
パ
ロ
ー
ル
の
単
位
体
（
そ
の
二
）

一
言
語
的
特
徴
に
つ
い
て
一

梅

原

恭

則
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目　
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ロ
ー
ル
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位
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様
式

八　
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文
章
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し
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段
落

九　

理
解
行
為
に
於
け
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単
位
体

十　

価
値
評
価
と
言
語
研
究

七　

パ
ロ
…
ル
の
単
位
体
の
存
在
様
式

　
　
　
　

ω

　

パ
ロ
：
ル
の
単
位
体
の
本
質
は
、
四
（
前
事
）
で
述
べ
た
通
り
、
始
め
と
終

り
と
を
持
つ
一
区
切
り
の
行
為
だ
と
考
へ
ら
れ
る
。
パ
ロ
…
ル
言
語
行
為
に
於

い
て
、
表
現
者
は
、
自
ら
の
表
現
意
欲
に
従
っ
て
表
現
行
為
を
開
始
し
、
そ
れ

が
充
足
さ
れ
る
と
行
為
を
や
め
る
。
か
く
し
て
、
表
現
行
為
は
独
立
し
た
一
つ

の
行
為
と
な
る
訳
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
が
、
パ
ロ
ー
ル
の
単
位
体
に
な
る

の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
表
現
者
の
側
か
ら
言
へ
ぽ
、
さ
う
し
た
行
為
の
区
切
り
を
単
位
と

し
て
表
現
行
為
を
実
現
す
る
、
と
い
ふ
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
自
ら
の
行
為
が

独
立
し
た
一
つ
の
行
為
を
成
す
と
い
ふ
前
提
に
従
ひ
、
そ
れ
を
単
位
と
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
表
現
行
為
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

　

パ
ロ
ー
ル
の
単
位
体
は
、
こ
の
点
に
、
ラ
ン
グ
の
単
位
体
と
は
異
な
る
独
特

の
存
在
様
式
を
有
す
る
。
ラ
ン
グ
の
単
位
体
が
一
種
の
「
心
的
な
刻
印
」
（
S

M
m
・
一
〇
九
六
）
と
し
て
ラ
ン
グ
の
中
に
存
在
す
る
の
に
対
し
て
、
パ
ロ
ー

ル
の
単
位
体
は
、
本
質
的
に
、
行
為
の
区
切
り
と
い
ふ
、
パ
ロ
ー
ル
雷
語
行
為

に
前
提
的
に
存
在
す
る
纏
ま
り
な
の
で
あ
る
。

　

一
般
に
文
と
か
文
章
と
か
呼
ば
れ
て
み
る
も
の
は
、
か
う
し
た
行
為
の
実
現

に
よ
っ
て
物
質
化
さ
れ
た
言
葉
の
纏
ま
り
の
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

こ
〉
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
私
た
ち
が
聞
い
た
り
読
ん
だ
り
し

て
み
る
、
物
質
化
さ
れ
た
も
の
だ
け
が
文
や
文
章
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ

る
。

　

確
か
に
、
私
た
ち
の
眼
の
前
に
あ
る
の
は
、
話
さ
れ
書
か
れ
た
も
の
と
し
て

の
文
や
文
章
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
れ
だ
け
が
文
や
文
章
だ
と
考
へ
て
し
ま
ふ

こ
と
に
は
理
由
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
ま
た
、
さ
う
考
へ
て
も
、
そ
れ
程
の
不

都
合
は
起
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

　

し
か
し
、
文
や
文
章
は
、
厳
密
に
言
へ
ぽ
、
話
し
・
書
く
と
い
ふ
肉
体
的
な

行
為
の
実
現
に
先
立
っ
て
、
既
に
形
作
ら
れ
て
み
る
。
ソ
シ
ュ
…
ル
は
パ
ロ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

油
4

ル
を
精
神
的
行
為
と
生
理
的
行
為
と
に
一　

曝
し
て
み
る
が
、
パ
ロ
ー
ル
に
は
、

声
を
出
し
字
を
書
く
と
い
ふ
肉
体
的
・
生
理
的
な
行
為
に
先
立
っ
て
、
ラ
ン
グ
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を
材
料
と
し
そ
の
決
ま
り
に
従
っ
て
言
葉
の
纏
ま
り
を
形
作
る
と
い
ふ
精
神
的

・
心
理
的
な
行
為
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
文
や
文
章
は
そ
の
段
階
で
既
に
形

作
ら
れ
て
み
る
と
考
へ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
話
し
・
書
く
と
い
ふ
肉
体
的
な

行
為
は
そ
れ
を
物
質
化
す
る
に
過
ぎ
ず
、
私
た
ち
の
前
に
姿
を
現
し
た
文
や
文

章
は
、
さ
う
し
て
物
質
化
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
典
型
的
な
例
は
、
頭
の
中
で
考
へ
る
際
の
言
葉
で
あ
り
、
後
述
す
る
理

解
行
為
で
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
精
神
的
な
行
為
に
よ
っ
て
文
や
文
章

は
形
作
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
肉
体
的
な
行
為
を
伴
は
な
い
か
ら
、
物
質
化
さ
れ

た
文
や
文
章
は
姿
を
現
さ
な
い
の
で
あ
る
。

　

た
ゴ
し
、
両
者
を
一
々
区
別
す
る
の
は
却
っ
て
繁
雑
に
な
る
の
で
、
こ
の
稿

で
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
両
者
を
一
括
し
て
取
り
扱
ふ
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　

②

　

人
間
の
総
て
の
行
為
が
さ
う
で
あ
る
が
、
パ
ロ
ー
ル
は
「
個
人
の
行
為
」

（
S
M
1
1
二
六
〇
）
で
あ
る
（
前
稿
参
照
）
。
パ
ロ
ー
ル
言
語
行
為
は
、
特
定

の
場
面
で
特
定
の
行
為
者
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
は
、
そ
の
行
為
だ
け
が
持
つ
様
々
な
要
困
が
、
行
為
の
実
現
に
作
用

す
る
。
例
へ
ぽ
、
行
為
者
が
ど
ん
な
考
へ
方
を
す
る
人
で
、
そ
の
時
ど
の
や
う

な
心
理
状
態
に
あ
る
か
、
或
い
は
、
相
手
が
ど
ん
な
人
で
あ
り
、
ど
の
や
う
な

…
機
会
に
ど
ん
な
場
所
で
表
現
す
る
か
、
な
ど
〉
い
ふ
場
面
鱗
雲
囲
が
、
大
ぎ
く

作
用
す
る
だ
ら
う
。
ま
た
、
ど
の
や
う
に
順
序
立
て
》
表
現
す
る
か
と
い
ふ
表

現
内
容
に
基
づ
く
論
理
的
な
要
困
や
、
ど
う
表
現
す
る
の
が
効
果
的
か
と
い
ふ

や
う
な
伝
達
効
果
の
要
因
も
作
用
す
る
に
違
ひ
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
美

し
い
表
現
を
求
め
る
と
い
ふ
美
的
な
要
因
も
、
行
為
の
実
現
に
作
用
す
る
と
考

へ
ら
れ
る
。

　

し
か
し
て
、
そ
の
や
う
な
行
為
で
形
作
ら
れ
る
パ
ロ
ー
ル
の
単
位
体
も
、
そ

れ
ぞ
れ
が
個
と
し
て
の
独
自
性
を
持
つ
た
、
言
は
ゴ
個
性
的
な
存
在
だ
と
い
ふ

こ
と
に
な
る
。
各
々
の
行
為
に
独
自
の
要
因
が
作
用
し
て
み
る
か
ら
、
同
じ
く

文
で
あ
り
文
章
で
あ
っ
て
も
、
一
つ
一
つ
が
他
と
異
な
る
も
の
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
れ
は
、
極
め
て
・
王
観
的
な
も
の
で
も
あ
る
。
ど
ん
な
文
や
文
章
を

形
作
る
か
は
、
総
て
「
個
人
」
た
る
行
為
者
が
決
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
行
為

者
は
、
そ
の
行
為
特
有
の
要
因
の
作
用
を
受
け
る
が
、
そ
れ
に
ど
う
反
応
し
て

ど
ん
な
単
位
体
を
形
作
る
か
は
、
総
て
自
ら
の
主
観
に
従
っ
て
決
定
す
る
の
で

あ
る
（
前
盛
の
三
の
②
参
照
）
。

　

さ
て
、
奮
葉
が
意
味
の
表
出
を
目
的
と
す
る
こ
と
か
ら
言
へ
ぽ
、
そ
れ
は
、

総
て
の
単
位
体
が
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
意
味
を
持
っ
て
る
る
と
い
ふ
こ
と
に

外
な
ら
な
い
。

　
　

サ
ン
ス

　
　

意
味
は
個
人
の
言
語
活
動
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
要
素
か
ら
生
ま
れ
る
。

　

（
中
略
）
「
私
」
が
誰
で
あ
り
、
対
話
者
が
「
私
」
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る

　

人
か
、
発
話
時
が
い
つ
で
、
ど
こ
で
あ
る
か
、
そ
の
声
の
表
情
は
生
き
生
き

　

と
し
て
い
た
か
、
も
の
憂
げ
な
調
子
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
発
話
の
前
後
に
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

サ
ン
ス

　

の
よ
う
な
や
り
取
り
が
あ
っ
た
か
、
等
々
に
よ
っ
て
、
無
限
に
異
な
る
意
味

　

を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
。　
　
　
　
　
　
　

〈
文
献
7
・
三
四
四
頁
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

サ
ン
ス

　

こ
の
「
無
限
に
異
な
る
意
味
」
が
ど
れ
程
複
雑
・
微
妙
な
も
の
で
あ
る
か
は
、

改
め
て
欝
ふ
ま
で
も
な
い
で
あ
ら
う
。
私
た
ち
は
、
ご
く
普
通
の
会
話
で
も
、

相
手
の
意
図
を
誤
解
す
る
こ
と
が
少
く
な
い
し
、
そ
こ
に
籠
め
ら
れ
た
心
理
ま

で
理
解
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と　

藩
っ
て
も
良
い
だ
ら
う
。
ま
し
て
、
論

説
文
や
文
学
作
品
と
も
な
る
と
、
筆
者
の
意
図
や
思
想
は
お
ろ
か
、
そ
こ
に
書

o
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か
れ
て
る
る
こ
と
す
ら
中
々
把
握
出
来
な
い
で
る
る
の
で
あ
る
。

　

さ
う
し
た
こ
と
か
ら
言
へ
ぽ
、
文
や
文
章
の
意
味
を
理
解
し
尽
す
こ
と
は
、

ど
ん
な
人
に
も
出
来
な
い
と
思
は
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
思
っ
た
こ
と
を
そ

の
通
り
に
表
現
出
来
な
か
っ
た
り
、
自
分
の
言
葉
が
中
々
真
音
脚
を
伝
へ
な
か
っ

た
り
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
見
る
と
、
表
現
者
自
身
も
そ
れ
を
知
悉
し
て
み
る
と

は
言
へ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
「
言
葉
は
何
も
伝
へ
な
い
」
と
い
ふ
逆

説
は
、
こ
の
や
う
な
事
情
を
言
っ
て
み
る
も
の
と
思
は
れ
る
が
、
パ
ロ
；
ル
の

単
位
体
た
る
文
や
文
章
は
、
そ
れ
程
微
妙
な
、
客
観
的
に
は
捉
へ
や
う
の
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注
5

意
味
を
表
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

八　

文
・
文
章
、
そ
し
て
段
落

　
　
　
　

ω

　

一
区
切
り
の
言
語
行
為
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
の
は
、
文
で
あ
る
。
そ
の
点

で
文
は
最
も
典
型
的
な
パ
・
；
ル
の
単
位
体
な
の
で
あ
る
が
、
文
で
は
、
意
味

的
な
統
一
性
と
完
結
性
が
ラ
ン
グ
の
規
則
（
文
法
）
に
規
定
さ
れ
て
る
る
こ
と

も
重
要
で
あ
る
。
パ
ロ
ー
ル
の
単
位
体
は
意
味
上
の
統
一
・
完
結
体
と
し
て
形

作
ら
れ
る
か
ら
、
そ
こ
に
ラ
ン
グ
に
よ
る
規
定
を
持
つ
か
持
た
な
い
か
は
、
パ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注
6

ロ
ー
ル
の
単
位
体
と
し
て
は
重
要
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

三
の
②
で
も
指
摘
し
た
通
り
、
文
を
形
作
る
の
は
行
為
者
で
あ
り
、
文
法
が

文
の
総
て
を
規
定
し
て
み
る
訳
で
は
な
い
か
ら
、
総
て
の
文
が
文
法
通
り
に
統

一
さ
れ
完
結
す
る
訳
で
は
な
い
。
続
く
形
式
で
終
っ
た
り
、
切
れ
る
形
で
続
い

た
り
す
る
文
が
、
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
逆
に
、
文

に
続
く
形
式
と
切
れ
る
形
式
と
が
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
み
る
。
私
た
ち
ぱ
、

そ
れ
ら
の
形
式
に
従
っ
て
文
を
形
作
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
、
文
の
統

一
・
完
結
性
は
文
法
規
則
に
規
定
さ
れ
て
る
る
、
と
言
っ
て
も
良
い
。
即
ち
、

文
は
、
一
区
切
り
の
行
為
で
形
作
ら
れ
る
と
〉
も
に
、
そ
の
意
味
的
な
統
一
性

と
完
結
性
が
ラ
ソ
グ
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
み
る
単
位
体
な
の
で
あ
る
。

　
　

文
が
完
結
体
で
あ
る
の
は
、
構
文
法
と
い
う
文
法
規
則
を
充
足
す
る
点
に

　

お
い
て
で
あ
り
、
文
法
規
則
は
客
観
的
に
記
述
さ
れ
る
。　
　
　

〈
文
献
1
7
＞

　

そ
れ
に
対
し
て
、
文
章
は
、
一
区
切
り
の
行
為
た
る
幾
つ
か
の
文
を
、
よ
り

大
き
な
行
為
と
し
て
統
一
す
る
こ
と
で
形
作
ら
れ
る
。
寄
稿
で
、
文
を
パ
ロ
ー

ル
で
の
最
も
基
本
的
な
単
位
体
と
し
（
五
）
、
文
章
を
一
文
完
結
文
の
延
長
な

い
し
拡
大
さ
れ
た
も
の
と
称
し
た
や
う
に
（
六
）
、
文
章
は
、
一
纏
ま
り
の
行

為
で
形
作
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
単
位
体
と
し
て
の
存
立
の
根
拠
を
行
為
の
区

切
り
そ
の
も
の
に
求
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
ら
ば
、
文
章
の
単
位
体
と
し
て
の
根
拠
は
、
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
だ
ら

う
か
。
文
章
が
幾
つ
か
の
文
の
統
一
体
と
し
て
形
作
ら
れ
る
こ
と
か
ら
見
て
、

そ
れ
は
、
文
の
そ
れ
と
は
異
な
る
、
文
章
と
し
て
の
意
味
的
統
…
性
と
完
結
性

に
求
め
る
し
か
な
い
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
点
で
も
、
文
章
に
は
確
た

る
根
拠
が
な
い
。
意
味
的
統
一
性
と
完
結
性
を
保
証
す
べ
き
面
上
形
式
を
持
っ

て
る
な
い
の
で
あ
る
。

　

先
に
完
結
性
に
つ
い
て
書
へ
ぽ
、
文
章
の
完
結
を
保
証
す
べ
き
言
語
形
式
は

存
在
し
な
い
。
文
章
の
完
結
を
示
す
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
事
実
は
、
文
章
末
で
文

の
連
鎖
が
終
っ
て
み
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
そ
れ
も
、
行
為
が
そ
こ
で

途
切
れ
た
と
い
ふ
事
実
の
結
果
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
文
章
末
尾
に
あ
る
の
は
、

文
章
末
に
位
置
す
る
文
の
終
止
形
式
で
あ
っ
て
、
文
章
と
し
て
の
末
毘
形
式
で

ぱ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　

文
章
は
、
表
現
者
が
自
分
の
意
識
に
お
い
て
完
結
を
認
め
た
時
に
完
結
す

＝
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る
。
文
章
の
完
結
を
証
す
る
客
観
的
規
則
は
記
述
し
が
た
い
。　

〈
文
献
1
7
＞

　

従
っ
て
、
終
り
の
は
っ
き
り
し
な
い
文
章
は
少
く
な
い
。
特
に
話
し
言
葉
で

は
、
話
し
終
っ
た
の
か
ど
う
か
判
ら
な
か
っ
た
り
、
終
っ
た
や
う
で
み
て
な
ほ

だ
ら
だ
ら
と
続
く
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
普
通
に
起
る
こ
と
で
あ
る
。
書
き

言
葉
も
同
じ
で
、
夏
目
漱
石
が
『
吾
輩
ぱ
猫
で
あ
る
』
を
一
驚
で
終
り
に
す
る

つ
も
り
で
書
い
た
の
が
、
好
評
な
の
で
第
二
回
以
下
を
書
き
継
い
だ
と
い
ふ
話

な
ど
は
、
そ
の
端
的
な
例
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
統
一
性
、
即
ち
、
一
旦
完
結
し
た
文
同
士
が
ど
う
連
結
さ
れ
、

そ
れ
ら
が
ど
の
や
う
に
し
て
一
つ
に
纏
め
ら
れ
る
か
、
と
い
ふ
点
に
つ
い
て
は

ど
う
だ
ら
う
か
。

　

文
章
の
部
分
と
し
て
文
章
構
成
の
為
に
働
く
文
章
構
成
文
は
、
指
示
語
や
接

続
語
に
代
表
さ
れ
る
、
相
互
に
連
結
す
べ
き
機
能
（
連
文
的
機
能
）
を
持
っ
て

る
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
連
文
的
機
能
を
持
た
な
い
語
も
、
臨
時
の
連
文
的

機
能
を
託
さ
れ
る
こ
と
が
少
く
な
い
。
例
へ
ぽ
、

　
　

⑭
科
学
と
芸
術
は
遠
い
や
う
で
近
い
。
近
い
と
ど
う
し
て
言
へ
る
か
。

　

で
は
、
「
近
い
し
と
い
ふ
同
語
の
反
復
に
よ
っ
て
、
第
二
文
の
「
近
い
」
が

臨
時
の
連
文
単
機
能
を
果
し
て
み
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
第
一
文
と
第
二
文
と

が
同
じ
事
柄
に
つ
い
て
の
表
現
で
あ
る
こ
と
〉
、
第
二
文
で
の
「
近
い
」
が

「
科
学
と
芸
術
が
近
い
」
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
こ
と
が
、
示
さ
れ
て
み
る
の
で

あ
る
（
文
献
1
9
・
2
0
）
。

　

し
か
し
、
前
者
は
精
々
幾
つ
か
の
文
同
士
を
連
結
す
る
に
止
ま
る
し
、
後
者

は
あ
く
ま
で
も
臨
時
の
機
能
で
あ
っ
て
、
文
と
文
と
の
連
結
を
規
定
す
る
形
式

と
は
雷
へ
な
い
。
つ
ま
り
、
文
同
士
の
連
結
に
限
っ
て
も
、
言
語
形
式
に
よ
る

規
定
が
あ
る
と
は
奮
ひ
難
い
の
で
あ
っ
て
、
文
章
全
体
の
統
一
に
至
っ
て
ぱ
、

何
の
規
定
も
な
い
と
言
は
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　

思
想
上
の
つ
な
が
り
を
除
い
て
は
、
文
法
上
の
文
を
結
び
合
せ
て
一
つ
の

　

文
章
を
形
づ
く
る
き
つ
な
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。　
　

〈
文
献
2
1
＞

　

以
上
、
要
す
る
に
、
文
章
に
は
そ
の
意
味
的
統
一
性
と
完
結
性
を
保
証
す
べ

き
隠
語
形
式
は
な
い
の
で
あ
り
、
文
章
は
パ
ロ
ー
ル
の
単
位
体
と
し
て
の
存
立

を
確
実
に
保
証
す
る
も
の
〉
な
い
単
位
体
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
文
章
は
、

些
か
に
、
文
の
連
鎖
が
途
切
れ
て
み
る
と
い
ふ
形
態
上
の
指
標
と
、
そ
こ
に　

纏
ま
り
の
意
味
内
容
が
表
現
さ
れ
て
み
る
と
い
ふ
意
味
的
判
断
だ
け
に
よ
っ
て
、

単
位
体
と
し
て
存
立
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

②

　

こ
の
や
う
な
違
ひ
は
あ
る
が
、
文
と
文
章
と
は
、
と
も
に
パ
ロ
…
ル
言
語
行

為
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
単
位
体
で
あ
る
。
パ
・
ー
ル
言
語
行
為
は
、
文
を
単
位

と
し
て
、
或
い
は
、
一
文
だ
け
で
表
現
し
切
れ
な
い
場
合
は
、
文
章
を
単
位
と

し
て
、
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
前
稿
の
六
参
照
）
。

　

そ
れ
で
は
、
段
落
は
ど
う
だ
ら
う
か
。
段
落
は
、
文
と
文
章
と
の
中
間
的
な

区
切
り
と
し
て
設
定
さ
れ
る
が
、
設
定
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
パ
ロ
ー

ル
の
単
位
体
と
は
考
へ
に
く
い
。
従
来
の
取
り
扱
ひ
も
、
一
定
し
て
み
る
と
は

言
ひ
難
い
の
で
あ
る
。

　
　

言
語
単
位
は
広
義
に
は
上
位
と
し
て
言
語
作
品
の
一
編
、
文
章
の
段
落
な

　

ど
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
実
際
の
分
析
に
は
上
位
か
ら
、
文
・
句
・
文
節
・
語

　

・
形
態
素
・
モ
ー
ラ
・
音
素
な
ど
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

〈
文
献
2
の
「
雷
語
単
位
」
の
項　

加
藤
正
信
氏
担
当
〉

　

し
か
し
、
段
落
も
、
外
な
ら
ぬ
パ
ロ
…
ル
轡
語
行
為
に
於
い
て
、
一
纏
ま
り

の
行
為
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
な
り
に
意
昧
内
容
の
纏
ま
り
を

琶
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持
ち
、
普
通
は
改
行
な
ど
で
形
式
的
に
も
明
示
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
で
は
、

文
章
と
何
ら
変
り
が
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
主
観
性
の
強
い
随
時
の
存
在

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
段
落
も
パ
ロ
ー
ル
の
単
位
体
だ
と
考
へ
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
段
落
と
呼
ぶ
べ
き
行
為
の
区
切
り
が
前
提
的
に
考
へ
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、

行
為
者
は
段
落
を
形
作
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　

段
落
ぱ
、
文
章
が
数
多
く
の
文
で
構
成
さ
れ
る
場
合
に
設
定
さ
れ
る
が
、
設

定
の
原
理
は
、
長
文
を
幾
つ
か
の
短
文
に
分
け
て
文
章
に
す
る
の
と
同
じ
で
あ

る
（
前
稿
の
六
の
②
参
照
）
。
文
章
が
多
く
の
文
で
構
成
さ
れ
る
と
、
そ
の

ま
》
で
は
全
体
の
内
容
把
握
が
困
難
に
な
る
か
ら
、
中
間
的
な
区
切
り
を
設
定

し
て
、
全
体
を
く
文
←
段
落
←
文
章
V
の
や
う
に
組
織
化
し
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。

　

従
っ
て
、
更
に
大
規
模
な
文
章
で
は
、
段
階
差
の
あ
る
何
種
類
か
の
段
落
設

定
が
必
要
に
な
る
。
「
大
段
落
」
「
小
段
落
」
や
「
部
」
「
章
し
「
節
」
「
項
」
な

ど
は
、
さ
う
し
た
段
落
の
一
種
と
考
へ
ら
れ
る
。

九　

理
解
行
為
に
於
け
る
単
位
体

　
　
　
　

ω

　

こ
〉
ま
で
は
専
ら
表
現
行
為
に
於
け
る
単
位
体
に
つ
い
て
考
へ
て
き
た
が
、

理
解
行
為
で
の
単
位
体
に
つ
い
て
も
考
へ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

表
現
行
為
と
理
解
行
為
と
は
、
本
来
、
別
個
の
行
為
者
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ

る
、
全
く
別
の
行
為
で
あ
る
。
従
っ
て
、
表
現
行
為
の
実
現
に
よ
っ
て
形
作
ら

れ
る
単
位
体
と
理
解
行
為
で
の
単
位
体
と
は
、
別
の
存
在
だ
と
考
へ
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
前
者
を
表
現
体
と
呼
び
、
後
者
を
理
解
体
と
呼
ぶ
こ
と

に
す
る
と
、
表
現
体
に
文
・
段
落
・
文
章
と
い
ふ
単
位
体
が
あ
る
の
と
同
様
に
、

理
解
体
に
も
理
解
体
と
し
て
の
文
・
段
落
・
文
章
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

、
表
現
行
為
の
単
位
体
（
表
現
体
）　

文
章
。
段
落
。
文

　

〆
理
解
行
為
の
単
位
体
（
理
解
体
）　

文
章
・
段
落
・
文

　

し
か
し
、
表
現
行
為
が
理
解
行
為
に
先
行
す
る
と
い
ふ
点
で
、
両
者
は
必
ず

し
も
対
等
で
は
な
い
。
理
解
行
為
は
、
表
現
行
為
の
存
在
を
前
提
と
し
、
そ
こ

で
形
作
ら
れ
た
文
や
文
章
を
対
象
と
し
て
成
立
す
る
か
ら
、
表
現
行
為
で
の
文

や
文
章
に
拘
束
さ
れ
る
。
先
決
権
は
表
現
体
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
理
解
体
で

理
想
と
さ
れ
る
の
は
、
表
現
体
に
一
致
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
一

般
の
理
解
行
為
で
も
、
少
く
と
も
量
的
に
は
、
両
者
ぱ
一
致
す
る
の
が
普
通
で

あ
る
。

　

表
現
行
為
が
文
や
文
章
な
ど
を
作
り
出
す
の
に
対
し
て
、
理
解
行
為
が
外
的

な
形
を
成
さ
な
い
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
解
行
為
で
も
行

為
の
区
切
り
は
存
在
す
る
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
言
葉
の
纏
ま
り
、
即
ち
理

解
体
も
形
作
ら
れ
る
。
し
か
し
、
理
解
行
為
は
精
神
的
な
行
為
た
る
に
止
ま
る

か
ら
、
理
解
行
為
で
形
作
ら
れ
た
単
位
体
も
、
行
為
者
の
脳
裏
に
浮
ぶ
だ
け
に

止
ま
る
の
で
あ
る
。

　
　

受
容
者
の
言
語
活
動
は
、
つ
ね
に
内
的
な
も
の
だ
か
ら
、
手
が
か
り
と
す

　

る
雪
語
の
か
た
ち
が
な
い
。　
　
　
　
　
　

〈
文
献
2
2
、
六
一
〜
六
二
頁
〉

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
理
解
体
と
し
て
の
文
や
文
章
な
ど
の
存
在
は
、
ほ
と

ん
ど
注
意
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
表
現
体
と
し
て
の
文
や
文
章
だ
け
が
、
パ
ロ

ー
ル
の
単
位
体
と
考
へ
ら
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
行
為
者
の
脳
裏
に
浮
ぶ
だ
け
の
存
在
で
は
あ
っ
て
も
、
理
解
行
為

が
表
現
行
為
と
は
別
個
の
行
為
で
あ
る
以
上
、
理
解
体
の
存
在
を
否
定
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
理
解
行
為
は
表
現
体
に
添
っ
て
実
現
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
私

藍
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た
ち
が
話
の
途
中
で
聞
く
の
を
や
め
た
り
、
本
を
部
分
的
に
読
ん
だ
り
す
る
こ

と
か
ら
も
判
る
や
う
に
、
表
現
体
と
理
解
体
は
一
致
し
な
い
場
合
も
あ
る
の
で

あ
る
。

　

そ
の
や
う
な
場
合
、
理
解
行
為
は
、
そ
の
時
聞
い
た
り
読
ん
だ
り
し
た
部
分

だ
け
を
対
象
と
し
て
成
立
す
る
。
と
す
れ
ぽ
、
そ
の
理
解
行
為
で
は
、
そ
の
部

分
だ
け
で
単
位
体
（
理
解
体
）
が
形
作
ら
れ
る
と
考
へ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
表
現
体
の
一
部
だ
け
が
理
解
体
に
な
る
訳
で
あ
る
が
、
こ
の
や
う
な

ず
れ
が
最
も
顕
著
な
の
は
段
落
で
あ
る
。
表
現
者
の
設
定
し
た
段
落
を
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注
7

通
り
に
区
切
っ
て
理
解
し
な
い
こ
と
が
少
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

②

　

理
解
体
と
表
現
体
と
が
別
の
存
在
だ
と
す
る
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
理

解
体
と
し
て
の
意
味
的
統
一
・
完
結
性
や
そ
の
個
性
も
、
表
現
体
の
そ
れ
と
は

異
な
る
こ
と
に
な
る
。
理
想
は
と
も
か
く
と
し
て
、
表
現
体
を
ど
の
や
う
に
理

解
す
る
か
は
理
解
者
の
自
由
で
あ
っ
て
、
ど
う
聞
い
て
も
ど
う
読
ん
で
も
、
理

解
体
は
そ
の
通
り
に
形
作
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

「
書
く
・
話
す
」
と
い
う
表
現
活
動
に
よ
る
「
意
味
」
の
表
現
と
、
応
じ

　

て
「
読
む
・
聞
く
」
と
い
う
理
解
活
動
に
よ
っ
て
理
解
す
る
そ
の
「
意
味
」

　

と
は
、
理
想
と
し
て
は
同
じ
で
あ
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り

　

に
し
ぼ
し
ぼ
、
決
し
て
同
じ
で
は
な
い
。　
　
　
　
　

〈
文
献
2
2
、
三
五
頁
〉

　

し
か
し
、
意
味
的
統　

・
完
結
性
も
個
性
も
、
理
解
体
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん

ど
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
文
学
作
品
の
解
釈
が
問
題
に
な
っ
た
り
、
文

章
の
読
解
法
が
説
か
れ
た
り
し
て
は
み
る
が
、
そ
れ
ら
も
理
解
行
為
や
理
解
体

そ
の
も
の
を
問
題
に
し
た
も
の
で
は
な
い
と
思
は
れ
る
。

　

理
由
は
簡
単
で
、
理
解
体
が
心
的
存
在
に
止
ま
る
か
ら
、
取
り
上
げ
や
う
が

な
い
の
で
あ
る
。
理
解
は
表
現
と
一
致
す
べ
き
だ
と
す
る
、
理
想
論
な
い
し
は

教
育
的
観
点
か
ら
の
意
識
も
、
こ
〉
に
は
働
い
て
み
る
。
一
致
す
べ
き
も
の
な

の
だ
か
ら
、
強
い
て
表
現
体
と
は
別
に
理
解
体
を
認
め
、
そ
の
意
味
的
統
一
・

完
結
性
や
個
性
な
ど
を
問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
、
と
い
ふ
訳
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
既
に
明
ら
か
な
や
う
に
、
表
現
行
為
で
の
単
位
体
と
理
解
行
為
で

の
そ
れ
と
は
、
分
け
て
考
へ
る
必
要
が
あ
る
。
段
落
の
把
握
に
典
型
的
に
伺
は

れ
る
や
う
に
、
両
者
が
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
る
な
い
こ
と
が
、
パ
ロ
…
ル
の

単
位
体
の
正
確
な
認
識
を
阻
む
要
因
に
な
っ
て
み
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
両
者

を
明
確
に
区
別
し
て
初
め
て
、
そ
れ
ら
の
認
識
も
可
能
だ
ら
う
し
、
そ
こ
か
ら
、

理
解
行
為
そ
の
も
の
〉
解
明
へ
の
方
途
も
見
出
し
得
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

十　

価
値
評
価
と
言
語
研
究

　
　
　
　

ω

　

既
に
触
れ
た
通
り
、
パ
ロ
ー
ル
は
人
間
の
総
て
の
行
為
と
共
通
す
る
点
を
持

っ
て
る
る
が
、
パ
ロ
ー
ル
の
単
位
体
は
、
そ
の
点
で
手
作
り
の
陶
器
と
何
ら
変

り
が
な
い
。
手
作
り
の
陶
器
が
一
つ
一
つ
別
の
作
業
で
作
り
出
さ
れ
、
ど
れ
一

つ
と
し
て
同
じ
陶
器
が
な
い
の
と
同
じ
く
、
パ
ロ
ー
ル
の
単
位
体
も
「
記
入
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

サ
ン
ス

行
為
」
で
形
作
ら
れ
、
各
々
が
「
無
限
に
異
な
る
意
味
」
を
表
す
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
れ
は
、
文
や
文
章
な
ど
に
も
、
そ
れ
を
生
み
出
す
表
現
・
理
解
の

行
為
に
も
、
手
作
り
の
陶
器
の
場
合
と
周
じ
く
、
他
と
の
違
ひ
が
あ
り
、
そ
こ

に
出
来
の
善
し
悪
し
と
か
美
醜
な
ど
〉
い
っ
た
差
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
外
な

ら
な
い
。
パ
ロ
ー
ル
や
そ
の
単
位
体
は
、
そ
の
意
味
で
は
、
一
種
の
美
的
な
存

在
だ
と
も
雷
ひ
得
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
て
、
手
作
り
の
陶
器
が
さ
う
で
あ
る
や
う
に
、
表
現
・
理
解
の
行
為

隔
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も
文
や
文
章
な
ど
も
、
善
し
悪
し
、
美
醜
な
ど
の
観
点
か
ら
価
値
評
価
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
話
し
方
が
し
っ
か
り
し
て
み
る
と
か
、
文
章
の
纏
ま
り
が
悪
い

な
ど
〉
い
ふ
や
う
な
評
価
を
、
避
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　

五
の
②
（
野
薄
）
で
触
れ
た
「
表
現
と
し
て
の
錬
成
度
」
も
、
さ
う
し
た
価

値
評
価
の
一
種
だ
と
雷
っ
て
良
い
。
私
た
ち
は
ご
く
普
通
に
、
他
人
の
文
章
を

論
っ
た
り
、
も
の
言
ひ
を
批
判
し
た
り
す
る
が
、
意
識
す
る
か
し
な
い
か
は
別

に
し
て
、
私
た
ち
は
常
に
、
耳
に
す
る
書
葉
の
美
醜
を
聞
き
分
け
、
眼
に
す
る

文
章
の
善
し
悪
し
を
感
じ
取
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
手
作
り
の
陶
器
に
対
す
る
評
価
が
必
ず
し
も
一
定
し
な
い
や
う
に
、

パ
μ
i
ル
に
対
す
る
価
値
評
価
も
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
。
文
学
作
品
が
全

く
異
な
る
評
価
を
受
け
る
こ
と
は
少
く
な
い
し
、
時
に
は
そ
れ
を
巡
っ
て
論
争

が
起
き
た
り
も
し
て
み
る
。
多
く
の
人
が
共
鳴
す
る
や
う
な
安
定
し
た
価
値
評

価
が
成
り
立
ち
得
る
こ
と
は
確
か
だ
と
し
て
も
、
一
方
で
は
こ
の
や
う
な
評
価

の
相
違
が
普
通
に
起
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
価
値
評
価
も
「
個
入
の
行
為
」
で
あ
り
、
そ
の
基
準
が
一
人
一
人

異
な
っ
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
そ
れ
は
更
に
、
個
々
人
の
言
語
感

覚
・
文
章
感
覚
と
で
も
雪
岡
ふ
べ
き
も
の
に
由
来
す
る
。
言
は
ゴ
私
た
ち
は
、
自

分
の
言
語
感
覚
を
基
に
し
て
言
語
行
為
や
文
章
な
ど
を
評
価
し
て
み
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
意
味
で
価
値
評
価
は
主
観
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

価
値
評
価
は
、
理
解
行
為
に
対
し
て
も
行
は
れ
る
。
文
章
の
読
解
法
が
閤
題

に
さ
れ
た
り
、
話
の
聞
き
方
が
悪
い
と
嗜
め
ら
れ
た
り
す
る
の
は
、
そ
の
例
で

あ
る
。
た
ゴ
、
理
解
体
は
形
を
成
さ
な
い
か
ら
、
理
解
体
と
し
て
の
文
や
文
章

に
対
す
る
価
値
評
価
は
、
実
際
上
不
可
能
に
近
い
。
勿
論
、
理
解
し
た
こ
と
、

つ
ま
り
、
理
解
体
を
書
き
表
す
こ
と
は
出
来
る
。
し
か
し
、
さ
う
し
て
書
き
表

さ
れ
た
も
の
は
既
に
理
解
体
と
は
言
ひ
難
い
。
そ
れ
に
対
す
る
価
値
評
価
を
、

理
解
体
に
対
す
る
価
値
評
価
と
は
言
へ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

②

　

価
値
評
価
で
は
、
文
・
文
章
・
段
落
の
取
り
扱
ひ
の
違
ひ
に
も
触
れ
て
お
く

必
要
が
あ
る
。
専
ら
文
章
だ
け
が
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
文
や
段
落
は

余
り
問
題
に
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

段
落
と
文
章
構
成
文
が
価
値
評
価
の
対
象
に
な
り
に
く
い
の
は
、
そ
れ
ら
が

文
章
の
部
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
部
分
は
部
分
た
る
故
に
、
全
体
の
評
価
に
際
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
単
独
で
価
値
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
の
で
あ
る
。

　

一
文
完
結
文
と
文
章
は
価
値
評
価
の
対
象
に
な
る
が
、
一
文
完
結
文
で
対
象

と
さ
れ
る
の
は
、
俳
句
や
短
歌
く
ら
み
で
あ
る
。
文
は
、
意
味
的
統
一
・
完
結

性
が
文
法
形
式
で
保
証
さ
れ
て
み
る
か
ら
、
そ
れ
以
上
の
「
無
限
に
異
な
る

サ
ン
ス

意
味
」
が
問
題
に
な
る
俳
句
や
短
歌
以
外
は
、
価
値
評
価
の
対
象
と
し
て
取
り

上
げ
に
く
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
文
章
は
、
文
同
士
の
連
結
・
統
一
や
完
結
を
保
証
す
る
言

語
形
式
が
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
の
総
て
が
表
現
者
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。
文

字
通
り
「
無
限
に
異
な
る
」
文
章
構
成
が
可
能
だ
と
も
書
ひ
得
る
訳
で
、
そ
の

分
だ
け
価
値
評
価
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
や
す
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

㈹

　

単
位
体
の
価
値
評
価
は
、
言
語
研
究
や
国
語
教
育
に
も
重
要
な
関
は
り
が
あ

る
。
パ
ロ
；
ル
の
性
質
や
機
能
の
解
明
に
も
そ
の
習
得
に
も
単
位
体
の
認
識
は

不
可
欠
で
あ
る
が
、
パ
ロ
ー
ル
は
必
然
的
に
価
値
評
価
を
伴
ふ
も
の
だ
か
ら
、

価
値
評
価
の
問
題
を
無
視
し
て
研
究
や
教
育
を
行
ふ
こ
と
は
不
可
能
だ
と
思
は

五
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れ
る
の
で
あ
る
。

　

研
究
や
教
育
は
、
…
般
的
に
は
、
対
象
に
対
す
る
客
観
的
・
普
遍
的
な
説
明

を
求
め
る
も
の
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ら
う
。
と
す
れ
ぽ
、
パ
ロ
…
ル
の
研
究
や

教
育
に
付
随
す
る
価
値
評
価
も
、
観
察
者
の
側
か
ら
の
客
観
的
評
価
で
な
げ
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
赫
然
、
理
想
的
な
価
値
評
価
と

い
ふ
こ
と
で
も
あ
る
。
何
故
な
ら
、
ど
こ
に
も
誤
り
の
な
い
理
想
的
な
評
価
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、
誰
も
が
そ
れ
を
納
得
し
得
る
し
、
さ
う
で
あ
っ
て
初
め
て
、

そ
れ
は
客
観
的
・
普
遍
的
な
価
値
評
価
た
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
パ
ロ
ー
ル
の
研
究
や
教
育
で
は
、
客
観
的
か
つ
理
想
的
な
価
値

評
価
が
必
要
に
な
る
訳
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
極
め
て
困
難
だ
と
言
は
ざ
る
を
得

な
い
。
パ
ロ
ー
ル
の
単
位
体
は
、
既
に
触
れ
た
通
り
、
「
個
人
の
行
為
」
の
産

物
で
あ
り
、
「
無
限
に
異
な
る
」
複
雑
・
微
妙
な
意
味
を
表
す
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
や
う
な
文
や
文
章
を
完
全
に
理
解
す
る
こ
と
自
体
、
不
可
能
だ
と

言
は
ざ
る
を
得
な
い
。
更
に
、
そ
の
上
で
行
は
れ
る
価
値
評
価
も
、
本
来
、
個

人
の
雷
語
感
覚
に
基
づ
く
主
観
的
な
行
為
で
あ
っ
て
、
客
観
性
や
理
想
性
と
は

相
容
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
ラ
ン
グ
と
パ
ロ
：
ル
と
を
峻
別
し
、
ラ
ン
グ
の
言
語
学
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

泣
8

パ
ロ
ー
ル
の
書
語
学
に
は
全
く
別
の
理
論
を
必
要
と
す
る
と
指
摘
し
た
が
、
そ

の
後
の
彼
の
理
論
は
ラ
ン
グ
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
る
る
。
そ
の
最
大
の
原
因

は
、
パ
ロ
ー
ル
の
本
質
が
人
間
の
行
為
に
あ
る
と
い
ふ
事
実
に
存
す
る
と
考
へ

ら
れ
る
が
、
パ
ロ
ー
ル
の
単
位
体
の
研
究
や
教
育
に
於
け
る
最
も
大
き
な
困
難

は
、
文
や
文
章
が
価
値
評
価
を
必
然
的
に
伴
ひ
、
そ
こ
に
文
字
通
り
理
想
た
る

に
止
ま
る
客
観
性
と
理
想
性
を
求
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
い
ふ
点
に
あ
る

と
考
へ
ら
れ
る
。

　

パ
ロ
ー
ル
の
単
位
体
に
対
し
て
は
、
文
章
論
・
文
体
論
な
ど
〉
い
っ
た
様
々

の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
を
り
、
さ
う
し
て
得
ら
れ
た
知
見
を
基
に
し
て
国
語
教

育
が
実
施
さ
れ
て
み
る
。
そ
こ
で
は
、
い
は
ゆ
る
文
章
論
の
や
う
に
、
ラ
ン
グ

に
関
は
る
部
分
だ
け
を
対
象
と
し
て
の
研
究
も
多
く
試
み
ら
れ
て
み
る
や
う
だ

し
、
国
語
教
育
で
は
そ
の
部
分
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
み
る
や
う
に
思
は
れ

る
。
し
か
し
、
パ
ロ
ー
ル
の
単
位
体
が
価
値
評
価
と
切
り
離
し
て
取
り
扱
へ
な

い
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
で
も
、
価
値
評
価
の
問
題
を
全
く
無
視
し
て
取
り

扱
ふ
こ
と
は
不
可
能
だ
と
考
へ
ら
れ
る
。

　

パ
ロ
ー
ル
の
単
位
体
に
対
す
る
研
究
や
教
育
は
、
ど
う
し
て
も
、
研
究
者
や

教
師
自
身
の
主
観
に
立
脚
し
た
価
値
評
価
を
、
何
ら
か
の
点
で
含
ま
ざ
る
を
得

な
い
し
、
そ
こ
に
客
観
性
を
求
め
る
と
い
ふ
理
想
を
追
は
ざ
る
を
得
な
い
も
の

だ
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
　

注

4　

「
次
の
事
象
は
実
入
、
あ
る
い
は
パ
ロ
…
ル
に
属
す
る
。

　
　
　

㈲
発
声
作
用
の
す
べ
て

　
　

㈲
結
合
の
す
べ
て
一
意
志
に
基
づ
く
す
べ
て
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
手
稿
ニ
ニ
・
三
三
三
い
）

5　

林
四
郎
氏
（
文
献
1
7
）
は
、
表
現
内
容
（
意
味
）
に
明
示
的
な
内
容
と
暗
示
的

　

な
内
容
と
が
あ
り
、
暗
示
的
な
内
容
が
曖
昧
で
捉
へ
難
い
こ
と
、
文
章
の
背
後
に

　

は
表
現
者
の
息
吹
き
や
気
配
ま
で
も
が
存
在
し
て
み
る
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
て

　

を
ら
れ
る
。

6　

時
枝
誠
記
氏
（
文
献
綿
）
は
、
文
の
性
質
を
規
定
す
る
条
件
と
し
て
、
「
異
体

　

的
な
思
想
の
表
現
で
あ
る
こ
と
」
と
〉
も
に
、
「
統
一
性
が
あ
る
こ
と
」
「
完
結
性

　

が
あ
る
こ
と
偏
を
挙
げ
て
を
ら
れ
る
。

7　

文
章
論
で
は
段
落
設
定
の
個
人
差
を
ど
う
処
理
す
る
か
穿
課
題
の
〜
つ
に
な
つ

妄



　

て
を
り
、
段
落
に
つ
い
て
の
種
々
の
考
へ
方
が
提
案
さ
れ
て
る
る
。
代
表
的
な
意

　

見
に
、
筆
者
の
段
落
・
文
章
の
段
落
・
読
者
の
段
落
に
三
分
し
て
考
へ
る
も
の
や
、

　

改
行
な
ど
で
示
さ
れ
た
形
式
上
の
区
切
り
を
段
落
と
呼
び
、
そ
れ
と
は
別
に
形
態

　

・
意
味
・
機
能
の
面
か
ら
の
総
合
的
な
区
切
り
を
考
へ
て
、
そ
れ
を
文
段
と
呼
ぶ

　

意
見
な
ど
が
あ
る
。
（
文
献
2
3
・
2
4
参
照
）

8　
　

「
両
者
（
引
用
者
注
、
ラ
ン
グ
と
パ
ロ
ー
ル
）
の
特
質
が
あ
ま
り
に
も
似
通
っ

　

て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
理
論
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
も
事
実
で
あ

る
。
」
（
S
M
m
三
西
二
）
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文
献

17

@
林
四
郎
氏
「
文
章
の
伝
達
論
」
（
『
言
語
』
昭
相
五
三
年
五
月
）

！8

@
時
枝
誠
記
氏
『
日
本
文
法
・
口
語
篇
』
昭
和
二
五
年
九
月
、
岩
波
書
店

！9

@
仁
田
義
雄
氏
「
『
文
の
文
法
』
か
ら
『
文
を
越
え
る
文
法
』
へ
i
『
後
日
大

　

阪
へ
行
っ
た
』
の
有
す
る
連
文
機
能
を
め
ぐ
っ
て　
　

」
（
『
佐
藤
喜
代
治
教
授
退

　

官
記
念
国
語
学
論
集
』
昭
和
五
一
年
六
月
、
桜
楓
社
）

20

@
長
田
久
男
氏
『
国
語
連
文
論
』
昭
和
五
九
年
五
月
、
和
泉
書
院

21

@
佐
藤
喜
代
治
氏
「
文
章
論
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
国
語
学
』
昭
和
二
九
年
八

　

月
）

22

@
筥
地
裕
氏
『
新
版
文
論
e
』
昭
和
五
四
年
＝
月
、
明
治
書
院

23

@
永
野
賢
氏
『
文
章
論
総
説
』
昭
和
六
一
年
五
月
、
朝
倉
書
店

24

@
佐
久
間
ま
φ
み
氏
「
文
脈
と
段
落　
　

文
段
め
成
立
を
め
ぐ
っ
て　
　

」
（
『
日

　

本
証
開
学
』
昭
和
臨
ハ
一
二
年
二
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
平
成
元
年
八
月
二
十
九
日　

受
理
）
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