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私
が
単
語
の
組
織
を
分
解
す
る
の
は
、
単
語
の
研
究
が
実
の
処
、
日
本
の
詞

章
の
本
質
を
突
き
と
め
て
行
く
こ
と
に
な
る
と
思
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

語
根
の
屈
折
に
就
い
て
考
へ
る
に
は
、
先
づ
熟
語
に
就
い
て
見
る
の
が
一
つ

の
方
法
で
あ
る
。
其
に
は
、
語
根
と
熟
語
の
主
部
と
言
ふ
も
の
を
考
へ
て
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
茲
に
山
と
言
ふ
言
葉
が
あ
る
と
、
其
を
修
飾
す
る
言

葉
が
つ
い
て
熟
語
が
出
来
る
。
こ
の
主
部
に
関
し
て
は
、
只
今
は
問
題
に
せ

ず
に
置
く
。
蓋
然
の
儘
に
残
し
て
お
い
て
も
さ
し
支
へ
の
な
い
も
の
と
し
て
、

話
を
進
め
て
行
か
う
と
思
ふ
。

扨さて
、
熟
語
の
中
の
主
部
に
対
し
て
、
此
に
或
語
根
が
つ
い
て
熟
語
を
作
つ
て

行
く
。
即
語
根
は
、
修
飾
的
に
つ
く
訣
で
あ
る
。
其
つ
き
方
は
、
今
日
の
我
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々
か
ら
考
へ
る
と
、
古
代
も
や
は
り
今
の
様
に
、
熟
語
を
つ
く
る
修
飾
語
が

主
部
の
上
に
乗
り
か
ゝ
つ
て
居
る
と
い
ふ
風
に
、
専
も
つ
ぱ
ら考
へ
ら
れ
さ
う
で
あ
る
。

事
実
さ
う
い
ふ
例
も
沢
山
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
今
一
段
考
へ
を
進
め
て
見
る

と
、
古
代
に
は
、
修
飾
の
職
分
を
と
る
語
根
が
、
主
部
よ
り
下
に
据
ゑ
ら
れ

た
事
実
が
沢
山
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
却
て
、
其
方
が
、
正
式
で
あ
つ
た
ら
う

と
思
は
れ
る
位
で
あ
る
。
我
々
の
口
頭
文
章
の
基
礎
と
し
て
の
国
語
は
、
か

う
し
た
時
代
を
過
ぎ
て
記
録
せ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
つ
て
、
さ
う
し
た
前
代

の
熟
語
法
の
痕
跡
が
、
文
献
時
代
に
残
つ
て
居
つ
た
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
、

梯
を
は
し
だ
て
と
言
う
て
ゐ
る
。
播
磨
風
土
記
を
見
る
と
、
俵
を
積
み
上
げ

て
天
に
昇
る
梯
を
作
つ
た
時
に
、
梯
の
こ
と
を
立
橋
と
書
い
て
ゐ
る
。
橋
は

梯
で
あ
る
。
我
々
の
知
つ
て
居
る
限
り
で
は
、
は
し
と
言
へ
ば
水
平
に
懸
つ
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て
ゐ
る
橋
ば
か
り
を
考
へ
る
が
、
昔
は
渡
る
或
は
渡
す
と
言
ふ
様
な
場
合
、

即
、
此
方
か
ら
彼
方
へ
と
二
つ
の
場
所
を
繋
ぐ
も
の
は
総
て
は
し
で
、
垂
直

的
の
も
の
を
も
は
し
と
言
う
た
の
で
あ
る
。
其
を
立
橋
と
言
ひ
、
こ
れ
を
名

詞
と
し
た
場
合
に
は
は
し
だ
て
と
言
つ
て
居
る
。
此
を
我
々
の
文
法
意
識
か

ら
言
へ
ば
、
た
て
は
し
（
竪
橋
）
と
い
ふ
は
ず
の
も
の
で
あ
る
が
、
此
を
橋

の
立
つ
た
物
と
理
会
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

次
の
例
は
、
大
和
に
於
け
る
地
名
例
が
文
献
的
に
は
一
番
古
い
が
、
山
城
或

は
其
他
の
各
地
に
も
、
或
は
又
普
通
名
詞
の
や
う
に
も
使
は
れ
て
居
る
も
の

に
、 

傍  

丘 

カ
タ
ヲ
カ

（
又
、
片
岡
。
或
は
か﹅
た﹅
を﹅
か﹅
や﹅
ま﹅
の
丘
辺
な
ど
言
ふ
語
で
飜
う
つ

す
こ
と
は
い
け
な
い
の
で
、
地
名
に
あ
る
も
の
は
、
但
た
だ
し此
と
は
別
で
あ
る
。

か
う
い
ふ
言
葉
が
文
献
時
代
に
な
つ
て
も
、
散
列
層
の
や
う
に
介
は
さ
まつ
て
残
つ

5



て
居
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
幾
分
昔
の
熟
語
法
の
意
識
が
残
つ
て
ゐ
て
、

新
時
代
の
熟
語
法
即
、
修
飾
語
は
主
部
に
対
し
て
上
に
つ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
、

と
言
ふ
こ
と
を
知
り
乍
ら
も
、
昔
の
文
法
意
識
が
仄
か
に
働
い
て
ゐ
た
こ
と

が
考
へ
ら
れ
る
。

平
安
宮
廷
・
貴
族
の
生
活
上
の
言
葉
に
し
た
ぐ
つ
（
韈
）
が
あ
る
。
此
を
音

韻
変
化
し
て
、
し
た
う
づ
と
言
う
て
ゐ
る
。
此
に
は
、
昔
の
熟
語
を
作
る
意

識
が
あ
つ
て
出
来
た
も
の
で
あ
ら
う
。
車
の
前
面
に
は
簾
が
垂
れ
て
あ
る
が
、

揚
げ
れ
ば
主
の
顔
が
見
え
る
。
其
為
に
簾
下
が
あ
る
。
其
を  

下    

簾  

シ
タ
ス
ダ
レ

と
言

う
て
ゐ
る
。
我
々
の
熟
語
法
か
ら
は
ち
よ
つ
と
訣
り
に
く
い
言
ひ
方
だ
。
謂

は
ゞ
簾
下
な
の
で
あ
る
。
下
沓
・
下
簾
な
ど
い
ふ
語
を
見
る
と
、
沓
・
簾
に

熟
語
の
主
部
が
あ
り
、
下
が
修
飾
し
て
ゐ
る
様
に
見
え
る
か
ら
、
当
然
の
熟
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語
の
様
に
考
へ
ら
れ
る
が
、
実
は
さ
う
は
言
へ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
下

に
来
る
の
が
本
当
で
あ
る
。
同
時
に
、
傍
丘
の
場
合
の
如
く
、
下
「
な
る
物
」

の
暗
示
が
、
皆
に
享
受
せ
ら
れ
る
こ
と
ゝ
予
期
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
此
は
、

新
時
代
の
熟
語
で
あ
り
な
が
ら
、
昔
の
熟
語
法
と
通
じ
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る

の
だ
。
忘
却
の
間
歇
的
復
活
か
、
古
い
方
法
の
遺
存
し
て
ゐ
る
も
の
に
学
ん

だ
の
か
、
此
説
明
は
、
単
純
に
は
出
来
な
い
様
で
あ
る
。
此
な
ど
は
、
語
根

が
上
に
あ
る
様
に
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
一
見
新
し
さ
う
に
考
へ
ら
れ
る
が
、

此
熟
語
法
は
実
は
、
古
い
の
で
あ
る
。
此
形
は
実
に
沢
山
あ
る
の
で
あ
つ
て
、

珍
し
い
例
を
あ
げ
た
次
第
で
は
な
い
の
だ
。
又
、
現
代
に
お
い
て
も
、
か
う

し
た
見
地
か
ら
、
精
密
に
方
言
の
古
格
を
存
し
て
ゐ
る
部
分
を
探
せ
ば
、
類

例
は
ま
だ
〳
〵
出
て
来
る
と
思
ふ
。
殊
に
、
我
々
の
国
の
周
囲
民
族
・
種
族
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に
於
い
て
、
我
々
と
同
種
の
裔
族
で
あ
つ
て
、
文
献
時
代
前
に
岐
れ
た
も
の

を
検
断
し
て
見
る
と
、
其
が
訣
る
。
沖
縄
が
さ
う
で
あ
る
。
朝
鮮
に
な
る
と

関
係
が
少
し
複
雑
に
な
る
。
沖
縄
の
言
葉
は
、
謂
は
ゞ
日
本
の
方
言
に
過
ぎ

な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
唯
、
非
常
に
早
く
岐
れ
た
も
の
で
あ
る
。
我
々

の
先
輩
同
人
の
考
へ
て
居
る
様
に
、
日
本
と
文
法
組
織
が
極
点
ま
で
一
致
し

て
ゐ
る
に
し
て
も
、
様
式
に
差
の
あ
る
こ
と
だ
け
は
、
認
め
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。
我
々
の
古
代
・
中
世
の
文
法
組
織
と
異
つ
て
ゐ
る
も
の
も
多
い
の
は
、

文
献
時
代
前
に
分
派
し
て
居
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
あ
る
種
の
文
法
や
造

語
法
は
、
全
然
一
致
し
て
ゐ
る
。
日
本
の
文
献
に
も
、
国
語
学
関
係
の
材
料

と
し
て
特
殊
な
も
の
は
、
さ
う
多
く
な
い
。
其
で
、
日
本
の
国
語
の
為
、
殊

に
、
古
代
文
法
を
研
究
す
る
為
に
は
、
沖
縄
語
は
大
事
で
あ
る
。
こ
れ
を
補
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助
と
し
て
、
俤
で
も
残
つ
て
ゐ
る
古
代
国
語
と
つ
き
あ
は
せ
て
、
相
俟
つ
て

一
宗
形
を
還
元
し
て
見
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
さ
う
し
て
見
よ
う
と
す
る
こ

と
が
、
色
々
な
効
果
を
予
期
さ
せ
る
。
其
一
部
の
為
事
と
し
て
、
古
い
熟
語

法
を
も
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

日
本
の
古
語
と
近
代
の
朝
鮮
語
と
の
対
比
を
以
て
す
る
日
鮮
語
同
祖
の
研
究

は
、
他
の
語
族
の
事
よ
り
見
て
も
考
へ
ら
れ
な
い
事
だ
と
、
金
沢
博
士
の
説

を
排
撃
す
る
学
者
も
多
い
。
併
し
、
其
は
言
ふ
も
の
が
間
違
つ
て
ゐ
る
。
民

間
伝
承
と
し
て
の
特
質
を
言
語
の
上
に
考
へ
る
こ
と
の
出
来
な
い
常
識
論
が
、

さ
う
導
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
言
葉
の
伝
承
と
い
ふ
事
実
は
、
或
点
ま
で
、

時
間
空
間
を
超
越
す
る
力
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

沖
縄
語
と
言
つ
て
も
、
村
々
で
言
葉
は
違
ふ
。
其
は
村
の
神
の
違
ひ
に
依
る
。
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必
要
以
外
言
葉
を
交
さ
な
い
村
々
が
彼
方
此
方
に
あ
り
、
其
為
に
古
い
言
葉

が
維
持
せ
ら
れ
て
居
る
。
神
々
の
発
す
る
神
言
に
依
つ
て
、
支
配
さ
れ
て
ゐ

る
部
分
が
尠
く
な
い
の
で
あ
る
。
お
も
ろ
・
お
た
か
べ
・
み
せ
ゝ
り
な
ど
い

ふ
種
類
、
或
は
ま
た
そ
の
系
統
の
も
の
が
、
ま
だ
地
方
に
残
つ
て
居
る
。
此

が
地
方
の
方
言
を
今
も
尚
支
配
し
て
ゐ
て
、
日
常
語
を
古
い
状
態
に
置
い
て

居
る
の
で
あ
る
。
お
も
ろ
さ
う
し
は
、
さ
う
し
た
お
も
ろ
を
六
百
年
前
か
ら

中
央
に
集
め
蓄
積
し
た
も
の
で
あ
る
。

沖
縄
語
で
は
、
小
い
と
言
ふ
意
味
の
言
葉
が
下
に
つ
く
。
関
東
か
ら
東
北
地

方
へ
か
け
て
、
盛
ん
に
語
尾
に
こ
を
つ
け
る
事
実
に
似
て
ゐ
る
。
小
い
何
々

と
言
ふ
義
で
、
橋
ぐ
ゎ
ぁ
・
牛
ぐ
ゎ
ぁ
な
ど
ゝ
言
ふ
。
小
い
橋
・
小
い
牛
と

い
ふ
組
織
で
あ
る
。
ち
や
う
ど
日
本
語
の
接
尾
語
に
似
て
ゐ
る
が
、
此
は
必
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し
も
小
い
と
言
ふ
意
味
で
は
な
い
。
国
語
で
も
こ
・
さ
・
を
な
ど
言
ふ
接
頭

語
は
小
い
も
の
ゝ
意
味
で
あ
る
が
、
ぐ
ゎ
ぁ
は
親
愛
の
意
味
で
、
さ
ゝ
や
か

な
で
り
け
い
と
な
感
じ
を
以
て
接
す
る
時
の
言
葉
で
、
か
な
ら
ず
し
も
小
く

な
く
て
も
宜
い
の
で
あ
る
。
沖
縄
で
は
、
こ
の
熟
語
法
が
直
ぐ
眼
に
つ
く
。

か
う
し
た
文
法
組
織
が
沖
縄
に
は
幾
ら
も
あ
つ
て
、
お
も
ろ
以
来
の
文
献
に

も
、
方
言
に
も
残
つ
て
居
る
。
ぐ
ゎ
ぁ
の
古
形
は
、
が
ま
で
あ
る
。
母
及
び

妣
の
国
を
懐
し
ん
で
「
母アモ
が
ま
」
と
言
つ
た
の
が
、
「
あ
ん
が
ま
あ
」
と
な

つ
て
ゐ
る
。
宮
廷
女
官
の
称
号
で
あ
つ
た
「
あ
む
し
ら
れ
」
は
「
知
ら
れ
母
ア
モ
」

と
言
ふ
義
で
あ
る
。
「
き
ん
ま
も
ん
」
な
る
霊
神
は
、
「
真
物
君キ
父ミ
」
の
義

に
過
ぎ
な
い
。
か
う
し
た
事
は
、
更
に
台
湾
に
も
あ
る
。
台
湾
人
の
言
葉
と

言
つ
て
も
、
蕃
族
調
査
報
告
書
な
ど
に
依
つ
て
見
る
だ
け
で
も
、
生
蕃
・
熟
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蕃
の
言
葉
を
整
理
し
て
見
る
と
、
言
葉
は
固
よ
り
文
法
組
織
は
部
落
々
々
に

依
つ
て
違
つ
て
居
る
。
う
ら
る
あ
る
た
い
型
の
組
織
の
幾
分
を
持
つ
た
処
も

あ
る
が
、
多
く
所
謂
南
洋
系
の
構
成
法
を
持
つ
た
の
が
普
通
で
あ
る
。
最
後

が
述
語
で
終
る
と
言
ふ
形
と
は
全
く
異
り
、
英
語
の
様
な
形
式
を
持
つ
も
の

も
あ
る
。
従
来
の
言
語
学
者
は
、
語
序
を
以
て
同
語
族
を
組
立
て
ゝ
行
く
の

で
あ
る
が
、
其
は
、
殆
、
単
な
る
形
式
主
義
の
偏
執
で
あ
つ
て
、
早
晩
訂
正

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
方
法
で
あ
り
さ
う
だ
。
蕃
族
は
、
語
序
が
日
本
及
び
琉

球
と
違
つ
て
居
る
。
更
に
南
方
の
日
本
委
任
統
治
の
島
々
か
ら
、
蘭
領
印
度

地
方
に
考
へ
及
す
と
、
語
序
は
全
く
相
違
し
て
居
る
様
で
あ
る
が
、
単
に
見

た
上
の
考
へ
方
で
、
根
柢
の
一
致
は
多
く
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
此
は
、
只
今
当
面
の
問
題
で
は
な
く
、
且
私
に
は
其
だ
け
の
知
識
が
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な
い
。
而
も
此
等
の
種
族
の
言
語
を
見
る
と
、
や
は
り
日
本
の
古
い
熟
語
法

と
同
じ
形
式
を
と
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
文
章
の
語
序
が
違
ふ
や
う
に
、
熟

語
を
作
る
方
法
が
、
近
代
の
国
語
と
は
全
く
違
つ
て
居
る
様
に
見
え
る
だ
ら

う
。
だ
が
、
昔
の
我
々
は
、
併
し
其
を
持
つ
て
居
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
さ
う
い
ふ
熟
語
の
作
り
方
、
即
、
修
飾
部
を
先
立
て
る
形
の
外

に
、
熟
語
の
作
り
方
は
ま
だ
い
ろ
〳
〵
あ
る
。
此
を
時
間
的
に
言
ふ
の
は
避

く
べ
き
事
な
の
だ
が
、
文
献
時
代
に
は
著
し
く
現
れ
て
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、

前
の
形
よ
り
は
幾
分
新
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
形
は
、
修
飾
す
る

語
根
が
先
に
行
つ
て
、
修
飾
せ
ら
れ
る
主
部
が
其
後
に
来
る
と
い
ふ
、
一
見

普
通
の
形
で
あ
る
。
即
、
二
個
の
言
葉
が
並
ん
で
居
る
の
か
接
続
し
て
居
る

の
か
訣
ら
ぬ
為
に
、
或
方
法
に
依
つ
て
此
を
区
別
す
る
形
を
と
つ
て
居
る
。

13



此
が
、
前
述
の
形
式
を
古
い
と
す
れ
ば
、
次
に
来
る
も
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

其
は
先
づ
あ
く
せ
ん
と
で
表
す
で
あ
ら
う
。
事
実
、
さ
う
し
た
試
み
も
、
古

人
は
行
つ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
二
つ
の
言
葉
を
並
べ
て
、
今
な
ら
小
読
点

を
入
れ
る
と
い
ふ
風
に
、
昔
の
人
は
単
に
言
葉
を
並
べ
て
行
く
場
合
と
、
熟

語
を
作
る
場
合
を
区
別
し
て
、
熟
語
の
場
合
は
あ
く
せ
ん
と
を
以
て
下
に
接

続
し
て
ゐ
る
も
の
な
る
を
示
し
た
。
詳
し
い
事
は
訣
つ
て
居
な
い
が
、
古
事

記
だ
け
に
は
、
其
が
僅
か
な
が
ら
あ
る
。
重
ん
ず
べ
き
伝
統
的
な
固
有
名
詞

又
は
、
神
秘
な
文
句
に
は
、
此
方
法
を
ば
採
用
し
て
居
る
。
熟
語
が
あ
く
せ

ん
と
を
促
す
の
か
、
あ
く
せ
ん
と
の
あ
る
為
に
熟
語
の
職
能
が
果
た
さ
れ
る

の
か
訣
ら
ぬ
が
、
と
も
か
く
も
、
此
考
へ
は
、
と
り
の
け
る
事
は
出
来
な
い
。

其
に
関
聯
し
て
、
熟
語
を
作
る
場
合
に
、
語
根
が
屈
折
す
る
こ
と
に
注
意
を
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要
す
る
。
従
来
、
こ
の
体
言
及
び
名
詞
の
屈
折
に
つ
い
て
は
、
多
く
言
は
れ

て
ゐ
な
い
。
だ
が
、
此
は
大
切
で
あ
る
。
今
で
は
体
言
の
語
尾
は
動
か
ぬ
が
、

昔
は
動
い
た
ら
し
い
。
此
事
実
は
、
沢
山
あ
る
。
ま
づ
普
通
音
便
と
称
す
る

も
の
か
ら
は
じ
め
る
。
エ
列
の
音
を
持
つ
た
名
詞
が
熟
す
る
場
合
は
、
ア
列

音
に
変
る
。
例
へ
ば
、
さ
け
だ
る
は
さ
か
だ
る
に
、
か
ぜ
ぼ
ろ
し
は
か
ざ
ぼ

ろ
し
に
、
す
げ
が
さ
は
す
が
が
さ
に
変
る
。
此
は
単
な
る
音
韻
変
化
で
は
な

い
の
で
あ
つ
て
、
熟
語
を
作
る
場
合
の
語
根
の
屈
折
が
、
自
然
に
機
械
的
に

整
理
せ
ら
れ
る
様
に
な
つ
て
取
つ
て
来
た
規
約
で
あ
る
。
元
を
突
き
と
め
る

と
、
熟
語
を
作
る
時
に
、
先
づ
ウ
列
の
形
を
と
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

神
風
は
例
外
な
し
に
か
む
か
ぜ
と
言
う
て
居
る
。
斎
は
い
と
ゆ
両
音
あ
つ
て
、

音
価
が
動
揺
し
て
ゐ
る
様
に
考
へ
て
居
た
が
、
此
は
い
が
動
か
ぬ
音
で
、
熟
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語
を
作
る
時
に
ゆ
に
変
る
の
で
あ
る
。
何
故
か
う
い
ふ
事
が
起
つ
て
来
る
か

と
言
へ
ば
、
か
う
な
る
一
段
前
の
状
態
を
考
へ
る
と
、
総
て
の
語
根
と
い
ふ

も
の
は
、
終
末
音
が
謂
は
ゞ
ウ
列
音
　
　
即
、
子
音
に
近
い
為
に
、
一
つ
揺

れ
る
と
ウ
列
　
　
に
な
つ
て
来
る
。
従
つ
て
、
動
詞
を
作
つ
て
も
終
止
形
が

ウ
列
音
に
な
る
。
動
詞
の
中
一
番
動
か
ぬ
も
の
は
、
こ
の
終
止
形
で
あ
る
。

語
根
と
語
根
が
繋
つ
て
行
く
と
、
ウ
列
の
音
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。

語
根
は
ウ
列
に
近
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
此
考
へ
が
先
づ
あ
つ
て
、
熟
語
を

作
る
場
合
に
其
性
質
が
生
き
て
来
る
。
ウ
列
に
近
い
と
言
ふ
意
識
が
出
て
、

語
根
だ
け
で
満
足
し
き
れ
な
い
で
、
屈
折
を
生
ず
る
。
修
飾
語
の
方
が
ウ
列

に
変
つ
て
来
る
。
例
へ
ば
、
黄
金
と
い
ふ
言
葉
が
あ
る
。
黄
は
き﹅
で
拵
へ
た

瓠○

の
こ
と
で
あ
る
。
き
が
く
に
変
る
の
に
も
、
一
つ
の
原
因
が
あ
る
。
語
根
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が
熟
語
を
作
つ
た
習
慣
に
還
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。
火
は
熟
語
を
作
る
場
合

に
は
、
殆
例
外
も
な
く
ほ
と
言
ふ
。
ほ
は
ふ
と
殆
一
つ
音
で
あ
る
。
う
と
お

は
近
い
が
、
ほ
・
ふ
は
更
に
近
い
。
単
な
る
音
韻
変
化
で
は
済
ま
さ
れ
ぬ
訣

で
あ
る
。
か
う
い
ふ
事
実
が
あ
つ
て
、
無
意
識
な
が
ら
意
識
を
起
し
て
来
て
、

其
規
則
を
宛
て
は
め
て
来
る
か
ら
、
恰
あ
た
か
も、
音
韻
変
化
と
言
ふ
考
へ
に
這
入
つ

て
来
る
の
で
あ
る
。
此
が
第
二
段
の
熟
語
法
で
、
名
詞
的
な
語
尾
の
屈
折
と

言
ふ
こ
と
に
な
つ
て
来
る
。
つ
ま
り
、
用
言
は
独
立
的
に
屈
折
を
起
す
が
体

言
の
屈
折
は
下
に
続
い
て
行
く
べ
き
主
部
が
あ
る
。
此
は
、
体
言
・
用
言
を

考
へ
る
上
の
大
事
な
こ
と
で
あ
る
。

次
に
起
つ
て
来
る
こ
と
は
、
我
々
が
音
韻
変
化
だ
と
考
へ
て
ゐ
る
現
象
で
、

最
目
に
立
ち
易
い
の
は
、
熟
語
を
作
る
時
に
修
飾
部
の
語
根
が
、
ア
列
の
音
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に
屈
折
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
、
修
飾
の
主
部
が
ア
列
の
屈
折
韻
に
な
る
場

合
で
あ
る
。
す
が
ゞ
さ
な
ど
の
例
で
あ
る
。
此
に
は
、
我
々
が
独
立
し
た
名

詞
だ
と
思
つ
て
居
る
も
の
で
、
熟
語
の
主
部
を
脱
落
さ
せ
て
居
る
の
が
多
い
。

白
髪
シ
ラ
ガ
は
、
け
が
か
に
屈
折
し
た
と
言
ふ
事
が
略ほぼ
考
へ
ら
れ
る
。
併
し
、
毛
の

か
は
上
に
あ
つ
て
修
飾
す
る
場
合
は
訣
る
が
、
下
に
あ
る
場
合
に
何
故
か
に

な
る
の
か
。
白
毛
の
髪
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
此
下
に
ま
う
一
つ
熟
語
の
主

部
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
親
は
お
ゆ
（
老
）
か
ら
出
た
も
の
に

違
ひ
な
く
、
動
詞
の
お
ゆ
か
、
動
詞
以
前
の
語
根
お
ゆ
と
で
も
言
ふ
や
う
な

言
葉
か
ら
出
て
居
る
と
思
ふ
。
「
老
い
び
と
」
と
で
も
言
ふ
言
葉
が
、
下
に

予
期
出
来
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
と
言
は
な
く
て
も
、
こ
れ
を
暗
示
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
其
が
、
さ
う
言
ふ
語
を
引
き
離
し
て
も
理
会
が
ゆ
く
様
に
な
つ
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た
も
の
で
、
其
が
屈
折
し
た
の
で
あ
る
。
お
ゆ
は
年
よ
つ
て
居
る
、
年
長
だ
、

と
言
ふ
こ
と
に
過
ぎ
ぬ
。
年
長
者
が
家
を
切
り
廻
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、

古
代
に
於
い
て
は
、
主
に
女
性
で
、
古
代
の
お
や
は
母
権
時
代
に
あ
つ
て
は

は
ゝ
で
あ
る
。
後
に
は
男
を
言
ふ
こ
と
に
な
つ
た
。
昔
は
は
ゝ
を
祖
と
書
い

て
ゐ
る
。
祖
の
字
は
祖
先
の
場
合
に
宛
て
る
事
も
あ
る
が
、
多
く
母
親
の
意

味
で
あ
る
。
御
祖
神
も
其
処
に
意
義
が
あ
る
。

縄
は
、
元
、
な
ふ
と
言
ふ
言
葉
か
ら
出
た
に
違
ひ
な
い
。
初
は
じ
め、
縄
は
野
生
の

植
物
を
其
儘
用
ゐ
て
、
綯
ふ
必
要
は
殆
無
か
つ
た
。
つ
た
・
つ
ら
・
つ
る
な

ど
言
う
た
。
太
く
強
く
す
る
為
、
縒
り
合
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
し
て
縒
つ

た
蔓
が
出
来
た
。
或
は
し
も
と
を
縒
つ
て
使
つ
た
。
し
も
と
は
灌
木
の
新
し

く
出
た
直
枝
で
あ
る
。
「
糸
に
縒
る
物
と
は
な
し
に
」
な
ど
言
ふ
。
大
小
に
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依
つ
て
区
別
が
あ
つ
て
、
小
い
物
で
は
よ
る
と
言
ひ
、
大
い
物
で
は
な
ふ
と

言
ふ
。
そ
の
意
味
は
訣
ら
な
い
が
、
縄
は
綯
ふ
物
の
意
味
で
あ
る
。
綯ナ
は
物

或
は
綯
ふ
蔓ツラ
と
い
ふ
風
な
形
か
ら
音
を
落
し
て
、
な
は
と
だ
け
言
う
て
表
は

し
て
来
た
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。
此
で
見
て
も
、
ア
列
に
音
を
変
へ
て
熟
語

を
作
る
と
い
ふ
事
の
理
由
は
、
単
な
る
音
韻
変
化
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

次
に
は
、
イ
列
の
熟
語
で
あ
る
。
此
例
は
、
甚
多
く
、
又
平
凡
な
事
実
と
見

ら
れ
て
ゐ
る
。
上
の
修
飾
部
も
其
主
部
も
、
各
別
個
の
生
命
を
持
つ
て
ゐ
る
。

名
詞
と
動
詞
が
結
ば
れ
る
場
合
、
或
は
動
詞
と
名
詞
が
結
ば
れ
る
場
合
に
、

と
り
・
さ
し
は
と
り
・
さ
し
共
に
生
き
て
居
る
。
二
つ
の
言
葉
が
結
ば
れ
て

一
つ
の
言
葉
に
な
つ
て
居
る
が
、
別
々
に
も
生
き
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
思
ひ

ご
と
・
ゆ
き
あ
し
な
ど
も
同
じ
で
あ
る
。
而
も
亦
、
熟
語
な
る
こ
と
に
疑
ひ
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は
な
い
。
ご
く
簡
単
な
熟
語
法
で
あ
る
。

こ
の
イ
列
に
変
つ
て
行
く
も
の
以
外
の
熟
語
法
で
は
、
昔
は
普
通
の
連
用
形

の
イ
列
か
ら
つ
か
ず
に
、
連
体
形
か
ら
つ
く
熟
語
の
方
が
多
か
つ
た
。
連
体

形
か
ら
来
る
熟
語
は
、
熟
語
の
感
じ
が
不
完
全
だ
と
感
じ
よ
う
。
例
へ
ば
、

も
ゆ
る
火
・
い
づ
る
湯
な
ど
は
、
熟
語
と
認
め
に
く
い
で
あ
ら
う
。
形
は
熟

語
で
は
あ
る
が
、
ぴ
つ
た
り
体
言
の
感
じ
が
来
な
い
。
併
し
、
実
は
昔
は
此

形
が
多
い
の
で
あ
る
。
文
献
時
代
は
、
此
連
用
形
と
連
体
形
の
熟
語
が
戦
つ

て
ゐ
る
時
期
で
あ
つ
て
、
イ
列
か
ら
連
体
形
ウ
を
伴
う
た
熟
語
法
の
方
が
、

実
は
古
か
つ
た
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。
此
も
先
に
言
う
た
、
ウ
列
か
ら
主
部

に
続
い
て
行
く
形
に
な
つ
て
来
る
。
と
こ
ろ
が
、
此
ウ
列
か
ら
主
部
に
続
い

て
来
る
と
言
ふ
意
識
が
段
々
変
化
し
て
来
る
。
此
が
用
言
の
終
止
形
と
連
体
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形
の
出
来
た
原
因
で
、
第
四
変
化
は
熟
語
を
作
る
と
こ
ろ
か
ら
出
来
て
来
た
。

此
点
は
、
日
本
の
用
言
の
活
用
の
発
生
に
は
大
事
な
こ
と
で
あ
つ
て
、
連
体

形
か
ら
出
た
熟
語
い
づ
る
湯
は
、
ぴ
つ
た
り
熟
語
的
の
言
語
情
調
が
出
な
い

の
で
あ
る
が
、
い
で
湯
よ
り
古
い
の
で
あ
る
。
昔
の
人
に
は
、
其
感
じ
が
あ

つ
た
の
で
あ
る
。
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
連
用
形
イ
列
の
熟
語
法
は
、
主
部
と
修

飾
語
が
別
々
の
意
味
の
感
じ
が
あ
る
が
、
ぴ
つ
た
り
し
て
居
る
。
と
こ
ろ
が
、

連
体
形
よ
り
す
る
熟
語
は
、
別
々
の
意
味
が
感
じ
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、

主
部
が
動
詞
的
の
感
じ
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

語
根
の
屈
折
を
言
ふ
に
は
、
熟
語
の
こ
と
を
言
ふ
必
要
が
あ
る
。
其
為
、
先

づ
此
処
で
は
、
ア
列
イ
列
ウ
列
の
熟
語
法
に
就
い
て
言
へ
ば
足
る
だ
ら
う
と

思
う
た
の
で
あ
る
。
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次
に
、
進
ん
で
動
詞
の
活
用
の
、
ど
う
し
て
出
来
て
来
た
か
を
、
考
へ
得
る

範
囲
で
言
う
て
見
よ
う
と
思
ふ
。
言
葉
の
研
究
は
、
あ
る
程
度
以
上
に
考
へ

を
進
め
れ
ば
、
勢
ひ
推
測
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
或
程
度
に
停
め
て
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
熟
語
が
出
来
る
そ
の
前
に
、
語
根
が
屈
折

を
起
す
と
言
ふ
こ
と
は
説
明
し
た
。
又
、
語
根
と
同
じ
形
、
即
、
名
詞
の
形

で
ひ
つ
く
る
め
ら
れ
る
体
言
が
、
や
は
り
屈
折
を
す
る
こ
と
も
、
訣
つ
て
貰

つ
た
筈
だ
。
扨
、
こ
れ
を
、
今
日
の
我
々
が
使
つ
て
ゐ
る
動
詞
の
起
源
と
結

び
つ
け
て
見
る
と
、
ど
う
な
る
か
と
言
ふ
と
、
実
は
動
詞
の
起
り
は
訣
ら
な

い
の
で
あ
る
。
溯
れ
る
過
去
の
我
々
の
国
語
に
は
、
あ
る
進
歩
を
遂
げ
た
形

し
か
な
い
か
ら
だ
。
唯
ど
う
し
て
も
、
語
根
の
も
つ
と
自
由
に
働
い
た
時
代

を
考
へ
る
事
が
、
動
詞
並
び
に
用
言
の
発
生
に
薄
あ
か
り
を
与
へ
る
こ
と
に
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な
ら
う
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
其
に
は
、
二
通
り
の
道
が
あ
る
。
一
個
の
体

言
が
直
ち
に
屈
折
を
起
し
た
も
の
、
他
の
一
つ
は
、
熟
語
の
形
を
作
つ
て
比

較
的
完
全
な
用
言
形
式
を
持
つ
や
う
に
な
つ
た
、
即
、
用
言
形
式
を
作
る
為

に
熟
語
の
形
を
経
て
来
る
、
と
言
ふ
此
二
つ
で
あ
る
。
ふ
る
と
言
ふ
言
葉
は
、

何
処
ま
で
体
言
で
何
処
ま
で
用
言
か
訣
ら
ぬ
。
こ
の
用
言
風
の
ふ
る
は
、
同

時
に
体
言
ら
し
い
意
義
も
発
揮
し
て
ゐ
る
。
熟
語
と
な
ら
な
く
て
も
、
明
か

に
体
言
の
職
能
を
示
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
其
が
屈
折
を
生
ず
る
。
我
々
の

知
つ
て
ゐ
る
限
り
の
形
で
は
、
ふ
ら
・
ふ
り
・
ふ
る
即
、
四
段
の
活
用
に
近

い
。
さ
う
し
て
、
ふ
る
ゝ
・
ふ
る
れ
と
い
ふ
形
は
不
完
全
で
あ
る
。
体
言
か

ら
す
ぐ
に
動
詞
に
な
つ
て
来
た
も
の
は
、
過
去
の
或
時
代
に
都
合
の
よ
い
形

だ
け
働
い
て
、
他
は
働
か
な
か
つ
た
も
の
で
あ
る
。
此
は
沢
山
あ
る
。
ふ
る
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で
も
、
連
体
形
以
前
の
形
は
疑
は
し
い
と
私
は
思
ふ
。

ふ
ゆ
即
、
ふ
え
る
と
言
ふ
言
葉
は
、
唯
増
殖
す
る
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
分

割
す
る
即
、
同
じ
性
質
を
持
つ
た
も
の
に
分
裂
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ふ

ゆ
と
言
ふ
言
葉
が
、
我
々
の
考
へ
て
居
る
と
こ
ろ
で
は
、
下
二
段
の
動
詞
だ

け
で
あ
る
が
、
昔
程
増
殖
す
る
意
味
よ
り
分
割
す
る
意
味
の
方
が
多
か
つ
た
。

「
品
陀
の
日
の
御
子
　  
大    

雀  
オ
ホ
サ
ヾ
キ

お
ほ
さ
ゞ
き
、
佩
か
せ
る
大
刀
。
本
つ
る

ぎ
　
末
ふ
ゆ
…
…
」
（
応
神
記
）
と
言
ふ
の
は
、
根
本
が
両
刃
の
劒
で
尖
が

幾
つ
に
も
岐
れ
て
ゐ
る
、
即
、
刃
物
に
股
が
あ
り
末
が
分
裂
し
て
ゐ
る
と
言

ふ
の
で
あ
る
。
ふ
ゆ
は
魂
を
分
裂
さ
す
こ
と
だ
か
ら
、
一
種
の
こ
と
ほ
ぎ
の

唱
言
で
あ
つ
た
。
こ
の
ふ
ゆ
と
言
ふ
言
葉
が
、
は
つ
き
り
名
詞
に
な
る
と
、

季
節
の
冬
に
な
る
。
こ
れ
は
疑
ひ
な
い
。
年
の
終
り
に
な
る
と
、
み
た
ま
の
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ふ
ゆ
の
祭
り
を
行
ふ
。
そ
の
時
期
が
ふ
ゆ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
極
く
小

な
形
が
出
来
て
、
季
節
の
冬
に
な
つ
た
。
「
み
た
ま
の
ふ
ゆ
祭
り
」
を
間
に

置
い
て
考
へ
る
と
訣
る
。
ふ
ゆ
ま
つ
り
の
ふ
ゆ
が
、
名
詞
的
な
感
じ
を
持
つ

て
来
る
の
で
あ
る
。

文
法
学
者
の
挙
げ
る
例
は
、
古
代
と
近
代
と
を
混
合
す
る
。
其
為
、
実
例
な

の
か
、
其
と
も
譬
喩
と
し
て
使
つ
て
ゐ
る
の
か
、
訣
ら
な
い
物
が
あ
る
。
そ

れ
で
、
私
は
近
世
の
例
を
避
け
て
言
ふ
。
例
へ
ば
、
鎮
魂
歌
を
た
ま
ふ
り
の

歌
と
言
ふ
。
国
々
に
於
け
る
鎮
魂
歌
は
、
く
に
ぶ
り
と
言
う
て
現
れ
た
。
後

に
は
段
々
本
義
を
忘
れ
て
、
所
謂
風
俗
歌
の
感
じ
に
な
つ
て
来
る
。
く
に
ぶ

り
が
、
国
の
た
ま
ふ
り
の
歌
と
い
ふ
意
味
を
持
つ
迄
に
は
、
大
分
な
時
間
を

経
て
、
人
の
頭
に
熟
し
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
ふ
ゆ
も
其
と
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同
じ
訣
な
の
で
あ
る
。
ふ
ゆ
と
だ
け
言
つ
て
、
今
の
冬
の
感
じ
が
出
て
来
る

訣
で
は
な
い
。
ふ
ゆ
と
言
ふ
言
葉
を
持
つ
た
印
象
深
い
事
実
が
あ
つ
て
、
其

か
ら
ふ
ゆ
と
い
ふ
単
純
化
せ
ら
れ
た
言
葉
が
出
来
、
初
め
て
我
々
に
ぴ
つ
た

り
訣
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。
熟
語
の
形
を
と
る
場
合
は
、
其
が
割
合
は
つ
き

り
し
て
居
る
。
み
た
ま
の
ふ
ゆ
は
魂
を
分
割
す
る
式
の
事
で
、
語
形
と
し
て

は
割
に
不
安
が
な
い
。
後
に
御
蔭
を
蒙
る
と
い
ふ
意
味
に
な
つ
て
来
る
。
語

根
と
言
ふ
も
の
が
段
々
用
言
状
に
な
つ
て
行
く
に
し
て
も
、
幾
分
熟
語
を
作

る
と
言
ふ
予
期
を
持
つ
て
動
い
て
行
く
。
熟
語
が
あ
つ
て
、
そ
の
上
に
、
そ

の
修
飾
せ
ら
れ
る
主
部
を
離
れ
た
形
に
な
る
の
だ
、
と
考
へ
な
け
れ
ば
、
完

全
な
用
語
と
は
な
り
に
く
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
語
と
し
て
の
暗
示
を
含

ま
な
い
か
ら
だ
。
語
根
の
屈
折
と
、
語
根
が
熟
語
に
く
つ
つ
い
て
行
つ
て
用
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語
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
屈
折
を
生
ず
る
に
は
、
熟
語
を
作
る
感
じ
を
含

ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
其
感
じ
の
強
く
働
い
て
居
る
の
が
、
語
根
の
屈
折
の

動
詞
・
助
動
詞
・
形
容
詞
で
な
く
、
語
尾
を
伴
つ
た
用
言
で
あ
る
。
此
は
文

法
学
者
の
言
ふ
、
活
用
す
る
し
な
い
の
語
尾
で
は
な
い
。
語
原
的
の
分
解
を

し
て
見
た
、
意
義
上
の
境
ひ
を
以
て
分
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
語
根
と
語

尾
と
の
間
に
語
幹
を
入
れ
て
来
る
学
者
も
あ
る
が
、
其
方
の
議
論
は
省
い
て
、

此
処
で
は
語
根
の
問
題
だ
け
に
し
て
置
く
。
語
尾
は
終
止
形
を
と
つ
て
考
へ

る
と
、
多
少
の
差
こ
そ
あ
れ
、
皆
ウ
列
音
が
使
は
れ
て
居
る
。
く
の
語
尾
を

持
つ
て
ゐ
る
言
葉
は
、
来
る
意
味
で
、
ぬ
は
往
ぬ
、
る
は
あ
る
が
結
合
し
て

在
る
の
意
味
に
使
は
れ
た
と
言
ふ
論
は
、
或
点
ま
で
は
事
実
と
認
め
ら
れ
る
。

万
葉
集
の
や
う
に
、
日
本
語
を
漢
字
で
書
い
て
ゐ
る
も
の
を
見
る
と
、
く
・
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け
り
な
ど
は
来
と
書
い
て
居
る
。
即
、
其
時
分
の
考
へ
で
、
語
尾
を
漢
字
で

現
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
応
道
理
で
あ
る
。
又
、
誰
も
さ
う
考
へ
た

の
で
あ
る
。
併
し
、
意
味
の
訣
つ
て
ゐ
な
い
も
の
が
あ
る
。
一
音
だ
か
ら
く

は
来
る
で
あ
ら
う
が
、
か
く
・
と
く
な
ど
の
く
は
訣
ら
な
い
。
こ
れ
は
語
根

が
屈
折
し
て
出
て
来
る
の
だ
が
、
今
ま
で
は
統
一
的
の
事
実
を
予
期
し
て
語

尾
を
使
つ
た
と
す
る
、
所
謂
一
音
に
一
義
を
認
め
る
音
義
説
で
あ
る
。
更
に

進
む
と
、
母
音
と
子
音
と
に
又
意
味
を
求
め
て
行
く
の
で
あ
る
。
橘
守
部
は
、

言
葉
の
研
究
に
は
非
常
に
優
れ
て
居
た
が
、
語
尾
の
点
で
は
何
時
も
此
考
へ

に
深
く
陥
つ
て
居
る
。

接
頭
語
が
無
意
味
で
あ
る
如
く
、
語
尾
は
無
意
味
な
も
の
で
あ
つ
て
、
語
根

を
動
か
す
に
過
ぎ
な
い
、
と
言
ふ
考
へ
は
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
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意
味
あ
る
と
考
へ
過
ぎ
る
の
も
、
又
無
意
味
だ
と
考
へ
る
の
も
よ
く
な
い
の

で
あ
る
。
い
・
ぬ
或
は
く
の
語
根
意
識
は
全
然
誤
つ
て
ゐ
る
と
は
言
へ
な
い

の
で
あ
つ
て
、
此
は
或
期
間
を
経
て
、
さ
う
言
ふ
語
尾
の
組
織
が
出
来
て
来

た
、
即
或
時
期
以
後
の
語
尾
の
形
だ
と
見
る
の
が
よ
い
。
語
根
と
語
尾
の
関

係
も
、
熟
語
を
作
る
場
合
の
語
根
の
形
か
ら
推
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

割
合
近
代
的
の
感
じ
を
持
つ
言
葉
を
例
に
引
い
て
見
る
。
み
の
る
は
、
み
が

の
る
だ
と
言
ふ
説
が
あ
る
。
我
々
に
は
此
言
葉
が
、
句
乃
至
文
章
だ
と
い
ふ

感
じ
が
退
化
し
て
、
動
詞
の
感
じ
が
深
い
。
た
が
や
す
は
一
語
だ
と
思
ひ
乍

ら
、
「
田
を
か
へ
す
」
と
言
ふ
気
持
も
制おさ
へ
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、

熟
語
か
ら
出
て
来
る
動
詞
を
考
へ
て
も
、
段
々
二
つ
の
言
葉
が
結
び
つ
い
て
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居
る
、
と
言
ふ
感
じ
の
な
く
な
つ
て
行
く
筋
道
が
見
え
て
ゐ
る
。
併
し
、
古

い
用
言
の
起
源
を
説
く
場
合
、
此
を
み
の
る
と
言
ふ
様
な
形
、
即
み
が
の
る

と
言
ふ
様
な
文
章
風
な
感
じ
の
す
る
も
の
か
ら
出
来
て
来
た
と
考
へ
る
の
は
、

宜
く
な
い
の
で
あ
る
。
も
つ
と
心
理
的
な
、
語
根
と
主
部
と
の
間
に
、
密
接

な
関
係
と
言
ふ
よ
り
も
、
飛
躍
が
あ
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

ふ
。

多
く
用
言
殊
に
動
詞
の
場
合
は
、
主
部
が
小
く
て
語
根
が
大
い
。
し
か
も
此

主
部
が
、
動
詞
そ
の
も
の
ゝ
職
能
を
定
め
て
ゐ
る
。
即
、
活
用
形
が
動
詞
の

形
を
決
め
て
行
く
訣
で
あ
る
。
思
ふ
に
、
語
根
と
主
部
と
で
成
り
立
つ
た
動

詞
は
、
最
初
の
動
詞
で
は
な
く
、
ま
う
一
つ
前
の
形
は
、
語
根
か
ら
屈
折
を

生
じ
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
。
い
く
は
生
活
す
る
或
は
呼
吸
す
る
意
味
に
考
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へ
て
居
る
が
、
語
根
の
場
合
に
は
い
く
弓
・
い
く
矢
な
ど
言
う
て
、
威
力
を

持
つ
て
ゐ
る
意
味
で
あ
る
。
形
容
詞
に
な
る
と
い
か
し
な
ど
言
ふ
形
を
持
つ

て
居
る
。
さ
う
な
る
語
根
の
屈
折
の
状
態
が
、
第
二
義
の
熟
語
の
場
合
か
ら

動
詞
を
作
つ
て
来
る
場
合
を
も
、
宿
命
的
に
支
配
し
て
居
る
。
単
純
な
熟
語

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
所
謂
動
詞
と
い
ふ
形
が
、
一
度
単
純
か
ら
複
雑
な
形

に
な
つ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
み
の
る
と
言
ふ
形
も
余
程
進
ま

ね
ば
出
て
来
な
い
の
で
あ
る
。

ウ
列
の
語
尾
の
意
味
は
、
必
ま
う
少
し
意
義
の
あ
る
完
全
な
言
葉
が
壊
さ
れ

て
な
つ
た
、
即
、
体
言
か
ら
動
詞
に
屈
折
し
て
来
る
習
慣
か
ら
出
来
た
も
の

で
、
古
い
意
義
の
具
つ
た
言
葉
が
破
壊
さ
れ
て
固
定
し
た
も
の
と
思
ふ
。
さ

う
言
う
て
し
ま
へ
ば
、
稍やや
語
弊
が
あ
る
。
う﹅
く﹅
す﹅
つ﹅
ぬ﹅
は
ウ
列
の
終
止
形
で
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あ
る
が
、
終
止
形
は
一
番
後
れ
て
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
形
容
詞
で
見
る
と
、

其
が
よ
く
訣
る
。
ど
う
し
て
も
、
終
止
形
か
ら
始
つ
て
居
る
も
の
と
は
考
へ

ら
れ
ぬ
。
連
用
形
・
連
体
形
が
先
づ
出
来
て
、
其
か
ら
終
止
形
が
具
つ
て
来

た
傾
向
が
あ
る
。
第
二
次
的
の
も
の
に
な
る
と
、
一
番
単
純
に
見
え
る
終
止

形
か
ら
始
つ
た
と
は
思
は
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
動
詞
の
語
尾
の
起
源
は
、
ウ
列

の
語
尾
を
い
く
ら
研
究
し
て
見
て
も
訣
ら
ぬ
こ
と
で
あ
つ
て
、
も
つ
と
活
用

全
体
に
通
じ
て
考
へ
る
必
要
が
あ
る
。

其
為
、
昔
の
誤
つ
た
説
を
以
て
、
ま
う
一
度
吟
味
し
て
見
よ
う
と
思
ふ
。
部

分
と
し
て
は
認
め
ら
れ
て
も
、
全
体
で
は
棄
て
ね
ば
な
ら
ぬ
説
で
あ
る
が
、

動
詞
は
名
詞
の
形
を
通
つ
て
活
用
し
て
来
る
と
す
る
説
で
あ
る
。
例
を
挙
げ

て
言
へ
ば
、
な
が
め
る
と
言
ふ
言
葉
に
は
、
同
音
で
違
つ
た
成
立
を
持
つ
物
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が
幾
つ
か
あ
る
。
即
、
同
音
異
義
の
言
葉
が
あ
る
。
其
う
ち
平
安
朝
に
専
使

は
れ
て
ゐ
る
も
の
に
、
男
と
女
が
逢
へ
な
い
で
憂
鬱
な
気
持
で
ゐ
る
意
味
に

使
つ
た
、
「
な
が
め
」
と
言
ふ
の
が
あ
る
。
な
が
め
に
は
尚
遠
く
の
物
を
見

る
眺
め
と
、
溜
息
声
を
出
し
て
諷
ふ
場
合
が
あ
る
。
か
う
い
ふ
似
た
言
葉
の

意
義
を
も
、
少
し
づ
ゝ
兼
ね
て
居
る
や
う
で
あ
る
。
此
な
が
め
は
、
従
来
否

定
し
て
来
た
説
に
這
入
つ
て
来
る
。
性
欲
的
に
憂
鬱
に
な
つ
て
ゐ
る
、
或
は

恋
愛
上
の
も
の
思
ひ
し
て
ゐ
る
場
合
に
使
つ
て
居
る
。
景
行
天
皇
記
に
、

「
恒
に
長
目
を
経
し
め
、
ま
た
婚メ
し
も
せ
ず
て
、
物
思
は
し
め
給
ひ
き
（
古

訓
）
」
と
書
い
て
あ
る
。
め
は
男
と
女
が
逢
ふ
こ
と
で
、
其
が
名
詞
的
の
感

覚
を
強
め
る
様
に
な
つ
て
か
ら
は
、
妻メ
に
な
つ
て
来
る
。
「
な
が
め
を
経
し

め
」
は
逢
ふ
こ
と
の
久
し
い
事
で
あ
る
か
ら
、
夫
婦
の
語
ら
ひ
を
ば
し
な
い
、

34熟語構成法から観察した語根論の断簡



と
言
ふ
意
味
で
あ
る
。
此
な
が
め
が
、
な
が
む
の
語
根
で
あ
る
。
正
し
い
に

違
ひ
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
否
定
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
一
度
名
詞
の
形
を
と

つ
た
も
の
が
動
詞
的
に
働
い
て
来
る
と
言
ふ
こ
と
は
、
誤
り
だ
と
し
て
来
た

の
で
あ
る
が
、
併
し
こ
れ
は
考
へ
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
な
が
め
を
ふ

（
経
）
或
は
へ
と
言
ふ
観
念
の
引
き
続
き
を
持
つ
た
の
で
あ
る
。
な
が
め
か

ら
直
ち
に
活
用
を
起
す
の
で
な
く
、
な
が
め
を
へ
或
は
ふ
と
い
ふ
形
を
漠
然

と
意
識
し
て
居
る
そ
の
中
に
、
な
が
む
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
即
、
形
の

上
で
な
が
め
る
が
融
合
し
て
出
来
た
の
で
は
な
い
が
、
一
聯
の
心
理
が
あ
る

訣
で
あ
る
。
み
た
ま
の
ふ
ゆ
祭
り
か
ら
ふ
ゆ
を
独
立
さ
せ
て
来
る
の
と
同
じ

状
態
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
動
詞
の
語
尾
の
発
達
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
ふ
。
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ち
や
う
ど
適
切
な
こ
と
は
、
な
が
め
に
は
尚
説
明
が
出
来
る
。
こ
れ
も
事
実

に
相
違
な
い
。
な
が
め
は
霖
雨
の
時
期
の
物
忌
み
で
あ
る
。
此
時
期
に
、
神

が
こ
の
世
に
現
れ
て
来
る
と
信
じ
て
ゐ
た
。
さ
つ
き
と
な
が
つ
き
と
は
霖
雨

の
時
期
で
、
九
月
と
共
に
五
月
は
物
忌
み
の
厳
重
な
時
で
あ
つ
た
。
其
中
、

九
月
は
風
俗
を
離
れ
て
信
仰
だ
け
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
が
、
五
月
は
田
植
の

信
仰
と
結
び
つ
い
て
永
く
残
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
の
理
由
が
よ
く
訣
る
。
五

月
に
は
、
田
植
の
終
る
迄
は
逢
ふ
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。
其
を
な
が
め
忌

み
と
言
う
て
居
る
。
夫
婦
で
あ
り
乍
ら
、
逢
へ
な
い
の
で
あ
る
。
「
な
が
め

を
経
し
め
…
…
給
ふ
」
と
言
ふ
の
と
同
じ
で
あ
る
。
果
し
て
何
れ
が
元
か
訣

ら
ぬ
が
、
仮
に
決
着
を
つ
け
て
見
れ
ば
、
長
雨
の
時
期
で
禁
欲
生
活
を
す
る

こ
と
か
ら
な
が
め
が
出
で
、
此
か
ら
め
が
出
て
、
「
な
が
め
を
経
し
め
…
…
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給
ふ
」
に
な
つ
た
と
言
へ
る
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
昔
の
言
葉
に
対
す
る
用

意
や
感
覚
に
乏
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、
簡
単
に
は
決
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

一
つ
の
言
葉
が
出
来
て
用
ゐ
ら
れ
る
と
、
他
の
類
似
の
言
葉
に
対
す
る
理
会

が
働
き
か
け
る
、
即
、
第
二
義
的
の
語
原
が
元
の
言
葉
に
か
ぶ
さ
つ
て
来
る

の
で
あ
る
。
さ
う
さ
せ
る
の
は
、
所
謂
民
間
語
原
説
で
あ
る
。
さ
う
な
る
と
、

何
処
か
ら
起
つ
て
来
た
の
か
訣
ら
な
く
な
つ
て
来
る
。
さ
う
し
て
用
語
例
と

言
ふ
も
の
が
、
無
限
に
拡
が
つ
て
行
く
。
な
が
む
と
言
ふ
動
詞
は
、
先
づ
な

が
め
と
言
ふ
名
詞
か
ら
来
た
の
に
違
ひ
な
い
の
で
あ
る
。
長
雨
に
せ
よ
、
な

が
媾メ
に
せ
よ
、
名
詞
で
あ
る
。
其
な
が
め
が
既
に
語
根
の
屈
折
し
た
ゞ
け
で

出
て
来
た
の
で
は
な
く
、
動
詞
状
の
心
理
的
変
化
の
過
程
を
経
て
来
て
居
る

の
で
あ
る
。
即
、
仮
に
言
へ
ば
、
な
が
め
ふ
と
言
ふ
、
謂
は
ゞ
な
が
め
を
為
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上
げ
る
と
言
ふ
感
じ
が
、
非
常
に
働
き
か
け
て
来
て
ゐ
る
が
、
む
と
い
ふ
語

尾
を
と
る
に
は
、
何
等
参
与
し
て
居
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
な
が
め
と
な
が
む
は

き
つ
ぱ
り
分
れ
る
が
、
語
原
説
を
持
つ
て
来
る
と
、
一
筋
の
繋
り
が
あ
る
。

第
二
義
に
な
る
と
、
語
根
と
語
尾
の
は
つ
き
り
分
れ
る
も
の
も
あ
る
。
と
も

か
く
、
語
尾
が
先
づ
ウ
列
音
を
つ
く
つ
た
と
言
ふ
こ
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。

さ
う
し
て
、
先
づ
連
用
或
は
将
然
、
稀
に
は
連
体
と
言
ふ
や
う
な
形
が
出
来

て
来
る
。

茲
に
ま
う
一
つ
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
事
は
、
動
詞
の
終
止
形
を
発
生
さ
せ
た
原

動
力
の
問
題
で
あ
る
。
総
て
、
一
つ
の
傾
向
を
無
意
識
に
感
じ
て
、
そ
の
傾

向
の
下
に
置
か
う
と
す
る
心
で
あ
る
。
我
々
の
使
つ
て
ゐ
る
言
葉
が
統
一
せ

ら
れ
て
、
下
二
段
・
上
二
段
・
四
段
・
変
格
と
決
つ
て
居
た
訣
で
は
な
い
が
、
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段
々
整
理
さ
れ
て
、
幾
つ
か
の
活
用
形
式
を
生
じ
て
来
た
の
で
あ
る
。
各
動

詞
の
語
尾
は
刈
り
込
ま
れ
て
、
或
形
式
に
統
一
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
大

体
八
種
の
活
用
に
決
つ
て
ゐ
る
が
、
音
韻
変
化
を
頭
に
置
い
て
考
へ
れ
ば
、

も
つ
と
単
純
に
な
る
。
動
詞
の
活
用
す
ら
も
刈
り
込
ま
れ
て
、
統
一
せ
ら
れ

た
形
に
決
つ
て
居
る
。
一
つ
の
傾
向
と
見
る
べ
き
は
、
終
止
形
と
連
体
形
が

一
つ
に
歩
み
寄
る
も
の
で
あ
る
。
音
を
刈
り
込
ん
で
な
る
も
の
で
あ
る
。
此

を
例
に
見
る
と
、
語
尾
の
単
純
な
形
と
複
雑
な
形
と
な
る
。
四
段
の
も
の
で

は
訣
ら
ぬ
が
、
下
二
段
で
見
る
と
、
終
止
形
と
連
体
形
と
が
分
れ
て
複
雑
に

な
つ
て
居
る
。
其
を
刈
り
込
ん
で
単
純
な
形
に
整
へ
て
来
た
も
の
が
、
四
段

活
用
な
の
で
あ
る
。
併
し
、
言
葉
と
言
ふ
も
の
は
、
さ
う
し
た
所
で
、
他
の

点
か
ら
活
用
を
起
し
て
行
く
事
情
も
あ
る
。
さ
う
し
て
段
々
活
用
形
式
が
整
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う
て
来
る
の
で
あ
る
が
、
古
い
終
止
形
は
連
体
様
の
形
が
多
か
つ
た
。
其
を

刈
り
込
ん
だ
の
が
何
か
と
言
へ
ば
、
熟
語
の
動
詞
の
中
の
主
部
と
語
根
の
中
、

主
部
が
縮
小
し
て
出
来
た
語
尾
で
あ
つ
て
、
古
く
は
勿
論
意
味
の
あ
つ
た
も

の
な
る
こ
と
は
考
へ
ら
れ
る
。
今
の
人
の
考
へ
る
よ
り
も
、
更
に
複
雑
だ
つ

た
の
で
あ
る
が
、
と
に
も
か
く
に
も
終
止
形
は
語
尾
が
次
第
に
展
開
し
て
来

る
径
路
を
示
し
て
ゐ
る
も
の
と
言
う
て
よ
い
。

　
　
（
私
は
所
謂
、
動
詞
の
活
段
・
活
用
形
に
関
す
る
用
語
を
そ
の
ま
ゝ
使

　
　
ふ
に
は
、
満
足
し
き
れ
な
い
、
別
の
立
ち
場
に
立
つ
て
ゐ
る
も
の
で
す
。

　
　
併
し
、
か
う
し
た
小
論
文
に
、
一
々
こ
む
づ
か
し
く
名
目
に
こ
だ
は
つ

　
　
た
新
術
語
を
連
ね
て
、
一
々
そ
の
説
明
を
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
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つ
た
方
法
を
さ
け
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
　
其
と
共
に
、
お
断
り
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
あ
わ
た
ゞ
し
い

　
　
う
ち
の
筆
記
に
よ
つ
た
も
の
な
の
で
、
読
み
返
し
て
見
て
、
其
啓
蒙
式

　
　
な
書
き
方
に
な
つ
て
ゐ
る
の
に
驚
き
ま
し
た
、
こ
の
種
の
物
を
御
覧
に

　
　
な
る
大
方
諸
子
に
対
し
て
礼
を
失
し
た
気
が
ね
を
感
じ
ま
す
。
）
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