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○
、
は
じ
め
に
 
 
 

か
つ
て
の
四
段
活
用
動
詞
連
用
形
に
生
じ
た
い
わ
ゆ
る
「
音
便
形
」
の
中
で
、
サ
行
四
段
活
用
の
動
詞
に
生
じ
た
イ
音
便
形
（
以
 
 

下
で
た
だ
「
イ
音
便
形
」
と
い
う
場
合
に
は
、
サ
行
四
段
活
用
動
詞
に
生
ず
る
イ
音
便
形
を
さ
す
）
は
、
や
や
複
雑
な
変
遷
を
た
ど
っ
 
 

て
い
る
。
室
町
末
期
の
抄
物
・
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
に
お
い
て
、
イ
音
便
形
の
実
例
が
多
く
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
か
な
り
 
 

の
勢
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
の
後
は
イ
音
便
形
は
衰
退
し
、
現
代
で
は
方
言
に
一
部
が
残
存
す
る
だ
け
で
、
 
 

現
代
東
京
方
言
で
の
五
段
活
用
動
詞
の
体
系
に
は
、
サ
行
の
イ
音
便
形
は
存
在
し
な
い
。
 
 
 

こ
う
し
た
イ
音
便
形
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
早
く
億
本
（
一
九
六
二
）
が
取
り
上
げ
て
お
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
や
狂
言
台
本
を
 
 

も
と
に
イ
音
便
形
の
用
例
を
整
理
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
二
種
の
資
料
に
あ
ら
わ
れ
る
サ
行
四
段
動
詞
の
中
で
も
イ
音
便
形
を
持
た
な
 
 

い
語
群
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
の
語
群
に
見
ら
れ
る
特
徴
か
ら
イ
音
便
の
衰
退
の
条
件
を
推
定
し
て
い
る
。
続
い
て
奥
村
 
 

（
一
九
六
八
）
 
は
、
現
代
の
イ
音
便
形
の
方
言
分
布
と
文
献
資
料
の
用
例
数
の
関
係
か
ら
、
中
央
語
（
京
都
方
言
）
 
で
の
イ
音
便
衰
 
 

退
の
時
期
や
橋
本
が
挙
げ
た
条
件
以
外
の
衰
退
要
因
を
推
定
し
て
い
る
。
ま
た
最
近
で
は
柳
田
征
司
（
一
九
九
三
）
が
、
「
日
本
語
 
 

音
韻
史
」
と
い
う
大
き
な
展
望
の
も
と
に
、
イ
音
便
形
の
成
立
か
ら
衰
退
の
時
期
・
要
因
ま
で
を
詳
細
に
論
じ
、
橋
本
・
奥
村
の
考
 
 

察
に
再
検
討
を
加
え
て
い
る
。
さ
ら
に
福
島
二
九
九
二
）
や
坪
井
（
一
九
九
四
）
は
、
動
詞
の
活
用
体
系
の
中
で
、
音
便
形
が
持
 
 
 

狂
言
記
に
み
る
サ
行
四
段
動
詞
の
イ
音
便
形
 
 

大
 
倉
 
 

浩  
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つ
い
く
つ
か
の
機
能
に
注
目
し
て
イ
音
便
形
の
変
遷
を
解
釈
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
筆
者
も
柳
田
・
坪
井
の
指
摘
す
る
「
サ
行
に
上
 
 

二
段
活
用
動
詞
が
存
在
し
な
い
こ
と
」
が
、
イ
音
便
形
を
衰
退
に
向
か
わ
せ
た
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
す
る
見
方
を
支
持
す
る
も
の
 
 

■
ゝ
 
 

で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
四
摩
の
版
本
狂
言
記
（
以
下
「
狂
言
記
」
と
略
称
、
各
篇
は
、
正
篇
・
外
箱
・
続
篇
・
拾
遺
と
呼
ぷ
）
 
に
 
 

お
け
る
イ
音
便
形
の
調
査
か
ら
、
イ
音
便
形
衰
退
の
時
期
や
、
狂
言
の
用
語
と
し
て
イ
音
便
形
が
定
着
す
る
ま
で
の
過
程
に
つ
い
て
 
 

考
察
し
て
み
た
い
。
 
 

「
資
料
お
よ
び
調
査
に
つ
い
て
 
 
 

狂
言
資
料
の
イ
音
便
形
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
橋
本
（
一
九
六
二
）
 
や
奥
村
（
一
九
六
八
）
 
が
調
査
し
、
虎
明
本
・
虎
寛
本
・
大
 
 

蔵
流
山
本
東
本
（
以
上
大
蔵
流
）
、
古
典
文
庫
本
（
和
泉
流
）
、
古
典
全
書
本
（
鷺
流
）
 
の
状
況
が
示
さ
れ
て
お
り
、
狂
言
記
に
つ
い
 
 

て
も
奥
村
が
調
査
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
刷
の
版
本
を
翻
字
し
た
有
朋
堂
文
庫
本
（
大
正
六
年
刊
）
 
に
拠
っ
て
い
る
た
め
、
直
接
 
 

初
版
本
に
拠
っ
た
本
稿
の
調
査
と
は
用
例
・
数
値
と
も
少
々
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
奥
村
（
一
九
六
八
）
 
で
は
、
四
種
の
狂
言
記
を
 
 

一
括
し
て
集
計
し
、
他
の
資
料
の
数
値
と
比
較
し
て
い
る
が
、
四
種
の
狂
言
記
の
成
立
時
期
の
違
い
や
、
各
五
十
番
の
収
載
曲
の
個
々
 
 

の
出
自
の
違
い
を
重
視
し
、
狂
言
記
を
多
面
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
筆
者
の
立
場
か
ら
は
、
そ
の
調
査
結
果
に
対
す
る
解
釈
も
ま
 
 

た
異
な
る
こ
と
と
な
る
。
 
 
 

本
稿
で
は
、
ま
ず
四
種
の
狂
言
記
各
篇
で
の
イ
音
便
形
の
あ
ら
わ
れ
方
を
比
較
し
、
衰
退
時
期
と
の
関
係
を
考
察
し
、
さ
ら
に
イ
 
 

音
便
形
が
用
い
ら
れ
た
曲
の
数
や
そ
れ
ら
の
曲
の
出
自
を
見
る
こ
と
で
、
狂
言
記
に
お
け
る
イ
音
便
形
の
定
着
の
程
度
を
探
っ
て
み
 
 

（
2
）
 
 

る
。
用
例
は
会
話
部
分
の
動
詞
の
用
例
を
対
象
と
し
、
ト
書
き
や
謡
・
和
歌
・
語
り
の
セ
リ
フ
は
除
い
て
い
る
。
 
 

二
、
イ
音
便
形
の
比
率
 
 
 

（
表
1
）
 
に
み
ら
れ
る
各
篇
の
用
例
数
や
動
詞
の
語
数
か
ら
も
、
イ
音
便
形
の
あ
ら
わ
れ
方
に
四
種
の
狂
言
記
聞
に
差
の
あ
る
こ
 
 

と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
各
篇
分
豆
が
異
な
る
か
ら
単
純
な
比
較
は
出
来
な
い
が
、
非
音
便
形
の
用
例
数
と
の
比
率
を
見
て
み
る
と
、
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イ
音
便
形
の
比
率
の
最
も
高
い
続
篇
（
約
〇
．
【
望
 
と
最
も
低
い
拾
遺
（
約
P
O
N
）
 
と
の
差
は
か
な
り
大
き
い
。
さ
ら
に
先
行
研
究
に
 
 

よ
れ
ば
音
便
形
と
非
音
便
形
と
の
用
例
数
の
比
率
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
の
天
草
版
平
家
物
語
（
音
便
形
N
き
望
‖
非
音
便
形
N
岩
垂
）
、
 
 

天
草
版
イ
ソ
ポ
物
語
（
2
‥
N
e
、
狂
言
台
本
で
は
虎
明
本
（
巴
－
‥
〓
〇
 
と
イ
音
便
形
が
半
分
か
そ
れ
以
上
の
高
率
を
示
し
て
お
 
 

り
、
そ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
、
狂
言
記
四
種
と
も
に
イ
音
便
形
の
比
率
の
低
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 

（
3
）
 
 
（
表
1
）
 
イ
音
便
形
で
あ
ら
わ
れ
る
動
詞
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③
▲
シ
テ
そ
れ
は
何
よ
り
安
い
事
で
御
座
る
。
さ
ら
ば
鳥
を
さ
い
て
し
ん
上
申
し
ま
し
よ
 
 

（
拾
遺
「
餌
差
十
王
」
巻
四
 
三
六
オ
）
 
 

近
松
世
話
浄
瑠
璃
の
イ
音
便
形
四
十
一
例
の
う
ち
で
も
、
十
七
例
が
 
「
さ
す
」
 
の
例
で
あ
る
こ
と
と
も
符
合
し
、
「
さ
す
」
 
の
イ
音
 
 

便
形
が
、
他
の
イ
音
便
形
が
衰
退
す
る
中
で
も
し
ば
ら
く
命
脈
を
保
っ
て
い
た
た
め
に
狂
言
記
に
も
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

お
そ
ら
く
、
正
常
刊
行
の
時
期
 
（
十
七
世
紀
半
ば
）
 
の
京
都
方
言
に
お
い
て
、
「
さ
す
」
以
外
の
イ
音
便
形
は
衰
退
し
、
ほ
と
ん
ど
 
 

が
原
形
に
回
帰
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

そ
れ
で
は
「
さ
す
」
以
外
の
狂
言
記
の
用
例
は
、
イ
音
便
形
の
衰
退
と
ど
の
様
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
外
篇
 
 

は
、
「
ま
ら
す
る
」
を
用
い
る
な
ど
虎
明
本
に
類
似
し
た
用
語
を
残
し
た
曲
が
多
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
音
便
形
に
関
し
て
は
 
 

「
さ
す
」
 
の
他
に
は
「
い
た
す
」
し
か
用
例
が
無
く
、
虎
明
本
の
よ
う
な
高
い
比
率
に
な
っ
て
い
な
い
の
は
疑
問
で
あ
る
し
、
続
篇
 
 

は
や
や
用
例
が
多
く
な
る
が
、
拾
遺
で
は
極
端
に
用
例
が
少
な
く
な
っ
て
お
り
、
イ
音
便
形
を
保
存
す
る
現
行
の
狂
言
の
用
語
と
も
 
 

異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。
そ
こ
で
次
に
曲
別
の
イ
音
便
形
の
使
用
状
況
を
示
し
、
こ
の
間
題
を
さ
ら
に
考
え
て
い
く
。
 
 
 

こ
れ
は
、
す
で
に
奥
村
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
巨
視
的
に
は
江
戸
期
に
入
っ
て
の
イ
音
便
形
の
衰
退
が
狂
言
記
に
反
映
し
た
 
 

も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
特
に
、
刊
行
当
時
の
京
都
の
話
し
言
葉
の
影
響
の
強
い
正
篇
で
の
イ
音
便
形
の
比
率
 
（
約
〇
．
志
）
 
が
、
近
 
 

（
5
）
 
 

松
世
話
浄
瑠
璃
で
の
比
率
 
（
き
‥
怠
∽
約
〇
．
嘉
）
 
に
近
い
こ
と
は
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
と
い
え
る
し
、
ま
た
正
篇
以
外
の
三
幕
で
 
 
 

は
「
さ
す
」
 
の
イ
音
便
形
が
次
例
の
よ
う
に
と
も
に
多
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
 
 
 

①
▲
女
房
此
刀
を
副
河
竹
ぼ
う
を
も
つ
て
さ
き
へ
ゆ
け
〈
 
 
 

②
▲
ァ
 
み
ど
も
が
ゆ
び
も
剖
呵
村
か
。
皆
そ
ち
が
手
前
か
ら
お
つ
る
は
。
 
 

（
4
）
 
 

（
外
篇
「
ち
ぎ
り
木
」
巻
二
 
二
四
オ
）
 
 

（
続
篇
「
居
杭
」
巻
一
一
〇
オ
）
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3   

A ［コ 柿   

虎  
拾  

2  

適  

用
例
数
の
多
い
順
に
曲
を
並
べ
、
（
 
）
 
に
は
池
田
 
（
一
九
五
三
）
 
に
よ
り
内
容
的
に
類
似
す
る
狂
言
台
本
を
示
し
て
そ
の
曲
の
 
 

（
6
）
 
 

出
自
を
見
る
手
が
か
り
と
し
た
。
ま
た
「
さ
す
L
 
の
イ
音
便
形
は
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
他
の
イ
音
便
形
よ
り
衰
退
が
遅
れ
て
い
 
 
 

三
、
曲
別
に
見
た
イ
音
便
 
 

（
表
2
）
狂
言
記
各
曲
の
イ
音
便
形
（
数
字
は
用
例
数
）
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ん
り
う
い
た
い
て
御
ざ
る
。
 
 

（
巻
一
 
二
三
り
）
 
 

と
、
冒
頭
の
名
乗
り
に
あ
ら
わ
れ
る
な
ど
、
正
篇
に
は
見
ら
れ
な
い
使
わ
れ
方
を
し
て
お
り
、
意
図
的
に
イ
音
便
形
を
用
い
て
い
る
 
 

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
（
表
1
）
 
に
よ
る
と
、
外
篇
で
は
「
さ
す
」
以
外
は
「
い
た
す
」
 
に
し
か
イ
音
便
形
が
あ
ら
わ
れ
ず
、
こ
 
 

の
意
味
で
も
、
意
図
的
な
使
用
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
「
い
た
す
」
 
の
イ
音
便
形
を
使
用
す
る
曲
も
、
「
魚
説
法
」
な
ど
和
 
 

泉
流
の
三
百
番
集
本
に
類
似
す
る
曲
と
大
蔵
流
の
虎
明
本
に
類
似
す
る
曲
が
大
半
で
、
正
篇
の
場
合
と
違
い
、
流
派
と
の
関
係
が
強
 
 

い
曲
で
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
特
に
拙
稿
（
一
九
九
一
）
な
ど
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
外
篇
に
あ
る
三
百
番
集
本
の
類
似
曲
は
、
 
 

「
ま
ら
す
る
」
を
使
用
し
な
い
な
ど
用
語
面
で
も
他
の
外
篇
の
曲
と
は
違
い
が
多
く
、
整
理
さ
れ
た
固
定
期
の
狂
言
に
近
い
。
こ
う
 
 

し
た
曲
の
中
で
、
イ
音
便
形
が
「
い
た
す
」
だ
け
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
、
狂
言
の
用
語
と
し
て
イ
音
便
形
を
意
図
的
に
使
用
し
 
 

は
じ
め
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
同
じ
三
百
番
集
本
の
類
似
曲
の
中
に
も
、
「
か
う
じ
」
な
ど
 
 
 

た
と
見
ら
れ
、
用
例
数
も
多
い
こ
と
か
ら
他
の
イ
音
便
形
と
区
別
し
て
示
し
た
。
 
 
 

ま
ず
正
篇
か
ら
見
て
み
る
と
、
曲
に
よ
る
用
例
の
集
中
は
な
く
、
計
七
番
の
曲
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
中
で
 
 

他
の
狂
言
台
本
と
内
容
的
に
類
似
す
る
曲
は
、
虎
明
本
に
類
似
す
る
「
烏
帽
子
折
り
」
だ
け
で
、
う
ち
五
番
は
各
流
派
の
狂
言
か
ら
 
 

離
れ
た
京
都
の
町
風
の
狂
言
と
推
定
さ
れ
る
曲
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
当
然
用
語
の
上
で
も
固
定
以
前
の
段
階
に
あ
り
、
俗
語
も
多
く
 
 

取
り
入
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
イ
音
便
形
の
使
用
も
、
狂
言
の
用
語
と
し
て
の
意
図
的
な
使
用
と
い
う
よ
り
、
衰
退
し
っ
 
 

つ
あ
っ
た
語
形
の
残
存
と
見
ら
れ
る
。
前
節
で
述
べ
た
近
松
世
話
浄
瑠
璃
の
イ
音
便
形
の
比
率
と
の
近
似
も
こ
の
点
か
ら
追
認
で
き
 
 

る
だ
ろ
う
。
 
 
 

外
篇
で
は
、
「
魚
説
法
」
 
に
四
例
と
、
曲
に
よ
る
集
中
が
や
や
見
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
用
例
を
見
て
も
、
 
 
 

④
与
平
治
是
は
此
あ
た
り
に
す
ま
ゐ
い
た
す
者
で
御
ざ
る
。
そ
れ
が
し
お
や
の
つ
い
ぜ
ん
の
た
め
に
、
一
間
四
面
の
だ
う
を
こ
 
 

（
巻
五
 
十
六
オ
）
 
 

⑤
な
に
と
い
た
し
た
や
ら
一
つ
ほ
ぞ
お
ち
が
い
た
し
て
こ
ろ
く
と
こ
け
て
御
ざ
る
に
よ
つ
て
 
 

と
、
「
い
た
す
」
 
の
イ
音
便
形
を
用
い
て
な
い
曲
も
あ
り
、
ま
た
「
さ
す
」
以
外
に
イ
音
便
形
の
用
例
が
な
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
 
 

る
と
、
外
篇
の
三
百
番
集
本
の
類
似
曲
の
中
で
も
イ
音
便
形
の
意
図
的
な
使
用
は
徹
底
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
イ
音
便
形
を
避
け
る
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と
い
う
わ
ず
か
一
例
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
虎
明
本
と
の
類
似
曲
に
は
も
っ
と
多
く
の
イ
音
便
形
の
使
用
が
予
想
さ
れ
る
は
 
 

ず
だ
が
、
他
に
十
七
番
の
中
に
は
「
さ
す
」
を
含
め
て
も
全
く
イ
音
便
形
が
あ
ら
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
（
肝
を
）
 
つ
 
 

ぶ
す
」
な
ど
の
「
つ
ぶ
す
」
な
ど
は
虎
明
本
で
も
イ
音
便
形
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
る
語
だ
が
、
外
篇
に
あ
る
虎
明
本
と
の
類
似
曲
「
れ
 
 

ん
じ
ゃ
く
」
 
で
は
、
 
 
 

（
7
）
 
 

傾
向
も
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
イ
音
便
形
を
避
け
る
傾
向
は
、
類
似
す
る
と
さ
れ
た
和
泉
流
の
三
百
番
集
本
で
も
顕
著
で
、
イ
音
便
 
 

形
の
使
用
は
「
さ
す
」
以
外
に
は
非
常
に
少
な
く
、
「
い
た
す
」
に
も
イ
音
便
形
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
い
っ
ぽ
う
同
じ
和
泉
 
 

流
で
も
、
江
戸
初
期
の
天
理
本
や
和
泉
蒙
古
本
に
は
、
多
く
の
イ
音
便
形
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
和
泉
流
で
は
固
 
 

定
期
の
用
語
整
理
の
過
程
で
イ
音
便
形
に
つ
い
て
は
、
使
用
を
避
け
て
い
た
時
期
や
一
派
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
外
貨
に
お
い
 
 

て
イ
音
便
形
の
用
例
が
「
い
た
す
」
「
さ
す
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
和
泉
流
の
状
況
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
和
泉
流
に
限
ら
ず
、
大
蔵
流
に
お
い
て
も
弟
子
家
な
ど
末
流
に
は
起
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
と
い
う
の
 
 

は
前
節
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
同
じ
外
篇
で
も
、
「
ま
ら
す
る
」
を
用
い
固
定
前
の
虎
明
本
と
類
似
す
る
曲
が
十
七
番
も
認
め
ら
れ
て
 
 

い
る
の
だ
が
、
イ
音
便
形
の
用
例
は
「
な
ま
ぐ
さ
物
」
 
の
、
 
 

（
巻
三
 
九
ウ
）
 
 

⑦
▲
商
人
目
代
殿
か
と
思
ふ
て
き
も
つ
ぶ
し
た
。
お
れ
が
一
の
た
な
に
付
て
ゐ
る
 
 

と
、
非
音
便
形
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
や
は
り
、
イ
音
便
形
を
狂
言
の
用
語
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
避
け
る
傾
向
が
あ
ら
 
 

わ
れ
て
お
り
、
大
蔵
流
に
お
い
て
も
和
泉
流
同
様
、
イ
音
便
形
の
使
用
を
避
け
た
時
期
や
一
派
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
。
た
 
 

だ
し
、
大
蔵
流
に
お
い
て
は
、
固
定
期
の
虎
寛
本
で
は
イ
音
便
形
を
積
極
的
に
使
用
し
て
お
り
、
イ
音
便
形
の
使
用
を
避
け
て
い
た
 
 

時
期
は
虎
寛
本
成
立
 
（
寛
政
四
 
（
一
七
九
三
）
年
）
 
以
前
で
あ
ろ
う
し
、
江
戸
の
宗
家
か
ら
離
れ
た
京
都
の
弟
子
筋
の
台
本
が
外
常
 
 

に
取
り
込
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
お
く
。
 
 
 

統
幕
は
外
篇
と
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
イ
音
便
形
に
つ
い
て
は
用
例
数
も
多
く
、
（
表
1
）
を
み
る
と
異
な
り
語
数
十
五
語
に
 
 

あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
あ
る
程
度
イ
音
便
形
が
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
京
都
の
話
し
言
葉
に
お
い
て
も
原
形
へ
 
 
 

⑥
四
五
十
人
の
な
か
へ
や
っ
て
一
も
ん
じ
に
か
へ
り
ま
し
た
。
て
が
ら
を
い
た
い
て
御
ざ
る
 
 

（
巻
二
 
二
一
オ
）
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の
回
帰
が
遅
れ
て
い
た
「
さ
す
」
の
用
例
が
多
く
、
そ
れ
を
除
外
す
る
と
（
表
2
）
の
よ
う
に
三
番
の
曲
に
用
例
が
集
中
し
て
い
る
 
 

こ
と
が
わ
か
る
。
虎
寛
本
に
類
似
す
る
「
鹿
庖
T
」
、
三
百
番
集
本
に
類
似
す
る
「
瓜
盗
人
」
、
類
似
す
る
狂
言
台
本
の
な
い
 
「
六
人
 
 
 

僧
」
の
三
番
で
あ
る
。
三
番
の
中
に
大
蔵
流
の
虎
寛
本
に
類
似
す
る
曲
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
が
、
池
田
の
比
較
に
よ
れ
ば
、
 
 
 

続
篇
に
は
、
虎
明
本
に
類
似
す
る
曲
十
八
番
、
虎
寛
本
に
類
似
す
る
曲
十
三
番
と
大
蔵
流
に
近
い
曲
が
三
十
一
番
も
あ
る
に
も
か
か
 
 

わ
ら
ず
イ
音
便
形
の
使
用
に
関
し
て
は
「
さ
す
」
の
例
を
除
外
す
る
と
、
「
誌
庖
T
」
と
「
鶏
立
の
江
」
（
虎
明
本
に
類
似
）
 
の
二
番
 
 
 

な
ど
、
非
音
便
形
も
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
イ
音
便
形
も
「
お
ぢ
ゃ
る
」
と
同
じ
く
、
未
整
理
の
古
い
用
語
が
残
っ
て
い
る
も
の
と
解
 
 

釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
同
じ
く
統
幕
で
イ
音
便
形
が
二
例
あ
ら
わ
れ
る
「
昆
布
布
施
」
に
も
、
「
お
ぢ
ゃ
る
」
が
用
い
ら
れ
て
 
 

い
る
こ
と
も
、
こ
の
こ
と
を
支
持
す
る
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
残
る
「
瓜
盗
人
」
 
に
つ
い
て
は
「
お
ぢ
ゃ
る
」
「
お
り
や
る
」
と
も
 
 
 

（
「
六
人
僧
」
巻
三
 
三
十
オ
）
 
 

⑨
誰
の
、
内
に
お
じ
や
る
か
、
ま
た
誰
の
も
お
り
や
る
か
、
お
出
や
れ
 
 

狂
言
記
の
「
お
ぢ
ゃ
る
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
（
一
九
八
五
）
で
「
お
り
や
る
」
と
比
較
し
て
論
じ
た
が
、
「
お
ぢ
ゃ
る
」
は
固
定
 
 

期
の
狂
言
台
本
に
お
い
て
姿
を
消
し
て
し
ま
う
語
で
、
統
幕
で
も
七
番
の
曲
に
十
例
が
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
優
勢
な
「
お
り
や
る
」
 
 

と
併
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
（
「
盤
庖
T
J
「
六
人
僧
」
で
も
併
用
）
、
用
語
が
未
整
理
の
段
階
に
あ
る
曲
で
あ
る
こ
と
を
示
す
語
と
 
 

も
い
え
る
。
す
る
と
イ
音
便
形
に
つ
い
て
も
「
娠
庖
T
J
「
六
人
僧
」
の
二
番
の
場
合
、
用
例
数
は
多
い
も
の
の
、
狂
言
の
用
語
と
 
 

に
し
か
イ
音
便
形
が
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
虎
明
本
や
虎
寛
本
に
見
え
る
イ
音
便
形
の
積
極
的
な
使
用
と
は
程
遠
い
と
 
 

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
 
 
 

で
は
、
イ
音
便
形
の
集
中
す
る
三
番
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
こ
の
三
番
で
の
、
イ
音
便
形
 
 

以
外
の
用
語
に
つ
い
て
注
意
し
て
み
る
と
、
「
盤
庖
T
J
「
六
人
僧
」
の
二
番
に
「
お
ぢ
ゃ
る
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 

し
て
意
図
的
に
使
用
し
た
も
の
で
は
な
く
、
二
番
に
は
、
 
 
 

⑩
な
に
か
と
笥
、
今
日
迄
こ
い
を
求
め
ま
せ
ぬ
 
 

（
「
盤
庖
T
」
巻
二
 
三
十
オ
）
 
 

⑧
う
す
ひ
所
を
、
あ
つ
ふ
見
ゆ
る
や
う
に
作
る
が
、
包
丁
人
の
う
で
ゞ
お
じ
や
る
 
 

⑪
思
ひ
出
し
た
。
み
ゝ
へ
水
を
い
る
れ
ば
、
ね
か
へ
る
も
の
じ
や
と
聞
た
 
 

（
「
鮭
庖
T
」
巷
二
 
二
六
ウ
）
 
 

（
「
六
人
僧
」
巻
三
 
二
九
り
）
 
 



（
「
瓜
盗
人
」
巻
二
 
三
三
オ
）
 
 

⑫
今
日
は
は
た
け
へ
見
舞
て
、
ほ
ぞ
お
ち
の
い
た
し
た
を
、
少
取
て
参
ら
ふ
と
存
る
。
 
 

な
ど
イ
音
便
形
が
見
え
ず
、
「
あ
ら
す
」
 
に
も
イ
音
便
形
と
非
音
便
形
の
両
形
が
見
え
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
可
能
性
は
低
い
の
で
は
 
 

な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
、
続
篇
で
の
イ
音
便
形
の
用
例
も
、
や
や
数
は
多
い
も
の
の
、
狂
言
の
用
語
と
し
て
意
図
的
に
使
用
し
た
可
 
 

能
性
は
低
く
、
外
篇
と
同
じ
く
大
蔵
流
狂
言
と
類
似
す
る
曲
で
も
イ
音
便
形
の
使
用
は
少
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
 
 

さ
ら
に
拾
遺
で
は
、
池
田
に
よ
れ
ば
虎
明
本
に
類
似
の
曲
が
十
七
番
、
虎
寛
本
に
類
似
の
曲
が
十
一
番
と
、
合
計
二
十
八
番
の
大
 
 

浩
 
蔵
流
と
の
類
似
曲
が
認
め
ら
れ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
音
便
形
は
「
合
柿
」
（
虎
明
本
に
類
似
）
に
、
 
 

り
り
く
。
く
り
く
。
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と
い
う
、
留
め
の
慣
用
的
な
セ
リ
フ
と
、
同
じ
く
虎
明
本
に
類
似
の
「
餌
差
十
王
」
 
の
 
 
 

（
巻
四
 
三
六
オ
）
 
 

⑭
汝
が
も
つ
た
さ
ほ
で
引
呵
で
ゑ
ん
ま
王
に
ふ
る
ま
へ
。
 
 

な
ど
、
「
さ
す
」
に
三
例
が
あ
る
だ
け
で
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
て
い
る
。
こ
の
「
さ
す
」
も
、
拾
遺
で
は
洒
を
注
ぐ
意
の
場
合
は
、
 
 
 

（
「
老
武
者
」
巻
二
一
四
り
）
 
 

⑮
何
と
ぞ
よ
い
や
う
に
い
ふ
て
盃
を
封
じ
で
た
も
れ
 
 

の
よ
う
に
八
例
が
非
音
便
形
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
 
（
「
老
武
者
」
 
に
五
例
、
「
米
市
」
 
に
三
例
で
と
も
に
虎
寛
本
に
類
似
の
曲
）
。
「
さ
 
 

す
」
は
外
篇
や
続
篇
で
は
意
味
に
か
か
わ
ら
ず
す
べ
て
イ
音
便
形
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
拾
遺
で
の
イ
音
便
形
の
衰
退
が
 
 

明
ら
か
で
あ
る
。
拾
遺
に
は
続
篇
に
残
っ
て
い
た
「
お
ぢ
ゃ
る
」
も
全
く
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
用
語
の
整
理
が
進
ん
だ
固
定
期
の
 
 

狂
言
の
影
響
が
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
な
か
で
イ
音
便
形
が
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
状
況
は
、
外
篇
・
 
 

続
篇
と
も
共
通
す
る
特
徴
で
あ
り
、
狂
言
の
用
語
と
し
て
イ
音
便
形
が
定
着
す
る
過
程
に
、
イ
音
便
形
の
使
用
を
避
け
て
い
た
時
期
・
 
 

流
派
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

に
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
先
の
二
番
と
同
様
に
解
釈
す
る
こ
と
は
保
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
瓜
盗
人
」
は
三
百
番
集
本
と
類
似
す
 
 

る
曲
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
外
篇
で
の
三
百
番
集
本
と
の
類
似
曲
の
場
合
の
よ
う
に
、
イ
音
便
形
を
狂
言
の
用
語
と
し
て
意
図
的
に
使
 
 

用
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
外
篇
で
集
中
し
て
い
た
「
い
た
す
」
 
に
つ
い
て
は
、
 
 

⑩
ひ
ろ
い
入
た
る
し
ぶ
か
き
を
か
た
げ
て
宿
に
か
へ
け
挟
も
し
な
い
た
 
 

（
巻
三
 
二
七
ウ
）
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四
、
ま
 
と
 
め
 
 
 

狂
言
記
を
多
面
的
に
と
ら
え
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
各
篇
各
曲
の
イ
音
便
形
の
用
例
を
解
釈
し
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
を
改
め
て
 
 

列
挙
し
、
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
な
ど
を
付
け
加
え
て
ま
と
め
と
し
た
い
。
 
 

一
、
正
篇
の
イ
音
便
形
の
状
況
か
ら
、
正
篇
刊
行
当
時
の
十
七
世
紀
半
ば
に
は
、
京
都
方
言
か
ら
「
さ
す
」
以
外
の
イ
音
便
形
は
 
 

ほ
と
ん
ど
衰
退
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
 
 
 

二
、
大
蔵
流
の
虎
明
本
・
虎
寛
本
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
な
、
イ
音
便
形
の
狂
言
用
語
と
し
て
の
使
用
は
、
狂
言
記
全
体
に
ほ
と
ん
 
 
 

ど
見
ら
れ
な
い
。
特
に
、
内
容
的
に
大
蔵
流
狂
言
に
類
似
す
る
曲
に
お
い
て
も
、
イ
音
便
形
が
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
 
 

こ
と
は
、
狂
言
用
語
と
し
て
イ
音
便
形
が
定
着
す
る
過
程
に
、
イ
音
便
形
を
避
け
た
時
期
・
流
派
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
 
 

る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

一
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
推
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
が
、
正
常
の
用
例
を
見
る
と
「
さ
す
」
を
は
じ
め
全
て
語
幹
末
母
音
 
 

が
ア
列
音
の
動
詞
の
例
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
イ
音
便
形
衰
退
の
過
程
で
、
「
さ
す
」
な
ど
遅
れ
る
も
の
に
何
ら
か
の
音
韻
 
 

的
な
条
件
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

二
に
つ
い
て
は
、
「
お
り
や
る
」
 
の
よ
う
な
一
語
形
で
は
な
く
、
イ
音
便
形
と
い
う
よ
う
な
一
つ
の
活
用
形
式
を
狂
言
の
用
語
と
 
 

し
て
保
持
す
る
こ
と
自
体
の
意
味
を
、
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
「
狂
言
ら
し
さ
」
を
か
も
し
だ
す
た
め
に
は
、
 
 

「
さ
す
」
な
ど
特
定
の
イ
音
便
形
だ
け
を
保
持
し
て
効
果
的
に
使
用
す
る
だ
け
で
も
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
連
声
な
ど
は
狂
言
で
は
 
 

体
系
的
に
で
は
な
く
、
個
別
的
な
使
用
で
「
狂
言
ら
し
さ
」
 
の
効
果
を
発
揮
し
て
お
り
、
外
篇
に
見
ら
れ
た
「
い
た
す
」
の
イ
音
便
 
 

形
の
使
用
は
、
そ
の
意
味
で
も
貴
重
で
あ
る
。
ま
た
、
続
篇
で
は
イ
音
便
形
が
、
「
お
ぢ
ゃ
る
」
の
用
い
ら
れ
た
曲
の
中
で
多
用
さ
 
 

れ
て
い
た
が
、
そ
の
「
お
ぢ
ゃ
る
」
の
な
い
拾
遺
に
お
い
て
は
イ
音
便
形
も
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
衰
退
し
た
イ
 
 

音
便
形
の
位
相
を
知
る
上
で
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
前
述
の
よ
う
に
二
活
用
形
式
と
一
語
形
と
い
う
差
は
あ
る
 
 

が
、
「
お
ぢ
ゃ
る
」
と
同
じ
位
相
の
、
卑
俗
な
こ
と
ば
と
し
て
衰
退
後
の
イ
音
便
形
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
狂
言
記
を
は
 
 

じ
め
和
泉
流
の
固
定
期
の
台
本
が
、
そ
の
使
用
を
避
け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
坂
梨
（
一
九
八
二
）
は
近
松
世
話
浄
瑠
璃
 
 

10   
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に
あ
ら
わ
れ
た
イ
音
便
形
に
つ
い
て
「
地
の
文
の
中
や
、
年
配
の
者
、
ま
た
階
級
的
に
は
む
し
ろ
低
い
と
思
わ
れ
る
者
の
ロ
か
ら
発
 
 

せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
」
 
（
四
七
八
ペ
）
 
と
指
摘
し
て
お
り
、
イ
音
便
形
が
古
語
化
し
な
が
ら
も
雅
語
と
な
っ
て
 
 

い
な
い
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
調
査
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
狂
言
用
語
と
し
て
イ
音
便
形
が
避
け
ら
れ
た
要
因
の
一
 
 

つ
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
本
稿
で
用
い
た
狂
言
記
お
よ
び
主
な
狂
言
台
本
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
（
 
）
内
は
略
称
。
 
 

・
「
絵
入
狂
言
記
し
 
（
正
篇
）
 
万
治
三
 
二
六
六
〇
）
 
年
刊
。
北
原
保
雄
・
大
倉
浩
共
著
r
狂
言
記
の
研
究
』
 
（
昭
五
八
 
勉
誠
社
）
 
を
用
 
 

い
た
。
 
 

・
「
新
板
絵
入
狂
言
記
外
五
十
番
L
 
（
外
篇
）
 
元
禄
一
三
 
（
一
七
〇
〇
）
年
刊
。
東
京
大
学
国
語
研
究
室
蔵
初
版
 
（
野
田
版
）
 
本
を
用
い
、
 
 

鴻
山
文
庫
蔵
本
を
参
照
し
た
。
 
 

・
「
続
狂
言
記
し
 
（
続
篇
）
 
元
禄
一
三
 
（
一
七
〇
〇
）
年
刊
。
北
原
保
雄
・
小
林
賢
次
共
著
『
続
狂
言
記
の
研
究
』
 
（
昭
六
〇
 
勉
誠
社
）
 
 

を
用
い
た
。
 
 

・
「
狂
言
記
拾
遺
し
 
（
拾
遺
）
 
享
保
一
五
 
（
一
七
三
〇
）
年
刊
。
北
原
保
雄
・
吉
見
孝
夫
共
著
1
狂
言
記
拾
遺
の
研
究
」
 
（
昭
六
二
 
勉
誠
 
 

社
）
 
を
用
い
た
。
 
 

・
大
蔵
虎
明
書
写
『
狂
言
之
本
』
 
（
虎
明
本
）
 
寛
永
一
九
 
（
一
六
四
二
）
年
書
写
。
池
田
廣
司
・
北
原
保
雄
共
著
『
狂
言
集
の
研
究
』
 
（
昭
 
 

四
七
～
五
八
 
表
現
社
）
 
を
用
い
、
複
製
本
を
参
照
し
た
。
 
 

・
和
泉
流
¶
狂
言
六
義
』
 
（
天
理
本
）
 
寛
永
～
正
保
ご
ろ
、
山
脇
和
泉
元
永
の
書
写
か
。
北
原
保
雄
・
小
林
賢
次
共
著
¶
狂
言
大
義
全
注
』
 
 

（
平
四
 
勉
誠
社
）
 
を
用
い
、
複
製
本
を
参
照
し
た
。
 
 

・
和
泉
蒙
古
本
『
六
義
』
 
（
和
泉
蒙
古
本
）
 
承
応
～
元
禄
ご
ろ
、
山
脇
和
泉
道
甫
の
書
写
か
。
池
田
廣
司
隔
¶
日
本
庶
民
文
化
資
料
集
成
 
 

四
L
 
（
昭
五
〇
 
三
一
書
房
）
 
を
用
い
た
。
 
 

・
大
蔵
虎
寛
写
本
（
虎
寛
本
）
 
寛
政
四
二
七
九
三
）
年
書
写
。
笹
野
里
校
訂
『
能
狂
言
L
（
昭
一
七
～
二
〇
 
岩
波
書
店
）
を
用
い
た
。
 
 

・
1
狂
言
三
百
番
集
L
 
（
三
百
番
集
本
）
 
野
々
村
戒
三
・
安
藤
常
次
郎
共
著
（
昭
一
三
～
一
七
 
冨
山
房
）
 
を
用
い
た
。
底
本
は
幕
末
の
和
 
 

泉
流
狂
言
師
三
宅
庄
市
手
沢
本
を
も
と
に
し
た
も
の
。
 
 

（
2
）
 
動
詞
は
仮
名
書
き
で
示
し
、
「
さ
す
」
な
ど
複
数
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
別
語
と
は
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
狂
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池
田
廣
司
 
 
 

同
 
 

大
倉
 
浩
 
 
 

同
 
 

奥
村
三
雄
 
 

坂
梨
隆
三
 
 

鈴
木
浩
・
 
 
 

坪
井
美
樹
 
 
 

橋
本
四
郎
 
 

蜂
谷
清
人
 
 

（
6
）
 
「
不
明
」
は
各
台
本
に
大
差
な
く
ど
の
台
本
に
拠
っ
た
か
判
別
で
き
な
い
も
の
、
「
記
の
み
」
は
狂
言
記
版
行
以
前
の
台
本
に
見
え
な
 
 

い
曲
、
の
意
。
詳
し
く
は
池
田
 
（
一
九
五
三
）
参
照
。
 
 

（
7
）
 
す
で
に
、
橋
本
（
一
九
六
二
）
が
三
百
番
集
本
よ
り
新
し
い
古
典
文
庫
本
（
和
泉
流
）
 
で
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
橋
本
は
こ
れ
を
、
 
 

和
泉
流
が
関
東
に
根
を
お
ろ
し
た
流
派
で
あ
る
た
め
と
推
定
し
て
い
る
が
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
同
じ
和
泉
流
で
も
固
定
前
の
天
理
本
 
 

な
ど
に
は
か
な
り
の
イ
音
便
形
を
使
用
し
て
い
る
の
で
、
そ
う
単
純
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 
 

（
8
）
 
（
表
2
）
 
を
見
る
と
、
同
じ
く
虎
明
本
に
類
似
の
「
し
ん
ば
い
」
 
に
も
イ
音
便
形
の
用
例
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
曲
は
「
ま
 
 

ら
す
る
」
が
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
で
も
虎
明
本
と
の
類
似
と
い
う
の
は
保
留
し
て
お
き
た
い
。
拙
稿
（
一
九
九
一
）
参
照
。
 
 

（
参
考
文
献
）
 
 

言
記
で
は
ト
書
き
に
は
イ
音
便
形
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
で
ト
書
き
に
か
な
り
用
例
の
あ
る
虎
明
本
と
異
な
っ
て
い
る
。
 
 

動
詞
の
下
の
数
字
は
イ
音
便
形
の
用
例
数
／
非
音
便
形
の
用
例
数
。
 
 

以
下
、
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
読
み
や
す
さ
を
考
え
適
宜
句
読
点
や
濁
点
を
補
い
、
傍
線
を
施
し
た
。
さ
ら
に
、
カ
ツ
コ
内
に
曲
名
と
 
 

底
本
で
の
所
在
を
示
す
。
 
 

正
常
で
も
語
り
や
舞
い
の
部
分
に
「
さ
す
」
 
の
イ
音
便
形
の
用
例
が
五
例
あ
る
。
 
 
 

・
此
つ
ぼ
に
う
ち
入
、
う
し
ろ
に
き
つ
と
せ
お
う
て
、
国
を
さ
い
て
下
れ
ば
 
 
（
「
茶
章
」
巻
二
 
三
一
ウ
）
 
 

（
一
九
五
三
）
 
「
版
本
狂
言
記
の
台
本
に
つ
い
て
」
 
（
「
国
語
』
 
二
－
三
 
昭
和
二
八
年
九
月
）
 
 

（
一
九
六
七
）
 
『
古
狂
言
台
本
の
発
達
に
関
し
て
の
書
誌
的
研
究
L
 
（
昭
和
四
二
年
 
風
間
書
房
）
 
 

（
一
九
八
五
）
 
「
版
本
狂
言
記
の
「
お
り
や
る
」
と
「
お
ぢ
ゃ
る
」
」
 
（
「
日
本
語
と
日
本
文
学
』
五
 
昭
和
六
〇
年
一
一
月
）
 
 

（
一
九
九
一
）
 
「
r
狂
言
記
外
篇
』
の
「
ま
ら
す
る
」
」
 
（
『
国
語
国
文
し
六
〇
巻
七
号
 
平
成
三
年
七
月
）
 
 

（
一
九
六
八
）
「
サ
行
イ
音
便
の
消
長
」
 
（
『
国
語
国
文
し
三
七
巻
一
号
 
昭
和
聖
二
年
一
月
）
 
 

（
一
九
八
二
）
 
「
近
代
の
文
法
H
 
（
上
方
篇
）
」
 
（
「
講
座
国
語
史
4
文
法
史
」
昭
和
五
七
年
一
二
月
 
大
修
館
書
店
）
 
 

渡
部
圭
介
（
一
九
九
こ
「
鷺
流
狂
言
『
延
宝
・
忠
政
本
し
 
の
国
語
習
料
と
し
て
の
位
置
づ
け
」
（
『
日
本
近
代
語
研
究
1
し
平
成
三
 
 

年
一
〇
月
 
ひ
つ
じ
書
房
）
 
 

〓
九
九
四
）
「
活
用
形
と
し
て
の
動
詞
音
便
形
の
成
立
」
（
1
森
野
教
授
退
官
記
念
論
集
言
語
・
文
学
・
国
語
教
育
し
 
平
成
六
年
 
 

一
〇
月
三
省
堂
）
 
 

九
六
二
）
 
「
サ
行
四
段
活
用
動
詞
の
イ
音
便
に
関
す
る
一
考
察
」
 
（
¶
国
語
国
文
』
 
三
一
巻
四
号
 
昭
和
三
七
年
四
月
）
 
 

九
七
七
）
 
1
狂
言
台
本
の
国
語
学
的
研
究
L
 
（
昭
和
五
二
年
 
笠
間
書
院
）
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柳
田
征
司
（
一
九
九
三
）
室
町
時
代
語
を
通
し
て
見
た
日
本
語
音
韻
史
』
（
平
成
五
年
武
蔵
野
書
院
〉
 
 
 

同
 
 
（
 
 

福
島
直
恭
（
 
 

同
 
（
一
九
八
〇
）
1
狂
言
の
こ
と
ば
（
補
）
」
（
感
楽
全
書
 
綜
合
新
訂
版
五
♭
昭
和
五
五
年
∧
月
 
東
京
創
元
社
）
 
 

九
八
六
）
「
鷺
保
教
本
と
謹
言
こ
と
ば
″
」
（
国
語
論
究
一
』
昭
和
六
一
年
五
月
 
明
治
書
院
）
 
 

九
九
二
）
「
サ
行
活
用
動
詞
の
音
便
L
（
貞
語
国
文
論
集
（
学
習
院
女
子
短
大
）
』
三
 
平
成
四
年
三
月
）
 
 
 


