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体
言
文
と
主
語
-
述
語

キ
ー
ワ
ー
ド
‥
体
言
文

主
語

述
語

解
説
文

ウ
ナ
ギ
文

五 四 三 二 一

は
じ
め
に

文
の
論
理
と
用
言
文

体
言
文
と
文
の
形
式

体
言
文
と
主
語
-
述
語

お
わ
り
に

一

は
じ
め
に

文
法
論
と
は
､
言
語
の
単
位
で
あ
る
語
､
文
､
文
章
に
就
い
て
､
意
味
と
の

関
係
か
ら
､
各
々
の
根
拠
､
構
造
､
種
類
､
性
質
を
問
う
も
の
で
あ
る
｡
山
田

孝
雄
の
研
究
は

『日
本
文
法
論
』
(山
田

一
九
〇
八
)
か
ら
し
て
も
百
年
を
迎

え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
､
文
の
論
理
と
語
の
類
別
に
関
す
る
研
究
は
､

日
本
文
法
学
の
基
底
を
説
く
も
の
と
し
て
揺
る
ぎ
の
な
い
も
の
で
あ
る

(石
神

二
〇
〇
二
)0

山
田
文
法
は
､
文
に
根
本
的
に
異
な
る
二
つ
の
種
類
を
設
定
す
る
｡
喚
体
と

述
体
で
あ
る
｡
こ
こ
に
は
､
文
は
思
想
を
組
織
的
に
表
し
た
も
の
で
あ
り
､
思

想
の
最
も
原
理
的
な
姿
は
判
断
で
あ
る
､
と
い
-
把
握
が
あ
る
｡

喚
体

‥
感
情
の
発
表
形
式
､
命
題
の
形
式
を
成
さ
な
い
､
呼
格

(体
言
)

に
よ
る
二
九
性

石

神

照

雄

述
体

‥
理
性
の
発
表
形
式
､
命
題
の
形
式
を
成
す
､
主
格

(体
言
)
-
賓

格

(用
言
)
に
よ
る
二
元
性
と
述
格

(用
言
)
の
関
与

右
は
､
文
に
於
け
る
判
断
の
在
り
方
を
根
拠
に
し
た
も
の
で
あ
る

(注
1
)｡

殊
に
､
述
体
に
関
し
て
展
開
さ
れ
た
､
文
の
論
理
と
語
の
須
別
は
重
要
で
あ
る
｡

山
田
は
､
精
神
の
統

一
作
用

(統
覚
作
用
=
繋
辞
)
と
い
う
作
用
的
次
元
の
要

素
を
､
思
想

(直
接
に
は
分
析
判
断
)
を
組
織
す
る
も
の
と
し
て
､
対
象
的
次

元
の
要
素

(実
体
､
属
性
)
と
は
別
に
追
究
す
る
｡
即
ち
､
判
断
に
於
け
る
繋

辞
､
文
の
内
部
構
造
と
し
て
の
位
格
関
係
の
述
格
､
構
文
機
能
と
し
て
の
陳
述
､

と
い
う
各
々
を
連
関
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
､
述
体
文
の
中
核
を
担
う
語
と
し

て
用
言
に
至
る

(注
2
)0

山
田
文
法
が
説
-
述
体
の
論
理
に
従
い
､
例
と
し
て
､

花
咲
-
0

を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
､
こ
れ
を
､

[実
体
-
属
性
]
-
繋
辞

[主
格
-

賓
格
]
-
述
格

[体
言
-
用
言
]
-
用
言

[花

-
咲
-
]
-
咲
-

と
分
析
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
｡
こ
こ
に
､
事
態
分
析
と
し
て
分
析
判
断
の
内

部
構
造
､
分
析
判
断
を
基
に
し
た
構
文
概
念

(位
格
)
に
よ
る
構
文
関
係
､
位

格
を
担
う
品
詞
に
よ
る
構
文
関
係
､
位
格
を
担
う
具
体
の
語
に
よ
る
構
文
関
係
､

と
い
う

1
連
の
展
開
を
見
る
の
で
あ
る
｡
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と
こ
ろ
で
､

7
般
に
文
に
於
い
て
､
主
語
と
は
何
か
､
述
語
と
は
何
か
の
問

題
は
､
個
別
の
文
で
は
1
見
自
明
の
こ
と
の
よ
う
で
も
あ
る
が
､
論
理
的
解
説

は
容
易
で
は
な
い
｡
右
の
例
文
を
､

花

1
咲
-
0

主
語

述
語

と
図
示
す
る
と
き
､
主
語
と
は
主
格
の
語
､
述
語
と
は
述
格
の
語
と
い
う
よ
う

に
､
判
断
の
対
象
的
次
元
の
語
'
作
用
的
な
次
元
の
語
を
､
そ
の
ま
ま
文
の
形

式
の
項
と
し
て
読
み
替
え
た
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
右
の
例

文
で
は
こ
れ
を
支
持
す
る
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
我
々
の
文
に
対
す
る
意
識
は
､
述
格
を
成
す
こ
と
の
み
を

以
て
用
言
を
述
語
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
述
格
の
用
言
が
直
ち
に
述
語
で

は
な
い
.
用
言
が
実
質
用
言
で
あ
る
場
合
は
､
資
格
と
述
格
と
を
同

1
用
言
が

担
う
こ
と
と
な
り
分
明
で
は
な
い
が
､
形
式
用
言
を
以
て
述
格
と
す
る
と
き
､

主
語
に
応
ず
る
述
語
と
は
何
か
が
判
明
す
る
｡
主
格
-
賓
格
の
対
象
的
次
元
の

関
係
で
賓
格
を
構
成
す
る
用
言
が
､
述
格
の
陳
述
の
関
与
を
受
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
述
語
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る

(注
3
)0

即
ち
､
述
体
の
文
に
於
い
て
'
述
格
の
関
与
を
受
け
た
賓
格
の
語
が
文
の
部

分
と
し
て
在
る
､
と
い
う
こ
と
が
､
構
文
形
式
の
概
念
と
し
て
あ
る
｡
こ
れ
が

述
語
で
あ
る
｡
そ
う
で
あ
れ
ば
､
述
体
の
文
に
述
格
の
関
与
を
受
け
た
主
格
の

語
が
文
の
部
分
と
し
て
在
る
､
と
い
う
こ
と
を
以
て
主
語
と
称
す
る
こ
と
に
な

ろ
う

(石
神
二
〇
〇
五
)
｡

例
文

｢花
咲

-
｡｣
は
､
体
言

｢花
｣

が
主
語
､
用
言

｢咲
く
｣
が
述
語
と

い
う
各
々
の
構
文
形
式
を
担
う
こ
と
で

､

文
と
し
て
の
内
容
の
統

一
､
文
と
し

て
の
形
式
の
完
結
が
同
時
に
実
現
し
､
分
析
判
断
を
表
す
述
体
文
と
し
て
あ
る

の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
改
め
て
､
分
析
判
断
､
位
格
に
よ
る
構
文
関
係
'
位
格
を

分
担
す
る
品
詞
､
構
文
形
式
と
し
て
の
主
語
-
述
語
､
具
体
の
語
､
と
い
う
よ

う
に
述
体
文

｢花
咲
く
｡｣
を
支
え
る
内
部
構
造
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
｡

[実
体
-
属
性
]
-
繁
辞

[主
格
-
賓
格
]
-
述
格

[体
言
-
用
言

(実
質
)
]
-
用
言

(陳
述
)

主
語
-
述
語
｡

花

-
咲
く
｡

述
体
の
文
に
於
い
て
主
語
-
述
語
の
相
関
と
は
､
現
実
に
は
体
言
と
用
言
と

に
よ
る
語
序
を
構
文
形
式
と
す
る
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
が
分
析
判
断
を
担
い
思

想
の
表
現
と
な
る
の
で
あ
る
｡
山
田
文
法
が
説
-
述
体
の
論
理
を
始
祖
と
し
､

日
本
語
を
分
析
し
ょ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
､
主
語
と
述
語
と
は
対
の
関
係
に

あ
り
､
文
に
於
い
て
l
体
の
も
の
で
あ
る
｡
両
者
は
他
を
欠
い
て
1
の
み
が
在

る
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
｡
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
､
日
本
語
文
を
論
ず
る
と

き
､
文
形
式
と
し
て
主
語
-
述
語
の
扱
い
が
分
明
で
な
い
場
合
が
あ
る
｡

本
稿
は
､
山
田
文
法
に
導
か
れ
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
検
討
し
た
､
文
の
論
理

と
語
の
類
別
の
根
本
問
題

(石
神
二
〇
〇
二
)､
文
の
論
理
と
し
て
の
主
語
-

述
語
と
い
う
構
文
形
式
の
問
題

(石
神
二
〇
〇
五
)
を
踏
ま
え
､
体
言
を
述
語

と
す
る
文
に
つ
い
て
述
体
文
と
し
て
の
在

り
方
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
｡

二

文
の
論
理
と
用
言
文

文
と
し
て
の
述
体
の
論
理
は
､
現
象
的
な
姿
を
超
え
て
､
文
形
式
と
し
て
主

語
と
述
語
が
存
在
し
､
そ
の
こ
と
を
以
て
内
容
の
統

一
と
形
式
の
完
結
が
実
現

し
て
い
る
､
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
と
き
体
言
と
用
言
が
執
る
語
序
が
主

語
-
述
語
と
い
う
文
形
式
で
あ
る
.

し
か
し
な
が
ら
､
先
に
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
も
の
を
始
め
と
し
て
､
実
質

用
言
を
述
語
と
す
る
述
体
文
で
は
'
現
象
的
な
文
の
姿
か
ら
し
ば
し
ば
文
の
形
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式
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
｡
文
が
述
語
用
言
の
み
で
成
り
立
つ
か
の
如
き

言
説
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
｢詞
辞
論
｣

的
観
点
の
入
子
形
式
か
ら
主
語
を
述
語

の
中
に
含
ま
れ
る
と
す
る
時
枝
誠
記

の
構
文
観

(時
枝

一
九
四

一
)
､
｢述
語

一

本
建
｣
を
標
梼
す
る
三
上
章
の
構
文
観

(三
上

1
九
五
三
)
は
所
謂
主
語
廃
止

論
に
至
る
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
文
を
素
材
表
示
の
職
能
と
関
係
構
成
の
職
能

と
の
結
合
体
と
見
な
す
渡
辺
実
の
構
文
論

(渡
辺

一
九
七

一
)
も
こ
こ
に
含
ま

れ
る
｡

文
に
於
い
て
主
語
が
現
象
的
に
無
い
場
合
が
あ
る
｡
先
の
例
文
で
言
え
ば
､

｢咲
く
｡
/
咲
い
た
｡｣
の
み
で
意
味
が
通
じ
る
場
合
が
あ
る
｡
そ
れ
を
以
て
､

主
語
は
不
要
で
あ
る
と
し
､
述
体
に
於
け
る
文
の
形
式
を
述
語

一
本
建
と
説
-

の
で
あ
る
｡
述
語

1
本
建
の
構
文
観
に
於
い
て
は
'
位
格
関
係
に
在
る
賓
格
と

は
主
格
と
相
関
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
､
述
語
は
そ
れ
を
踏
ま
え

文
の
形
式
と
し
て
在
る
も
の
で
あ
る
､
と
い
う
議
論
は
望
め
な
い
｡
意
味
的
論

理
関
係
か
ら
用
言
の
格
を
規
定
し
､
用
言
を
扇
の
要
に
見
立
て
る
｡
す
る
と
格

関
係
を
構
成
す
る
体
言
は
用
言
に
対
し
放
射
状
に
在
る
｡
そ
の
と
き
各
々
の
格

関
係
を
な
す
も
の
の
間
に
､
意
味
的
論
理
関
係
と
し
て
優
劣
は
無
い
｡
こ
の
よ

う
に
関
係
を
設
定
す
る
こ
と
で
､
用
言
は
述
語
と
し
て
束
ね
の
機
能
を
担
う
必

須
要
素
と
し
て
在
る
こ
と
に
な
り
､
格
関
係
の
関
係
構
成
を
担
う
体
言
は
任
意

の
も
の
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
文
形
式
と
し
て
主
語
が
考
慮
さ
れ
な
い
構

文
観
で
あ
る
｡
こ
の
構
文
観
に
よ
る
文
法
研
究
は
､
山
田
文
法
以
降
､
今
日
ま

で
陸
続
と
し
て
あ
る
も
の
と
言
え
よ
う
｡
唯
森
重
敏
の
一
連
の
研
究

(森
重

一

九
五
九
､

l
九
六
五
､

l
九
七

一
)
を
例
外
と
す
る
の
み
で
あ
る
｡

さ
て
､
右
の
こ
と
は
例
を
以
て
示
す
な
ら
､

(太
郎
が
)
(次
郎
を
)
(花
子
に
)
-
-
紹
介
し
た
｡

Lo

(連
用
成
分
)
-
述
語
.

乃

[主
格
体
言
/
対
格
体
言
/
与
格
体
言
/
-
･･･]
-

[実
質
用
言
]

(太
郎
が
)
(次
郎
を
)
(花
子
に
)
-
紹
介
し
た
｡

任
意
の
要
素

必
須
の
要
素

と
い
う
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
｡
任
意
の
連
用
成
分
と
必
須
の
述
語
と

で
内
容
の
統

一
が
行
わ
れ
､
述
語
が
形
式
の
統

1
と
完
結
を
担
っ
て
い
る
｡
山

田
文
法
に
基
づ
-
主
語
-
述
語
の
相
関
と
い
う
述
体
の
論
理
で
は
､
内
容
の
統

1
と
形
式
の
完
結
は
1
体
の
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
が
こ
こ
で
は
機
能
分
化
さ

れ
て
い
る
｡
内
容
に
関
し
て
は
､
用
言
が
担
う
意
味
的
論
理
関
係
と
し
て
の
束

ね
の
機
能
､
即
ち

｢叙
述
｣
で
あ
り
､
形
式
に
関
し
て
は
､
用
言
が
述
語
と
し

て
存
在
す
る
こ
と
及
び
そ
の
延
長
で
あ
る

(注
4
)0

述
語
用
言
と
は
､
構
文
機
能
が
予
め
設
定
が
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
こ

れ
が
､
用
言
を
述
語
と
す
る
述
体
文
に
対
す
る
今
日
的
な
捉
え
方
で
あ
る
｡
そ

れ
は
､
連
用
成
分
と
の
内
容
的
関
係
構
成
､
文
の
形
式
的
完
結
､
と
い
う
二
つ

で
あ
る
｡

右
の
よ
う
な
文
法
研
究
は
､
山
田
文
法
の
構
造
の
論
理
と
は
異
な
る
｡
山
田

文
法
で
は
､
判
断
の
在
り
方
を
構
造
的
に
捉
え
､
こ
れ
を
根
拠
に
文
の
論
理
を

導
い
た
｡
右
は
､
機
能
と
し
て
文
の
在
り
方
を
論
じ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
｡
即

ち
､
仮
に
主
語
が
設
定
さ
れ
た
と
し
て
も
､
そ
れ
は
意
味
的
論
理
関
係
の
格
と

し
て
抽
出
さ
れ
た
主
格
が
､
単
に
読
み
替
え
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
｡

山
田
文
法
か
ら
導
か
れ
る
文
の
形
式
と
し
て
の
主
語
-
述
語
関
係
の
主
語
で
は

な
い
｡
意
味
的
論
理
関
係
と
し
て
主
格
を
取
り
上
げ
る
に
過
ぎ
な
い
述
語

一
本

建
の
構
文
観
.で
は
､
｢主
語
｣
と
読
み
替
え
ら
れ
る
主
格
は
､
他
の
格
に
対
し

て
相
対
的
に
優
位
な
在
り
方
を
取
る
も
の
で
は
あ
る
が
､
構
文
要
素
と
し
て
は

任
意
と
し
て
在
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
主
張
さ
れ
る

｢主
語
廃
止
論
｣
は
､

述
体
の
論
理
に
関
わ
る
主
語
-
述
語
を
直
接
に
問
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
｡

事
態
分
析
と
文
に
於
け
る
表
現
の
省
略
と
い
う
問
題
は
､
用
言
を
述
語
と
す
る

文
に
於
い
て
は
､
日
本
語
の
具
体
的
な
姿
と
し
て
の
特
徴
で
あ
る
｡
し
か
し
な
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が
ら
､
こ
れ
を
以
て
一
般
化
し
､
日
本
語
の
文
形
式
に
主
語
が
な
い
と
の
論
証

丁⊥

へ
と
導
こ
う
な
ど
と
す
る
こ
と
は
､
現
象
と
論
理
の
安
易
な
混
同
で
あ
り
､
文

法
論
と
し
て
妥
当
な
展
開
で
は
な
い
｡

三

体
言
文
と
文
の
形
式

こ
こ
に
､
体
言
を
述
語
と
す
る
文
を
､
述
体
の
論
理
を
以
て
解
析
す
る
な
ら

ば
'
事
態
分
析
と
し
て
分
析
判
断
の
内
部
構
造
､
分
析
判
断
を
基
に
し
た
構
文

概
念

(位
格
)
に
よ
る
構
文
関
係
､
位
格
を
担
う
品
詞
に
よ
る
構
文
関
係
､
位

格
を
担
う
具
体
の
語
に
よ
る
構
文
関
係
､
文
の
形
式
､
具
体
の
語
に
よ
る
文
の

形
式
､
と
い
う

一
連
の
展
開
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
｡

太
郎
は
大
学
生
だ
｡

[実
体
-
属
性
]
-
繋
辞

[主
格
-
賓
格
]
-
述
格

[体
言
-

体
言
]
I
形
式
用
言

(陳
述
)

[太
郎
-

大
学
生
]
-
だ

主
語
-
述
語
｡

太
郎
は
-
大
学
生
だ
｡

こ
こ
で
､
体
言
文
の
述
語

｢大
学
生
だ
｣
を
､
用
言
文
の
文
形
式
の
在
り
方

に
準
え
る
な
ら
ば
､
次
の
も
の
が
導
か
れ
る
｡

太
郎
は
大
学
生
だ
｡

(連
用
成
分
)
-
述
語
｡

[主
格
体
言
]
-

[体
言

･
形
式
用
言
]

太
郎
は
-
大
学
生
だ
.

任
意
の
要
素

必
須
の
要
素

し
か
し
な
が
ら
､
右
を
以
て
体
言
文
の
形
式
と
す
る
こ
と
に
は
違
和
感
を
質

え
る
｡
同
意
で
き
な
い
も
の
の
第

一
は
､
仮
に

｢太
郎
は
｣
を
任
意
の
も
の
と

し
､
こ
れ
を
欠
く
な
ら
ば
､
｢大
学
生
だ
｣
を
述
語
と
す
る
文
が
担

っ
て
い
た

意
味
は
表
さ
れ
な
い
｡
こ
こ
で
は
'
述
語
に
先
行
す
る

｢太
郎
は
｣
は
任
意
の

要
素
で
は
な
-
､
体
言
を
述
語
と
す
る
文
と
し
て
は
必
須
の
要
素
で
あ
る
｡

｢
ほ
｣
は
題
目

(主
題
)
の
提
示
と
し
て
扱
う
も
の
で
あ
る

(松
下

一
九
二

四
､

一
九
二
八
)｡
用
言
文
の
場
合
で
あ
れ
ば
､
連
用
成
分
の
表
示
と
叙
述
内

容
の
関
係
か
ら
､
例
え
ば
､

太
郎
は
紹
介
し
た
｡

‥
太
郎
が
紹
介
し
た
コ
ト

‥
主
格

次
郎
は
紹
介
し
た
｡

‥
次
郎
を
紹
介
し
た
コ
ト

‥
対
格

と
､
各
々
の
体
言
が
担
う
格
を
決
定
し
､

太
郎
が
次
郎
を
花
子
に
紹
介
し
た
｡
(現
象
文
)

と
い
う
よ
う
に
､
基
底
の
文
を
設
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
題
目
提
示
の
文
は

基
底
の
現
象
文
が
転
換
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
る
の
で
あ
る
｡
述
体
の
文
に
､
格

助
詞
の
次
元
の
文
､
係
助
詞
の
次
元
の
文
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､

助
詞
の
種
類
に
よ
っ
て
文
の
判
断
の
質
が
異
な
る
こ
と
を
見
て
い
る
こ
と
に
な

る
｡
用
言
を
述
語
と
す
る
文
で
は
､
題
目
提
示
の
関
係
を
外
せ
ば
､
基
底
の
文

は
現
象
文
で
あ
る
｡
現
象
文
と
は
､
描
写
文
と
も
言
う
よ
う
に
'
い
わ
ば
事
態

分
析
に
専
念
し
た
文
で
あ
る
｡
格
助
詞
の
文
で
あ
る
と
は
､
文
の
判
断
の
次
元

が
そ
れ
と
し
て
在
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡

さ
て
､
右
の
体
言
述
語
文
に
於
い
て
､
こ
れ
を
題
目
提
示
の
文
と
し
た
場
合
､

こ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
る
基
底
の
文
の
姿
と
は
､

太
郎
が
大
学
生
だ
｡

と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
現
象
的
に
は
助
詞

｢が
｣

の
文
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が

ら
､
こ
れ
が
担
う
意
味
は
用
言
述
語
文
の
場
合
と

は
異
な
る
｡
元
々
の
体
言
文

が
担

っ
て
い
た
の
は
､
文
の
内
容
で
あ
る
対
象
の
特
徴
の

｢解
説
｣
で
あ
る
｡

こ
れ
は
､
係
助
詞

｢
は
｣
が
担

っ
て
お
り
､
特
殊
性
の
判
断
を
表
し
て
い
る
と
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考
え
ら
れ
る
｡

い
ま
､
こ
こ
に
､
元
々
の
体
言
文
の
基
底
と
し
て
得
た
右
の
も
の
は
､

大
学
生
は
太
郎
だ
｡
(指
定
文
)

と
い
う
文
と
同
じ
意
味
を
担
う
も
の
で
あ
る
｡
二
つ
は
形
式
の
異
な
り
を
超
え

て
､
そ
の
担
う
文
の
意
味
を

｢指
定
｣
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
発
言
者
の
談

話
的
態
度
の
意
味
が
､
問
答
関
係
で
解
答
を
選
択
指
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
現

れ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の

｢
は
｣
の
文
が
､
意
味
の
上
か
ら
し
て
も
､
使
わ
れ

て
い
る
助
詞
の
種
類
か
ら
し
て
も
､
現
象
文
で
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
｡
先

の

｢が
｣
の
文
は
､
意
味
の
上
か
ら
は
寧
ろ
指
定
文
で
あ
る
｡

太
郎
が
大
学
生
だ
｡
(指
定
文
)

因
み
に
､
右
の

｢
は
｣
の
指
定
文
に
､
基
底
文

へ
の
転
換
の
操
作
を
施
せ
ば
､

大
学
生
が
太
郎
だ
｡
(解
説
文
)

を
得
る
｡
こ
れ
は
初
発
の
'
体
言
述
語
文
の

太
郎
は
大
学
生
だ
｡
(解
説
文
)

に
類
義
的
で
あ
り
､
解
説
文
で
あ
る
｡

こ
こ
に
述
べ
て
き
た
こ
と
は
､
我
々
を
次
の
こ
と
へ
と
導
-
｡
即
ち
､

太
郎
は
大
学
生
だ
｡
(解
説
文
)

と
い
う
体
言
を
述
語
と
す
る
文
に
関
し
て
､
こ
れ
を
題
目
提
示
さ
れ
た
文
と
し
､

こ
の
基
底
文
と
し
て
何
ら
か
の
現
象
文
を
設
定
す
る
､
と
い
う
操
作
は
困
難
で

あ
る
｡
ま
た
操
作
の
過
程
で
把
捉
す
る
体
言
文
に
､
｢解
説
｣
で
も

｢指
定
｣

で
も
な
い
も
の
と
し
て
の
現
象
文
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
｡
な
お

一
般
的

に
も
体
言
文
で
あ
れ
ば
､
｢が
｣
表
示
の
文
で
あ

っ
て
も

｢解
説
｣
か

｢指
定
｣

の
意
味
を
担

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
で
の

｢太
郎
は
｣
は
､
連
用
成
分

の
格
が
題
目
提
示
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
､
と
考
え
ら
れ
る
｡

述
体
の
論
理
に
則
る
な
ら
ば
'
体
言
を
述
語
と
す
る
文
に
於
い
て
も
'
判
断

の
構
造
か
ら
位
格
関
係
の
設
定
で
主
格
が
抽
出
さ
れ
る
｡
こ
れ
は
､
述
格
の
関

与
を
受
け
､
主
語
-
述
語
関
係
の
主
語
と
し
て
構
文
上
に
実
現
す
る
も
の
で
あ

る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
体
言
文
で
の
姿
は
当
初
か
ら

｢
は
｣
に
よ
る
も
の
な
の

で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
が
､
動
詞
述
語
文
に
準
え
て
､
連
用
成
分
の
格
を
抽
出
し

よ
う
と
の
操
作
を
し
て
出
現
さ
せ
た
､
助
詞

｢が
｣
の
文
な
の
で
あ
る
が
､
文

意
の
異
な
る
も
の
を
発
生
さ
せ
た
の
で
あ
る
｡
体
言
文
に
於
い
て

｢が
｣

表
示

で
あ
る
こ
と
は
､
動
詞
文
の
主
格
に
相
当
す
る
も
の
で
は
な
い
｡

つ
ま
り
､
体
言
文
に
於
い
て
は
､
体
言
を
扇
の
要
と
す
る
意
味
的
論
理
関
係

を
設
定
し
､
要
の
述
語
体
言
を
以
て
必
須
の
要
素
､
先
行
す
る
体
言
を
以
て
任

意
の
要
素
､
と
す
る
内
部
構
造
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
｡
抑
も
､
体
言
文
に

於
い
て
は
､
基
底
の
現
象
文
な
る
も
の
は
存
立
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
｡

用
言
文
に
於
い
て
は
､
述
体
の
論
理
は
､
主
語
-
述
語
の
文
形
式
か
ら
､
述

語

一
本
建
の
論
理

へ
と
展
開
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
体
言

文
に
於
い
て
は
､
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
｡

一
般
に
は
､
現
象
的
な
形
式
か
ら
､
用
言
文
と
体
言
文
と
に
等
し
-
述
体
と

い
う
枠
を
与
え
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
用
言
を
述
語
と
す
る
文
と
､
体
言

を
述
語
と
す
る
文
と
で
は
､
文
の
内
部
構
造
を
成
す
根
本
的
な
も
の
が
異
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡

右
は
こ
う
い
う
思
い
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
｡

四

体
言
文
と
主
語
-

述
語

述
体
の
文
を
構
成
す
る
と
き
､
述
語
の
品
詞
と
助
詞
の
種
類
､
構
文
上
の
役

割
､
そ
れ
に
伴
う
文
が
表
す
判
断
の
質
に
よ
る
文
の
名
称
に
関
し
て
は
､

動
詞
述
語

‥
格
助
詞

｢が
｣

‥
主
格
表
示

‥
現
象
文

(物
語
り

文
､
動
詞
文
)

形
容
詞

･
名
詞
述
語

‥
係
助
詞

｢
ほ
｣

‥
題
目
提
示

‥
判
断
文

(品
定
め
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文
､
名
詞
文
)

と
い
う
違
い
を
我
々
は
意
識
し
て
い
る

(注
5
)｡

右
は
次
の
こ
と
に
も
及
ぶ
｡

動
詞
述
語
文
は
格
助
詞

｢が
｣
に
よ
る
現
象
文
で
あ
る
が
､
係
助
詞

｢
は
｣

に
よ
り
題
目
提
示
の
文
に
転
換
す
る
｡
形
容
詞
述
語
文
は
係
助
詞

｢
は
｣

に
よ

る
題
目
提
示
を
行
う
判
断
文
で
あ
る
が
､
格
助
詞

｢が
｣
に
よ
り
主
格
表

示
の

文
､
即
ち
現
象
文
に
転
換
す
る
｡
こ
の
把
握
の
背
景
に
は
､
係
助
詞

｢
は
｣
に

対
し
て
格
の
代
行

(三
上

一
九
六
〇
)
と
い
う
機
能
を
捉
え
､
こ
れ
を
剥
が
せ

ば
下
に
は
格
助
詞
が
出
現
す
る
､

と
い
う
構
文
観
が
在
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の

構
文
観
は
､
用
言

(動
詞

･
形
容
詞
)
を
述
語
と
す
る
文
で
捉
え
ら
れ
る
､
題

目
提
示
の
文
と
基
底
の
文
と
の
関
係
を
､
体
言
文
の
場
合
に
も
適
用
す
る
こ
と

が
出
来
る
の
だ
､
と
い
う
暗
黙
の
了
解
を
､
文
法
論
に
持
ち
込
ま
せ
る
こ
と
に

な
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
右
は
､
用
言
文
を
述
語

一
本
建
の
形
式
で
分
析
す
る
こ
と

が
妥
当
と
す
る
地
点
で
の
も
の
で
あ
り
､
し
か
も
､
体
言
文
を
用
言
文
に
準
え

て
解
析
す
る
こ
と
の
保
証
と
い
う
こ
と
に
至
っ
て
は
､
文
法
論
上
議
論
を
阻
む

余
地
無
し
､
と
い
う
も
の
で
は
な
い
｡
､体
言
文
の
叙
述
内
容
を

｢～

コ
ト
｣
と

い
う
実
質
化
を
以
て
表
示
で
き
る
と
す
る
と
き
､
二
つ
の
体
言
を

｢が
｣
表
示

で
繋
ぐ
､
即
ち

｢太
郎
が
大
学
生
で
あ
る
コ
ト
｣
を
､
現
象
文
の
主
格
表
示
の

｢が
｣
に
相
当
す
る
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
現
象
的
な
文
の
姿
か
ら
､

題
目
と
主
格
の
類
似
性
を
取
り
出
し
た
に
過
ぎ
な
い
｡

体
言
文
の

｢～
は
｣
と
い
う
形
式
が
､
用
言
文
を
解
析
す
る
際
の
主
格
主
語

と
同
じ
も
の
で
あ
る
､
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
は
な
い
か
｡

体
言
文
の
内
部
構
造
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

山
口
光
は
､
体
言
を
述
語
と
す
る
文
の
現
象
的
な
姿
､

[体
言
A
]
助
詞

[体
言
B
]
ダ
｡

か
ら
､
こ
れ
を

｢
二
体
言
文
｣
と
称
す
る

(山
口
一
九
七
五
)
｡
山
口
は
体
言

文
の
構
成
上
の
特
徴
を
次
の
二
つ
と
し
て
抽
出
し
､
こ
の
組
合
せ
か
ら
四
種
類

の
意
味
特
徴
を
記
述
す
る
｡
右
に
用
い
た
文
を
例
と
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
で
あ

る
｡二

一
つ
の
体
言
が
概
念
と
し
て
の
､
内
包

･
外
延
の
何
れ
を
表
す
か
と
い
う

区
分

(外
延
語

･
内
包
語
)

･
伝
達
の
問
答
関
係
で
､
既
知

(～
は
)

･
未
知

(～
が
)
の
何
れ
を
先
行

し
て
表
す
か
に
よ
る
構
文
区
分

(正
規
構
文

･
転
位
構
文
)

A

太
郎
は
大
学
生
だ
｡
外
延
+
内
包

‥
正
規
解
説
文

‥
内
包
の
規
定

B

大
学
生
は
太
郎
だ
｡
内
包
十
外
延

‥
正
規
指
定
文

‥
外
延
の
指
定

C

太
郎
が
大
学
生
だ
｡
外
延
十
内
包

‥
転
位
指
定
文

‥
外
延
の
強
調
指
定

D

大
学
生
が
太
郎
だ
｡
内
包
十
外
延

‥
転
位
解
説
文

‥
内
包
の
強
調
規
定

右
の
四
文
で
は
､
二
つ
の
体
言
は
､

[(太
郎

‥
外
延
)
(大
学
生

‥
内
包
)]

と
い
う
役
割
分
担
を
成
し
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
用
言
文
､
取
分
け
形
容
詞

を
述
語
と
す
る
題
目
提
示
の
文
に
､
体
言
文
は
相
当
す
る
､
と
い
う
処
理
を
支

え
る
根
拠
が
提
供
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
｢大
学
生
｣
を
内
包
と
し
て
扱
う
と
ほ

｢大
学
生

･
性
/
的
｣
と
い
う
意
味
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
｡

即
ち
､
正
規
解
説
文
で
言
え
ば
､
第
二
項
の
体
言
を
形
容
詞
と
見
な
す
こ
と

で
､
体
言
文
を
等
し
-
述
体
の
論
理
に
在
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
体

言
と
は
属
性
が
集
約
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
貼
り
付
け
ら
れ
た
指
標
で
あ
る
｡
し
た

が
っ
て
､
体
言
は
集
約
さ
れ
た
用
言

(属
性
表
現
の
語
)
で
あ
る
､
と
い
う
意

味
的
関
係
構
成
の
操
作
を
我
々
が
承
認
す
る
な
ら
ば
､
体
言
文
は
用
言
文
と
し

て
処
理
さ
れ
る
も
の
と
な
る
｡

右
の
よ
う
な
体
言
文
の
解
析
は
､
二
体
言
が
概
念
の
階
層
関
係
の
中
で
ど
の

よ
う
な
位
地
を
占
め
る
か
､
と
い
う
こ
と
で
あ
り
､
こ
の
文
形
式
が
我
々
の
知
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識
の
体
系
を
映
し
出
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
現
象
文
の
形
式
で
あ
る
主
語
-
述
語
を
支
え
る
､
主
格
-
賓
格

の
根
拠
は
､

一
つ
の
事
態
で
の
実
体
と
属
性
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
用
言
文
の
主

語
-
述
語
と
は
､
次
元
を
同
じ
-
す
る
中
に
在
る
諸
相
の
内
か
ら
抽
出
さ
れ
た

二
つ
の
相
と
し
て
の
実
体
と
属
性
で
あ
る
｡
言
わ
ば
二
つ
は
水
平
の
関
係
に
あ

る
｡
こ
れ
に
対
し
､
体
言
文
で
主
語
-
述
語
を
担
う
と
さ
れ
る
二
つ
の
体
言
は
､

概
念
の
階
層
関
係
の
中
で
次
元
の
異
な
り
が
文
と
し
て
の
根
拠
を
な
し
て
い
る
｡

二
つ
は
垂
直
の
関
係
に
あ
る
｡

二
体
言
文
に
於
い
て
片
方
の
体
言
を
内
包
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
､

概
念
の
階
層
関
係
の
中
で
､
二
つ
の
体
言
に
対
し
垂
直
の
関
係
で
意
味
的
関
係

構
成
を
図
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
内
包
と
捉
え
る
体
言
は
､
語
序
と
し
て
の

主
語
-
述
語
関
係
の
述
語
の
地
位
だ
け
に
在
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
､
右
の

四
文
が
示
す
通
り
で
あ
る
｡
用
言
文
に
於
け
る
主
語
-
述
語
と
､
体
言
文
に
於

け
る
主
語
-
述
語
と
で
は
､
担
う
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

問
題
は
次
の
こ
と
へ
と
展
開
す
る
｡

体
言
文
に
於
い
て
､
外
延

･
内
包
と
い
-
役
割
分
担
は
常
に
あ
る
も
の
な
の

で
あ
ろ
う
か
｡

例
え
ば
､
次
の
､

ボ
ク
は
ウ
ナ
ギ
だ
｡
≠

[(ボ
ク
‥
外
延
)
(
ウ
ナ
ギ

‥
内
包
)]

太
郎
は
納
豆
だ
｡
≠

[(太
郎

‥
外
延
)
へ納
豆

‥
内
包
)]

と
い
う
､
ウ
ナ
ギ
文
と
称
す
る
も
の
で
は
､
こ
の
解
析
は
有
効
で
は
な
い
｡
日

常
を
超
え
た
世
界
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
解
説
文
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

が
'
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
日
常
に
は
な
い
｡
例
え
ば
､

(ボ
ク
)
-

(
ウ
ナ
ギ
)

‥
(食
堂
で
の
注
文
の
品
)
/

(昨
日
の
釣

果
)
/
-
-

(
太
郎
)
-

(納
豆
)

‥
(好
ん
で
よ
-
食
べ
る
食
物
)
/

(苦
手
な
食

物
)
/
-
-

と
い
う
関
係
を
見
出
す
こ
と
で
､
我
々
は
ウ
ナ
ギ
文
を
承
認
す
る
｡

先
に
掲
げ
た
解
説
文
を
始
め
と
す
る
四
文
も
ウ
ナ
ギ
文
も
､
共
に
二
体
言
文

と
し
て
在
る
と
い
う
点
に
於
い
て
は
同
じ
で
あ
る
｡
と
い
う
こ
と
は
､
解
説
文

と
ウ
ナ
ギ
文
の
違
い
と
は
後
項
体
言
の
役
割
分
担
に
在
る
こ
と
が
判
明
す
る
｡

太
郎
は
大
学
生
だ
｡
=

[(太
郎

‥
外
延
)
へ大
学
生

‥
内
包
)]
(解
説

文
)

太
郎
は
納
豆
だ
｡
=

[(太
郎

‥
外
延
)
(納
豆

‥
外
延
)]
(
ゥ
ナ
ギ
文
)

ウ
ナ
ギ
文
で
は

｢納
豆
｣
は
内
包
化
さ
れ
な
い
｡
こ
れ
が
解
説
文
と
な
ら
な

い
理
由
で
あ
る
｡
ウ
ナ
ギ
文
に
於
い
て
は
､
二
つ
の
体
言
が
外
延
ど
う
L
で
存

在
し
､
こ
れ
を
結
ぶ
枠
組
関
係
が
潜
在
し
て
い
る
｡

(太
郎
V
I

(納
豆
)

‥
(好
ん
で
よ
-
食
べ
る
食
物
-
好
物
)

で
あ
る
｡

右
の
こ
と
よ
り
す
れ
ば
､
こ
こ
で
の
ウ
ナ
ギ
文
の
内
部
構
造
は
､

太
郎
が
好
物
を
持

っ
て
い
る
｡
/
太
郎
に
好
物
が
あ
る
｡
(現
象
文
/
存

在
文
)

(
ソ
ノ
)
好
物
は
納
豆
だ
｡
[(好
物

‥
内
包
)
(納
豆

‥
外
延
)]
(指
定

文
)

と
い
う
よ
う
に
､
二
系
統
の
文
の
相
関
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
-
0

(好
物
)

を
中
核
と
す
る
枠
組
関
係
が
前
提
的
に
あ
る
の
で
あ
る
｡
此
処
に
ウ
ナ
ギ
文
の

根
拠
が
在
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

右
の
相
関
す
る
二
系
統
の
文
は
､

1
体
と
し
て
枠
組
み
関
係
の
文
､

太
郎
は
､
好
物
に
関
し
て
は
､
納
豆
だ
｡
(枠
組
関
係
の
文
)

-

[(太
郎

‥
外
延
)
へ好
物

‥
枠
組
関
係
)
へ納
豆

‥
外
延
)]

を
成
す
｡
ウ
ナ
ギ
文
は
こ
の
枠
組
み
関
係
の
文
か
ら
生
ま
れ
る
｡
つ
ま
り
'
枠

組
関
係
を
潜
在
化
さ
せ
非
表
現
と
し
た
剰
余
､
こ
れ
が
ウ
ナ
ギ
文
な
の
で
あ
る
｡



甜

こ
の
種
の
文
は
､
い
わ
ば
二
体
言
の
臨
時
的
な
結
合
で
あ
り
､
文
脈
に
依
存
す

7⊥

る
｡
同
じ
形
式
で
異
な
る
枠
組
関
係
の
表
現
が
あ
り
得
る
こ
と
に
な
る
｡

太
郎
は
納
豆
だ
｡
[(太
郎

‥
外
延
)
(納
豆

‥
外
延
)]
(
ゥ
ナ
ギ
文
)

太
郎
は
､
好
物
に
関
し
て
は
､
納
豆
だ
｡
(枠
組
関
係
の
文
)

太
郎
は
､
苦
手
な
食
物
に
関
し
て
は
､
納
豆
だ
｡
(枠
組
関
係
の
文
)

さ
て
､
此
処
に
い
た
り
､
ウ
ナ
ギ
文
の
解
析
を
踏
襲
す
れ
ば
､
二
体
言
文
と

し
て
の
解
説
文
を
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
な
る
｡

太
郎
は
大
学
生
だ
｡
=

[(太
郎

‥
外
延
)
(大
学
生

‥
内
包
)]
(解
説

文
)

太
郎
は
､
身
分
に
関
し
て
は
､
大
学
生
だ
｡
(枠
組
関
係
の
文
)

-

[(太
郎

‥
外
延
)
(身
分

‥
枠
組
関
係
)
(大
学
生

‥
外
延
)]

(太
郎
)
-

(大
学
生
)

‥
(身
分
)

こ
こ
で
も
内
部
構
造
に
二
系
統
の
文
の
相
関
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
｡

太
郎
が
身
分
を
持

っ
て
い
る
｡
/
太
郎
に
身
分
が
あ
る
｡
(現
象
文
/
存
在
文
)

(
ソ
ノ
)
身
分
は
大
学
生
だ
｡
[(身
分

‥
内
包
)
(大
学
生

‥
外
延
)]

(指
定
文
)

以
上
か
ら
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
｡

解
説
文
､
ウ
ナ
ギ
文
と
い
う
表
面
的
に
は
異
な
る
意
味
の
二
体
言
文
で
は
め

る
が
､
基
盤
と
な
る
枠
組
関
係
を
解
析
す
る
こ
と
に
よ
り
､
文
の
内
部
構
造
に

於
い
て
同

一
性
を
持
つ
｡
内
部
構
造
は
､
二
系
統
の
文
の
相
関
で
あ
る
｡
そ
れ

は
､
二
つ
の
体
言
が
指
示
す
る
二
つ
の
概
念
の
直
接
的
な
関
係
と
い
う
に
留
ま

る
も
の
で
は
な
い
｡
二
つ
の
体
言
は
､
基
盤
と
な
る
枠
組
関
係
を
媒
介
し
て
立

体
的
に
繋
が
る

(注
6
)
0

五

お
わ
り
に

用
言
文
に
於
い
て
は
､
主
語
-
述
語
は
事
態
を
分
析
す
る
こ
と
を
根
拠
と
す

る
も
の
で
あ
る
｡
主
語
の
内
実
の
実
体
､
述
語
の
内
実
の
属
性
は
共
に
分
析
の

対
象
で
あ
る
事
態
に
収
ま
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
､
体
言
文
に
於
い
て

は
､
二
項
の
体
言
は
主
語
-
述
語
関
係
を
成
す
と
称
す
る
に
し
て
も
､
そ
の
内

実
は
用
言
文
と
は
異
な
る
｡
解
説
文
､
及
び
こ
れ
に
連
な
る
も
の
は
概
念
の
階

層
関
係
に
収
ま
る
も
の
で
あ
る
が
､
ウ
ナ
ギ
文
は
潜
在
す
る
枠
組
関
係
を
探
ら

な
け
れ
ば
収
ま
る
場
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
｡

文
法
研
究
に
於
い
て
､
述
体
の
論
理
を
出
発
点
と
す
る
と
き
､
体
言
文
の
主

語
-
述
語
と
は
何
か
を
再
度
吟
味
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
｡
二
体
言
の

現
象
的
な
関
係
に
留
ま
る
こ
と
な
-
､
二
つ
を
組
み
立
て
る
枠
組
の
在
り
方
こ

そ
が
､
内
部
構
造
と
し
て
追
究
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
は
な
い
か
｡
体
言
文

の
二
体
言
は
､
異
な
る
次
元
を
垂
直
に
貫
-
と
い
う
論
理
の
世
界
の
も
の
で
あ

る
｡
単
純
な
判
断
と
し
て
の
も
の
で
は
な
い
｡

森
重
敏
は
､
係
助
詞

｢
は
｣
に
つ
い
て
､
判
断
の
判
断
と
し
て
､
論
理
的
に

は
推
論
で
あ
る

(森
重

1
九
七

一
)
と
い
う
議
論
を
行

っ
て
い
る
｡
論
ず
べ
き

域
と
し
て
､
体
言
文
の
研
究
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
｡
論
理
的

に
は
推
論
関
係
に
於
い
て
在
る
､
こ
れ
が
体
言
文
の
姿
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
れ
は
文
法
論
に
新
た
な
地
平
を
拓
-
も
の
で
あ
る
｡

<
注
>

1

文
が
二
種
類
で
あ
る
と
は
､
文
の
内
容
と
し
て
の
思
想
が
述
体
的
な
判

断
か
､
喚
体
的
な
判
断
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
山
田
文
法
で
は
､
用
言
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に

｢陳
述
｣
を
説
-
述
体
に
対
し
､
喚
体
の
議
論
は
平
衡
に
欠
け
る
と
思

わ
れ
る

(石
神

一
九
九
九
)
0

山
田
は

『日
本
文
法
論
』
(第
二
章

国
語

の
単
語
分
類

の
方
法
､
五

余
が
分
類
)
で
､
述
体
文
の
論
理
と
語
の
類
別
を
説
-
｡
こ
れ
は
文
と
語

の
連
関
を
説
-
文
法
論
と
し
て
の
真
髄
を
成
す
も
の
で
あ
る
｡
『日
本
文
法

学
概
論
』
(第
五
章

語
の
類
別
)
に
も
同
様
の
記
述
を
見
る
こ
と
が
出
来

る

(石
神
二
〇
〇
五
)
｡

賓
格
と
述
格
と
い
う
二
つ
の
位
格
を
､
｢咲
-
｣
は
実
質
用
言
で
あ
る
こ

と
に
よ
り
二
重
に
担
う
こ
と
に
な
る
｡
山
田
は

｢
か
か
る
場
合
に
は
そ
の

重
き
性
質
に
基
づ
い
て
そ
の
語
を
ば
述
格
に
立
て
り
と
い
ふ
こ
と
と
し
､

賓
格
は
そ
の
内
部
に
投
入
し
て
外
形
上
差
別
を
立
て
～
認
め
ざ
る
も
の
と

す
.
｣
(山
田

1
九
三
六
､
六
八
三
頁
)
と
説
-
.
し
か
し
な
が
ら
､
述
格

に
没
入
の
賓
格
と
は

[主
格
丁
案
格
]
関
係
を
前
提
と
し
て
存
在
す
る
も

の
で
あ
り
､
述
格
は
こ
の
関
係
性
に
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

渡
辺
文
法
は
､
山
田
の
文
法
の
陳
述
を
機
能
と
し
て
抽
出
し
､
｢叙
述
｣

と

｢陳
述
｣
と
し
た
｡
こ
れ
は
､
述
体

の
論
理
で
あ
る
内
容
と
形
式

の
問

題
を
構
文
的
職
能
と
い
う
機
能
で
統

一
的
に
論
じ
ょ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る

(渡
辺

1
九
七

一
)
｡
渡
辺
の
陳
述
は
､
山
田
が
説
-
述
体
の
論
理
と
し

て
の
陳
述
か
ら
､
内
容
の
統

一
と
い
う
側
面
を
控
除
し
た
陳
述
観
で
あ
る
｡

こ
れ
は
､
今
日
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
論
に
連
な
る
｡

格
表
示
さ
れ
た
体
言
と
動
詞
を
述
語
と
し
で
構
成
さ
れ
る
文
を
､
佐
久

間
鼎

(佐
久
間

一
九
四

一
)
は

｢物
語
り
文
｣
､
三
尾
砂

(三
尾

一
九
四

1
)
は

｢
現
象
文
｣
､
三
上
章

(三
上

一
九
五
三
)
は

｢動
詞
文
｣
と
称
す

る
｡
こ
れ
は
､
時
の
経
過
を
含
む
個
別
事
態
の
表
現
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対

し
､
形
容
詞

(形
容
動
詞
､
)
名
詞
を
述
語
と
し
て
構
成
さ
れ
る
文
は

｢品
定
め
文
｣

(佐
久
間
､
同
上
)
､
｢判
断
文
｣
(三
尾
､
同
上
)
､
｢名
詞

文
｣
(三
上
､
同

上
)
と
さ
れ
て
い
る
｡
助
詞

｢が
｣
の
文
と
助
詞

｢
は
｣

の
文
で
あ
る
｡
｢が
｣
の
文
で
は
連
用
成
分
の
任
意
性
を
見
る
に
し
て
も
､

｢
は
｣
の
文
で
は
前
後
の
二
項
が
必
須
で
あ
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
出
来

な
い
｡

6

解
説
文
に
於
い
て
は
､
枠
組
み
関
係
の
文
と
し
て
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
､

二
体
言
文
と
す
る
と
､
ウ
ナ
ギ
文
で
は
体
言
の
役
割
分
担
が
そ
の
ま
ま
で

あ
る
の
に
､
所
謂
述
語
に
於
い
て
外
延
か
ら
内
包

へ
の
移
行
が
生
じ
る
｡

こ
れ
に
つ
い
て
は
､
｢体
言
文
の
構
造
｣
(石
神
､
未
刊
行
)
で
検
討
し
た
｡

<
参
考
文
献
>

石
神
照
雄

(
一
九
八
九
)

｢
ハ
と
ガ
ー
主
題
と
主
語
1
｣
『日
本
語
の
文
法
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