
七
六

現
代
語
「
か
か
る
／
か
け
る
」
の
素
描

‒
 

本
動
詞
に
つ
い
て‒

星　

野　

佳　

之

は
じ
め
に

　

現
代
語
の
「
か
か
る
／
か
け
る
」
の
本
動
詞
に
つ
い
て
、
用
法
の
素
描
を
試
み

る
。
多
義
故
に
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
な
ど
が
大
分
類
で
五
、
更
に
そ
の
下
位
に

四
八
も
の
項
を
設
け
る
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
統
一
的
に
記
述
し

た
も
の
が
『
基
礎
日
本
語
』（
森
田
一
九
七
七
）
で
あ
る
。「
そ
れ
自
体
で
は
不
安

定
な
状
態
に
あ
る
事
物
が
（
安
定
す
る
よ
う
に
）
他
の
事
物
を
支
え
と
し
て
関
係

し
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
状
態
に
持
っ
て
行
く
こ
と
は
「
か
け
る
」」
と
い
う
記

述
か
ら
出
発
す
る
そ
の
解
釈
に
、
本
稿
も
基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
が
、
さ
さ
や
か

な
追
加
が
で
き
な
い
か
、
試
み
た
い
。
考
察
も
基
本
的
に
同
論
の
挙
げ
た
用
例
を

も
と
に
行
う
。

一　

具
体
的
用
法

　

ま
ず
は
、物
理
的
移
動
や
行
動
を
表
す
具
体
的
用
法
に
つ
い
て
考
察
す
る
。『
基

礎
日
本
語
』
は
、「
Ｂ
ニ
Ａ
ガ
か
か
る
」
と
い
う
モ
デ
ル
の
も
と
、「
重
さ
を
Ｂ
に

あ
ず
け
て
位
置
を
固
定
さ
せ
る
」
用
法
と
し
て
、
次
の
諸
例
を
挙
げ
る
。

〔
用
例
群
１
〕（
注
１
）

１　

壁
に
額
が
掛
か
っ
て
い
る
。

２　

洗
濯
物
が
さ
お
に
掛
か
っ
て
い
る
。

３　

ガ
ス
台
に
鍋
が
か
か
っ
て
い
る
。

４　

帽
子
掛
け
に
は
帽
子
が
掛
か
っ
て
い
る
。

５　

屋
根
に
梯
子
が
掛
か
っ
て
い
る
。

６　

た
く
さ
ん
帽
子
の
掛
か
る
帽
子
掛
け

７　

岩
角
に
右
手
が
掛
か
っ
た
の
で
転
落
を
ま
ぬ
か
れ
た
。

８　

川
に
橋
が
架
か
る
。

ア　

ハ
ン
ガ
ー
に
上
着
を
掛
け
る
。

イ　

薬
罐
を
火
に
か
け
る
。

ウ　

相
手
の
肩
に
手
を
か
け
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
本
稿
も
こ
の
記
述
に
基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
が
、
更
に
「
部
分

性
」
と
で
も
い
う
べ
き
特
徴
を
認
め
て
は
ど
う
か
と
考
え
る
。
具
体
的
に
は
、
額
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七
七

（
１
）
に
せ
よ
ハ
ン
ガ
ー
（
ア
）
に
せ
よ
、「
Ａ
の
一
部
を
」
Ｂ
に
ゆ
だ
ね
て
固
定

さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
か
か
る
／
か
け
る
」
に
と
っ
て
、
実
は
重
要
な

意
義
的
要
素
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
選
挙
ポ
ス
タ
ー
な

ど
に
対
し
て
「
か
か
る
／
か
け
る
」
と
い
わ
な
い
の
は
、
こ
れ
が
固
定
の
た
め
に

全﹅

面﹅

を
の
り
付
け
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
非
適
格

例
を
ふ
ま
え
て
、
Ａ
全
体
の
重
さ
に
対
す
る
、
そ
れ
を
支
え
る
部
分
の
小
さ
さ
に

着
目
す
る
と
、
次
の
諸
例
も
こ
の
特
徴
を
共
有
す
る
こ
と
に
気
づ
く
。

〔
用
例
群
２
〕

９　

ド
ア
に
鍵
が
か
か
っ
て
い
て
入
れ
な
い
。

10　

厳
重
に
縄
の
掛
か
っ
た
行
李
。

11　

太
り
す
ぎ
て
ボ
タ
ン
が
掛
か
ら
な
い
。

エ　

罪
人
に
縄
を
掛
け
る
。

オ　

ホ
ッ
ク
を
掛
け
る
。

「
動
い
て
し
ま
う
状
態
の
Ａ
を
、
Ｂ
に
よ
っ
て
し
っ
か
り
固
定
さ
せ
る
。」
と
い
う

『
基
礎
日
本
語
』
に
再
び
同
調
し
た
い
が
、
更
に
先
ほ
ど
の
Ａ
を
固
定
す
る
要
素

の
小
さ
さ
は
こ
こ
で
も
生
き
て
い
る
。
11
・
エ
の
服
全
体
に
対
す
る
ボ
タ
ン
、
罪

人
に
対
す
る
縄
の
当
然
の
小
さ
さ
も
理
由
で
あ
る
が
、「
鍵
が
か
か
る
／
を
か
け

る
」
な
ど
も
同
類
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
元
は
「
掛
け
が
ね
」

な
ど
、
器
具
に
由
来
す
る
か
な
り
具
体
的
な
動
作
か
ら
定
着
し
て
い
っ
た
慣
用
な

の
か
も
し
れ
な
い
が
、そ
れ
で
も
こ
の
表
現
が
命
脈
を
今
に
保
つ
要
素
の
一
部
に
、

動
き
か
ね
な
い
全
体
に
比
し
て
、
固
定
の
た
め
の
部
分
が
相
当
に
小
さ
い
こ
と
が

働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
考
え
る
時
に
は
、実
は
〔
用
例
群
１
〕

と
の
間
に
微
差
が
あ
っ
て
、
例
え
ば
例
文
ア
で
は
、
上
着
（
Ａ
）
の
一
部
を
委
ね

て
、
上
着
全
体
を
ハ
ン
ガ
ー
（
Ｂ
）
に
固
定
す
る
の
で
あ
る
が
、

 9’　

ド
ア
に　

鍵
（
Ａ
）
を　

か
け
る
。

で
は
、
Ａ
た
る
鍵
は
既
に
「
ド
ア
」
の
一
部
で
あ
っ
て
、
そ
の
ド
ア
が
Ａ
に
よ
っ

て
固
定
さ
れ
る
側
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
場
合
、
ド
ア
は
〔
用
例
群
１
〕
に
お
け

る
Ｂ
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
例
で
ニ
格
は
、
固
定
さ
れ
る
場
所
を
示
す
の
で
は
な

く
、
た
と
え
ば
11
に
「･･･

に
」
を
補
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は

文
上
に
顕
現
さ
せ
に
く
い
だ
け
で
、〔
用
例
群
１
〕
風
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
Ｂ

を
見
い
だ
す
こ
と
は
可
能
で
、
そ
の
ま
ま
で
は
落
ち
て
し
ま
い
そ
う
な
ズ
ボ
ン

（
Ａ
）
が
固
定
さ
れ
る
先
、
則
ち
胴
体
と
で
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
エ
の
「
罪
人
」

な
ど
更
に
Ｂ
を
意
味
的
に
見
い
だ
す
こ
と
が
厄
介
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
自
由
を

奪
っ
て
一
定
範
囲
か
ら
先
に
は
逃
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
場

所
的
に
固
定
さ
れ
て
い
る
と
見
て
間
違
い
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
に
〔
用
例

群
２
〕
は
１
と
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
の
、
全
体
の
一
部
を
用
い
て
Ａ

を
固
定
す
る
点
で
は
同
じ
で
あ
り
、
微
差
と
い
う
次
第
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
Ａ
の
一
部
と
か
部
分
と
か
い
う
特
徴
を
指
摘
す
る
な
ら
ば
、次
の〔
用

例
群
３
〕を
直
ち
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
は「
Ｂ
を
覆
い
隠
す
」（『
基

礎
日
本
語
』）
も
の
で
あ
り
、
一
部
な
ら
ぬ
全
面
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

〔
用
例
群
３
〕

12　

本
に
カ
バ
ー
が
掛
か
っ
て
い
る
。

13　

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
か
か
っ
た
ケ
ー
キ
。

14　

イ
チ
ゴ
に
ミ
ル
ク
が
か
か
っ
て
い
る
。



七
八

カ　

火
燵
に
蒲
団
を
掛
け
る
。

キ　

う
ど
ん
に
あ
ん
を
掛
け
る
。（
あ
ん
掛
け
う
ど
ん
）

ク　

ご
み
を
埋
め
て
泥
を
掛
け
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
説
明
も
比
較
的
簡
単
で
、
面
積
の
上
で
は
全
面
を
覆
う
に
し
て

も
、
本
体
と
言
う
べ
き
Ｂ
（
本
、
ケ
ー
キ
、
イ
チ
ゴ･･･

）
に
対
し
、
Ａ
（
カ
バ
ー
、

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、
ミ
ル
ク･･･

）
は
表
面
の
み
を
覆
う
、
薄
い
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
大
き
さ
の
上
か
ら
い
う
だ
け
で
も
、
Ｂ
＝
大
、
Ａ
＝
小
の
関
係
が
あ
る

も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
か
つ
、
い
つ
で
も
着
脱
可
能
で
、
決
し
て
融
合
し
な
い
と

い
う
特
徴
も
こ
の
際
指
摘
し
た
い
。

ケ　

上
着
を
掛
け
て
や
る
。

な
ど
も
こ
の
類
に
入
る
と
思
う
が
、
ケ
は
袖
を
通
す
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
併
せ

て
考
え
る
に
、
こ
れ
ら
Ａ
と
Ｂ
の
関
係
は
、〔
用
例
群
１
〕
に
お
い
て
、
Ａ
が
「
安

定
す
る
よ
う
に
」
Ｂ
に
身
を
委
ね
る
と
同
時
に
、
し
か
し
そ
れ
は
Ａ
の
一
部
で
あ

る
た
め
に
、
依
然
全
体
の
重
さ
を
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
固
定
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

不
安
定
と
、
通
底
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
〔
用
例
群
１
〕
の
「
不
安
定
」

に
〔
用
例
群
３
〕
の
側
で
対
応
す
る
の
は
、
全
面
を
Ｂ
に
委
ね
る
こ
と
は
で
き
て

も
、
い
つ
で
も
Ｂ
か
ら
離
れ
得
る
状
態
に
あ
り
続
け
る
こ
と
、
即
ち
〔
用
例
群
３
〕

の
可
動
性
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

だ
か
ら
、
自
然
現
象
の
例
で
あ
る
次
の
例
も
、
こ
の
〔
用
例
群
３
〕
の
類
と
認

め
た
い
。

15　

一
面
に
霧
が
か
か
る
。

「
か
か
る
」
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
す
ぐ
に
晴
れ
る
べ
き
「
霧
、
雲
、
も
や
…
」

な
ど
に
限
ら
れ
る
。「
雪
」
が
山
一
面
を
覆
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
風
で
吹
き
飛

ば
さ
れ
た
り
し
に
く
い
こ
の
場
合
は
「
か
ぶ
さ
る
／
覆
う
」
と
言
う
こ
と
は
あ
っ

て
も
、「
か
か
る
」
は
使
い
に
く
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
の
諸
用
例
群
を
以
上
の
よ
う
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
〔
用
例
群
４
〕

は
い
さ
さ
か
タ
イ
プ
が
異
な
る
。

〔
用
例
群
４
〕

16　

軒
下
で
は
雨
が
か
か
る
か
ら
、
洗
濯
物
を
取
り
込
も
う
。

17　

デ
ッ
キ
に
い
る
と
波
の
し
ぶ
き
が
掛
か
る
。

18　

工
場
地
帯
な
の
で
干
し
物
に
煤
煙
が
掛
か
っ
て
黒
く
な
っ
て
し
ま
う
。

コ　

塩
を
掛
け
て
食
う
。

サ　

雨
蛙
に
小
便
を
掛
け
ら
れ
た
。

シ　

頭
か
ら
水
を
掛
け
る
。

主
な
違
い
は
、〔
用
例
群
４
〕
が
移
動
動
詞
の
一
種
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
〔
用
例
群
１
〜
３
〕
も
、「
固
定
前
」
か
ら
「
固
定
」
へ
の
変
化
の
際
に

移
動
は
伴
う
が
、
そ
れ
を
表
現
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
１
の
「
て
い
る
」
が
進
行

態
で
な
い
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
明
瞭
で
あ
る
と
思
う
が
、
こ
の
〔
用
例
群
４
〕
で

は
「
Ａ
が
Ｂ
に
向
か
っ
て
き
て
、
Ｂ
に
当
た
る
」（『
基
礎
日
本
語
』）
こ
と
を
表

す
の
で
あ
り
、
16’
「
洗
濯
物
に
雨
が
か
か
っ
て
い
る
」
は
進
行
態
と
し
て
自
然
に

理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

さ
て
、
移
動
動
詞
と
い
う
以
外
の
〔
用
例
群
４
〕
の
特
徴
は
何
か
。「
Ｂ
は
Ａ

に
比
し
て
強
大
で
、
Ａ
の
衝
突
の
影
響
を
受
け
て
変
化
を
被
っ
た
り
は
し
な
い
」

と
い
う
点
を
挙
げ
た
い
。
再
び
非
適
格
例
を
持
ち
出
し
て
こ
の
特
徴
を
浮
か
び



七
九

上
が
ら
せ
て
み
る
と
、「
ト
ラ
ッ
ク
、
石
、
本･･･

」
な
ど
は
な
か
な
か
「
か
か

る
」
も
の
に
は
該
当
し
に
く
い
だ
ろ
う
。
液
体
で
言
え
ば
「
雨
」（
16
）「
し
ぶ
き
」

（
17
）
な
ど
が
馴
染
む
の
で
あ
っ
て
、「
波
、
津
波
」
な
ど
は
、
新
聞
等
を
検
索
し

て
み
て
も
（
注
２
）「
押
し
寄
せ
る
、襲
う
、覆
う･･･

」
な
ど
と
共
起
は
し
て
も
、「
か

か
る
」
の
主
語
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

　

こ
の
特
徴
を
ふ
ま
え
る
と
、
次
の
例
は
若
干
抽
象
度
を
増
す
の
で
あ
る
が
、〔
用

例
群
４
〕
の
類
例
と
ま
と
め
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

19　

横
綱
に
向
か
っ
て
掛
か
っ
て
い
く
。

20　

さ
あ
何
人
で
も
掛
か
っ
て
こ
い
。

21　

束
に
な
っ
て
掛
か
っ
て
も
、
か
な
わ
な
い
。

Ａ
が
文
の
上
で
明
示
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
そ
の
意
味
で
「
話
し
手
が
Ｂ
側
に

立
っ
て
の
表
現
」（『
基
礎
日
本
語
』）
で
あ
る
が
、
Ａ
が
不
明
な
が
ら
も
Ｂ
に
対

す
る
小
さ
さ
、
逆
に
言
え
ば
Ａ
に
対
す
る
Ｂ
の
強
大
さ
が
明
ら
か
な
特
徴
と
な
っ

て
い
る
。
19
の
「
横
綱
」
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
20
・
21
の
よ
う
に
、
Ｂ
の
勝

ち
を
前
提
と
し
た
文
脈
が
よ
く
馴
染
む
表
現
で
あ
ろ
う
（
注
３
）。

＊　

＊　

＊

　

こ
う
し
て
〔
用
例
群
１
〕
か
ら
〔
用
例
群
４
〕
ま
で
、
抽
象
的
用
法
は
Ａ
・
Ｂ

の
大
小
関
係
を
軸
に
し
て
か
な
り
の
範
囲
ま
で
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。

二　

具
体
的
用
法

　

そ
の
一
方
、
抽
象
用
法
は
か
な
り
多
岐
に
亘
り
、
全
て
を
Ａ
Ｂ
の
大
小
関
係
で

解
決
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
う
。
但
し
、
一
部
に
は
や
は
り
そ
の
関
わ
り

を
見
い
だ
せ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
か
ら
、
ま
ず
そ
れ
を
見
て
お
き
た
い
。

〔
用
例
群
５
〕

22　

彼
に
迷
惑
が
か
か
っ
た
。

ス　

お
手
数
を
か
け
ま
し
た
。

「
Ａ
の
働
き
か
け
や
作
用
が
Ｂ
に
達
し
及
ぶ
」（『
基
礎
日
本
語
』）
の
だ
が
、「
働

き
か
け
作
用
」
が
「
か
か
る
」
の
場
合
は
マ
イ
ナ
ス
の
事
に
限
定
さ
れ
る
よ
う

で
、
更
に
そ
れ
は
小
事
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。「
迷
惑
／
面
倒
／
手
間
／
厄
介
…
」

は
嫌
な
事
で
は
あ
る
が
、
日
常
レ
ベ
ル
の
こ
と
で
あ
り
、「
彼
に
致
命
傷
、
災
難
、

破
滅
が
か
か
っ
た
／
を
か
け
た
」
と
い
う
こ
と
は
な
い
（
注
４
）。
こ
れ
な
ど
も
、
小

事
Ａ
が
及
ん
だ
と
い
う
把
握
が
こ
の
抽
象
用
法
に
生
き
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
次
の
23
・
24
・
セ
・
ソ
の
例
は
特
に
『
基
礎
日
本
語
』
が
言
及
し
て
い

な
い
も
の
だ
が
、
こ
れ
ら
も
同
様
に
考
え
た
い
。

23　

こ
の
一
球
に
選
手
生
命
が
か
か
っ
て
い
る
。

セ　

こ
の
一
球
に
選
手
生
命
を
か
け
る
。

24　

上
司
か
ら
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉
が
か
か
る
。

ソ　

部
下
に
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉
を
か
け
る
。

23
及
び
セ
に
お
い
て
、
一
球
が
選
手
生
命
を
左
右
す
る
と
は
大
袈
裟
な
話
だ
が
、
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実
は
こ
の
大
袈
裟
さ
が
な
い
と
「
か
け
る
／
か
か
る
」
は
使
え
な
い
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。
現
に
、「
日
々
の
練
習
と
精
神
的
鍛
錬
と
健
康
管
理
と
競
技
研
究
の

総
体
に
選
手
生
命
は
か
か
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
み
る
と
、
内
容
は
正
し
い
だ
ろ

う
に
何
と
も
言
い
づ
ら
い
。
選
手
生
命
と
そ
れ
を
支
え
る
も
の
が
釣
り
合
っ
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
24
・
ソ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
類
例
と
し
て
「
か
か
る

／
か
け
る
」
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
「
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉
、
一
言
、
挨
拶
」
程
度
の

片
言
か
、さ
も
な
く
ば
「
号
令
」
く
ら
い
で
、「
転
勤
の
命
令
を
か
け
る
」
と
か
い
っ

た
、
実
質
的
若
し
く
は
重
要
な
内
容
の
伝
達
に
は
不
向
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
次
の
用
例
群
は
こ
れ
よ
り
は
か
な
り
遠
い
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
繋
が
り

が
見
い
だ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。

〔
用
例
群
６
〕

25　

九
時
か
ら
仕
事
に
掛
か
る
。

26　

い
っ
せ
い
に
掛
か
れ
！

「
白
紙
の
状
態
に
あ
る
Ａ
が
、
意
図
的
に
Ｂ
に
立
ち
向
か
う
か
、
ま
た
は
無
意
志

的
に
Ｂ
に
出
会
い
、
Ｂ
と
か
か
わ
っ
て
い
く
状
態
」（『
基
礎
日
本
語
』）
と
い
う

も
の
で
あ
り
、こ
の
ま
ま
で
Ａ
に
Ｂ
と
比
し
て
の
小
を
見
い
だ
す
こ
と
は
難
し
い
。

特
に
25
は「
仕
事
」と
い
う
大
で
も
小
で
も
よ
い
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
語
を
Ｂ
に
と
っ

て
い
る
の
で
あ
る
し
、
も
は
や
単
純
な
意
味
で
Ａ
は
小
で
は
な
い
。
一
方
で
、
そ

の
仕
事
に
取
り
組
む
こ
と
自
体
を
常
に
言
う
の
で
は
な
く
、
開
始
局
面
を
表
す
こ

と
に
こ
だ
わ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
則
ち
Ｂ
が
小
さ
く
な
っ
て
い
く
前
の
段
階
に
の

み
言
及
す
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
依
然
上
述
の
考
察
に
つ
な
げ
る
可
能
性
は
残

さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
う
の
だ
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
複

合
動
詞
と
し
て
の
「
か
か
る
」
に
関
連
を
疑
う
べ
き
本
動
詞
用
法
で
あ
っ
て
、
共

時
的
に
は
こ
こ
が
本
・
複
合
両
用
法
の
架
け
橋
で
あ
る
、
と
で
も
言
え
れ
ば
話
は

簡
単
で
あ
ろ
う
。

三　

統
一
的
把
握
の
問
題
点

　

し
か
し
こ
こ
で
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
主
に
次
の
二
点
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
現
代
語
の
本
動
詞
「
か
か
る
／
か
け
る
」
に
、
ま
だ
ま
だ
取

り
残
さ
れ
た
用
法
が
あ
る
こ
と
、
次
に
通
時
的
に
瞥
見
し
て
も
複
合
動
詞
「
か
か

る
／
か
け
る
」
に
様
々
な
消
長
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。

　

第
一
点
目
か
ら
説
明
す
る
と
、

〔
用
例
群
７
〕

27　

医
者
に
か
か
る
。

28　

裁
判
に
か
か
る
。

29　

保
険
に
か
か
る
。

30　

原
稿
が
印
刷
に
か
か
る
。

31　

魚
が
針
に
か
か
る
。

32　

敵
の
計
略
に
か
か
る
。

33　

人
手
に
か
か
っ
て
命
を
落
と
す
。

34　

盗
難
に
か
か
る
。

35　

彼
は
伝
染
病
に
罹
っ
て
隔
離
さ
れ
た
。

タ　

裁
判
に
か
け
る
。
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チ　

委
員
会
に
か
け
る
。

ツ　

機
械
に
か
け
る
。

テ　

秤
に
か
け
る
。

ト　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
か
け
る
。

35
な
ど
が
風
邪
程
度
の
小
さ
な
病
に
し
か
言
え
な
い
と
い
う
わ
け
で
な
い
以
上
、

29
な
ど
と
同
様
、「
作
用
を
受
け
る
／
及
ぼ
す
」、
と
い
う
だ
け
の
、
抽
象
性
の
高

い
用
法
が
あ
る
、
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
金
銭
・
時
間
等
に
関

し
て
言
う
〔
用
例
群
８
〕
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

〔
用
例
群
８
〕

36　

こ
の
小
包
は
か
な
り
目
方
が
か
か
る
。

37　

二
キ
ロ
ま
で
掛
か
る
秤

38　

金
の
か
か
る
仕
事

39　

速
達
に
す
る
と
二
五
〇
円
か
か
り
ま
す
よ
。

40　

完
成
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
る
。

41　

手
間
の
か
か
る
仕
事

42　

手
数
が
か
か
る
。

43　

人
手
が
か
か
る
。

44　

遺
産
に
税
金
が
か
か
る
。

　

次
に
第
二
点
目
の
通
時
的
観
点
で
あ
る
が
、
既
に
「
…
か
か
る
／
か
け
る
」
の

統
語
的
複
合
動
詞
が
発
生
し
て
い
る
近
世
に
於
い
て
、
本
動
詞
の
「
か
か
る
／

か
け
る
」
に
大
小
関
係
が
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
の
か
、
不
明
な
点
が
あ

る
（
注
５
）。

45　

継
子
も
生
長
し
て
は
、
掛
か
る
物
な
る
に
、
む
か
し
よ
り
世
界
の
人
心
、

　

こ
れ
を
に
く
も
事
替
は
ら
ず
。【
西
鶴
諸
国
ば
な
し
・
巻
五
・
執
心
の
息
筋
】

46 　
「
我
は
判
右
衛
門
が
あ
さ
ま
し
き
形
な
り
。
我
が
た
め
と
て
、
か
た
き

を
打
ち
に
来
て
、
汝
が
手
に
か
か
る
事
は
、
こ
れ
定
ま
る
道
理
あ
り
。
…

【
西
鶴
諸
国
ば
な
し
・
巻
三
・
因
果
の
抜
け
穴
】

47 　

や
れ
や
れ
三
人
の
者
共
が
、
は
や
し
物
で
き
た
、
で
か
ひ
た
、
是
は
又

め
で
た
ひ
、
某
も
拍
子
に
か
か
つ
て
よ
び
い
れ
う

【
大
蔵
虎
明
本
狂
言
・
脇
狂
言
之
類
・
三
本
の
柱
】

そ
れ
ぞ
れ
の
Ａ
・
Ｂ
を
取
り
出
し
て
み
れ
ば
、
子
（
Ｂ
）
に
対
す
る
親
（
Ａ
）

（
45
）、敵
（
Ｂ
）
に
対
す
る
人
（
Ａ
）（
46
）、拍
子
（
Ｂ
）
に
対
す
る
踊
る
人
（
Ａ
）

（
47
）
は
、
小
さ
な
も
の
と
見
い
だ
せ
る
か
、
難
し
い
。

　

更
に
、
中
近
世
の
統
語
的
複
合
動
詞
に
は
、
現
代
語
の
用
法
の
前
に
、
失
わ
れ

た
と
思
し
い
も
の
が
見
い
だ
せ
る
。

ナ 　

さ
て
、
か
た
様
御
残
し
置
き
候
独
笑
ひ
の
御
肌
着
、
十
四
日
に
ふ
と
御

事
ど
も
思
ひ
出
し
下
に
来
て
出
申
候
を
、
庄
介
様
に
も
ら
ひ 

懸
け
ら
れ
、

否
と
は
い
は
れ
ぬ
首
尾
に
て
、
こ
こ
ろ
よ
く
進
じ
申
候
。

【
好
色
一
代
男
・
巻
七
・
諸
分
の
日
帳
】

ナ
は
、
受
動
的
に
思
え
る
「
貰
う
」
と
他
動
的
に
感
ず
る
「
か
く
」
が
関
わ
り
合

う
、
現
代
人
か
ら
は
一
種
興
味
深
い
よ
う
な
例
で
あ
る
が
、
こ
の
補
助
動
詞
「
か

く
」
は
或
る
行
為
を
強
く
押
し
出
す
、
或
い
は
持
ち
か
け
る
よ
う
な
意
義
で
あ
る

ら
し
く
、
こ
の
例
で
は
庄
介
が
、
相
手
か
ら
肌
着
を
貰
え
る
よ
う
、
働
き
か
け
て

い
る
、
即
ち
日
本
古
典
文
学
全
集
の
訳
で
言
え
ば
「
ね
だ
」
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
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う
い
う
も
の
が
あ
る
訳
だ
か
ら
、
次
の
よ
う
に
現
代
語
と
共
有
し
て
い
そ
う
な
例

も
、
実
は
小
さ
な
違
い
が
あ
る
。

ニ 　

揚
屋
と
い
ふ
も
内
あ
さ
く
表
に
み
え
す
き
、
女
郎
は
浴
衣
染
の
帷
子
に

中
紅
の
脚
布
を
わ﹅

ざ﹅

と﹅

見
せ
か
く
る
。

【
好
色
一
代
男
・
巻
五
・
当
流
の
男
を
見
し
ら
ぬ
】

「
み
せ
か
け
る
」
と
現
代
語
で
言
え
ば
、
実
際
と
は
違
う
あ
り
方
を
見
せ
る
の
で

あ
る
が
、
ニ
は
「
見
せ
る
」
と
い
う
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
押
し
出
す
の
で
あ
っ
て
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
今
な
ら
「
見
せ
つ
け
る
」
と
い
う
方
が
近
い
。
こ
う
し
た
、

そ
の
行
動
を
示
威
的
に
行
う
よ
う
な
用
法
は
現
代
で
は
生
産
性
の
高
い
用
法
で
は

な
い
。「
勉
強
し
て
い
る
様
を
示
威
す
る
」
と
い
う
意
味
で
「
勉
強
を
し
か
け
る
」

な
ど
と
は
言
え
な
い
。
だ
か
ら
仮
に
次
の
ヌ
の
よ
う
に
、
現
代
語
で
も
同
様
の
用

法
が
あ
る
場
合
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
一
語
化
し
て
残
っ
た
も
の
に
過
ぎ
ま
い
。

ヌ 　
「
…
せ
め
て
け
ふ
こ
そ
人
の
お
か
様
並
に
被
を
着
せ
て
出
か
け
、
暮
た

ら
ば
あ
の
姿
を
そ
の
ま
ま
横
に
こ
か
し
て
我
が
世
の
思
ひ
出
さ
す
事
な

り
。」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
好
色
一
代
男
・
巻
六
・
心
中
箱
】

　

本
動
詞
の
方
で
も
、
古
代
か
ら
比
較
的
長
く
続
い
た
「（
心
に
）
か
か
る
／
か

け
る
」
の
用
法
は
現
代
に
は
な
く
、
こ
れ
も
「
思
い
が
け
ず
」「
心
掛
け
る
」
等

の
特
定
の
語
彙
に
残
る
の
み
で
あ
る
。

ネ 　

浦
回
漕
ぐ
熊
野
舟
付
め
づ
ら
し
く
か
け
て
偲
は
ぬ
（
懸
不
思
）
月
も
日

も
な
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

【
萬
葉
集
・
巻
第
十
二
・
三
一
七
二
】

ノ　

唐
衣
な
れ
ば
身
に
こ
そ
ま
つ
は
れ
め
掛
け
て
の
み
や
は
恋
ひ
む
と
思
し

　
　
　
　
　
【
古
今
集
・
巻
十
五
・
恋
歌
五
・
七
八
六
・
題
し
ら
ず
・
景
式
王
】

ハ 　

…
手
を
摺
り
て
泣
く
泣
く
拝
み
て
、
そ
れ
よ
り
こ
の
こ
と
を
心
に
か
け

て
夜
昼
思
ひ
け
れ
ば
、
梵
釈
諸
天
来
た
り
て
ま
も
り
給
ひ
け
れ
ば
…

　
　
　
【
宇
治
拾
遺
物
語
・
一
五
四
・
貧
し
き
俗
、
仏
性
を
観
じ
て
富
め
る
事
】

　

つ
ま
り
、「
か
け
る
／
か
か
る
」
は
現
代
語
で
多
義
な
だ
け
で
な
く
、
通
時
的

に
さ
ま
ざ
ま
な
用
法
を
生
み
出
し
、
廃
し
て
来
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
現

代
に
残
さ
れ
た
用
法
間
で
、
分
岐
点
の
比
較
的
近
い
も
の
と
遠
い
も
の
と
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
整
理
は
通
時
的
な
観
点
を
元
に
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
通
時
的
整
理
を
本
格
的
に
行
う
準
備
が
な
く
、
そ
の
必
要

性
を
指
摘
す
る
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
本
稿
は
、
そ
の
た
め
の
現
代
語
の
素
描

と
し
、
他
日
複
合
動
詞
の
展
開
に
関
す
る
言
及
も
視
野
に
入
れ
て
、
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
稿
を
草
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

注
１　

以
下
、
挙
例
の
際
は
「
か
か
る
」
の
例
に
は
数
字
の
、「
か
け
る
」
の
例

に
は
カ
タ
カ
ナ
の
用
例
記
号
を
付
す
。

　

２　

朝
日
新
聞
社
「
聞
蔵
Ⅱ
ビ
ジ
ュ
ア
ル
・
フ
ォ
ー
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
に
よ
り
、

「
朝
日
新
聞
」「
週
刊
朝
日
」「
Ａ
Ｅ
Ｒ
Ａ
」
の
記
事
か
ら
「
波
・
津
波
…
」

等
を
五
〇
〇
件
ほ
ど
検
索
し
た
。

　

３　
「
束
に
な
っ
て
か
か
り
、
勝
っ
た
。」
の
よ
う
な
表
現
は
筆
者
の
感
覚
で
は

「
よ
う
や
く
」
な
ど
を
伴
わ
な
い
限
り
違
和
感
が
強
い
が
、
果
た
し
て
成
り

立
つ
で
あ
ろ
う
か
。

　

４　
『
基
礎
日
本
語
』
の
挙
げ
る
「
彼
は
盗
難
に
か
か
っ
た
」
と
い
う
例
は
、

筆
者
の
感
覚
で
は
非
適
格
文
で
あ
る
。
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５　

近
世
以
前
の
用
例
の
本
文
は
、
次
に
依
っ
た
。
但
し
、
踊
り
字
を
開
く
等

表
記
を
私
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
　
　

万
葉
集
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

　
　
　

古
今
和
歌
集
・
宇
治
拾
遺
物
語
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系

　
　
　

大
蔵
虎
明
本
狂
言
… 『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究
』
池
田
廣
司
・
北
原

保
雄
、
表
現
社
、
一
九
七
二

　
　
　

好
色
一
代
男
・
西
鶴
諸
国
ば
な
し
…
日
本
古
典
文
学
大
系

参
考
文
献

　
『
基
礎
日
本
語―

意
味
と
使
い
方
』
森
田
良
行
、
角
川
書
店
、
一
九
七
七

　
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
小
学
館

　

 　

ま
た
、
本
稿
で
は
複
合
動
詞
「
か
か
る
／
か
け
る
」
に
つ
い
て
の
言
及
に
乏

し
い
が
、
考
察
に
際
し
て
次
の
論
文
を
参
考
し
た
。

　

姫
野
昌
子
（
一
九
九
九
）『
複
合
動
詞
の
構
造
と
意
味
用
法
』
ひ
つ
じ
書
房

　

菊
田 

千
春
（
二
〇
〇
八
）「
複
合
動
詞
「
Ｖ
か
か
る
」「
Ｖ
か
け
る
」
の
文
法

化―

構
文
の
成
立
と
そ
の
拡
張
」『
同
志
社
大
学
英
語
英
文
学
研
究
』

八
一
・
八
二
合
併
号

　

渡
辺 　

実
（
一
九
七
八
）「
同
根
の
動
詞
・
副
詞
・
接
尾
動
詞
」『
論
集　

日
本

文
学
・
日
本
語　

５
現
代
』
角
川
書
店
、
後
に
「
四　

意
義
内
項
・
意
義

外
項
」
と
し
て
『
国
語
意
味
論
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
二
）
に
所
収
。

（
ほ
し
の　

よ
し
ゆ
き
／
本
学
講
師
）




