
自
動
詞
と
他
動
詞
と
の
対
応
（
以
下
、
単
に
「
自
他
対
応
」
と
い
う
）

に
つ
い
て
の
従
来
の
研
究
で
は
、
意
味
的
な
側
面
の
考
察
が
不
充
分
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
う
。
本
稿
は
自
動
詞
と
他
動
詞
に
つ
い
て
文
レ
ベ
ル
で
の

対
応
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
、
特
に
先
行
研
究
で
指
摘
の
あ
る
、
自
他

対
応
に
お
け
る
「
は
た
ら
き
か
け
」
「
変
化
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

本
稿
で
の
考
察
は
、
今
後
受
動
文
や
使
役
文
な
ど
と
の
関
係
を
明
確
に

し
、
「
態
」
の
体
系
を
記
述
す
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
自
他
対
応
に
関
す
る
先
行
研
究
の
問
題
点

自
動
詞
と
他
動
詞
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
自

喧ー）

他
対
応
に
つ
い
て
は
形
態
的
な
研
究
が
そ
の
端
緒
と
な
た
。
こ
の
形
態

的
対
応
に
加
え
、
格
関
係
も
視
野
に
い
れ
て
自
他
対
応
に
基
準
を
与
え
た

の
は
奥
津
1
9
6
7

で
あ
る
。
奥
津
1
9
6
7

の
次
の
記
述
は
以
後
の
自
他
研

究
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

(
a
)
N
1
ガ

N
2
ヲ

＞

t

は

じ

め

に
自
他
対
応
の
意
味
的
類
型

(

b

)

N

2

ガ

V
i

と
い
う
二
文
の
間
に
、

(
b
)
に
お
い
て
は

(a)
の
主
語
N
1
が
消
え
、

代
り
に

(a)
の
目
的
語
N
2
が
(
b
)
で
は
格
助
詞
「
が
」
を
と
っ
て

主
語
と
な
る
、
と
い
う
変
化
を
し
な
が
ら
、
し
か
も
両
文
の
意
義
に

或
る
同
一
性
が
保
た
れ
て
い
る
場
合
、

V
1
と
V
2
と
の
間
に
自
・

他
の
対
応
が
あ
る
と
言
う
。

だ
が
、
奥
津
1
9
6
7

自
身
は
右
の
指
摘
に
基
い
て
対
応
す
る
動
詞
の
組
を

列
挙
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
宮
島
1
9
7
2

は
相
対
他
動
詞
と

絶
対
他
動
詞
の
意
味
の
差
に
言
及
す
る
。

同
じ
他
動
詞
で
も
、
対
応
す
る
自
動
詞
が
あ
る
も
の
と
、
な
い
も
の

と
で
は
、
意
味
的
に
差
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
対
象
に
対
す

る
は
た
ら
き
か
け
と
対
象
の
変
化
と
を
、
後
者
は
単
に
、
は
た
ら
き

か

け

を

あ

ら

わ

す

。

（

六

八

四

頁

）

し
か
し
、
右
の
記
述
が
、
自
他
対
応
に
お
け
る
「
変
化
」
「
は
た
ら
き
か
け
」

を
正
確
に
捉
え
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
こ
こ
で
は
、
自
他
対
応
に
お
け

る
「
は
た
ら
き
か
け
」
の
決
定
的
(crucial)
な
特
徴
は
「
対
象
が
変
化
す
る
」

こ
と
だ
と
す
る
。
従
っ
て
「
変
化
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と

井

正

孝
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が
問
題
に
な
る
。
宮
島
1
9
7
2

に
は
「
変
化
」
に
つ
い
て
の
明
示
的
な
記

述
は
な
い
が
、
本
文
中
の
例
か
ら
次
の
仁
田

1
9
8
3

と
同
様
だ
と
思
わ
れ

る。

ま
と
も
の
受
動
を
形
成
す
る
他
動
詞
の
中
に
は
、
対
象
へ
の
主
体
の

働
き
掛
け
が
、
対
象
の
状
態
変
化
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
を
対
象
に

残
す
、
と
い
っ
た
あ
り
方
を
と
る
も
の
と
、
主
体
は
対
象
に
働
き
掛

け
る
が
、
対
象
は
必
ず
し
も
そ
の
働
き
掛
け
に
よ
っ
て
、
状
態
を
変

化
さ
せ
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
(
―
二
七
頁
）

つ
ま
り
、
「
状
態
変
化
が
対
象
に
残
」
る
こ
と
を
「
変
化
」
と
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
「
変
化
」
の
定
義
は
ア
ス
ペ
ク
ト
研
究
に
お
い
て
踏
襲
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
自
他
対
応
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(
1
)

花
子
が
振
り
子
を
揺
ら
す
。

(
2
)

振
り
子
が
揺
れ
る
。

(
3
)

太
郎
が
独
楽
を
回
す
。

(
4
)

独
楽
が
回
る
。

(
1
)
（2
)
の
「
振
り
子
」
、

(
3
)
（4
)
の
「
独
楽
」
は
仁
田

1
9
8
3

に
よ
れ

ば
「
変
化
」
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
他
対
応
に
お
け
る
「
変
化
」

と
は
仁
田

1
9
8
3

ひ
い
て
は
宮
島
1
9
7
2

の
規
定
で
は
充
分
に
捉
え
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。

早
津
1
9
8
9

は
例
文

(
1
)
（3
)
の
述
語
動
詞
「
揺
ら
す
」
「
回
す
」
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

対
象
に
揺
れ
や
回
転
運
動
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は

変
化
を
生
じ
さ
せ
る
動
詞
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
対
象
に
結
果
を

残

す

も

の

で

は

な

い

。

（

二

四

一

頁

）

「
対
象
に
結
果
を
残
す
」
と
い
う
の
が
仁
田

1
9
8
3

の
「
変
化
」
に
あ
た
る

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
早
津
1
9
8
9

の
「
変
化
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
変
化
」
と
い
う
語
の
も
つ
意
味
「
あ
る
状
態

か
ら
別
の
状
態
に
な
る
こ
と
」
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
早
津
1
9
8
7

に
あ
る
次
の
記
述
に
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。

お
ば
あ
さ
ん
が
餅
を
食
べ
る
。

赤
ん
坊
が
ミ
ル
ク
を
飲
む
。

こ
れ
ら
の
動
詞
が
、
働
き
か
け
に
よ
っ
て
被
動
者
の
状
態
に
変
化
が

生
じ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
餅
」
や
「
ミ
ル
ク
」
の
量
が
減
少

し
た
り
な
く
な
っ
た
り
と
い
う
変
化
で
あ
る
。
（
四
四
頁
）

し
か
し
、
右
の
記
述
は
現
実
世
界
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
言
語
の
ふ
る
ま
い
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
の
説
明
は
な
い
。
こ
こ
で
の
「
変
化
」
は
術
語
と
し
て
の
資
格
さ
え

得
ら
れ
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
た
、
宮
島
1
9
7
2

、
早
津
1
9
8
9

は
、
動
詞
の
リ
ス
ト
を
挙
げ
て
い

る
こ
と
な
ど
に
も
み
え
る
よ
う
に
、
自
他
対
応
を
語
レ
ベ
ル
で
捉
え
て
い

る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
し
か
し
、
奥
津
1
9
6
7

の
記
述
の
と
お
り
、
自

他
対
応
は
格
関
係
を
問
題
に
し
た
文
レ
ベ
ル
で
な
け
れ
ば
対
応
し
て
い
る

か
否
か
を
決
め
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
語
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
こ
と
自
体
が

実
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
、
以
下
で
は
「
は
じ
め
に
」

で
述
べ
た
こ
と
を
訂
正
し
て
、
自
動
詞
文
と
他
動
詞
文
と
の
対
応
を
「
自

他
対
応
」
と
い
う
こ
と
に
す
る
。
文
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
こ
と
で
、
例
え
ば

《
動
作
主
》
主
体
の
文
と
《
経
験
者
》
主
体
の
文
の
よ
う
な
、
同
じ
形
態
の

文
に
お
け
る
文
法
的
性
質
の
違
い
も
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

沼
田

1
9
8
9

は
自
他
対
応
を
文
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
と
し
て
い
る
が
、
次

の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
。
ま
ず
、
「
は
た
ら
き
か
け
」
に
つ
い
て
の
問
題
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で
あ
る
。
沼
田

1
9
8
9は
「
自
•
他
の
意
味
的
対
応
は
本
質
的
に
は
」
次

の
よ
う
な
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

他
動
詞
文
の
目
的
語
Y
を
主
語
と
す
る
自
動
詞
文
が
表
す
事
象
に
、

他
動
詞
文
の
主
語
X
が
何
ら
か
の
形
で
働
き
か
け
、
関
与
す
る
。

（
一
九
八
頁
）

一
方
、
結
論
の
部
分
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

I

X

は
事
象
E
が
成
立
す
る
よ
う
積
極
的
に

Y
に
働
き
か
け
る
。

I
I
X
は
事
象
E
の
成
立
を
妨
げ
な
い
と
い
う
形
で
消
極
的
に

Y
に

働

き

か

け

る

。

（

ニ

―

―

頁

）

右
の
よ
う
に
、
「
本
質
的
」
に
は
「
事
象
に
働
き
か
け
る
」
と
し
な
が
ら
、

結
論
の
部
分
で
は
「
Y
に
働
き
か
け
る
」
と
し
て
お
り
統
一
を
欠
く
。
そ

こ
で
双
方
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
と
な
る
が
、
沼
田

1
9
8
9

で
は
「
働

き
か
け
る
」
と
い
う
こ
と
が
特
に
定
義
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ

を
日
常
言
語
で
の
意
味
で
考
え
る
と
、
「
働
き
か
け
る
」
た
め
に
は
、
予
め

対
象
物
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
対
象
が
具
体
物
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と

な
ろ
う
。
従
っ
て
、
「
本
質
的
」
と
さ
れ
て
い
る
「
事
象
に
働
き
か
け
る
」

こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
対
象
Y
に
働
き
か
け
る
と
考
え

て
も
、
次
の
よ
う
な
反
例
が
あ
る
。

(
5
)

太
郎
が
ビ
ル
を
建
て
る
。

(
6
)

ビ
ル
が
建
つ
。

(
7
)

父
が
娘
の
願
い
を
叶
え
る
。

(
8
)

娘
の
願
い
が
叶
う
。

(
5
)
（6
)
の
「
ビ
ル
」
は
予
め
存
在
し
て
は
お
ら
ず
、

(
7
)
（8
)
の
「
願

い
」
は
具
体
物
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
「
本
質
的
」
の
規
定
も
、
結
論
の
部

分
の
記
述
も
、
共
に
成
立
し
な
い
。
ま
た
、
沼
田

1
9
8
9

は
「
は
た
ら
き

二
、
自
他
対
応
に
お
け
る
「
は
た
ら
き
か
け
」
と
「
変
化
」

か
け
」
を
一
ー
一
種
に
分
類
す
る
が
、
こ
れ
は
ガ
格
の
《
動
作
主
》
《
経
験
者
》

（注
2
)

《
状
態
変
化
主
体
》
と
い
う
意
味
役
割
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
他
対

応
の
あ
り
か
た
を
反
映
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は
先
の
引
用
に
も
あ
っ
た
「
事
象
」
に
つ
い
て
で

あ
る
。
沼
田
1
9
8
9

は
「
自
動
詞
文
が
表
す
事
象
」
と
す
る
が
、
こ
れ
に

は
ふ
た
つ
の
問
題
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
こ
の
規
定
か
ら
す
る
と
、
相
対

他
動
詞
文
と
絶
対
他
動
詞
文
と
の
違
い
を
対
応
す
る
自
動
詞
文
の
有
無
に

求
め
ね
ば
な
ら
ず
、
相
対
他
動
詞
文
・
絶
対
他
動
詞
文
の
定
義
と
循
環
し

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ふ
た
つ
め
は
、
こ
の
規
定
か
ら
す
る
と

自
他
対
応
に
は
偶
発
的
な
欠
落
(accidental
g
a
p
)
が
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
自
他
対
応
と
は
受
動
文
や
使
役
文
の
よ
う
に
決
ま
っ
た
接
辞
を

承
接
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
語
彙
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
記
述
は

強
す
ぎ
る
作
業
仮
説
を
含
意
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
は
そ
れ
ぞ
れ
問
題
点
を
含
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。

自
他
対
応
に
お
け
る
「
は
た
ら
き
か
け
」
と
「
変
化
」
と
は
い
か
な
る

も
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
は
、
奥
津
1
9
6
7

の
、
何
を
も
っ

て
自
他
対
応
と
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
条
件
に
も
う
一
度
た
ち
戻
る
必
要

が
あ
る
。
従
来
、
奥
津
1
9
6
7

の
条
件
は
（
奥
津
1
9
6
7

自
身
も
含
め
て
）

形
態
的
な
対
応
に
お
い
て
「
何
を
自
他
対
応
と
認
め
な
い
か
」
と
い
う
た

め
の
単
な
る
基
準
と
し
て
以
上
に
積
極
的
に
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
奥
津
1
9
6
7

の
指
摘
は
「
ど
の
よ
う
な
条
件
が
揃
え
ば

自
他
対
応
と
認
め
ら
れ
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
自
他
対
応
の
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（注
3
)

意
味
特
徴
に
も
そ
の
条
件
が
反
映
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

奥
津
1
9
6
7

に
よ
れ
ば
、
自
他
対
応
と
認
め
ら
れ
る
条
件
は
、
次
の
ふ

た
つ
で
あ
る
。

①
他
動
詞
文
の
ヲ
格
名
詞
と
自
動
詞
文
の
ガ
格
名
詞
が
同
じ
で
、

②
他
動
詞
文
と
自
動
詞
文
と
は
同
じ
意
義
素
を
も
つ
。

右
の
条
件
か
ら
、
対
応
す
る
他
動
詞
文
と
自
動
詞
文
と
は
同
じ
事
態
を
共

有
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
を
奥
津
1
9
6
7

に
な
ぞ
ら
え
て
仮
に
図
示

す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

N
1

ガ

N
2

ヲ

他

動

詞

一

[
N
2

ガ

自

動

詞

こ
の
相
対
自
動
詞
文
「
N
2
ガ
自
動
詞
」
の
表
わ
す
事
態
と
は
、
相
対

自
動
詞
文
主
体
の
「
動
き
」
の
あ
り
か
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
「
動

き
」
は
北
原

1
9
8
1

の
情
態
修
飾
成
分
に
よ
っ
て
修
飾
さ
れ
る
も
の
で
あ

（注
5
)

り
、
動
作
相
は
も
ち
ろ
ん
、
結
果
相
も
含
む
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
動

き
」
は
相
対
他
動
詞
文
客
体
も
共
有
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
同
時
に
相
対

他
動
詞
文
客
体
の
「
動
き
」
、
つ
ま
り
相
対
他
動
詞
文
客
体
に
つ
い
て
の
事

（注
6
)態

で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
相
対
他
動
詞
文
の
意
味
は
次
の
よ
う
に

い
え
る
。相

対
他
動
詞
文
の
表
わ
す
意
味
は
、
主
体
が
客
体
に
つ
い
て
の
事
態

を
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
自
他
対
応
に
お
け
る
「
変
化
」
と
は
他
動
詞
文
客
体
す
な
わ
ち

（
注
7
)

自
動
詞
文
主
体
に
つ
い
て
の
事
態
が
実
現
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
他
対
応

に
お
け
る
「
は
た
ら
き
か
け
」
と
は
こ
の
事
態
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

更
に
、
次
の
こ
と
も
い
え
る
。
情
態
修
飾
成
分
が
修
飾
す
る
「
動
き
」

本
節
で
は
《
場
所
》
の
二
格
と
共
起
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
位
置
変
化
」

の
文
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
例
文
を
挙
げ
る
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る。(
9
a
)
 

(
1
0
a
)
 

(
1
1
a
)
 

(
1
2
a
)
 

（認

a
)

(
1
4
a
)
 

(
1
5
a
)
 

太
郎
が
風
船
を
空
に
上
げ
る
。

風
船
が
空
に
上
が
る
。

花
子
が
笹
舟
を
川
下
に
流
す
。

笹
舟
が
川
下
に
流
れ
る
。

太
郎
が
荷
物
を
棚
に
上
げ
る
。

荷
物
が
棚
に
上
が
る
。

花
子
が
胸
に
花
を
付
け
る
。

一
、
い
わ
ゆ
る
位
置
変
化
に
つ
い
て

は
、
も
ち
ろ
ん
他
動
詞
文
主
体
も
も
つ
。
従
っ
て
相
対
他
動
詞
文
と
は
、

主
体
の
「
動
き
」
と
客
体
の
「
動
き
」
と
の
、
二
重
の
「
動
き
」
を
も
つ

文
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
二
重
性
」
と
い
う
こ
と
に
す
る
と
、
こ
の
「
ニ

重
性
」
を
も
つ
こ
と
で
事
態
を
実
現
す
る
文
か
否
か
が
保
証
さ
れ
る
。

こ
の
、
客
体
の
事
態
と
は
い
か
な
る
性
質
の
も
の
か
。
ま
ず
、
先
に
述

べ
た
よ
う
に
、
こ
の
事
態
は
他
動
詞
文
主
体
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
対
応
す
る
自
動
詞
文
は
い
わ
ば
潜
在
的
な
受
動
文
で
あ
り
、

自
動
詞
文
主
体
す
な
わ
ち
他
動
詞
文
客
体
が
自
発
的
あ
る
い
は
意
志
的
に

「
動
き
」
を
お
こ
す
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。
従
っ
て
、

他
動
詞
文
客
体
す
な
わ
ち
自
動
詞
文
主
体
の
自
発
性
、
意
志
性
は
問
題
に

（注
8
)

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
次
に
、
い
わ
ゆ
る
「
位
置
変
化
」
と
「
状
態
変
化
」

と
の
関
わ
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
事
態
の
あ
り
か
た
に
つ
い

て
は
次
節
以
降
で
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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(
1
6
a
)

花
が
胸
に
付
く
。

相
対
他
動
詞
文
主
体
が
実
現
す
る
事
態
が
い
か
な
る
も
の
か
を
考
え
る
た

め
に
、
実
現
さ
れ
た
事
態
を
表
わ
す
相
対
自
動
詞
文
に
つ
い
て
み
る
と
、

そ
の
事
態
の
あ
り
か
た
は
均
質
的
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
、
格

（注
9
)

関
係
の
う
え
で
次
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
。

(
l
o
b
)

風
船
が
空
ま
で
上
が
る
。

(
1
2
b
)

笹
舟
が
川
下
ま
で
流
れ
る
。

(
1
4
b
)
＊
荷
物
が
棚
ま
で
上
が
る
。

(
1
6
b
)
＊
花
が
胸
ま
で
付
く
。

こ
の
格
置
換
の
差
は
事
態
の
あ
り
か
た
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち

(10)
（

12)
は
主
体
が
移
動
し
て
い
く
が
、

(14)
（

16)
は
そ
う
で
は
な

い
。
こ
の
差
は
次
の
よ
う
な
テ
イ
ル
形
の
意
味
の
違
い
に
も
反
映
す
る
。

（注
10)

(
1
0
C
)

風
船
が
空
へ
上
が
っ
て
い
る
。

(
1
2
c
)

笹
舟
が
川
下
へ
流
れ
て
い
る
。

(
1
4
C
)

荷
物
が
棚
に
上
が
っ
て
い
る
。

(
1
6
C
)

花
が
胸
に
付
い
て
い
る
。

例
文

(10)
（

12)
は
〈
動
作
進
行
〉
の
意
味
だ
が
例
文

(14)
（

16)
は
〈
結
果

残
存
〉
の
意
味
で
あ
る
。
従
っ
て
、
次
の
よ
う
に
動
作
相
修
飾
成
分
と
の

共
起
、
接
続
助
詞
「
な
が
ら
」
の
意
味
が
「
継
続
」
に
な
る
か
否
か
に
つ

い
て
も
違
い
が
表
わ
れ
る
。

(
l
o
d
)

風
船
が
ゆ
っ
く
り
空
に
上
が
る
。

(
1
2
d
)

笹
舟
が
ゆ
っ
く
り
川
下
に
流
れ
る
。

(
1
4
d
)
＊
荷
物
が
ゆ
っ
く
り
棚
に
上
が
る
。

(
1
6
d
)
＊
花
が
ゆ
っ
く
り
胸
に
付
く
。

(
1
0
e
)

風
船
が
空
へ
上
が
り
な
が
ら
し
ぼ
ん
で
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
相
対
自
動
詞
文
の
文
法
的
特
徴
に
よ
り
、
位
置
変
化
に
は
、

こ
の
ふ
た
つ
の
類
型
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
I
類
だ
が
、
こ
の
相

対
自
動
詞
文
が
も
つ
、
テ
イ
ル
形
の
特
徴
以
下
の
文
法
的
特
徴
は
次
に
挙

げ
る
、
《
動
作
主
》
主
体
の
文
と
共
通
す
る
。

(
1
7
a
)

太
郎
が
本
を
読
ん
で
い
る
。

(
1
7
b
)

太
郎
が
ゆ
っ
く
り
本
を
読
む
。

I
類
の
相
対
自
動
詞
文
主
体
は
こ
の
《
動
作
主
》
と
同
じ
、
い
わ
ば
「
動

き
手
」
と
し
て
の
関
係
を
動
詞
句
と
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
動

き
手
」
に
対
す
る
動
詞
句
の
素
性
を
《
動
作
性
》
と
い
う
こ
と
に
す
る
。

そ
れ
に
対
し

II
類
の
相
対
自
動
詞
文
は
そ
の
よ
う
な
動
き
は
も
た
な
い
。

こ
の
よ
う
な
、
「
動
き
手
」
と
は
い
え
な
い
主
体
に
対
す
る
動
詞
句
の
素
性

を
《
非
動
作
性
》
と
い
う
こ
と
に
す
る
。
二
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
相
対

自
動
詞
文
主
体
の
動
詞
句
に
対
す
る
関
係
と
、
相
対
他
動
詞
文
客
体
の
動

詞
句
に
対
す
る
関
係
と
は
同
じ
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
右
の
そ
れ
ぞ
れ

の
素
性
を
項
に
対
応
さ
せ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
但
し
こ
れ
は
相
対
他

I
類

II
類

S
テ
イ
ル

動
作
進
行゜

x
 

動
作
相
修
飾
成
分

と
の
共
起゚

x
 

¥
'
ナ
ガ
ラ

継
続゜

x
 

(
1
2
e
)

笹
舟
が
川
下
へ
流
れ
な
が
ら
沈
ん
で
い
っ
た
。

(
1
4
e
)
＊
荷
物
が
棚
に
上
が
り
な
が
ら
色
あ
せ
た
。

(
1
6
e
)
＊
花
が
胸
に
付
き
な
が
ら
枯
れ
た
。

以
上
の
こ
と
を
表
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
便
宜
上
例
文

(10)
（

12)

を
I
類
と
し
、
例
文
(14)

（

16)
を
II
類
と
す
る
。

二
／
マ
デ

置
換゜

x
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動
詞
文
に
お
い
て
主
体
と
客
体
と
が
動
詞
句
と
全
く
同
じ
関
係
を
結
ん
で

い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
共
通
の
素
性
を
も
つ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

v

↑
|
《
動
作
性
》

＂
↑
|
ー
—
《
動
作
性
》

I
類
[
主
体
]
ガ
[
客
体
]
ヲ
[
場
所
]
二
他
動
詞

）

＾

《

動

作

性

》

[
主
体
]
ガ
[
場
所
]
二
自
動
詞

)

＾

《

動

作

性

》

）

↑

|

《

非

動

作

性

》

11
類
『
王
体
]
ガ
[
客
体
]
ヲ
[
場
所
で
一
他
動
詞

）

↑

|

《

非

動

作

性

》

『
王
体
]
ガ
[
場
所
]
二
自
動
詞

従
っ
て
、
相
対
他
動
詞
文
に
お
い
て
客
体
に
つ
い
て
の
事
態
を
表
わ
す

場
合
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
を
保
持
し
た
ま
ま
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま

ず
I
類
に
つ
い
て
は
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
相
対
他
動
詞
文

が
実
現
す
る
、
客
体
に
つ
い
て
の
事
態
は
動
作
相
で
あ
る
こ
と
が
予
測
で

き
る
。
そ
し
て
次
の
文
か
ら
こ
の
予
測
が
正
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

(
9
b
)

太
郎
が
風
船
を
空
へ
ゆ
っ
く
り
上
げ
る
。

(
1
1
b
)

太
郎
が
笹
舟
を
川
下
へ
ゆ
っ
く
り
流
す
。

右
の
動
作
相
修
飾
成
分
「
ゆ
っ
く
り
」
は
客
体
に
つ
い
て
の
事
態
を
修
飾

し
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
、
そ
の
事
態
は
も
ち
ろ
ん
動
作
相
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
〈

I
類
の
他
動
詞
文
主
体
は
客
体
に
つ
い
て
の
事
態
の
う

ち
、
動
作
相
を
実
現
す
る
〉
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
相
対
自
動

詞
文
の
側
か
ら
い
え
ば
〈
対
応
す
る
他
動
詞
文
主
体
の
動
き
に
よ
っ
て
、

主
体
が
移
動
す
る
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
相
対
他
動
詞
文
の
側
か
ら
い

え
ば
〈
客
体
の
移
動
を
相
対
他
動
詞
文
の
主
体
が
ひ
き
お
こ
す
〉
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

一方、

II
類
の
場
合
の
他
動
詞
は
矢
澤
1
9
8
7

が
指
摘
す
る
「
定
位
動

（注
11)詞

」
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
次
の
よ
う
な
修
飾
成
分
に
よ

り
「
二
重
性
」
が
保
証
さ
れ
る
。

(13b)

太
郎
が
棚
に
荷
物
を
さ
か
さ
ま
に
上
げ
る
。

(15b)

花
子
が
胸
に
花
を
右
向
き
に
付
け
る
。

(13b)
は
太
郎
の
動
き
で
「
荷
物
が
上
が
る
」
と
い
う
事
態
が
実
現
す
る

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
同
様
に

(
1
5
b
)
も
相
対
他
動
詞
文
主
体
の
動
き
に

よ
っ
て
「
花
が
付
く
」
と
い
う
事
態
が
実
現
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
と
き
の
客
体
に
つ
い
て
の
事
態
は
、
非
動
作
性
で
あ
る
と

こ
ろ
の
結
果
相
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
客
体
を
複
数
に
す

る
と
「
結
果
副
詞
」
を
と
り
や
す
く
な
る
こ
と
か
ら
も
は
っ
き
り
す
る
。

(13C)

太
郎
が
棚
に
た
く
さ
ん
の
荷
物
を
ば
ら
ば
ら
に
上
げ
る
。

(15C)

花
子
が
た
く
さ
ん
の
花
を
胸
に
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
付
け
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
〈
II
類
の
他
動
詞
は
客
体
に
つ
い
て
の
事
態
の
う
ち
、
結

果
相
を
実
現
す
る
〉
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

II
類
の
文
の
意

味
を
相
対
自
動
詞
文
の
側
か
ら
い
え
ば
〈
対
応
す
る
他
動
詞
文
主
体
の
動

き
に
よ
っ
て
、
主
体
が
そ
の
場
所
に
存
在
す
る
と
い
う
事
態
が
実
現
す
る
〉

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
後
I
類
を
「
動
作
相
実
現
文
」
、

II
類
を
「
結
果
相
実
現
文
」
と
い
う

こ
と
に
す
る
。
例
文

(
9
)
と
(13)
が
「
上
げ
る
」
、
例
文

(10)
と
(14)
が
「
上

が
る
」
と
い
う
、
形
態
的
に
同
じ
動
詞
を
述
語
と
し
な
が
ら
右
の
二
類
型

に
わ
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
右
の
類
型
が
動
詞
の
語
彙
的
意
味
に
よ
る

も
の
で
は
な
く
、
事
態
の
あ
り
か
た
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
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い
わ
ゆ
る
「
状
態
変
化
」
の
例
文
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

(
1
8
a
)

太
郎
が
紙
を
燃
や
す
。

(
1
9
a
)

紙
が
燃
え
る
。

(.20a)

太
郎
が
独
楽
を
回
す
。

(
2
1
a
)

独
楽
が
回
る
。

(
2
2
a
)

太
郎
が
皿
を
割
る
。

(
2
3
a
)

皿
が
割
れ
る
。

(24a)

太
郎
が
部
屋
を
整
え
る
。

(
2
5
a
)

部
屋
が
整
う
。

状
態
変
化
の
場
合
に
も
位
置
変
化
に
つ
い
て
と
同
様
、
相
対
自
動
詞
文

の
事
態
の
あ
り
か
た
を
み
る
と
均
質
的
で
は
な
い
。
ま
ず
、
仁
田

1
9
8
3

が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
結
果
副
詞
」
と
の
共
起
に
お
い
て
差
が
あ
る
。

(
2
3
b
)

皿
が
こ
な
ご
な
に
割
れ
る
。

(
2
5
b
)

部
屋
が
き
ち
ん
と
整
う
。

(19)
と
(21)
は
こ
の
よ
う
な
修
飾
成
分
と
は
共
起
し
な
い
。
一
方
、
動
作

相
修
飾
成
分
と
の
共
起
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
。

(
1
9
b
)

紙
が
ゆ
っ
く
り
燃
え
る
。

(
2
1
b
)

独
楽
が
ゆ
っ
く
り
回
る
。

(
2
3
C
)
＊
皿
が
ゆ
っ
く
り
割
れ
る
。

(
2
5
c
)
＊
部
屋
が
ゆ
っ
く
り
整
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
状
態
変
化
に
お
い
て
も
位
置
変
化
と
同
様
に
「
動
作
相

四
、
い
わ
ゆ
る
状
態
変
化
に
つ
い
て

の
で
あ
る
。
語
レ
ベ
ル
で
は
こ
の
よ
う
な
違
い
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。

実
現
文
」
「
結
果
相
実
現
文
」
が
あ
る
と
の
予
測
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
次

に
挙
げ
る
違
い
は
こ
の
予
測
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
テ
イ
ル

形
の
意
味
に
違
い
が
表
わ
れ
る
。

(
1
9
C
)

紙
が
燃
え
て
い
る
。

(
2
1
C
)

独
楽
が
回
っ
て
い
る
。

(
2
3
d
)

皿
が
割
れ
て
い
る
。

(
2
5
d
)

部
屋
が
整
っ
て
い
る
。

(19)
（

21)
は
〈
動
作
進
行
〉
、

(23)
（

25)
は
〈
結
果
残
存
〉
の
よ
み
が
優

先
的
だ
ろ
う
。
ま
た
、
接
続
助
詞
「
な
が
ら
」
が
「
継
続
」
の
意
味
か
否

か
に
つ
い
て
も
差
が
あ
る
。

(
1
9
d
)

紙
が
燃
え
な
が
ら
灰
に
な
っ
て
い
っ
た
。

(
2
1
d
)

独
楽
が
回
り
な
が
ら
糸
を
渡
っ
て
い
っ
た
。

(
2
3
e
)
＊
皿
が
割
れ
な
が
ら
こ
な
ご
な
に
な
っ
た
。

(
2
5
e
)
＊
部
屋
が
整
い
な
が
ら
き
れ
い
に
な
っ
た
。

以
上
の
こ
と
を
表
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
便
宜
上

(19)
（

21)
を

I
類、

(23)
（

25)
を
II
類
と
す
る
。
な
お
「
△
」
は
そ
の
よ
み
が
優
先
的

で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。

以
上
の
考
察
か
ら
、

I
類
の
相
対
自
動
詞
文
主
体
に
対
す
る
動
詞
句
の
素

性
は
《
動
作
性
》
で
あ
り
、

II
類
の
相
対
自
動
詞
文
主
体
に
対
す
る
動
詞

句
の
素
性
は
《
非
動
作
性
》
で
あ
る
と
い
え
る
。
自
他
対
応
に
お
い
て
こ

II I 

結
果
副
詞
動
作
相
修
飾
成
分

S
テ
イ
ル

S
ナ
ガ
ラ

と

の

共

起

と

の

共

起

動

作

進

行

継

続

X

0

0

 

0
 

o

x

△

/

x

x
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II
類

I
類

＞
 

『
王
体
]
ガ

[
主
体
]
ガ

）
 

[
客
体
]
ヲ

）
 

[
主
体
]
ガ

＾
 

＾
 

他
動
詞

＾
 

自
動
詞

《
非
動
作
性
》

＾
 

＾
 

[
客
体
]
ヲ
他
動
詞

＞

（

 

『
王
体
]
ガ
自
動
詞

従
っ
て
、
他
動
詞
文
に
お
い
て
客
体
に
つ
い
て
の
事
態
を
表
わ
す
場
合

に
も
右
の
特
徴
を
保
持
し
て
い
る
と
予
測
で
き
る
。
ま
ず
、

I
類
だ
が
、

次
の
よ
う
に
こ
の
予
測
は
正
し
い
も
の
で
あ
る
。

(
1
8
b
)

太
郎
が
紙
を
ゆ
っ
く
り
燃
や
す
。

(
2
0
b
)

太
郎
が
独
楽
を
ゆ
っ
く
り
回
す
。

右
の
動
作
相
修
飾
成
分
は
客
体
に
つ
い
て
の
事
態
を
修
飾
す
る
と
も
解
釈

で
き
る
か
ら
、
位
置
変
化
の
場
合
と
同
様
、
〈

I
類
の
相
対
他
動
詞
文
主
体

は
客
体
に
つ
い
て
の
事
態
の
う
ち
、
動
作
相
を
実
現
す
る
〉
と
い
え
る
。

従
っ
て
こ
の
自
他
対
応
の
意
味
は
、
他
動
詞
文
の
側
か
ら
い
え
ば
〈
相
対

他
動
詞
文
主
体
の
動
き
に
よ
っ
て
、
客
体
が
状
態
変
化
す
る
〉
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
自
動
詞
文
の
側
か
ら
い
え
ば
、
〈
対
応
す
る
他
動
詞
文
の
主
体

の
動
き
に
よ
っ
て
、
主
体
の
状
態
変
化
が
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
〉
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

そ
れ
に
体
し
、

II
類
は
仁
田

1
9
8
3

が
い
う
よ
う
に
「
結
果
副
詞
」
と

共
起
で
き
る
。

《
動
作
性
》

《
非
動
作
性
》

《
動
作
性
》

れらの素性を項に対応させると次のようになる。

y《動作性》

《動作性》

！！ 位い 置わ 変ゆ 化る

る 斎［ 詞き例文 によ

I 
例文＾—13 態実現がす 所存在すに 動文体詞主が自 体詞文客すな てにきよつ 相対体他動詞文主

［ ＼ る る ‘ 

＾ と わ相i 1-6 ， い そ 贋ち
事う の の
場 動

本
稿
で
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
奥

津
1
9
6
7

の
条
件
か
ら
、
自
他
対
応
の
意
味
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

他
動
詞
文
主
体
の
動
き
に
よ
っ
て
他
動
詞
文
客
体
す
な
わ
ち
自
動
詞

文
主
体
に
つ
い
て
の
事
態
が
実
現
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
自
他
対
応
の
意
味
的
類
型
に
は
次
の
四
種
が
あ
る
。

五

、

む

す

び

(
2
2
b
)

太
郎
は
皿
を
こ
な
ご
な
に
割
る
。

(24b)

太
郎
は
部
屋
を
き
ち
ん
と
整
え
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
〈

II
類
の
相
対
他
動
詞
文
主
体
は
客
体
に
つ
い
て
の
事
態

の
う
ち
、
結
果
相
を
実
現
す
る
〉
と
い
え
る
。
文
の
意
味
と
し
て
い
え
ば
、

〈
相
対
他
動
詞
文
主
体
の
動
き
に
よ
っ
て
客
体
の
状
態
が
変
化
し
、
あ
る
状

態
が
実
現
さ
れ
る
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
状
態
変
化
に
お
い
て
も
位
置
変
化
の
場
合
と
平
行
的
に

「
動
作
相
実
現
文
」
「
結
果
相
実
現
文
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

分
類
が
動
詞
の
語
彙
的
意
味
で
は
な
く
、
事
態
の
あ
り
か
た
に
よ
っ
て
決

ま
る
も
の
で
あ
る
の
も
位
置
変
化
と
同
様
で
あ
る
。
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る
化

ゆ
変

わ
態

い
状

相
対
他
動
詞
文
主
体
の
動

き
に
よ
っ
て
、
相
対
他
動

詞
文
客
体
す
な
わ
ち
相
対

自
動
詞
文
主
体
の
状
態
変

化
が
ひ
き
お
こ
さ
れ
る

例
文

(18)S(21)

相
対
他
動
詞
文
主
体
の
動

き
に
よ
っ
て
、
相
対
他
動

詞
文
客
体
す
な
わ
ち
相
対

自
動
詞
文
主
体
が
変
化

し
、
あ
る
状
態
が
実
現
さ

れ
る例

文

(22)S(25)

こ
の
う
ち
、
「
結
果
相
実
現
」
が
ア
ス
ペ
ク
ト
研
究
に
お
け
る
「
変
化
」
に

あ
た
る
と
思
わ
れ
る
が
、
自
他
対
応
に
お
け
る
変
化
な
る
も
の
を
考
え
る

に
あ
た
っ
て
は
「
動
作
相
実
現
文
」
ま
で
を
含
め
な
け
れ
ば
記
述
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
相
対
他
動
詞
文
と
は
、

そ
の
意
味
か
ら
「
事
態
実
現
文
」
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

注
1

例
え
ば
佐
久
間
1
9
6
6

な
ど
。

な
お
、
本
稿
の
「
絶
対
自
動
詞
」
「
相
対
自
動
詞
」
「
絶
対
他
動
詞
」
「
相
対
他
動

、
詞
」
は
寺
村
1
9
8
2

に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
複
合
動
詞
お
よ

び
漢
語
サ
変
動
詞
は
考
察
の
対
象
外
と
す
る
。

2

沼
田
1
9
8
9

は
も
う
ひ
と
つ
の
条
件
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

I
I
I
X
は
事
象
E
が
成
立
す
る
時
点
で
は

Y
に
何
ら
働
き
か
け
は
持
た
な

い
が
、
成
立
し
た

E
の
状
態
を
経
験
す
る
、
あ
る
い
は

X
の
部
分
と
し

て
所
有
す
る
。

こ
れ
は
天
野
1
9
8
7

の
「
状
態
変
化
主
体
の
他
動
詞
文
」
に
あ
た
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。

3

奥
津
1
9
6
7

に
戻
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
沼
田
1
9
8
3

も
同
様
の
立
場
を

と
っ
て
い
る
が
、
沼
田

1
9
8
9

の
問
題
点
に
つ
い
て
は
先
に
指
摘
し
た
と
お
り
で

あ
る
。

4

北
原
1
9
8
1

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

情
態
修
飾
成
分
は
、
情
態
的
概
念
を
具
有
し
、
動
作
・
作
用
あ
る
い
は
存
在
な
ど

の
概
念
を
修
飾
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

5

「
動
作
相
」
「
結
果
相
」
は
矢
澤
1
9
8
3

に
よ
る
。

6

こ
こ
で
い
う
「
動
き
」
に
対
し
て
術
語
と
し
て
あ
て
る
べ
き
語
を
見
出
し
得
な

か
っ
た
た
め
、
や
や
適
切
さ
を
欠
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
段
階
で
は
こ
の
よ
う

な
表
現
と
し
た
。

7

こ
の
謂
は
自
他
対
応
に
偶
発
的
欠
落
が
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
欠
落

し
て
い
な
い
場
合
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
言
を
侯
た
な
い
。

8

こ
れ
は
形
態
的
な
相
対
自
動
詞
を
述
語
と
す
る
文
が
す
べ
て
潜
在
的
な
受
動

文
で
あ
る
こ
と
ま
で
を
含
意
す
る
も
の
で
は
な
い
。

9

「
ま
で
」
と
の
置
換
に
つ
い
て
森
山
1
9
8
8

は
、
「
副
助
詞
的
な
問
題
を
混
入
さ

せ
な
い
た
め
に
、
（
略
）
取
り
上
げ
な
い
で
お
く
。
」
と
す
る
。
し
か
し
近
藤
1
9
8
2

は
格
助
詞
の
「
ま
で
」
を
認
め
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

格
助
詞
の
「
か
ら
」
「
ま
で
」
は
、
移
動
性
（
空
間
）
、
継
続
性
（
時
間
的
）

の
意
味
を
持
つ
用
言
と
共
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
基
本
的
に
他
の
格
助
詞
と
承
接
し
な
い
の
は
、
格
助
詞
の
一
般
的
性
格

か
ら
し
て
当
然
で
あ
る
。

本
稿
で
も
こ
の
立
場
を
ふ
ま
え
る
。
例
文

(10)S(20)
の
「
ま
で
」
は
こ
の
「
格

助
詞
の
マ
デ
」
で
あ
ろ
う
。
次
の
よ
う
に
「
ま
で
」
が
格
助
詞
「
に
」
を
承
接
さ

せ
な
い
こ
と
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
い
ま

(
9
)
に
つ
い
て
の
み
例
を
挙
げ

る。(
9
C
)

太
郎
が
風
船
を
空
に
ま
で
上
げ
る
。

(
9
d
)
＊
太
郎
が
風
船
を
空
ま
で
に
上
げ
る
。

(
9
C
)
の
「
ま
で
」
は
副
助
詞
の
「
ま
で
」
で
あ
る
。

1
0
(
1
0
C
)
（1
2
c
)
の
「
へ
」
を
「
に
」
に
す
る
と
「
結
果
残
存
」
の
よ
み
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
「
に
」
が
帰
着
点
、
「
へ
」
が
方
向
を
表
わ
す
と
い
う
こ
と
を
反
映
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
と
注
9
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
更
に
後
考
を
期
し

た
い
。

11

矢
澤
1
9
8
7

は
定
位
動
詞
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
主
体
が
対
象
に
働
き
か
け
る
」
と
い
う
主
体
側
の
表
現
と
と
も
に
、
「
対
象

が
あ
る
場
所
に
定
位
さ
れ
る
」
と
い
う
対
象
側
の
表
現
も
な
す
、
複
合
し
た

動
作
的
概
念
を
持
つ
動
詞
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
次
の
よ
う
な
「
状
態
デ
」
は
矢
澤
1
9
8
8

も
述
べ
る
よ
う
に
、
主
体
の
動

き
に
よ
っ
て
生
じ
た
状
態
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
「
状
態
デ
」
は
相
対
他
動
詞
文
と
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天
野
み
ど
り
1
9
8
7

奥
津
敬
一
郎
1
9
6
7

北

原

保

雄

1
9
8
1

近

藤

泰

弘

1
9
8
2

佐

久

間

鼎

1
9
6
6

寺

村

秀

夫

1
9
8
2

仁

田

義

雄

1
9
8
3

沼

田

善

子

1
9
8
9

早
津
恵
美
子
1
9
8
7

渡
辺
実
（
編
）

1
9
8
3

「
状
態
変
化
主
体
の
他
動
詞
文
」
『
国
語
学
』
第
一
五
一
集

「
自
動
化
•
他
動
化
お
よ
び
両
極
化
転
形
」
『
国
語
学
』
第
七
〇
集

『
日
本
語
助
動
詞
の
研
究
』
（
大
修
館
書
店
）

「
副
助
詞
の
体
系
1

現
代
日
本
語
ー
」
『
日
本
女
子
大
学
紀

要
』
三
二

『
現
代
日
本
語
の
表
現
と
語
法
』
（
増
補
版
）
（
恒
星
社
厚
生
閣
~

復
刊
1
9
8
3

く
ろ
し
お
出
版
）

『
日
本
語
の
シ
ン
タ
ス
ク
と
意
味
ー
』
（
く
ろ
し
お
出
版
）

「
結
果
の
副
詞
と
そ
の
周
辺
ー
語
彙
論
的
統
語
論
の
姿
勢
か

ら
ー
」
渡
辺
（
編
）

1
9
8
3

所
収

「
日
本
語
動
詞
自
•
他
対
応
の
意
味
的
対
応
①
ー
|
l
多
義
語

に
お
け
る
対
応
の
欠
落
か
ら
ー
」
『
国
立
国
語
研
究
所
報
告

九
六
研
究
報
告
集
⑩
』

「
他
動
詞
と
自
動
詞
の
対
応
に
つ
い
て
」
東
京
外
国
語
大
学
修
士

論
文

1
9
8
9

「
有
対
他
動
詞
と
無
対
他
動
詞
の
違
い
に
つ
い
て
|
ー
l

意
味
的

な
特
徴
を
中
心
に
ー
」
『
言
語
研
究
』
九
五

宮

島

達

夫

1
9
7
2

『
動
詞
の
意
味
・
用
法
の
記
述
的
研
究
』
（
秀
英
出
版
）

森

山

卓

郎

1
9
8
8

『
日
本
語
動
詞
述
語
文
の
研
究
』
（
明
治
書
院
）

矢
澤
真
人

1
9
8
3
「
情
態
修
飾
成
分
の
整
理
|
—
ー
被
修
飾
成
分
と
の
呼
応
及
び
出

現
位
置
か
ら
の
考
察
|
|
_
」
『
日
本
語
と
日
本
文
学
』
三
号

1
9
8
7

「
連
用
修
飾
成
分
に
よ
る
他
動
詞
文
の
両
義
性
ー
状
態
規
定

の
『
＼
デ
』
と
他
動
詞
文
の
修
飾
構
成
に
つ
い
て
|
|
_
」
『
国
語

国
文
論
集
』
第
十
号

1
9
8
8

「
連
用
修
飾
成
分
に
よ
る
他
動
詞
文
の
両
義
性
（
続
）

1

1

『
語
』
の
修
飾
と
『
句
』
の
修
飾
ー
」
『
国
語
国
文
論
集
』
第

一
七
号

『
副
用
語
の
研
究
』
（
明
治
書
院
）

引
用
文
献

し
て
の
二
重
性
を
保
証
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。

(26)

太
郎
は
次
郎
を
は
だ
し
で
砂
の
上
に
降
ろ
し
た
。

（
矢
澤
1
9
8
7
)

[
付
記
]
草
稿
の
段
階
で
筑
波
大
学
の
北
原
保
雄
先
生
、
矢
澤
真
人
先
生
ほ
か
多
く

の
方
か
ら
有
益
な
御
指
摘
を
い
た
だ
き
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
表
現
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ

る
。
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
る
。

（
筑
波
大
学
大
学
院

文
芸
・
言
語
研
究
科

日
本
語
学
）
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