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〈
わ
が
こ
と
〉
表
現
と
オ
ノ
マ
ト
ペ

１
　
問
題
の
所
在

日
本
語
に
は
、
行
為
・
状
態
・
情
意
の
主
体
を
言
わ
な
い
表
現
が
あ
る
。
例
え
ば

「
ば
り
ば
り
仕
事
が
し
た
い
」「
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
寒
い
」「
大
好
き
よ
」「
ど
う
も
ぴ
ん

と
来
な
い
な
」
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
何
か
を
感
じ
て
発
話

す
る
主
体
で
あ
る
〈
私
〉
の
感
覚
や
状
態
し
か
表
明
で
き
な
い
〈
わ
が
こ
と
〉
表
現

で
あ
る
。〈
わ
が
こ
と
〉
表
現
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
表
現
か
。

本
稿
は
、
日
本
語
独
自
と
言
っ
て
よ
い
〈
わ
が
こ
と
〉
表
現
の
実
態
を
分
析
し
、

特
殊
な
動
詞
や
形
容
詞
と
格
助
詞
と
の
対
応
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
最

終
的
に
は
、
限
り
な
く
主
観
的
な
質
感
を
表
す
「
ク
オ
リ
ア
」
と
い
う
新
概
念
を
導

入
し
て
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
（
擬
声
語
・
擬
態
語
）
の
独
創
性
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
み

た
い
。

２
　
日
本
語
文
の
省
略

日
本
語
文
で
は
、
主
語
や
述
語
、
時
に
は
文
の
ほ
と
ん
ど
全
て
が
省
略
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
Ａ
〜
Ｄ
四
人
の
会
話
を
例
示
す
る
。

（
１
）
Ａ
「
今
年
の
プ
ロ
野
球
は
ど
こ
が
優
勝
す
る
だ
ろ
う
か
。」

Ｂ
「
阪
神
。」

Ｃ
「
で
し
ょ
う
ね
。」

Ｄ
「
ま
さ
か
。」

Ａ
の
問
い
に
対
し
て
、
Ｂ
は
「
今
年
の
プ
ロ
野
球
は
」
や
「
優
勝
す
る
だ
ろ
う
」
を

言
わ
ず
に
、
話
題
の
焦
点
で
あ
る
チ
ー
ム
名
だ
け
を
挙
げ
て
確
信
的
に
自
説
を
披
露

し
て
い
る
。
次
い
で
、
Ｃ
が
Ｂ
の
答
え
を
承
け
て
「
で
し
ょ
う
ね
」
と
モ
ダ
リ
テ
ィ

（
話
し
手
の
判
断
や
聞
き
手
へ
の
配
慮
を
示
す
部
分
）
の
表
現
だ
け
を
言
っ
て
同
調
し
、

最
後
に
Ｄ
は
、
Ｂ
Ｃ
二
人
の
判
断
に
対
し
て
、
呼
応
の
副
詞
「
ま
さ
か
」
だ
け
で
反

論
し
て
い
る
。
Ｂ
の
文
に
は
述
部
が
な
く
、
Ｃ
で
は
モ
ダ
リ
テ
ィ
以
外
の
部
分
が
省

略
さ
れ
て
お
り
、
Ｄ
に
至
っ
て
は
副
詞
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
。
文
法
的
に
は
破
格

の
よ
う
で
あ
る
が
、
現
代
日
本
社
会
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
会
話
は
何
の
支
障
も

な
く
、
ご
く
自
然
に
、
無
数
に
取
り
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
日
本
語
で
は
、
ど
う
し
て
、

こ
の
よ
う
な
省
略
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

日
本
語
で
は
、
話
者
と
聞
き
手
と
の
間
で
共
通
理
解
し
て
い
る
話
題
や
表
現
を
省

略
し
て
も
、
新
し
い
情
報
だ
け
を
伝
え
れ
ば
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
す
る
。

話
し
相
手
の
立
場
や
教
養
、
話
題
や
付
帯
情
報
な
ど
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
依
存
し
て
、

共
有
し
て
い
る
話
題
に
つ
い
て
の
重
複
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
会
話
の
時
間
や

労
力
の
無
駄
を
な
く
せ
る
点
で
、
日
本
語
は
非
常
に
経
済
的
な
言
語
と
言
え
る
。
著

し
い
省
略
が
な
さ
れ
て
い
て
も
、
前
掲
の
Ａ
〜
Ｄ
の
文
意
は
明
白
で
あ
る
。
Ｂ
は
Ａ

の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
チ
ー
ム
名
の
み
を
言
い
、
Ｃ
は
Ｂ
と
同
意
見
だ
が
、

Ｂ
の
よ
う
な
「
断
定
」
を
避
け
て
「
推
量
」
と
し
た
。
モ
ダ
リ
テ
ィ
だ
け
で
事
足
り

た
。
Ｄ
は
Ｂ
Ｃ
の
見
解
に
対
し
て
不
同
意
を
伝
え
る
だ
け
で
よ
か
っ
た
。
副
詞
で
充
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分
だ
っ
た
。
は
っ
き
り
と
異
見
を
述
べ
る
必
要
が
あ
れ
ば
、
Ｄ
は
例
え
ば
「
星
野
監

督
が
や
め
た
以
上
、
ま
さ
か
阪
神
が
二
年
連
続
で
優
勝
し
た
り
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。

今
年
こ
そ
巨
人
の
優
勝
で
す
よ
。」
と
言
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

日
本
語
に
特
徴
的
な
省
略
表
現
と
さ
れ
る
「
う
な
ぎ
文
」
も
、
実
際
に
用
い
ら
れ

る
会
話
の
文
脈
の
中
で
は
、
決
し
て
文
意
の
定
ま
ら
ぬ
「
未
熟
文
」
で
は
な
い
。
食

堂
で
「
私
は
う
な
ぎ
」
と
言
え
ば
、
話
者
が
「
鰻
重
」
か
「
鰻
丼
」
を
注
文
し
た
に

決
ま
っ
て
い
る
。「
あ
な
た
の
好
き
な
魚
は
」「
あ
な
た
の
嫌
い
な
魚
は
」「
あ
な
た

の
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
は
」
な
ど
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
「
私
は
う

な
ぎ
」
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
答
え
に
揺
れ
は
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
質

問
者
と
向
き
合
っ
て
い
る
の
が
話
者
一
人
だ
け
な
の
で
あ
れ
ば
、「
私
は
」
と
い
う

こ
と
さ
え
も
言
う
必
要
が
な
く
、
単
に
「
う
な
ぎ
」
と
答
え
る
だ
け
で
よ
い
。
質
問

者
に
答
え
が
わ
か
れ
ば
、
そ
れ
で
対
話
が
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
語
に
は
こ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
依
存
型
の
省
略
表
現
が
あ
る
。
し
か
し
、

日
本
語
に
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
は
無
関
係
に
、
本
質
的
に
主
語
を
言
う
必
要
の
な
い

表
現
が
あ
る
。

３
　
〈
わ
が
こ
と
〉
表
現

日
本
語
に
は
、
話
者
の
感
覚
・
感
情
な
ど
の
心
的
状
態
し
か
表
現
で
き
な
い
特
別

な
表
現
が
あ
る
。
渡
辺
実
は
、「
話
手
「
私
」
の
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
は
出
来
て
も
、

他
人
「
彼
」
の
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
の
出
来
な
い
語
の
存
在
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ

ろ
う
が
、
そ
れ
を
本
稿
で
は
「
わ
が
こ
と
」
性
の
語
と
呼
ぼ
う
と
す
る
の
で
あ
る
」

と
定
義
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
事
例
を
挙
げ
て
い
るq

。
通
し
番
号
は
便
宜
的
に
三
浦

が
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
＊
印
を
付
け
た
例
文
は
非
文
で
あ
る
。

（
２
）
ａ
　
私
は
　
う
れ
し
い
（
悲
し
い
／
楽
し
い
…
…
）

ｂ
＊
彼
は
　
う
れ
し
い
（
悲
し
い
／
楽
し
い
…
…
）

（
３
）
ａ
＊
私
は
　
う
れ
し
そ
う
だ

ｂ
　
彼
は
　
う
れ
し
そ
う
だ

用
例
２
ａ
で
は
「
私
」
が
「
う
れ
し
い
」
の
感
情
の
主
体
で
あ
る
。
２
ｂ
「
彼
は
う

れ
し
い
」
は
日
本
語
文
と
し
て
成
立
し
な
い
。「
う
れ
し
い
／
悲
し
い
／
た
の
し
い
」

な
ど
の
感
情
を
あ
ら
わ
す
形
容
詞
の
主
体
に
は
、
基
本
的
に
は
話
し
手
の
「
私
」
し

か
立
た
な
い
。
渡
辺
が
指
摘
し
た
「
わ
が
こ
と
」
性
の
語
に
よ
る
表
現
は
、「
私
は

水
が
飲
み
た
い
」
や
「
私
は
水
が
欲
し
い
」「
私
（
に
）
は
水
が
要
る
」
な
ど
に
も

当
て
は
ま
る
。
本
稿
で
は
、「
わ
が
こ
と
」
性
の
語
に
よ
る
特
別
な
表
現
を
「〈
わ
が

こ
と
〉
表
現
」
と
総
称
し
て
お
く
。

逆
に
「
彼
」
が
主
体
の
時
に
は
３
ｂ
「
彼
は
う
れ
し
そ
う
だ
」
が
適
格
で
あ
り
、

３
ａ
「
私
は
う
れ
し
そ
う
だ
」
は
成
立
し
な
い
。
話
し
手
・
書
き
手
は
、
第
三
者

「
彼
」
の
心
情
を
「
う
れ
し
い
」
と
い
う
〈
わ
が
こ
と
〉
表
現
で
述
べ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
こ
で
、
第
三
者
の
心
情
を
表
現
す
る
た
め
に
、
日
本
語
で
は
「
〜
そ
う

だ
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
る
。「
彼
は
う
れ
し
そ
う
だ
」
以
外
に
も
、「
彼
は
う
れ

し
い
だ
ろ
う
／
ら
し
い
」
と
い
う
推
量
の
表
現
や
、「
彼
は
う
れ
し
が
っ
て
い
る
」

と
い
う
動
詞
を
使
っ
た
表
現
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
渡
辺
は
、
話
し
手
が
自
分
自

身
の
こ
と
を
言
う
場
合
に
は
使
え
な
い
「
そ
う
だ
」
を
「「
ひ
と
ご
と
」
性
の
助
動

詞
」
と
名
付
け
て
い
る
。

川
端
善
明
は
、「
情
意
性
述
語
」
と
し
て
の
形
容
詞
と
「
我
」
と
の
関
係
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
るw

。

述
定
述
語
と
し
て
の
形
容
詞
は
本
来
活
用
を
も
た
な
い
。
終
止
形
と
し
て
の

「
…
…
し
（
文
語
）」「
…
…
い
（
口
語
）」
が
唯
一
の
活
用
形
で
あ
る
。
そ
れ
は

形
容
詞
の
本
質
規
定
に
と
っ
て
重
要
な
事
実
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）
情
意
性
述

語
に
は
、
情
意
の
主
者
が
常
に
一
人
称
「
我
」
と
し
て
意
味
的
に
潜
ん
で
い
る
。

時
に
主
語
と
し
て
文
に
現
象
し
、
時
に
対
象
と
し
て
の
主
語
と
併
存
す
る
こ
と

も
あ
る
が
、
本
来
、
い
か
に
も
三
人
称
的
な
ら
ざ
る
「
我
」
な
の
で
あ
る
。
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川
端
は
形
容
詞
に
は
活
用
が
な
い
と
言
い
、「
情
意
性
述
語
」
に
は
「
我
」
が
潜

ん
で
い
る
と
言
う
。「
情
意
性
述
語
」
の
一
つ
と
し
て
の
形
容
詞
は
、
ほ
か
の
誰
で

も
な
い
話
し
手
（
以
下
〈
私
〉
と
表
記
す
る
）
の
、
感
じ
て
発
話
す
る
時
点
で
あ
る

「
た
っ
た
今
」（
以
下
〈
今
〉
と
表
記
す
る
）
の
感
覚
（
痛
い
・
熱
い
・
つ
ら
い
等
）
や
心

情
（
恋
し
い
・
哀
し
い
・
気
持
ち
い
い
等
）
を
表
現
す
る
言
葉
で
あ
る
。
感
動
詞
的
な

情
意
の
形
容
詞
に
は
現
在
形
し
か
な
く
、〈
私
〉
以
外
の
心
を
表
現
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
川
端
の
い
う
「
情
意
性
述
語
」
は
、
渡
辺
の
い
う
「〈
わ
が
こ
と
〉
性
の

語
」
の
同
義
語
で
あ
る
。

川
端
は
「
情
意
の
主
者
」、
つ
ま
り
〈
私
〉
が
「
時
に
主
語
と
し
て
文
に
現
象
し
、

時
に
対
象
と
し
て
の
主
語
と
併
存
す
る
」
と
い
う
。
前
半
部
は
「
陰
題
文
」
の
指
摘

で
あ
るe

。
つ
ま
り
、
情
意
性
述
語
（
例
え
ば
「
淋
し
い
」）
に
お
い
て
は
基
本
的
に
主

語
「
私
」
は
不
要
で
あ
る
が
、「
誰
が
淋
し
い
の
か
」
と
い
う
問
い
が
な
さ
れ
た
時

に
初
め
て
「
淋
し
い
の
は
私
」
も
し
く
は
「
私
が
淋
し
い
」
の
形
で
「
私
」
が
表
れ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
後
半
部
は
、
格
助
詞
「
が
」（
以
下
「
ガ
格
」
と
表
記
す
る
）

の
対
象
を
示
す
格
と
し
て
の
用
法
の
指
摘
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
母
と
の
別
れ
が
淋

し
い
」
と
い
う
文
に
お
い
て
、「
母
と
の
別
れ
」
を
「
淋
し
い
」
心
情
の
対
象
と
理

解
し
、
ガ
格
を
用
い
て
表
現
す
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
ガ
格
や
対
象
に
つ
い
て
の

検
討
は
次
章
以
下
に
譲
る
。

本
章
で
は
、〈
私
〉
の
〈
今
〉
の
感
覚
・
心
情
の
み
を
表
現
す
る
情
意
性
述
語
の

〈
わ
が
こ
と
〉
表
現
で
は
「
私
が
／
は
」
を
い
う
必
要
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

４
　
〈
私
〉
の
形
容
詞
と
ガ
格

〈
わ
が
こ
と
〉
表
現
と
し
て
の
情
意
の
形
容
詞
（〈
私
〉
の
形
容
詞
）
は
本
来
「
主

語
」
を
必
要
と
し
な
い
が
、
実
際
の
文
で
は
ガ
格
や
ヲ
格
（
格
助
詞
「
を
」）
・
ニ
格

（
格
助
詞
「
に
」）、
係
助
詞
「
は
」
な
ど
の
助
詞
と
結
び
付
い
て
用
い
ら
れ
る
。
本
稿

で
は
論
点
を
形
容
詞
と
ガ
格
・
ヲ
格
・
ニ
格
と
の
関
係
に
絞
っ
て
考
察
を
加
え
た

い
。川

端
は
形
容
詞
を
、
も
の
の
在
り
方
（
性
質
や
事
態
）
を
主
語
に
持
ち
、
内
面

性
・
主
観
性
の
濃
い
「
情
意
性
形
容
詞
」
と
、
も
の
を
主
語
に
持
ち
、
外
面
的
な
情

態
を
表
す
「
状
態
性
形
容
詞
」
に
分
け
た
上
で
、
情
意
性
形
容
詞
の
主
語
に
つ
い
て

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
るr

。

か
ら
た
ち
の
と
げ
は
い
た
い
よ
／
風
が
つ
め
た
い
夜
風
が
さ
む
い
（
イ
）

き
の
う
の
夜
の
小
指
が
い
た
い
／
君
を
送
り
し
眼
の
か
く
て
む
ず
か
ゆ
し

（
ロ
）

昔
の
傷
が
ま
だ
い
た
い
／
シ
モ
ヤ
ケ
カ
ユ
イ
ト
狸
ノ
子
（
ハ
）

痛
覚
や
温
度
感
覚
の
よ
う
な
下
位
感
覚
に
意
味
上
対
応
す
る
形
容
詞
は
（
中
略
）

時
に
、
感
覚
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
（
イ
）
と
、
そ
の
生
じ
る
場
所
（
ロ
）
と
、

場
所
と
し
て
の
も
の
（
ハ
）
の
三
者
を
そ
れ
ぞ
れ
に
主
語
と
し
得
る
。
た
だ
し

こ
こ
に
場
所
と
は
「
我
」
の
身
体
に
限
ら
れ
る
。

川
端
は
、
情
意
性
形
容
詞
が
（
イ
）
外
物
や
事
態
、（
ロ
）
身
体
部
位
、（
ハ
）

「
場
所
と
し
て
の
も
の
」
な
ど
を
主
語
に
持
つ
と
指
摘
し
て
い
る
。
実
際
に
は
、
感

覚
の
主
体
〈
私
〉
も
「
私
／
我
／
お
れ
／
ぼ
く
」
な
ど
と
し
て
主
語
に
立
ち
得
る
か

ら
、
形
容
詞
は
最
終
的
に
四
種
の
主
語
を
ガ
格
で
示
せ
る
こ
と
に
な
る
。

ガ
格
は
も
と
も
と
連
体
修
飾
格
の
格
助
詞
で
あ
り
、「
我
・
吾
・
己
」
な
ど
の
表

現
主
体
や
、
主
体
と
一
体
と
な
っ
て
生
活
し
て
い
る
「
ウ
チ
」
な
る
人
間
を
承
け
る

言
葉
で
あ
っ
た
。
大
野
晋
の
説
で
あ
るt

。
大
野
は
『
万
葉
集
』
を
分
析
し
、
本
来
な

ら
形
容
詞
を
下
接
さ
せ
な
い
ガ
格
が
、
接
尾
語
サ
を
伴
っ
て
名
詞
化
し
た
形
容
詞
を

下
接
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
今
日
の
「
故
郷
が
恋
し
い
」
と
い
う
、
ガ
で
情

緒
の
対
象
を
表
す
表
現
形
式
を
生
み
出
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。

『
万
葉
集
』
の
形
容
詞
文
中
に
お
い
て
、
感
覚
主
体
と
し
て
の
「
我
・
吾
」
は
使

わ
れ
て
お
ら
ず
、〈
私
〉
に
情
動
を
も
た
ら
し
た
人
や
状
況
は
ガ
格
で
示
さ
れ
て
い
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る
。『
万
葉
集
』
に
お
い
て
も
情
意
の
形
容
詞
は
〈
わ
が
こ
と
〉
表
現
で
あ
り
、
本

質
的
に
「
我
」
と
言
う
必
要
が
な
か
っ
た
ら
し
い
。

万
葉
集
の
時
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
、〈
わ
が
こ
と
〉
表
現
に
お
い
て
格
助

詞
ガ
が
使
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ガ
格
は
基
本
的
に
「
空
位
」
で
あ
る
。
前
掲

の
三
種
の
ガ
格
の
在
り
方
（
イ
〜
ハ
）
は
、
こ
の
空
位
と
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

情
意
主
体
が
放
棄
し
た
ガ
格
の
王
座
、
首
位
の
格
助
詞
と
し
て
の
「
主
格
」
の
地
位

を
、
形
容
詞
と
関
連
す
る
様
々
な
名
詞
や
名
詞
句
・
名
詞
節
が
利
用
す
る
余
地
が
残

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
言
葉
の
上
で
は
、〈
私
〉
の
痛
い
感
覚
が
、
身
体
（
心
の
ソ
ト
）
に
も
存

在
す
る
と
認
識
さ
れ
て
「
胸
が
痛
い
」「
頭
が
痛
い
」「
小
指
が
痛
い
」「
こ
こ
が
痛

い
」
の
用
法
を
生
み
（
ロ
）、
あ
る
い
は
「
場
所
と
し
て
の
も
の
」
と
認
識
さ
れ
て

「
傷
口
が
痛
い
」「
突
き
指
が
痛
い
」「
し
も
や
け
が
痛
い
」
の
用
法
へ
と
転
じ
（
ハ
）、

さ
ら
に
は
外
界
の
コ
ト
・
モ
ノ
と
結
び
付
け
ら
れ
て
解
釈
さ
れ
、「
彼
の
落
選
が
痛

い
」「
薔
薇
の
と
げ
が
痛
い
」
の
用
法
に
ま
で
進
む
（
イ
）
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。こ

れ
ら
四
者
の
ガ
格
は
共
起
し
な
い
。
ガ
格
の
使
用
は
基
本
的
に
は
一
文
で
一
度

だ
け
で
あ
る
。
主
格
の
助
詞
が
複
数
存
在
す
れ
ば
、
句
の
構
造
が
乱
れ
、
文
が
壊
れ

て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
「
私
が
指
が
痛
い
」
や
「
私
が
薔
薇
の
と
げ
が
痛

い
」「
指
が
刺
し
傷
が
痛
い
」「
私
が
薔
薇
の
と
げ
が
指
が
痛
い
」
な
ど
は
い
ず
れ
も

非
文
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
私
は
指
が
痛
い
」「（
私
に
は
）
薔
薇
の
と
げ
が
痛
い
」

「
指
の
刺
し
傷
が
痛
い
」「
私
は
薔
薇
の
と
げ
で
指
が
痛
い
」
と
な
る
の
が
普
通
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、「
痛
い
」
の
場
合
も
一
文
中
に
ガ
格
が
二
度
以
上
使
用
さ
れ
る

こ
と
は
な
く
、
組
み
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
係
助
詞
「
ハ
」
が
代
入
さ
れ
た
り
、

格
助
詞
が
「
ノ
」「
ニ
」「
デ
」
な
ど
に
変
更
さ
れ
た
り
し
て
文
構
造
に
手
が
加
わ
る

こ
と
に
な
る
。

形
容
詞
は
、
連
体
形
の
活
用
語
尾
か
ら
「
イ
形
容
詞
」
と
「
ナ
形
容
詞
」
と
に
分

類
さ
れ
る
。「
イ
形
容
詞
」
は
従
来
の
「
形
容
詞
」、「
ナ
形
容
詞
」
は
所
謂
「
形
容

動
詞
」
の
こ
と
で
あ
る
。
情
意
性
形
容
詞
の
う
ち
、
イ
形
容
詞
に
は
「
痛
い
」「
欲

し
い
」「
き
も
い
（「
気
持
ち
が
悪
い
」
の
若
者
言
葉
）」
な
ど
が
あ
り
、
ナ
形
容
詞
に

は
「
好
き
だ
」「
大
嫌
い
だ
」「
シ
ョ
ッ
ク
だ
」
な
ど
が
あ
る
。
ナ
形
容
詞
に
も
前
述

の
ガ
格
の
用
法
（
イ
〜
ニ
）
が
適
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
身
体
が
楽
だ
」「
今
日

は
突
き
指
が
少
し
は
楽
だ
」「
仕
事
が
楽
だ
」「
私
が
楽
だ
」
の
用
例
が
あ
る
。
ガ
格

が
共
起
し
な
い
点
も
同
様
で
、「
今
日
は
、
私
が
仕
事
が
身
体
が
楽
だ
」
は
成
立
し

な
い
。

現
代
の
日
本
語
の
動
詞
文
に
お
け
る
ガ
格
の
存
在
意
義
は
、
動
作
や
状
態
の
主
体

を
表
す
「
主
格
」
と
し
て
の
機
能
に
あ
る
が
、
形
容
詞
文
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
形
容
詞
文
に
お
い
て
複
数
の
ガ
格
は
共
起
し
な
い
か
ら
、
係
助
詞
「
ハ
」
で
提

題
さ
れ
る
語
句
や
主
節
が
な
い
限
り
、
ガ
格
に
上
接
し
た
語
句
は
文
を
成
立
さ
せ
る

た
め
に
最
も
重
要
な
要
件
で
あ
る
。
情
意
の
形
容
詞
文
に
お
い
て
、
原
則
的
に
感
覚

主
体
が
不
在
で
あ
る
以
上
、
ガ
格
が
感
覚
主
体
以
外
の
（
感
覚
・
情
意
を
も
た
ら
し
た
）

事
物
の
提
示
に
用
い
ら
れ
て
も
、
殊
更
に
「
対
象
語
」「
目
的
語
」
と
名
義
変
更
す

る
必
要
は
な
い
。
情
意
の
形
容
詞
文
に
お
い
て
も
、
ガ
格
は
句
や
文
の
核
と
な
る

「
主
」
の
格
だ
か
ら
で
あ
る
。

５
　
「
水
が
飲
み
た
い
」
と
「
水
を
飲
み
た
い
」

情
意
性
述
語
の
文
に
は
、
例
え
ば
形
容
詞
文
「
水
が
欲
し
い
」
の
ほ
か
に
、
動
詞

文
「
水
が
要
る
」、
助
動
詞
複
合
文
「
水
が
飲
み
た
い
」
な
ど
の
異
形
態
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
述
語
文
で
は
、
必
要
な
も
の
が
ガ
格
で
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ガ
格
の
用
法
は
ヲ
格
の
用
法
へ
の
転
換
の
問
題
を
孕
ん
で
い

る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
水
を
欲
し
い
（
と
思
う
）」「
水
を
要
す
る
」「
水
を
飲
み

た
い
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
規
範
文
法
の
立
場
に
立
つ
者
は
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「
水
を
飲
み
た
い
」
は
格
助
詞
の
誤
用
で
あ
る
と
し
、
英
語
の
影
響
や
、
若
者
に
よ

る
言
葉
の
乱
用
に
よ
る
も
の
と
思
い
が
ち
で
あ
る
が
、
ヲ
格
の
用
法
は
室
町
時
代
か

ら
存
しy

、
決
し
て
英
語
や
若
者
の
問
題
で
は
な
い
。「
水
が
飲
み
た
い
」
と
「
水
を

飲
み
た
い
」
の
問
題
も
、
情
意
性
述
語
に
お
け
る
動
詞
と
格
助
詞
と
に
関
す
る
本
質

的
な
問
題
で
あ
る
。

「
〜
た
い
」
構
文
に
お
い
て
、
動
詞
が
ガ
格
を
取
る
か
、
ヲ
格
を
取
る
か
は
、
基

本
的
に
は
動
詞
の
性
質
に
起
因
し
て
い
る
。
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、〈
私
〉

に
感
覚
・
心
情
を
生
じ
さ
せ
た
外
的
事
物
は
一
般
的
に
は
ガ
格
で
表
す
の
で
あ
る

が
、
下
接
す
る
動
詞
に
よ
っ
て
は
ガ
格
を
取
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
（
１
）

「
貸
す
」「
忘
れ
る
」「
建
て
替
え
る
」
な
ど
の
「
自
分
か
ら
外
へ
の
放
出
、
離
脱
、

消
去
、
破
壊
、
変
化
を
表
す
よ
う
な
動
詞
」、（
２
）「
助
け
る
」「
喜
ば
せ
る
」
な
ど

の
「
人
間
を
対
象
と
す
る
動
詞
」、（
３
）「（
電
灯
を
）
消
す
」「（
木
を
）
伐
る
」「（
会

社
を
）
興
す
」
な
ど
の
「
対
象
物
に
質
・
量
の
変
化
を
も
た
ら
す
、
他
動
性
の
高
い

動
詞
」、（
４
）「
待
つ
」「
捜
す
」「
愛
す
」「
願
う
」
な
ど
の
「
他
動
性
は
低
く
て
も

追
求
や
感
情
を
表
す
動
詞
」
な
ど
は
ヲ
格
を
と
る
傾
向
に
あ
る
と
い
うu

。
確
か
に

「
本
が
貸
し
た
い
」「
老
母
が
喜
ば
せ
た
い
」「
会
社
が
立
ち
上
げ
た
い
」「
利
益
が
増

し
た
い
」「
平
和
が
願
い
た
い
」
な
ど
の
文
は
成
立
し
な
い
。
た
と
え
「
〜
た
い
」

構
文
で
あ
っ
て
も
、
動
詞
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
ヲ
格
を
選
択
す
る
も
の
が
存
在
す

る
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
単
文
や
自
立
性
の
高
い
節
の
中
で
は
ガ
格
が
多
く
、
複
文
中
で
は
ヲ
格

が
多
い
」、「
他
の
格
助
詞
（
特
に
ニ
格
）
が
共
起
し
て
い
る
と
、
ヲ
格
に
な
る
傾
向

が
高
い
」
と
い
う
報
告
が
あ
るi

。
も
と
も
と
希
望
文
は
一
文
全
体
で
ひ
と
つ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
希
望
文
が
複
雑
な
構
文
の
中
に
取
り
込
ま
れ
た
時

に
、「
た
い
」
文
の
構
文
意
識
が
拡
散
し
、
ヲ
格
中
心
の
動
詞
句
意
識
が
高
ま
る
の

で
あ
ろ
う
。

「
飲
む
」
は
、「
〜
た
い
」
の
構
文
中
で
は
ガ
格
を
取
る
動
詞
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
飲
む
」
が
ヲ
格
を
と
っ
て
「
水
を
飲
み
た
い
」
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
ヲ
格
を
と

る
最
大
の
理
由
は
、
動
詞
「
飲
む
」
が
基
本
的
に
ヲ
格
を
と
る
と
い
う
点
に
あ
る
だ

ろ
う
。（
た
と
え
表
現
さ
れ
な
く
て
も
）
行
為
主
体
を
ガ
格
に
任
せ
、
行
為
の
対
象
は

ヲ
格
で
示
す
と
い
う
文
法
観
に
よ
る
拡
大
解
釈
で
あ
る
。

６
　
〈
今
〉
の
動
詞
と
ガ
格

「
水
が
飲
み
た
い
」
や
「
水
が
欲
し
い
」
に
近
い
意
味
を
示
す
動
詞
文
に
「
水
が

要
る
」
が
あ
る
。「
要
る
」
は
、
金
田
一
春
彦
に
よ
っ
て
形
容
詞
に
近
い
働
き
を
有

す
る
特
殊
な
動
詞
「
状
態
動
詞
」
に
分
類
さ
れ
て
い
るo

。
金
田
一
は
、
ア
ス
ペ
ク
ト

や
テ
ン
ス
と
の
関
係
か
ら
動
詞
を
、「
状
態
動
詞
」、「
継
続
動
詞
」、「
瞬
間
動
詞
」、

「
第
四
種
の
動
詞
」
の
四
つ
に
分
類
し
た
。
こ
の
う
ち
、「
状
態
動
詞
」
と
「
第
四
種

の
動
詞
」
の
中
に
〈
今
〉
や
〈
私
〉
と
深
い
関
係
が
存
す
る
動
詞
が
あ
る
の
で
、
検

討
を
加
え
て
み
た
い
。

状
態
の
不
変
を
表
す
「
状
態
動
詞
」
は
、（
ａ
）〈
今
〉
の
状
態
を
表
す
、（
ｂ
）

無
意
志
動
詞
で
あ
る
、（
ｃ
）「
て
い
る
」
を
下
接
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、（
ｄ
）

「
始
め
る
」「
終
わ
る
」
な
ど
と
複
合
し
な
い
、（
ｅ
）
使
役
の
文
を
作
ら
な
い
、（
ｆ
）

受
け
身
の
文
を
作
ら
な
い
、（
ｇ
）
可
能
の
文
を
作
ら
な
い
、（
ｈ
）
命
令
形
が
な
い
、

な
ど
の
特
徴
を
持
つ
。

あ
る
状
態
を
帯
び
る
こ
と
を
表
す
「
第
四
種
の
動
詞
」
は
、（
ｉ
）
基
本
的
に
は

「
て
い
る
」
を
下
接
さ
せ
て
状
態
動
詞
化
さ
せ
る
、（
ａ
）〈
今
〉
の
状
態
を
表
す
、

（
ｂ
）
無
意
志
動
詞
で
あ
る
、（
ｈ
）
命
令
形
が
な
い
、
ほ
か
の
特
徴
を
持
つ
。

と
も
に
「〈
今
〉
の
動
詞
」
と
言
え
る
「
状
態
動
詞
」「
第
四
種
の
動
詞
」
に
は
、

以
下
の
よ
う
な
単
語
が
あ
る
。
金
田
一
が
指
摘
し
た
単
語
に
若
干
の
補
足
を
加
え
、

さ
ら
に
分
類
し
て
提
示
す
る
。
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「
状
態
動
詞
」（
基
本
的
に
「
て
い
る
」
が
付
け
ら
れ
な
い
）

①
「
あ
る
」「
お
る
」「
ご
ざ
る
」
な
ど
の
存
在
詞
。〈
今
〉
の
モ
ノ
・
コ
ト
の
存

在
を
表
す
。「
い
る
」
は
（
条
件
か
ら
外
れ
る
点
が
あ
る
が
）
語
義
か
ら
す
る
と
、

こ
こ
に
位
置
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

②
「（
金
が
）
要
る
」「（
時
間
を
）
要
す
る
」
な
ど
、〈
今
〉
の
必
要
を
表
す
動
詞
。

③
「
で
き
る
」「
読
め
る
」「（
英
語
が
）
話
せ
る
」「
飛
べ
る
」「
切
れ
る
」
な
ど
の

可
能
の
動
詞
。
人
や
モ
ノ
の
〈
今
〉
の
潜
在
能
力
を
表
す
。

④
「（
鼻
が
）
き
く
」「（
目
が
）
見
え
る
」「
わ
か
る
」「
話
せ
る
（
や
つ
）」
な
ど
、

人
の
〈
今
〉
の
五
感
の
状
態
や
理
解
能
力
を
表
す
動
詞
。

⑤
「（
山
が
）
見
え
る
」「
聞
こ
え
る
」「
音
／
声
／
匂
い
／
香
り
が
す
る
」
な
ど
、

〈
私
〉
の
感
覚
を
通
し
て
〈
今
〉
の
外
的
状
態
を
表
す
動
詞
。「
て
い
る
」
を
付
け

る
こ
と
も
あ
る
。

⑥
「
思
え
る
」「
思
い
当
た
る
」「
思
い
至
る
」「
思
い
浮
か
ぶ
」「
思
い
つ
く
」

「
考
え
つ
く
」「
ぴ
ん
と
来
る
」
な
ど
発
想
・
直
感
の
動
詞
。〈
今
〉
の
〈
私
〉
の

脳
の
働
き
を
表
す
。

⑦
「
わ
く
わ
く
す
る
」「
ず
き
ず
き
す
る
」「
ど
き
ど
き
す
る
」「
と
き
め
く
」「
む

か
む
か
す
る
」「
む
か
つ
く
」
な
ど
、〈
私
〉
の
〈
今
〉
の
情
意
・
体
調
を
表
す
オ

ノ
マ
ト
ペ
の
動
詞
。「
て
い
る
」
を
付
け
る
こ
と
も
で
き
る
。

⑧
「
値
す
る
」「
大
き
過
ぎ
る
」
な
ど
、〈
私
〉
の
認
識
・
判
断
を
通
し
て
の
評
価

の
動
詞
。

「
第
四
種
の
動
詞
」（
多
く
の
場
合
「
て
い
る
」
を
付
け
る
）

⑨
「
そ
び
え
る
」「
沿
う
」「（
道
が
）
曲
が
る
」「
丸
顔
を
す
る
」「
し
ゃ
く
れ
る
」

な
ど
、
比
較
的
客
観
的
に
〈
今
〉
の
外
的
状
態
を
表
す
動
詞
。

⑩
「
似
る
」「
似
合
う
」「
富
む
」「
す
ぐ
れ
る
」「
ず
ば
ぬ
け
る
」「
あ
り
ふ
れ
る
」

な
ど
、
人
・
モ
ノ
・
コ
ト
の
〈
今
〉
の
状
態
を
〈
私
〉
の
判
断
を
通
し
て
相
対
的

に
表
す
動
詞
。

⑪
「
ち
ゃ
っ
か
り
す
る
」「
む
っ
つ
り
す
る
」「
と
が
る
」「
キ
ラ
キ
ラ
す
る
」「
き

ら
め
く
」「
ざ
わ
ざ
わ
す
る
」「
ざ
わ
つ
く
」
な
ど
、
経
験
を
通
し
て
、
も
し
く
は

外
部
か
ら
で
も
わ
か
る
〈
今
〉
の
状
態
を
表
す
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
動
詞
。

「
第
四
種
の
動
詞
」
は
「
状
態
性
形
容
詞
」
に
近
く
、「
状
態
動
詞
」
④
⑤
⑥
⑦

は
「
情
意
性
形
容
詞
」
に
近
い
。
こ
の
二
種
の
動
詞
で
は
、
情
意
の
形
容
詞
と
同
様
、

動
作
や
状
態
の
主
体
で
な
い
も
の
に
対
し
て
ガ
格
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、

②
「
金
が
要
る
」、
③
「
手
品
が
で
き
る
」、
③
「
洋
書
が
読
め
る
」、
④
「
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
が
わ
か
る
」、
⑤
「
山
が
見
え
る
」、
⑥
「
い
い
ア
イ
デ
ア
が
思
い
浮
か
ぶ
」、

⑦
「
胸
が
わ
く
わ
く
す
る
」、
⑩
「
姿
が
似
て
い
る
」
な
ど
で
あ
る
。

⑦
の
動
詞
は
〈
わ
が
こ
と
〉
表
現
で
あ
る
。
既
述
の
如
く
、〈
わ
が
こ
と
〉
表
現

で
は
〈
私
〉
の
〈
今
〉
の
感
覚
・
心
情
し
か
表
現
で
き
な
い
。「
私
が
胸
が
ど
き
ど

き
す
る
」
は
陰
題
文
で
あ
り
、「
明
日
、
胸
が
ど
き
ど
き
す
る
」
も
「
あ
な
た
は
胸

が
ど
き
ど
き
す
る
」
も
非
文
で
あ
る
。「
ど
き
ど
き
す
る
」
の
は
〈
今
〉
の
〈
私
〉

の
心
臓
・
「
胸
」
以
外
の
何
物
で
も
な
い
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
「
私
が
」
と
言
う
必
要

は
な
い
。
未
来
の
文
に
も
使
え
ず
、
他
人
で
あ
る
「
あ
な
た
」
を
主
格
に
立
て
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
⑥
の
動
詞
も
〈
わ
が
こ
と
〉
表
現
で
あ
る
。「
明
日
、
思
い
つ
く
」

や
「
あ
な
た
は
ア
イ
デ
ア
が
思
い
浮
か
ぶ
」
と
は
言
え
な
い
。

②
「
要
る
」
の
主
体
は
「
人
」
で
あ
り
、
③
「
洋
書
が
読
め
る
」
の
も
「
人
」
な

の
に
、
普
通
は
「
私
が
金
が
要
る
」
と
も
「
彼
が
洋
書
が
読
め
る
」
と
も
言
わ
な
い
。

②
③
と
も
に
係
助
詞
を
用
い
て
「
私
」
を
提
題
化
し
て
「
私
は
金
が
要
る
」「
彼
は

洋
書
が
読
め
る
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
③
の
場
合
は
ヲ
格
を
利
用
し
て
「
彼
が

洋
書
を
読
め
る
」
と
陰
題
文
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
②
の
場
合
の
「
私
が
金
を

要
る
」
は
非
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
要
る
」
と
い
う
動
詞
と
格
助
詞
の
問
題
で
あ
る
。

②
の
場
合
に
は
「
私
に
は
金
が
要
る
」
と
、
ニ
格
に
係
助
詞
「
ハ
」
を
複
合
さ
せ
る

の
が
一
般
的
で
あ
る
。
ニ
格
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
章
で
検
討
す
る
。
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７
　
場
所
と
し
て
の
「
私
」

英
語
と
日
本
語
に
は
「
逆
方
向
の
発
想
」
が
あ
る
と
い
う
。
金
谷
武
洋
は
、
英
語

を
人
間
の
行
為
・
「
す
る
」
が
中
心
の
言
語
、
日
本
語
を
物
事
の
自
然
な
生
起
・
存

在
・
「
あ
る
」
が
中
心
の
言
語
と
捉
え
、
両
者
の
発
想
の
相
違
を
以
下
の
よ
う
な
例

文
で
示
し
て
い
る!0

。
原
文
に
な
い
５
〜
15
の
通
し
番
号
を
補
っ
た
。

金
谷
は
、
例
文
を
用
い
て
、
日
英
の
語
文
の
相
違
を
次
の
よ
う
に
比
較
分
析
し
て

い
る
。英

語
の
例
文
は
こ
と
ご
と
く
他
動
詞
を
使
っ
た
積
極
的
行
為
文
（
す
る
文
）
で

あ
る
。「
Ｉ
」（
私
）
は
「
主
語
」
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
の
動
作
主
（「
す

る
」
人
間
）
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
日
本
語
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
ま
ず
、

大
抵
の
場
合
、「
私
」
は
そ
も
そ
も
登
場
し
な
い
。
表
現
さ
れ
た
と
し
て
も
、

せ
い
ぜ
い
「
私
は
／
私
に
は
」
と
、
主
語
で
は
な
く
、
主
題
（
ト
ピ
ッ
ク
）
で

現
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。（
中
略
）
英
語
の
「
行
為
者
」（
主
語
）
は
日
本
語
で
は

「
場
所
」（
主
題
）
と
な
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
主
題
は
行
為
者
（
役
者
）
を
表

す
の
で
は
な
く
、
そ
の
場
面
（
舞
台
）
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
日
本

語
で
は
「
行
為
者
不
在
」
の
傾
向
が
極
め
て
強
い
。
こ
こ
に
不
在
の
人
間
が
、

英
語
に
お
い
て
は
主
語
、
つ
ま
り
行
為
者
な
の
で
あ
る
。
何
と
対
照
的
な
発
想

だ
ろ
う
か
。

英
語
文
に
お
い
て
何
よ
り
も
重
要
で
、
決
し
て
省
略
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
主
語
が
、

日
本
語
文
で
は
全
く
表
現
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。「
逆
方
向
の
発
想
」
の
言
語
的

な
現
れ
の
一
つ
で
あ
る
。

金
谷
は
例
文
を
「
行
為
者
不
在
文
」
と
命
名
し
た
が
、
こ
の
不
在
文
は
二
種
に
分

け
て
説
明
す
る
ほ
う
が
よ
い
。
つ
ま
り
、〈
わ
が
こ
と
〉
表
現
ゆ
え
の
省
略
と
、
コ
ン

テ
ク
ス
ト
に
依
存
し
て
の
省
略
と
に
二
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
例
文

の
う
ち
、
７
・
13
・
14
の
形
容
詞
文
、
10
・
11
・
12
の
動
詞
文
、
８
の
複
合
文
は

〈
わ
が
こ
と
〉
表
現
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
「
私
が
」
と
言
う
必
要
の
な
い
文
で
あ
る
。

他
人
の
経
験
の
有
無
に
つ
い
て
「
あ
な
た
／
彼
は
そ
れ
を
見
た
こ
と
が
あ
る
」
と
断

言
す
る
こ
と
は
誰
に
も
で
き
な
い
か
ら
、
15
の
経
験
文
も
〈
わ
が
こ
と
〉
表
現
に
準

じ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
残
っ
た
５
・
６
・
９
は
全
て
「
状
態
動
詞
」
の
文
で
あ

る
が
〈
わ
が
こ
と
〉
表
現
で
は
な
い
の
で
、「
私
」
以
外
の
人
間
を
主
格
に
立
て
る
こ

と
も
で
き
る
。
５
・
６
・
９
の
文
に
お
い
て
「
私
（
に
）
は
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
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（所有） have time. 時間 ある。 （５）

（所有） have a son. 息子 いる。 （６）

（欲求） want this house. この家 ほしい。 （７）

（欲求） want to see this. これ 見たい。 （８）

（理解） I understand Chinese. 中国語 が 分かる。 （９）

（必要） need time. 時間 要る。 （10）

（知覚） see Mt. Fuji. 富士山 見える。 （11）

（知覚） hear a voice. 声 聞こえる。 （12）

（好き） like this city. この街 好きだ。 （13）

（嫌い） hate cigarettes. 煙草 大嫌いだ。 （14）

（経験） have seen it. 見たこと ある。 （15）



は
、
対
話
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
殊
更
に
言
う
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、

そ
の
「
行
為
者
不
在
」
の
理
由
は
〈
わ
が
こ
と
〉
表
現
の
場
合
と
は
全
く
別
で
あ
る
。

金
谷
の
発
言
の
中
で
重
要
な
の
は
、「
場
所
と
し
て
の
主
題
」「
舞
台
と
し
て
の
主

題
」
と
い
う
捉
え
方
で
あ
る
。
金
谷
が
挙
げ
た
例
文
の
主
題
の
部
分
に
「
私
」
を
組

み
込
も
う
と
す
る
と
、
７
「
私
は
こ
の
家
が
ほ
し
い
」
に
よ
う
に
「
ハ
」
を
用
い
る

８
・
13
・
14
・
15
と
、
５
「
私
に
は
時
間
が
あ
る
」
の
よ
う
に
「
ニ
ハ
」
を
用
い
る

６
・
10
・
11
・
12
と
、
両
方
使
え
る
９
と
に
三
分
で
き
る
。「
ニ
ハ
」
は
「
行
為
者

不
在
文
」
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

ニ
格
が
ガ
格
よ
り
も
先
に
置
か
れ
る
文
型
の
重
要
性
に
着
目
し
た
の
は
三
上
章
で

あ
る!1

。
三
上
は
、
受
動
態
を
持
た
な
い
「
所
動
詞
」
な
る
動
詞
が
、
ニ
格
（
位
格
）

を
文
頭
に
立
て
る
こ
と
が
多
い
と
指
摘
し
た
。
三
上
は
「
所
動
詞
」
と
し
て
「
あ
る
」

「
見
え
る
」「
要
る
」「
で
き
る
」「
飲
め
る
」
な
ど
を
列
挙
し
た
。
こ
れ
ら
の
動
詞
は

全
て
、
金
田
一
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
状
態
動
詞
」
で
あ
る
。
状
態
動
詞
で
あ
る
所
動

詞
に
と
っ
て
、
ニ
格
は
、
あ
る
状
態
を
形
成
・
成
立
さ
せ
る
「
場
」
で
あ
る
。
三
上

自
身
、「
誰
カ
ニ
何
カ
ガ
見
エ
」
や
「
誰
カ
ニ
何
カ
ガ
デ
キ
」
る
場
合
の
「
誰
カ
ニ
」

を
単
に
場
所
の
副
詞
と
見
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
言
い
な
が
ら
、「
外
界
に
あ
る

原
因
が
主
格
と
し
て
確
立
す
る
反
動
で
、
自
分
自
身
の
感
情
の
起
る
舞
台
の
よ
う
に

意
識
さ
れ
る
」
と
言
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
時
に
「
私
に
は
」
の
形
で
文
中
に
立
ち
現
れ
る
、「〈
今
〉
の
状

態
を
形
成
・
成
立
さ
せ
る
場
所
」、「
感
情
の
起
る
舞
台
」
に
立
つ
〈
私
〉
と
は
、
い

っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。

８
　
〈
今
〉〈
私
〉
だ
け
の
感
覚
と
表
現

太
陽
を
見
上
げ
た
時
の
ま
ぶ
し
い
感
じ
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
舌
の
上
で
溶
け
て
広

が
っ
て
い
く
時
の
な
め
ら
か
な
甘
さ
、
チ
ョ
ー
ク
を
握
り
し
め
て
黒
板
に
文
字
を
書

い
た
時
の
感
触
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
け
る
非
常
に
個
人
的
な
感
覚
は
、
数

量
化
し
た
り
、
方
程
式
で
記
述
し
た
り
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
そ
の
よ
う
な
微
妙
な

感
覚
「
ク
オ
リ
ア
」
を
感
じ
取
っ
て
い
る
〈
私
〉
と
い
う
存
在
が
い
る
。「
ク
オ
リ
ア

（qualia

）」
と
は
、
も
と
も
と
「
質
」
や
「
状
態
」
を
表
す
ラ
テ
ン
語
で
、
一
九
九
〇

年
代
の
半
ば
頃
か
ら
、
心
の
中
で
感
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
質
感
を
表
す
言
葉
と
し
て
定

着
し
て
き
た
、
哲
学
や
脳
科
学
に
お
け
る
比
較
的
新
し
い
学
術
用
語
で
あ
る!2

。

ま
ぶ
し
さ
、
な
め
ら
か
な
甘
さ
、
き
し
み
…
…
、
こ
れ
ら
の
感
覚
は
言
語
化
さ
れ

る
前
の
原
始
的
な
感
覚
で
あ
る
。
い
わ
く
言
い
難
い
ク
オ
リ
ア
を
〈
私
〉
は
感
じ
、

認
識
し
、
解
釈
し
、
表
現
し
、
少
し
ず
つ
言
語
的
・
社
会
的
文
脈
の
下
に
置
い
て
い

く!3

。
例
え
ば
、
薔
薇
の
と
げ
が
刺
さ
っ
て
痛
み
を
感
じ
た
〈
今
〉
と
、「
痛
っ
」
と

叫
ん
だ
〈
今
〉
は
決
し
て
同
時
で
は
な
い
。
両
者
の
時
間
差
は
ほ
ん
の
一
瞬
か
も
し

れ
な
い
が
、
両
者
の
間
に
は
厳
然
た
る
時
間
の
隔
た
り
が
存
在
し
て
い
る
。
二
つ
の

〈
今
〉
を
つ
な
い
だ
も
の
は
何
か
。〈
今
〉
感
じ
た
こ
と
を
、〈
今
〉
表
現
で
き
る
の

は
、
過
去
の
感
覚
・
体
験
・
情
報
を
記
憶
し
て
お
き
、
想
起
し
て
は
言
語
化
で
き
る

〈
私
〉
だ
け
で
あ
る!4

。

脳
や
肉
体
の
中
に
い
つ
し
か
〈
私
〉
は
存
在
し
、〈
私
だ
け
の
感
覚
・
認
識
・
表

現
の
場
〉
を
作
り
出
す
。〈
場
〉
が
「
脳
の
神
経
細
胞
」
だ
け
な
の
か
、「
内
臓
」
や

「
手
足
」
な
ど
の
肉
体
を
も
含
ん
で
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い!5

。
い
ず
れ
〈
私
だ
け

の
場
〉
の
中
に
様
々
な
能
力
・
可
能
性
・
必
要
性
が
潜
ん
で
お
り
、
外
界
か
ら
光
や

音
声
な
ど
の
〈
今
〉
の
情
報
が
入
っ
て
き
て
多
彩
な
ク
オ
リ
ア
を
生
成
す
る
。〈
場
〉

は
外
物
を
認
識
（
し
、
命
名
・
分
類
し
、
そ
の
存
在
を
記
憶
）
し
、
時
に
感
覚
や
情
動
、

思
考
や
記
憶
を
外
界
に
向
け
て
発
信
す
る
。〈
私
〉
の
〈
今
〉
の
感
覚
・
情
意
や
、

外
界
の
〈
今
〉
の
状
態
は
〈
場
〉
を
通
し
て
し
か
表
現
さ
れ
な
い
。
だ
か
ら
、〈
今
〉

を
表
す
状
態
動
詞
（
三
上
の
い
う
「
所
動
詞
」）
や
、
状
態
性
形
容
詞
に
近
い
「
第
四

種
の
動
詞
」
を
使
用
す
る
時
に
、「
人
（〈
私
〉
を
含
む
）」
を
「
場
」
と
捉
え
て
、
位

格
「
ニ
（
ハ
）」
を
利
用
す
る
の
で
は
な
い
か
。
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「
こ
の
問
題
、
チ
ョ
ー
む
ず
い
（
難
し
い
）」
の
よ
う
な
若
者
言
葉
も
〈
わ
が
こ
と
〉

表
現
で
あ
る
。〈
わ
が
こ
と
〉
表
現
は
、
話
し
手
〈
私
〉
の
〈
今
〉
の
感
覚
・
情
意

し
か
表
現
で
き
な
い
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
「
今
」
と
か
「
私
に
は
」
と
か
言
う
必
要
が

な
い
。
言
葉
の
中
に
〈
私
〉
が
潜
在
し
て
い
る
。

オ
ノ
マ
ト
ペ
に
は
、「
ピ
カ
ピ
カ
」「
ざ
わ
ざ
わ
」「
し
っ
と
り
」「
シ
ー
ン
（
無
音
）」

な
ど
の
、
外
界
の
〈
今
〉
の
状
態
を
感
受
し
た
〈
私
〉
な
ら
で
は
の
ク
オ
リ
ア
を
表

現
し
た
も
の
と
、「
ヒ
リ
ヒ
リ
」「
ず
き
ず
き
」「
し
ん
み
り
」「
ジ
ー
ン
」
な
ど
の
、

〈
今
〉
の
〈
私
〉
の
感
覚
（
ク
オ
リ
ア
を
含
む
）
・
感
情
を
表
現
し
た
も
の
が
あ
る
。

ど
ん
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
う
か
は
個
人
の
自
由
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
新
し
い
オ
ノ
マ

ト
ペ
を
創
出
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
日
本
語
の
音
韻
や
慣
用
的

な
用
法
に
よ
っ
て
か
な
り
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
語
彙
数
さ
え
多
け
れ
ば
、
多
彩
で

繊
細
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
使
用
に
よ
っ
て
、〈
私
〉
の
心
は
豊
か
に
適
正
に
言
語
化
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
今
後
も
続
々
と
作
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
独
創
の
窓

は
、
未
来
に
向
か
っ
て
大
き
く
開
か
れ
て
い
る
。

〈
わ
が
こ
と
〉
表
現
と
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
と
も
に
日
本
語
を
代
表
す
る
個
性
的
で

魅
力
的
な
表
現
で
あ
る
。〈
わ
が
こ
と
〉
表
現
が
〈
私
〉
の
〈
今
〉
の
心
を
直
截
に

伝
え
る
表
現
で
あ
り
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
〈
私
〉
な
ら
で
は
の
ク
オ
リ
ア
や
、〈
私
〉

の
〈
今
〉
の
情
意
を
言
語
化
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
日
本
語
の
魅
力
と
は
、
日

本
語
が
〈
今
〉〈
私
〉
だ
け
の
感
覚
や
表
現
を
何
よ
り
も
重
視
し
た
言
葉
で
あ
る
点

に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

注q

渡
辺
実
「「
わ
が
こ
と
・
ひ
と
ご
と
」
の
観
点
と
文
法
論
」『
国
語
学
』
１
６
５
集
、

１
９
９
１
年
６
月
。

w

川
端
善
明
「
用
言
」『
文
法
Ⅰ
』（
岩
波
講
座
日
本
語
６
）
岩
波
書
店
、
１
９
７
６

年
。

e

三
上
章
『
現
代
語
法
序
説
』
く
ろ
し
お
出
版
、
１
９
７
２
年
（
復
刊
）（
初
出
１
９

５
３
年
）。

r

注
w
に
同
じ
。

t

大
野
晋
「
主
格
助
詞
ガ
の
成
立
」『
文
法
と
語
彙
』
岩
波
書
店
、
１
９
８
７
年
（
初

出
１
９
７
７
年
）。

y

湯
沢
幸
吉
郎
『
室
町
時
代
の
言
語
研
究
』
１
９
２
９
年
。
松
村
明
「「
水
を
飲
み
た

い
」
と
い
う
言
い
方
に
つ
い
て
」『
東
京
女
子
大
学
論
集
』
１
巻
２
号
、
１
９
５
１
年

（『
江
戸
東
京
語
の
研
究
』
東
京
堂
、
１
９
５
７
年
に
転
載
）。

u

日
本
語
教
育
学
会
編
『
日
本
語
教
育
事
典
』
大
修
館
書
店
、
１
９
８
３
年
。
水
野

由
美
「
日
本
語
の
希
望
文
に
関
す
る
一
考
察
」『（
吉
川
守
先
生
御
退
官
記
念
）
言
語

学
論
文
集
』
渓
水
社
、
１
９
９
５
年
。

i

水
野
由
美
「
希
望
の
表
現
「
た
い
」
に
つ
い
て
」『
中
国
四
国
教
育
学
会
　
教
育
学

研
究
紀
要
』
第
37
巻
第
２
部
、
１
９
９
１
年
。

o

金
田
一
春
彦
「
国
語
動
詞
の
一
分
類
」『
日
本
語
動
詞
の
ア
ス
ペ
ク
ト
』
む
ぎ
書
房
、

１
９
７
６
年
（
初
出
１
９
５
０
年
）。
同
氏
「
日
本
語
動
詞
の
テ
ン
ス
と
ア
ス
ペ
ク
ト
」

同
右
書
（
初
出
１
９
５
５
年
）

!0

金
谷
武
洋
『
日
本
語
文
法
の
謎
を
解
く
』（
ち
く
ま
新
書
）
筑
摩
書
房
、
２
０
０
３

年
。

!1

注
e
に
同
じ
。

!2

茂
木
健
一
郎
『
意
識
と
は
な
に
か
』（
ち
く
ま
新
書
）
筑
摩
書
房
、
２
０
０
３
年
。

!3

茂
木
健
一
郎
『
心
を
生
み
だ
す
脳
の
シ
ス
テ
ム
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
）
日
本
放
送

出
版
協
会
、
２
０
０
１
年
。

!4

中
島
義
道
『
時
間
論
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
筑
摩
書
房
、
２
０
０
２
年
。

!5

西
原
克
成
『
内
蔵
が
生
み
だ
す
心
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
）
日
本
放
送
出
版
協
会
、

２
０
０
２
年
。

（
本
学
非
常
勤
講
師
）
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