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真
剣
摘
ま
み
取
り　
　
　

古
田
島
洋
介
＊
日
本
文
化
学
科　

教
授　

日
中
比
較
文
学

う
な
語
句
が
補
語
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
よ
う
。
紙
幅
を
節
約
す
る
た

め
、
一
書
だ
け
を
観
察
す
る
。
お
そ
ら
く
現
行
の
漢
文
参
考
書
の
な
か
で
最
も
豊
富

に
訓
読
の
知
識
を
提
供
し
て
く
れ
る
多
久
弘
一
・
瀬
戸
口
武
夫
『
漢
文
解
釈
辞
典
』

の
文
型
解
説
を
左
に
紹
介
し
て
み
よ
）
1
（
う
。
引
用
は
「
補
語
」
の
現
れ
る
文
型
だ
け
に

限
る
。
ま
ず
は
文
型
三
Ｂ
だ
。

三
Ｂ
〔
主
語
〕+

〔
述
語
〕+

於
〔
補
語
〕

1
忠
言ハ

逆ラ
フ巴

於
耳ニ
馬　
　

2
彼
帰ル
覗

郷ニ

。　　

3
水
為ル
覗

氷ト

。　　

4
上
杉ノ

軍
渡ル
巴

犀
川ヲ
馬

　

こ
こ
に
い
う
〔
述
語
〕
は
、
例
文
1
〜
4
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
動
詞
を
指
し
て
い

る
と
考
え
て
よ
い
。
端
的
に
動
詞
と
記
さ
ず
、
広
く
〔
述
語
〕
と
し
た
の
は
、
た
と

え
ば
「
霜
葉ハ

紅ナ
リ巴

於
二
月ノ

花ヨ
リ
モ

蚤

」（
霜さ
う

葉え
ふ

は
二に
ぐ

月わ
つ

の
花は
な

よ
り
も
紅
く
れ
な
ゐな
り
／
〔
唐
〕
杜
牧

「
山
行
」
詩
）
の
「
紅
」
の
よ
う
に
、
当
該
語
位
に
形
容
詞
が
入
る
場
合
も
考
慮
し

て
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
な
ぜ
形
容
詞
を
〔
述
語
〕
と
す
る
例
文
を

一
つ
も
挙
げ
な
い
の
か
少
し
疑
問
に
も
思
う
が
、
今
は
問
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。

　

肝
腎
な
の
は
、
前
置
詞
「
於
」
に
下
接
す
る
「
補
語
」
だ
。「
於
〔
補
語
〕」
と
い

う
書
き
方
か
ら
見
れ
ば
、
前
置
詞
「
於
」
が
従
え
る
名
詞
を
「
補
語
」
と
呼
ん
で
い

る
よ
う
に
思
え
る
。
け
れ
ど
も
、
例
文
1
な
ら
ば
名
詞
「
耳
」
が
「
補
語
」
に
当
た

る
と
し
て
も
、
例
文
2
〜
4
に
は
「
於
」
が
見
え
ず
、
名
詞
「
郷
・
氷
・
犀
川
」
が

あ
る
だ
け
だ
。
と
い
う
こ
と
は
、「
於
〔
補
語
〕」
と
記
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
実

際
は
「〔
補
語
〕
＝
（
於
＋
）
名
詞
」
と
の
意
味
合
い
な
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
〈「
補

語
」
は
名
詞
だ
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
前
置
詞
「
於
」
を
冠
す
る
こ
と
も
あ
る
〉
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。
何
や
ら
紛
ら
わ
し
い
書
き
方
だ
が
、
要
す
る
に
、
前
置
詞

「
於
」
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
動
詞
「
逆さ

か

ら
ふ
・
帰か
へ

る
・
為な

る
・
渡わ
た

る
」
な
ど

真
剣
摘
ま
み
取
り

　

―
　

漢
文
法
の
「
補
語
」
に
つ
い
て
（
初
稿
）
　

―
　

古
田
島
洋
介＊

一　

問
題
の
所
在

　

一
般
に
「
補
語
」
と
い
う
文
法
用
語
を
聞
け
ば
、
英
文
法
に
い
う
「
補
語
」、
す

な
わ
ち
五
文
型
の
う
ち
第
Ⅱ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
Ｃ
〉
お
よ
び
第
Ⅴ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
Ｏ
Ｃ
〉
に

お
け
る
〈
Ｃ
〉
を
想
い
起
こ
す
だ
ろ
う
。
品
詞
と
し
て
は
、
名
詞
相
当
語
句
（
名

詞
・
名
詞
句
な
ど
）
ま
た
は
形
容
詞
相
当
語
句
（
形
容
詞
・
形
容
詞
句
な
ど
）
が
補

語
〈
Ｃ
〉
と
な
る
。
今
日
の
「
民
草
悉
皆
英
会
話
」
の
風
潮
の
な
か
、
英
文
法
を
嫌

う
向
き
も
多
い
と
は
い
え
、
す
で
に
補
語
〈
Ｃ
〉
は
日
本
国
民
の
常
識
と
称
し
て
よ

い
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
英
文
法
と
は
異
な
り
、
ほ
と
ん
ど
誰
も
見
向
き
も
し
な
い
漢
文
法
で

は
、
補
語
〈
Ｃ
〉
の
性
質
が
大
き
く
変
化
す
る
。
い
わ
ば
人
目
を
忍
ん
で
姿
形
を
変

え
、
漢
文
法
独
特
の
装
い
を
身
に
ま
と
う
の
だ
。
論
よ
り
証
拠
、
漢
文
法
で
ど
の
よ
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二
〇
一
五
年

れ
で
一
つ
の
方
針
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
、
結
果
と
し
て
、
そ
れ
が
教
授
法
と
し
て
最
善
か
ど
う
か
は
、
ま
た
異

な
る
性
質
の
話
だ
。
著
者
の
言
い
分
を
す
べ
て
認
め
る
と
し
て
も
、
文
型
三
Ｂ
に
示

さ
れ
た
「
補
語
」
が
英
語
の
「
補
語
」
と
大
い
に
異
な
る
点
は
否
め
ま
い
。
右
の
文

型
三
Ｂ
は
英
語
の
第
Ⅱ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
Ｃ
〉
に
相
当
す
る
は
ず
だ
が
、
英
語
の
「
補

語
」
感
覚
で
す
ん
な
り
納
得
で
き
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
例
文
3
「
水
為ル
覗

氷ト

」
く
ら

い
の
は
ず
だ
。
右
に
言
及
し
た
と
お
り
、
例
文
4
「
上
杉ノ

軍
渡ル
巴

犀
川ヲ
蚤

」
は
、
他
動

詞
「
渡
」
を
用
い
た
第
Ⅲ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
Ｏ
〉
に
し
か
見
え
な
い
だ
ろ
う
。
例
文
2

「
彼
帰ル
覗

郷ニ

」
も
、「
帰
」
を
他
動
詞
と
捉
え
、
第
Ⅲ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
Ｏ
〉
と
答
え
る
向

き
が
大
半
を
占
め
る
の
で
は
な
い
か
。「
帰
郷
」
か
ら
英
語
〈return 

hom
e

〉
を

連
想
す
れ
ば
、
副
詞
〈hom

e

〉
に
当
た
る
「
郷
」
を
文
型
の
成
分
か
ら
外
し
て
、

第
Ⅰ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
〉
と
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
文
1
「
忠
言ハ

逆ラ
フ巴

於
耳ニ
蚤

」
に
至

っ
て
は
、〈
前
置
詞
「
於
」
＋
名
詞
「
耳
」〉
が
副
詞
句
と
し
か
思
え
な
い
た
め
、
第

Ⅱ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
Ｃ
〉
と
考
え
る
向
き
は
皆
無
、
ま
ず
全
員
が
第
Ⅰ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
〉
と

答
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
英
語
の
「
補
語
」
と
は
食
い
違
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
、「
補
語
」
の
現
れ
る
文
型
四
Ａ
〜
Ｃ
を
見
て
み
よ
う
。

四
Ａ
〔
主
語
〕+

〔
述
語
〕+

〔
目
的
語
〕+

於
〔
補
語
〕

　

1
孔
子
問フ
巴

礼ヲ

於
老
子ニ
馬　
　

2
余
観ル
巴

花ヲ

嵐
山ニ
馬　
　

3
人
謂フ
巴

彼ヲ

大
丈
夫ト
馬

　

4
父
救フ
巴

子ヲ

於
火
中ヨ
リ馬

四
Ｂ
〔
主
語
〕+

〔
述
語
〕+

〔
補
語
〕+

〔
目
的
語
〕

　

1
彼
与フ
巴

我ニ

書ヲ
馬　
　

2
奈
何ゾ

責メ
ン巴

人ニ

於
全キ
ヲ馬

四
Ｃ
〔
主
語
〕+

〔
述
語
〕+

〔
補
語
〕+

於
〔
補
語
〕

　

1
管
仲
仕フ
巴

桓
公ニ

於
斉ニ
馬　
　

2
乗ル
巴

舟ニ

江
湖ニ
馬

に
補
充
さ
れ
る
成
分
を
一
括
し
て
「
補
語
」
と
称
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

事
実
、
こ
の
文
型
で
は
、〔
述
語
〕
の
動
詞
が
自
動
詞
で
あ
る
点
に
重
き
が
置
か

れ
て
い
る
ら
し
く
、
著
者
自
ら
次
の
よ
う
に
「
説
明
」
を
記
し
て
い
る
。

補
語
は
述
語
（
自
動
詞
）
の
意
味
を
補
う
語
で
ニ
・
ト
・
ヨ
リ
と
送
り
仮
名
す

る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
し
述
語
が
行
ク
の
類
「
渉わ
た
ル・

渡ル

・
登ル

・
越こ
ユ

・
飛ブ

・
攀よ
ヅ

・

泳グ

」
な
ど
の
場
合
は
ヲ
と
送
り
仮
名
す
る
こ
と
が
多
い
。

　

明
ら
か
に
、
訓
読
に
用
い
る
日
本
語
を
念
頭
に
置
い
て
の
説
明
だ
。
た
し
か
に
、

四
つ
の
例
文
に
見
え
る
述
語
「
逆
ら
ふ
・
帰
る
・
為
る
・
渡
る
」
は
、
す
べ
て
日
本

0

0

語
と
し
て
は

0

0

0

0

0

自
動
詞
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
例
文
4
「
上
杉ノ

軍
渡ル
巴

犀
川ヲ
蚤

」

の
「
渡
」
が
漢
文
す
な
わ
ち
古
典
中
国
語
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

自
動
詞
と
言
え
る
の
か
に
つ
い
て

は
、
か
な
り
疑
問
の
余
地
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
一
文
を
〈T

he 
soldiers of U

esugi crossed the River Sai.

〉
と
で
も
英
訳
し
て
み
れ
ば
、
た
だ

ち
に
わ
か
る
。〈cross

〉
が
他
動
詞
で
あ
る
こ
と
は
自
明
だ
ろ
う
。
実
際
、
著
者
自

身
も
自
動
詞
と
他
動
詞
の
区
別
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
は
意
識
し
て
お
り
、
左
の
よ
う

に
補
足
し
て
い
る
。

な
お
英
語
な
ど
の
よ
う
に
目
的
語
と
補
語
の
区
別
は
う
る
さ
く
い
う
こ
と
は
あ

ま
り
な
い
し
、
漢
文
で
は
決
定
し
に
く
い
場
合
も
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
本
で
は

一
応
区
別
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

そ
も
そ
も
古
典
中
国
語
に
お
い
て
自
動
詞
と
他
動
詞
の
区
別
が
明
確
で
な
い
以
上
、

敢
え
て
区
別
す
る
と
な
れ
ば
、
訓
読
す
る
さ
い
の
扱
い
、
つ
ま
り
日
本
語
と
し
て
自

動
詞
な
の
か
他
動
詞
な
の
か
を
基
準
に
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
こ
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摘
ま
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取
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古
田
島
洋
介

文
か
と
思
い
き
や
、
例
文
1
「
彼
与フ
巴

我ニ

書ヲ
蚤

」
を
見
て
、
不
思
議
な
思
い
に
囚
わ
れ

る
の
で
は
な
い
か
。
誰
の
目
に
も
、
こ
の
例
文
1
は
、「
我
」
を
間
接
目
的
語

（IO

）、「
書
」
を
直
接
目
的
語
（D

O

）
と
す
る
英
語
の
第
Ⅳ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
Ｏ
Ｏ
〉

に
映
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
間
接
目
的
語
（IO

）
の
「
我
」
を
「
補
語
」
と
呼
ぶ

の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
当
惑
は
、
例
文
2
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
増
幅
さ
れ
る
に
違

い
な
い
。
文
型
に
は
「〔
補
語
〕+

〔
目
的
語
〕」
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
の
に
、
例

文
2
で
は
、「
於
全
」
の
ご
と
く
、
目
的
語
「
全
」
に
前
置
詞
「
於
」
が
冠
せ
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
の
四
Ｂ
に
関
す
る
「
説
明
」
に
「
こ
れ
は
補
語

が
目
的
語
の
前
に
あ
る
場
合
で
、
前
置
詞
を
用
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
記

し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
な
ぜ
文
型
に
「
於
〔
目
的
語
〕」
の
ご
と
く
前

置
詞
「
於
」
を
示
し
て
お
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
前
置
詞
「
於
」
を
使
う
の
が
よ
ほ

ど
の
例
外
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
二
つ
し
か
挙
げ
て
い
な
い
例
文
の
一
つ
に
そ
れ
ほ
ど

の
例
外
を
組
み
入
れ
た
の
か
。
今
一
つ
す
っ
き
り
し
な
い
印
象
で
あ
る
。
お
そ
ら
く

例
文
2
は
、
た
と
え
ば
「
躬
自ラ

厚ク
シ
テ

而
薄ク

責ム
レ
バ

巴

於
人ヲ
芭

則チ

遠ザ
カ
ル覗

怨ミ
ニ

矣
」（
躬み

自み
づ
から

厚あ
つ

く
し
て
薄う
す

く
人ひ
と

を
責せ

む
れ
ば
、
則す
な
はち

怨う
ら

み
に
遠と
ほ

ざ
か
る
／
『
論
語
』
衛
霊
公
）
に
見

え
る
表
現
「
責
於
Ｎ
」
の
Ｎ
に
「
全
」
を
入
れ
、
さ
ら
に
「
責
」
の
対
象
た
る

「
人
」
を
加
え
て
、「
責
人
於
全
」
と
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
。「
責
」
は
「
求
め
る
」

意
で
あ
る
か
ら
、
英
語
で
言
え
ば
〈I asked him

 for m
oney.

〉
と
同
じ
構
文
だ
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
誰
が
見
て
も
第
Ⅲ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
Ｏ
〉
そ
の
も
の
で
あ
り
、〈for 

m
oney

〉
に
相
当
す
る
「
於
全
」
は
副
詞
句
と
考
え
る
の
が
通
常
の
文
法
感
覚
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　

四
Ｃ
も
、
何
や
ら
腑
に
落
ち
な
い
思
い
を
す
る
だ
ろ
う
。「〔
主
語
〕+

〔
述
語
〕

+

〔
補
語
〕」
は
、
誰
が
見
て
も
英
語
の
第
Ⅱ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
Ｃ
〉
だ
。
け
れ
ど
も
、

例
文
1
「
管
仲
仕
桓
公
」
も
例
文
2
「
乗
舟
」
も
、
一
見
〈（
Ｓ
）
Ｖ
Ｏ
〉
と
し
か

思
え
な
い
構
文
で
あ
る
。
前
掲
の
三
Ｂ
に
お
け
る
自
動
詞
云
々
を
思
い
出
し
、
自
動

　

四
Ａ
に
い
う
「
於
〔
補
語
〕」
も
、
四
つ
の
例
文
か
ら
推
し
て
、
一
応
は
右
の
文

型
三
Ｂ
に
見
え
た
「
於
〔
補
語
〕」
と
同
じ
意
味
合
い
に
受
け
取
っ
て
よ
か
ろ
う
。

つ
ま
り
、
実
際
は
「〔
補
語
〕
＝
（
於
＋
）
名
詞
」
と
解
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
。
た
だ

し
、
直
前
に
〔
目
的
語
〕
が
位
置
し
て
お
り
、〔
述
語
〕
が
他
動
詞
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
な
た
め
、
こ
の
「
於
〔
補
語
〕」
は
、
自
動
詞
の
補
充
成
分
で
は
な
い
。
英

語
の
第
Ⅲ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
Ｏ
〉
に
後
置
さ
れ
た
要
素
を
、
す
べ
て
一
括
し
て
「
補
語
」

と
呼
ん
で
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
前
置
詞
「
於
」
の
有
無
に
つ
い
て
、
著
者

は
「
説
明
」
に
「
目
的
語
と
補
語
と
の
間
が
明
瞭
で
あ
る
場
合
な
ど
は
略
す
る
こ
と

が
あ
る
」
と
記
す
が
、
こ
れ
は
例
文
2
「
余
観ル
巴

花ヲ

嵐
山ニ
蚤

」
に
関
す
る
解
説
に
違
い

な
い
。
ま
た
、
例
文
3
の
よ
う
な
「
〜ハ

…ス
巴

〜ヲ

…ト
蚤

」
の
形
式
に
つ
い
て
は
、「
多
く

は
前
置
詞
を
用
い
な
い
」
と
も
記
し
て
い
る
。
同
一
の
文
型
四
Ａ
と
し
て
ま
と
め
て

い
る
わ
り
に
は
、
前
置
詞
「
於
」
の
有
無
に
つ
い
て
の
説
明
が
何
や
ら
一
貫
し
な
い

印
象
だ
。

　

し
か
し
、
著
者
の
説
明
を
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
る
に
し
て
も
、
英
語
の
文
型
と
引

き
比
べ
る
と
、
多
大
な
違
和
感
を
禁
じ
得
な
い
だ
ろ
う
。
四
Ａ
と
し
て
示
さ
れ
た

「〔
主
語
〕+

〔
述
語
〕+

〔
目
的
語
〕
＋
於
〔
補
語
〕」
を
見
れ
ば
、
目
障
り
な
前
置

詞
「
於
」
に
暫
く
は
目
を
つ
む
り
、
誰
も
が
英
語
の
第
Ⅴ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
Ｏ
Ｃ
〉
を
想

起
す
る
は
ず
だ
。
け
れ
ど
も
、
第
Ⅴ
文
型
に
当
て
は
ま
る
の
は
、「
彼
＝
大
丈
夫
」

と
い
う
関
係
が
成
り
立
つ
例
文
3
の
み
。
他
の
例
文
1
・
2
・
4
に
「
補
語
」
と
し

て
記
さ
れ
て
い
る
「
於
老
子
」「
嵐
山
」「
於
火
中
」
は
、
前
置
詞
「
於
」
の
有
無
は

と
も
か
く
、
い
ず
れ
も
第
Ⅲ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
Ｏ
〉
に
後
置
さ
れ
た
副
詞
句
と
し
か
言
い

よ
う
が
あ
る
ま
い
。
な
ぜ
例
文
3
と
例
文
1
・
2
・
4
と
が
一
つ
の
文
型
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
の
か
、
さ
っ
ぱ
り
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

四
Ｂ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
「〔
主
語
〕+

〔
述
語
〕+

〔
補
語
〕+

〔
目
的
語
〕」

は
、
英
語
の
文
型
感
覚
で
は
把
捉
で
き
な
い
構
文
だ
。
だ
が
、
す
わ
漢
文
独
自
の
構
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四
Ａ
1
孔
子
問フ
巴

礼ヲ

於
老
子ニ
馬　

＊
「
於
老
子
」
＝
副
詞
句

　
　

2
余
観ル
巴

花ヲ

嵐
山ニ
馬　
　
　

＊
「
嵐
山
」
＝
副
詞
（
名
詞
の
転
用
）

　
　

4
父
救フ
巴

子ヲ

於
火
中ヨ
リ馬　

　

＊
「
於
火
中
」
＝
副
詞
句

四
Ｂ
1
彼
与フ
巴

我ニ

書ヲ
馬　
　
　
　

＊
「
我
」
＝
間
接
目
的
語

　
　

2
奈
何ゾ

責メ
ン巴

人ニ

於
全キ
ヲ馬　

　

＊
「
人
」
＝
目
的
語

四
Ｃ
1
管
仲
仕フ
巴

桓
公ニ

於
斉ニ
馬　

＊
「
桓
公
」
＝
目
的
語　
「
於
斉
」
＝
副
詞
句

2
乗ル
巴

舟ニ

江
湖ニ
馬　
　
　
　

＊
「
舟
」
＝
目
的
語　
「
江
湖
」
＝
副
詞
（
名

詞
の
転
用
）

　

英
語
に
い
う
「
補
語
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、「（
間
接
）
目
的
語
」
や
「
副
詞

（
句
）」
を
も
す
べ
て
「
補
語
」
と
称
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、「
補
語
」
と
呼
ん
で
い
る
語
句
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

が
助
詞
「
に
」
を
送
っ
て
あ
る
語
だ
。
唯
一
、
助
詞
「
を
」
が
送
ら
れ
て
い
る
三
Ｂ

4
「
犀
川
」
に
つ
い
て
は
、
動
詞
「
渡
」
が
日
本
語
の

0

0

0

0

自
動
詞
「
わ
た
る
」
で
あ
る

こ
と
を
根
拠
に
補
語
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
前
に
引
い
た
著
者
自
身
の

「
説
明
」
に
見
え
る
と
お
り
、「
補
語
は
述
語
（
自
動
詞
）
の
意
味
を
補
う
語
で
」
あ

り
、「
述
語
が
行
ク
の
類
〈
渉わ

た
ル・

渡ル

・
登ル

・
越こ
ユ

・
飛ブ

・
攀よ
ヅ

・
泳グ

〉
な
ど
の
場
合
は
ヲ

と
送
り
仮
名
す
る
こ
と
が
多
い
」
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
動
詞
が
「
登
」
で
も
、

「
登
山
」
の
よ
う
な
語
な
ら
ば
「
登ル
覗

山ニ

」、
す
な
わ
ち
助
詞
「
に
」
を
送
る
こ
と
に

な
る
の
だ
が
。

　

我
々
が
一
般
に
「
補
語
」
と
し
て
心
得
て
い
る
英
語
の
「
補
語
」
か
ら
見
れ
ば
、

漢
文
の
「
補
語
」
は
は
る
か
に
広
い
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ど
う
や
ら
そ
こ
に

は
日
本
語
の
自
動
詞
か
他
動
詞
か
に
基
づ
く
判
断
も
混
入
し
て
い
る
ら
し
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
英
語
の
「
補
語
」
は
英
語
の
「
補
語
」、
漢
文
の
「
補
語
」
は
漢
文

の
「
補
語
」、
両
者
は
別
立
て
の
話
と
割
り
切
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
ま
で
だ
。
し

詞
「
仕つ

か

ふ
」「
乗の

る
」
に
下
接
し
て
い
る
の
だ
か
ら
「
桓
公
」
も
「
舟
」
も
「
補
語
」

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
一
応
は
納
得
し
た
と
し
て
も
、
さ
ら
に
下
文
の

「
於
斉
」「
江
湖
」
ま
で
も
が
「
補
語
」
と
な
れ
ば
、
ど
う
に
も
頭
の
な
か
が
混
乱
す

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
英
語
の
感
覚
で
言
え
ば
、「
於
斉
」
も
「
江
湖
」
も
歴
と

し
た
副
詞
句
だ
か
ら
で
あ
る
。
前
置
詞
「
於
」
を
冠
し
た
「
於
斉
」
が
副
詞
句
で
あ

る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、「
江
湖
」
も
名
詞
が
そ
の
ま
ま
副
詞
に
転
用
さ
れ
た
語

句
と
考
え
れ
ば
、
英
語
の
構
文
感
覚
に
よ
る
か
ぎ
り
、
と
て
も
「
補
語
」
と
は
思
え

な
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
か
ら
理
解
で
き
る
と
お
り
、
漢
文
法
に
用
い
ら
れ
る
「
補
語
」
は
、
英
文
法

に
い
う
「
補
語
」
と
は
別
物
な
の
だ
。
正
確
に
は
、〈
漢
文
法
の
「
補
語
」
は
、
英

文
法
の
「
補
語
」
を
含
み
つ
つ
も
、
さ
ら
に
広
い
概
念
で
使
わ
れ
て
い
る
〉
と
言
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

英
語
の
「
補
語
」
感
覚
で
素
直
に
受
け
取
れ
る
の
は
、
合
計
十
二
例
の
う
ち
、
次

の
二
例
だ
け
で
あ
る
。

三
Ｂ
3
水
為ル
覗

氷ト

。　　
　
　
　

第
Ⅱ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
Ｃ
〉　

＊
補
語
Ｃ
＝
氷

四
Ａ
3
人
謂フ
巴

彼ヲ

大
丈
夫ト
馬　
　

第
Ⅴ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
Ｏ
Ｃ
〉
＊
補
語
Ｃ
＝
大
丈
夫

　

右
以
外
の
十
例
に
見
え
る
「
補
語
」
は
、
す
べ
て
英
語
の
「
補
語
」
概
念
と
相
違

す
る
。「
補
語
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
語
句
を
英
語
の
構
文
感
覚
で
捉
え
直
せ
ば
、

次
の
よ
う
に
な
る
は
ず
だ
。

三
Ｂ
1
忠
言ハ

逆ラ
フ巴

於
耳ニ
馬　
　
　

＊
「
於
耳
」
＝
副
詞
句

　
　

2
彼
帰ル
覗

郷ニ

。　　
　
　
　

＊
「
郷
」
＝
目
的
語

　
　

4
上
杉ノ

軍
渡ル
巴

犀
川ヲ
馬　
　

＊
「
犀
川
」
＝
目
的
語
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真
剣
摘
ま
み
取
り　
　
　

古
田
島
洋
介

　

こ
の
説
明
で
、
漢
文
の
「
補
語
」
の
出
自
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
英
語
の
「
補

語
」
と
異
な
る
の
も
宜む

べ

な
る
か
な
だ
。
漢
文
の
「
補
語
」
と
は
仮
の
姿
、
も
と
を
質

せ
ば
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
補
語
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
何
し
ろ
、
右
の
字
句
は
、
漢
文

の
語
句
「
読
書
」
に
つ
い
て
、「
動
詞
が
前
に
あ
り
名
詞
が
後
に
あ
り
、〈
書
を
読

む
〉
を
意
味
し
、
後
の
名
詞
は
前
の
動
詞
の
補
語
で
あ
る
」
と
述
べ
た
直
後
に
見
え

る
補
足
説
明
な
の
だ
。
英
文
法
の
感
覚
で
受
け
取
れ
ば
、
誰
が
見
て
も
「
読
書
」
は

〈
動
詞
＋
目
的
語
〉
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
〈
動
詞
＋
補
語
〉
と
解
説
し
て
い
る
以
上
、

端は
な

か
ら
英
語
の
「
補
語
」
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
前
節
で
取
り
上
げ
た
多
久

弘
一
・
瀬
戸
口
武
夫
『
漢
文
解
釈
辞
典
』
の
文
型
表
示
の
裏
に
は
、
こ
の
よ
う
な
事

情
が
あ
る
ら
し
い
。

　

む
ろ
ん
、『
漢
文
解
釈
辞
典
』
は
、『
漢
文
入
門
』
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
右
の
説
明
の
後
半
に
見
え
る
「
も
し
補
語
の
う
ち
か
ら
目
的
語
だ
け

を
弁
別
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
」
を
実
践
し
、「
補
語
」
と
「
目
的
語
」
を
区
別
し

て
い
る
。
そ
の
点
で
、
竿
頭
に
一
歩
を
進
め
ん
と
し
た
跡
が
う
か
が
え
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
前
節
で
観
察
し
た
と
お
り
、『
漢
文
解
釈
辞
典
』
は
、
訓

読
し
た
さ
い
に
日
本
語
と
し
て

0

0

0

0

0

0

自
動
詞
な
の
か
他
動
詞
な
の
か
を
基
準
と
し
て
、

「
補
語
」
と
「
目
的
語
」
と
を
区
分
け
し
て
い
る
よ
う
だ
が
。

　

未
だ
調
査
が
行
き
届
い
て
い
な
い
た
め
、
小
川
環
樹
・
西
田
太
一
郎
『
漢
文
入

門
』
こ
そ
が
、
漢
文
の
「
補
語
」
が
実
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
補
語
」
で
あ
る
こ
と
を

明
確
に
述
べ
た
初
め
て
の
書
物
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
こ
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
補
語
」
路
線
を
引
き
継
い
で
い
る
の
は
、
決
し
て

多
久
弘
一
・
瀬
戸
口
武
夫
『
漢
文
解
釈
辞
典
』
に
限
ら
な
い
よ
う
だ
。
天
野
成
之

『
漢
文
基
本
語
辞
典
』
も
、
漢
文
の
「
補
語
」
の
一
部
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
補
語
」

概
念
の
一
種
、
す
な
わ
ち
「
状
況
補
語
」
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

か
し
、
複
数
の
外
国
語
を
学
習
し
た
経
験
の
あ
る
専
門
家
で
あ
れ
ば
い
ざ
知
ら
ず
、

「
補
語
」
と
言
え
ば
英
語
の
「
補
語
」
し
か
知
ら
な
い
中
学
生
や
高
校
生
に
対
し
て
、

い
き
な
り
漢
文
の
「
補
語
」
を
呈
示
す
る
意
味
が
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か

も
、
現
在
の
細
々
と
し
た
漢
文
教
育
、
い
や
惨
状
と
称
す
べ
き
漢
文
教
育
の
き
わ
め

て
限
ら
れ
た
時
間
の
な
か
で
、
果
た
し
て
漢
文
の
「
補
語
」
が
英
語
の
「
補
語
」
と

異
な
る
こ
と
を
丁
寧
に
説
明
す
る
余
裕
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
ま
で
引
用
し
て
き

た
多
久
弘
一
・
瀬
戸
口
武
夫
『
漢
文
解
釈
辞
典
』
は
、
現
行
の
漢
文
参
考
書
の
な
か

で
は
、
か
な
り
懇
切
丁
寧
な
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
一
書
だ
。
け
れ
ど
も
、
漢
文

の
「
補
語
」
と
英
語
の
「
補
語
」
と
の
相
違
に
は
何
も
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
れ
で

は
、
い
き
な
り
文
型
を
示
さ
れ
て
も
、
習
い
覚
え
た
英
語
の
「
補
語
」
と
の
違
い
に

戸
惑
う
ば
か
り
、
わ
か
っ
た
よ
う
な
わ
か
ら
ぬ
よ
う
な
気
分
の
ま
ま
、
結
局
は
学
習

意
欲
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二　

漢
文
「
補
語
」
の
由
来
　

―
　

フ
ラ
ン
ス
語
文
法
の
導
入

　

で
は
、
漢
文
の
「
補
語
」
は
、
な
ぜ
英
語
の
「
補
語
」
と
大
き
く
ず
れ
て
い
る
の

か
。
そ
も
そ
も
漢
文
の
「
補
語
」
は
、
何
に
由
来
す
る
文
法
概
念
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

実
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
種
明
か
し
の
字
句
が
あ
る
。
小
川
環

樹
・
西
田
太
一
郎
『
漢
文
入
門
』
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
の
だ
。

こ
の
書
物
で
は
、
述
語
の
後
に
在
っ
て
そ
の
述
語
の
内
容
を
補
足
す
る
語
を
補

語
と
仮
り
に
名
づ
け
る
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
文
法
の
用
語
を
借
り
た
も
の
で
、

補
語
の
う
ち
に
目
的
語
も
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。
も
し
補
語
の
う
ち
か
ら
目

的
語
だ
け
を
弁
別
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
前
の
語
が
他
動
詞
で
あ
る
か
ど
う

か
で
区
別
す
れ
ば
よ
い
が
、
漢
文
で
は
決
定
し
難
い
場
合
も
あ
）
2
（

る
。
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一
つ
の
措
置
で
あ
る
。

　

次
は
「
⑨
状
況
補
語
」
の
解
説
だ
。
こ
れ
は
注
目
す
べ
き
字
句
で
あ
る
。

⑨
状
況
補
語
は
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
の
概
念
で
、「
動
詞
の
表
す
状
態
及
び
動
作

に
伴
う
状
況
を
示
す
文
の
副
詞
的
要
素
」
を
意
味
し
、
英
語
で
は
副
詞
・
副
詞

句
に
相
当
す
る
。
漢
文
の
「
有
」「
無
」
の
文
型
で
は
、
漢
語
の
主
語
は
訓
読

す
る
と
、「
状
況
を
示
す
文
の
副
詞
的
要
素
」
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

り
、
英
語
の
副
詞
・
副
詞
句
の
用
語
を
使
い
に
く
い
。
そ
の
た
め
、
フ
ラ
ン
ス

語
文
法
の
状
況
補
語
と
い
う
用
語
を
採
用
し
た
。

　

い
さ
さ
か
耳
慣
れ
な
い
「
状
況
補
語
」
と
は
何
か
と
思
い
き
や
、
や
は
り
フ
ラ
ン

ス
語
文
法
の
導
入
だ
。
し
か
も
、
そ
れ
を
「
有
」「
無
」
な
ど
を
使
っ
た
存
在
構
文

に
限
っ
て
用
い
る
と
宣
言
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
実
際
、
書
中
に
お
い
て
「
状
況

補
語
」
を
用
い
た
説
明
が
見
ら
れ
る
の
は
、「
有
」「
無
」
そ
し
て
「
莫
」
に
関
す
る

存
在
構
文
の
解
説
の
な
か
だ
け
だ
。
い
わ
ば
存
在
構
文
専
用
の
文
法
概
念
と
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
語
文
法
か
ら
「
状
況
補
語
」
を
借
用
し
た
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
、「
⑩
句
」
も
見
て
お
こ
う
。
右
に
引
い
た
「
状
況
補
語
」
が
副
詞
句

と
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
る
。

⑩
句
は
英
文
法
の
概
念
で
、「
主
語
・
動
詞
を
含
ま
な
い
二
つ
以
上
の
語
が
集

ま
っ
て
、
一
つ
の
品
詞
と
同
等
の
働
き
を
す
る
も
の
」
を
意
味
す
る
。
名
詞
句

と
副
詞
句
の
二
つ
を
借
用
す
る
。

　

こ
の
説
明
を
見
れ
ば
、
右
の
「
状
況
補
語
」
が
副
詞
句
と
は
異
な
る
概
念
だ
と
わ

か
る
だ
ろ
う
。「
状
況
補
語
」
と
聞
く
と
、
一
瞬
、
副
詞
句
の
別
称
の
よ
う
に
響
く

い
る
。

　

天
野
成
之
『
漢
文
基
本
語
辞
典
』
の
巻
頭
「
本
辞
典
の
構
成
」
に
見
え
る
項
目
中
、

「
4
文
型
」
に
記
さ
れ
た
字
）
3
（
句
は
、
お
そ
ら
く
類
書
の
な
か
で
最
も
詳
細
か
つ
丁
寧

な
文
法
概
念
の
説
明
で
あ
ろ
う
。「
④
体
言
」「
⑤
用
言
」「
⑥
主
語
」
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
「
古
典
文
法
の
概
念
」
つ
ま
り
日
本
語
の
文
語
文
法
に
い
う
用
語
で
あ
る

こ
と
を
記
し
、
さ
ら
に
「
⑦
目
的
語
」
の
み
な
ら
ず
「
⑩
句
」「
⑪
節
」
に
関
し
て

は
「
英
文
法
の
概
念
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
こ
ま
で
厳
密
な
記
述
は
、
他
書
で
見

た
記
憶
が
な
い
。
そ
し
て
、
肝
腎
の
「
補
語
」
に
つ
い
て
は
、
周
到
に
も
「
⑧
補

語
」
と
「
⑨
状
況
補
語
」
の
二
種
を
用
意
し
て
い
る
。
ま
ず
は
「
⑧
補
語
」
の
説
明

を
見
て
み
よ
う
。

⑧
補
語
は
英
文
法
の
概
念
で
、「
主
語
ま
た
は
目
的
語
に
関
す
る
叙
述
を
補
い
、

述
部
を
完
成
さ
せ
る
語
」
を
意
味
し
、
主
語
＝
補
語
の
関
係
が
成
り
立
つ
主
格

補
語
と
目
的
語
＝
補
語
の
関
係
が
成
り
立
つ
目
的
格
補
語
と
が
あ
る
。
本
辞
典

で
は
主
格
補
語
の
場
合
に
限
っ
て
、
補
語
と
い
う
用
語
を
使
用
し
た
。

　

な
ぜ
「
主
格
補
語
の
場
合
に
限
っ
て
、
補
語
と
い
う
用
語
を
使
用
し
た
」
の
か
、

逆
に
言
え
ば
、
ど
う
し
て
目
的
格
補
語
を
放
棄
し
た
の
か
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、

こ
の
『
漢
文
基
本
語
辞
典
』
は
文
字
ど
お
り
漢
文
の
基
本
語
の
用
法
だ
け
に
限
っ
て

懇
切
な
解
説
を
ほ
ど
こ
し
た
一
書
で
、
そ
の
な
か
に
「
謂
」
は
含
ま
れ
な
い
。
も
し

「
謂
」
の
用
法
に
も
説
明
を
加
え
る
と
な
れ
ば
、
た
と
え
ば
「
不シ

テ覗

教ヘ

而
殺ス

、
謂フ
巴

之ヲ

虐ト
蚤

」（
教を
し

へ
ず
し
て
殺こ
ろ

す
、
之こ
れ

を
虐ぎ
や
くと

謂い

ふ
／
『
論
語
』
堯
曰
）
の
よ
う
な
一
文
に

つ
い
て
、「
虐
」
を
「
之
」
の
目
的
格
補
語
と
説
明
す
る
場
面
が
生
じ
た
は
ず
で
あ

る
。
要
す
る
に
、
取
り
立
て
て
目
的
格
補
語
と
呼
ぶ
べ
き
語
が
書
中
に
現
れ
な
い
た

め
、
主
格
補
語
を
単
に
補
語
と
称
し
て
も
差
し
支
え
な
い
わ
け
だ
。
こ
れ
は
こ
れ
で
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真
剣
摘
ま
み
取
り　
　
　

古
田
島
洋
介

三　

フ
ラ
ン
ス
語
文
法
の
「
補
語
」
と
は
何
か

　

で
は
、
そ
も
そ
も
漢
文
法
が
借
用
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
補
語
」
と
は
、
ど
の
よ

う
な
構
文
要
素
を
指
す
の
か
。
な
ぜ
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
補
語
」
を
漢
文
法
に
持
ち

込
む
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

一
般
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
は
、
文
型
に
対
し
て
冷
淡
な
よ
う
だ
。
本
場
フ
ラ
ン

ス
の
語
学
学
校
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
習
い
、
十
数
年
間
フ
ラ
ン
ス
に
滞
在
し
た
経
験
の

あ
る
方
に
う
か
が
っ
て
み
て
も
、
特
に
文
型
に
つ
い
て
教
わ
っ
た
記
憶
は
な
い
と
い

う
。
手
も
と
に
あ
る
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
の
諸
書
を
検
し
て
も
、
取
り
立
て
て
「
文

型
」
の
項
目
を
設
け
、
英
語
の
五
文
型
に
相
当
す
る
よ
う
な
記
述
を
加
え
た
書
籍
は

容
易
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
は
私
の
不
勉
強
と
怠
慢
が
最
大
の
原
因
と
思

う
が
、
ほ
ぼ
唯
一
、
明
確
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
文
型
を
示
し
て
い
る
の
は
、『
プ
チ
・

ロ
ワ
イ
ヤ
ル
仏
和
辞
典
』
付
録
「
文
法
解
説
」
に
見
え
る
「
Ⅹ
構
文
」
の
冒
頭
に

記
さ
れ
た
「
基
本
文
型
」
で
あ
）
4
（
る
。

　

当
該
項
目
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
一
般
に
基
本
文
型
と
し
て
六
文

型
を
立
て
る
と
い
う
。
今
、
そ
の
説
明
に
従
っ
て
、
わ
か
り
や
す
さ
を
重
ん
ず
べ
く
、

子
ど
も
向
け
の
読
み
物Christine 

Fereirra, 
Jeanne 

dʼA
rc 

hier 
et 

aujourdʼhui, Librairie H
achette, 1971, Paris

か
ら
一
つ
ず
つ
例
文
を
拾
え

ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
拙
訳
を
添
え
、
英
語
の
五
文
型
と
の
対
比
も

示
し
て
お
こ
う
。
た
だ
し
、『
プ
チ
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
仏
和
辞
典
』
は
第
Ⅴ
文
型
に
つ

い
て
「
主
語
＋
動
詞
＋
直
接
目
的
語
＋
間
接
目
的
語
」
の
例
文
の
み
を
挙
げ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
英
語
と
の
対
比
の
便
宜
上
、
二
種
の
目
的
語
の
順
序
を
入
れ
換
え
た

「
主
語
＋
動
詞
＋
間
接
目
的
語
＋
直
接
目
的
語
」
の
例
文
を
も
加
え
て
お
く
。
つ
ま

ら
ぬ
蛇
足
か
も
し
れ
な
い
が
。

か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
然さ

に
非
ず
、
両
者
は
別
物
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
、
多
久
弘
一
・
瀬
戸
口
武
夫
『
漢
文
解
釈
辞
典
』、
小
川
環
樹
・
西
田

太
一
郎
『
漢
文
入
門
』、
天
野
成
之
『
漢
文
基
本
語
辞
典
』
の
三
書
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
に
漢
文
の
「
補
語
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
観
察
し
て
き
た
。
刊
行
年

の
最
も
早
い
『
漢
文
入
門
』（
昭
和
三
十
二
年
）
は
、「
目
的
語
」
を
使
わ
ず
、
す
べ

て
「
補
語
」
に
含
め
て
い
る
。
次
に
古
い
『
漢
文
解
釈
辞
典
』（
昭
和
五
十
四
年
）

は
、
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
に
は
、
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
や
は
り
フ
ラ
ン

ス
語
の
「
補
語
」
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
、「
目
的
語
」
を
設
け
つ
つ
も
、

「
補
語
」
を
広
い
意
味
に
用
い
て
い
る
。
最
も
新
し
い
『
漢
文
基
本
語
辞
典
』（
平
成

十
一
年
）
は
、
英
語
の
「
目
的
語
」
は
も
ち
ろ
ん
、
英
語
の
「
補
語
」
を
も
使
い
な

が
ら
、「
状
況
補
語
」
に
つ
い
て
だ
け
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
補
語
」
概
念
を
借
用

し
た
も
の
だ
と
明
記
し
て
い
る
。

　

全
体
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
補
語
」
概
念
が
占
め
る
領
域
は
、
次
第
に
狭
く

な
っ
て
き
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
し
、
今
な
お
漢
文
法
の
「
補
語
」
概
念
に

フ
ラ
ン
ス
語
の
「
補
語
」
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
は
事
実
だ
。
生
徒
・
学
生
た
ち

が
少
し
漢
文
を
勉
強
し
よ
う
と
思
い
立
っ
て
も
、
市
販
の
参
考
書
を
買
い
求
め
れ
ば
、

フ
ラ
ン
ス
語
を
か
じ
っ
た
こ
と
す
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
漢
文
法
の
「
補

語
」
は
、
英
語
の
「
補
語
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
補
語
」
を
斟

酌
し
た
概
念
だ
と
言
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
こ
れ
が
学
習
参
考
書
に
ふ

さ
わ
し
い
説
明
と
呼
べ
る
だ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
語
句
を
「
補
語
」
と
称
し
て
い

る
の
か
、
用
例
を
点
検
す
る
気
さ
え
起
こ
ら
ず
、
見
当
す
ら
つ
か
な
い
「
フ
ラ
ン
ス

語
」
云
々
に
嫌
気
が
差
し
、
の
っ
け
か
ら
学
習
意
欲
を
削そ

が
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
。
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
三
号　

二
〇
一
五
年

▽
主
語
＋
動
詞
＋
直
接
目
的
語
＋
属
詞
＝
〔
英
〕
第
Ⅴ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
Ｏ

Ｃ
〉

　

一
瞥
し
た
と
た
ん
、
フ
ラ
ン
ス
語
は
英
語
と
文
法
用
語
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
く
だ
ろ
う
。
第
Ⅱ
文
型
・
第
Ⅵ
文
型
に
見
え
る
「
属
詞
」attribut

す
な
わ
ち

〈bleu

〉〈long

〉
は
、
英
語
の
「
補
語
」
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
英
語
な
ら
ば
〈
前

置
詞
＋
名
詞
〉
は
ほ
ぼ
一
律
に
「
副
詞
句
」
と
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
だ
が
、
第
Ⅳ
文

型
・
第
Ⅴ
文
型
が
掲
げ
る
「
間
接
目
的
語
」
す
な
わ
ち
〈à 

battre...

〉
お
よ
び

〈à la religion

〉〈aux A
nglais

〉
は
い
ず
れ
も
前
置
詞
〈à

〉
を
冠
し
た
語
句
で

あ
る
。

　

顧
み
れ
ば
、
多
久
弘
一
・
瀬
戸
口
武
夫
『
漢
文
解
釈
辞
典
』
は
、
三
Ｂ
〔
主
語
〕

+

〔
述
語
〕+

於
〔
補
語
〕
の
例
文
3
「
水
為ル
覗

氷ト

」
の
「
氷
」、
お
よ
び
四
Ａ
〔
主

語
〕+

〔
述
語
〕+

〔
目
的
語
〕+

於
〔
補
語
〕
の
例
文
3
「
人
謂フ
巴

彼ヲ

大
丈
夫ト
蚤

」

の
「
大
丈
夫
」
を
、
い
ず
れ
も
「
補
語
」
と
呼
ん
で
い
た
。「
属
詞
」
と
い
う
用
語

は
使
っ
て
い
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
で
は
な
く
、
英
文
法
と

言
っ
て
よ
い
わ
け
だ
。
小
川
環
樹
・
西
田
太
一
郎
『
漢
文
入
門
』
も
天
野
成
之
『
漢

文
基
本
語
辞
典
』
も
、「
属
詞
」
を
採
用
し
て
い
な
い
点
で
は
同
様
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
右
の
六
文
型
を
見
る
だ
け
で
は
、
な
ぜ
小
川
環
樹
・
西
田
太
一
郎

『
漢
文
入
門
』
が
わ
ざ
わ
ざ
「
補
語
」
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
、「
フ
ラ
ン
ス
文
法
の

用
語
を
借
り
た
も
の
で
、
補
語
の
う
ち
に
目
的
語
も
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。
も
し

補
語
の
う
ち
か
ら
目
的
語
だ
け
を
弁
別
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
」
云
々
と
述
べ
て
い

た
の
か
、
ま
っ
た
く
見
当
す
ら
つ
か
な
い
だ
ろ
う
。
右
の
六
文
型
に
は
、
ど
こ
に
も

「
補
語
」
と
い
う
用
語
が
見
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
改
め
て
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
の
「
補
語
」
に
つ
い
て
調
べ
て
み
れ
ば
、
右

の
六
文
型
に
示
さ
れ
て
い
る
用
語
が
実
は
英
文
法
と
の
妥
協
の
産
物
で
は
な
い
か
と

Ⅰ　
La guerre de Cents A

ns com
m

ence.

（
百
年
戦
争
が
始
ま
っ
た/

p.9
）

▽
主
語
＋
動
詞
＝
〔
英
〕
第
Ⅰ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
〉

Ⅱ　

Le ciel est bleu.

（
空
は
青
か
っ
た/p.20

）

▽
主
語
＋
動
詞
＋
属
詞
＝
〔
英
〕
第
Ⅱ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
Ｃ
〉

Ⅲ　

Jeanne regarde la belle cam
pagne.

（
ジ
ャ
ン
ヌ
は
美
し
い
農
村
を
な

が
め
て
い
た/p.20
）

▽
主
語
＋
動
詞
＋
直
接
目
的
語 

＝
〔
英
〕
第
Ⅲ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
Ｏ
〉

Ⅳ　

U
n nouveau roi de France ... réussit à battre plusieurs fois les 
A

nglais.

（
新
た
に
即
位
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
王
は
、
数
度
に
わ
た
っ
て
首

尾
よ
く
イ
ギ
リ
ス
軍
を
撃
破
し
た/p.11
）

▽
主
語
＋
動
詞
＋
間
接
目
的
語
↓
〔
英
〕
該
当
文
型
ナ
シ

Ⅴ　

A
ussi bien que la cam

pagne, la ville donne une grande place à 
la religion.

（
農
村
と
同
じ
く
、
都
会
で
も
宗
教
が
生
活
の
な
か
で
大
き

な
比
率
を
占
め
て
い
た/p.16

）

▽
主
語
＋
動
詞
＋
直
接
目
的
語
＋
間
接
目
的
語
↓
〔
英
〕
第
Ⅲ
文
型

〈
Ｓ
Ｖ
Ｏ
〉

　
　Le lendem

ain, elle dem
ande une fois de plus aux A

nglais 
dʼarrêter la guerre;...

（
翌
日
、
ジ
ャ
ン
ヌ
は
も
う
一
度
イ
ギ
リ
ス

人
た
ち
に
戦
争
を
や
め
る
よ
う
に
求
め
た/p.42

）

▽
主
語
＋
動
詞
＋
間
接
目
的
語
＋
直
接
目
的
語
＝
〔
英
〕
第
Ⅳ
文
型

〈
Ｓ
Ｖ
Ｏ
Ｏ
〉

Ⅵ　

Jeanne trouve le tem
ps long.

（
ジ
ャ
ン
ヌ
は
そ
の
時
間
を
長
い
と
思

っ
た/p.34

）
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真
剣
摘
ま
み
取
り　
　
　

古
田
島
洋
介

⑤
動
作
主
補
語　

com
plém

ent dʼagent

　
　

Le voleur a été arrêté par la police.

（
泥
棒
は
警
察
に
逮
捕
さ
れ

た
）

⑥
限
定
補
語　

com
plém

ent déterm
inatif

　
　

Elle a nettoyé la salle de bains.

（
彼
女
は
風
呂
場
を
掃
除
し
た
）

　

英
文
法
で
あ
れ
ば
、
①
は
「
直
接
目
的
語
」、
②
は
「
間
接
目
的
語
」、
③
④
⑤
は

「
副
詞
句
」、
⑥
は
「
形
容
詞
句
」
と
称
す
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、『
プ

チ
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
仏
和
辞
典
』
の
六
文
型
に
見
え
た
「
直
接
目
的
語
」「
間
接
目
的

語
」
は
、
英
文
法
に
寄
り
添
っ
た
呼
称
に
す
ぎ
ず
、
も
と
も
と
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
で

は
「
直
接
目
的
補0

語
」「
間
接
目
的
補0

語
」
と
呼
ぶ
べ
き
性
質
の
語
な
の
で
あ
る
。

　

小
川
環
樹
・
西
田
太
一
郎
『
漢
文
入
門
』
が
こ
の
よ
う
な
広
義
の
「
補
語
」
を
念

頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
は
確
実
だ
ろ
う
。
ま
た
、
多
久
弘
一
・
瀬
戸
口
武
夫
『
漢
文

解
釈
辞
典
』
は
、
右
の
う
ち
主
と
し
て
助
詞
「
を
」
を
付
け
て
訓
読
す
る
①
「
直
接

目
的
補
語
」
だ
け
を
「
目
的
語
」
と
し
て
抽
出
し
た
よ
う
だ
。
さ
ら
に
、
天
野
成
之

『
漢
文
基
本
語
辞
典
』
は
、
そ
の
定
義
か
ら
明
ら
か
な
ご
と
く
、
右
の
③
「
状
況
補

語
」
の
み
を
「
有
」「
無
」
な
ど
を
用
い
る
存
在
構
文
用
の
説
明
に
残
し
て
い
る
。

前さ
き

に
記
し
た
よ
う
に
、
三
書
と
も
「
属
詞
」
は
借
用
せ
ず
、「
補
語
」
だ
け
を
導
入

し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
導
入
の
仕
方
こ
そ
三
者
三
様
と
は
い
え
、
フ
ラ
ン
ス
語
文
法

の
摘
ま
み
取
り
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

四　

フ
ラ
ン
ス
語
文
法
の
「
補
語
」
を
導
入
し
た
理
由

　

た
だ
し
、
摘
ま
み
取
り
と
呼
ぶ
の
は
、
決
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
の
借
用
を
貶け
な

さ

ん
と
す
る
意
図
か
ら
で
は
な
い
。
肝
腎
な
の
は
、
な
ぜ
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
の
「
補

推
察
で
き
る
。
当
該
六
文
型
を
掲
げ
る
『
プ
チ
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
仏
和
辞
典
』
自
身
の

「
補
語
」
に
関
す
る
説
明
は
左
の
と
お
り
。

フ
ラ
ン
ス
語
文
法
で
補
語
と
呼
ぶ
の
は
、
付
加
形
容
詞
と
同
格
語
以
外
の
す
べ

て
の
副
次
的
要
素
で
あ
り
、〈
前
置
詞
＋
名
詞
〉
の
形
で
名
詞
・
形
容
詞
・
副

詞
を
修
飾
す
る
（
限
定
）
補
語
、
動
詞
を
修
飾
す
る
副
詞
句
（
相
当
語
句
）
で

あ
る
状
況
補
語
、par
やde

で
導
入
さ
れ
る
動
作
主
補
語
な
ど
が
あ
る
。

　

右
の
「
付
加
形
容
詞
と
同
格
語
以
外
の
す
べ
て
の
副
次
的
要
素
」
と
い
う
「
補

語
」
の
規
定
を
見
れ
ば
、
実
の
と
こ
ろ
、
六
文
型
に
記
さ
れ
て
い
る
「
直
接
目
的

語
」「
間
接
目
的
語
」
は
、
本
来
「
直
接
目
的
補0

語
」「
間
接
目
的
補0

語
」
と
称
す
べ

き
も
の
だ
と
わ
か
る
だ
ろ
う
。
直
接
に
せ
よ
間
接
に
せ
よ
、
目
的
語
は
「
付
加
形
容

詞
」
で
も
「
同
格
語
」
で
も
な
い
か
ら
だ
。
実
際
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
補
語
」
に
は

少
な
く
と
も
次
の
よ
う
な
六
種
類
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
、

フ
ラ
ン
ス
語
文
法
で
は
、「
他
の
語
に
付
加
し
、
そ
の
意
味
を
完
成
さ
せ
る
語
）
5
（
句
」

を
一
括
し
て
「
補
語
」
と
呼
ぶ
の
だ
。

①
直
接
目
的
補
語　

com
plém

ent dʼobjet directe

　
　Il a une voiture.

（
彼
は
車
を
持
っ
て
い
る
）

②
間
接
目
的
補
語　

com
plém

ent dʼobjet indirecte

　
　Il a réussi à son exam

en.

（
彼
は
試
験
に
合
格
し
た
）

③
状
況
補
語　

com
plém

ent circonstanciel

　
　N

ous dînons à huit heures.

（
私
た
ち
は
八
時
に
夕
食
を
取
る
）

④
付
与
﹇
帰
属
﹈
補
語　

com
plém

ent dʼattribution

　
　Je donne cette fleur à M

arie.

（
私
は
こ
の
花
を
マ
リ
ー
に
あ
げ
る
）
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
三
号　

二
〇
一
五
年

（
ア
）
行ヒ
テ

有ラ
バ巴

餘
力
芭

則チ

以テ

学ベ
覗

文ヲ

（『
論
語
』
学
而
）

（
イ
）
君
子
博ク

学ビ
テ巴

於
文ヲ
芭

約ス
ル
ニ覗

之ヲ

以テ
セ
バ覗

礼ヲ

…
…
（『
論
語
』
雍
也
・
顔
淵
）

　

要
は
（
ア
）「
学ブ
覗

文ヲ

」
と
（
イ
）「
学ブ
巴

於
文ヲ
蚤

」
と
の
相
違
で
あ
る
。
意
味
の
う

え
で
、
両
者
に
差
は
な
い
。
動
詞
「
学
」
は
、
い
わ
ば
直
接
他
動
詞
と
し
て
、
直
接

に
名
詞
「
文
」
を
従
え
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
い
わ
ば
間
接
他
動
詞
と
し
て
、
動
作
の

対
象
を
表
す
前
置
詞
「
於
」
を
介
し
、
間
接
に
名
詞
「
文
」
と
結
合
す
る
こ
と
も
あ

る
わ
け
だ
。

　

英
語
な
ら
ば
、
捌
き
方
は
容
易
で
あ
る
。
問
答
無
用
で
、（
ア
）
の
「
学
」
は
他

動
詞
、
名
詞
「
文
」
は
目
的
語
、（
イ
）
の
「
学
」
は
自
動
詞
、〈
前
置
詞
「
於
」
＋

名
詞
「
文
」〉
は
副
詞
句
と
し
て
し
ま
え
ば
よ
い
。
あ
く
ま
で
前
置
詞
「
於
」
の
有

無
を
基
準
と
し
、
形
式
的
に
（
ア
）
は
第
Ⅲ
文
型
、（
イ
）
は
第
Ⅰ
文
型
と
仕
分
け

で
き
る
。

　

け
れ
ど
も
、
漢
文
と
し
て
は
、（
ア
）
と
（
イ
）
の
文
型
が
異
な
る
と
言
わ
れ
て

も
違
和
感
を
否
め
な
い
だ
ろ
う
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
同
義
で
あ
る
以
上
、
た
ま
た
ま
前

置
詞
「
於
」
の
有
無
が
生
じ
て
い
る
だ
け
と
捉
え
た
い
の
が
実
感
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
こ
で
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
が
役
立
つ
わ
け
だ
。
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
で
あ
れ
ば
、（
ア
）

は
〈
直
接
他
動
詞
「
学
」
＋
直
接
目
的
補
語
「
文
」〉、（
イ
）
は
「
間
接
他
動
詞

「
学
」
＋
間
接
目
的
補
語
「
於
文
」〉
と
な
り
、
い
ず
れ
も
大
づ
か
み
に
〈
動
詞
＋
補

語
〉
と
把
握
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
を
援
用
す
る
と
、
な
か
な
か

う
ま
く
捌
け
る
わ
け
だ
。
む
ろ
ん
、〈
前
置
詞
「
於
」
＋
名
詞
「
文
」〉
を
「
補
語
」

と
称
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
〈
前
置
詞
＋
名
詞
〉
つ
ま
り
英
文
法
に
い
う
副
詞
句

も
、
軒
並
み
「
補
語
」
と
呼
ぶ
し
か
な
い
。
こ
う
し
て
、
漢
文
法
の
「
補
語
」
が
、

フ
ラ
ン
ス
語
文
法
の
「
補
語
」
と
同
じ
く
、
そ
の
適
用
範
囲
を
広
げ
て
ゆ
く
こ
と
に

な
る
。

語
」
概
念
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
で
あ
る
。
小
川
環
樹
・
西

田
太
一
郎
『
漢
文
入
門
』
も
多
久
弘
一
・
瀬
戸
口
武
夫
『
漢
文
解
釈
辞
典
』
も
フ
ラ

ン
ス
語
文
法
の
「
補
語
」
概
念
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
だ
ろ
う
が
、
そ
の
導

入
の
理
由
に
つ
い
て
は
明
確
な
記
述
が
な
い
。
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
す
で
に
引

用
し
た
両
書
の
字
句
の
う
ち
、
前
者
の
「
も
し
補
語
の
う
ち
か
ら
目
的
語
だ
け
を
弁

別
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
前
の
語
が
他
動
詞
で
あ
る
か
ど
う
か
で
区
別
す
れ
ば
よ

い
が
、
漢
文
で
は
決
定
し
難
い
場
合
も
あ
る
」
お
よ
び
後
者
の
「
英
語
な
ど
の
よ
う

に
目
的
語
と
補
語
の
区
別
は
う
る
さ
く
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
し
、
漢
文
で
は
決

定
し
に
く
い
場
合
も
あ
る
」
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
漢
文
で
は
動
詞
が
自
動
詞
な

の
か
他
動
詞
な
の
か
判
別
し
づ
ら
い
た
め
、
動
詞
に
下
接
す
る
名
詞
を
目
的
語
と
呼

べ
る
の
か
否
か
、
疑
問
の
余
地
が
残
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
事

情
を
暗
に
物
語
る
の
が
、
前
掲
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
六
文
型
の
う
ち
、
英
語
に
該
当
文

型
が
存
在
し
な
い
第
Ⅳ
文
型
に
違
い
な
い
。
左
に
簡
潔
を
期
し
て
再
掲
し
て
み
れ
ば

―Ⅳ　

U
n nouveau roi de France ... réussit à battre plusieurs fois les 
A

nglais.

（
新
た
に
即
位
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
王
は
、
数
度
に
わ
た
っ
て
首

尾
よ
く
イ
ギ
リ
ス
軍
を
撃
破
し
た
）

▽
主
語
＋
動
詞
＋
間
接
目
的
補
語

　

右
に
見
え
る
〈réussir

〉
の
よ
う
に
前
置
詞
（
こ
こ
で
は
〈à

〉）
を
介
し
て
下

文
に
続
い
て
ゆ
く
動
詞
、
つ
ま
り
間
接
他
動
詞
と
も
称
す
べ
き
語
の
現
れ
る
文
を
文

型
の
う
え
で
ど
う
考
え
る
か
が
漢
文
で
も
問
題
と
な
る
わ
け
だ
。
端
的
な
例
を
挙
げ

れ
ば
、
動
詞
「
学
」
を
用
い
た
次
の
よ
う
な
二
つ
の
文
の
文
型
上
の
扱
い
で
あ
る
。
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真
剣
摘
ま
み
取
り　
　
　

古
田
島
洋
介

・
宅
辺ニ

有リ
巴

五
柳
樹
馬

（〔
東
晋
〕
陶
淵
明
「
五
柳
先
生
伝
」）

状
況
補
語
「
宅
辺
」
＋
動
詞
「
有
」
＋
主
語
「
五
柳
樹
」

・
今
独リ

臣ノ
ミ

有リ
覗

船
。（『
史
記
』
項
羽
本
紀
）

主
語
「
臣
」
＋
動
詞
「
有
」
＋
目
的
語
「
舟
」

　
「
無
」
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
）
7
（
る
。
や
は
り
同
書
の
構
文

分
析
を
添
え
、
要
所
の
み
を
示
せ
ば

―

・
寡
人
無シ
覗

疾
。（『
史
記
』
扁
鵲
倉
公
列
伝
）

主
語
「
寡
人
」
＋
動
詞
「
無
」
＋
目
的
語
「
疾
」

・
梁ニ

無シ
覗

相
。（『
説
苑
』
雑
言
）

状
況
補
語
「
梁
」
＋
動
詞
「
無
」
＋
主
語
「
相
」

　

た
し
か
に
、
助
詞
「
に
」
を
添
え
た
「
宅
辺ニ

」
や
「
梁ニ

」
は
、「
主
語
」
と
呼
ぶ

よ
り
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
に
い
う
「
状
況
補
語
」
を
用
い
る
ほ
う
が
受
け
取
り
や

す
い
だ
ろ
う
。「
宅
辺
」
も
「
梁
」
も
名
詞
で
あ
る
以
上
、
同
書
の
「
状
況
補
語
」

に
関
す
る
説
明
に
あ
っ
た
と
お
り
、「
英
語
の
副
詞
・
副
詞
句
の
用
語
を
使
い
に
く

い
」
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
で
、
や
は
り
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
か
ら
「
状
況

補
語
」
を
借
用
し
た
こ
と
に
も
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
。

五　

フ
ラ
ン
ス
語
文
法
「
補
語
」
概
念
の
消
去

　

し
か
し
、
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
の
「
補
語
」
が
ど
れ
ほ
ど
漢
文
法
に
好
都

合
な
概
念
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
結
果
と
し
て
初
学
者
た
る
生
徒
・
学
生
た
ち
に
漢

文
の
文
型
を
示
す
さ
い
に
混
乱
を
招
く
事
態
は
避
け
ら
れ
ま
い
。
英
文
法
の
「
補

　

こ
の
フ
ラ
ン
ス
式
「
補
語
」
の
導
入
が
も
た
ら
す
利
便
は
、
同
じ
く
『
漢
文
解
釈

辞
典
』
の
例
文
中
、
四
Ａ
の
第
2
例
、
四
Ｂ
の
第
2
例
で
も
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
る
。

再
掲
し
て
み
れ
ば

―

四
Ａ
2　

余
観ル
巴

花ヲ

嵐
山ニ
馬

四
Ｂ
2　

奈
何ゾ

責メ
ン巴

人ニ

於
全キ
ヲ馬

　

前
者
は
、
場
所
を
表
す
名
詞
「
嵐
山
」
が
剝む

き
出
し
で
、
本
来
な
ら
ば
前
置
詞

「
於
」
を
冠
し
て
「
於
嵐
山
」
と
記
し
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
。
後
者
は
、
直
接
目
的
語

で
あ
っ
て
ほ
し
い
「
全
」
に
前
置
詞
「
於
」
が
付
い
て
い
る
た
め
、
い
さ
さ
か
扱
い

に
苦
し
む
と
こ
ろ
だ
。
し
か
し
、
着
脱
自
在
の
前
置
詞
「
於
」
に
は
拘こ

だ
わら
ず
、
一
括

し
て
「
補
語
」
と
し
て
扱
え
ば
、
そ
れ
で
事
は
済
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

小
川
環
樹
・
西
田
太
一
郎
『
漢
文
入
門
』
も
多
久
弘
一
・
瀬
戸
口
武
夫
『
漢
文
解

釈
辞
典
』
も
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
の
「
補
語
」
概
念
を
導
入
し
た
理
由
を
明
確
に
記
述

し
て
い
な
い
以
上
、
果
た
し
て
右
の
推
察
が
正
し
い
の
か
ど
う
か
、
保
証
の
か
ぎ
り

で
は
な
い
。
た
ぶ
ん
、
中あ

た
ら
ず
と
雖
も
遠
か
ら
ず
だ
ろ
う
と
は
思
う
が
。

　

一
方
、
天
野
成
之
『
漢
文
基
本
語
辞
典
』
は
、
前さ

き

に
見
た
と
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
語

文
法
か
ら
「
状
況
補
語
」
の
概
念
だ
け
を
借
用
し
た
理
由
を
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
。

「
有
」
や
「
無
」
を
用
い
た
存
在
構
文
に
つ
い
て
だ
け
は
、
主
語
を
「
状
況
補
語
」

と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
実
際
、『
漢
文
基
本
語
辞
典
』
の
「
有
」
に

関
す
る
記
述
を
見
る
と
、「
有
」
の
直
前
に
位
置
す
る
語
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね

「
有
」
が
存
在
を
表
す
場
合
は
「
状
況
補
語
」、「
有
」
が
所
有
を
表
す
場
合
は
「
主

語
」
と
説
明
し
て
い
る
。
同
書
の
構
文
分
析
を
添
え
て
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
な
具

合
）
6
（

だ
。
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れ
て
き
た
流
れ
を
さ
ら
に
推
し
進
め
、
天
野
成
之
『
漢
文
基
本
語
辞
典
』
が
一
つ
だ

け
残
し
た
「
状
況
補
語
」
を
も
消
去
し
、
す
べ
て
取
り
敢
え
ず
は
英
文
法
の
概
念
・

用
語
で
説
明
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
が
得
策
だ
。
む
ろ
ん
、
専
門
家
用
の
文
法
分
析

は
、
別
席
で
の
話
で
あ
る
。
と
に
か
く
生
徒
・
学
生
に
対
し
て
は
、
英
文
法
の
応
用

だ
け
で
事
が
済
む
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
す
で
に
紹
介
し
た
と
お
り
、

『
漢
文
基
本
語
辞
典
』
が
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
の
「
状
況
補
語
」
を
借
用
し
た
の
は
、

存
在
構
文
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
状
況
補
語
」
さ
え
消
し
て
、
何
と
か
英

文
法
の
み
で
事
足
り
る
よ
う
に
し
て
し
ま
え
ば
よ
い
わ
け
だ
。

　

た
し
か
に
、
存
在
構
文
に
つ
い
て
「
状
況
補
語
」
を
持
ち
出
す
の
は
、
そ
れ
な
り

に
便
利
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
前
掲
の
「
⑨
状
況
補
語
」
に
関
す
る
説
明
を
見
て
、

た
だ
ち
に
危
険
を
察
知
し
た
向
き
も
少
な
く
あ
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
漢
文
で
は
、

存
在
構
文
に
お
い
て
「
有
」
や
「
無
」
に
先
立
つ
語
句
が
「
主
語
」
な
の
か
「
状
況

補
語
」
な
の
か
、
判
断
に
迷
う
場
面
が
容
易
に
想
像
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、

天
野
氏
も
、「
有
」
の
用
例
に
こ
そ
記
し
て
い
な
い
も
の
の
、「
無
」
を
用
い
た
例
文

で
は
、「
主
語
」
と
「
状
況
補
語
」
が
区
別
し
づ
ら
い
場
面
を
も
想
定
し
て
い
る
の

か
、「
主
語
ま
た
は
状
況
補
語
」
と
い
う
説
明
が
目
立
）
8
（
ち
、「
莫
」
の
解
）
9
（
説
に
お
い
て

は
、
ど
ち
ら
に
も
解
せ
る
例
文
と
し
て
次
の
一
句
を
挙
げ
て
い
る
。

群
臣〔
ニ
〕莫シ

覗

対フ
ル〔
モ
ノ
〕

。

訳
＝
臣
下
の
な
か
に
誰
一
人
お
答
え
す
る
者
が
い
な
か
っ
た
。

　

こ
の
「
群
臣
」
は
、
一
応
「
状
況
補
語
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、「
主
語
と
み

な
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
読
ん
で
訳
す
こ
と
も
で
き
る
」
と
も
言
う
。

群
臣
莫シ
覗

対フ
ル〔
コ
ト
〕

。

語
」
さ
え
覚
束
な
い
可
能
性
の
あ
る
中
高
生
た
ち
に
、
い
き
な
り
フ
ラ
ン
ス
語
文
法

の
「
補
語
」
を
持
ち
出
し
て
も
、
す
ん
な
り
理
解
で
き
る
は
ず
は
な
か
ろ
う
。
大
学

生
な
ら
ば
何
と
か
な
る
と
思
う
の
も
楽
観
的
に
過
ぎ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
現
在
、

大
学
で
第
二
外
国
語
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ぶ
学
生
の
比
率
は
き
わ
め
て
低
く
、

し
か
も
大
半
が
と
う
て
い
フ
ラ
ン
ス
語
に
習
熟
し
た
と
は
言
え
な
い
程
度
の
実
力
だ
。

い
や
、
そ
も
そ
も
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
の
「
補
語
」
概
念
を
明
確
に
説
明
し
つ
つ
漢
文

法
を
教
え
ら
れ
る
教
員
が
ど
れ
ほ
ど
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
使

わ
ず
に
、
と
い
う
厳
し
い
条
件
付
き
と
な
れ
ば
、
ほ
ぼ
絶
望
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。

た
と
え
説
明
し
て
も
、
た
い
て
い
は
生
煮
え
の
解
説
に
終
わ
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ

う
。
ま
た
、
何
も
説
明
せ
ぬ
ま
ま
、
漢
文
法
に
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
の
「
補
語
」
概
念

を
忍
び
込
ま
せ
て
い
た
と
な
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
隠
し
球
に
も
等
し
い
卑
怯
な
所
業
で

あ
る
。
せ
い
ぜ
い
英
文
法
の
「
補
語
」
し
か
知
ら
な
い
生
徒
・
学
生
た
ち
に
対
し
て
、

あ
ま
り
に
不
親
切
で
は
な
か
ろ
う
か
。
小
川
環
樹
・
西
田
太
一
郎
『
漢
文
入
門
』
の

よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
の
「
補
語
」
概
念
を
広
く
用
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

多
久
弘
一
・
瀬
戸
口
武
夫
『
漢
文
解
釈
辞
典
』
の
ご
と
く
「
直
接
目
的
補
語
」
だ
け

を
「
目
的
語
」
と
言
い
換
え
る
の
も
、
ま
た
天
野
成
之
『
漢
文
基
本
語
辞
典
』
の
よ

う
に
「
状
況
補
語
」
だ
け
を
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
か
ら
借
用
す
る
の
も
、
そ
れ
ぞ
れ
真

剣
に
漢
文
法
を
検
討
し
た
揚
げ
句
の
措
置
と
は
い
え
、
結
局
は
摘
ま
み
取
り
な
の
で

あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
の
「
属
詞
」
は
採
り
入
れ
ず
、
そ
の
ま

ま
英
語
流
に
「
補
語
」
と
呼
び
、
そ
の
う
え
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
の
「
補
語
」
概

念
を
あ
る
い
は
広
く
あ
る
い
は
狭
く
導
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。

　

で
は
、
ど
う
す
る
か
。
結
論
と
し
て
、
漢
文
法
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
の
概
念
を

除
去
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
生
徒
・
学
生
が
戸
惑
い
、
教
員
と
て

満
足
に
説
明
で
き
な
い
よ
う
な
概
念
を
漢
文
法
に
紛
れ
込
ま
せ
て
い
る
の
は
、
甚
だ

芳
し
か
ら
ぬ
事
態
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
の
「
補
語
」
概
念
が
薄
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真
剣
摘
ま
み
取
り　
　
　

古
田
島
洋
介

を
説
明
し
つ
つ
、「
漢
文
の
〈
有
〉〈
無
〉
の
文
型
で
は
、
漢
語
の
主
語
は
訓
読
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と0

、〈
状
況
を
示
す
文
の
副
詞
的
要
素
〉
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
」
と
述

べ
て
い
た
。「
漢
語
の
主
語
」
す
な
わ
ち
漢
文
と
し
て
は
主
語
だ
と
承
知
し
つ
つ
、

「
訓
読
す
る
」
う
え
で
の
便
宜
か
ら
「
状
況
補
語
」
を
導
入
し
た
節
が
多
分
に
う
か

が
え
る
。
し
か
し
、
文
型
は
、
あ
く
ま
で
漢
文
法
そ
れ
自
体
の
話
だ
。
本
来
、
訓
読

の
便
宜
と
は
無
関
係
の
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
無
関
係
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
だ
ろ
う
。

漢
文
の
助
動
詞
「
能
」
を
、
副
詞
と
し
て
「
能よ

く
」
と
訓
読
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、

漢
文
の
文
法
分
析
に
さ
い
し
て
「
能
」
を
副
詞
扱
い
す
る
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。
そ

れ
と
同
じ
く
、
助
詞
「
に
」
を
付
け
て
訓
読
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、「
有
」「
無
」
あ

る
い
は
「
莫
」
の
上
に
位
置
す
る
語
句
を
「
状
況
補
語
」
と
も
呼
ぼ
う
と
す
る
の
は
、

訓
読
と
い
う
営
為
に
義
理
立
て
し
す
ぎ
た
本
末
転
倒
な
の
で
は
な
い
か
。「
ど
の
み

ち
文
型
な
ぞ
便
宜
上
の
話
だ
。
そ
こ
ま
で
神
経
質
に
な
る
必
要
は
な
い
」
と
言
う
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
や
、
便
宜
上
の
話
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
な
る
べ
く
手
間
の

か
か
ら
な
い
枠
組
み
を
用
意
し
て
お
く
の
が
得
策
だ
と
愚
考
す
る
。
存
在
構
文
は
、

お
し
な
べ
て
動
詞
「
有
」「
無
」「
莫
」
な
ど
を
用
い
た
〈
主
語
＋
動
詞
＋
目
的
語
〉

の
構
文
、
つ
ま
り
英
語
の
第
Ⅲ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
Ｏ
〉
に
相
当
す
る
も
の
と
見
な
し
て
し

ま
え
ば
、
何
ら
の
翳か

げ

り
も
な
く
、
す
っ
き
り
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
文
法
上
は
第
Ⅲ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
Ｏ
〉
で
済
ま
す
と
し
て
も
、
解
釈
の
段

階
と
な
れ
ば
、
話
は
別
で
あ
る
。
存
在
構
文
の
「
主
語
」
が
特
に
場
所
・
位
置
・
範

囲
を
示
す
語
句
で
あ
る
場
合
は
、「
場
所
（
位
置
・
範
囲
）
が
〜
を
持
っ
て
い
る
」

↓
「
場
所
（
位
置
・
範
囲
）
に
〜
が
あ
る
」
と
い
う
解
釈
操
作
が
必
要
と
な
り
、
そ

れ
に
伴
っ
て
訓
読
で
は
一
般
に
助
詞
「
に
」
を
付
け
る
、
と
説
明
を
付
け
加
え
ね
ば

な
る
ま
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、「
主
語
の
名
詞
が
副
詞
（
句
）
に
転
用
さ
れ
て
い

る
」
と
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
い
さ
さ
か
支つ

っ
かえ
棒
が
必
要
と
い
え
ど
も
、

そ
の
よ
う
な
説
明
を
付
け
加
え
る
ほ
う
が
、
い
き
な
り
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
の
「
状
況

訳
＝
臣
下
は
誰
一
人
と
し
て
お
答
え
で
き
な
か
っ
た
。

　

右
の
例
の
み
な
ら
ず
、「
莫
」
の
上
方
に
位
置
す
る
語
句
を
「
状
況
補
語
ま
た
は

主
語
」
あ
る
い
は
「
主
語
ま
た
は
状
況
補
語
」
と
説
明
す
る
字
句
は
、「
莫
」
に
関

す
る
記
述
の
な
か
に
散
見
す
）
10
（
る
。
存
在
構
文
で
「
有
」「
無
」
ま
た
は
「
莫
」
に
先

行
す
る
語
句
が
「
主
語
」
な
の
か
「
状
況
補
語
」
な
の
か
に
は
、
な
か
な
か
微
妙
な

場
面
が
少
な
く
な
い
わ
け
だ
。

　

フ
ラ
ン
ス
語
文
法
の
「
状
況
補
語
」
に
よ
っ
て
存
在
構
文
が
す
べ
て
す
っ
き
り
説

明
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
堂
々
と
「
状
況
補
語
」
を
導
入
す
る
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、「
状
況
補
語
」
を
導
入
し
た
と
て
、「
主
語
」
な
の
か
「
状
況
補
語
」
な
の

か
、
今
一
つ
明
確
で
な
い
場
面
に
少
な
か
ら
ず
見
舞
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
か
え
っ

て
混
迷
を
深
め
る
お
そ
れ
す
ら
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
馴
染
み
の
薄
い
フ
ラ
ン
ス
語

文
法
の
「
状
況
補
語
」
概
念
を
採
り
入
れ
た
う
え
で
、
な
お
か
つ
「
主
語
」
と
の
判

別
が
曖
昧
な
場
面
が
多
い
と
な
れ
ば
、
い
わ
ば
二
重
の
意
味
で
の
気
苦
労
に
悩
ま
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
文
ご
と
に
「
主
語
」
か
「
状
況
補
語
」
か
を
判
別
す
る
の
は

甚
だ
煩
わ
し
く
、
し
か
も
、
ど
ち
ら
か
判
断
し
か
ね
る
場
面
が
生
じ
が
ち
と
い
う
の

で
は
、
何
の
た
め
に
「
状
況
補
語
」
を
導
入
し
た
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

し
ま
う
に
違
い
な
い
。

　

思
う
に
、
有
効
性
に
今
一
つ
疑
問
が
残
る
「
状
況
補
語
」
を
こ
と
さ
ら
フ
ラ
ン
ス

語
文
法
か
ら
採
り
入
れ
る
必
要
性
は
低
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
き
な
り
結
論
を

記
し
て
し
ま
え
ば
、
存
在
構
文
に
つ
い
て
は
一
律
に
「
主
語
＋
有
（
無
／
莫
）
＋
目

的
語
」
と
分
析
し
、
英
語
の
第
Ⅲ
文
型
〈
Ｓ
Ｖ
Ｏ
〉
に
相
当
す
る
文
型
と
見
な
し
て

お
け
ば
十
分
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
ほ
う
が
漢
文
す
な
わ
ち
古
典
中
国
語
の
語
感

と
も
一
致
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
天
野
氏
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
か
ら
「
状
況
補
語
」
を
借
用
す
る
理
由
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ろ
う
。
何
し
ろ
、
最
近
は
、
現
代
中
国
語
を
履
修
し
た
漢
文
の
教
員
が
次
第
に
増
え

て
い
る
た
め
か
、
た
だ
で
さ
え
英
文
法
と
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
が
混
入
し
て
い
る
漢
文

法
に
、
現
代
中
国
語
の
文
法
用
語
ま
で
組
み
入
れ
よ
う
と
す
る
動
き
す
ら
見
受
け
ら

れ
る
。
信
じ
が
た
い
と
思
う
向
き
は
、
た
と
え
ば
中
野
清
『
中
野
式
漢
文
な
る
ほ
ど

上
達
法
』（
ラ
イ
オ
ン
社
、
平
成
十
九
年
）
を
の
ぞ
い
て
み
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
は
大

学
を
受
験
す
る
高
校
生
向
け
の
漢
文
参
考
書
だ
が
、「
走ル

コ
ト

三
十
里
」
や
「
行ク
コ
ト

七

日
」
の
ご
と
き
「
三
十
里
」「
七
日
」
に
つ
い
て
、
誰
が
見
て
も
現
代
中
国
語
の
文

法
用
語
と
し
か
思
え
な
い
「
程
度
補
語
」（
こ
れ
ま
た
「
補
語
」
だ
！
）
と
い
う
説

明
が
ほ
ど
こ
さ
れ
（
四
七
頁
）、
さ
ら
に
は
「
以
」
が
形
成
す
る
「
以テ
覗

銭ヲ

与フ
覗

之ニ

」

の
よ
う
な
構
文
を
、
ま
た
も
や
現
代
中
国
語
の
文
法
用
語
を
使
っ
て
「
処
置
式
」
と

解
説
し
て
い
る
（
七
七
頁
）。
某
予
備
校
の
講
師
た
る
中
野
氏
で
さ
え
、
現
代
中
国

語
の
文
法
用
語
を
動
員
し
て
憚
ら
な
い
わ
け
だ
。
野
放
図
な
現
状
の
ま
ま
事
態
が
進

め
ば
、「
現
代
中
国
語
を
学
ば
な
く
と
も
、
訓
読
と
い
う
方
法
で
漢
文
す
な
わ
ち
古

典
中
国
語
は
十
分
に
解
釈
で
き
る
」
な
ぞ
と
言
い
な
が
ら
、
実
は
漢
文
の
文
法
説
明

に
思
わ
ず
知
ら
ず
現
代
中
国
語
の
文
法
用
語
を
忍
ば
せ
て
い
た
と
い
う
滑
稽
な
事
態

が
起
こ
ら
な
い
と
も
限
る
ま
い
。

　

専
門
家
向
け
の
解
説
は
い
ざ
知
ら
ず
、
生
徒
・
学
生
た
ち
が
す
ん
な
り
理
解
で
き

る
文
法
用
語
、
す
な
わ
ち
差
し
当
た
り
は
英
文
法
の
用
語
だ
け
で
漢
文
の
文
型
を
説

明
で
き
る
教
学
態
勢
を
早
急
に
整
え
た
い
も
の
で
あ
る
。

注（
1
）　

以
下
、
多
久
弘
一
・
瀬
戸
口
武
夫
『
漢
文
解
釈
辞
典
』（
角
川
書
店
、
昭
和
五
十
四
年
／
〔
復
刊
〕

国
書
刊
行
会
、
平
成
十
年
）
三
〜
五
頁
。
簡
略
を
旨
と
し
て
、
体
裁
・
表
記
に
変
更
を
加
え
、
四
Ｃ

2
の
例
文
は
中
途
で
切
断
し
た
。
ま
た
、「
目
的
語
（
客
語
）」
の
ご
と
く
、「
目
的
語
」
に
添
え
ら

れ
た
別
称
「
客
語
」
も
省
略
に
従
っ
た
。
た
だ
し
、
太
字
・
ル
ビ
は
、
原
則
と
し
て
原
書
マ
マ
。

（
2
）　

小
川
環
樹
・
西
田
太
一
郎
『
漢
文
入
門
』（
岩
波
全
書
、
昭
和
三
十
二
年
）
八
頁
。
便
宜
上
、
漢

補
語
」
を
持
ち
出
す
よ
り
も
、
は
る
か
に
生
徒
・
学
生
た
ち
に
は
わ
か
り
や
す
い
の

で
は
な
い
か
。
た
と
え
「
状
況
補
語
」
の
概
念
を
採
り
入
れ
た
い
と
し
て
も
、
右
の

ご
と
き
解
説
を
加
え
た
あ
と
で
、「
主
語
が
場
所
・
位
置
・
範
囲
を
示
し
て
い
る
場

合
は
、
実
質
上
、
一
種
の
状
況
を
表
す
語
句
と
も
理
解
で
き
る
」
く
ら
い
に
と
ど
め

る
の
が
穏
当
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
教
学
の
現
場
に
お
い
て
は
、
英
語
の
「
補
語
」
感

覚
で
は
律
し
き
れ
ぬ
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
状
況
補
語
」
概
念
は
、
取
り
敢
え
ず
お
蔵
入

り
と
す
る
の
が
賢
明
だ
ろ
う
。

　

以
上
、
漢
文
法
の
「
補
語
」
に
つ
い
て
、
差
し
当
た
り
の
私
見
を
記
し
た
。
厳
密

に
は
、
小
川
環
樹
・
西
田
太
一
郎
『
漢
文
入
門
』（
昭
和
三
十
二
年
）
の
こ
ろ
、
ど

の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。
基

本
文
型
を
六
種
に
分
か
つ
方
法
が
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
普
遍
性
を
持
っ
て
い
る
の

か
も
改
め
て
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
英
語
の
「
補
語
」
概
念
と
て

決
し
て
一
枚
岩
と
の
保
証
は
な
く
、
本
稿
は
日
本
の
英
語
教
育
で
一
般
に
用
い
ら
れ

て
い
る
「
補
語
」
を
そ
の
ま
ま
前
提
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
、

A
.D

. Syrokom
la-Stefanow

ska w
ith the collaboration of Bi X

iyan, A
 

Classical Chinese R
eader, U

niversity of H
aw

aii Press, H
onolulu; 

W
ild Peony, 1996

のGram
m

atical N
otes, p.141

に
載
る
「
単
文
の
一
般
文

型
」T

he com
m

on patterns of sim
ple sentences 

を
見
る
と
、「
伯
牙
游ブ
巴

於

泰
山
之
陰ニ
蚤

」
の
「
於
泰
山
之
陰
」、「
和
氏
得タ
リ巴

玉
璞ヲ

〔
於
〕
楚ノ

山
中ニ
蚤

」
の
「〔
於
〕

楚
山
中
」、「
吾
将ニ
覗

曳カ
ン
ト

巴

尾ヲ

於
塗
中ニ
蚤

」
の
「
於
塗
中
」
が
、
す
べ
て
〈Com

ple-
m

ent

〉（
補
語
）
と
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
観
察
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
に
お
け
る

「
補
語
」
概
念
と
の
近
接
性
を
示
し
て
い
る
。
英
語
の
「
補
語
」
そ
の
も
の
が
実
は

不
安
定
で
あ
る
可
能
性
も
低
く
な
い
わ
け
だ
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
の
「
補
語
」
概
念
を
引
き
入
れ
た
現
行
の
漢

文
法
の
文
型
表
示
に
何
ら
か
の
改
善
お
よ
び
統
一
方
針
が
必
要
な
こ
と
は
た
し
か
だ
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真
剣
摘
ま
み
取
り　
　
　

古
田
島
洋
介

字
の
字
体
は
、
常
用
字
体
に
改
め
た
。

（
3
）　

以
下
、
天
野
成
之
『
漢
文
基
本
語
辞
典
』（
大
修
館
書
店
、
平
成
十
一
年
）
巻
頭
「
本
辞
典
の
構

成
」
ⅶ
頁
下
〜
ⅷ
頁
下
／
「
4 

文
型
」。

（
4
）　

以
下
、
倉
方
秀
憲
・
東
郷
雄
二
ほ
か
〔
編
〕『
プ
チ
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
仏
和
辞
典
』（
旺
文
社
、
一
九

八
六
年
／
〔
改
訂
新
版
〕
一
九
九
六
年
）
一
五
七
六
〜
一
五
七
七
頁
。
内
藤
陽
哉
ほ
か
﹇
共
編
﹈

『
パ
ス
ポ
ー
ト
初
級
仏
和
辞
典
』（
白
水
社
、
一
九
九
一
年
）
二
三
〇
頁«phrase»

項
に
も
同
様
の

「
6
基
本
文
型
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）　«com

plém
ent»: m

ot ou groupe de m
ots qui sʼajoute à un autre pour en com

-
plêter le sens; D

ictionnaire du français contem
porain, Librairie Larousse, 1971, 

Paris, p.268.

（
6
）　

注
（
3
）
所
掲
『
漢
文
基
本
語
辞
典
』
三
三
九
〜
三
四
○
頁
。

（
7
）　

同
右
書
三
二
二
頁
。

（
8
）　

同
右
書
三
二
五
〜
三
二
七
頁
。

（
9
）　

同
右
書
二
七
八
頁
。

（
10
）　

同
右
書
二
七
九
〜
二
八
○
頁
。




