

マ
テ
イ
ツ
ク
な
表
現
意
義
の
分
担
を
し
な
が
ら
、
第

一
義
的
第
二
義
的
な

表
現
意
義
を
発
現
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
所
が
、
「
は
ず
だ
」

に
は
、

国
な
る
ほ
ど
、
戦
争
に
負
け
た
は
ず
だ
、
と
納
得
し
た

（数
学
者
）

０
ど
う
り
で
こ
の
が
め

つ
い
ば
―
さ
ん
が
、
三
カ
月
も
部
屋
代
を
待

っ
て
く

れ
た
は
ず
だ

（松
田
８５

ｐ
）

⑩
い
や
我
輩
な
ぞ
が
老
い
込
む
筈
だ
よ

（研
戒
）

の
ご
と
く
、
「
は
ず
だ
」
に
前
接
す
る
述
語
用
言
の
あ
り
方
が
、
発
話
者
に

お
い
て
は
す
で
に

「事
実
」
と
認
定
さ
れ
て
い
る
、
換
言
す
れ
ば

「
推
量
」

す
べ
き

「蓋
然
的
」
な
も
の
と
し
て
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
。

所
謂

「
さ
と
り
」
と
言
わ
れ
る

（高
橋
）
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
で
は

「蓋
然

性
」
表
現
意
義
に
反
す
る
事
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
他
の
概
言
系
助
動
詞
と

共
に
範
疇
化
す
る
事
は
出
来
ぬ
事
と
な
る
。
か
か
る

「
み
こ
み
＝
推
量
」
と

共
に

「
さ
と
り
＝
納
得
」
用
法
を
併
存
せ
し
め
て
い
る
概
言
系
の
助
動
詞
は

他
に
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
か
か
わ

っ
て
、
我
々
は
、
寺
村
氏
や
今
日
の
モ
ダ
リ
テ
イ
論
者

が
、
「
は
ず
だ
」
を

一
方

で

「
説
明
の
モ
ダ
リ
テ
イ
」
に
入
れ
て
い
る
事
に

つ
い
て
反
省
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
説
明
」
な
る
意
義
を

構
文
的
に
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
既
述
の
ご
と
く
、
「
Ｐ

（前
提
）
↓
Ｑ

（結
論
と

の
Ｐ
に
対
す
る
Ｑ
の
意
義
の
表
出
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
少
な
く

と
も
、
Ｑ
部
分
の
叙
述
全
体
に
第

一
義
的
に
か
か
わ
る
機
能
を

「
は
ず
だ
」

が
有
し
て
い
る
、
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
概
言
系
の
助
動
詞
が
、
第

一
義
的
に
は
直
接
の
述
語
用
言
の

「概
ね
こ
う
で
あ
ろ
う
」
事
を
限
定
し
、

そ
の
述
語
用
言
の
文
全
体

（例
え
ば
Ｑ
）
を
統
叙
す
る
機
能
を
通
し
て
、
第

二
義
的
結
果
的

に
文
全
体

の
内
容
を

「
概
ね
こ
う
で
あ
ろ
う
と
述

べ
る
」

（寺
村
ｂ
２２２

ｐ
）
事
に
な
る
の
と
は
根
本
的
に
構
文
意
義
を
異
に
す
る
モ
ダ

リ
テ
イ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る

「
は
ず
だ
」
の
説
明
モ

ダ
リ
テ
イ
の
存
在
を
、
前
述
の

「
さ
と
り
」
用
法
の
存
在
に
照
応
し
て
み
る

時
、
こ
の

「
さ
と
り
」
用
法

の
存
在
は
、
「
は
ず
だ
」
が
他

の
概
言
系
助
動

詞
と
異
な
り
、
助
動
詞
な
ら
ぎ
る
事
の
根
拠
の

一
つ
を
提
供
し
て
い
る
ご
と

く
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

〔Ｃ
〕
第
二
に
論
ず
べ
き
は
次
の
点
で
あ
る
。

木
下
り
か
氏
は
、
「
は
ず
だ
」
と

「
よ
う
だ

。
ら
し
い
」
と
の
間
で

「推

量
」
の
あ
り
方
に
相
異
が
あ
る
と
し
て
、
「
は
ず
だ
」
は

「
か
ら
」
等
で
前

接
す
る

「
理
由
節
」
と
共
起
し
得
る
が
、
「
よ
う
だ

。
ら
し
い
」
は
共
起
し

得
ぬ
と
し
て
、
次
の
例
を
示
し
た
。

岡

ａ
こ
ん
な
に
顔
が
赤
い
ん
だ
か
ら
熱
が
あ
る
は
ず
だ
。

ｂ
こ
ん
な
に
顔
が
赤
い
ん
だ
か
ら
熱
が
あ
る
よ
う
だ
／
ら
し
い
。

ｍ

ａ

（遠
く
の
看
板
の
線
の
配
列
を
見
て
）
花
屋
と
書
い
て
あ
る
は
ず
だ
。

ｂ

（遠
く
の
看
板
の
線
の
配
列
を
見
て
）
花
屋
と
書
い
て
あ
る
よ
う
だ
／

ら
し
い
。
（木
下
１６９

ｐ
）

岡
に
お
い
て
は
、
ｂ
が
非
文
で
あ
り
、
ｍ
に
お
い
て
は

ａ
が
非
文
で
あ
る
と

し
た
。
そ
の
理
由
を
木
下
氏
は
、
囲
で
は

「
は
ず
だ
」
が
理
由
節
と
整
合
的

に
対
応
し
得
る
が
、
「
よ
う
だ

。
ら
し
い
」
は
対
応
じ
得
ぬ
性
格
を
示
し
て

お
り
、
こ
の
点
が
間
で
は
逆
な
証
拠
を
提
示
し
て
い
る
事
に
な
る
か
ら
だ
、



と
し
た
。
す
な
わ
り
、
ｍ
で
は

「
明
示
で
き
る
証
拠
」
の
な
い
場
合
で
あ
る

た
め
、
「
は
ず
だ
」
は
適
切

で
は
な
い
の
だ
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

ｍ
の
場
合
は
、
弓
以
前
か
ら
そ
の
店
は
花
屋
だ
と
聞
い
て
い
た
』
と
い
う
よ

う
な
明
示
化
で
き
る
根
拠
の
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
（
ａ
は
）
非
文
で
は

な
い
が
、
は

っ
き
り
見
え
な
い
看
板
上
の
線
の
配
列
を
根
拠
と
し
て

『
花
屋

と
書
い
て
あ
る
』
と
す
る
場
合
は
非
文
で
あ
る
」
と
し
た
の
で
あ
る

（木
下

‐６９

ｐ
）
０
し
か
し
、

輸
花
の
絵
と
二
字
の
漢
字
が
見
え
る
か
ら
花
屋
と
書
い
て
あ
る
は
ず
だ
。

の
ご
と
き
言
い
方
は
、
必
ず
し
も
不
自
然
と
は
言
え
ぬ
ご
と
く
思
わ
れ
る
。

こ
の
事
を
考
え
て
み
る
と
、
木
下
氏
の
言
う

「
明
示
化
出
来
る
証
拠
」
と
い

う
の
は
、
必
ず
し
も
日
常
生
活
上
の
常
識
等
か
ら
す
る
、
現
実
的
合
理
的
な

根
拠
の
明
示
、
と
い
う
事
で
は
な
く
、
「
は
ず
だ
」
文
は
、
「～
な
ら

（だ
か

ら
）
～
は
ず
だ
」
と
い
う
、
ま
さ
に
寺
村
氏

の
言
う

「
Ｐ

（根
拠
）
↓
Ｑ

（結
論
と

な
る
表
現
構
造
を
必
要
と
す
る
文
だ
、
と
い
う
事
に
な
る
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば

「
は
ず
だ
」
表
現
は
、
そ
れ
に
前
接
す
る
単

文
的
叙
述
の
み
で
は
基
本
的
に
表
現
意
義
を
完
成
し
得
ぬ
の
で
あ
り
、
必
ず

「
は
ず
だ
」
と
言
え
る
理
由
根
拠
に
相
当
す
る
情
報
と
対
応
表
示
さ
れ
る
時
、

自
然
な
表
現
と
な
る
も
の
だ
、
と
言
え
る
ご
と
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
勿

論
、
そ
の
理
由
根
拠
の
部
分
が
、
必
ず
複
合
文
と
し
て
前
接
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
、
と
い
う
事
で
は
な
く
、
前
文
と
し
て
あ
る
い
は
文
脈
中
に
顕
示
乃
至

暗
示
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
顕
示
乃
至
暗
示
さ
れ

て
い
る
と
い
う
前
提
で
使
用
さ
れ
る
、
と
い
う
、
そ
う
い
う
制
約
を
有
す
る

表
現
意
義
を
提
示
す
る
も
の
だ
、
と
言
え
る
ご
と
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
木
下
氏
は
、
「
は
ず
だ
」
を

「
に
ち
が
い
な
い
」
「
か
も
し
れ
な
い
」

と
比
較
し
て
、
後
者
は
判
断
の
結
果
が
必
ず
し
も

一
つ
で
な
い
事
を
表
示
す

る
が
、
前
者
は
た
だ

一
つ
の
帰
結
で
あ
る
ご
と
き
表
現
に
用
い
ら
れ
る
、
と

主
張
し
た

（木
下
１７０

ｐ
）
。

ｍ

ａ
一
五
〇
〇
円
で

一
万
円
出
し
た
か
ら
、

つ
り
は
八
五
〇
〇
円
の
は
ず
だ
。

ｂ

一
五
〇
〇
円
で

一
万
円
出
し
た
か
ら
、

つ
り
は
八
五
〇
〇
円
に
ち
が
い

な
い
／
か
も
し
れ
な
い
。

の
ご
と
く
、
根
拠
か
ら
帰
結
が

一
つ
に
き
ま

っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、

ａ
は
自
然
で
あ
る
が
ｂ
は
非
文
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
右
の
例
は
先
に
山
田

進
氏
に
よ

っ
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が

（国
広
）
、
山
田
氏
は
木
下
氏

の
論
と
は
少
し
く
異
な
り
、
「
は
ず
だ
」
の
論
理
は
、
必
ず
し
も

「絶
対
確

実
に
Ｓ

（所
謂
Ｑ
部
分
）
を
導
び
き
出
す
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
」

の
で
あ
り
、
右
例
も

「
『
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
そ
う
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
』

と
い
う
含
み
が
あ
る
」
も
の
だ
と
し
た

（国
広
９８

ｐ
）
ｏ
実
際
の
例
と
し
て

は
０
例
等
、
「
き

っ
と
、
た
ぶ
ん
」
の
ご
と
き
副
詞
と
共
起
し
得
る
の
で
あ

る
か
ら
、
現
実
の
日
常
的
常
識
と
し
て
の

「
た
だ

一
つ
の
帰
結
」
を
対
応
さ

せ
る
表
現
と
は
言
い
難
い
が
、
木
下
氏
の
論
の
意
義
は
、
理
由
節
と

「
は
ず

だ
」
節
の
結
合
に
お
い
て
、
「
必
然
的
結
果
」
性
を

「主
張
す
る
」
表
現
構

造
を
有
す
る
、
と
い
う
事
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
で
参
考
に
な
る
の
は
町
田
健
氏
の
論
で
あ
る
。
氏
は
、
「
は
ず
だ
」

と

「
に
ち
が
い
な
い
」
は
共
に

「
Ｐ

（根
拠
）
↓
Ｑ

（判
断
と

な
る
論
理

構
造
を
必
要
と
す
る
表
現
と
し
な
が
ら
も
、
「
は
ず
だ
」
が

「
『
Ｐ
だ
か
ら
Ｘ

だ
』
み
た
い
な
ま
と
も
な
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
判
断
」
を
表
現
す
る
も
の



で
あ
る
に
対
し
て
、
「
に
ち
が
い
な
い
」
は

「
『
Ｐ
だ
。
そ
し
て
Ｘ
は
必
然
的

だ
』
み
た
い
な

（中
略
）
ま
と
も
な
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
判
断
を
表
す
の

で
は
な
い
」
「
ま
あ
結
構
あ
る
ん
だ
な
」
程
度
の
因
果
関
係
の
必
然
性
を
主

張
す
る
表
現
だ
、
と
し
た
。
要
す
る
に
Ｐ
と
Ｑ
を
ゆ
る
や
か
に
結
合
す
る
の

が
、
「
に
ち
が
い
な
い
」
表
現
だ
と
し
た
の
で
あ
る

（町
田
１７７

ｐ
以
下
）
。

し
か
し
、
「
ら
し
い

ｏ
よ
う
だ
」
を
含
め
て
、
こ
れ
等
が
現
実
の
生
活
の

目
的
の
た
め
に
発
話
に
用
い
ら
れ
た
場
合
を
想
定
し
て
み
る
と
、
概
言
系
の

形
態
素
の
使
用
の
す
べ
て
を
通
し
て
、
い
か
よ
う
に
主
観
的
独
断
的
に
し
ろ
、

何
等
か
の
意
味
で
の
、
発
話
者
の

「
根
拠
」
の
上
で
の
使
用
で
あ
る
事
は
共

通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
結
局
、
木
下
氏
の
主
張
し
た

「
ら
し
い

ｏ
よ
う

だ
」
と

「
は
ず
だ
」
の
相
異
は
、
現
実
の
生
活
の
使
用
そ
の
も
の
に
お
い
て
、

全
く
根
拠
を
有
せ
ず
し
て
使
用
さ
れ
る
か
否
か
、
と
い
う
事
で
は
な
く
、
そ

の
形
態
素
が

「
Ｐ
↓
Ｑ
」
な
る
表
現
構
造
意
義
を
有
す
る
か
否
か
と
い
う
、

あ
く
ま
で
も
言
語
と
し
て
の
表
現
意
義
の
相
異
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
「
は
ず
だ
」
と

「
に
ち
が
い
な
い

。
か
も
し
れ
な
い
」
の
相
異
も
、
本

当
は
町
田
氏
の
言
う
ご
と
き

「
ま
と
も
な
」
推
論
か
否
か
と
い
う
事
で
は
な

く
、
「
ら
し
い

ｏ
よ
う
だ
」
と
同
様
、
こ
れ
等
も

「
Ｐ
↓
Ｑ
」
な
る
表
現
構

造
意
義
を
、
基
本
的
に
は
必
要
と
せ
ざ
る
点
で
の
相
異
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

り
、
そ
の
事
が
、
木
下
氏
や
町
田
氏
の
論
と
し
て
顕
現
し
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
か
か
る

「
は
ず
だ
」
と
異
な
る

「
ら
し
い
」
以
下
の
四
形
態

素
の
表
現
構
造
意
義
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
れ
等
四
形
態
素

が
、
共
に
助
動
詞
乃
至
そ
れ
に
近
似
の
表
現
意
義
を
有
す
る
と
い
う
事
だ
、

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
繰
返
し
来
た
る
ご
と
く
、
助
動
詞
は
第

一
義
的
に
は
直
接
の

用
言
を
限
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
言
わ
れ
て
い
る
概
言
的
モ
ダ
リ
テ
イ
意

義
は
、
直
接
に
は
そ
の
用
言
の
内
容
の

「蓋
然
性
」
の
限
定
に
あ
る
。
従

っ

て
、
第

一
義
的
に
そ
の
用
言
を
述
語
と
す
る
文

（節
）
全
体
の
叙
述
内
容
の

蓋
然
性
を
提
示
す
る
意
義
は
な
く
、
ま
し
て
、
更
に
節
を
異
に
す
る
理
由
節

と
の
意
味
関
係
を
直
接
的
に
第

一
義
的
に
提
示
す
る
表
現
意
義
は
な
い
の
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
概
言
系
の

「助
動
詞
」
は
、
理
由
節
の
存
在
を
そ
の

基
本
的
表
現
意
義
に
お
い
て
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
理
由
節
を

有
す
る
場
合
で
も
、
蓋
然
性
の
表
現
意
義
は
そ
れ
に
対
し
て

「
ま
と
も
な
因

果
関
係
」
で
な
く
て
よ
い
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
「
は
ず
だ
」
が

「
ま

と
も
な
因
果
関
係
」
を
主
張
す
る
表
現
意
義
を
有
す
る
事
は
、
「
は
ず
だ
」

が
助
動
詞
乃
至
助
動
詞
的
な
ら
ぎ
る
表
現
意
義
を
有
し
て
い
る
事
を
顕
示
し

て
い
る
事
に
な
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
点
を
な
お
考
え
て
み
る
と
、
「
は
ず
だ
」
が

「
理
由
↓
結
論
」
な

る
表
現
意
義
を
直
接
受
け
る
、

Ｏ
Ｐ
な
ら

（だ
か
ら
）
Ｑ
は
ず
だ
。

な
る
構
造
と
し
て
今
日
存
在
す
る
と
い
う
事
は
、
先
に
言
及
し
た
る
ご
と
く
、

Ｏ
Ｐ
は
Ｑ
は
ず
だ
。

な
る
コ
ピ
ユ
ラ
文
の
別
表
現
で
あ
り
変
容
で
あ
る
と
考
え
得
る
事
と
な
り
、

「
は
ず
だ
」
が
今
日
な
お
名
詞
述
語
と
し
て
機
能
し
て
い
る
事
の
証
左

で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
事
と
な
る
の
で
あ
る
。



Ⅲ

「
は
ず
だ
」
の
表
現
意
義

そ
れ
で
は
、
「
は
ず
だ
」
の
名
詞
述
語
と
し
て
の
文
末
に
お
け
る
表
現
意

義
は
い
か
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
は
ず
だ
」
に
は
大
別
し
て

「
み
こ
み
＝
推
量
」
と

「
さ
と
り
＝
納
得
」

の
二
様
の
表
現
意
義
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
来
た
事
は
既
述
の
ご
と
く
で
あ
る
。

確
か
に
今
日
、
純
粋
に
、
あ
る
い
は
明
確
に

「
さ
と
り
」
と
言
え
る
用
法
は

少
な
い
か
も
し
れ
ぬ

（松
田
６２

ｐ
）
０
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言

っ
て
、
こ
れ

が

「
は
ず
だ
」
に
お
け
る
特
殊
な
用
法
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
二
極

用
法
は
、
歴
史
的
に
は
む
し
ろ

「
さ
と
り
」
の
用
法
が
先
に
現
わ
れ
た
と
は
、

山
口
氏
の
論
に
見
え
る
所
で
あ
る

（山
口
２０２

ｐ
）
０
今
日
で
も
、
中
間
的
な

用
法
の
多
様
に
あ
る
事
は
、
松
田
礼
子
氏
の
論
ず
る
所
で
あ
る

（松
田
）
。

従

っ
て
我
々
と
し
て
は
、
か
か
る
二
用
法
を
単
に
異
な
る
用
法
と
し
て
、
あ

る
い
は

一
方
を
特
殊
用
法
と
し
て
理
解
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
の
で
、
そ
こ
に
共
通
的
表
現
意
義
を
見
出
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
点
を
考
究
す
る
手
段
と
し
て
、
筆
者
は

「
わ
け
だ
」
の
表
現
意
義
と

比
較
し
て
み
る
事
が
有
益

で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
は
ず
だ
」
の

「
さ
と
り
」
的
用
法
は

「
わ
け
だ
」
と
言
い
換
え
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る

（寺
村
ｂ
２７‐

ｐ
等
）
。

筆
者
は
前
稿

（重
見

ｅ
（注
９
こ

で
、
「
わ
け
だ
」
に
つ
い
て
、
「
当
然

・

道
理
の
帰
結
」
の
ご
と
き
意
義
を
表
出
す
る
も
の
と
し
た
。
し
か
し
、
か
か

る
意
義
は
、
「
は
ず
だ
」
に
お
い
て
も
寺
村
氏
等
に
よ

っ
て
主
張
さ
れ
て
お

り

（寺
村
ｂ
２７２

ｐ
）
ヽ
筆
者
の
か
か
る

「
わ
け
だ
」
理
解
で
は

「
は
ず
だ
」

と
の
相
異
は
見
出
せ
ぬ
事
と
な
る
。
従

っ
て
こ
こ
で
、
「
わ
け
だ
」
の
よ
り

固
有
の
表
現
意
義
を
見
出
す
事
を
含
め
て
、
改
め
て

「
は
ず
だ
」
と
の
異
同

を
考
え
て
み
る
事
と
す
る
。

ま
ず

一
般
的
な
事
実
か
ら
考
察
を
始
め
て
み
よ
う
。

⑩

一
匹
の
牝
が

一
度
に
五
匹
の
子
を
生
む
と
す
れ
ば
春
ま
で
に
地
下
組
織
の

メ
ン
バ
ー
は
秋
の
五
倍
の
数
に
ふ
く
れ
あ
が
る
わ
け
だ

（
パ
ニ
ッ
ク
）

側
水
に
船
な
ら
砂
に
も
船
で
い
い
は
ず
だ

（砂
の
女
）

側
の

「
わ
け
だ
」
を

「
は
ず
だ
」
に
換
え
る
と
、
言
わ
れ
て
い
る

「
推
量
」

的
意
義
が
生
じ
て
来
る
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
「
わ
け
だ
」
の
ま
ま

で
あ
れ
ば
、
前
の
条
件
節

（理
由
節
）
か
ら
、
論
理
的
に
本
節
の
事
が
言
え

る
、
と
い
う
表
現
と
し
て
、
「推
量
」
的
意
義
は
失
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
と
反
対
に
０
で
は
、
原
文
の

「
は
ず
だ
」
の
ま
ま
で
あ
れ
ば

「推
量
」

的
感
じ
が
あ
る
が
、
「
わ
け
だ
」
に
換
え
る
と
そ
の
感
は
な
く
な

っ
て
、
前

提
条
件
か
ら

「論
理
」
と
し
て
本
節
の
内
容
が
成
立
す
る
、
と
言

っ
た
表
現

意
義
が
生
じ
て
来
る
事
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
従

っ
て
、
推
量
的
意
義
の
発

現
を
必
要
と
す
る
場
合
は
、
「
わ
け
だ
」
は
使
え
ぬ
、
と
い
う
事
に
な
り
そ

う
で
あ
る
。
例
え
ば
、

口
昼
間
の
記
憶
で
は
も

っ
と
傾
斜
が
ゆ
る
や
か
だ

っ
た
は
ず
だ

（砂
の
女
）

ω

「
多
分
、
こ
こ
へ
行

っ
て
い
る
筈
で
す
よ
」
と
、
十
津
川
は
め
ぐ
み
に
本

籍
地
の
住
所
を
メ
モ
と
し
て
渡
し
た

（松
田
６２

ｐ
）

囲
で
は
、
こ
れ
を

「
わ
け
だ
」
に
変
え
る
と
、
原
文
に
お
け
る

「
予
想
に
反

す
る
」
と
い
う
意
義
、
す
な
わ
ち

「
も

っ
と
傾
斜
が
ゆ
る
や
か
だ

っ
た
」
事

が
記
憶
に
お
け
る

「推
量
」
的
思
い
出
し
で
あ
る
と
い
う
表
現
意
義
が
失
わ



れ
て
、
条
件
節
と
本
節
が
原
文
の
関
係
に
合
致
せ
ざ
る
表
現
に
な
る
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
口
で
は
、
「
わ
け
だ
」
に
変
え
る
と
、
「
多
分
」
な
る
副
詞
と
対

応
し
得
ぬ
事
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
ご
と
き
事
実
を
考
え
る
と
、
「
わ
け
だ
」
は

「
Ｐ
な
ら

（だ
か
ら
）

Ｑ
」
な
る
表
現
に
お
い
て
、
Ｐ
と
Ｑ
が

「論
理
的
必
然
」
関
係
を
表
現
す
る

事
と
な
り
、
「
は
ず
だ
」
の
場
合
は

「推
論
的
必
然
」
の
関
係
を
表
現
す
る

事
に
な
る
、
と
言
え
そ
う
な
事
が
判
明
す
る
。
し
か
し

一
方
で
、
既
論
の
事

を
反
省
し
て
み
る
と
、
「
は
ず
だ
」
の
か
か
る

「推
量
」
的
意
義
は
、
概
言

系
の
助
動
詞
に
準
ず
べ
き
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
特
に

「
さ
と
り
」
と
言
わ

れ
る
場
合
は
そ
う
考
え
る
事
が
不
可
能
で
あ

っ
た
。

そ
れ
で
は
、
右
の
ご
と
き

「
わ
け
だ
」
に
対
す
る

「
は
ず
だ
」
の
共
通
的

表
現
意
義
は
、
い
か
な
る
も
の
と
し
て
見
出
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は

こ
の
点
を
、
各
の
原
意
的
意
義
に
遡
る
事
に
よ

っ
て
、
理
解
し
得
る
と
考
え

Ｚり
。ま

ず

「
わ
け
だ
」
で
あ
る
が
、
先
稿
に
論
じ
た
る
ご
と
く
、
こ
れ
も
今
日

な
お
名
詞
述
語
性
に
お
い
て
理
解
し
得
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の

「
わ
け
」
は
、
歴
史
的
に
は
動
詞

「
分
く
」
か
ら
派
生
し
た
名
詞
と
し
て
、

中
世
以
前
は

「
区
別

。
相
異
」
の
ご
と
き
意
味
で
あ

っ
た
が
、
や
が
て

「
物

事
の
道
理

・
筋
目
」
、
更
に

「物
事
の
事
情

・
由
来
」
の
意
義
と
な
り
、
今

日
の

「
理
由

・
根
拠
」
の
ご
と
き
意
味
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
考

え
ら
れ
る

（真
仁
田
等
）
。
今
日
の

「
わ
け
だ
」
文
に
お
い
て
、
「当
然

・
道

理
の
帰
結
」
の
ご
と
き
意
義
と
し
た
筆
者

の
解
釈
は
、
「
わ
け
」
の
右
の
ご

と
き
名
詞
そ
の
も
の
と
し
て
の
意
義
理
解
で
は
な
く
、
寺
村
氏
の

「
既
定
の

事
実
Ｐ
を
あ
げ
、
そ
こ
か
ら
推
論
す
れ
ば
当
然
Ｑ
に
な
る
」
（寺
村
ｂ
２８５

ｐ
）

と
い
う
、
「
Ｐ
↓
Ｑ
」
な
る
表
現
順
序
に
従

っ
た
解
釈
で
あ
る
が
、
こ
の
今

日
の

「
Ｐ
な
ら

（だ
か
ら
）
Ｑ
わ
け
だ
」
表
現
を
、
本
来
の
名
詞
述
語
文
と

し
て
の
論
理
的
原
型
で
あ
る

「
Ｐ
は
Ｑ
わ
け
だ
」
な
る
コ
ピ
ユ
ラ
文
に
返
し

て
み
れ
ば
、
こ
れ
は

「
Ｐ
は
Ｑ
の

（と
な
る
）
由
来

（理
由

・
根
拠
）
だ
」

の
ご
と
き
意
義
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
Ｐ
と
Ｑ
に
対
す
る

「
わ

け
」
名
詞
の
関
係
を
考
え
て
み
る
と
、
Ｑ
と
の
関
係
は
、
寺
村
氏
で
は

「外

の
関
係
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

「相
対
的
な
内
容
補
充
」
の
関
係

で
あ
り

（寺
村

ｃ
ｌｌ８

ｐ
）
ヽ
加
藤
重
広
氏
の
言
う

「
『
で
』
を
伴
な

っ
て
文
に
開
け
る
」

（加
藤
２‐９

ｐ
）
「
内

の
関
係
」
性

で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
か
か
る

「
わ
け
」
名
詞
と
Ｑ
修
飾
部
の
関
係
を

「相
対
的
補
充
」
と
名
付
け
た
。
こ

れ
に
対
し
て
Ｐ
と

「
わ
け
」
の
関
係
は
、
Ｐ
が

「
わ
け
」
の
内
容
を
具
体
的

に
提
示
し
た
関
係

で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を

「
同
格
的
補
充
」
と
名
付
け
た

（重
見

ｅ
７

ｐ
（注
１０
じ
ｏ
か
か
る

「由
来

。
理
由

・
根
拠
」
の
意
義
と
し
て

の

「
わ
け
」
で
結
合
さ
れ
た
Ｐ
と
Ｑ
の
関
係
を
考
え
て
み
る
と
、
「
わ
け
だ
」

文
は
、
根
拠
Ｐ
か
ら
結
論
Ｑ
が

「論
理
的
必
然
」
と
し
て
導
出
さ
れ
る
と
い

う
、
表
現
意
義
を
有
す
る
事
に
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て

「
は
ず
だ
」
を
考
え
て
み
る
と
、
既
述
の
ご
と
く
、
「
は

ず
」
は
歴
史
的

に
は
弓

に
弦
が

「適
切

に
は
ま
り
込
む
所
」
の
意
か
ら
、

「適
中
す
る
事
」
「事
の
当
然
な
る
こ
と
」
（大
日
本
国
語
辞
典
（注
Ｈ
こ

の
ご

と
き
比
喩
的
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
る
事
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
「
わ
け
だ
」
の
ご
と
く
、
「
論
理
」
と
し
て
の
そ
れ

で
は
な
く
、
弓
を
扱
う
経
験
か
ら
生
れ
た

「勘
」
と
し
て
の
当
然
性
の
認
定



で
あ
り
、
そ
の
比
喩
的
用
法
と
し
て
の

「
主
体
的
推
論
」
に
よ
る

「当
然
」

判
断
の
意
義
を
今
日
で
も
受
継
ぐ
事
に
な

っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
「
は
ず
だ
」
の
場
合
も
、
今
日
の
側
の
論
理
的
原
型
と
し
て
の
⑩
の

ご
と
き

コ
ピ

ユ
ラ
文
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

「
わ
け
だ
」
と
同
様
、

「
は
ず
」
名
詞
と
Ｑ
は

「
相
対
的
補
充
」
の
関
係
で
あ
り
、
「
は
ず
」
と
Ｐ
の

関
係
は

「
同
格
的
補
充
」
と
し
て
、
「
Ｐ
は
Ｑ
に
適
中
す
る
も
の
だ
」
の
意

義
で
あ
り
、
「
Ｐ
な
る
根
拠
は
Ｑ
な
る
結
論
の
必
然
性
を
保
証
す
る
も
の
だ
」

の
ご
と
き
表
現
意
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

「
保
証
」

の
意
義
は
、
「
わ
け
」
の
ご
と
き

「客
観
的
論
理
」
で
は
な
く
、
「主
観
的
推

論
」
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
表
現
意
義
を
、
今
日
の

「
Ｐ
な
ら

（だ
か
ら
）
Ｑ
は
ず
だ
」
表
現
に
お
い
て
も
、
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
「
は
ず
だ
」
に
概
言
的
意
義
の
生
ず
る
理
由
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
か
か
る

「
は
ず
だ
」
表
現
の

「推
量
」
的
意
義
は
、
Ｐ
と
Ｑ
の

関
係
付
け
に
か
か
わ
る
意
義
で
あ

っ
て
、
Ｑ
な
る
情
報
そ
の
も
の
が
推
量
さ

る
べ
き

「蓋
然
的
事
態
」
な
る
事
を
表
現
す
る
意
義
で
は
な
い
。
こ
の
点
が

既
掲
の
ご
と
き
概
言
系
の
助
動
詞
と
根
本
的
に
異
な
る
所
で
あ
る
。
そ
の
故

に
こ
そ
、
「
さ
と
り
」
と
言
わ
れ
る
、
Ｑ
自
身
と
し
て
は
発
話
者
に
お
い
て

確
定
し
た
情
報
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
も
使
用
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
た
だ

こ
の
場
合
は
、
「
Ｐ
か
ら
事
実
Ｑ
は
当
然
推
論
さ
れ
る
事
だ

っ
た
」
の
ご
と

き
表
現
意
義
と
な
る
た
め
、
端
的
に
言
え
ば

「
Ｐ
で
あ
れ
ば

（あ
る
か
ら
）

Ｑ
で
あ
る
事
は
当
然
だ
」
な
る
意
義
と
し
て
、
「
Ｐ
で
あ
れ
ば

（あ
る
か
ら
）

Ｑ
で
あ
る
事
は
道
理
だ
」
の
ご
と
き
、
「
わ
け
だ
」
と
相
似
の
表
現
意
義
と

な
り
、

Ｐ
と
Ｑ

の
関
係
を
必
然
的

な
も

の
と
断
定
す

る
ご
と
き
表

現
意
義

か

ら
、

Ｑ
自
身

の
存
在
を

「
さ
と
り

。
納
得
」
す

る
ご
と
き
表
現
効

果
を
生
ず

る
も

の
と
考

え
ら
れ

る

の
で
あ

る
。
反
対

に

「
み

こ
み
」

と
言

わ
れ
る
場
合

は
、

Ｑ
が
確
定

し
た
事
実

な
ら
ぎ

る
場
合

で
あ

る
か
ら
、

Ｐ
か
ら
Ｑ
を
推
論

す

る
と

い
う
意
義

が
、

あ
た
か
も
Ｑ
自
身

の
存
在
を
推
量
す

る
ご
と
き
、
他

の
概
言
系
助
動
詞
と
相
似

の
表
現
効
果
を
発
現
す

る
事

に
な
る
と
考

え
ら
れ

る

の
で
あ

る
。

し
か
し

そ
れ
は
、
あ
く
ま

で
も
効
果

で
あ

っ
て
、

「
は
ず
だ
」

の
助
動
詞
的
意
義

に
よ
る
も

の
で
は
な

い
、

と
考

え
ら
れ

る

の
で
あ

る
。

注（
１
）

引
用
例
文
の
現
代
語
例
は
、
Ｃ
Ｄ
版

〈新
潮
百
選
〉
に
よ
り
、
そ
の
小
説

略
名
を
記
す
。
近
世
例

〈
キ
リ
シ
タ
ン
版
ぎ
や
と
ぺ
か
ど
る
〉
は
豊
島
正
之

編
に
よ
る
。
他
研
究
者

の
借
用
は
該
当
論
文
名
を
記
す
。

（
２
）

論
文
引
用
は
、
次

の
傍
線
部

の
略
称
に
よ
る
。

川
劇
重
広

〈
日
本
語
修
飾
構
造
の
語
用
論
的
研
究
〉
（
鶴
）

北
原
保
雄

〈
日
本
語
助
動
詞
の
研
究
〉
（
■
）

利
刊

り
か

「
ハ
ズ
ダ
の
意
味
分
析
」
日
本
語
教
育
９２

（
Ｗ
）

国
広
哲
彊
編

〈
こ
と
ば
の
意
味
３
〉
（
観
）

重
見

一
行

ａ

〈助
詞

の
構
文
機
能
研
究
〉
（
鶴
）
ｂ

〈助
動
詞

の
構
文
機

能
研
究
〉
（
鶴
）

ｃ

〈
日
本
語

の
文
法
を
考
え
る
〉
（
“
）
ｄ

「
『
も

の

だ
』
文

の
構
造
と
表
現
」
国
語
国
文
７２
の
■

（
胡
）

ｅ

「
『
わ
け
だ
』

文

の
基
本
構
造
と
多
様
性
」
就
実
論
叢
３３

（
硼
）

高
橋
太
郎

「
は
ず
が
な

い
』
と

『
は
ず
じ

ゃ
な

い
Ｌ

曇
呈
旧
生
活

２８９

（
Ъ
）

制
樹
秀
夫

ａ

〈
日
本
語

の
シ
ン
タ
ク
ス
と
意
味
Ｉ
〉
（
翻
）
ｂ

〈
日
本
語

の
シ
ン
タ
ク
ス
と
意
味
Ⅱ
〉
（
割
）

ｃ

〈
日
本
語
の
文
法

（下
》

（
阻
）



西
山
佑
司

〈日
本
語
名
詞
句
の
意
味
論
と
語
用
論
〉
（切
）

仁
田
義
雄
他
編

〈日
本
語
の
文
法
３
〉
（別
）

日
本
語
記
述
文
法
研
究
会

〈現
代
日
本
語
文
法
④
〉
（切
）

日
野
資
義

〈形
式
語
の
研
究
〉
（■
）

町
田
健

〈日
本
語
の
し
く
み
が
わ
か
る
本
〉
（別
）

真
仁
田
栄
治

「助
動
詞
相
当
表
現

『わ
け
だ
』
の
文
」
同
志
社
国
文
学
５４

（■
）

松
田
礼
子

「『は
ず
だ
』
に
関
す
る
一
考
察
」
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌

２６
の
１

（ワ
）

森
野
崇

「『
モ
ダ
リ
テ
イ
』
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
国
文
学
研
究
１４２

（ｕ
）

山
口
売
三

〈助
動
詞
史
を
探
る
〉
（鶴
）

渡
辺
や
す
子

「
日
本
語
に
お
け
る

『な
ら
』
と

『は
』
の
関
連
に
つ
い

て
」
純
心
人
文
研
究
Ｉ

（“
）

渡
辺
実

〈国
語
構
文
論
〉
（「
）

（３
）

「
モ
ダ
リ
テ
イ
」
と
し
て
は
、
〈日
文
法
〉
の
ご
と
く

「判
断
」
を
加
え
る

の
が
正
当
で
あ
ろ
う
。

（４
）

「
ム
ー
ド
・
モ
ダ
リ
テ
イ
」
に
つ
い
て
は
様
々
の
理
解
の
あ
る
所

（森
野
）

で
あ
る
が
、
「文
の
述
べ
方
」
に
現
わ
れ
た

「話
し
手
の
発
話
時
に
お
け
る

心
的
態
度
」
（現
日
法
１

・
３
ｐ
）
と
し
て
お
く
。

（５
）

助
動
詞
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
語

・
形
態
素
は
、
現
実
の
発
話
に
お
い

て
は
、
す
べ
て
コ
ト
的

（客
体
的
＝
記
号
的
）
意
味
と
共
に
、
モ
ダ
リ
テ
イ

的

（主
体
的
＝
運
用
的
）
意
味
を
見
出
し
得
る
事
は
、
重
見
ｂ

。
ｃ
等
で
繰

返
し
論
じ
て
来
た
。

（６
）

重
見
ｂ
第
二
章
第

一
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（７
）

日
本
語
に
お
け
る
コ
ピ
ユ
ラ
文
を
想
定
す
る
時
、
そ
こ
に
は

「Ａ
は
Ｂ

だ
」
型
と

「
Ａ
が
Ｂ
だ
」
型
が
あ
る
。
こ
れ
を

「措
定
」
と

「指
定
」
に
分

類
す
る
理
解
も
あ
る

（西
山
）
が
、
元
来
の
論
理
学
的
意
義
か
ら
す
れ
ば
、

日
本
語
と
し
て
は
前
者
が

「措
定
」
の
意
義
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
「措
定
」
が
Ａ
な
る
命
題
を
掲
げ
て
、
そ
れ
の
内
包
外
延
を
加
え

る
べ
き
命
題
を
Ｂ
と
し
て
対
置
表
現
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
、
Ａ

と
Ｂ
の
関
係
は
、
情
報
的
に

「
よ
り
旧
↓
よ
り
新
」
な
る
不
等
号
の
関
係
を

な
す
と
考
え
ら
れ
る
。
「
は
」
助
詞
が
か
か
る
関
係
を
形
成
す
る

一
種
の
接

続
助
詞
の
意
義
を
有
す
る
事
は
、
筆
者
の
論
じ
来
た
る
所
で
あ
る

（重
見

ａ
・
ｃ
）。
こ
れ
に
対
し
て

「
が
」
は
そ
の
格
助
詞
性
、
す
な
わ
ち
補
足
語

補
充
成
分
＝
連
用
修
飾
成
分
を
形
成
す
る
意
義
に
お
い
て
、
「
よ
り
新
十
よ

り
旧
」
な
る
情
報
構
造
を
形
成
す
る
点
で

「措
定
」
の
意
義
を
失
う
の
で
あ

る

（重
見
↓
。

（８
）

確
定
条
件
接
続
の
場
合
は
、
「
は
」
の
本
来
的
意
義
か
ら
逸
脱
す
る

（重

見

ａ
。
ｃ
）。
し
か
し

「条
件
提
示
」
的
意
義
に
お
い
て
は
、
な
お
コ
ピ
ユ

ラ
文
の
変
容
の
中
に
と
ど
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（９
）

こ
の
稿
の
通
時
的
使
用
変
化
表
と
そ
れ
に
伴
う
説
明
に
誤
り
が
あ
る
の
で
、

後
日
訂
正
し
た
い
。

（１０
）

実
際
に
は

「Ｑ
と
い
う
わ
け
だ
」
な
る
例
も
多
い
。
か
か
る
場
合
の
Ｑ
と

「
わ
け
」
は
同
格
的
補
充
の
関
係
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
点
は
先
稿

（重
見
ｅ
）
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（１１
）

山
口
氏
論
文
か
ら
の
借
用
。


