
「
国
語
科
の
基
底
構
造
部
」
考
　
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
語
の
文
法
に
か
か
わ
る
基
底
構
造
部
の
要
素
ー

山

口

康

子

　
日
本
に
お
け
る
学
校
教
育
の
基
盤
で
あ
る
“
日
本
語
”
の
指
導
を
担
っ
て

い
る
「
国
語
科
」
の
授
業
内
容
を
明
確
に
基
底
構
造
部
と
上
層
構
造
部
に
分

離
し
、
基
底
構
造
部
に
お
い
て
「
日
本
語
の
使
用
能
力
・
理
解
能
力
を
育
成

す
る
」
べ
く
、
日
本
語
習
得
に
必
要
な
要
素
を
構
造
図
と
し
て
と
ら
え
、
各

要
素
の
具
体
的
な
内
容
を
整
理
・
提
示
す
る
作
業
を
、
昭
和
5
8
年
以
降
、
進

　
　
パ
ル
に
ユ
　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

め
て
き
た
が
、
本
稿
は
、
そ
の
一
連
の
作
業
を
受
け
て
、
「
日
本
語
の
文
法
に

か
か
わ
る
基
底
構
造
部
の
要
素
」
に
つ
い
て
、
そ
の
具
体
的
な
指
導
項
目
を

提
示
す
る
試
み
で
あ
る
。
下
段
に
示
し
た
図
1
・
構
造
図
の
中
で
、
□
で

示
し
た
A
～
H
が
、
基
底
構
造
部
の
各
言
語
要
素
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、

「
音
”
A
・
F
」
「
文
字
”
B
・
G
」
「
語
彙
”
C
・
H
の
一
部
」
は
す
で
に

　
　
パ
　
　
　
ぺ
　
ヤ
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

整
理
済
で
あ
る
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、
「
文
法
に
か
か
わ
る
基
底
構
造

部
の
要
素
」
で
あ
り
、
図
1
で
い
え
ば
、
D
文
の
成
分
と
種
類
睡
文
法
、
お

よ
び
H
敬
語
法
の
一
部
、
文
法
関
係
の
部
分
で
あ
る
。

　
通
常
「
文
法
」
事
項
と
し
て
取
り
扱
う
「
語
の
認
定
」
及
び
、
「
品
詞
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
　
　
　
レ

問
題
は
、
一
連
の
拙
稿
に
お
い
て
は
、
語
彙
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

既
に
前
稿
「
語
彙
に
か
か
わ
る
基
底
構
造
部
の
要
素
」
と
し
て
整
理
・
提
示

　
　
パ
　
　
レ

し
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。
前
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

図
1

　
カ
ン
ガ
エ
カ
タ

　
　
　
＝

　
オ
モ
イ
カ
タ

＼
　
　
　
／

（
昭
和
6
2
年
1
0
月
3
1
日
受
理
）

キ
キ
カ
タ
〉
1
〈
ヨ
ミ
カ
タ
↓
　
　
　
　
　
ゆ
轄
図
卿
回
叉
劇
甲
卿
固

A

（
文
章
記
述
法
）

F
話
法
　
　
　
　
G
表
記
法

　
↑
　
　
　
　
　
　
B
現
代
語
音
“
音
韻
　
　
現
代
語
文
字
“
文
字

←

評
　
彙
＼
　
　
　
↑

語
文

文
の
成
分
と
種
類
樋
文
法

H
敬
語
法

D
　
　
↑
（
文
章
表
撰
）
E
　
文
章
の
構
造
n
文
章
・
文
体
　
　
文
章
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二

　
先
に
、
拙
稿
「
国
語
科
の
二
重
構
造
性
」
試
論
－
特
に
基
底
構
造
部
に
つ

　
　
パ
は
　
レ

い
て
ー
」
に
お
い
て
、
基
底
構
造
部
の
各
要
素
A
～
H
の
概
要
を
示
し
た
際
、

私
は
、
D
文
の
成
分
と
種
類
”
文
法
、
H
敬
語
法
、
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。

D
文
の
成
分
と
種
類
”
文
法

　
文
の
成
分
と
し
て
、
文
中
に
お
け
る
語
句
－
主
と
し
て
文
節
1
の
働
き
に

　
注
目
さ
せ
る
。
取
り
扱
う
項
目
と
し
て
は
、
主
語
－
述
語
、
修
飾
語
ー
被

　
修
飾
語
の
二
つ
の
関
係
だ
け
で
よ
い
。
つ
ま
り
、
文
中
に
お
け
る
語
句
（
文

節
）
相
互
の
か
か
り
方
う
け
方
を
理
解
さ
せ
る
。

　
文
の
種
類
と
し
て
、
平
叙
文
・
疑
問
文
・
命
令
文
・
強
調
文
（
感
動
文
）

　
の
四
種
を
教
え
る
。
日
本
語
の
場
合
、
そ
れ
ほ
ど
徹
底
し
た
文
型
が
あ
る

　
わ
け
で
は
な
い
が
、
全
く
型
が
な
い
の
で
も
な
い
。

H
敬
語
法

　
日
本
語
の
敬
語
法
は
、
言
語
活
動
全
体
を
お
お
う
も
の
で
、
語
彙
に
も
文

　
に
も
文
章
に
も
か
か
わ
り
、
話
法
に
も
文
章
表
現
法
に
も
関
係
す
る
。
言

　
語
表
現
に
お
け
る
基
本
的
な
姿
勢
と
い
え
る
も
の
で
、
ご
れ
も
基
本
項
目

　
と
し
て
、
全
体
と
か
か
わ
り
な
が
ら
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
右
は
極
め
て
大
ま
か
な
概
要
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
考
え
方
の
基
本
方
針
を

示
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
と
り
わ
け
従
来
「
文
法
」
の
主
要
内
容
と
み
な
さ
れ

て
き
た
品
詞
お
よ
び
そ
の
分
類
に
関
す
る
事
項
が
、
「
文
法
項
目
」
か
ら
除
外

さ
れ
、
従
来
は
補
足
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
文
の
成
分
の
問
題
、

お
よ
び
文
の
種
題
の
問
題
を
大
き
く
中
心
に
据
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
疑

義
や
異
論
も
あ
る
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

三

以
下
、
そ
の
点
に
つ
い
て
立
場
を
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
従
来
学
校
文
法
の
中
で
、
こ
れ
こ
そ
が
文
法
で
あ
る
と
い
う
扱
い
を
受
け

て
き
た
の
が
品
詞
分
類
で
あ
る
。
と
り
わ
け
文
語
文
法
に
お
い
て
は
、
品
詞

分
類
が
で
き
れ
ば
事
足
れ
り
と
す
る
か
の
よ
う
な
風
潮
さ
え
み
ら
れ
る
。
す

べ
て
の
文
を
単
語
に
分
け
、
そ
れ
に
品
詞
名
を
付
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
あ

た
か
も
総
索
引
作
成
の
準
備
の
よ
う
な
作
業
が
高
等
学
校
の
教
室
で
行
わ
れ
、

品
詞
名
を
い
う
こ
と
は
で
き
る
が
、
文
の
意
味
は
把
握
で
き
ず
、
ま
し
て
や

文
章
全
体
の
鑑
賞
は
思
い
も
よ
ら
ず
、
文
法
に
対
す
る
苦
手
意
識
と
文
法
を

無
用
の
長
物
と
み
な
す
偏
見
だ
け
が
後
に
残
る
と
い
う
の
が
、
大
方
の
生
徒

の
実
態
で
あ
る
。

　
本
稿
は
義
務
教
育
課
程
に
お
け
る
国
語
科
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
と
い

う
目
的
を
有
す
る
た
め
、
文
語
文
法
に
つ
い
て
は
あ
え
て
言
及
し
な
い
が
、

品
詞
分
類
と
活
用
表
の
暗
記
を
全
て
と
す
る
よ
う
な
文
法
認
識
を
ま
ず
払
拭

し
た
い
。

　
日
本
語
の
文
法
と
は
、
日
本
語
そ
の
も
の
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
構
造
の

認
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
日
本
語
に
よ
っ
て
言
語
活
動
を
行
っ
て
い
る
者
、

す
な
わ
ち
、
日
本
語
に
よ
っ
て
話
し
聞
き
、
読
み
書
き
す
る
者
は
、
誰
で
も

　
　
　
　
の
　
　
　
　

日
本
語
の
文
法
を
わ
き
ま
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
日
本

語
を
使
用
す
る
と
い
う
事
自
体
が
成
立
し
な
い
。
日
本
語
も
他
の
す
べ
て
の

言
語
と
同
じ
く
二
重
分
節
を
持
つ
。
要
素
が
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
統
一
さ
れ

た
全
体
を
形
成
す
る
が
、
そ
の
過
程
は
い
く
つ
も
の
段
階
に
お
い
て
な
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。
文
は
単
語
に
分
節
さ
れ
、
単
語
は
音
韻
に
分
節
さ
れ
る
。
こ
れ
を
二
重

分
節
と
い
う
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
は
複
雑
な
意
味
内
容
を
表
現



形
式
に
対
応
さ
せ
る
機
能
を
獲
得
し
て
い
る
。
母
語
の
習
得
に
お
い
て
は
、

要
素
を
組
み
合
わ
せ
て
統
一
さ
れ
た
全
体
と
す
る
方
式
を
、
そ
の
使
用
の
現

場
に
身
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
体
得
し
て
ゆ
く
。
従
っ
て
、
文
法
嫌
い
の
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

徒
が
し
ば
し
ば
口
に
す
る
「
文
法
を
知
ら
な
く
て
も
日
常
生
活
に
何
の
不
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

由
も
な
い
。
」
と
い
う
言
葉
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
文
法
を
説
明
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
く
て
も
…
と
の
謂
い
で
あ
る
。
日
本
語
の
文
法
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
日

本
語
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
で
は
例
え
小
学
校
低
学
年
の
児
童

と
い
え
ど
も
た
ち
ま
ち
に
不
自
由
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
な
ぜ
文
法
を
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

説
明
で
き
る
と
い
う
こ
と
自
体
を
目
的
と
す
る
な
ら
ば
、
私
は
必
要
は
な
い

と
極
言
し
て
よ
い
と
思
う
。
日
本
語
の
文
法
を
正
し
く
知
づ
て
い
て
日
本
語

を
過
不
足
な
く
正
確
に
、
望
め
る
な
ら
ば
美
し
く
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
、

社
会
生
活
と
自
己
展
開
に
不
自
由
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。
特

別
な
専
門
的
な
分
野
で
仕
事
を
す
る
人
々
以
外
、
目
的
的
に
は
文
法
を
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
き
る
必
要
は
な
い
と
い
い
切
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
教
育
の
国
語
科
の
中
で
、
文
法
を
教
育
す

る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
私
は
、
二

つ
の
重
大
な
側
面
か
ら
、
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
大
き
な
意
味
が
あ
り
、
学

校
教
育
の
中
で
日
本
語
の
文
法
教
育
は
、
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
一
つ
に
は
、
日
本
語
自
体
の
使
用
能
力
・
理
解
能
力
の
質
的
な
向
上
と
い

う
側
面
で
あ
る
。
義
務
教
育
終
了
段
階
の
十
五
歳
と
い
う
年
齢
、
お
よ
び
、

中
学
校
生
徒
と
い
う
生
活
環
境
を
考
え
る
時
、
そ
の
後
の
長
い
社
会
生
活
に

お
い
て
必
要
か
つ
十
分
な
だ
け
の
言
語
事
象
が
、
自
然
的
偶
然
的
に
身
の
ま

わ
り
に
存
在
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
例
え
存
在
し
た
と
し
て
も
そ
れ

を
吸
収
し
て
ゆ
く
に
は
知
能
も
精
神
も
未
熟
で
あ
る
。
日
本
語
で
表
現
さ
れ

る
意
味
内
容
の
拡
が
り
と
深
さ
の
ど
の
程
度
ま
で
を
中
学
生
段
階
で
自
己
の

内
部
に
と
り
こ
ん
で
ゆ
け
る
だ
ろ
う
か
。
言
語
能
力
の
開
発
基
盤
を
確
固
た

る
も
の
に
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
が
、
義
務
教
育
段
階
で
の
母
語
教
育
の
要

諦
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
言
語
は
体
系
を
な
し
た
構
造
を
持
つ
。
と
り
わ
け
文
法
は
ゆ
る
や
か
な
枠

組
み
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
言
語
事
象
を
と
り
こ
む
大
枠
の
規
制
で
あ
り
、
日
本

語
を
日
本
語
た
ら
し
め
て
い
る
体
系
で
あ
る
。
こ
の
構
造
の
大
枠
を
理
解
す

る
こ
と
が
、
日
本
語
を
十
全
に
理
解
し
、
そ
の
使
用
能
力
を
自
己
開
発
し
て

ゆ
く
力
を
培
う
基
盤
に
な
る
し
、
基
本
的
に
は
そ
れ
以
外
に
は
方
法
は
な
い

と
い
え
る
。

　
日
本
語
を
正
し
く
認
識
す
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
成
長
に
応
じ
て
、
生
涯

に
わ
た
る
自
己
開
発
を
な
し
つ
づ
け
て
ゆ
く
た
め
の
唯
一
の
方
法
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
自
分
の
母
語
で
あ
る
日
本
語
の
文
法
構
造
を
認
識
す
る
べ
く

義
務
教
育
課
程
の
中
で
文
法
教
育
を
行
う
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
二
つ
に
は
、
義
務
教
育
終
了
後
の
精
神
発
達
の
手
が
か
り
が
、
大
き
く
言

語
能
力
に
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
社
会
的
な
対
人
関
係
の
維
持
も
又
、

言
語
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
言
語
能
力
の
不
足
は
直
接
社
会
的
不
適
応
を
も

惹
起
す
る
し
、
新
し
い
技
術
や
知
識
の
習
得
も
又
大
む
ね
言
語
能
力
に
比
例

す
る
。
現
に
、
上
級
の
教
育
を
受
け
る
機
会
は
、
言
語
能
力
を
基
礎
と
す
る

試
験
に
左
右
さ
れ
、
上
級
の
教
育
そ
の
も
の
が
主
と
し
て
言
語
に
よ
っ
て
な

さ
れ
て
い
る
。

　
現
在
の
日
本
で
は
中
学
校
課
程
に
お
い
て
英
語
の
学
習
を
義
務
づ
け
て
い

る
が
、
そ
れ
は
国
民
す
べ
て
が
義
務
と
し
て
第
二
言
語
を
持
つ
こ
と
を
国
の

教
育
方
針
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
語
が
使
用
状
況
に
お
い
て
極
め

て
閉
鎖
的
で
あ
る
こ
と
を
考
え
、
世
界
の
情
勢
が
日
を
追
っ
て
国
際
的
に
開

か
れ
た
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
時
、
そ
れ
は
妥
当
・

賢
明
な
方
針
と
い
え
る
。

「
国
語
科
の
基
底
構
造
部
」
考
，
四
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現
実
の
問
題
と
し
て
考
え
る
場
合
、
英
語
の
学
習
は
多
く
の
中
学
生
に

と
っ
て
大
き
な
負
担
に
な
ワ
、
要
求
さ
れ
る
努
力
に
比
し
て
効
果
が
あ
が
っ

て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
こ
れ
に
は
様
々
な
原
因
が
考
え
ら
れ
よ
う
が
、

母
語
で
あ
る
日
本
語
に
対
す
る
体
系
的
全
体
的
な
認
識
の
不
足
も
大
き
な
一

因
と
思
わ
れ
る
。
言
語
感
覚
の
輪
郭
は
母
語
に
よ
っ
て
培
わ
れ
る
。
義
務
教

育
段
階
ー
そ
れ
も
早
い
段
階
で
母
語
を
体
系
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
、
第
二

言
語
・
第
三
言
語
の
習
得
に
有
効
で
あ
る
。
他
言
語
と
比
較
し
て
日
本
語
を

意
識
的
反
省
的
に
観
察
す
る
機
会
の
少
な
い
日
本
語
環
境
に
お
い
て
は
、
義

務
教
育
課
程
の
中
で
日
本
語
の
文
法
体
系
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
必
要
不
可

欠
で
あ
る
。

　
二
つ
の
側
面
は
相
補
的
で
あ
り
、
同
じ
こ
と
の
表
裏
で
も
あ
る
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
義
務
教
育
終
了
段
階
、
十
五
歳
時
点
で
の
母
語
認
識
が
、
そ
の

後
の
人
生
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
く
、
将
来
の

日
本
の
社
会
、
国
際
社
会
に
占
め
る
役
割
に
深
く
か
か
わ
る
こ
と
を
認
識
し

て
、
文
法
教
育
に
対
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

四

　
前
述
の
よ
う
な
文
法
教
育
の
意
義
を
十
全
に
達
成
す
る
た
め
に
は
、
ど
の

よ
う
な
内
容
を
組
み
こ
む
こ
と
が
必
要
な
の
か
、
具
体
的
な
事
項
を
次
の
五

段
階
に
わ
た
っ
て
挙
げ
る
。

VIV皿III
W
V
の
事
項
は
、

文
法
の
認
識
に
か
か
わ
る
こ
と
。

文
の
種
題
と
そ
の
表
現
形
式
に
か
か
わ
る
こ
と
。

文
の
成
分
と
そ
の
相
互
の
関
係
に
か
か
わ
る
こ
と
。

語
の
連
接
の
原
理
に
か
か
わ
る
こ
と
。

語
構
成
の
原
理
に
か
か
わ
る
こ
と
。

　
　
　
　
語
彙
の
内
容
と
も
深
い
相
関
性
を
持
っ
て
い
る
。

本
稿

四

　
　
　
　
ハ
　
い
　
ヤ
　
ヤ
ら
レ

は
既
刊
の
拙
稿
と
同
じ
く
、
発
達
段
階
に
応
じ
た
項
目
の
割
り
振
り
や
指
導

体
系
に
は
言
及
し
な
い
。
実
際
の
授
業
に
お
け
る
学
年
配
当
や
教
材
な
ど
、

具
体
的
な
問
題
と
し
て
の
考
察
は
次
の
課
題
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
日
本
語

の
文
法
指
導
に
お
け
る
必
要
項
目
を
列
挙
し
、
そ
の
全
体
構
想
を
示
す
。

　
　
1
　
文
法
の
認
識
に
か
か
わ
る
こ
と
。
1
対
象
の
把
握
ー

ア
、
人
間
社
会
ー
と
り
わ
け
日
本
の
社
会
生
活
に
お
い
て
言
語
の
果
し
て
い

　
る
役
割
の
重
要
性
を
正
確
に
認
識
し
、
社
会
の
機
能
が
言
語
の
伝
達
機
能

　
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
を
理
解
す
る
。

イ
、
言
語
の
伝
達
機
能
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
働
き
を
認
識
す
る
。
す
な
わ

　
ち
言
語
を
言
語
と
し
て
成
立
さ
せ
て
い
る
基
本
の
原
理
は
、
語
が
一
定
の

方
式
に
沿
っ
て
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
。

　
　
　
　
　
　
の

ウ
、
文
法
の
本
質
⊥
言
語
が
言
語
と
し
て
成
立
す
る
最
低
の
条
件
で
あ
り
、

　
言
語
を
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
文
法
の
規
範
内
の
活
動
で
あ
る
こ

　
と
を
自
覚
的
に
知
る
。

　
こ
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
学
校
文
法
に
お
い
て
は
「
こ
と
ば
の
き

ま
り
」
と
か
「
こ
と
ば
の
法
則
」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
文
法
の
定
義
を
巻
頭

に
述
べ
て
、
理
解
の
徹
底
を
は
か
っ
て
こ
な
か
っ
た
き
ら
い
が
あ
る
が
、
文

法
教
育
の
第
一
歩
と
し
て
は
、
文
法
の
概
念
の
正
し
い
把
握
が
ま
ず
必
要
不

可
欠
で
あ
り
、
も
っ
と
も
効
果
的
な
方
法
で
も
あ
る
。
文
法
は
抽
象
的
な
観

念
の
、
す
な
わ
ち
認
識
の
、
も
う
一
言
い
え
ば
考
え
方
の
問
題
で
あ
る
。
そ

う
い
う
観
念
の
存
在
を
ま
ず
正
確
に
知
覚
さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
そ

の
後
の
指
導
の
一
切
に
影
響
す
る
。
文
法
教
育
に
お
い
て
は
、
音
韻
や
文
字
、

更
に
語
彙
の
場
合
と
異
な
り
、
こ
の
対
象
の
認
識
に
こ
そ
力
を
入
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
対
象
の
存
在
を
明
確
に
認
識
し
な
い
ま
ま
で
は
、
ど
の
よ
う



な
指
導
も
効
果
を
期
待
で
き
な
い
。
文
法
と
は
何
か
、
文
法
と
は
ど
う
い
う

も
の
な
の
か
と
い
う
文
法
の
本
質
に
つ
い
て
ま
ず
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
先
決

で
あ
る
。

　
　
H
　
文
の
種
類
と
そ
の
表
現
形
式
に
か
か
わ
る
こ
と
。

　
　
　
①
文
の
認
識
に
か
か
わ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ア
、
日
常
生
活
の
中
の
言
語
活
動
は
基
本
的
に
文
章
と
い
う
形
で
行
わ
れ
て

　
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
。
文
章
に
も
構
造
が
あ
り
、
型
も
あ
る
が
、
そ
れ

　
に
っ
い
て
は
、
次
稿
の
「
文
章
・
文
体
に
か
か
わ
る
基
底
構
造
部
の
要
素
」

　
に
お
い
て
取
り
扱
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

イ
、
文
章
は
、
普
通
、
複
数
の
文
（
例
外
的
に
単
一
の
文
の
場
合
も
あ
る
）

　
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
。
文
を
定
義
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど

　
容
易
で
は
な
い
。
学
校
教
育
の
中
で
扱
う
教
材
の
文
章
に
つ
い
て
は
、
例

　
え
ば
、
「
。
（
句
点
）
か
ら
。
（
句
点
）
ま
で
」
な
ど
と
い
う
説
明
も
可
能
で

　
は
あ
る
が
、
き
わ
め
て
形
式
的
便
宜
的
な
識
別
法
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
が

　
で
あ
る
し
、
日
本
語
表
記
法
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
句
読
法
の
発
達
が
遅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
れ
た
こ
ど
に
よ
っ
て
も
、
日
本
語
に
お
け
る
文
の
認
定
は
さ
ほ
ど
困
難
で

は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
実
際
の
言
語
活
動
に
お
い
て
は
、
文
は

　
実
に
多
様
な
形
で
あ
ら
わ
れ
、
定
義
づ
け
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
。

　
　
文
は
、
話
し
手
（
書
き
手
）
が
自
分
の
立
場
か
ら
何
か
を
述
べ
て
い
る

　
も
の
で
あ
り
、
一
ま
と
ま
り
の
内
容
を
あ
ら
わ
し
て
い
て
、
一
つ
づ
き
の

　
形
を
と
り
、
何
ら
か
の
形
で
閉
じ
め
の
目
印
が
あ
る
も
の
を
い
う
。

ウ
、
文
に
は
い
く
つ
か
の
型
（
種
類
）
が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
。
こ
れ
は
、

　
基
準
の
立
て
方
に
よ
っ
て
、
幾
通
り
も
の
分
け
方
が
可
能
で
あ
る
が
、
日

本
語
の
表
現
法
の
性
格
か
ら
考
え
て
、
文
型
か
ら
の
類
別
は
徹
底
せ
ず
、

　
文
の
意
味
内
容
か
ら
の
類
別
は
形
式
上
の
対
応
が
明
確
に
は
把
え
に
く
く

　
必
ず
し
も
有
意
的
で
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
発
表
の

　
　
パ
ま
　
レ

　
拙
稿
に
お
い
て
提
示
し
た
基
底
構
造
部
の
要
素
D
に
お
い
て
述
べ
た
文
の

　
四
種
類
（
前
掲
二
の
項
、
2
ぺ
ー
ジ
参
照
）
、
平
叙
文
・
疑
問
文
・
命
令
文
・

　
強
調
文
（
感
動
文
）
の
類
別
方
法
は
撤
回
訂
正
し
た
い
。
こ
の
四
種
類
は
、

　
英
文
法
と
の
対
比
な
ど
に
は
便
利
で
は
あ
る
が
、
日
本
語
の
文
の
種
類
と

　
し
て
は
さ
し
た
る
必
然
性
を
持
た
な
い
。

　
　
　
②
文
の
種
類
に
か
か
わ
る
こ
と
。

ア
、
文
の
構
造
上
の
種
類
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
。
こ
れ
は
言
い

　
切
り
の
形
に
す
れ
ば
文
に
な
る
よ
う
な
部
分
が
、
ど
の
よ
う
に
含
み
こ
ま

　
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
整
理
し
た
も
の
で
、
単
文
、
重
文
、
複
文
と
い
う

　
用
語
は
、
主
語
・
述
語
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
表
わ
れ
る
か
と
い
う
基
準

　
で
、
学
校
文
法
の
中
で
扱
わ
れ
て
い
る
概
念
で
あ
る
。
重
文
と
複
文
を
一

　
括
し
て
述
べ
る
術
語
が
な
い
た
め
、
こ
こ
に
合
文
と
い
う
用
語
を
用
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
が
、
合
文
と
い
う
種
類
の
文
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
単
文
、

　　

　文

合
文
翰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
複
文

イ
、
文
の
性
格
上
の
種
類
と
し
て
、
話
し
手
の
表
現
の
仕
方
を
基
準
と
し
て
、

　
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
。
日
本
語
の
文
は
言
語
の
場
に
大
き
く
依
存
し
て

　
　
　
　
　
　
　

　
成
立
す
る
。
場
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
事
は
改
め
て
言
表
し
な
い
と

　
い
う
の
が
日
本
語
と
し
て
む
し
ろ
自
然
な
文
で
あ
る
。
言
語
の
場
は
、
そ

　
れ
こ
そ
千
差
万
別
の
一
回
性
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
ど
の
程
度
ど
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
う
な
形
で
依
存
す
る
か
も
又
様
々
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
場
の
中
の
話
し
手

　
の
視
点
か
ら
、
そ
の
表
現
の
仕
方
に
基
準
を
置
き
、
阪
倉
篤
義
博
士
の
験

　
　
　
　
パ
　
　
レ

　
尾
に
つ
い
て
、
次
の
三
種
に
分
類
す
る
。
（
）
内
は
従
来
の
学
校
文
法
に

「
国
語
科
の
基
底
構
造
部
」
考
　
四
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山ノ、

お
け
る
文
の
種
類
。

文
霧

・
（
感
動
文
）
…
…
応
答
・
挨
拶
・
願
望
な
ど
。

・
（
疑
問
文
・
命
令
文
）
…
…
禁
止
・
依
頼
な
ど
。

・
（
平
叙
文
）
…
…
否
定
・
推
量
・
状
況
描
写
な
ど
。

　
　
皿
　
文
の
成
分
と
そ
の
相
互
の
関
係
に
か
か
わ
る
こ
と
。

　
　
　
①
文
の
成
分
の
認
定
に
か
か
わ
る
こ
と
。

ア
、
文
は
、
そ
の
種
題
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
普
通
、
二
つ
以
上
の
部

　
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
。
部
分
の
認
定
の
仕
方
に
つ

　
い
て
も
様
々
な
立
場
が
あ
り
得
る
が
、
言
表
さ
れ
て
い
る
事
柄
の
中
核
を

　
な
す
部
分
と
そ
れ
を
限
定
・
説
明
し
て
い
る
部
分
と
に
分
け
ら
れ
る
。

イ
、
言
表
さ
れ
て
い
る
事
柄
の
中
核
を
な
す
の
は
述
語
で
あ
る
。
述
語
は
更

　
に
そ
の
中
核
と
な
る
語
の
品
詞
に
よ
っ
て
、
動
詞
文
、
形
容
詞
文
、
名
詞

文
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
必
然
的
に
何
が
し
か
の
成
分
を
要
求
す
る
。

　
例
え
ば
「
見
る
」
と
い
う
動
詞
を
中
核
と
す
る
動
詞
文
に
お
い
て
は
、
誰

　
が
、
何
を
と
い
う
二
つ
の
名
詞
句
が
必
然
的
に
要
求
さ
れ
る
。
場
へ
の
依

　
存
に
よ
っ
て
言
表
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
「
見
る
」
と
い
う
動
詞
自
体
が
既

　
に
そ
れ
を
内
包
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
述
語
が
必
然
的

　
に
内
包
す
る
名
詞
句
を
格
成
分
と
い
い
、
文
を
構
成
し
て
い
る
素
材
相
互

　
の
論
理
関
係
を
規
定
し
て
い
る
。
述
語
成
分
は
必
然
的
に
格
成
分
を
要
求

　
す
る
。

ウ
、
述
語
が
要
求
す
る
格
成
分
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
述
語
で
も
必
ず
要
求

　
す
る
の
が
主
格
成
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
必
ず
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
だ

　
　
　
　

　
け
に
場
へ
の
依
存
度
も
高
く
、
必
ず
し
も
常
に
言
表
さ
れ
る
と
は
限
ら
な

　
い
。
こ
の
点
が
、
英
語
な
ど
の
屈
折
諸
語
と
異
な
る
日
本
語
の
特
色
で
あ

　
る
。

エ
、
述
語
成
分
と
主
語
成
分
以
外
で
、
こ
の
二
つ
の
成
分
と
何
ら
か
の
か
か

　
わ
り
の
あ
る
成
分
は
、
い
ず
れ
も
修
飾
語
成
分
で
あ
る
。
修
飾
語
成
分
は
、

　
そ
の
か
か
わ
り
方
に
よ
っ
て
、
副
詞
的
修
飾
語
成
分
・
形
容
詞
的
修
飾
語

　
成
分
に
類
別
で
き
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の
学
校
文
法
に
お
い
て
連
用
修
飾

　
語
・
連
体
修
飾
語
と
い
う
名
称
で
説
明
し
た
概
念
で
あ
る
。
修
飾
語
成
分

　
に
よ
っ
て
限
定
・
説
明
さ
れ
る
語
（
も
し
く
は
句
）
を
被
修
飾
語
と
い
い
、

　
そ
の
か
か
わ
り
方
を
修
飾
・
被
修
飾
の
関
係
と
い
う
。
修
飾
語
成
分
は
、

　
そ
の
限
定
・
説
明
の
内
容
や
方
法
に
よ
っ
て
様
々
に
下
位
分
類
が
可
能
で

　
あ
る
が
、
対
象
や
状
況
（
所
や
時
）
あ
る
い
は
様
態
や
程
度
な
ど
多
様
な

　
要
素
が
含
ま
れ
、
厳
密
な
分
類
は
義
務
教
育
段
階
で
は
無
意
味
で
あ
る
。

オ
、
文
の
成
分
の
中
に
は
、
他
の
成
分
と
主
ー
述
、
あ
る
い
は
修
飾
－
被
修

　
飾
の
関
係
を
持
た
な
い
も
の
が
あ
る
。
呼
び
か
け
語
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る

　
が
、
こ
れ
を
独
立
語
成
分
と
い
う
。
独
立
語
成
分
は
、
む
し
ろ
そ
れ
自
体

　
　
　

　
で
文
相
当
と
も
考
え
ら
れ
る
独
立
性
を
持
つ
が
、
形
式
上
、
文
の
成
分
と

　
し
て
も
存
在
し
得
る
。

　
　
　
②
述
語
成
分
の
陳
述
性
に
か
か
わ
る
こ
と
。

ア
、
述
語
成
分
は
、
前
項
①
イ
で
述
べ
た
と
お
り
、
言
表
さ
れ
て
い
る
事
柄

　
の
中
核
を
な
し
、
文
末
構
造
に
お
い
て
様
々
な
あ
り
方
を
示
す
。
こ
れ
は

　
英
語
な
ど
屈
折
語
系
の
言
語
で
い
う
、
態
（
ヴ
ォ
イ
ス
）
、
相
（
ア
ス
ペ
ク

　
ト
）
、
時
制
（
テ
ン
ス
）
な
ど
で
あ
る
が
、
英
語
な
ど
に
比
較
す
れ
ば
、
一

　
定
の
言
語
形
式
と
厳
密
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ

　
れ
ら
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
表
現
法
の
あ
り
方
を
理
解
し

　
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

イ
、
態
（
ヴ
ォ
イ
ス
）
は
、
述
語
成
分
の
う
ち
、
動
詞
の
表
す
動
作
や
作
用

　
に
関
し
て
、
動
詞
自
体
が
要
求
す
る
名
詞
句
（
格
成
分
）
の
う
ち
、
ど
れ

　
を
中
心
に
据
え
て
表
現
す
る
か
と
い
う
、
表
現
姿
勢
の
こ
と
を
い
う
。
普



　
通
、
能
動
態
・
受
動
態
（
受
身
）
・
使
役
態
が
認
め
ら
れ
、
能
動
態
は
付
属

　
語
を
添
加
せ
ず
に
示
し
、
受
動
態
・
使
役
態
は
、
レ
ル
・
ラ
レ
ル
・
セ
ル
・

　
サ
セ
ル
を
動
詞
に
下
接
し
て
示
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
態
を
更
に
下
位
分
類
す

　
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
こ
の
三
つ
の
態
の
存
在
を
認
識

　
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。

ウ
、
相
（
ア
ス
ペ
ク
ト
）
は
、
述
語
成
分
の
う
ち
、
動
詞
の
表
す
動
作
・
作

　
用
に
内
包
さ
れ
る
時
間
の
幅
を
ど
の
時
点
で
と
ら
え
て
表
現
す
る
か
と
い

　
う
、
表
現
姿
勢
の
こ
と
を
い
う
。
す
べ
て
の
動
作
・
作
用
は
時
問
的
な
も

　
の
で
、
起
点
と
終
点
を
持
ち
、
途
中
経
過
が
あ
り
、
結
果
を
残
す
。
こ
う

　
い
う
過
程
の
全
体
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
も
、
起
点
や
終
点
あ
る
い
は
そ

　
の
結
果
に
焦
点
を
置
い
て
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
、
こ
れ
を
相

　
（
ア
ス
ペ
ク
ト
）
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
現
在
形
・
過
去

　
形
な
ど
、
あ
た
か
も
時
の
表
現
の
よ
う
に
と
ら
え
て
来
た
。
過
去
や
完
了

　
に
対
応
す
る
助
動
詞
が
多
く
存
在
し
た
古
典
語
に
お
け
る
場
合
と
異
な
り
、

　
現
代
語
で
は
相
は
、
テ
イ
ル
・
テ
ア
ル
、
又
は
、
～
カ
カ
ル
・
～
カ
ケ
ル
・

　
～
ダ
ス
・
～
ハ
ジ
メ
ル
・
～
ツ
ヅ
ケ
ル
・
～
オ
エ
ル
・
～
テ
シ
マ
ウ
な
ど

　
の
よ
う
に
、
連
文
節
も
し
く
は
複
合
語
の
形
で
し
か
表
現
で
き
な
い
。
こ

　
れ
ら
、
補
助
動
詞
的
に
固
定
化
し
つ
つ
あ
る
文
末
表
現
を
ど
う
と
ら
え
る

　
か
に
つ
い
て
は
様
々
な
試
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
段
階
で
あ
る
。
こ
れ
ら

　
の
表
現
に
よ
っ
て
、
動
作
・
作
用
の
進
行
・
継
続
・
始
動
・
終
結
・
結
果

　
な
ど
を
示
す
。

エ
、
時
制
（
テ
ン
ス
）
は
、
述
語
成
分
の
示
す
言
表
さ
れ
た
事
柄
の
成
立
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
る
時
の
認
識
の
表
現
で
あ
る
。
従
来
の
学
校
文
法
で
、
前
項
の
相
と
同
様

　
に
、
現
在
形
・
過
去
形
と
い
う
形
で
と
ら
え
て
き
た
。
現
在
形
は
付
属
語

　
を
添
加
し
な
い
形
で
、
過
去
形
は
、
タ
を
下
接
す
る
形
で
示
す
。
付
属
語

　
を
付
加
し
な
い
動
詞
そ
の
も
の
は
、
動
詞
自
体
の
性
質
に
よ
っ
て
未
来
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
も
含
み
こ
む
場
合
も
あ
り
、
必
ず
し
も
時
制
と
し
て
の
現
在
を
表
わ
す
と

　
は
い
え
な
い
。
時
制
と
し
て
言
語
形
式
が
安
定
し
て
い
る
の
は
タ
を
用
い

　
る
過
去
の
表
現
だ
け
で
あ
る
。

オ
、
肯
定
・
否
定
も
、
述
語
成
分
の
文
末
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
、
言
表
さ
れ

　
た
事
柄
の
成
立
・
不
成
立
の
認
め
方
の
表
現
方
法
で
あ
る
。
肯
定
は
、
特

　
に
そ
の
た
め
の
付
属
語
そ
の
他
を
添
加
し
な
い
こ
と
で
示
さ
れ
、
否
定
は
、

　
ナ
イ
を
下
接
す
る
形
で
示
す
。

一
力
、
法
（
ム
ー
ド
）
は
、
言
表
さ
れ
た
事
柄
、
も
し
く
は
聞
き
手
な
ど
、
言

　
語
の
場
に
対
す
る
話
し
手
の
態
度
の
表
現
を
い
う
が
、
こ
れ
も
必
ず
し
も

　
一
定
の
言
語
形
式
に
対
応
し
な
い
。
断
定
の
態
度
は
文
末
に
付
属
語
そ
の

　
他
を
付
加
し
な
い
と
い
う
形
で
示
さ
れ
、
推
量
・
疑
問
・
命
令
・
指
示
・

　
勧
誘
・
丁
寧
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
文
末
に
、
ダ
ロ
ウ
・
カ
・
ヨ
…
…
な
ど
の

　
付
属
語
そ
の
他
を
下
接
す
る
こ
と
で
示
す
。

　
　
　
③
文
修
飾
に
か
か
わ
る
成
分

ア
、
言
表
さ
れ
た
事
柄
の
全
体
に
対
し
て
か
か
わ
り
を
持
つ
表
現
が
あ
る
。

　
そ
れ
ら
に
は
、
主
と
し
て
、
文
と
文
を
接
続
す
る
成
分
、
呼
び
か
け
・
応

　
答
・
感
動
を
示
す
成
分
が
あ
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
副
詞
的
修
飾
成

　
分
も
、
そ
れ
を
受
け
て
被
修
飾
の
関
係
に
立
つ
部
分
が
文
全
体
に
及
ぶ
も

　
の
も
あ
る
。

　
　
W
　
語
の
連
接
の
原
理
に
か
か
わ
る
こ
と
。

　
　
　
①
活
用
に
か
か
わ
る
こ
と
。

ア
、
動
詞
・
形
容
詞
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
形
式
に
語
形
変
化
す
る
。
動
詞

　
に
は
五
種
類
、
形
容
詞
に
は
一
種
類
の
語
形
変
化
の
型
が
あ
る
。

イ
、
活
用
は
、
動
詞
・
形
容
詞
の
語
の
担
う
意
義
内
容
そ
の
も
の
に
影
響
を

　
持
た
ず
、
助
動
詞
そ
の
他
を
下
接
す
る
な
ど
の
切
れ
続
き
の
た
め
だ
け
の

「
国
語
科
の
基
底
構
造
部
」
考
　
四

七
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変
化
で
あ
る
。
語
形
変
化
自
体
が
意
味
を
担
う
こ
と
は
な
い
。

ウ
、
語
形
変
化
に
は
一
語
に
つ
き
最
大
限
六
つ
の
形
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
を

　
活
用
形
と
い
う
。
活
用
形
に
よ
っ
て
下
接
す
る
助
動
詞
が
限
定
さ
れ
る
か

　
ら
、
前
項
の
性
格
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
味
内
容
の
分
出
・
派
生
を
予
測

　
さ
せ
る
力
は
有
す
る
。

オ
、
下
接
す
る
付
属
語
の
う
ち
、
助
動
詞
に
は
、
相
互
承
接
の
た
め
の
語
形

　
変
化
が
あ
る
。
こ
れ
も
活
用
と
い
う
が
、
助
動
詞
の
活
用
は
、
動
詞
・
形

　
容
詞
の
そ
れ
ほ
ど
は
形
式
が
整
っ
て
い
な
い
。

　
　
　
②
語
の
承
接
に
か
か
わ
る
こ
と
。

ア
、
文
の
成
分
の
内
部
で
の
語
の
承
接
に
つ
い
て
は
、
動
詞
・
形
容
詞
・
名

　
詞
な
ど
の
概
念
内
容
と
対
応
す
る
、
学
校
文
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
自
立
語

　
に
、
助
詞
・
助
動
詞
が
下
接
し
て
ゆ
く
と
い
う
形
を
と
る
。

イ
、
下
接
す
る
助
詞
・
助
動
詞
に
は
、
承
接
の
順
序
が
定
ま
っ
て
い
て
、
上

　
下
関
係
を
乱
す
こ
と
は
概
し
て
不
可
能
で
あ
る
。

　
　
V
　
語
構
成
の
原
理
に
か
か
わ
る
こ
と
。

　
　
　
①
複
合
語
に
か
か
わ
る
こ
と
。

ア
、
一
つ
の
概
念
（
意
味
内
容
）
に
対
応
し
て
い
る
語
は
、
更
に
複
数
の
要

　
素
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、
一
語
で
あ
る
。

イ
、
一
語
と
し
て
成
立
し
て
い
る
複
合
語
は
、
単
一
の
語
の
場
合
と
は
ア
ク

　
セ
ン
ト
が
異
な
り
、
一
語
と
し
て
の
完
結
性
を
助
け
て
い
る
。

ウ
、
一
語
と
し
て
成
立
し
て
い
る
複
合
語
の
後
項
の
語
頭
音
は
濁
音
に
な
る

　
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
を
連
濁
と
い
う
。
又
、
前
項
の
語
末
音
も
音
転
化
を

　
お
こ
す
こ
と
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
一
語
化
の
証
し
で
あ
る
。

　
　
　
②
接
頭
語
・
接
尾
語
に
か
か
わ
る
こ
と
。

ア
、
接
頭
語
・
接
尾
語
の
つ
い
た
語
は
そ
れ
全
体
で
一
語
を
形
成
す
る
。
そ

　
の
点
で
複
合
語
の
一
種
と
い
え
る
が
、
接
頭
語
・
接
尾
語
に
は
、
複
合
語

　
の
要
素
の
よ
う
な
、
語
と
し
て
の
独
立
性
は
な
い
。

イ
、
接
頭
語
の
う
ち
、
「
お
」
は
、
尊
敬
語
と
し
て
も
丁
寧
語
と
し
て
も
用
い

　
ら
れ
、
待
遇
語
の
中
で
も
実
用
上
、
非
常
に
大
切
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
。

ウ
、
接
尾
語
に
よ
っ
て
、
主
と
し
て
名
詞
を
動
詞
や
形
容
詞
に
転
生
さ
せ
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

エ
、
助
詞
・
助
動
詞
が
自
立
語
に
接
続
し
て
い
る
場
合
と
、
接
尾
語
が
付
い

　
て
い
る
場
合
、
更
に
、
複
合
動
詞
の
後
項
が
補
助
用
言
の
よ
う
に
な
っ
て

　
い
る
場
合
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
概
念
（
意
味
内
容
）
の
か
か
り
合
い
方
に

　
差
違
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
③
文
節
・
句
・
節
の
概
念
に
か
か
わ
る
こ
と
。

ア
、
文
節
は
学
校
文
法
に
お
い
て
重
要
な
概
念
で
、
自
立
語
一
つ
だ
け
、
も

　
し
く
は
自
立
語
一
つ
に
付
属
語
が
一
つ
あ
る
い
は
複
数
接
続
し
て
構
成
さ

　
れ
る
単
位
で
あ
る
。
形
式
上
判
定
し
や
す
い
が
、
意
味
上
の
か
か
わ
り
方

　
と
し
て
は
構
文
上
の
矛
盾
を
生
じ
る
場
合
が
あ
り
、
安
定
し
た
単
位
と
は

　
な
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
。

イ
、
句
は
あ
い
ま
い
な
用
語
で
、
前
述
①
イ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
述
語
成
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　

　
が
要
求
す
る
格
成
分
を
な
す
文
節
を
名
詞
句
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
。
普
通
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

　
文
節
が
複
数
ま
と
ま
っ
て
意
昧
上
の
ま
と
ま
り
を
成
し
て
い
る
部
分
を
い

　
う
。
連
文
節
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

ウ
、
節
は
、
文
の
成
分
、
主
語
・
述
語
・
修
飾
語
な
ど
を
構
成
し
て
い
る
、

　
文
中
の
一
ま
と
ま
り
の
部
分
を
い
い
、
相
互
に
関
係
し
合
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
以
上
、
国
語
科
の
基
底
構
造
部
の
う
ち
、
文
法
に
か
か
わ
る
事
項
を
列
挙

し
た
。
従
来
の
文
法
事
項
の
枠
に
は
納
ま
ら
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
私
な
り



に
体
系
化
を
試
み
た
結
果
で
あ
る
。
義
務
教
育
課
程
の
間
に
す
べ
て
の
児
童

生
徒
に
習
得
さ
せ
て
お
き
た
い
基
礎
的
な
事
項
に
し
ぼ
っ
て
あ
る
。
大
方
の

ご
意
見
や
ご
批
正
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
注

1
、
拙
稿
ω
「
『
国
語
の
授
業
』
管
見
－
国
語
科
で
は
何
を
教
え
る
べ
き
な
の
か
ー
」
（
「
長

　
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
」
第
六
号
、
昭
五
八
・
三
）

2
、
拙
稿
⑭
「
『
国
語
科
の
二
重
構
造
性
』
試
論
－
特
に
基
底
構
造
部
に
つ
い
て
！
」

　
（
「
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
」
第
七
号
、
昭
五
九
・
三
）

3
、
拙
稿
㈹
「
『
国
語
科
の
基
底
構
造
部
』
考
e
ー
日
本
語
の
音
に
か
か
わ
る
基
底
構
造

　
部
の
要
素
ー
」
（
「
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
」
第
八
号
、
昭
六
〇
・

　
三
）

4
、
拙
稿
㈲
「
『
国
語
科
の
基
底
構
造
部
』
考
口
－
日
本
語
の
文
字
淀
か
か
わ
る
基
底
構

　
造
部
の
要
素
1
」
（
「
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
」
第
九
号
、
昭
六

　
一
・
三
）

5
、
拙
稿
⑤
「
『
国
語
科
の
基
底
構
造
部
』
考
日
－
日
本
語
の
語
彙
に
か
か
わ
る
基
底
構

造
部
の
要
素
1
」
（
「
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
」
第
一
〇
号
、
昭

　
六
二
・
三
）

6
、
阪
倉
篤
義
『
改
稿
日
本
文
法
の
話
』
（
教
育
出
版
・
昭
四
九
・
三
）

「
国
語
科
の
基
底
構
造
部
」
考
　
四

九


