
時

を

表

す

副

詞

―

「

す

ぐ

」

の

考

察

―

は
じ
め
に

こ
の
研
究
は
'
時
に
関
わ
る
副
詞
の
現
代
緬
に
お
け
る
意
味
を
正

確
に
捉
え
た
い
と
思
っ
た
こ
と
か
ら
'
出
発
し
て
い
る
｡
蛸
は
普
通
'

緒
全
体
と
し
て
の
意
味
を
絶
ち
'
文
法
的
環
境
や
意
味
的
現
現
に
よ
っ

て
'
用
法
ご
と
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
も

の
か
を
正
確
に
把
握
す
る
に
は
'
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
用
例
に
基

づ
く
他
な
い
で
あ
ろ
う
｡

時
に
関
わ
る
副
詞
に
つ
い
て
も
従
来
様
々
に
研
究
さ
れ
'
辞
典
に

は
そ
の
成
果
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
'
使
用
の
突

博
を
十
分
に
反
映
し
て
い
る
か
ど
う
か
'
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
｡

そ
こ
で
'
実
際
の
使
用
例
に
基
づ
い
て
意
味
の
実
態
を
調
査
し
'
現

代
緒
と
し
て
の
副
詞
の
意
味
を
捉
え
直
す
こ
と
に
し
た
｡
本
稿
の
基

と
な
っ
て
い
る
修
士
論
文
で
は
､
以
下
に
示
す
十
八
箔
に
つ
い
て
'

考
察
し
た
｡

事
態
の
進
行
の
仕
方
を
表
す
副
詞

A
事
態
の
進
行
の
ス
ピ
ー
ド
を
表
す

た
ち
ま
ち
･
急
速
に
･
ゆ
っ
く
り

B
事
態
の
継
続
の
さ
ま
を
表
す

ず
っ
と

事
態
の
生
起
の
仕
方
を
表
す
副
詞

A
事
態
の
起
こ
り
方
の
急
激
さ
を
表
す

宮
崎

涼
子

突
然

･
突
如
･
い
き
な
り
･
に
わ
か
に

B
耶
岱
問
の
時
間
の
短
さ
を
表
す

す
ぐ

･
す
ぐ
に
･
す
ぐ
さ
ま

･
じ
き

･
じ
き
に

･

た
だ
ち
に
･
や
が
て
･
ま
も
な
く

C
頻
度
に
関
わ
り
'
常
時
生
起
す
る
さ
ま
を
表
す

い
つ
も
･
常
々

本
稿
で
は
'
こ
の
中
か
ら

｢す
ぐ
｣
を
取
り
上
げ
'
現
代
泊
に
お

け
る
緒
の
尖
態
を
再
考
す
る
｡

用
例
調
査
に
は
'
以
下
に
示
す
'

一
九
七
〇
年
以
降
に
現
代
共
通

縞
で
発
表
さ
れ
た

一
般
炎
料

(新
聞
や
雑
誌

)
及
び
文
芸
焚
料

(小

説
や
エ
ッ
セ
イ
)
を
用
い
た
.
<
∨
内
は
本
稿
中
で
の
略
号
で
あ
る
.

◆
1
般
只
料
(新
関
･
雑
誌
)

r朝
日
家
挺
伐
利
帳
)

朝
日
新
聞
社

<
朝
家
v

r朝
日
新
聞

(十
二
版
))

朝
日
新
聞
社

∧
朝
ED

rc
A
T
c
ro
ss
a
n
d
ta
lk
J

ア
ル
ク

∧
C
A

T
>

r月
刊
日
本
繕

J

ア
ル
ク

∧
日
本
は
∨

1げ
そ
P
A
S
O
J

朝
日
新
聞
社

∧
は
そ
>

◆

文
芸

資
料
(小
説
･
エ
ッ
セ
イ
)

r医
者
の
ホ
ン
ネ
)
柴
田
二
郎

新
潮
文
雄
二

九
九
五
)

<
医
者
>

r広
告
み
た
い
な
括
｣
天
野
祐
曹

所
澗
文
庫
(
一
九
八
五
)
∧
広
告
v

r食
心
理
学
)
矢
島

一
夫

近
代
文
芸
社
(
一
九
九
二
)

人
魚
v

r父
を
た
ず
ね
て
三
千
円
)
岩
本
敏
男

く
も
ん
出
版

二
九

<

九
)
<
父
>
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r時
を
甘
く
奴
め
て
J
高
相
の
ぶ
子

新
潮
文
庫
二

九
九
三
)

<
時
v

r文
革
日
記
)
田
辺
聖
子

新
潮
文
庫
(
一
九
七
八
)

<
文
革
>

rま
ぐ
ま
ぐ
こ
ぐ
ま
し
開
信
子

日
本
教
文
社
二
九

七

九
)

<ま
ぐ
v

r
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
荘
)
三
浦
哲
郎

新
潮
文
庫
(
l
九
九
°
)

<
モ
v

r康
雅
で
感
傷
的
な
日
本
野
球
J
高
橋
鯨

一
郎

河
出

文
庫
二
九
八

1
)
<
康
35>

r読
む
ク
ス
リ

P
A
m

L
上
前
洋

一
郎

文
事
文
庫
二

九
九
1
)
<
よ
v

r
E
l十

1
番
の
少
年
J
井

上
ひ
さ
し

文
事
文
庫
(
一
九
七
四
)
<
四
V

rろ
く
べ
え
ま
っ
て
ろ
よ
J
灰
谷
健
次
郎

新
潮
文
庫
二

九
八
七
)

<ろ
v

r
ロ
ン
ド
ン
旅
の
雑
学
ノ
ー
ト
)
玉
村
豊
男

新
潮
文
庫
二

九
八
三
)

<
ロ
ン
V

r私
の
文
章
修
行
J
週
刊
朝
日

拓

朝
日
新
聞
社
二

九
八
四
)

∧
文
v

rヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
え
く
ぼ
』
加
賀
乙
彦

中
公
文
庫
二

九
九
二
)

<
ヴ
ィ
∨

〔

-
〕

｢
す
ぐ
｣
の
意
味

-
現
行
の
国
語
辞
典
で
の
捉
え
方

最
初
に
'
意
味
を
正
確
に
捉
え
る
た
め
に
､

｢す
ぐ
｣
が
ど
の
よ

う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
か
を
現
行
の
国
論
辞
典
で
確
認
す
る
と
'

糾
意
味
を

一
つ
と
す
る
辞
典
の
記
述

(
r広
辞
苑
)
)

仙
意
味
を
二
つ
と
す
る
辞
典
の
記
述

(
r学
研
国
語
大
辞
典
』
他

八
冊
)

脚
意
味
を
三
つ
と
す
る
辞
典
の
記
述

(
r外
国
人
の
た
め
の
基
本

語
用
例
辞
典
』

(以
下

『外
日
』
と
略
記
)
他
二
冊
)

の
三
種
類
が
あ
っ
た
｡
そ
こ
で
､
以
下
で
記
述
の
内
容
を
各
グ
ル
ー

プ
ご
と
に
検
討
す
る
｡

糾
意
味
を

一
つ
と
す
る
辞
典
の
巳
述

【す
ぐ
】

た
だ
ち
に
｡
き
っ
そ
く
｡
ご
く
近
く
｡

｢た
だ
ち
に
｣

｢き
っ
そ
く
｣
は
'
時
間
の
短
い
さ
ま
を
表
し
､

｢ご
く
近
く
｣
は
距
離
の
短
い
さ
ま
を
表
す
請
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
｡
し
た
が
っ
て
'

r
広
辞
苑
J
は

rす
ぐ
｣
を
､
時
間
や
距
離

の
短
い
さ
ま
を
表
わ
す
縞
だ
と
捉
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
｡

脚
意
味
を
二
つ
と
す
る
辞
典
の
記
述

【す
ぐ
】

①
時
間
の
間
を
お
か
な
い
よ
う
す
｡

②
拒
離
の
問
を
お
か
な
い
よ
う
す
｡
非
常
に
近
い
臣
雛

で
あ
る
よ
う
す
｡

こ
こ
で
は
'
榊
で
一
つ
の
ブ
ラ
ン
チ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
も
の

が
'
時
間
と
拒
離
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
｡
記
述
内
容
は
側
と

基
本
的
に
同
じ
だ
が
'
意
味
を
正
確
に
把
握
す
る
点
か
ら
い
え
ば
'

肘
の
ほ
う
が
よ
り
正
確
な
記
述
だ
と
い
え
る
｡

た
だ
し
､
そ
の
中
で

r
新
選
国
論
辞
典
』

(以
下

r
新
選
Jl
と
略

記
)
で
は
異
な
る
記
述
を
し
て
い
る
｡

【す
ぐ
】

①
時
間

･
拒
雛
の
ご
く
近
い
よ
う
す
｡

②
た
や
す
く
'
簡
単
に
｡

①
が
榊
の
記
述
に
相
当
L
t
そ
の
他
に
②
の

｢た
や
す
く
､
簡
単
に
｡
)

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
'
後
で
ま
と
め
て
脚

の
と
こ
ろ
で
考
察
す
る
｡

糾
意
味
を
三
つ
と
す
る
辞
典
の
記
述

【す
ぐ
】
①
時
間
が
か
か
ら
な
い
よ
う
す
｡
急
に
｡

②
か
ん
た
ん
に
｡

③
き
ょ
り
が
た
い
へ
ん
近
い
よ
う
す
｡
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こ
こ
で
は
､
糾

･
糊
で
挙
げ
ら
れ
て
い
た
時
間

空
間
の
二
つ
の

意
味
の
他
に

｢簡
単
に
｣
の
意
味
が
立
て
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
点
で
､



こ
れ
と
先
に
挙
げ
た

r新
選
山
の
記
述
と
は
基
本
的
に
同
じ
だ
と
言
っ

て
よ
い
｡

2

｢簡
単
に
｣
の
用
法

以
上
で
問
題
と
な
る
の
は
､

rす
ぐ
｣
の
意
味
の
1
つ
と
し
て

｢簡
単
に
｣
が
記
述
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

そ
こ
で
､
以
下
'
そ
の
点
に
つ
い
て
辞
典
で

｢簡
単
に
｣
の
例
と
し

て
挙
げ
ら
れ
た
用
例
に
基
づ
い
て
検
討
す
る
｡

辞
書
で
の

｢簡
単
に
｣
の
用
例
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
.

①
安
い
物
は
洲封
りこ
わ
れ
る
｡

(
r外
日
J
)

②
刊
q
故
障
す
る
｡

(
rS
選
h

r集
英
社
国
縞
辞
盟

)

③
あ
の
子
は
小
さ
な
こ
と
で
も
刊
q
な
く
｡

(
r外
日
)
)

㊥
榊封
りお
こ
る
人

(
岩

波
国
措
辞
整

)

⑤
あ
の
人
の
家
は
割
引
見
つ
か
っ
た
｡

(
r外
日
J
)

こ
れ
ら
の
例
は
'
時
間
や
空
間
の
意
味
と
は
別
に

｢簡
単
に
J
の

意
味
を
認
め
る
根
拠
と
な
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
.

次
の
⑥
が
時
に
関
わ
る
意
味
の
例
で
'
⑦
が
空
間
に
関
わ
る
意
味

の
例
で
あ
る
｡

⑥
用
が
あ
る
か
ら
割

ぎ

て
く
だ
さ
い
｡

(
r外
日
)
)

⑦
ぼ
く
の
家
は
駅
(え
き
)か
ら
刊
ぐ~
だ
｡

(
r外
日
)
)

⑥
の

rす
ぐ
J
は
'

｢
用
が
あ
る
か
ら
刊
q
き
て
く
だ
さ
い
｣
と

発
話
者
が
発
話
し
た
時
か
ら
､
相
手
が
発
話
者
の
も
と
に

｢く
る
｣

の
が
､
短
時
間
の
う
ち
に
成
立
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡
時
間

の
意
味
の

｢す
ぐ
｣
は
'
基
準
時
か
ら
間
を
置
か
ず
に
あ
る
出
来
事

が
起
こ
る
こ
と
を
意
味
す
る
.

⑦
の

rす
ぐ
J
は
'
基
準
に
な
る
物
体
や
場
所

(
rぼ
く
の
家
J
)

か
ら
も
う
1
つ
の
物
体
や
場
所

(
r
訳
し
)
ま
で
の
距
離
が
短
い
こ

と
を
衣
す
.

以
上
の
時
間
と
空
間
の
食
味
に
共
通
す
る
こ
と
は
､

r山
楽
郡
J

同
士
や
､

r場
所

･
物
体
｣
同
士
の
隔
た
り
の
小
さ
い
様
子
を
表
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
意
味
特
徴
を
図
示
す
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
.

基
準
と
な
る

時

･場
所

･
物
体

小
さ
な

l

隔
た
り

あ
る出

来
郡

･
場
所

･
物

そ
れ
で
は
'
上
の
①
～
⑤
は
ど
う
だ
ろ
う
か
｡

①
～
④
の

｢す
ぐ
｣
は
､
何
ら
か
の
事
態
が
起
き
て
か
ら
'
①
は

物
が

｢
こ
わ
れ
る
｣
ま
で
'
②
は
物
が

｢故
障
す
る
｣
ま
で
'
③
は

あ
の
子
が

｢な
く
｣
ま
で
'
④
は
人
が

｢お
こ
る
｣
ま
で
の
時
間
の

短
さ
だ
け
を
､
蝉
純
に
表
わ
し
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
.
な
ぜ
そ

の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
｡

な
お
'
⑤
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
述
べ
る
こ
と
に
す
る
.

さ
て
'
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
､
の
,～
④
の

｢簡
単
に
｣
の
意

味
が
､
次
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
と
る
時
に
出
現
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
.
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①

②③･-≡

ハ

ス
グ
酎
剛
=劇

巴

㊨

----
ス
グ

[働
倒
=風

ま

ず
①
～
③
に
つ
い
て
考
え
てみ
る
｡

①
は
､
次
の
三
つ
の
条
件
を
併
せ
持
つ
こ
と
で
､

｢簡
単
に
｣
の



意
味
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

榊

r-
ハ
～
｣
と
い
う
主
題

･
解
説
の
文
型
で
あ
る
｡

仙
主
題
部
分
が
'
総
称
名
詞
で
あ
る
｡

-
cI解
説
部
分
が
､
動
詞
の
現
在
形
で
あ
る
｡

｢-
ハ
～
｣
の
文
型
は
'
主
題
文
と
対
比
文
に
分
け
ら
れ
る
が
'

①
の
例
は
主
題
文
で
あ
る
｡
主
題
文
で
の

｢名
詞
+
ハ
｣
の
部
分
は
'

あ
る
対
象
を
話
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
意
を
表
す
｡
こ
の
部
分
を
主

題
と
い
う
｡
そ
れ
に
続
く
部
分
で
述
べ
ら
れ
る
の
は
'
こ
の
主
題
に

対
す
る
説
明
だ
と
い
っ
て
よ
い
｡
つ
ま
り
'
こ
の

｢-
ハ
～
｣
と
い

う
文
型
は
'
主
題
を
掲
げ
そ
れ
に
つ
い
て
の
解
説
を
す
る
表
現
な
の

で
あ
る
｡
こ
の
用
法
の
1
つ
に
'
主
題
が
ど
ん
な
性
質
を
持
つ
も
の

か
を
示
す
も
の
が
あ
る
｡

肘
の
よ
う
に
､
総
称
名
詞
が
主
題
の
部
分
を
占
め
る
と
'
あ
る
特

定
の
出
来
事
を
述
べ
る
文
に
は
な
り
に
く
い
｡
あ
る
特
定
の
出
来
事

は
'
特
定
の
個
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡
そ
こ

か
ら
'
主
題
を
特
定
の
個
と
限
定
し
な
い

｢総
称
名
詞
十
八
｣
の
形
を

持
つ
文
で
は
'
主
題
と
し
て
挙
げ
た
も
の

一
般
に
い
え
る
性
質
を
示

す
こ
と
に
な
る
｡
だ
か
ら
､
①
は

｢安
い
物
J

I
般
に
い
え
る
性
質

を
表
す
文
で
あ
り
'
そ
の
解
説
部
分
の
述
語
は
動
詞
の
現
在
形
で
な

い
と
文
と
し
て
成
立
し
な
い
｡

で
は
脚
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
｡
動
詞
の
現
在
形
は
'
未
来

の
出
来
事
を
表
す
か
､
普
遍
的
実
理
や
性
質
な
ど
を
表
す
場
合
に
用

い
ら
れ
る
｡
こ
こ
で
は
'

｢地
球
は
ま
わ
る
｡
｣
の
よ
う
な
'
後
者

の
例
だ
と
解
釈
で
き
る
｡

②
の
例
は
糊
の
条
件
だ
け
を
満
た
し
て
い
る
｡
主
題
が

｢
-
ハ
｣

の
形
で
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
'
現
代
人
は
②
の
例
を
見
る
と
基
本

的
に
､
何
か
を
補
っ
て

｢-
ハ
～
｣
の
形
を
作
っ
て
'
文
の
内
容
を

理
解
し
よ
う
と
す
る
｡
た
と
え
ば
主
題
部
分
に
'

｢こ
れ
は
｣
と
補
っ

て
'

｢
こ
れ
は
す
ぐ
故
障
す
る
｡
｣
と
す
れ
ば
､

｢こ
れ
｣
と
い
う

特
定
の
物
の
性
質
規
定
を
し
た
文
に
な
る
.
そ
う
す
る
と
②
の
例
は
'

次
に
挙
げ
る
③
の
例
と
同
じ
条
件
を
満
た
し
た
文
だ
と
い
え
る
｡

さ
て
､
③
の
例
は
'
糾

･
附
の
他
に
次
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
｡

仙
主
窺
部
分
が

r個
体
名
詞
十
ハ
｣
の
形
に
な
っ
て
い
る
｡

主
題
は

rあ
の
子
｣
で
あ
り
'
③
は
､

｢あ
の
子
｣
と
い
う
特
定

の
人
物
に
つ
い
て
述
べ
た
文
と
な
る
｡
①
と
は
異
な
り
'
特
定
の
人

物
が
起
こ
し
た
特
定
の
出
来
事
に
つ
い
て
述
べ
た
文
だ
と
解
釈
す
る

こ
と
も
で
き
る
た
め
､
述
部
が
過
去
形
を
と
る
こ
と
も
あ
り
う
る
｡

つ
ま
り
'

｢あ
の
子
は
小
さ
な
こ
と
で
も
刊T
m

･
｣
と
い
う

文
な
ら
ば
二
通
り
に
解
釈
出
来
る
t
と
い
う
こ
と
で
あ

る｡

特
定
の
人
物
が
起
こ
し
た
特
定
の
出
来
事
に
つ
い
て
述
べ
た
文
だ

と
解
釈
す
る
と
'

｢あ
の
子
｣
が
あ
る

｢
小
さ
な
こ
と
｣
を
き
っ
か

け
に
し
て
間
を
置
か
ず
に

rな
い
た
｣
と
い
う

1
回
の
出
来
事
を
､

過
去
の
事
実
と
し
て
表
し
た
こ
と
に
な
る
｡
も
う

一
つ
の
解
釈
は
､

今
は
そ
う
で
は
な
い
が
'

｢あ
の
子
｣
は
あ
る
時
期
､
た
と
え
ば
子

ど
も
時
代
に
'

｢
小
さ
な
こ
と
｣
で
も
何
か
と
い
う
と
し
ば
し
ば

｢な
い
た
｣
い
わ
ゆ
る
泣
き
虫
だ
っ
た
t
と
い
う
過
去
に
持
っ
て
い

た
性
質
を
表
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
動
詞
が
過
去
形

を
と
っ
た
場
合
'
二
つ
の
解
釈
が
成
立
す
る
の
で
文
意
は
文
脈
に
依

る
こ
と
に
な
る
の
で
'
常
に
性
質
規
定
の
文
で
あ
る
と
は
特
定
で
き

な
い
｡
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し
か
し
､
③
の
例
の
解
説
部
分
の
動
詞
は
現
在
形

｢な
く
し
な
の

で
'

｢あ
の
子
｣
の
持
っ
て
い
る
性
質
を
表
す
文
と
し
か
な
り
え
な

い
｡主

題
文
で
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
､
主
題
の
部
分
よ
り
も
む

し
ろ
主
題
に
つ
い
て
の
解
説
の
部
分
だ
と
い
え
る
｡
主
組
の
部
分
は
'

何
が
解
説
の
対
象
で
あ
る
の
か
を
示
し
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
の
で

あ
る
｡
だ
か
ら
､
何
が
主
題
で
あ
る
の
か
が
､
会
話.:に
参
加
し
て
い

る
人
や
文
の
読
み
手
に
明
ら
か
で
あ
る
場
合
は
'
主
題
部
分
を
省
略

し
た
②
の
例
の
よ
う
な
表
現
が
さ
れ
る
の
で
あ
る
.

ま
た
④
の
例
の
よ
う
に
連
体
修
飾
の
形
を
と
っ
た
場
合
も
'
あ
る

も
の
の
性
質
を
規
定
す
る
｡
動
詞
の
現
在
形
を
と
っ
た
連
体
樟
飾
部

分
は
t

r後
続
す
る
体
言
の
表
わ
す
意
義
内
容
を
詳
し
く
限
定
す
る

も
の

(
r日
本
文
法
大
辞
典
】

【連
体
修
飾
繕
】
の
項
よ
り
)
｣
で

あ
る
｡

こ
の
形
は
､
体
言
の
表
す
人
や
物
に
つ
い
て
の
解
説
を
し
て
い
る

点
で
'
主
招
文

r-
ハ
～
｣
の
文
型
と
共
通
し
て
い
る
.
だ
か
ら
④

は
t

r
(あ
る
)
人
は
可
q
各
こ
る
｣
と
い
う
主
題
文
と
同
じ
意
味

内
容
を
示
し
､
あ
る

｢人
｣
が
持
つ
あ
る
性
質
の
せ
い
で
､
何
か
き
っ

か
け
さ
え
あ
れ
ば
､
問
を
置
か
ず
に

｢お
こ
り
が
ち
｣
だ
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
｡

以
上
で
考
察
し
た
①
～
④
の

｢す
ぐ
｣
は
'
本
質
的
に
は
'
あ
る

人
や
物
が
あ
る
性
質
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
｡
何
か
き
っ
か
け
と

な
る
出
来
事
が
あ
り
､
そ
れ
が
起
こ
る
た
び
に
同
じ
出
来
事
が
反
応

す
る
よ
う
に
起
こ
る
t
と
い
う
繰
り
返
し
が
現
象
と
し
て
見
ら
れ
る
｡

そ
の
二
つ
が
相
互
に
関
係
し
て
い
る
､
つ
ま
り
あ
る
人
や
物
が
そ
う

な
る
性
ttq
を
持

っ
て
い
る
か
ら
､
出
来
桝
の
繰
り
返
し
が
起
こ
り
が

ち
な
の
だ
､
と
l
般
的
に
考
え
る
か
ら
'
こ
の

rす
ぐ
｣
は

｢簡
蝉

に
J
の
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
.
こ
の
意
味
を
図
示
す
る
と
､
次
の

よ
う
に
な
る
.

T
I
I
-:

-
-
~
~
1
-
-
-
-
-
-
日=

~
~
~
~
~
~
~
1
1
.I

〔
何

周

岨

丁
短
い
時
間
1

同

風

凹

】

[
何

例
岨

｢

票

時
間
1

同
劇

巴

]

【
何

例
州
丁

短
い
時
間
1

回
鳳

且

]

H
r簡
単
に
｣
繰
り
返
さ
れ
る

〔

]
の
動
き

…

l

l

-(き
っ
か
け
と
な
る
出
来
堺
は
同
種
'
あ
る
反
応
は
常
に
同
じ
も
の
で
あ
る
)

)

l-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
i

あ
る
人
あ
る
い
は
物

が
'そ
う
な
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
か
ら
起
こ

る
こ
と

以
上
i
)よ
り
t
taI
～
他
の
条
件
を
満
た
し
た
形
を
と
る
こ
と
に
よ
っ

て
'

｢簡
単
に
｣
そ
う
な
る
の
だ
､
と
い
う
意
味
が

｢す
ぐ
｣
に
生

ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
.
ま
だ
､
こ
の
場
合
'
時

間
の
意
味
の
図
で
あ
る

[風

脚

胤

園

丁

-

時
間
-

同

風

に
よ
く
似
た
形
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
'

｢簡
単
に
｣
の
意
味

は
時
間
の
意
味
を
保
持
し
て
い
る
と
い
え
る
｡
し
か
し
'
①
～
④
に
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は
意
味
が
確
か
に
存
在
す
る
の
だ
か
ら
'

｢簡
単
に
｣
の
意
味
を
立

て
る
べ
き
で
あ
る
｡
つ
ま
り

r外
日
』

(あ
る
い
は

r新
選
)
)
は
'

｢簡
単
に
｣
の
意
味
を
記
述
し
て
い
な
い
辞
典
に
比
べ
て
'
意
味
の

把
握
が
よ
り
正
確
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

さ
て
'
残
っ
た
⑤
の
例
は
'

｢簡
単
に
｣
の
意
味
で
は
な
く
'
時

間
の
意
味
の
中
に
含
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
事
態
の
繰
り
返
し
で

は
な
く
'

一
回
の
出
来
事
に
つ
い
て
述
べ
た
文
だ
か
ら
で
あ
る
｡
こ

の
用
例
の

｢す
ぐ
｣
は
'
新
た
な
事
態
が
実
現
す
る
ま
で
の
時
間
が

短
い
こ
と
か
ら
'
そ
ん
な
に
時
間
を
か
け
な
い
で
苦
労
な
く
事
を
成

し
遂
げ
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
'

｢簡
単
に
｣
と
い
う
訳
静
を
出
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
そ
う
す
る
と
'
こ
の
⑤
の
例
の

｢す
ぐ
｣

に
は

｢間
を
置
か
ず
に
｣
と
い
う
時
間
に
関
わ
る
意
味
が
'
ま
だ
か

な
り
強
く
残
っ
て
い
る
｡
こ
の
例
に
お
け
る

｢簡
単
に
｣
の
意
味
は
､

ニ
ュ
ア
ン
ス
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡

3

｢す
ぐ
｣
の
意
味
像

さ
て
､
そ
こ
で
元
に
戻
っ
て
､
①
～
④
の

｢簡
単
に
｣
の
意
味
は
､

附
グ
ル
ー
プ
の
辞
典
で
は
ど
れ
で
も
'
時
間
の
意
味
と
空
間
の
意
味

と
の
間
に
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
序
列
に
は
何
か
理
由
が
あ
る
の
か
｡

①
～
④
の

｢す
ぐ
｣
は
'
習
慣
性
が
意
味
の
中
心
と
な
っ
て
は
い

る
が
､
あ
る
事
態
が
起
こ
る
と
も
う

一
つ
の
事
態
が
間
を
置
か
ず
に

起
こ
る
と
い
う
点
で
時
間
と
無
関
係
で
は
な
い
｡
こ
れ
は
前
に
示
し

た
説
明
及
び
時
間
の
意
味
の
図
と

r簡
単
に
｣
の
意
味
の
図
が
よ
く

似
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
ま
た
､
②
を
例
と
し

て
考
え
る
と
'
何
ら
か
の
き
っ
か
け
と
な
る
出
来
事
が
あ
っ
て
'
そ

れ
か
ら
泣
く
ま
で
の
時
間
が
短
く
t
か
つ
小
さ
な
出
来
事
で
も
何
か

と
い
え
ば
繰
り
返
し
あ
の
子
は
泣
き
が
ち
だ
t
と
い
う
こ
と
に
な
る
.

二
つ
の
事
態
の
間
の
時
間
が
短
い
と
い
う
意
味
を
保
持
し
っ
つ
'
そ

の
関
連
し
た
事
態
が
繰
り
返
し
起
こ
り
や
す
い
と
い
う
意
味
が
付
加

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
..
こ
れ
ら
を
時
間
そ
の
も
の
の
意
味
の
下
位

に
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
｡

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
三
つ
の
意
味
の
関
係
を
図
示
す
る
と
'

次
の
よ
う
に
な
る
｡

l-- 防たし.I
リ

空 時 の
間 間 小

の れ 事 あ隔 る に るた こ よ 入り と_つやの を て 物小 表 ､のさ す 同 性い じ枝 出 が千 束 基を 事 と表 が なす 容 リ易 ､に 同繰 東リ の退 出さ 来 警 蔓 董 苧小さい様チ

33

【=
】
現
代
語
に
お
け
る

｢す
ぐ
し
の
実
態

1
現
代
語
の
使
用
例
の
分
類



さ
て
'

｢す
ぐ
｣
の
意
味
が
上
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
､

我
々
現
代
人
の
言
箔
生
活
に
お
い
て
'
そ
れ
ら
の
意
味
は
互
い
に
ど

の
よ
う
な
位
置
付
け
を
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
.
ま
ず
'
現
代
泊

で
の
実
態
を
確
認
す
る
た
め
に
'
上
の
意
味
分
析
に
従
っ
て
現
代
紙

の
使
用
例
を
分
校
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡

taI
時
間
の
意
味
の
例

時
間
の
短
さ
そ
の
も
の
を
表
す
も
の

〓

三

一
例
〕

(ア
)
基
準
時
を
明
示
し
た
も
の

〔四
十
五
例
】

こ
の
例
の
典
型
的
な
も
の
が
⑧
で
あ
る
｡

⑧
民
宿
に
部
屋
を
取
る
と
習

ケ
レ
ン
デ
に
出
た
｡

ヴ
ィ
5
7

⑧
は
部
屋
を
取
っ
た
時
を
基
準
時
と
し
て
､
そ
こ
か
ら
ゲ
レ
ン
デ

に
出
る
ま
で
の
時
間
の
短
さ
を
表
わ
し
て
い
る
｡

(イ
)
基
準
時
を
明
示
し
て
い
な
い
も
の

〔五
十
五
例
〕

ま
た
'
時
間
の
短
さ
を
表
す
際
の
基
準
時
と
な
る
出
来
事
を
特
に

示
し
て
い
な
い
例
も
あ
る
｡
そ
の
中
に
は
二
種
類
あ
る
｡

(イ
)
-
1
発
話
時
に
基
準
を
置
く
も
の

〔五
十
五
例
中
三
十
五

S
L

⑨

rす
ぐ
切
っ
た
ら
ど
う
だ
｣

ヴ
ィ

2
4

の
よ
う
に
､
発
話
時
に
基
準
を
置
く
も
の
が
あ
る
｡
⑨
の
場
合
､
発

話
時
か
ら
'
電
話
を

｢切
る
｣
ま
で
の
時
間
の
短
さ
を

｢す
ぐ
｣
が

表
す
｡
こ
れ
に
規
す
る
も
の
は
二
十
二
例
あ
っ
た
｡

会
話
文
あ
る
い
は
会
話
の
引
用
の
例
が
'
こ
の
グ
ル
ー
プ
を
占
め

た
｡
会
話
は
音
声
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
､
複
雑
な
文
脈
の
中
で

誠
叩
と
な
る
出
来
郡
を
示
す
こ
と
は
難
し
い
.
だ
か
ら
'
常
に
発
作

昭
を
意
陀
し
て
､
岬
を
示
す
傾
向
が
強
い
の
で
は
な
い
か
.

ま
た
､
次
の
よ
う
に
'

⑩

r-
き
み
と

1
絹
に
蕃
す
た
め
な
ら
､
革
ん
で
今
刊
q
帰
る

よ
J

ヴ
ィ

2
8
3

と
'

｢今
す
ぐ
｣
と
い
う

形
で

｢す
ぐ
｣
を
用
い
る
と
必
ず
'
発
話

時
の
現
在
が
時
の
短
さ
を
表
す
基
準
の
時
点
と
な
る
｡
そ
の
例
は
十

三
例
あ
っ
た
.

(イ
)
-
2
出
来
事
に
基
準
を
置
く
も
の

〔五
十
五
例
中
二
十
例
】

基
準
時
を
明
示
し
て
い
な
い
も
う

1
つ
の
パ
タ
ー
ン
は
'
井
野
時

の
省

略
が
あ
っ
て
､
そ
の
文
中
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
も
の
で
あ
る
.

た
と
え
ば
､

笥

ウ
ジ
が
わ
く
｡

朝
日

-99516.23
.

は
'
ど
の
時
点
か
ら
間
を
匠
か
す
に
､

rウ
ジ
が
わ
く
｣
の
か
が
､

こ
の
文
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
｡
し
か
し
'
前
の
文
の

｢傷
病
兵
の

儒
口
に
ハ
エ
が
た
か
る
｣
に
よ
っ
て
､
そ
の

｢ハ
エ
が
た
か
っ
た
｣

時
点
を
基
準
と
し
て
'
そ
こ
か
ら
の
時
の
短
さ
を
表
し
て
い
た
の
だ

と
わ
か
る
｡
時
間
の
経
過
の
順
に
出
来
事
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
多
い
の
で
､
原
則
的
に
は
前
の
文
に
そ
の
基
準
と
な
る
出

来
事
が
示
さ
れ
て
い
る
｡

｢簡
単
に
｣
と
い
う
意
味
が
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
も
の

〔三
十

一
例
〕

(ア
)
客
根
性
が
強
い
も
の

〔三
十

一
例
中

一
例
)
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さ
て
'
や
や
客
観
性
を
持
ち
な
が
ら
'
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し
て

｢簡

単
に
｣
の
意
味
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
を
ま
ず
挙
げ
て
み
る
｡

⑬
食
事
の
と
き
だ
け
で
は
な
い
｡
街
で
も
オ
フ
ィ
ス
で
も
､
刊

ぐ
議
論
が
始
ま
る
｡

よ

)
6
3

は
ア
テ
ネ
の
街
で
よ
く
見
か
け
る

光
景
に
つ
い
て
述
べ
た
文
で
あ
る
｡

｢ア
テ
ネ
で
は
'
街
で
も
オ
フ
ィ
ス
で
も
'
す
ぐ
議
論
が
始
ま
る
｡
｣

と
波
線
部
の
言
葉
を
補
っ
て
考
え
て
み
る
｡
ア
テ
ネ
と
い
う
街
の
性

質
規
定
の
文
か
と
仮
定
し
て
ス
グ
ー
ス
ル

｢人
或
い
は
物
｣
の
形
に

琴
見
て
み
る
と
t

r刊
q
試
論
が
始
ま
る
ア
テ
ネ
｣
と
な
る
｡
実
際

は
ギ
リ
シ
ャ
人
の
性
質
が
試
論
好
き
な
の
で
あ
る
｡

｢街
で
も
オ
フ
ィ

ス
で
も
｣
ど
ん
な
場
面
で
も
'
数
多
く
の
人
が
同
じ
よ
う
に
議
論
を

し
始
め
る
､
と
い
う
内
容
か
ら
'
街
の
性
質

(土
地
柄
)
を
思
わ
せ

る
文
な
の
で
'
主
題
文
の
形
或
い
は
連
体
修
飾
の
形
で
表
さ
れ
る
､

｢簡
単
に
｣
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
強
く
感
じ
る
｡
し
か
し
､
⑫
は
そ
も

そ
も
そ
の
形
を
と
っ
て
は
い
な
い
か
ら
'
主
項
･
解
説
の
文
と
は
い

え
な
い
｡

｢デ
ハ
｣
と
い
う
助
詞
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
'

｢
ア

テ
ネ
｣
と
い
う
場
所
の
特
定
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡
そ
う
考
え

る
と
こ
れ
は
､
時
間
の
短
さ
の
意
味
に

｢簡
単
に
L
の
意
堺
の
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
り
'
先
に
挙
げ
た
主
観
性
が
強
い
も

の
の
用
例
よ
り
も
そ
れ
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
点
で
'
判
断
が
よ
り
客

観
的
で
あ
る
t
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡

(イ
)
主
観
性
が
強
い
も
の

〔三
十

一
例
中
三
十
例
〕

｢簡
単
に
｣
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
感
じ
ら
れ
る
が
'
そ
の
意
味
を
持

つ
絶
対
的
基
準
が
不
明
確
な
用
例
も
あ
る
｡

⑱
せ
ま
い
所
に
二
人
も
入
っ
た
ら
'
す
ぐ
見
つ
か
っ
て
し
ま
い

ま
す
.

ろ

3
0

の
場
合
､
確
か
に
二
人
で
せ
ま
い
所
に
入
っ
た
時
点
か
ら
'
誰
か
に

そ
れ
を
見
つ
か
る
ま
で
の
時
間
の
短
さ
を
表
し
て
い
る
.
し
か
し
'

｢見
つ
か
る
｣
と
い
う
可
能
動
詞
を

｢す
ぐ
｣
が
修
飾
す
る
こ
と
で
､

そ
こ
に
簡
単
に
事
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
を
表
す
副
次
的
な
意
味
が
加

わ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
そ
の
副
次
的
な
意
味
を
生

じ
る
た
め
の
条
件
は
特
に
な
く
'
そ
の
文
を
読
ん
だ
人
の
主
観
的
判

断
に
よ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡

ま
た
'

｢簡
単
き
し
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
加
わ
る
か
否
か
の
基
準
と

な
る
も
の
は
何
か
と
考
え
て
み
た
｡

｢簡
単
さ
｣
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が

加
わ
っ
た

｢す
ぐ
｣
の
使
用
例
と
判
断
さ
れ
る
も
の
を
挙
げ
て
､

｢す
ぐ
J
の
共
起
す
る
箔
の
特
徴
に
注
目
し
､
文
法
的
な
面
か
ら
考

え
る
｡

純
粋
な
時
間
の
意
味
の

｢す
ぐ
｣
は
'
意
志
的
な
動
作
を
表
わ
す

詩
と
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
｡

｢す
ぐ
切
る
｣
'

｢す
ぐ
洗

う
｣
な
ど
が
そ
の
典
型
だ
ろ
う
｡

t
方
'
た
や
す
く
事
態
が
起
こ
る

意
味
で
の

｢す
ぐ
｣
は
'
意
志
と
は
関
係
な
く
起
こ
る
事
柄
に
つ
い

て
用
い
る
こ
と
が
多
い
｡

一
つ
は
何
ら
か
の
出
来
事
が
起
こ
っ
て
'

あ
る
感
情
や
感
覚
が
短
い
時
間
の
う
ち
に
呼
び
起
こ
さ
れ
る
と
い
う

文
の
場
合
で
あ
る
｡
反
射
的
に
起
こ
す
行
動
も
こ
こ
に
含
め
た
｡
し

か
し
､

一
方
で
動
作
主
の
意
志
と
は
関
係
な
く
も
た
ら
さ
れ
る
結
果

を
表
す
話
と
結
び
つ
く
場
合
も
多
い
｡

ま
た
可
能
動
詞
､
可
能
の
助
動
詞
を
伴
う
述
部
で
あ
る

｢伝
わ
る
｣

｢わ
か
る
｣

｢お
ぼ
え
ら
れ
る
｣

｢見
つ
か
る
｣

｢も
ら
え
る
｣
の
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よ
う
な
も
の
と
結
び
つ
く
も
の
が
多
い
.
し
か
し
､
上
記
の
特
徴
が

あ
る
緒
と
結
び
付
く
か
ら
と
い
っ
て
'
必
ず
し
も

｢簡
単
さ
｣
の
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
.

㊥

r割

り入
れ
ま
す
?
｣

は
､
可
能
動
詞

｢入
れ
る
｣
を
用
い
て
い
る
が
'
発
話
時
か
ら
長
い

時
間
待
つ
こ
と
な
く

｢風
呂
に
｣
入
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
尋
ね
た

文
で
あ
る
｡

そ
う
い
う
わ
け
で
､
こ
の

｢簡
単
に
｣
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
あ
る

｢す
ぐ
｣
に
つ
い
て
は
､
結
び
付
く
詩
に
絶
対
的
な
基
準
は
な
い
.

筒
早
さ
の
意
味
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
過
ぎ
ず
'
用
い
る
人
の
感
覚
に
依
っ

て
い
る
部
分
が
大
き
い
か
ら
規
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
.
だ
か
ら
､

こ
こ
で
厳
密
な
時
間
を
表
す
の
か
'
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
表
す
の

か
と
考
え
て
'
意
味
を
分
け
て
捉
え
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
.

伽

r簡
単
に
)
の
意
味
の
例

〓

例
〕

こ
の

｢す
ぐ
｣
は
'
あ
る
人
や
物
が
持
つ
性
質
が
基
で
'
決
ま
っ

た
出
来
事
に
が
起
こ
り
が
ち
だ
､
と
い
う
意
味
を
持
つ
｡
I
l
脚
の

意
味
の
確
認
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
限
り
'

こ
の
意
味
の

｢す
ぐ
｣
と
は
い
え
な
い
｡

⑮
み
き
ぽ
う
は
黒
く
て
'
割

J
批
く
か
ら
'
黒
雨
ひ
め
'
ぼ
く

は
け
ん
か
で
､
い
つ
も
ど
こ
か
に
キ
ズ
を
し
て
い
る
か
ら
､
切

ら
れ
の
よ
さ
ぶ
ろ
う
な
ん
や
そ
う
や
｡

ろ

)24

⑳
は
'
主
項
文
の
文
型
に
'

｢み
き
ぽ
う
は
黒
く

て
'

割
引
泣
く
｣

の
部
分
が
当
て
は
ま
っ
て
い
る
こ
と
､

｢
み
き
は
う
｣
と
い
う
特
定

の
人
物
を
挙
げ
て
､
壷

が

r個
体
名
詞
+
ハ
｣
と
な
っ
て
い
る
こ
と
､

解
脱
部
分
の
述
部
が

r泣
く
｣
と
現
在
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
､

r簡
単
に
し
の
意
味
を
と
る
.rす
ぐ
｣
の
内
型
的
な
例
文
だ
と
い
え

る
.脚

望
向
の
意
味
の
例

〇
二
十

一
例
〕

場
所
同
士
や
物
体
同
士
が
近
い
距
離
に
あ
る
こ
と
を
､
こ
の

｢す

ぐ
｣
は
表
わ
す
｡

平
面
上
で
の
近
い
位
伍
関
係
な
ら
ば
'

⑯
刊
q
前
に
派
手
な
ス
ポ
ー
ツ
カ
ー
が
割
り
こ
ん
だ
の
だ
.

ヴ
ィ

124

の
よ
う
に
'
自

分
の
市
と

｢派
手
な
ス
ポ
ー
ツ
カ
ー
｣
が
同
じ
道
路

上
で
ぴ
っ
た
り
と
前
後
に
並
ん
だ
様
子
を
示
し
た
も
の
が
あ
る
｡
ま

た
､

⑰
と
く
に
す
ぐ
下
に
い
る

一
家
は
､
上
で
何
か
晋
を
た
て
る
と

す
ぐ
掛
け
て
く
る
､
そ
れ
も
悦
夫
が
不
在
な
昼
間
を
ね
ら
っ
て

掛
け
て
く
る
.

ヴ
ィ

2
3

の
よ
う
に
､
物
体
同
士
が
上
下
の
関
係
で
近
く
に
あ
る
こ
と
を
表
す

こ
と
も
あ
る
｡
⑳
で

r掛
け
て
く
る
)
も
の
は
匂
話
で
あ
る
.
こ
れ

は
階
上
と
階
下
の
住
人
同
士
の
騒
音
を
め
ぐ
る
い
さ
か
い
に
つ
い
て

香
い
た
文
で
あ
る
が
'
部
屋
同
士
が
天
井
を
隔
て
て
上
と
下
だ
と
い

う
'
ご
く
近
い
位
置
関
係
を

｢す
ぐ
｣
に
よ
っ
て
表
し
て
い
る
.

ま
た
､
目
に
見
え
な
い
物
'
た
と
え
ば
階
級
や
年
齢
が
'
上
下
関

係
に
あ
り
そ
の
位
置
づ
け
が
近
い
こ
と
を
表
す
こ
と
も
あ
る
.

⑱
今
年
､
刊
q
上
の
姉
が
結
婚
し
た
.

朝
日

19
9
5
.I)
.
)4.
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の
文
で
､
何
人
か
兄
弟
が
い
る
中
で
､
結
婚
す
る
の
は
'
自
分
と
の

年
齢
の
開
き
が
最
も
小
さ
い
姉
だ
と
わ
か
る
｡
次
の

⑩
健
全
な
る
中
流
の
ホ
テ
ル
が
少
な
く
'
や
た
ら
に
大
時
代
で

豪
華
な
高
級
ホ
テ
ル
の
す
ぐ
下
は
'
ず
っ
と
格
の
落
ち
る
安

ホ
テ
ル
に
な
る
｡

ロ
ン

)4
2

は
'
ホ
テ
ル
の
等
級
の
上
下
と
い
う

目

に
見
え
な
い
も
の
が
話
題
と

な
っ
て
い
る
｡

な
お
辞
書
で
は
t

r
こ
こ
か
ら
す
ぐ
だ
か
ら
な
｣

(父

6
3)
の

よ
う
な
用
例
を
､
必
ず
空
間
の
例
に
入
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
実
際

は
意
味
が
文
脈
に
よ
っ
て
い
る
の
で
'
短
い
時
間
の
う
ち
に
目
的
地

に
到
着
す
る
意
味
の

｢す
ぐ
｣
な
の
か
'
短
い
距
離
の
移
動
で
容
易

に
目
的
地
に
到
着
す
る
意
味
で
の

｢す
ぐ
し
な
の
か
t
と
特
定
で
き

な
い
｡
先
の
例
の
場
合
､
移
動
に
つ
い
て
話
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
'

短
い
時
間
で
目
的
地
ま
で
行
け
る
'
簡
単
に
目
的
地
ま
で
行
け
る
t

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
感
じ
ら
れ
る
｡
し
か
し
'
ど
ち
ら
か
に
特
定

で
き
な
い
と
い
う
の
は
'
本
来
は
意
味
が

一
つ
な
の
だ
と
い
う
こ
と

の
証
拠
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
ま
た
､
生
き
た
用
法
に
は
､

意
味
の
小
分
類
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
の
証
拠
と
も
な
る
｡

2
実
態
調
査
か
ら
の
考
察

以
上
の
用
例
分
類
の
結
果
を
表
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡

≡

.:I:I.':..J,,I.:..:=2';I;:'
l

.･･.
:.

T:.:..I...,.･
.

l

1
.
.

.ニJ

用
例
数
を
見
る
限
り
で
は
､
現
代
箔
に
お
い
て

｢す
ぐ
｣
は
時
間

の
意
味
で
､
そ
し
て
そ
の
中
で
も
一
回
性
の
事
態
が
間
が
な
く
起
こ

る
こ
と
に
つ
い
て
'
多
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
現
代
縛

に
お
け
る

｢す
ぐ
｣
の
意
味
の
中
心
は
こ
こ
に
あ
る
と
い
え
そ
う
だ
｡

中
心
的
に
使
わ
れ
て
い
る
理
由
を
考
え
て
み
た
が
'
意
味
の
中
に

程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
'
時
間
の
要
素
を
内
在
し
た
も
の
が
す
べ
て
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
に
依
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
時
間
の
意
味
の

ほ
う
に
は
派
生
的
な
も
の
が
存
在
す
る
点
で
､
空
間
の
意
味
よ
り
比

が
り
が
あ
る
｡
拡
が
り
の
あ
る
分
'

｢す
ぐ
｣
の
意
味
を
時
に
関
わ

る
意
味
で
使
う
頻
度
も
高
く
な
る
の
で
は
な
い
か
｡

そ
し
て
､

r基
礎
日
本
論
』
で
は
'

時
間
的
な
意
味
と
場
所
的
な
意
味
の
二
面
が
あ
り
'

｢じ
き
｣

よ
り
用
法
は
広
い
｡

と
'
用
法
の
広
さ
を
指
摘
し
て
も
い
る
が
､

｢す
ぐ
｣
の
時
間
の
用

法
ひ
と
つ
と
っ
て
も
'
そ
の
用
い
る
範
囲
が
広
い
こ
と
も
以
下
の
よ

う
に
記
述
し
て
い
る
｡

･

rす
ぐ
｣
の
基
準
点
は
話
題
中
の
任
意
の
時
点
で
あ
っ
て
'

必
ず
し
も
今
､
現
在
と
は
か
ぎ
ら
な
い
｡

･
い
ず
れ
も
話
題
の
そ
の
時
点
を
基
準
点
と
し
て
言
っ
て
い

る
｡
こ
の
点
が

｢も
う
す
ぐ
｣

｢ま
も
な
く
｣

｢程
な
く
｣

と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
基
準
点
の
と
り
方
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
が
あ
る
｡

こ
の
こ
と
は
用
例
の
分
類
の
中
で
も
確
認
で
き
た
｡
ま
た
､

＼

｢英
詣
な
ん
か
す
ぐ
話
せ
る
よ
う
に
な
る
さ
｣
の
よ
う
な
例
を

｢直
ち
に
｣
と
言
い
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

｢直
ち
に
｣
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は
'
あ
る
状
況
が
成
立
し
て
か
ら
次
の
耕
態
が
成
立
す
る
ま
で

の
時
間
の
隔
た
り
が

｢す
ぐ
｣
よ
り
小
さ
く
'
基
準
点
か
ら
の

間
隔
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
.

と
'

｢す
ぐ
｣
の
示
す
隔
た
り
の
幅
が
か
な
り
任
意
な
も
の
で
あ
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡

｢
間
を
置
か
ず
｣
出
来
事
が
起
こ
る
こ
と
を

示
す

｢す
ぐ
｣
で
あ
る
が
'
そ
こ
に
は
密
接
し
た
出
来
耶
同
士
の
意

味
が
絶
対
的
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
発
話
者
に
と
っ
て

｢小
さ
い
｣

と
認
識
で
き
る
範
囲
で
の
隔
た
り
が
'
二
つ
の
出
来
郡
の
間
や
'
二

つ
の
場
所
や
物
体
の
間
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
.
こ
の
よ
う
に
意
味

範
囲
の
広
さ
が
あ
る
請
だ
か
ら
'
小
さ
い
隔
た
り
を
表
す
場
合
に
よ

く
用
い
ら
れ
'
そ
の
結
果
'
時
間
の
隔
た
り
の
小
さ
さ
の
意
味
を
持

つ
用
例
が
多
く
な
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
.

さ
て
t

r簡
単
に
｣
の
意
味
の
用
例
数
は
'

1
六
三
例
中

1
例
と

極
端
に
少
な
か
っ
た
｡

そ
の
わ
け
は
､
1
-
2
で
挙
げ
た
三
つ
の
条
件
を
柄
た
さ
な
い
限

り
'
こ
の

｢簡
単
に
｣
の
意
味
を
と
り
え
な
い
､
と
い
う
厳
し
い
制

約
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
｡
時
間
の
意
味
､
空
間
の
意
味
で

｢す
ぐ
｣

を
使
用
す
る
場
合
に
は
'
そ
の
よ
う
な
制
約
は
な
い
｡
こ
の
条
件
の

有
無
が
､
用
例
数
の
多
寡
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
る
.

こ
の
用
例
数
か
ら
考
え
る
と
'
辞
書
の
ブ
ラ
ン
チ
で
'
あ
る
程
度

の
数
が
確
認
さ
れ
た
時
間

･
空
間
の
意
味
の
も
の
と
'
こ
の

｢簡
単

に
｣
の
ブ
ラ
ン
チ
と
を
同
列
に
扱
っ
て
よ
い
か
t
と
い
う
疑
問
が
浮

か
ん
で
く
る
｡
し
か
し
､
用
例
数
が
極
端
に
少
な
い
か
ら
と
い
っ
て
､

こ
の

｢簡
単
に
｣
の
意
味
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
.
特
殊

な
用
法
で
は
あ
る
が
'
条
件
が
揃
う
こ
と
に
よ
っ
て
､
現
代
緒
の
中

で
突
際
に
使
用
さ
れ
て
い
る
限
り
は
'

一
つ
の
意
味
と
し
て
立
て
ざ

る
を
え
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
.
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