
女
子
大
國
文
 
第
百
三
十
九
号
 
平
成
十
八
年
六
月
三
十
日

時

の
副

詞

「
と

う

に
」
・
「
と

っ
く

に
」

の
意

味

・
用

法

金

 

 
 

英

 

児

は
 
じ
 
め
 
に
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「時

の
副
詞
」
に

つ
い
て
は
、
川
端

(
一
九
六
四
)
に
お
い
て
総
合
的

に
研
究
さ
れ
、
体

系
化
さ
れ

て
い
る
。
本
研
究

は
、
そ
の
分
類

に
沿

い

な
が
ら
、
特
に
現
在

一
般
的

に
完

了

の
ア

ス
ペ
ク
ト
に
関
わ
る
副
詞
と
認
め
ら
れ
て

い
る
も

の
を
順
次
取
り
上
げ
、
考
察
す

る
も

の
で
あ

る
。

そ

の
分
類
に
よ

っ
て
、
「あ
る
事
態

の
終
結

に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
た
象
面
に
現
在
が
置
か
れ
る
も

の
で
、
そ

の
事
態

の
終
結

が
現
在
よ
り
以
前

で

あ

る
こ
と
を
示
す
」

と
説

明
さ
れ

る
副

詞

の
う
ち
、
本
稿

で
は
、

「と
う
に
」
・
「と

っ
く
に
」

に

つ
い
て
検
討

し
て
い
き
た

い
。

こ
の

「と

う

に
」
・
「
と

っ
く
に
」
は
、

「あ
る
以
前

に
事
態

の
終
結
が
あ

っ
て
、
そ

の
結
果
が
現
在

に
持
続

(存
続
)
す
る

こ
と
を
示
し
、
現
在
と
事
態

の
終

結
と

し
て
の
以
前
と

の
間
に
時

間
量
的
な
隔
た
り
を
も

つ
関
係
を
示
す
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

 
同
様

の
関
係
を
表
す
副
詞

と
し

て
、

「と
う
に
」
・
「と

っ
く
に
」

の
他

に
、

「す
で
に
」
・
「
つ
と

に
」
な
ど
が
分
類
さ
れ

て
い
る
が
、

こ
の
う

ち

「
つ
と
に
」
は

日
常
的
な

現
代

語

で
は
ほ
と
ん
ど
用

い
ら
れ
な
く
な

っ
て

い
る

の
で
、
本
稿

で
は
考
察

の
対
象

と
し
な

い
。

「す

で
に
」
に

つ

い
て
は
、

「と
う
に
」
・
「と

っ
く
に
」
を
考
察
す

る
に
当
た

っ
て
、
比
較
対
象
と

し
て
有
効

で
あ
る
と
思
わ
れ
る

の
で
、
適
宜
、
考
察
を
加
え

る



こ
と

と

す

る
。一

一

対

象

の

概

観

 

「と

う
に
」
・
「と

っ
く
に
」

は
、

「
は
や

(
早
・速
)

い
」
と

い
う
意
味

の
古
典
語

の
形
容
詞

「
と
し

(疾

し
)
」

の
連
用
形

「と
く
」
に
由
来

す

る
、
同
根

の
語

で
あ

っ
て
、
意
味
的

に
相
当

に
も
近

い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
現
代
語
を
対
象

と
し
た

『
集
英
社
国
語
辞
典
』
(第

二
版

、
集

英
社

、

二
〇
〇
〇
)
と

『
明
鏡
国
語
辞
典
』

(大
修
館
書
店
、

二
〇
〇
三
)
、
『
新
明
解

国
語
辞
典
』

(第

六
版
、

三
省
堂
、

二
〇
〇
五
)
を

見
る

と
、

次

の
よ
う

で
あ

る
。

〔と
う

に
〕

 

・
『
集

英
社
国
語
辞
典
』

(
口
頭
)
早
く
か
ら
。
と

っ
く
に
。
ず

っ
と
前
に
。
↓

「疾
く
に
」

の
音
便

 

・
『
明
鏡

国
語
辞
典
』
ず

っ
と
以
前
に
。
と

っ
く
に
。

.
・
『新

明
解
国
語
辞
典
』
そ
の
事
が
行
わ
れ
て
か
ら
時

日
が
大
分
経
過
し
た

こ
と
を
表
す
。

〔と

っ
く
に
〕

 

・
『
集

英
社
国
語
辞
典
』

(
口
頭
)
ず

っ
と
前

に
。
と
う

に
。

 

・
『
明
鏡

国
語
辞
典
』
ず

っ
と
以
前
に
。
と
う
に
。

 

・
『新

明
解
国
語
辞
典
』
現
在
よ
り
は
る
か
以
前
の
時
点
に
お

い
て
す
で
に
問
題
の
事
態
が
実
現
し
て
い
た

(で
あ
ろ
う
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
と
を
表
す
。

 

こ

の
よ
う

に
簡
便
な
辞
書

の
記
述

に
お
い
て
は
、
意
味
的

に
も
非
常

に
近
く
、
「と
う

に
」
と

「と

っ
く
に
」
が
相

互
に
説
明
に
用

い
ら
れ

る

と

い
う
状
況

で
あ
る
。
『
新

明
解
国
語
辞
典
』

で
は
、
表
現

は
異
な

る
が
、
実
質
的
な
差
異
は
ほ
と
ん
ど
読

み
取
れ
な

い
。
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と

こ
ろ

で
、

高

(
一
九

九

七

)

に

「『
と

う

に
』
・
『
と

っ
く

に
』

は
文

法

論
的

な

意
味

の
違

い
は

ほ
と

ん
ど

見
ら

れ

ず

、
地

域

差
が

見
ら

れ

る

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
ハユ
リ

だ

け

で
あ

っ
た
。
」

と

い
う

指

摘

が

あ

る
。

こ

の

「地
域

性

」

と

い
う

こ
と

に

っ
い

て
、

詳

し

い
説

明

は
さ

れ

て

い
な

い
が
、

「と

う

に
」

に
関

し

て
、

た

と

え

ば

、
『
大

阪

言

葉

事

典

』

(
一
九

七

五
)

に

「と

く

に
。

つ
と

に
。

早
く

か
ら

。

ず

っ
と
前

か

ら
。
」

と
取

り
上

げ

た

り

、
『
京

都

府

方

言

辞

典

』

(二

〇

〇

二
)

に
も

「と

う

に
」

の
項

目

が

あ

っ
て
、

「
早
く

か

ら
。

と

っ
く

に
」

と

、

京
都

地
方

の
広

い
地

点

に
分

布

す

る

こ

と

が

示

さ

れ

る

の
な

ど

を
参

照

す

る
と
、

「
と

っ
く

に
」
に

対

し

て

「と

う

に
」
は
関

西
方

言

で
あ

る
と

い
う

こ
と

に

っ
い

て

の
指

摘

か
と

思

わ

れ

る
。

こ

の
点

に

っ
い

て

は
、

種

々

の
方

言

辞

典

に

記

載
さ

れ

た

通

り
な

の
で
あ

ろ

う
。

し

か

し
、

次

の
よ
う

な

デ

ー

タ

も

あ

る
。

「と

っ
く

に
」
・
「
と
う

に
」

の
新

聞

で

の
使

用
数

を

調

べ

て
見

る

と

(朝

日
新

聞

二
〇

〇

三
年

一
月

一
日
～

二
〇

〇

五
年

十

月

三

一
日

「聞

蔵

」

検

索

)
、

「と

っ
く

に
」

総

数

一
六

一
件

、

「
と
う

に
」
八

九
件

で
あ

っ
た
。

「と

っ
く

に
」
が

「と

う

に
」

の
倍

近

い
件

数

で
は
あ

る
が

、
新

聞

と

い
う

、

標

準

語

使

用

を

原

則

と

す

る
資

料

の
中

で
、
「と

う

に
」
の
使

用

が

こ
れ
だ

け

見

ら
れ

る
と

い
う

こ
と

か
ら

す

れ
ば

、
「と

う

に
」
を
単

に

「と

っ

く

に
」

の
方

言

形

と

し

て
処

理

す

る

こ
と

は

で

き
な

い
も

の
と

思

わ

れ

る
。

念

の
た
め
、

こ

の
総

数

の
う
ち

、

東

京

版

に
絞

っ
た
数

字

を

挙
げ

る
と

、

「と

っ
く

に
」

は

一
二
一二
件

(総

数

の
七

六
%

)
、

「と
う

に
」
は

五

五
件

(同

六

二
%

)

で
あ

っ
た
。

東

京

版

で

は
、

そ

の
地

域

に
お

い

て

い
く

ら

か

「と

っ
く

に

」
を

好

む
傾

向

が

あ

る

こ
と

は

認
め

ら

れ

る
が

、
や

は

り
、

「と

う

に
」
・
「と

っ
く

に
」
を

地

域

差

の
み

で
説

明

し

き

る

こ
と

は

で
き

な

い
も

の
と

思

う
。

 
飛

田
・
淺

田

(
一
九
九
四
)
『
現
代
副
詞
用
法
辞
典
』

の

「と
う
」

の
解
説
に
は
、

「『
と

っ
く

に
』

の
方

が
現
代
的

に
く
だ
け
た
表
現

で
、
誇

張

の
暗

示
も
強

い
」
と
述

べ
、
ま
た
、

田

・
泉

原

・
金

(
二
〇
〇
四
)
『
類
義
語
使

い
分
け
辞
典
ー

日
本
語
類
似
表
現

の

ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違

い
を

例

証
す

る
i
』

で
は
、

「
と
う
に
」
は

「や
や
改
ま

っ
た
雅
語
的
表
現
」

で

「と

つ
く
に
」

は

「
口
頭

語
的
な
言

い
方
」

と
説

明
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
ら
は
使

用
さ
れ

る
文
体
や
用
法

に
そ

の
差
を
求

め
よ
う
と
す

る
も

の
で
あ
る
が
、
意
味
的
な
差

に
関
わ
る
と

こ
ろ
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
。

 

時

の
副
詞

「と
う
に
」
・
「と

っ
く
に
」
の
意
味

・
用
法
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ハ 
り

 
次

に
、

「す

で

に
」

に

つ
い
て
も
概

観

し

て

お
く
。

「す

で
に
」

に
は
、

完

了

の
ア

ス
ペ

ク

ト

に
関

わ

ら
な

い
用

法

も

あ

る

の
で
、

時

の
副

詞

に

関

わ

る

記
述

の
み

を

取

り

出

し

て

示
す

こ
と

に
す

る

。

〔す

で
に
〕

 

・
『集

英
社
国
語
辞
典
』
(完
了

の
語
法
を
伴

っ
て
)
事
が
終
了
し
て
い
る
意
や
過
程
を
経
て
事
が
現
在

に
及
ん
で
い
る
意
を
表
す
語
。
と

つ
く
に
。
以
前

 

 
 

 

 
 

 
 

 

に
。

以
前

か
ら
。

 

・
『
明
鏡
国
語
辞
典
』
①
あ
る
事
態
が
過
去
に
終
わ

っ
て
い
る
さ
ま
。
以
前
に
。
も
う
。

 

 
 

 

 
 

 
 

 

②
そ
の
時
に
は
早
く
も
そ
う
な

っ
て
い
る
さ
ま
。

 
前

掲

辞

書

の

「と

う

に
」
・
「と

っ
く

に
」

の
説

明

と

比

較

し

て
、

一
見

し

て
知

ら

れ

る

の
は

「す

で

に
」

の
説

明

に
用

い
ら

れ

る

と

こ
ろ

の

「以

前

に
」

に
対

し

て
、

「
と
う

に
」
・
「と

つ
く

に
」

は

「ず

っ
と
前

に
」
に
説

明

さ

れ

る

こ
と

で
あ

る
。

こ
れ

ら

の
語

は
あ

る
事

態

の
終

結

が

現

在

よ

り

以
前

で
あ

る

こ
と

を

示

す

も

の

で
あ

る
が
、

そ

の

「
以
前

」
に

つ
い
て
、

「
と
う

に
」
・
「と

っ
く

に
」

は
そ

れ

が

「ず

っ
と
前

」

で
あ

る

の
に
対

し

て
、

「す

で
に

」

の
場

合

は

そ

の
指

示
が

特

に
な

い
の

で
あ

る
。

ま

た
、

同
様

の
比
較

と

し

て
、

「と
う

に
」
・
「と

っ
く

に
」

に

つ

い
て

は

「
口
頭

語

」

で
あ

る
と

の
注

記

を

す

る
も

の
が

あ

っ
た

が
、

「す

で
に
」

に
は
な

い
と

い
う
点

も

留
意

さ

れ

る
。

 

以

上

の
よ

う

な
概

観

を

ふ
ま

え

て
、

ま
ず

「す

で
に

」

と

「と

う

に
/

と

っ
く

に
」

を

比
較

し
、

次

い
で

「と

う

に

」

と

「と

っ
く

に
」

の

検

討

を

行

い
た

い
。

資

料

と

し

て

は
、

新

聞

や

小
説

か

ら

の
用

例

を
主

と

す

る
。

出

典

表

示

の
な

い
も

の
は
作

例

で
あ

る
。

作

例

に

つ
い
て

は

日
本

語

話

者

の
ネ

イ

テ

ィ
ブ

・
チ

エ
ッ
ク
を

受

け

た
。
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三
 

「す

で
に

」

と

「
と

う

に

/
と

つ
く

に
」

三

・

一 

「す

で
に
」

と

「
と

う

に

/
と

っ
く

に
」

の
共

通
性

(
一
)

(
二
)

(三
)

a
.
私
は
ヨ

彼
を
知

っ
て
い
る

[知

っ
て
い
た
]。

b
.

私
は

と
う

に
 
と

っ
く

に
彼

を
知

っ
て

い
る

[
知

っ
て

い
た
]
。

a
.

そ

の

こ
と

は
引

で
U

忘

れ

て

い
る

[
忘

れ

て
い
た
]
。

b
.

そ

の

こ
と

は
と

う

 
と

っ
く
に
忘

れ

て

い
る

[忘

れ

て
い
た
]
。

a
.
会
議
は
引
倒

終
わ

っ
て
い
る

[終
わ

っ
て
い
た
]。

b
。
会

議

は
と

う

に
 

と

っ
く

に
終
わ

っ
て

い
る

〔
終
わ

っ
て

い
た
]
。
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がヨ
め

 

(
一
)

～

(三

)

と

し

て
示

し

た

文

例

は
、
変

化
動

詞

の
継

続

相

の
例

で
あ

る
。

「私
が

彼

を

知

る
」

あ

る

い
は

「そ

の

こ
と

を
忘

れ

る

」

と

い
う

行

為

や

「会

議

が
終

わ

る
」

と

い
う
事

態

が

、

発

話

の
時

点

(設
定

し

た
あ

る
時

点

)

よ
り

も

以
前

に
完

了

し
、

変

化

の
結

果

が

現
在

に

持

続

し

て

い
る

こ
と

を
表

し

て

い
る
。

い
ず

れ

も
、

「す

で
に
」
、

「
と
う

に
/

と

っ
く

に
」
に
よ

っ
て
、
事

態

が

現
在

よ

り

以
前

に
終
結

し

た

と

い
う

完

了

の
意

味

が

よ

り
明

確

に
な

っ
て

い
る
。

(
四
)

(
五
)

a
.
そ
の
映
画

は
惑

見
て
い
る

[
見
た
]。

b
.

そ

の
映
画

は
と

う

に
 
と

っ
く

に

見
て

い
る

[
見

た
]
。

a
.
そ

の
噂

は
ヨ

聞

い
て
い
る

[聞
い
た
U。

時

の
副
詞

「と

う

に
」
・
「と

っ
く

に
」

の
意
味

・
用

法



 

 

 

 

 

b
.
そ
の
噂
は
と
う
に
 
と

っ
く
に
聞

い
て
い
る

[聞

い
た
]。

 

 

(六
)

a
.
彼

の
ア
ル
バ
ム
は
召

持

っ
て
い
る

[持

っ
た
]。

 
 
 
 
 

b
.
彼
の
ア
ル
バ
ム
は
と
う
に
 
と

っ
く
に
持

っ
て
い
る

[持

っ
た
]。

 

(四
)
～

(六
)

は
動
作
動
詞

の
例

で
あ

る
。

「
そ

の
映
画
を
見
る
こ
と
」
、

「噂
を
聞
く

こ
と
」
、

「彼

の
ア
ル
バ
ム
を
持

つ
こ
と
」
が
経
験
と

し
て
現
在

に
持
続
す

る
が
、
「す

で
に
」
・
「
と
う

に
/

と

っ
く
に
」
に
よ

っ
て
、
そ

の
動
作

の
完

了
が
現
在

か
ら
隔
た

っ
た

以
前

で
あ

る

こ
と
を

示
し

て
い
る
。

 

こ
れ
ら

の
よ
う
に
、
変
化
動
詞
、
動
作
動
詞
、

い
ず

れ

の
場
合
も

「す

で
に
」
と

「
と
う

に
/

と

っ
く
に
」

は
、
あ
る
以
前

に
事
態

の
終
結

が
あ

っ
て
、

そ

の
事
態

の
終
結
と
現
在
と
が
時
間
量
的

な
隔
た
り
を
も

っ
た
関
係
で
あ
る

こ
と
を
示
す
。
金

子

(
一
九
九
五
)

で
は
、

 
 

「勝
負

は
す

で
に

つ
い
て
い
る
」
の

「す

で
に
」
で
表
示
さ
れ
る
基
準
と
な

る
時

間
は

「勝
負
が

つ
い
た
」
時
間

で
あ

っ
て
、
そ
れ
か
ら

発

 
 

話
時
間
ま

で

の
間
が

「す

で
に
」

の
表
示
す
る
時
間
差

で
あ
る
。
従

っ
て
、

こ
こ
で
も

「す

で
に
」
は
表
示
状

況
以
前

の
或

る
時
間
帯

か

 
 

ら
起
算

し
た
表

示
状
況
と

の
間

の
時
間
差
を
表

示
す

る
と
判
断
で
き
る
。

(四
五
四
頁
)

と
述

べ
て

い
る
。

こ
こ
で
は

「と
う
に
/

と

っ
く

に
」

は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な

い
が
、

同
様

の
説
明
が
可
能

で
あ
ろ
う
。

 

三

・
二
 

「す

で
に
」
と

「
と
う
に
/
と

っ
く
に
」

の
差
異

 

で
は
、

「す

で
に
」

と

「と
う
に
/

と

っ
く

に
」

の
差
異

は
ど

の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
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(七
)

a
.
そ
の
本
は
謬

読

ん
で
い
る

[読
ん
だ
]。

 
 
 
 
 

b
.
そ
の
本
は
と
う
に
 
と

っ
く
に
読
ん
で
い
る

[読
ん
だ
]。

 

(七
)

a
で
は
現
在

に
お

い
て
そ

の
本
を
読
ん
だ
経
験

が
あ
る
こ
と

に
、
よ
り
重
点
が
あ
り
、

(七
)

b
で
は
そ

の
本
を
読

む
行
為

の
完

了
が

現
在

と
隔

た

っ
た
以
前

で
あ

る

こ
と
、

そ

の
経
験

が
ず

っ
と
前

の
こ
と
だ
と

い
う

こ
と
を
示
す

こ
と
に
重
点
が
あ

る
よ
う

に
受
け
と
め
ら

れ

る
。 

 
 
(八
)

a
 
桜

の
花
は
引
倒

散

っ
て
い
た

[散

っ
て
い
る
]
。

 

 
 

 
 

b
 
桜

の
花
は
と
う
に
 
と

っ
く
に
散

っ
て
い
た

[散

っ
て
い
る
]。

 

 

(九
)

a
 

起
案
は
詞

で
き
あ
が

っ
て
い
る

〔
で
き
あ
が

っ
て
い
た
]。

 

 
 

 
 

b

起
案
は
と
う
に

と

っ
く
に
で
き
あ
が

っ
て
い
る

[
で
き
あ
が

っ
て
い
た
]。

 

 
(
一
〇
)

a
 

父
は
引
倒

出
か
け

て
い
た

[出
か
け

て
い
る
]
。

 

 
 

 
 

b
 

父
は
と
う
に
/
と

っ
く
に
出
か
け

て
い
た

[出
か
け
て
い
る
].

同

じ

く

(八
)

～

(
一
〇
)

b

の
方

に
、

事

態

の
終

結

と

現
在

と

の
間

に
時

間

量
的

な

隔

た

り

を

よ

り
強

く

感

じ
取

れ

る
だ

ろ
う
。
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(
=

)
あ
た
り
は
召

暗
く
な

っ
た
。

(
=

一)
序
論
は
詞

書

い
て
い
る
。

こ

の
場

合

、

「暗

く

な

っ
た

」

こ
と
、

「書

き
終

わ

っ
た
」

こ
と

が
、

ず

っ
と

前

で
あ

っ
て
も

、

あ

る

い
は
、

少

し

前

で
あ

つ
て
も

ど

ち

ら

も

時

の
副

詞

「
と
う

に
」
・
「と

っ
く
に
」

の
意
味

・
用
法



可
能

で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
、

「す

で
に
」

は
、
事
態

の
成
立
が
直
前

で
あ

っ
て
も
よ

い
。

し
た
が

っ
て
、

「現
在

に
お
け
る
事
態

の
完
了
」
と

も
言
え
る
、
そ
う

い
う
用
法

に
も
連

続
す
る
。

つ
ま
り

「す

で
に
」
は
、
そ

の
事
態

の
成
立
が
、
現
在

の
直
前

で
あ

っ
て
も
、
現
在

よ
り
も
前
、

以
前

で
さ
え
あ
れ
ば
、

ど

の
よ
う
な

時
点

で
あ

っ
て
も
よ

い
。

 

「あ
た

り
は
と
う

に
/
と

っ
く
に
暗

く
な

っ
た
」

で
は
、
直
前

の
事
態

の
完

了
は
表
さ
な

い
。

「暗
く
な

っ
た
」

の
が
相
当
程
度

以
前

で
な

け

れ
ば
な
ら
な

い
。

こ
の
点

が

「す

で
に
」
と

「と
う

に
/

と

つ
く
に
」
と

の
差

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「す

で
に
」
は
事
態

の
成
立

・
完
了
が
、

現
在

よ
り
以
前

で
あ
れ
ば

ど

の
時
点

で
も
よ

い
。

そ
れ

に
対
し
て
、

「と
う
に
/

と

っ
く
に
」

は
事
態

の
成
立

・完

了
が
現
在

よ
り
相
当
程
度

隔

た

っ
た
以
前

で
あ

る
。

 

で
は
、
こ
の
相
当
程
度
隔
た

っ
た

以
前
と
は
、
ど

の
よ
う
な
時
点

で
あ
ろ
う
か
。

「あ
た
り
は
と
う
に
/
と

っ
く
に
暗

く
な

っ
た

(
て
い
る
)
」

で
は
、
「暗

く
な

っ
た
」
の
は
数

十
分
前

で
あ
ろ
う
か
。

「序
論

は
と
う
に
/
と

っ
く
に
書

い
て
い
る
」
で
は
、
序
論
を
書

い
た

の
が
数

十
分
前
、

あ

る
い
は
時

間
単
位

で
は
不
自
然

で
あ
る
。
や
は
り
、
数

日
、
あ
る

い
は
月
単
位

の
隔
た
り
が
想
像
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ

の
時
間
量

の
隔

た

り
は
物
理
的
な
時
間
と
し

て
捉
え

ら
れ

る
も

の
で
は
な

い
。
ま
た
、
「あ
た
り
が
暗
く
な

っ
た
」
時
か
ら
あ
る
時
間
が
経

過
し
て

い
て
も

「あ

た
り
は
と
う

に
/
と

っ
く

に
暗
く
な

っ
た
」
と
表
現
す

る
か
ど
う
か
は
、
表
現
主
体

に
よ
り
、

お
か
れ
た
状
況

に
よ
り
違

っ
て
く

る

こ
と

は
言

う
ま

で
も
な

い
。
す
な
わ
ち
、
「と
う
に
/

と

っ
く

に
」
に
よ

っ
て
表
さ
れ

る
時

間
量

の
隔
た
り
は
、
心
理
的

で
あ
り
、
主
観
的
な
も

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な

「
と
う

に
/
と

っ
く
に
」
に
対
し
て

「す

で
に
」
は
、

(
=
二
)
明

劉

、
彼
は
 

で
に
 

?
と
う
に
 

?
と

っ
く
に
 
大
学
生

に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、

「彼
が
大
学

生
に
な

る
」

と

い
う
事
態

の
成
立

の
時
点
を

「昨
年

の
春
」
と
明
示
す

る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
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(
一
四
)
「あ
な
た
、
い

っ
た

い
な

に
も
の
で
す
。
ど
こ
か
の
星
か
ら
お
い
で
に
な

っ
た
宇
宙
人
で
す
か
?
も
し
も
そ
う
な
ら
申
し
上
げ

て
お
き
ま
す
が
ね
、

 

 

こ
の
月
は
地
球
人

の
も
の
で
す
。
地
球
人
は

一
九
六
九
年

の
七
月
に
、
調

こ
の
月
に
着
陸

し
と
る
ん
で
す
か
ら
な
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(井
上
ひ
さ
し

『プ
ン
と
フ
ン
』
)

 

こ
れ
ら

の
例

で
は
、

発
話
時
と
事
態

の
成
立
時

と

の
隔
た
り
が
客
観
的
具
体
的
な
時
間
と

し
て
示
さ

れ
る
。

し
か
し
、
そ

こ
で
は
、

そ

の
隔

た
り
を

言
う

こ
と

に
重
点
が
あ

る

の
で
は
な

い
。

む
し
ろ
、
内
容

に
客
観
性
を
も
た
せ
る
こ
と

で
、
完

了
し
た
事
態

の
継
続

に
よ

っ
て
与
え
ら

れ
る
現
在

の
状
況
、
現
在

の
経
験
を
説
得
的

に
言
う

こ
と
に
働

い
て
い
る
。

「す

で
に
」
は
、
こ
の
よ
う

に
、
現
在

、
あ

る

い
は
基
準
時

の
事
態

を
言
う

こ
と

に
焦
点
が
あ
る
た
め
、
た
と
え
ば
、
事
態

の
完
了
は
裏
に
隠
さ

れ
た
、
次

の
よ
う
な
例
も
見
え

る
。

(
一
五
)
彼
は
そ
れ
ほ
ど
若
く
も
な
か

っ
た
。
今
か
ら
四
年
ま
え
龍
子
と
夫
婦
に
な

っ
た
と
き
、
彼
は
詞

三
十
三
歳

で
あ

っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(北
杜
夫

『
楡
家
の
人
び
と
』)

(
=
ハ
)
そ
の
時
の
私
は
既
口
大
学
生
で
あ
っ
た
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(夏
目
漱
石

『
こ
こ
ろ
』
)

(
一
七
)
翔

物
価
が
 

に
 

?
と
う
に
 

?
と

っ
く
に
 

一
部
上
昇
に
転
じ
て
い
る
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(朝
日
二
〇
〇
四

・
五

・
二
六
朝
刊
)

 

(
一
七
)
は
、
実
際

の
新

聞
記
事

の
例

で
、
新
聞

の
記
事
と

い
う

の
は
そ

の
内
容
を
必
要
と
す

る
そ

の
時

に
読

む
の
が
普

通
で
あ

る
。
ま
た
、

物
価

の
上
昇
率

は

一
月
ご
と

に
は
か
る
も

の
で
、
お
よ
そ
三

ヶ
月
く
ら

い
の
指
数
を
持

っ
て
い
る
。
物
価

の
大
き
な
流
れ
を
切
り
取

っ
た

「最

近

(
は
)
」
に
よ

っ
て
お
よ
そ
三

ヶ
月
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

っ
ま
り
、
「最
近

(は
)
」
と

い
う
言
葉
が
文
脈

に
よ

っ
て

「三

ヶ
月
ぐ
ら

い
以
前

よ
り
」

と

い
う
か
な

り
具
体
的
な
時
を
指

し
、
絶

対
時

に
近

い
内
容
を
持

っ
客
観
性
を
持

つ
。

こ
こ
で
い
う
客
観
性
と
は
、
客
観
時
と
か
絶

対

ハ
る
り

時
な
ど

の
よ
う
な

限
定
的
な
も

の
で
は
な

い
が
、
そ

の
文

の
中

で
そ
の
時

の
副
詞

に
よ

っ
て
か
な
り

の
具
体
性
を
持

つ
よ
う
な
場
合
を

い
う
。
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例

え

ば

、

「最

近

の
子

供

は
集

中

力

が

な

い
」

の

「最

近

」

は

3
～

4
年

く

ら

い

の
幅

で
あ

り
、

「最

近

め

っ
き

り
寒

く

な

り

ま

し
た

」

の

「最

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ハヨ
 

近

」

は

一
週

間

く
ら

い
を

意
味

す

る
。

こ
れ

ら

は
、

以
前

を

含

ん

だ

「広

げ

ら

れ
た

現
在

」
と

し

て
、

文
脈

に

よ

っ
て
か

な

り

の
具

体

性

を

持

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ハ 
り

ち

、
絶

対

時

に

近

い
内

容

を
指

示
す

る
も

の

で
、
そ

の
よ
う

な

意

味

で
、
客
観

性

を

持

っ
と

言
え

る
。
新

聞

に
用

例

を

見

る
と

、

「す

で

に
」

は

原

則

的

に
客

観

性

が

求

め

ら

れ

る
種

々

の
記

事

に
お

い
て
例

が

見

ら

れ

る
が

、

「と

う

に
/

と

っ
く

に
」

は

コ
ラ

ム

・
エ
ッ
セ

イ

・
生

活

面

な

ど

の
記

者

や

筆
者

の
感

情

・気

分

な

ど

が

入

り

得

る
文

章

に

ほ
ぼ

限
ら

れ

る
。

こ

の
こ
と

は
、

「す

で

に
」

が
、

以
前

に
終

結

し

た
事

態

の
継

続

と

し

て

の
現
在

の
状

況

を

、

ど

ち

ら

か

と
言

え

ば

、

客
観

的

に
述

べ
る

こ
と

に
重
点

が

あ

る
、

と

い
う

こ
と

を
裏

付

け

る

で
あ

ろ

う
。

ま
た

、

新

聞

の
例

は

あ

く

ま

で
も

書

き

言

葉

で
は

あ

る
が

、

「す

で

に
」

に
対

し

て

「と

う

に
/

と

っ
く

に
」
が
、
よ

り

く

だ

け
た

表

現

と

し

て

口
頭

語

的

な

傾

向

を

持

つ
こ
と
も

認

め
ら

れ

よ

う
。
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次

に
、
「花

が
散

る
」
と

い
う
事
象
を
仮

に
取
り
上
げ

て

「す

で
に
」
と

「と
う
に
/
と

っ
く
に
」
の
用
例
を
調

べ
て
み
る
と
、
あ
る
典
型
的

な
傾

向
が
見

ら
れ
る
。

(
一
八
)
施
設
内

に
は
五
〇
本
近

い
サ

ク
ラ
が
あ
る
。 

で
に
 
り
始
め
て
セ
る
が
 
ま
だ
ま
だ
見
ご

ろ
。

(
朝

日

二
〇

〇

四

・
四

・
九

・
朝

刊
)

(
一
九

)

大
型
連
休

の
折
り
返
し
と
な

っ
た
2
日
も
、
石
割
桜

は
多
く

の
観
光
客

で
に
ぎ
わ

っ
た
が
、
桜

ー
 

で
に
 

り
始
め
葉
桜

の
状
態
。
観
光
客
か

ら
は

「満
開
だ
と
思

っ
て
き
た
ら
散
り
始

め
て
い
て
が

っ
か
り
し
た
」
と

の
声
が
あ
が

っ
た
。 
 
 
 
(朝

日
二
〇
〇

五

・
五

・
三

・
朝

刊
)

(
二
〇

)

金

沢
城

・
兼

六
園
管

理
事

務

所

に
よ

る
と
、

ソ

メ
イ

ヨ
・、
ノ

ー

で
に
 

り
始
め
て
い
る
が
、
咲
き
は
じ
め
の
旭
桜
な
ど
ヤ

マ
ザ

ク
ラ
系

の
桜



 
 

が
楽
し
め
る
と

い
う
。 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

(朝

日
二
〇
〇
四

・
四

・
九

・
朝
刊
)

(一
=

)
四
月
六
日
と
い
う
の
に
 

泉
の
杉

ー
と
う
に
 
り
、
ず

で
に
初
夏
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
中
、
第

=
二
回
公
開
学
習
会
が
聖
路
加
看
護
大
学

で
行

 
 

わ
れ
た
、
今
回
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
「日
本
遺
伝
看
護
研
究
会
」

ニ
ュ
ー

ス
レ
タ
ー
)

(二
二
)
、

の
 

ー
と
う
に
 

り
 
新
緑
の
芽
も
濃
く
な

っ
た
。

日
傘
代
わ
り
の
大
木

の
下
の
涼
し
さ
だ
け
が
旬

の
よ
う
。

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

(中
日
二
〇
〇
五

・
五

二

四

・
朝
刊
)

(二
三
)
4
月
は
あ
わ
た
だ
し
く
過
ぎ

て
い

っ
た
。
・

ー
と
う
に
 
り
、
駅
前
の
花
水
木
が
満
開
だ
。
狭

い
庭
に
は
リ
ラ
や
シ
ャ
ク
ヤ
ク
、

コ
デ

マ
リ
、

 
 

ス
ズ
ラ

ン
な
ど

の
花
が
咲

い
て
い
る
。 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

(河
北
新
報

二
〇
〇

一
・
五

・
二

・
朝
刊
)

 

・
す

で
に
↓
花

は
散

り
始
め
た
…
現
在

の
桜

の
木
や

別
種

の
桜

の
様

子
。

 

・
と
う

に
/

と

っ
く
に
↓
花
は
散
り
…
現
在

は
次

の
事
象

が
起

こ

っ
て
い
る
。

 
と

い
う
わ

け

で
あ
る
。

「す

で
に
1

散

り
始
め
た
」
の
場
合
は
、
現
在

は
落
花
中

で
あ
る
が
、
開
花
i
満
開
ー

散
り
始
め
i

散

り
終
わ
り
と

い

う
推
移

の
中

で
連

続
的

に
捉
え
ら
れ
た
現
状
を
言
う

こ
と
に
重
点
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

「と
う
に
/
と

っ
く
に
ー
散

り
、
…
」
の
場
合

は
、

「花
が
散

る

こ
と
」
が
ず

っ
と

以
前

に
完
了
し
て
、
「花
が
美
し
く
咲

い
て

い
た

こ
と
」
・
「美

し
く
咲

い
て
い
た
花
が
散

っ
た

こ
と
」
が
、
過
去

の
こ
と

と
し

て
、
現
在

と
隔
絶

し
た
も

の
と
捉
え
ら
れ

て
い
る
。

「花
が
散

る
」
と

い
う
事
態

は
確

か
に
完
了
し
、
現
在

は
散

っ
て
し
ま

っ
た
状

態

で
あ

る

こ
と

に
違

い
は
な

い
が
、
そ

の
継
続
を

む
し
ろ
断
絶
的

に
捉
え

る
と

こ
ろ
に

「と
う

に
/
と

っ
く

に
」
が
用

い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(二

一
)

の
例

の

「す
で
に
」

は
、
初
夏
を
思
わ

せ
る
よ
う
な
陽
気
と
な

っ
て
、

そ
の
状
態
が
現
在
に
持
続

し
て

い
る
こ
と
を
言
う
。

 

こ
の
よ
う

に

「す

で
に
」

は
、

現
在
よ
り
以
前

の
事
態

の
成
立

・完

了
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
た
現
在

の
事
態
を
言
う
と
こ
ろ

に
焦
点

が
あ

る
。

事
態

の
成
立

・完

了
時
と

の
隔
た
り
を
問
題
と
し
な

い
た
め
に
、
客
観
的

で
具
体
性
を
も

っ
た
時

の
表
現
と
も
共
起

し
得

る
。

一
方
、

「
と
う
に
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時

の
副
詞

「
と
う

に
」
・
「と

っ
く

に
」

の
意

味

・
用

法



/
と

っ
く

に
」

は
、
事
態

の
成
立

・
完

了
が
心
理
的

・
主
観
的

に
相
当

に
隔
た

っ
て
い
る
こ
と
を
表
す

こ
と
に
重
点
が
あ
る
。

理
的
な
時
間

量

の
隔
た
り
を
表
す

た
め
に
、
具
体
的

で
明
確
な
時
点

の
指
示
と
は
な
じ
ま
な

い
。

そ

の
よ
う
な
心

四
 

「
と
う

に

」
と

「
と

っ
く

に
」

 

四

・
一 

「
と
う

に
」
と

「と

つ
く

に
」
の
共
通
性

 
前

項

の

「
す

で
に
」
と

の
比
較

で
、

「と
う
に
」
・
「と

っ
く
に
」

に

つ
い
て
、
次

の
よ
う
な
点
が
確

認
で
き
た
。

 

・
事
態

の
成

立
と
現
在
と

の
時
間
量
的
な
隔
た
り
が
心
理
的
に
、
主
観
的

に
大

で
あ
る

こ
と
を
示
す
。

 

・
状
況
に
よ

っ
て
、
事
態

の
完
了

に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
た
現
在

の
事
態

を
、
現
状
と
隔
絶

し
た
も

の
と
捉
え
よ
う
と
す

る
。

 

・
口
頭
語
的
な
や
や
く
だ

け
た
表
現

で
あ

る
。

「と
う
に
」
・
「と

っ
く
に
」

は
、
前
述
し
た
よ
う
に
古
典
語

「と

(早

・
速
)

し
」

の
連
用
形

「と
く
」
に
由
来
す
る
、

同
根

の
語

で
あ

る
。

ウ
音

便
と
促
音
便
と

い
う
異
な

る
音
韻
変

化
を

お
こ
し

て
い
る
が
、

こ
れ
ま
で
述

べ
て
き
た
よ
う

に
、
文
法
論
的
な
差
異
は
見
出

し
に
く
く
、

ほ
ぼ

交
替
可
能

で
意
味
的

に
ほ
ぼ
重
な

る
。
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四

・
二
 

「と

う

に
」

と

「
と

つ
く

に
」

の
差
異

(
二
四
)

特

に
女
性
に
は
、
月
ご
と
に
訪
れ
る
も
の
と
ず

っ
と
付
き
合

っ
て
き
た
と

い
う
感
覚
が
あ
る
。

月
の
満
ち
欠
け
に
永
劫

(え

い
こ
う
)
正
し
い
リ

ズ

ム
が
あ
り
、
人
間
の
体
に
も
月
ご
と
に
受
け
止
め
る
周
期
が
あ
る
。
ま
た
は
、
妊
娠
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
知

っ
た
の
だ
が
、
満
月
の
夜

に
は

赤
ち
ゃ
ん
が
た
く
さ
ん
生
ま
れ
る
と

の
こ
と
l

l
。



 
 
 

そ
う
聞

い
て
い
た

の
で
、
私
も
自
分
の
時
に
は
夜
空
を
見
上
げ

て
待
ち
か
ま
え

て
い
た

の
だ
が
、
娘
は
満
月
を
過
ぎ
、
予
定

日
も
と
う
に
過
ぎ

て

 
 
 

か
ら
、

い
か
に
も

の
ん
び
り
と
生
ま
れ

て
き
た
。
月

の
形
は
と

っ
く

に
小
さ
く
な

っ
て
お
り
ま
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(朝
日
二
〇
〇
二

・
九

・
二

一
・
夕
刊
科
学
 
谷
村
志
穂
)

(
二
五
)
歩
き

回

っ
て
、
気

が

つ
く
と

と
う

に
昼
時

を
過
ぎ

て
い
た
。

空
腹

で
足
が
痛

か

っ
た
。

ひ
と
休

み
し
よ

う
ー

と
周

囲
を

見
回

し
、
…
…

レ

ス
ト

 
 
 

ラ

ン
を
見

つ
け
た
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(宮
部
み
ゆ
き

『
模
倣
犯
』)

(
二
六
)
ド
ア
チ
ャ
イ
ム
が
ま
た
鳴

っ
た
。
さ

っ
き

の
よ
う
な
せ

っ
か
ち
な
鳴
ら
し
方

で
は
な
く
、
ゆ

っ
く
り
と
訪

い
を

い
れ
る
よ
う
に
、
二
度
、
三
度
と
。

 
 
 

由
美

子
は
ベ

ッ
ド
サ
イ
ド

の
デ
ジ
タ
ル
時
計
を
見
た
。
と

っ
く
に
夜
に
な

っ
て
い
る
。
由
美

子
が
凍

っ
て

い
る
あ

い
だ
に
時
は
過
ぎ

て
い
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(宮
部
み
ゆ
き

『模
倣
犯
』
)

 

(
二

四
)

は

エ

ッ
セ

イ

で
あ

る
が

、

ひ
と

つ
の
文
脈

の
う

ち

に

「と

う

に
」

と

「と

っ
く

に
」
が

あ

る
。

(
二
五
)

(
二
六

)
は

同

じ
作
者

の

ひ

と

つ
の
小
説

の
う

ち

に

「と

う

に
」

と

「
と

っ
く

に
」

が

使

わ
れ

て

い
る
例

で
あ

る
。

こ
れ

ら

の

「と

う

に
」

と

「と

っ
く

に
」

に
は

何

ら

か

の
使

い
分

け

が
さ

れ

て

い
る

は
ず

で
、

意

味

・
用
法

に
よ

る
も

の
と
考

え
ら

れ

る
。

で

は
、

そ

れ

は
、

ど
う

い
う

使

い
分

け
な

の
だ

ろ

う

か
。

 
 
 

(二
七
)

a
.

コ
ン
サ
ー

ト
は
月
引
自

始
ま

っ
て
い
た
。

 
 
 
 
 
 

b
.

コ
ン
サ
ー

ト
は
倒

始
ま

っ
て
い
た
。

 
 
 

(二
八
)

a
.
店

の
閉
店
時
間
は
と
う
に
過
ぎ

て
い
る
。

 
 
 
 
 
 

b
.
店

の
閉
店
時
間
は
と

っ
く
に
過
ぎ
て
い
る

 

「
と
う

に
」
よ

り

「と

っ
く

に
」

の
方

が
、

コ
ン
サ
ー
ト
会

場
に
入

っ
た
時
、

コ
ン
サ
ー
ト
開
始
か
ら

の
時

間

の
経

過
が
予
期
し
た
以
上

で

あ

っ
た

こ
と
が
う

か
が
わ
れ

る
。

そ

の
意
外
で
あ

っ
た

こ
と

へ
の
驚
き
や
会

場
に
入

っ
た
と
き

の
気
ま
ず
さ
、
あ

る

い
は
時
刻

を
過
ご

し
て
し

時

の
副
詞

「と

う

に
」
・
「
と

っ
く

に
」

の
意
味

・
用
法
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ま

っ
た

こ
と

へ
の
後

悔
、

つ
ま

り
、

し

ま

っ
た

、

ま
ず

か

っ
た
な

あ

、

も

っ
と

早

く
来

れ
ば

よ

か

っ
た
、

な

ど

と

展

開

す

る

こ
と
が

予
想

さ

れ

て
、

イ

ン
パ

ク

ト

の
よ

り
強

い
表

現

と

な

っ
て

い
る
。

(
二
八
)

店

の
閉
店

時

間
が

過
ぎ

て

し
ま

っ
た

こ
と

も

同

じ
説

明

が

で
き

る

だ

ろ

う
。

(二
九
)
打
ち
合
わ
せ
が
直
前
ま

で
入

っ
て
い
て
社
を
出
た
の
が
遅
れ
た
。
開
演
時
間
は
と
う
に
過
ぎ
て
い
る
が
、
ア
ル
ペ
ジ
オ
ー
ネ
ソ
ナ
タ
だ
け
で
も
全

 
 
 

曲
聞
き
た

い
。

ロ
ビ
ー
に
入
り
、
演
奏
中

の
曲

の
終
わ
る
ま
で
待

っ
て
、
係

の
女
性
に
案
内
さ
れ
て
席
に

っ
く
。

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
(朝
日
二
〇
〇
四

・
一
二

・
六

・
朝
刊
小
説
 
篠

田
節
子
)

(三
〇
)
遅
刻
し
な

い
よ
う
に
早
目
に
来
た
は
ず
な
の
に
、
妻
と
私
が
講
堂

に
入
る
と
子
供
た
ち
は

「仰
げ
ば
と
う
と
し
」
を
う
た

っ
て
い
る
。
驚
く
私

に
、

 
 
 

誰

か
が

「リ

ハ
ー
サ

ル
だ
か
ら
」
と
さ
さ
や

い
て
く
れ
た
。
…

「起
立
、
礼
、
着
席
」。
リ

ハ
ー
サ

ル
が
ま
だ
続

い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

…
私

 
 
 

は
ま
た
娘

の
こ
と
を
考
え
る
。

…
講
堂

の
前

の
ほ
う
で
は
モ
ー

ニ
ン
グ
を
着
た
男
性
が
話
し
は
じ
め
た
。

「来
賓

の
ご
挨
拶
」
と

い
う
日
本
語
が

 
 
 

私

の
腸
裏
を
か
す
め
る
。

こ
れ
は
リ

ハ
ー
サ

ル
で
は
な

い
。
と
す
る
と
、
子
供
た
ち
が
さ

っ
き
か
ら
卒
業
証
書
を
も
ら

っ
た
り
、
「起
立
、
礼
、

 
 
 

着
席
」
を
繰
り
返
し
た
り
し
て
い
た

の
は
リ

ハ
ー

サ

ル
で
な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。
私
が
も

の
思

い
に
耽

っ
て
い
る
う
ち
に
卒
業
式

の
ほ
う
が

 
 
 

と

っ
く
に
は
じ
ま

っ
て
い
た
の
だ
。
私
は
恥
ず
か
し
く
思

い
、

こ
の
来
賓

の
お
話
に

一
生
懸
命

に
耳
を
傾
け
る
。

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

(器
魯
ぽ
.8
ヨ

コ
ラ
ム
ニ
○
〇
四

・
三

二
二
〇
)

 
た

ん
た
ん
と
述

べ
て
い
る

(
二
九
)
に
比

べ
て
、
(
三
〇
)
で
は
、
も

の
思

い
を
し
て
い
る
う
ち

に
卒
業
式

が
始
ま

っ
て
い
た

こ
と

に
気
が

つ

い
て

の
驚

き
と
後
悔
、
気
が

っ
か
な
か

っ
た

こ
と

に
対
す

る
恥
ず
か
し
さ
な
ど
を

「と

っ
く
に
」
が
強
く
表
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な

例

か
ら
、

(
二
四
)
を
読

み
直
し

て
み
る
。

「と
う

に
」

は
娘
が
予
定
日
を
ず

っ
と
過
ぎ

て
か
ら
生
ま
れ
た
と

い
う
、
感
覚
的
な

時

間

の
隔
た
り
を

示
す
。

そ

の
隔
た
り
と
同
じ
時
間
量
な

の
だ
が
、
話
題
と
な

っ
て
い
る
月

の
形

に

っ
い
て
は
、
自
分
が
親

し
み
、
疑

い
も
抱

か

な

か

っ
た
自

然

の
摂
理
に
適

っ
て
い
な
か

っ
た

こ
と

へ
の
あ
き
れ
た
気
持
ち
を
、
ユ
ー

モ
ラ

ス
を
含
め

て
、
「と

っ
く
に
」
に
よ

っ
て
強
調

し
て

い
る
と
考

え

ら
れ
る
。

＄ﾟ



 
 

(一一=

)
十
数
年
前
、
県
東
部

の
花
火
大
会

に
他
県

の
女
友
達

と
出
か
け
た
時
の
こ
と
で
す
。
帰
り
に
国
道
沿

い
の
大
き

い
レ
ス
ト
ラ
ン
に
立
ち
寄

っ
た
時

 
 
 
 
 
 
は
、
九
時

を
と
う
に
ま
わ

っ
て
い
ま
し
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
中
は
子
ど
も
連
れ
で
ム
ン
ム
ン
し
て
お
り
、
や

っ
と
の
こ
と
で
空
席
を
見

っ
け
て

 
 
 
 
 
 
座
る
と
、
広
島

の
友
人
が
、
開
ロ

一
番
に

「花
火
は
と

っ
く
に
終
わ

っ
た

の
に
こ
ん
な
時
間
ま
で
高
知

の
人
は
子
ど
も
を
連
れ
歩
く
の
か
」
と
大

 
 
 
 
 
 
変
な
驚
き
よ
う
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(高
知
新
聞
二
〇
〇
五

・
一
〇

・
二
朝
刊
)

 

「と

う

に
」

は
、

思

い
が

け
な

い
時

間

の
懸

隔

を

示

し

て

い
る
が
、

「と

っ
く

に
」

に
は

地

の
文

に
あ

る

「大

き

な

驚

き

」

が

込
め

ら

れ

て

い

る
。

ま

た
、

い
く

ら

か

は

非
難

の
気

持

ち

を
読

み

取

る

こ
と

が

で
き

る
だ

ろ
う

。

こ

の
よ

う

に
、

「と
う

に
」
は
、
思

い
が

け

な

い
時

間

量

の
懸

隔

を
、

当

然

の

こ
と

と

し

て
意

外

な

気
持

ち

、

驚

き

を

も

っ
て
示
す

が

、

そ

の
意
外

性

が

一
層

強

く
な

っ
て
、

驚

き

を

強

調

し
た

り
董

恥

心

や

後
悔

、

非
難

や

あ

き

れ

る
気

持

ち

な

ど

、
多

様

な

気

持

ち

を

「と

っ
く

に
」

に

は
読

み
取

る

こ
と
が

で
き

る

の
で
あ

る
。

(
三

二
)

ス
ポ

ー

ツ
を
す

る
身

体

と

い
う
も

の
に
、
ず

っ
と
憧

(
あ

こ
が
)

れ

て
き

た
。

…
歳

(と

し
)

を
経

て
、

若

い
頃

(
こ
ろ
)

の
焦

が
れ

る
よ

う
な

憧

れ
な

ど
、
と
う

に
忘

れ

て

い
た
と

思

っ
た
。

…
何

が
書
き

た

い
の
か
。

わ
た

し
は
、
何

を

書

こ
う
と
足
掻

(あ
が
)

い

て

い
る

の
か
。

考

え
続

け

る
。
書

く

こ
と

は
、
自

分

に
向

か

い
合

い
、

自

分
を

深
く
掘

り
下
げ

る

こ
と

(
と
き

に
、

深

く
傷

っ
け

る

こ
と
)
だ
、

考

え
、
足
掻

き
、
掘

り
起

こ
し
、
わ

た
し

は

「
野
球
」
と

い
う

ス
ポ

ー

ツ
を
自
分

の
作

品

の

モ
チ
ー

フ
に
選
ん
だ
。

…
書

き
続

げ

て

い
く

う
ち

に
、

何

十
年

も
前

に
覚

え
、

と

っ
く

に
枯

れ
果

て
、
忘

れ
去

っ
た
と

思

っ
て

い
た
感
情

が
生

々
し

く
蘇

(
よ
み
が

え
)

っ
て
き

た
。

一
球
を

捕
捉

(
ほ
そ
く
)
す

る
た
め

に
、

一
球

を
投

げ
る

た
め

に
、

一
球

を
打

っ
た
め
に
、
た

だ
そ

れ
だ

け

の
た
め

に
動

く
身
体

の
美

し
さ

。
惹

(
ひ
)

か
れ
、
焦

が
れ

、
憧

れ

て
き

た
も

の
を

こ

の
手
で
、

こ
.の
指

で
、

こ
の
文
章

で
表

現

し
た

い
。
 

(毎

臼
二
〇
〇

五

・
九

・
二
四
 

朝
刊
)
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「と

う

に
」
、

「と

っ
く

に
」

ど

ち

ら

も
、

ス
ポ

ー

ツ

へ
の
憧

れ

を

ず

っ
と

前

に
忘

れ

た

こ
と

を

表

し
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い
る

が
、

「と

う
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に
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「と
う

に
忘

れ
て

い
た
」
と
淡

々
と
述

べ
る
だ
け

の
も

の
を
、
「何
十
年
も
前

に
覚
え
」
て

い
て
、
振

り
返
れ
ば
驚
く

ほ
ど
昔

に
忘
れ
た

の
で
あ

っ

た
と

い
う

こ
と
、

そ
し
て
、

「枯
れ
果

て
」
て
い
た
も

の
が

「生

々
し
く
蘇

っ
て
き
た
」
と

い
う
、
感
覚

の
落
差

の
激

し
さ
を
述

べ
る
方

で
は
、

「と

っ
く

に
」

を
使
う
。

こ
う
し
た
感
情

の
強
さ
が

「
と

っ
く
に
」

に
は
込
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

 

こ
う

し
た
、

「と

っ
く
に
」
が
表
す
感
情

の
強
さ
を
利
用
し
た

の
が
次

の
例

で
あ

る
。

(三
三
)
問
わ
れ
る
産
廃
 
禦
嵩
町
住
民
投
票
を
前

に

(下
)

 
 

共
関
与
民
間
だ

っ
た
ら
と

っ
く
に
倒
産
 

コ
ス
ト
意
識
薄

い
行
政

 
 
 

厳
し
い
安
全
基
準
、
そ
し
て

「民
間
の
三
割
高
」
と

い
わ
れ
る
処
理
費
が
、
排
出
企
業

か
ら
そ

っ
ぽ
を
向
か
れ
た
形
だ
。
安
全
性
を
追
求
す

 
 
れ
ば
す

る
ほ
ど

コ
ス
ト
は
か
さ
み
、
慢
性
的
な
経
営
難
。
産
廃
処
理
の
業
界

で
は

「民
間
業
者
だ

っ
た
ら
、
と
う
に
倒
産
し
て
い
る
」
と
さ
さ
や

 
 
か
れ
る
。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(中
日

一
九
九
七

・
五

・
二
〇

・
朝
刊
)

 
(三
四
)
日
本
株
式
会
社
は
月
濁

破

た
ん
!

 
 
 
 

P
H
P
試
算
、
債
務
超
過
は
3
7
0
兆
円

 
 
 
 

日
本
は
三
七
〇
兆
円
の
債
務
超
過
。
民
間
企
業
な
ら
、
討

破
た
ん
し
て
い
る
。

(産
経
.
「
Z
A
K
Z
A
K
」

一
九
九
九

・
七

・

「
二
)
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「と

っ
く

に
」
が
見
出
し
に
使
わ
れ
、
本
文
中

で
は
全

く
同
じ
内
容

に
対
し
て
、

「と
う
に
」
が
用

い
ら
れ

て
い
る
例
で
あ

る
。

「と

っ
く

に
」

の
イ

ン
パ
ク
ト

の
強
さ
を
見
出

し
に
効
果
的

に
利
用
し
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ

る
。

こ
う
し
た
例

は
、
た
と
え
ば
、
イ

ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
上

の
記

事
な

ど
に
も
数

例
見
ら
れ

る
が
、
そ

の
逆

の
見
出
し
に

「と
う
に
」
を
用

い
、
本
文
中
が

「
と

つ
く
に
」

に
な

る
ケ
ー

ス
は
見
ら
れ
な

い
。

(三

五
)

淳

蔵

は
黙

っ
て
う
な
ず

き
、

酒
を

口
に
し
た
。

「
お
仕

事
、

お
忙

し

い
ん

で
す

か
?
」

「
テ
ー

ラ
ー

の
時
代

は

と

っ
く

に
終

わ

っ
て
ま
す

」

「
月

に



 
 
 

何
着
ぐ
ら

い
作
る
ん

で
す
か

「多

い
と
き

で
も
五
着

ぐ
ら
い
か
な
。
若

い
頃
は
…
…
 
」 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

(藤

田
宜
永

『愛

の
領
分
』
)

(三
六
)
日
は
と

っ
く
に
昇

っ
て
い
た
。
時
計
に
目
を
や
る
と
、
九
時
を
大
き
く
回

っ
て
い
た
。
今
日
も
寝
坊
だ
。
…
最
近
は
そ
ん
な
自
分
に
嫌
気
が
さ
す

 
 
 

こ
と
す
ら
な
く
な

っ
て
き
た
。

 
 
 

と
り
あ
え
ず
居
間
に
お
り
て
、
封

冷
め
た
味
汁
を
温
め
直
し
昨
日
の
残
り
物
で
朝
食
を
済
ま
す
。 
 
 
 
 
 
 
 

(「東
邦
砂
漠
」
)

(三
七
)
ま
さ
か
…
…
と
思

っ
て
も
す

で
に
手
遅
れ

で
あ
る
。
水
を
断

っ
て
も
水
を
や

っ
て
も
、
ダ
メ
な
も

の
は
ダ
メ
。
な
ん
と
か
残

っ
た
葉

の
先
は
変
色

 
 
 

し
、
茎

は
し
な
だ
れ
、
表
土
の
具
合
は
明
ら
か
に
他

の
鉢

の
そ
れ
と
違

っ
て
く
る
。
と

つ
く
に
根
は
し
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
す
べ
て
は
後

の
祭

 
 
 

り
だ
。 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

(朝
日
二
〇
〇
四

・
七

・
七

・
夕
刊
 
い
と
う
せ
い
こ
う
の
自

己
流
園
芸
 
ベ
ラ
ン
ダ
派
)

 

(三
五
)
.で
は
、
ま
だ

月
に
何
着

か
は
作
る

の
だ
か
ら
、
テ
ー
ラ
ー
の
時
代
が
完
全

に
終
わ

っ
て
し
ま

っ
て

い
る
わ
け

で
は
な

い
の
だ
が
、
感

情
的

に
は
、

も
う
終
わ

り
で
、
決

し
て
後
戻
り
す

る
こ
と
は
な

い
と

い
う
気
持
ち
が

「と

つ
く
に
」
に
は
表
さ
れ

て
い
よ
う
。

(
三
六
)

で
は
、

前

の

「と

っ
く
に
」

に
は
、
寝
坊

し
て
し
ま

っ
て
授
業

に
遅

れ
て
し
ま

っ
た
と

い
う
意
識
が
内
面

に
込
め
ら
れ

て
お
り
、
後

の

「と

っ
く

に
」

は
、
味
噌
汁

が
温
め
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

こ
ろ
ま
で
冷
え
切

っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
時
間
量

の
隔
た
り
が

は
な

は
だ

し
く
大

で
、
も
う
授
業

に
は
間

に
あ
わ
な

い
、
あ
る

い
は
、
も
う
飲
め
な

い
と

い
う
意
識

に

っ
な
が
る
と
す

れ
ば
、
隔
た

り
の
極
大
を

い

う
と
も
言

い
得

る
。

一
つ
目

の

「と

っ
く
に
」

に

つ
い
て
、
さ
ら
に
続

く
文
章

を
読

む
と
、

そ
れ

は
単
な

る
寝
坊

で
は
な
く

て
、
自
分
が

「ダ

メ
人
間
」

に
な

っ
た
と

い
う
危
機
感
も
感
じ
な

い
ほ
ど

に
堕
落

し
て
し
ま

っ
て
い
る
と

い
う

こ
と
を
、
象
徴
的

に
表
し
て

い
る
。
そ

の
よ
う
な

取

り
返
し

の

つ
か
な

い
、
気
分
的
な
懸
隔
感
を
、

こ
の

「と

っ
く
に
」

に
感

じ
取
る
こ
と
が
で
き

る
。

(
三
七
)
で
は
、
植
木
市

で
買

っ
て
き
た
鉢
植
え
が
乱
暴
な
扱

い
の
た
め

に
突
然

に
枯
れ
始
め

る
の
で
あ

る
が
、

こ
の

「と

っ
く
に
」
は
、
「ダ

メ
な

も

の
は
ダ

メ
」
、

「後

の
祭

り
」
な
ど

の
表
現
と
並
ん

で
、
現
状
が
手
遅
れ

で
、

も
う
何

の
方
法
も
な

い
と

い
う
、
ど
う

し
よ
う
も
な

い
無

力
感
を
表

し

て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
、

手
遅

れ
で
あ
る
、

と
か
、
取
り
返
し
が

っ
か
な

い
、
と
か
、
あ
き
ら
め

の
気
分
を
含
む

こ
と
も
あ
り
得
る
。

そ

の
よ
う
な
あ
き

ら
め

の
気
分

・
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
含

み
こ
む
た
め
に
、
そ

の
結
果
と
し
て
、
よ
り

口
頭
語
的
な
く
だ
け
た
文
脈

の
中

で
よ
り
多

く
用

い
ら
れ
る

こ

と
に
な

る
も

の
と
考

え
ら
れ
る
。

五
 
ま
 
と
 
め

 
今

回
、
完

了

の
ア

ス
ペ
ク
ト
に
副
詞
的
呼
応
を
も
ち
、
あ

る
以
前

に
事
態

の
終
結

が
あ

っ
て
そ

の
結
果
が
現
在

に
持
続
す

る
こ
と
を
示

し
、

そ
し
て
、
現
在

と
事
態

の
終
結

と
し
て

の
以
前
と

の
間
に
時
間
量
的
な
隔
た
り
を
も

つ
関
係
を
示
す

語
で
あ
る

「す

で
に
」
と
、

「と
う
に
」
・

「と

つ
く

に
」
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。

 
そ

の
結
果

を
ま
と
め
る
と
、
次

の
よ
う

に
結
論
付
け
ら
れ
る
。

・
「
す

で
に
」

は
事
態

の
終
結

の
時
点
と
現
在
と

の
時

間
量
的
隔
た
り

の
大

小
を
問
わ
な

い
の
に
対
し
て
、

「と
う
に
」
・
「
と

っ
く
に
」

は
時
間

 
量
的
隔

た
り
が
心
理
的

に
、
主
観
的
に
大

で
あ
る

こ
と
を
表
し
て

い
る
。
ま
た
、
「す

で
に
」
は
、
以
前

に
終
結

し
た
事
態

の
継
続
と
し
て

の

 
現
在

の
状

況
を
客
観
的

に
述

べ
る

こ
と
に
重
点
が
あ

る
の
に
対
し
て
、
「と
う
に
」
・
「と

っ
く
に
」
は
よ
り
く
だ
け
た
表

現
と
し
て
口
頭
語
的

 
な
傾
向

を
持

つ
。

・
「
と
う

に
」
と

「と

っ
く
に
」
は
、
同
根

の
語
で
あ

っ
て
、
ほ
ぼ
同
じ
意
味

で
交
代
可
能

で
あ
り
、
文
法
論
的

に
は
そ

の
差
異
を
見

い
だ
せ
な

 

い
。

・
「と

つ
く

に
」
は

「
と
う
に
」
と
比
較

し
て
、
時

間
量
的
隔
た
り
が
大

で
あ

る
と
認
識
さ
れ
る
場
合

に
用

い
ら
れ
、
イ

ン
パ
ク
ト

の
よ
り
強

い

 
表

現
と
な

る
。
そ

の
結

果
、

手
遅
れ

で
あ
る
、
取
り
返
し
が

つ
か
な

い
、
と

い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
含

み
う

る
。
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注
(1
)
高

(
一
九
九
七
)
で
は
、
「『
と
う
に
』
と

『
と

っ
く
に
』
は
文
法
論
的
な
意
味

の
違

い
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
地
域
差
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ

っ

 
 
た
。

こ
れ
ら

の
副
詞
は
基
準
時

以
前

に
動
作
変
化
が
終
わ

っ
た
こ
と
と
併
せ
て
、
話
し
手

・聞
き
手
の
予
想
よ
り
前
に
動
作

・変

化
が
行
わ
れ
た
こ
と
、

 
 
す
な
わ
ち

モ
ー
ダ

ル
な
意
味
も
含
ん
で
表
す
」
と
述

べ
て
い
る
。

(2
)

「す

で
に
」
に

つ
い
て
は
、
以
下
に
述
べ
る

「と
う
に
」
と
類
縁
の
意
味

以
外
に
、
時

の
副
詞
と
は
違

っ
た
意
味
を
持

っ
が
、
こ
こ
で
は

「と
う
に
」

 
 
と
対
照
的
な
意
味
に

つ
い
て
の
み
取
り
上
げ
る
。

「す

で
に
」

の
違
う
用
法
に

つ
い
て
言

い
添
え
る
と
、
本
来

「す
で
に
」
に
は

「現
在

一
つ
の
事
態

 
 
が
成
立
し
た
状
況

で
あ

る
」
と

い
う
時

の
表
現
と

「す

っ
か
り

(す

べ
て
)」
と
い
う
全
量
を
表
す
表
現
に
ま
た
が

っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

ア
ス
ペ
ク

 
 
ト
と
呼
応
し
な

い
、
「
こ
の
こ
と

で
彼

の
罪
状
は
す

で
に
明
白
で
あ
る
。
」

の
よ
う
な
全
量
を
表
す
場
合
は
、
「時

の
副
詞
」
と
は
言
え
な

い
の
で
、

こ

 
 

こ
で
そ
れ
に

つ
い
て
は
述

べ
な

い
。

(
3
)
継
続
相

シ
テ
イ

ル
は
主
体

の
変
化
を
表
す
主
体

の
変
化
を
表
す
動
作
動
詞
が

「動
作

の
継
続
」
を
表
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
変
化
動
詞
は

「変

化

 
 

の
結

果
の
継
続
」
を
表
し
て
い
る
。
奥

田

(
一
九
七
八
)
、

工
藤
真
由
美

(
一
九
八
二
、

一
九
九
五
)

(4
)
佐
治

(
ザ
九
九

一
)
に
よ
る
と
、
「今
日
」
「さ

っ
き
」
「先
月
」
「最
近
」
な
ど

の
よ
う
に
発
話
時
点
を
基
準
と
し
て
相
対
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
時

 
 
を
表
す
も

の
が
相
対
時
点
時

で
あ
り
、

一
方
、

「
一
九

八
八
年
」

「九
月
」

「二
五
日
」

の
よ
う
に
絶
対
的
な
時
点
を
表
す
も

の
が
固
有
時
点
時

(非
相

 
 
対
時
点
時
)
で
あ
る

(
二
六
八
頁

)
。

工
藤
浩

(
一
九
八
五
)
で
は
、
後
者

の
固
有
時
点
時

'(非
相
対
時
点
時
)
を
客
観
時

(非
相
対
時
)
と
さ
れ

る
。

(
5
)

工
藤
浩

(
一
九
八
五
)
で

「
「最
近

・
近
ご
ろ
」
は
シ
タ
と
も
反
復
的
な
シ
テ
イ

ル
と
共
起
し
、
過
去
を
含
ん
だ

(広
げ
ら
れ
た
)
現
在
を
表
す
」

 
 
と
述

べ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
い
う

[過
去
」
は
時
点
的
な
過
去
で
は
な
く
、
川
端

(
一
九
六
四
)

の

「現
在
か
ら

の
あ
る
隔
た
り
を
持

っ
た

「以
前
」

 
 
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
考
え
、

「以
前
を
含
ん
だ
広
げ
ら
れ
た
現
在
」
と
し
て
見
た
。

(五
四
頁
)

(6
)
佐

々
木
瑞
枝

(監
修

・
執
筆
)
岡
巴
純
子

・
播
岡
恵

・
丸
山
伊
津
紀

(執
筆
)

(二
〇
〇
二
)
『
表
現
を
豊
か
に
す
る
副
詞
』
に
は
客
観
的
な
副
詞
と

 
 
し
て

「す

で
に
」
、
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