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は
じ
め
に

昨
年

(
二
〇
〇
八
年
)
、
京
都
外
国
語
大
学

で
開
か
れ
た
日
本
中

国
語
学
会

で
、
中
国
語
学
習
辞
典

の
問
題
が
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー

マ
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
日
本

の
中
国
語
学
習
辞
典
は
、
今
や
質
量

と
も
に
他

の
外
国
語
辞
典
に
ひ
け
を
と
ら
な
い
ほ
ど
の
レ
ベ
ル
に
ま

で
達
し

て
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
中
国
語
学
会

の
全
国
大
会

に
お
い
て
、辞
書
に

つ
い
て
議
論
す
る
の
は
今
回
が
初
め
て
で
あ
る
。

も

っ
と
も
、

一
昨
年

(二
〇
〇
七
年
)
に
関
東
支
部
拡
大
例
会

で
、
山
崎
直
樹
、
三
宅
登
之
、
遠
藤
雅
裕

の
諸
氏
が
中
心
に
な

っ
て

辞
書

の
問
題
を
と
り
あ
げ
た

こ
と
が
あ
り
、
筆
者
も

コ
メ

ン
テ
ー

タ
ー
の

一
人
と
し
て
参
加
し
、

い
っ
し
ょ
に
議
論
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
今
回
は
そ
れ
を
受
け
て
、
よ
り
多
く

の
人
に
辞
書

の
問
題
を
考

え
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
主
催
者
側

の
意
向

を
受
け
て
開
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。

正
直
な
と
こ
ろ
、
わ
た
し
た
ち
が
東
方
書
店

で
十
数
年
か
け
て
つ

く
り
あ
げ
た

『東
方
中
国
語
辞
典
』
が
二
〇
〇
四
年
に
出
た
と
き
に

は
す
で
に
世
は
電
子
辞
書
の
時
代

に
な

っ
て
い
た
。
電
子
辞
書

の
便

利
さ
に
つ
い
て
、
筆
者
は
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な

い
し
、
出

張
す
る
と
き
な
ど
は
常
に
携
帯
し
利
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
紙
辞

書

は
今
後
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
、
こ
の
ま
ま

で
い
い
の
か
と
い
う
気

持
ち
が
辞
書

の
編
集
に
携
わ
っ
た
も

の
に
は
あ
る
。
も

っ
と
も
、
電

子
辞
書
は
紙
辞
書

の
情
報
が
基
礎
に
な

っ
て

い
て
、
紙
辞
書

の
記
述

の
質
が
そ
の
ま
ま
電
子
辞
書
に
反
映
す
る
。

だ
か
ら
、
電
子
辞
書
の

発
展
の
た
め
に
も
、
紙
辞
書

の
質
を
議
論
す

る
価
値
が
あ
る
。
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一
方

で
、
電
子
辞
書
を
単
に
紙
辞
書

の
携
帯
品
と
思
う

の
も
間

違

っ
て

い
る
。
そ
の
日
、

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
清
原
文
代
氏
に
述

べ

て
い
た
だ

い
た
よ
う
に
、
電
子
辞
書
は
独
自

の
機
能
を
も
ち
、
独
自

の
発
展
を

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
問
題

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
誌
で
清
原
氏
が
述
べ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、

こ
れ
以
上

は
ふ
れ
な

い
。
そ

の
日
筆
者
が
話
し
た
こ
と
は
以
下
の
よ

う
な
点

で
あ
る
。

1

収
録
語
彙
の
問
題

2

親
文
字
方
式
と
ピ

ン
イ
ン
配
列
方
式

3

語
素

の
独
立

非
独
立

(蹄
8
と

b
ou
n
d
自
由
形
式
と
拘
束

形
式
)

生
産
性

4

品
詞
標
示

5

意
味
分
類

6

意
味
項
目
の
立

て
方

7

ど

ん
な
用
例
を
入
れ
る
か

ど
ん
な
用
例
が
必
要
か

8

文

型
標
示

9

規

範
と
記
述

10

そ

の
他

の
情
報

ω

逆
引
き

後

ろ
要
素

(逆
引
き
単
語
帳
)
1
牟

1
灯

-

包

ー
鮭

②

文
化
情
報

③

語
源

"島
路
"
"手
紙
"

㈲

文
体
特
徴
の
標
示

こ
こ
で
は
、

こ
の
す
べ
て
を
詳
し
く
述
べ
る
余
裕
が
な

い
。
筆
者

は
別
に
荒
川

『中
国
語
を
歩
く
1

辞
書
と
街
角
の
考
現
学
』
(東

方
書
店
、
二
〇
〇
九
年
)

で
こ
れ
ら
の
項
目

の
大
部
分
に
触
れ
て
い

る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ

の
う
ち
の
い
く

つ
か
だ
け
に
し
ぼ

っ
て
述

べ

る
こ
と
に
す
る
。

収
録
語
彙
の
問
題

e

『現
代
漢
語
詞
典
』
の
位
置

辞
書

の
売
り
と
し
て
、
し
ば
し
ば
こ
の
辞
書
は
ど
れ
だ
け
の
語
彙

を
収
め
て
い
る
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
出
る
。
た
し
か
に
日

頃
な
に
か
を
読
ん
で
い
て
辞
書
を
引
い
た
と
き
、
そ
こ
に
目
当
て
の

語
が
な
く
て
が

っ
か
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

だ
か
ら
、
使
う
側
か
ら

す
れ
ば
、
辞
書

に
は
で
き
る
だ
け
多
く
の
語
彙
を
収
め
て
ほ
し

い
。

し
か
し
、
厚
さ
か
ら
く
る
使

い
勝
手
の
問
題

、
値
段
等
か
ら
考
え
る

と
、
語
彙
が
多
け
れ
ば
多

い
ほ
ど

い
い
と
言

う
わ
け

に
も
い
か
な

い
。

一
方
で
、
語
彙
の
多
さ
よ
り
中
身

の
濃

さ
と
い
う
こ
と
も
言
わ

れ
る
。
た
だ
、

一
般
に
は
中
身
の
濃
さ
よ
り
、
辞
書
を
引

い
て
そ
こ

に
目
指
す
語
が
あ
る
方
が
い
い
と

い
う
声
も
強

い
こ
と
は
強

い
。
こ

れ
は
辞
書
を
ど
う
使
う
か
と
い
う
問
題
と
か

か
わ
る
。
中
国
文
を
読

ん
で
い
て
、
あ
る
い
は
聞

い
て
い
て
わ
か
ら
な

い
語
に
出
会

っ
た
と

き
、
さ
し
あ
た

っ
て
は
そ
の
語

の
意
味
が
わ

か
れ
ば

い
い
。
だ
か



ら
、
辞
書

を
そ
う
使
う
か
ぎ
り
詳
し

い
記
述

は
必
要
で
な
く
な
る
。

そ
れ

は
と
も
か
く
、
語
彙
量

に

つ
い
て
言
う
と
、
わ
た
し
た
ち
日

本
人
が
ま
ず
依
拠
す
べ
き
は

『
現
代
漢
語
詞
典
』
(商
務
印
書
館
、

以
下

『
現
漢

』)

で
あ

ろ
う
。

現
在
す

で
に
第
五
版

(
二
〇
〇
五

年
)
が
出
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
が

『東
方
中
国
語
辞
典
』

(以
下

『東
方
』
)
を

つ
く
っ
た
と
き
、
依
拠
し
た
の
は

『応
用
漢
語
詞
典
』

(商
務
印

書
館
、
二
〇
〇
〇
年
)

の
元
原
稿
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
原

稿
収
録

の
語
を
す
べ
て
取
り
入
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
か
な
り
の
部

分
を
削

っ
た
。
用
例
も
か
な
り
取
り
か
え
た
。
そ
れ
は

『東
方
』
が

あ
く
ま

で
中
型

の
学
習
辞
典
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
か

ら
で
あ

る
。
小
学
館

『中
日
辞
典
』
や

『講
談
社
中
日
辞
典
』

の
語

彙
収
録
量
に
追

い
つ
こ
う
と
い
う

つ
も
り
は
も
と
も
と
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
実
際
な
に
か
を
読
ん

で
辞
書
を
引
く
場
合
、
こ
の
辞
書

で

は
そ
の
語
が
出

て
こ
な

い
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
語
彙
の
収
容
量
が

限
ら
れ

て
い
た
の
で
そ
う
せ
ざ

る
を
得
な
か

っ
た
の
だ
が
、
今
思
う

と
、
で
き
れ
ば

『現
漢
』
収
録

の
語
彙
程
度

は
カ
バ
ー
し
て
お
き
た

か

っ
た
と
思
う
。
『現
漢
』
を
引

い
て
な
け
れ
ば
、
そ
う
か
、
中
国

の
権
威
あ
る
辞
書
に
も
な
い
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
と
思
う
。

つ
ぎ

の
問
題

は
そ
の
上
に
ど
れ
だ
け
語
彙
を
足
す
か
で
あ
る
。

辞
書

は
新
版
が
出
る
た
び
に
、
ど
れ
だ
け
新
語
を
入
れ
た
か
が
売

り
の
文
句

に
な
る
が
、
新
語
は
入
れ
だ
す
と
切
り
が
な

い
。
中
国
で

の
開
放
改
革
経
済

の
導
入
後
、
新
語
が
年

々
お
び
た
だ
し
い
量
で
増

え
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
ど
れ
だ
け
の
語
が
そ

の
後
残

っ
て
き
た
か
。
新
語
辞
典
も

一
時
期
無
政
府
状
態
か
と
思
う

ほ
ど
出
た
こ
と
が
あ
る
。
院
生
の

一
人
が
新

語
を
扱

っ
た
こ
と
も
あ

り
、
わ
た
し
の
手
元
に
も
二
〇
冊
近
く
買

っ
て
あ
る
。
こ
う

い
う
新

語
は
そ
の
後
ど
う
な

っ
た
か
、
ど
れ
だ
け

『
現
漢
』
ま
で
た
ど
り

つ

い
て
い
る
の
か
調
査
が
あ
る
と
あ
り
が
た
い
。

『現
漢
』
は
引
け
ぼ
わ
か
る
よ
う
に
、
厳
密
な
単
語
認
定
を
し
て

い
て
、
語
の
収
録
に

つ
い
て
は
き
わ
め
て
リ

ゴ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ

る
。
言
う
な
れ
ば
中
国
人
に
は
こ
れ
だ
け
収

め
て
い
れ
ば
、
社
会
生

活
に
お
い
て
ほ
ぼ
や

っ
て
い
け
る
だ
ろ
う
と

い
う
も
く
ろ
み
が
あ
る

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
外
国
人
で
あ
る
わ

た
し
た
ち
が

『現
漢
』

を
親
辞
書

に
す
え
る
場
合
、

こ
れ
に
な
ん
ら

か
の
も
の
を
足
さ
な
く

て
は
役
に
立
た
な
い
。

口

『現
代
漢
語
詞
典
』
に
な
に
を
足
す
か

日
本
人
学
習
者

に
と

っ
て
必
要
な
語
彙
を
ど
こ
か
ら
と

っ
て
く
る

の
か
。
『現
代
漢
語
詞
典
』
を
核
に
す
る
に

し
て
も
、
そ
れ
を
な
に

で
補
う
の
か
。
か

つ
て
、
辞
書
が
少
な
か

っ
た
こ
ろ
、
用
例
が
ほ
し

く
て

『漢
英
辞
典
』
を
は
じ
め
ド
イ
ツ
語
、

フ
ラ
ン
ス
語
、

ロ
シ
ア

語
と
の
二
言
語
辞
書
を
引

い
た
こ
と
が
あ

っ
た
。

こ
う
し
た
辞
書
は

収
容
語
彙
数
も
多
く
、
『現
漢
』
に
な

い
単
語
も
か
な
り
入

っ
て
い

て
、
『
現
漢
』
増
補

の

一
つ
の
ソ
ー

ス
に
な

る
。
ち
な
み
に
、
『現

漢
』
に
収
め
る
語
彙
量
は
ま
え
が
き
に
よ
れ
ば
六
万
五
千
語
だ
が
、

呉
景
栄
他
主
編

『新
時
代
漢
英
大
詞
典
』
(
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
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一
年
)

は

一
二
万
語
だ
と

い
う
。

こ
れ

と
は
別
に
大
き
な
問
題

は

「連
語
」
の
類
を
ど
こ
ま
で
入
れ

る
か

で
あ
る
。
『現
漢
』

は
単
語

し
か
収
め
て
い
な

い
の
で
、
"
悦

好
"
や

"悦
不
下
去
"
の
よ
う
な

〈動
詞
+
補
語
〉
構
造

の
語
は
原

則
入

っ
て
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
日
本

の
辞
書
、
と
り
わ
け

『白
水

社
中
国
語
辞
典
』
(二
〇
〇
二
年
、
以
下

『白
水
社
』
)
は
こ
う
し
た

連
語
を
か
な
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
"悦
"
が
補

語
を
と

る
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
『現
漢
』

は

"
悦
"
に

つ
い
て
は

意
外
と
収
め
て
い
る
。

A

悦
白
了

悦
不
道
去

悦
不
来

悦
不
上

悦
穿

悦
得
道
去

悦
得
来

悦
升

B

悦
不
上
来

悦
不
出

悦
不
出
来

悦
不
到

悦
不
近

悦
不
好

悦
不
升

悦
不
清

悦
得
上
来

悦
不
下
去

悦
不
着

悦
出
去

悦
不
升

悦
到

悦
得
出

悦
得
上

悦
得
着

悦
定

悦
好

悦
回
来

悦
破

悦
起
来

右

の
リ
ス
ト
で
は
A
が

『現
漢
』
に
収
め
る
も

の
で
あ
る
。
『白

水
社
』

は
そ
れ
ら
を
す
べ
て
収
め
る
と
と
も
に
、
B
の
語
彙
す

べ
て

を
収
録

し
て
い
る
。
『
白
水
社
』
の
ま
え
が
き
に
よ
れ
ば

「構
成
成

分
か
ら
容
易
に
意
味
が
見
通
せ
る
」
も

の
は
項
目
と
し
て
立
て
な

か

っ
た

と
い
う
。
右

の
B
で
言
え
ば
、
"悦
完
"
は
入

っ
て
い
な
い

が
、

こ
れ
は

「話
し
終

わ
る
」
で
理
解
が
容
易
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ

れ
に
対

し

"悦
好
"
な

ど

"～
好
"
が

つ
く
も

の
は
、
動
詞
と
組
み

合
わ
さ

っ
た
と
き
に
ど
う
い
う
意
味
に
な
る
の
か
わ
か
り
に
く

い
こ

と
が
多

い
。
荒
川

『
一
歩
す
す
ん
だ
中
国

語
文

法
』
(大
修
館
書

店
、
二
〇
〇
三
年
)
で
は
、

「動
詞
と
結
果
補
語

の
組

み
合
わ
せ
が

ど
ん
な
意
味
に
な
る
か
は
、
自
分
で
場
面
を
ふ
ま
え
た
例
文
に
多
く

出
会

う

こ
と
が
必
要

で
、
そ
れ
に
は
年
季

が

い
り
ま
す
」

(六
八

頁
)
と
ま

で
言

っ
て
い
る
。
"悦
到
"
な
ど

は
比
較
的
わ
か
り
や
す

い
よ
う
に
思
え
る
が
、
学
生

は
意
外
と

つ
ま
ず
く
。
『白
水
社
』
に

は

"悦
到
梛
九
,
倣
到
邸
几
"
(言

っ
た

こ
と
は
実
行
す
る
)
と

い

う
例
と
と
も
に

"悦
到
小
王
～
"
(王
君
と
言
え
ば
…
…
)

の
よ
う

な
例
を
あ
げ

て
い
て
面
白

い
。
し
か
し
、
"
悦
到
迭
几
他
激
劫
得
再

也
悦
不
下
去
了
"
(そ
こ
ま
で
話
す
と
か
れ

は
興
奮
し
て
そ
れ
以
上

話
せ
な
く
な

っ
た
)
な
ど
の
例
ま
で
わ
か
る
か
ど
う
か
は
怪
し

い
。

そ
う
言
う
と
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
当
日
、

い
み
じ
く
も
中
川
正

之
氏
が
言

っ
た
よ
う
に
、
辞
書

の
記
述
は
終

わ
り
が
な
く
な

っ
て
し

ま
う
の
だ
が
。

新
語
を
い
く
ら
収
め
て
も
切
り
が
な

い
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は

新
語
が
出
た
と
き
に
そ
れ
を
語
素
と
語

の
構
造
か
ら
意
味
を
再
現
す

る
訓
練
を
し
な
い
と

い
け
な

い
。
そ
う
し
な

い
と

い
く
ら
新
語
を
収

め
て
も
切
り
が
な

い
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
、
『新
華
新
詞
語
詞
典
』

(商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
三
年
)
に
載
せ
る

つ
ぎ
の
よ
う
な
新
語
を

見
た
と
き
、
ど
れ
く
ら

い
意
味
が
想
像
で
き

る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え

ば
、
"安
栓
"
は

"安
全
栓
査
"
の
、
"圷
保

"
は

"杯
境
保
炉
"
の

略
語
だ
と

い
う
こ
と
は
す
ぐ
に
想
像
が

つ
く

が
、
"成
教
"
が

"成

人
教
育
"
の
略

で
あ
る
こ
と
を
知

る
の
は
文

脈
が
な
い
と
難
し
い
か



も
知
れ
な

い
。
"家
教
"
で
も
、
か

つ
て
は

「家

の
教
え
」

で
あ

っ

た
が
、

最
近
は

"家
庭
教
師
"

の
略
語
と
し
て
使
わ
れ
る
の
が
ふ
つ

う
だ
。
新

語
は
こ
う
し
た
略
語

で
あ
る
も
の
が
か
な
り

の
部
分
を
し

め
る
。

な
ん
ど
も
口
に
す
る
こ
と
ば
は
自
ず
と
略
さ
れ
る
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。
中
国
の
店

で
よ
く
目
に
す
る

"奨
場
"
は

"安
尿
死
"

と
同
じ
く
日
本
語
か
ら
入

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
思
わ
せ
る
よ
う
な

新
語

で
あ

る
。
"套
餐
"
が

「
セ
ッ
ト
メ

ニ
ュ
ー
」
で
あ
る
こ
と
も

語
素

の
意
味
か
ら
だ

い
た
い
想
像
は

つ
く
。
"出
台
"
は

"
上
台
"

や

"
下
台
"
を
知

っ
て
い
れ
ば
、
演
劇
と
関
係
あ
る
語
だ
と
想
像

で

き
る
だ

ろ
う
が
、

こ
れ
が

"改
革
方
案
正
式
出
台
"
(改
革
案

が
正

式
に
公
布
さ
れ
た
)
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
、
演
劇
関
係
か
ら
他

の
分

野

へ
派
生
し
て
き
た
こ
と
ま
で
つ
か
め
る
か
ど
う
か
は
難
し

い
。
な

ん
に
せ
よ
、
わ
た
し
た
ち
は
辞
書
を
ま
め
に
引
く
以
外
に
、
は
じ
め

て
見
る
語

の
構
造
と
意
味
を
想
像
す
る
訓
練
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

■
一

親
文
字
方
式
と
ピ
ン
イ
ン
配
列
方
式

倉
石
武
四
郎
著

『岩
波
中
国
語
辞
典
』
(初
版

一
九
六
三
年
、
簡

体
字
版

一
九
九
〇
年
)
は
す
ぐ
れ
た
辞
書

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が

そ
の
後

の
中
国
語
辞
典
界

の
主
流
に
な
ら
な
か

っ
た
の
は
、
中
国
語

は
語
素

(漢
字
)
の
力
が
強

い
の
で
、
単
語
だ
け
を
収
め
る
方
式

で

は
、
中
国
語
と

い
う
も

の
を
十
分
に
記
述
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は

こ
れ
ま

で
も
折
り
に
ふ
れ
何
度
も
述

べ
て
き
た

(『
中
国
語

を
歩
く
』

一
七
八
頁
等
を
参
照
願

い
た
い
)。

た
と
え
ば
、
"
椅
"
と
い
う
字

(語
素
)

を
例

に
と
れ
ば
、
「椅

□
」

の
よ
う
に
前
要
素

に
来
る
の
は

"椅

子
"
く
ら

い
し
か
な

い

が
、
後
要
素
に
来
る
も
の
は
、

屯
椅

給
椅

崩
椅

駿
椅

藤
椅

東
椅

の
よ
う
に
た
く
さ
ん
あ
る
。
中
国
語

で
は
、

筆
記
用
具
な
ら

"～
筆
"

鉛
筆

蛤
箸

粉
筆

水
筆

鋼
筆

金
筆

圓
珠
筆

ラ
ン
プ

の
類
な
ら

"～
灯
"

亀
灯

床
灯

台
灯

壁
灯

口
灯

大
き
な
箱
状
の
も
の
な
ら

"～
箱
"

皮
箱

信
箱

救
急
箱

跳
箱

保
険
箱

沐
箱

バ
ッ
グ
の
類
な
ら

"～
包
"

な
ど
が
後
ろ
要
素
に
き
て
多
く
の
語
を

つ
く

っ
て
い
る
。
日
本
語

で

は

「門
」
で
し
か
な
い

"[
"
も
、

つ
ぎ

の
よ
う
な

一
連

の
複
合
語

の
要
素
と
な

っ
て
い
る
。

牢
口

屯
口

炉
口

球
口

油
口

快
口

ま
た
、
日
本
語

で
は

「梯
子
」
の

一
部

で
し
か
な
い

"梯
"
は
中

国
語
で
は
、

屯
梯

楼
梯

扶
梯

漆
梯

の
よ
う
な
語
を
つ
く

っ
て
い
る
。

こ
れ
は
あ

る
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
も
と

に
語
彙
を
体
系
化
し
て
い
て
、
こ
こ
で
あ
げ

る
よ
う
に
、
名
詞

の
上

位
範
疇
を

つ
く
る
語
素
に
こ
の
傾
向
が
強

い
。
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ま
た
動
詞
要
素
に
つ
い
て
言
え
ば
、
"早
"
"持
"
な
ど
は
前
に
来

て
複
合
語
を
形
成
す
る
こ
と
も
多

い
が
、

侶
早

輔
早

教
早

領
尋

引
早

指
早

把
持

保
持

操
持

扶
持

錐
持

支
持

の
よ
う

に
、
後
要
素
に
な

っ
て

一
連

の
複
合
語
を

つ
く
る
も
の
も
あ

る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
前
か
ら
だ
け
見
て
い
た

の
で
は
見
え
て
こ
な

い
。
ま

た
、
形
容
詞
に

つ
い
て
言
え
ば
、
"大
"
は
前
に
あ

っ
て
も

多
く
の
複
合
語
を

つ
く

っ
て
い
る
が
、
後
ろ
に
あ

っ
て
も
、

高

大

　
大

巨
大

寛
大

強
大

近
大

重
大

伶
大

の
よ
う
な

一
連
の
複
合
語

の
成
分
と
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
も
意
外
に

気
づ
か
な

い
。
親
文
字
方
式

の
辞
書
で
は
そ
の
語
素
が
後
ろ
に
来
た

と
き

の
状
況
に
つ
い
て
も
最
大
限
の
注
意
を
払

い
た
い
も
の
だ
。
ま

し
て
や
、
あ
る
語
素
が
後
ろ
に
く
る
と
き
の
方
が
複
合
語
の
数
も
多

く
、
使

用
頻
度
も
高

い
と
き
は
そ
う
で
あ
る
。

小
学
館

『中
日
辞
典
』
の
よ
う
に
初
版
、
第
二
版
と
も
に
逆
引
の

語
彙
情

報
を
た
く
さ
ん
あ
げ

て
い
る
も

の
も
あ
る
。
『講
談
社
中
日

辞
典
』

は
、
機
械
的

に
逆
引
き
情
報
を
出
す
の
で
は
な
く
、
「逆
引

き
単
語
帳
」
と
し
て
、
造
語
力

の
強
い
名
詞
性

の
も

の
を
逆
引
き
情

報
と
し

て
あ
げ
て
い
る
。
学
生

の
話
で
も
、
小
学
館

『中
日
辞
典
』

初
版

の
こ
の
項
は
、
新
し

い
語
に
出
会

っ
た
と
き
辞
書

で
発
音
を
調

べ
る
手
間
が
省
け
る
か
ら
便
利
だ
と
い
う
。
そ
ん
な
利
用
法
も
あ
る

ら
し

い
。
筆
者
と
し

て
は
、
先

に
あ
げ
た
よ
う
に
、
そ

の
字

(語

素
)

の
意
味
と
造
語
力

の
総
体
を
示
す
よ
う
な
記
述
が
で
き
れ
ば
べ

ス
ト
だ
と
考
え
る
が
、
そ
れ
を
具
体
化
す
る
案

は
ま
だ
で
き
あ
が
っ

て
い
な
い
。

逆
引
き
を
強
調
し
た
が
、
現
代
中
国
語
に
お
け
る
語
素

の
意
味
を

ト
ー
タ
ル
に
と
ら
え
る
に
は
、
さ
ら
に
四
字
句
、
成
語
、

ス
ロ
ー
ガ

ン
な
ど
の
中

で
の
用
法
に
も
気
を
配
ら
な
い
と
い
け
な

い
。
た
と
え

ば
、
"行
"
は

「行
く
」
と
い
う
意
味
で
は
、
複
合
語
に
も
、

行
走

行
人

行
星
/
歩
行

、
行

送
行

言
行

下
行

上
行

等
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
"衣
食
住
行
"

の
中

で
は

「行
く
↓
交
通
手

段
」

と
い
う
意
味

で
使
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
"
紅
灯
停
,
録
灯

行

"
(赤

は
止
ま

れ
、
青

は
行

け
)

の
よ
う

な
交
通
標
語

の
中

の

"行
"
も

「行
く
」
と

い
う
意
味

で
あ
る
。

こ
れ
は
、
呂
叔
湘
が
言

う
よ
う
に
、
あ
る
種
の
語
素
は
限
ら
れ
た

ワ
ク
の
中
で
は

「単
語
」

と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と

い
う
こ
と

で
あ
る

(『漢
語
語
法

分
析
問
題
』
商
務
印
書
館
、

一
九
七
九
年
)
。

"行
"
は
口
語
の
単
語

と
し
て
は

「よ
い
」
と
い
う
意
味
し
か
な

い
が
、
中
国

の
子
ど
も
た

ち
は
こ
う
し
た
標
語
を
通
し
て
、
"行
"

の

「行
く
」
と
い
う
意
味

を
認
識
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
中
国
人
の
単
語
認
定

が
甘
く
な
る
ゆ

え
ん
で
あ
る
。

逆
引
き
辞
典
は

一
時
期
無
政
府
的
に
出
た

こ
と
が
あ

っ
た
が
、
中

国
語
の
語
素
を
ト
ー
タ
ル
に
見
る
上
で
劉
興
策
主
編

『現
代
漢
語
双

序
詞
語
』
(武
漢
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
)
が
、
単

に
逆
引
き

だ
け
で
な
く
、
成
語
、
さ
ら
に
は
俗
語
ま
で
収
め
て
い
て
便
利
で
あ

る
。
四
字
成
語

は
小
学
館

『中
日
辞
典
』
に
も
収

め
る
が
、
"
行
"
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に

つ
い
て
言
え
ぼ
、

こ
の
辞
書

に
は
さ
ら
に
、

行
不
更
名
,
坐
不
改
姓
/

行
百
里
者
半
九
十
/
有
理
走
遍
天

下
,
元
理
寸
歩
誰
行

の
よ
う
な
俗
語
ま
で
収
め
る
。

語
素

の
独

立
、

非

独
立

(f
re
e
と

b
o
u
n
d
、
自
由
形
式
と
拘
束
形
式
)

e

字
か
単
語
か

あ

る
漢

字

が
単

独

で
単

語

と

し

て
使

え

る

か

ど

う

か

と

い
う

情

報

は
、

わ

た

し

た

ち
外

国

人

学

習

者

に

と

っ

て
は

と

て
も

大

切

な

も

の

で
あ

る
。

日
本

で

は

、

太

田

辰

夫

・
香

坂

順

一

『
現

代

中

日

辞

典

』

(
光

生

館

、

初

版

一
九

六

一
年

、

増

訂

版

一
九

六

五

年

)

が

つ
と

に

こ

れ

を

行

っ
た

。

こ

こ

で

は
、

「文

中

で
自

由

に
動

か

す

こ

と

の

で
き

る

も

の

」

「
口
語

で
単

語

と

し

て
使

わ

れ

る

も

の
」

を

単

語

と

し

て
認

め

て

い
る

。

わ

た

し

た

ち
外

国

人

に
と

っ

て

は

そ

れ

こ
そ

が

単
語

で

あ

る

は
ず

で
あ

る

。

と

こ
ろ

が

中

国

で

の
単

語

観

念

は

そ

う

で
は

な

か

っ
た

。

中

国

で
、
字

と

語

の
分

離

を
最

初

に

は

っ
き

り

と

打

ち

出

し

た

の

は

、

お

そ

ら

く

趙

元

任

・
楊

聯

陞

『
国

語

字

典

』

9

ミ
貯

b
㍉ミ

ヤ

n
a
ry
of
Sp
ok
en
C
h
in
ese

(
一
九

四
七

年

、
以

下

『
字

典

』
)

で

、

こ

こ

で
は

、

字

が

そ

の
ま

ま

語

に

な

る

も

の
を

w

(
fre
e
w
o
r
d
)
、

語

の
構

成

要

素

に

し

か

な

ら

な

い

も

の

を

B

(b
o
u
n
d
w
o
rd
)

と

分

け

た

ほ

か

、

a

(li
te
ra
ll
y
sty
le
)

と

い

う

も

の

を

設

け

た
。

こ

こ

で

言

う

F

と

B

は

、

構

造

言

語

学

の
用
語

で
、

中

国

の
言

語

学

界

で

い
う
単

語

の
定

義

よ

り

厳

し

い

も

の

で
あ

る
。

た

と

え

ば

、

中

国

で

の
単

語

は
、

"
祢

明

天

再

来

咀

"

の
よ

う

な

文

で
、

独

立

し

て
使

え

る
要

素

"
弥

"
"
明

天

"
"
来

"

を
差

し
引

い

て

残

っ
た

"
再

"
"
噌

"

も

そ

の

中

に
含

ま

れ

る
。

こ

れ

ら

も
文

中

で

は
自

由

に
運

用

で
き

る

と

考

え

る

か

ら

で
あ

る
。

し

か

し

、

趙

元

任

ら

の
基

準

で

は

、

こ

れ

ら

は
単

独

で

は
言

え

な

い
と

い
う

理

由

で

B

(b
o
u
n
d
w
o
rd
)

に
分

類

さ

れ

て

い
る

。

ま

た

、

趙

元

任

ら

の
辞

書

は

『
字

典

』

と

銘

打

っ

て

い

る

だ

け

あ

っ
て
、

字

の
独

立

・
非

独

立

は

問

題

に

す

る

が

、

品

詞

の
分

類

に

ま

で

は

い
た

っ
て

い
な

い
。

こ

の
あ

と

中

国

の
辞

書

で
本

格

的

に

単

語

の
問

題

が
示

さ

れ

た

の

は
、

『
簡

明
漢

英

詞

典

』

(
商

務

印

書

館

、

一
九

八

二
年

)

に

な

っ
て

か

ら

で
あ

る
。

こ

の
辞

書

で

は
、

独

立

し

て

単

語

と

な

っ

て
使

わ

れ

な

い
字

は
す

べ

て
、

品

詞

も

あ

げ

な

い

し
意

味

も

解

釈

し

な

い

と

は

言

っ

て

い

る

が
、

一
方

で
あ

る
種

の
固

定

フ

レ
ー

ズ

、

イ

デ

ィ

オ

ム

は

現

代

中

国

語

で

も
依

然

と

し

て

生

命

力

を

持

っ
て

い

て
独

立

し

た

意

味

を

持

っ
て

い
る

の

で
品

詞

を

あ

げ

意

味

を

示

し
、

◇

を

つ
け

た

と

言

う

。

た

と

え
ぼ

、

春

(名

)

ω

◇

°・℃
『ぎ
αQ
"
温

暖

如

春

持

(劫

)

ω

O

h
o
ld
;
g
r
a
sp
"
持

槍

手

持

棍

棒

入

(幼

)

ω

◇

。
韓
臼

"
人

冬
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の
よ
う
に
。

こ
れ
は
ま
さ
に
現
在

の

『現
漢
』

の
単
語
観
に

つ
な
が

る
も
の
で
、
中
国
人
に
と

っ
て
は
口
語
で
単
独
で
使
え
る
か
ど
う
か

よ
り
も
、
文
中

で
単
独
で
使
え
る
こ
と
の
方
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、

こ
の
辞
書
が
外
国
人
に
中
国
語
を
教
え
て
い

る
北
京
語
言
学
院

(現
北
京
語
言
大
学
)
か
ら
出
た
こ
と
は
象
徴
的

で
す
ら
あ

る
。
そ
れ
は

つ
ま
り
、
外
国
人
に
と

っ
て
、
漢
字

(語

素
)
が
単

語
と
し
て
使
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
情
報

は
欠
く
べ
か
ら

ざ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
あ
と
、
全
面
的
に
品
詞
標
示
を
示
し
た
二
〇
〇
五
年

の

『現

漢
』
第
五
版
が
出

る
ま

で
、
中
国
で
は
品
詞
標
示

(単
語
認
定
)
を

し
た
辞
書

が

『
現
代
漢
語
用
法
詞
典
』

(江
蘇
少
年
児
童
出
版
社
、

一
九
九

四
年
)
、
『
現
代
漢
語
学
習
詞
典
』

(上
海
外
語
教
育
出
版

社
、

一
九

九

五
年

)、
『
現
代
漢
語
語
法
詞
典
』
(延
辺
人
民
出
版

社
、
二
〇
〇

一
年
)、
『
応
用
漢
語
詞
典
』

(商
務
印
書
館
、

二
〇
〇

〇
年
)
等

い
く

つ
か
出
て
い
る
。

筆
者

は

こ
う
し
た

い
く

つ
か
の
現
代
語
辞
典

の
品
詞
標
示
を
み

て
、
そ
の
判
定

に
違
和
感
を
覚
え
て
い
た
。
は
た
し

て
、
『現
漢
』

に
お
い
て
も

"春
"
"
持
"
"耳
"
な
ど
が
独
立
、

つ
ま
り
単
語
と
認

定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
周
知

の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
現
代

の
話

し
こ
と
ば

で
は
、

そ
れ
ぞ
れ

"春
天
"
"保
持
"
"耳
朶
"

の
よ
う
に

二
音
節

に
し
な
い
と
単
語

に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

の
ち
に
こ
れ

は
、

こ
の
学
習
辞
典

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
か
れ
た
際

の
讃
景
春
氏

の
講
演
を
聞

い
て
氷
解

し
た
。
そ
れ
は
、
氏
が
品
詞
標
示
の
前
提
と

し
て
の
単
語
認
定
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述

べ
た

か
ら
で
あ
る

(こ
の
講

演
は
の
ち
に

『中
国
語
学
』
二
五
六
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
)
。

単
語
と
非
単
語

の
区
別
は
と
て
も
重
要

で
あ
る
。
単
語
に
な
る

か
ど
う
か
は
単
用

で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

"牙
"
"歯
"
"看
"
"双
"
の
う
ち
、
"
牙
"
と

"看
"
は
単
用
で

き
、
"
一
顯
牙
"
"
看
屯
影
"
と
言
え
る
。
し
か
し
、
"歯
"
と

"規
"
は
他

の
語
素
と
結
合
し
て

"牙
歯
"
"
規
看
"

の
よ
う
に

合
成
語
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。
も
し
、
単
用
で
き
る
か
ど
う
か

を
区
別
せ
ず
、
す

べ
て
品
詞
を
与
え
た

と
し
た
ら
、
品
詞
分
類

の
役
割
を
失
い
、
は
て
は
中
国
語
を
学

ぶ
人
を
あ
や
ま
ら
せ
て

し
ま
う
。

と
ま
で
言
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
あ
と
の
細
則

の
ω

で
は
、

口
語
で
は

一
般
に
単
用
し
な

い
が
、
書
面
語

で
単
用
で
き
る
字

は
語
と
見
な
し
品
詞
を

つ
け
た
。

(吋
、
或
、
云
、
春
、
市
、

已
、
冑
、
東
、
杯
)

と
言
う

で
は
な

い
か
。

つ
ま
り
、
『現
漢
』
の
単
語
と
い
う
の
は
文

語
的
な
文
脈

で
単
語
と
し
て
使

え
る
も
の
も
含
ん

で
い
る
の
で
あ

る
。

こ
れ
は
か
つ
て
呂
叔
湘
が

『漢
語
語
法
分
析
問
題
』
の
中
で
唱

え
た
理
論
の
実
践
で
あ

っ
た
。
筆
者
は
そ
の
講
演
の
際
、
あ
え
て
質

問
し
、
氏
に

「『
現
代
漢
語
詞
典
』
第
五
版

の
単
語

の
定
義

で
は
わ

た
し
た
ち
は
混
乱
す
る
。
ど
う
か
わ
れ
わ
れ
外

国
人
を
誤
ら
せ
な

い

た
め
に
も
、
ぜ
ひ
口
語

で
独
立
し
て
使
え
る
単

語
を
認
定
し
た
辞
書

を
別
に
出
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
注
文

を

つ
け
て
お
い
た
。

26



〔
H

字

(語
素
)
の
造
語
力

筆
者
が

こ
こ
で
語
素
の
独
立

・
非
独
立
を
強
調
す
る
の
は
、
な
に

も
独
立
す

る
語
素
だ
け
が
重
要

で
、
非
独
立
が
重
要

で
な
い
と
言

っ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
名
詞
と
な
る
語
素

一
つ
と

っ
て
も

そ
れ
が
独
立
し
て
使
え
る
か
ど
う
か
の
情
報
は
大
切

で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
"
梨
"
は
そ
の
ま
ま
で

「な
し
」
に
な
る
が
、
"桃
"
は
そ
れ

だ
け
で
は
語
素
に
す
ぎ
ず
、
単
語
と
し
て
使
う
に
は

"桃
几
"
の
よ

う
に
ア
ー

ル
化
す
る
か

"桃
子
"
の
よ
う
に
接
辞

の

"子
"
を
つ
け

な

い
と
い
け
な
い
。
ク
ツ
は

"鞍
"
で
、
共
通
語

で
は

"子
"
が
不

要
だ
が
、
南

の
方
言
で
は

"軽
子
"
と
な
る
も
の
も
あ
る
。
ク
ル

マ

は
共
通
語

で
は

"牢
"
で
、
"牟
子
"
と
い
え
ば
自
転
車
か
せ

い
ぜ

い
小
型
車

だ
が
、
方
言
で
は

"
牟
子
"
1ー
ク
ル

マ
と
な
る
も
の
も
あ

る
。

こ
う

い
う
ふ
う
に
、
語
素
が
共
通
語

で
単
語
と
し
て
使
え
る
か

ど
う
か
と

い
う
情
報
は
辞
書
に
は
不
可
欠

で
あ
る
。

独
立
す

る
語
素
で
も
造
語
力
が
弱
か
っ
た
り
、
使
用
頻
度

の
低

い

も
の
が
あ

る
し
、
逆
に
非
独
立
が
必
ず
し
も
造
語
力
が
弱

い
こ
と
に

は
な
ら
な

い
。
非
独
立
で
あ
っ
て
も
そ
の
語
素
の
生
産
性
が
高

い
も

の

こ

こ
で
言
う
生
産
性
が
高

い
と
は
多
く
の
複
合
語
を

つ
く

っ

て

い

る

と

い
う

こ
と

で

あ

る
ー

は

い

く

ら

で
も

あ

る

。

た

と

え

ば

「服

」

を

表

す

語

素

に

は

"
衣

"
"
服

"
"
装

"

等

あ

る

が

、

こ

れ

ら

は

名

詞

と

し

て

は
ど

れ

も
非

独

立

で
あ

る
。

に

も

か

か

わ

ら

ず

つ
ぎ

の

よ

う

に
多

く

の
複

合

語

を

つ
く

っ

て

い

る
。

〈衣
〉
村
衣

大
衣

単
衣

冬
衣

凡
衣

毛
衣

棉
衣

内
衣

上
衣

寿
衣

睡
衣

外
衣

夏
衣

雨
衣

浴
衣

游
泳
衣

救
生
衣

潜
水
衣

法
衣

白
衣

便
衣

僧
衣

〈服
〉
西
服

校
服

工
作
服

中
山
服

休
困
服

和
服

軍
服

礼
服

平
服

喪
服

洋
服

制
服

校
服

燕
尾
服

宇
宙
服

〈装
〉
便
装

春
装

夏
装

嫁
装

吋
装

中
装

西
装

弩
装

盛
装

武
装

軍
装

平
装

男
装

女
装

ま
た
、
食
事

の
意
味

の

"餐
"
は

"
一
日

三
餐
"

(
一
日
三
食
)

の
よ
う
な
枠

の
中
や

"用
餐
"
"点
餐
"

で
は
独
立
し
て
用
い
ら
れ

る
が
、
厳
密
な
意
味

で
は
自
由

に
使
え
る
言
語
単
位
-
単
語
で
は
な

い
。
し
か
し
、

こ
の
語
素
は
ほ
か
に
も
、

快
餐

送
餐
(服
劣
)
晩
餐

中
餐

西
餐

日
餐

餐
牢

餐
具

の
よ
う
に
高
級
感

の
あ
る
語
彙
を

つ
く
る
の
に
貢
献
し
て
い
る
。

"人
民
"

で

"人
"
は
独
立
の
語
素

で
あ
り
、
"民
"
は
非
独
立

の

語
素

で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
複
合
語
を

つ
く
る
際
に
は
、

公
民

股
民

移
民

実
民

姻
民

国
民

の
よ
う
に

"民
"
の
方
が
活
躍
す
る
。
ミ
ル

の

"看
"
と

"視
"
に

つ
い
て
も
複
合
語
を
多
く

つ
く
る
の
は

"視

"
の
方
で
あ
る
。

一
方
、
"牙
"
"歯

"
の
よ
う
に
口
語

で
は
た
し
か
に

"
牙
"
に
よ

る
複
合
語
が
使
わ
れ
る
が
、
専
門
用
語
と
し

て
は

"歯
"
の
方
が
活

躍
す
る
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
下
に
あ
げ
る
よ
う
に
、
両
者
の
つ
く

る
複
合
語
は
平
行
し
て
存
在
す
る
。

切
牙

・
白
牙
-
口
歯

(門
歯
)
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尖
牙

・
犬
牙
-
犬
歯

(犬
歯
)

磨
牙

・
槽
牙
-
臼
歯

(臼
歯
)

尽
美
牙

・
尽
根
牙
-
智
歯

(親
知
ら
ず
)

恒
牙
ー
恒
歯

(永
久
歯
)

乳
牙

・
妨
牙
-
乳
歯

(乳
歯
)

虫
牙

・
蛙
牙
ー
鵬
歯

(虫
歯
)

假
牙
-
文
歯

(入
れ
歯

・
義
歯
)

虎
牙

(八
重
歯
)

四

品
詞
標
示

い
ま
や
日
本
は
も
ち
ろ
ん
中
国
で
出
る
ほ
と
ん
ど
の
辞
書
が
品
詞

標
示
を
す

る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
品
詞
分
類
の
内
容
は
は
た
し
て
同

じ
か
、
だ
れ
か
検
証
し
て
み
て
ほ
し

い
。
中
国

の
辞
書

で
は
単
語
に

品
詞
を
与
え
な

い
状
況
が
ず

っ
と
続

い
て
い
た
。
語
形
変
化
と
い
う

も
の
を
も
た
な

い
中
国
語
に
お
い
て
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
い
た
し
か

た
な

い
も

の
で
は
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
品
詞
論
争
も
何
度
か
あ

り
、
『漢

語
的
詞
類
問
題
』
(中
華
書
局
、

一
集

一
九
五
四
年

・
二

集

一
九
五
七
年
)
を
は
じ
め
、
胡
明
揚
主
編

『詞
類
問
題
考
察
』

(北
京
語
言
大
学
出
版
社
、

一
九
九
六
年

・
続
集

二
〇
〇
四
年
)
な

ど
に
そ
の
議
論
の
成
果
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
近
年
で
は
二
〇
〇

二
年

に
郭

鋭
の

『
現
代
漢
語
詞
類
研
究
』

(商
務
印
書
館
)
が
出
て

い
る
し
、

『現
代
漢
語
詞
典
』

の
編
者

で
あ
る
社
会
科
学
院
語
言
研

究
所
編

『
現
代
漢
語
小
詞
典
』

で
は

一
九
九
七
年
版
か
ら
虚
詞
に
品

詞
を

つ
け
、
二
〇
〇

四
年
第
四
版
に
は
、

「名
詞
、
動

詞
、
形
容

詞
、
数
詞
、
量
詞
、
代
詞
、
副
詞
、
介
詞
、
連
詞
、
助
詞
、
歎
詞
、

擬
声
詞
」
の

一
二
の
品
詞
を
つ
け
て
い
た
。
『
現
漢
』
に
品
詞
が
つ

く

の
も
目
前
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
二
〇
〇

五
年

の

『
現
代
漢
語
詞
典
』
第
五
版
で
実
現
し
た
。
品
詞
標
示
で
と

り
わ
け
問
題
に
な
る
の
は
、

「兼
類
」

の
問
題

で
あ
る
。

「兼
類
」
と
は

一
つ
の
語
が
複
数

の
品
詞

に
ま
た
が
る
こ
と
を
言

う
。
カ
ギ
の

"鎖
"
と

「カ
ギ
を
か
け
る
」

の

"鎖
"
は
い
っ
し
ょ

か
と
問
わ
れ
た
ら
、
名
詞
と
動
詞
の
違
い
と
言
う
だ
ろ
う
。
ち
な
み

に

『
現
漢
』
第
五
版
も

"鎖
"
に
名
詞
と
動

詞
の
二
つ
の
品
詞
を
認

め
て
い
る
。

で
は
、
"我
伯
拮
婚
了
"
の

"拮
婚
"
が
動
詞

で
あ
る

の
は
問
題

な
い
だ
ろ
う
が
、
"
拮
婚
証
需
"
"旅
行
結
婚

"

の

"拮

婚
"

は
ど
う
か
。
『
現
漢
』
で
は
こ
の
場
合

も
動
詞

と
す
る
。

ま

た
、
"迭
里
非
常
危
険
"
の

"危
険
"
が
形
容

詞

で
あ
る
の
は
だ
れ

も
異
論
が
な
い
だ
ろ
う
が
、
"生
命
危
険
"
"
危
険
区
"
の

"危
険
"

は
と
問
わ
れ
た
ら
迷
う
に
違

い
な
い
。
『
現
漢
』

で
は
こ
れ
ら
も
形

容
詞

の
用
法

の
中
に
入
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
『現
漢
』

の
品
詞

認
定

の
大
き
な
原
則
は

一
つ
の
語

の
兼
類
を
な
る
べ
く
少
な
く
し
よ

う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

一
つ
の
語
に
い
く

つ
も
の
品
詞
が
あ
る
と

す
る
と
、
そ
も
そ
も
品
詞
を
設
け
る
必
要
が
な
く
な

っ
て
し
ま
う
か

ら
で
あ
る
。
な
お
、
動
詞
の
名
詞
用
法
、
形
容
詞

の
名
詞
用
法
の
処

理

に
つ
い
て
は
、
山
崎
直
樹

・
遠
藤
雅
裕
編

『
辞
書

の
チ
カ
ラ
』
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(好
文
出
版
、

二
〇
〇
五
年
)
や
山
崎
直
樹
代
表

の
科
研
報
告

『第

二
言
語
学

習

の
視
点
か
ら
の
中

国
語
辞
書

の
検
証
』

(二
〇
〇

八

年
)
所
収

の
三
宅
登
之
論
文
を
参
照
願
い
た

い
。

五

ど
ん
な
用
例
を
入
れ
る
か

ど
ん
な
用
例
が
必
要
か

6

実
例
主
義
の
問
題

用
例
は
辞
書

の
命
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
ん
な
用
例
を
入
れ
れ
ば

い
い
の
か
。

か
つ
て
は
実
例
主
義
と

い
う
の
が
あ

っ
て
、
鐘

ヶ
江
信

光

『中
国
語
辞
典
』

(大
学
書
林
)
や
愛
知
大
学
中
日
大
辞
典
編
纂

処
編

『
中

日
大
辞
典
』
(大
修
館
書
店
、
初
版

は
中
日
大
辞
典
刊
行

会
)
な
ど

は
小
説
な
ど
か
ら
と

っ
た
用
例
を
あ
げ

て
い
た
。
中
国
の

『現
代
漢

語
大
詞
典
』
も
そ
う
だ
。
日
本
で
も
金
田

一
春
彦
編

『学

研
国
語
辞
典
』
な
ど
は
小
説
な
ど
か
ら
現
代
語

の
用
例
を
と

っ
て
い

た
。

こ
う

し
た
実
例
主
義
は
、
た
し
か
に
そ
う
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

の
証
明
に
は
な
る
し
、
そ
の
文
脈

の
中

に
お
い
て
は
生
き
生
き
と
し

て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
例
文
と

い
う
の
は
、

一
旦
も
と

の
文
脈
か

ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
ま
る
で
折
り
取

っ
て
き
た

野
の
花
の
よ
う
に
生
気
を
失

っ
て
し
ま
う
。
時
間
が
た

つ
と
採
集
し

た
本
人
で
さ
え
、
そ
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
さ
え
あ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
用
例
を
ネ
イ
テ
ィ
ブ

ス
ピ
ー

カ
ー
の
内
省
に
よ

っ
て
つ
く
る
と
い
う

の
も
難
し
い
。
自
分

で
や

っ

て
み
れ
ば
わ
か
る
が
、
内
省
で
ど
れ
だ
け
の
用
例
を

つ
く
れ
る
だ
ろ

う
か
。
あ
や
し
い
。

一
番

い
い
の
は
、
自
ら
も
用
例
を
採
取
す
る
と

と
も
に
、
信
頼

で
き
る

コ
ー
パ
ス
や
ネ
ッ
ト
か
ら
用
例
を
と
り
、
そ

う
し
た
例
も
参
考

に
し
な
が
ら
、
適
宜
ネ
イ

テ
ィ
ブ

ス
ピ
ー
カ
ー
に

確
か
め
た
り
、

つ
く

っ
て
も
ら

っ
た
り
、
加
工

し
て
も
ら
う
の
が
い

い
。
ネ

ッ
ト
の
例
は
玉
石
混
交
で
、

へ
、凡
～
と

い
う
例
も
あ
れ
ば
、

外
国
人
か
ら
み
て
も
こ
れ
は
ど
う
か
と
い
う
例
も
あ
る
。
わ
た
し
自

身

に
つ
い
て
言
え
ば
、
最
近

は
論
文
を
書
く

の
も
も

っ
ぱ

ら
イ

ン

タ
ー
ネ

ッ
ト
を
利
用
す
る
が
、
読
み
物
か
ら
用
例
を
採
取
す
る
こ
と

の
楽
し
さ
、
有
益
さ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な

い
。

口

動
詞
の
用
例

今
動
詞
に
つ
い
て
少
し
述
べ
よ
う
。

中
国
の
代
表
的
な
動
詞
辞
典

の
う
ち
、
社
会
科
学
院
語
言
研
究
所

の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る

『動
詞
用
法
詞
典
』
(商
務
印
書
館
、

一
九
八

七
年
)
は
、
そ
の
編
集
作
業

の
期
間
中

(
一
九

八
二
年
ご
ろ
)
に
訪

問
し
た
話

に
よ
る
と
、
カ
ー
ド
と
内
省
に
た

よ

っ
た
と
言

っ
て
い

た
。
王
硯
農
他

『漢
語
常
用
動
詞
搭
配
詞
典

』
(外
語
教
学
与
研
究

出
版
社
、

一
九
八
四
年
)
は
多
く
が
内
省
に
よ
る
と
い
う
。
前
者
は

枠
組
み
が
あ

っ
て
、
そ
の
中

で
内
省
し
て
つ
く
る
。
問
題
は
こ
う
し

た
枠
組
み
か
ら
離
れ
た
生
き
生
き
と
し
た
用
例
や
、
同
じ
パ
タ
ー

ン

で
例

が
複
数

ほ
し

い
場
合
、
し
ば
し
ば
も
れ

て
し
ま
う
こ
と
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
"什
広
夙
把
祢
吹
来
了
?
"

は
ど
こ
に
入
れ
る

の
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か
。
"
夙

"
か

"吹
"
か
。
あ

る
枠
組
み
で
用
例
を

つ
く

っ
て
い
く

と
こ
う
し

た
例
は
な
か
な
か
出

て
こ
な

い
。
ま
た
、
語

に
よ

っ
て

は
、
例

を

た
く
さ
ん
あ
げ

た

い
場
合

が
あ

る
。

た
と
え
ば
、
"
杁

枳
"
だ
と
、

弥
杁

沢
我
叫
?
/
祢
不
杁
枳
我
了
?
/
杁
枳
祢
,
根
高
只
。
/

我
伯

先
自
我
介
招
,
杁
沢
杁
狽
。
/
我
伯
杁
枳

一
下
咀
。

の
よ
う
な
例
は
出
し
た
い
。
し
か
し
、
あ
る
パ
タ
ー
ン
で
用
例

一
つ

だ
と
そ
れ

以
上
は
出
せ
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
"
想
"
だ
と
、
『現

漢
』
で
は

「考
え
る
」
と

「思
う
」

で
意
味
項
目
を
分
け
て
は
い
る

が
、
そ

こ
で
の
例
は
、
き
わ
め
て
少
な
い
。
せ
め
て
、

〈考
え

る
〉

辻
我

想
想
/
弥
好
好
想
想
/
想
了
半
天
也
想
不
出
好
亦
法
来
?

/
休

想
好
了
叫
?

〈思
う
〉

我
伯

復
想
休
/
我
真
想
休
呵
/
祢
想
死
我
了
/
休
想
我
了
,
看

看
迭

介

の
よ
う
な

例
も
ほ
し
い
。

し
か
し
、

そ
ん
な
こ
と
を
言

っ
て
い
る

と
、
や
は
り
用
例
辞
典

に
な
っ
て
し
ま
う
。

中
国

の
辞
書
で
用
例

が
す
な
お
で
政
治
性
が
少
な

い
も
の
は
北
京

大
学
編

の

『漢
語
常
用
詞
用
法
詞
典
』
(商
務
印
書
館
、

一
九
八
五

年
)
で
あ

る
。
わ
た
し
は
か

つ
て
こ
れ
を
絶
賛
し
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
ん
な

こ
と
が
あ
っ
た

の
で
、
友
人

の

一
人
か
ら
は
翻
訳
し
ま
せ
ん

か
と
誘
わ
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
が
、

こ
れ
が
使
え
る
よ
う
な
人
は
意

味
も
わ
か
る
の
で
と
言

っ
て
こ
と
わ

っ
て
し
ま
っ
た
。
辞
書

の
例
は

ス
ペ
ー
ス
の
関
係

で
ど
う
し
て
も
少
な
く
な

る
。
し
か
し
、
語
学
学

習
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、

こ
の
辞
書

の
よ
う
な
用
例

の
豊
富
な

辞
書
も
ほ
し
い
。

日

ど
ん
な
用
例
が
必

要
か

用
例
を
出
す
上

で
考
え
て
お
く
べ
き
点
を

い
く

つ
か
あ
げ

て
お
こ

う
。た

と
え
ば

"鉛
筆
"
だ
と
読
者

は
ど
ん
な

例
を
あ
げ

る
だ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
ど
ん
な
例
が
ほ
し
い
だ
ろ
う

か
。

?
契
了

一
枝
鉛
筆
。
(鉛
筆
を

一
本
買

っ
た
)

な
ど
と

い
う
例
は
も
ち
ろ
ん
必
要
な
い
。
こ

の
場
合
だ
と
、

鉛
筆
断
了

(鉛
筆
が
折
れ
た
)
/
削
鉛
筆

(鉛
筆
を
削

る
)

は
ほ
し
い
。

「鉛
筆
貸
し
て
」
と
い
う
表
現
は
日
常
よ
く
使
う
と
し

て
も

い
ら
な

い
だ
ろ
う
。

コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
配
慮
が
ほ
し
い
。
た
と
え
ば

"喝
"
な
ら
、

"
喝
茶
"
"喝
牛
妬
"
だ
け
で
な
く
、
日
本
人
が
間
違

い
そ
う
な

"喝

粥
"
(
お
か
ゆ
を
食
べ
る
)、
"喝
酸
妨
"
(
ヨ
ー
グ
ル
ト
を
食

べ
る
)

も
ほ
し
い
。
な
ぜ
な
ら
日
本
語
で
は
こ
の
組

み
合
わ
せ
は

「飲
む
」

で
は
な
く

「食
べ
る
」
と
い
う
か
ら
だ
。

日
本
語

の

「参
加
」
は
団
体

・
組
織

に
加

わ
っ
て
と
も
に
行
動
す

る
こ
と
で
、
比
較
的
大
き
な
も
の
を
対
象
に
使
う
。
中
国
語
の

"参

加
"
は
意
外
と
日
本
語
と
重
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
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参
加
婚
礼

(結
婚
式
に
出
席
す
る
)

参
加
考
試

(試
験
を
受
け
る
)

参
加
労
劫

(労
働

に
従
事

す
る
)

参
加

工
作

(就
職
す
る
)

な
ど
は

「～
に
参
加
す

る
」
と

は
言
わ
な

い
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に

"参
加
工
作
"

は
、
わ
た
し
の
よ
う
な
世
代
が
使
え
ば
問
題

な

い

が
、
若
い
人
に
は
古
め
か
し
い
語
感
を
与
え
る
よ
う
だ
。

こ
う
し
た

日
中
同
形
語
で
コ
ロ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
違
う
も
の
も
注
意
が
必
要
だ
。

名
詞
と
結
び

つ
く
形
容
詞
に
も
配
慮
す
る
。
日
本
語

で
は

「大

雨
」
と
は
言
う
が
、
「雨
が
大
き

い
」
と
は
言
わ
な

い
。
し
か
し
、

中
国
語

で
は

"雨
真
大
!
"

(雨

が
ひ
ど
い
)
、
"迭
雨
越
下
越
大
"

(
こ
の
雨

は
だ
ん
だ
ん
ひ
ど
く
な

っ
て
き
た
)

の
よ
う
に
言
う
。
ま

た
、
"坂
量
"
は

"大
"
で
あ

っ
て

"多
"
で
は
な
い
。
"物
研
高
"

は
わ
か
る
が
、
"中
国
的
物
粉
急
広
迭
広
貴
?
"
と
は
言
え
な
い
の

か
。
等
々
、
こ
う
し
た
情
報
も
辞
書

に
は
ほ
し
い
。
こ
れ
は
ま
さ
に

日
本
人
が
ひ
っ
か
か
り
そ
う
な
名
詞
と
形
容
詞

の
コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン

だ
か
ら
で
あ
る
。

用
例
は
ど
の
く
ら
い
の
長
さ
が
必
要
か
。
先
に
あ
げ
た

"喝
粥
"

(お
か
ゆ
を
食

べ
る
)、
"
喝
酸
妨
"
(
ヨ
ー
グ

ル
ト
を
食

べ
る
)
で

は
、
動
詞

と
目
的
語
だ
け
で
も
い
い
。
し
か
し
、
辞
書
を
使

っ
て
作

文
し
た
り
、
会
話

に
使
う
た
め
に
は
も
う
少
し
長

い
用
例
が
ほ
し

い

と
き
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
あ
げ
た
王
硯
農
他

『漢
語
常
用
動

詞
搭
配
詞
典
』
の
用
例
は
動
詞
+
結
果
補
語

の
場
合
、
そ
の
組
み
合

わ
せ
だ
け
で
な
く
、

珈
酢
喝
上
癒
了
/
杯
子
喝
空
了
,
再
倒
点
几
咀
/
医
生
不
辻
祢

喝
酒
,
休
急
広
又
喝
起
酒
来
了

の
よ
う
に

一
つ
の
セ
ン
テ
ン
ス
で
あ
げ

る
。

こ
れ
は
学
習
者
に
は
と

て
も
あ
り
が
た
い
。

用
例
は
現
代
中
国
を
反
映
し
た
も
の
が
必
要

か
。
筆
者
は

『中
国

語
を
歩
く
』
の
中

で
、
中
国

の
辞
書
に

「国
家
、

(共
産
)
党
、
人

民
」
と
い
っ
た
語
が
用
例
に
多
く
用

い
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
辞

書
が
国
家
の
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
的
な
側
面
を
も

つ
こ
と
を
指
摘
し
た
。

今
ふ
り
か
え
る
と
、

一
九
七
八
年
に
出
た
北

京
外
国
語
学
院
英
語
学

科
編

『漢
英
詞
典
』
(商
務
印
書
館
)
の
例
は
社
会
主
義
建
設
、
階

級
闘
争
、
軍
関
係

の
用
例
で
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
辞
書

の
用
例
は
だ
ん
だ
ん
政
治
性
の
希
薄
な
も
の
も
出
て
き
た
が
、

一
方

で
、

「男
女
、
親
子
」

「美
醜
」
に
か
か
わ
る
用
例
で
は
、
日
本
で
か

つ
て

「国
語
辞
典

の
問
題
」
に
な
っ
た
用
例
が
多
く
出

て
い
て
逆
に

興
味
深
く
感

じ
た
ほ
ど

で
あ
る

(『
中
国
語

を
歩

く
』

二
四
〇
頁

～
)。

こ
う
し
た
例
は
差
別
や
固
定
観
念
を
助
長
す
る
か
ら
、
日
本

の
辞
書

と
同
じ
く
排
除
す
る
と

い
う

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か

し
、
こ
う
し
た
例
を
ま

っ
た
く
入
れ
ず
、
ど

こ
の
国
の
こ
と
か
わ
か

ら
な
い
用
例
ば
か
り
と
い
う
の
も
中
国
語
を
勉
強
し
て
い
る
気
に
な

ら
な

い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
中
国
語

が
中
国
と

い
う
国
、
社

会
、
中
国
の
人
々
の
意
識
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち

が
辞
書
を
通
し
て
中
国
、
中
国
人
を
知
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
あ
る
程
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度
は
残
し

て
お
く
べ
き
も

の
で
あ
ろ
う
。
も

っ
と
も
中
国
人
自
身
が

こ
う
し
た
用
例
に
反
発
を
感
じ
、
変
え
て
い
く
よ
う
に
な
れ
ば
話
は

別
で
あ
る
が
。

六

文
型
標
示

文
型
標

示
で
は

『白
水
社
中
国
語
辞
典
』
と

『動
詞
用
法
詞
典
』

(以
下

『
動
詞
用
法
』)
が
詳
し
い
。
も

っ
と
も
、
『白
水
社
』
で
は

最
初
に
文

型

一
覧
が
あ

っ
て
、
そ
の
記
号
を
各
項
目
に
ふ
り
あ
て
て

い
る
わ
け

で
も
な
い
。
と

い
う
よ
り
、
『白
水
社
』
は
、
用
例
が
ま

ず
あ
っ
て
、
そ
れ
に
文
型
標
示
を
す
る
と
い
う
方
法
を
と

っ
て
い
る

の
で
は
な

い
か
。
具
体
的
な
例
を
少
し
あ
げ
て
み
よ
う
。

『白
水
社
』
は

"送
"
の
意
味
を

つ
ぎ

の
三
つ
に
分
け
る
。

①
送
り
届
け
る

②
プ

レ
ゼ
ン
ト
す
る

③
見
送
る
、
付
き
添

っ
て
行
く

①
の

「届
け
る
」
の
例
を
み
よ
う
。
(訳
は
略
)

衣
民

送
公
狼

〔
十
目
〕

他
送

具
政
府

一
扮
扱
告

〔+
目
1
+
目
2
〕

他
送
来

一
強
紙
条

〔
+
方
補
+
目
〕

往
騰

里
送
面
包

〔"往
"
+
名

(場
所
)
+
～
+
目
〕

我
給
休
送
送
坂

〔"給
"
+
名
+
～
+
目
〕

給
王
家
去
送

二
牛
煤

〔
"給
"
+
名
+
～
+
方
補

+
目
〕

我
送
給
他

一
封
信

〔
+
"給
"
+
目
-
+
目
2
〕

清
把
扱
紙
送
到
家
里

〔"把
"
+
目
1
+
～
+
方
補
+
目
2
(場
所
)
〕

把
迭
批
貨
送
給
口
市
部

〔"把
"
+
目
1
+
"給
"
+
目
2
(場
所
)
〕

「届
け
る
」

の
意
味

の

"送
"
が
二
重
目
的
語
を
と
る
の
は
あ
ま

り
ふ
つ
う
で
な
い
と
思
う
し
、
荒
川

『中
国
語
を
歩
く
』
九
七
頁
以

下
で
も
書

い
た
よ
う
に
、
"送
給
～
"
の
文
型

で
使
う

の
も
あ
ま
り

規
範
的
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
二

つ
の
例

は

『
動
詞
用

法
』
に
も
あ
が

っ
て
い
る
。
『白
水
社
』

の

〔方
補
+
目
〕
は

"送

来
"

一
つ
し
か
あ
が
っ
て
い
な

い
が
、
『動
詞
用
法
』
に
は

"送
去
"

"送
上
"
以
下
ほ
と
ん
ど
の
方
向
補
語
と

の
結
合
形
が
あ
が

っ
て
い

る
。
も

っ
と
も
、
こ
の
場
合

で
も
特
に
あ
げ
な
く
て
は
い
け
な
い
の

は

"送
来
"
"送
去
"
"送
到
～
"

で
あ
り
、
『
白
水
社
』
の
選
択
は
要

を
え
た
も
の
と
言
え
る
。
『白
水
社
』

の
文
型

標
示
で
特
徴
的
な
こ

と
は
前
置
詞
に
対
す
る
配
慮
が
か
な
り
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

『動
詞
用
法
』
で
は

"把
"
し
か
あ
が

っ
て
い
な
い
。

②

の

「プ

レ
ゼ
ン
ト
す
る
」
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

我
送
地

一
強
画
兀

〔
+
目
1
+
目
2
〕

朋
友
送
給
我

一
套
茶
具

〔
+
"給
"
+
目
1
+
目
2
〕

我
把
迭
枝
筆
送
給
地

〔
"把
"
+
目
1
+
～

+
"給
"
〕

こ
こ
で
の
例

は
、
"
送
"
と

い
う
動
詞

が
と

る
三

つ
の
項

(主

語

・
間
接
目
的
語

・
直
接
目
的
語
)
が
す
べ
て
出
そ
ろ
う
文
型
を
あ

3z



げ
て
い
る
。
実
際
は
こ
の
意
味

の
と
き
で
も
、

迭
是
小
王
送
我
的

迭
是
人
家
送
的
,
不
是
借
的

の
よ
う
に
目
的
語
が

一
つ
、
あ
る
い
は
な
い
場
合
も
あ
る
と
思
う
の

だ
が
、
そ
う

い
う
例
は
あ
が
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
辞
書
と
し
て
、

と
と
の
っ
た
例
を
出
し
た

い
と
い
う
こ
と
か
ら
だ
ろ
う
か
。

③

「見
送
る
、
送
る
」
は
日
本
人
に
は
は

っ
き
り
違

い
が
わ
か
る

が
、
中
国
人
に
は
わ
か
り
づ
ら
い
も

の
で
あ
る
。

我
明
天
到
牢
姑
去
送
休

〔
+
目
〕

去
送

一
送
客
人

休
送
送
李
大
伯

こ
の
三

つ
の
例

の
う
ち
、
最
後

の
も
の
が

「付
き
添

っ
て
行
く
」
と

い
う
意
味

で
、
あ
と
の
二
つ
は
単
に

「見
送
る
」
で
あ
る
が
、
実
際

に
は
あ
い
ま

い
で
、
〔送

+
人
〕
だ
け
で
は
ど

っ
ち

の
意
味

に
な
る

の
か
不
明
確
だ
。
な
お
、
荒
川

『
一
歩
す
す
ん
だ
中
国
語
文
法
』
三

七
頁
で
も

そ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
。

我
送
弥

一
段
路

〔
+
目
1
+
目
2
(数
量
)〕

他
送
寺
家
到
昆
明

〔+
目
1
+
動
+
目
2
(場
所
)
〕

把
客
人
送
到
口

口

〔"把
"
+
目
-
+
～
方
補
+
目
2
(場
所
)〕

我
送
妹
妹
上
学

〔
+
兼

+
動
〕

不
送

不
送

別
送
別
送

不
用
送
,
清
留
歩

こ
の
う
ち
、
二

つ
目
の
例
と
四
つ
目
の
例

は
ど
ち
ら
も
兼
語
式
と

言
わ
れ
る
も
の
で
、
二

つ
目

の
例
も

〔+
兼

+
動
+
目
2
(場
所
)
〕

と
す
べ
き
も

の
あ
ろ
う
。

も
う

一
つ

"借
"
に

つ
い
て
も
見
て
お
こ
う
。
"借
"
に

「借
り

る
」
と

「貸
す
」
の
意
味
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
だ

が
、
こ
れ
は
以
下

の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

①
借
り
る

我
借
了
他
五
快
銭

〔+
目
1
+
目
2
〕

こ
れ
は
二
重
目
的
語
の
構
文

で
、
し
か
も

「授
与
」
で
は
な
く

「奪

う
」
の
方
の
意
味

で
使
わ
れ
て
い
る
。

二
重
目
的
語

の
構
文
の
本
質

が
本
来

「授
与
」
に
あ
る
の
か

「奪
う
」
に
あ
る
の
か
は
議
論
が
あ

る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
こ
で
は

"
了
"
も
あ
る
と

こ
ろ
か
ら

「奪
う
」

の
場
合
に
傾
く
。

我
向
圏
需
棺
借
需

〔"向
"
+
名

+
～
+
目
〕

我
杁
圏
需
棺
借
了

一
本
需

〔"杁
"
+
名

+
～
+
目
〕

以
上
は

"借
"
が
と
る
前
置
詞

の
例
で
あ

る
が
、
下
の

"眼
"
を

こ
の
後
に
つ
づ
け
て
あ
げ

て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

休
借
着
自
行
牟
了
叫
?

〔
+
結
補
+
目
〕

汽
牟
巳
経
借
来
了

〔主
(受
動
)
+
方
補

〕

我
眼
他
借
銭

〔
"眼
"
+
名
+
～
+
目
〕

借
外
債

②
貸
す
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我
想
眼
休
借
几
本
需
,
休
借
不
借
?

我
的
那
把
傘
借
老
王
了

〔
+
目
〕

把
銭
借
給
他

〔"把
"
+
目
-
+
～
"給
"
+
目
2
〕

圏
需
棺
今
天
不
借
需

〔+
目
〕

我
借
銭
給
休

〔+
目
-
+
"給
"
+
目
2
〕

"借
"
を

「貸
す
」
の
意
味

で
使
う
と
き
に
は
ふ
つ
う
二
重
目
的
語

の
構
文
を
あ
げ

る
か
、
「
+
"給
"
+
目
」
の
文
型

で
使
う
。
こ
こ
で

は
三
つ
目

の
例
が

"借
給
～
"
に
な

っ
て
い
る
が
、
二
重
目
的
語
を

と
る
例

は
あ
が

っ
て
い
な
い
。
二
重
目
的
語
を
と
る
と
き
は

「借
り

る
」

の
意
味
に
傾
く
と
い
う
立
場
に
た

っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
〔
"借

+
(
モ
ノ
)
目
"〕
は

「借
り
る
」

に
意
味
が
傾
斜
す
る

の
だ
が
、

こ
こ
で
は

「貸
す
」
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。

『動
詞

用
法
』
の

"借
"
を
見
る
と
、
「借
り
る
」
「貸
す
」
と
も
に
、

〈借

り
る
〉
借
我
丙
把
鉄
鍬

〈貸
す
〉
借
他
几
把
椅
子

の
よ
う
に

二
重
目
的
語
を
と
る
例
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、

+
目
〕

で
は
、

「借
り
る
」

の
方
は
、

〔向
他
〕
借
弔

「貸
す
」

の
方

は
、

借
銭

〔給
他
〕

の
よ
う
に
、
前
後
に

〔

〕
で
語
句
を
補

っ
て
い
る
。

n
　『白

水
社
』

の
例
を
見
て
い
て
気
に
な

っ
た
こ
と
は
、

〔
"
借

"

こ
れ
は

〔"借
"

だ
け
で
は
意
味
が
確
定
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

動
詞

の
あ

と
で
は

「目
」
と
し
て
い
る
の
に
、
前
置
詞

の
あ
と
で
は

「名
」
と

し
、
上

の

"把
"
に

つ
い
て
は

「目
」
と
し

て
い
る
点
で
あ
る
。

こ

れ
は
お
そ
ら
く
不
統

一
な
の
だ
ろ
う
。

な
お
、
動
詞
が
ど
ん
な
前
置
詞
を
と
る
か

に
つ
い
て
は
、

つ
ぎ

の

論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

中
西
千
香

NO
宝

「発
話

の
対
象
を
引
き
出
す
前
置
詞

(介

詞
)
に

つ
い
て
」
『中
国
語
教
育
』
第

二
号

以
上

『白
水
社
』

の
文
型
標
示
に

つ
い
て
見

て
み
た
。
『白
水
社
』

で
は
ま
ず
用
例
を
あ
げ
、
そ
れ
に

つ
い
て
の
文
型
標

示
を
し

て
い

る
。
こ
れ
と
は
逆
に
動
詞
の
文
型
パ
タ
ー
ン
を
ま
ず
示
し
て
、
あ
と

に
用
例
を
入
れ
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
。
『白

水
社
』
が
そ
う
し
な

か

っ
た
の
は
、
あ
る
動
詞
に
ど
れ
だ
け
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
か
統

一

的
な
パ
タ
ー
ン
が
さ
ぐ
り
に
く
か
っ
た
た
め

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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