
「
と
 
な
 
る
」
の
 
用
 
法

高

三

四

郎

 
「
成
る
」
が
推
移
・
変
化
の
意
で
使
わ
れ
る
場
合
、
結
果
は
「
に
」
で
示
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
、
 
「
人
が
i
所
長
（
有
名
・
病
気
勝
ち
）
に
一
な
る
」
、

「
物
が
1
道
具
（
邪
魔
・
水
浸
し
）
に
一
な
る
」
、
 
「
事
が
1
延
期
（
盛
ん
・

め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
）
に
一
な
る
」
、
さ
ら
に
「
期
日
（
暖
か
・
秋
日
和
）
に
一
な

る
」
は
た
だ
の
一
班
、
引
い
て
は
「
お
出
で
（
お
勤
め
）
に
一
な
る
」
ま
で
含

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 
「
に
」
は
か
く
全
般
的
な
基
本
の
形
で
あ
る
が
、
時
に

は
「
と
」
の
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
し
か
も
両
形
に
は
ど
こ
か
違
い
の
あ

る
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
ど
の
範
囲
で
「
と
」
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
は
「
に
」
と

ど
の
点
で
異
同
が
あ
る
の
か
。
 
前
に
も
一
度
こ
の
疑
問
を
確
か
め
よ
う
と
し

て
、
手
元
の
俳
譜
資
料
を
取
り
出
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
は
明
解
が

得
ら
れ
な
い
ま
ま
に
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
ん
ど
『
国
文
学
研
究
』
か
ら
一

文
の
勧
誘
を
受
け
た
際
、
も
し
例
文
が
豊
富
で
あ
れ
ば
、
何
か
手
掛
り
が
付
く

か
も
知
れ
な
い
、
た
と
え
結
論
は
出
な
く
て
も
資
料
の
提
示
は
で
き
る
は
ず
と

考
え
て
、
ま
た
用
例
の
収
集
に
取
り
か
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
間
に
疑
問
は

意
外
の
方
向
に
転
換
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
後
世
に
入
っ
て
「
と
な
る
」
の
使

用
が
顕
著
に
多
く
な
る
の
で
あ
る
。
 
（
臨
時
的
な
表
示
は
文
末
に
掲
げ
る
）
。

か
く
て
実
例
は
に
わ
か
に
増
し
、
観
察
も
そ
れ
だ
け
容
易
に
な
っ
た
の
で
あ
る

が
、
問
題
は
こ
の
推
移
が
単
な
る
使
用
度
数
の
増
加
を
示
す
ば
か
り
で
な
く
、

用
途
の
拡
大
を
暗
示
す
る
も
の
と
推
測
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
か
り
に

従
来
は
常
用
で
な
か
っ
た
範
囲
に
ま
で
「
と
」
の
延
用
せ
ら
れ
る
事
実
が
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
ど
の
部
分
へ
ど
う
拡
げ
ら
れ
た
か
が
筆
者
の
興
味
の
中
心
と
な

る
の
で
あ
る
。
 
し
か
し
そ
の
検
討
は
も
う
限
ら
れ
た
時
間
内
に
は
困
難
で
あ

る
。
不
安
は
残
る
け
れ
ど
も
集
ま
っ
た
事
例
は
年
代
を
這
わ
ず
こ
れ
を
平
面
上

に
分
類
し
、
そ
れ
で
も
っ
て
「
と
な
る
」
の
性
格
を
衝
き
と
め
る
と
い
う
最
初

の
方
針
を
通
す
こ
と
に
し
た
。
文
例
は
や
は
り
主
語
に
よ
っ
て
分
け

 
 
 
A
 
主
語
が
人
で
あ
る
場
合

 
 
 
B
 
主
語
が
物
で
あ
る
場
合

 
 
 
C
 
自
然
現
象
（
物
象
・
天
象
な
ど
）
を
表
わ
す
易
合

の
三
例
題
を
立
て
て
、
簡
略
な
一
覧
を
意
図
し
た
。
と
こ
ろ
が
筆
は
し
ゅ
ん

巡
う
回
、
遅
々
と
し
て
進
ま
ず
、
漸
く
A
が
終
る
こ
ろ
に
は
も
う
与
え
ら
れ
た

時
間
も
紙
数
も
切
れ
そ
う
な
状
況
で
あ
る
。
や
む
を
え
ず
計
画
を
申
途
変
更
、

上
記
の
A
を
さ
ら
に
両
分
し
て
別
に
A
B
を
設
け
、
A
で
「
と
な
る
」
の
性
格

を
追
求
、
B
で
そ
の
再
検
討
、
そ
し
て
最
後
に
疑
点
を
挙
げ
る
と
い
う
形
で
一

応
体
裁
を
整
え
る
他
な
か
っ
た
。
か
く
不
満
な
手
違
い
ば
か
り
を
先
ず
白
状
し

て
、
本
誌
編
者
へ
の
お
詫
び
、
披
閲
者
へ
の
お
断
り
と
す
る
。

 
例
題
へ
入
る
前
に
．
幾
つ
か
の
名
称
を
定
め
て
、
説
明
の
簡
便
を
図
・
り
た
い
。

観
察
は
常
に
「
に
な
る
」
と
の
対
比
と
い
う
形
で
進
め
ら
れ
、
二
形
が
交
錯
し

て
時
に
紛
ら
わ
し
く
な
る
の
で
、
 
「
原
（
句
）
」
と
「
比
（
句
）
」
の
符
号
を
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以
て
区
別
す
る
。
当
面
の
直
接
対
象
で
あ
る
「
と
な
る
」
の
例
交
に
は
「
原
」

を
、
 
「
に
な
る
」
の
方
は
「
比
」
を
添
え
て
分
明
を
期
す
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
，
次
は
観
察
の
対
象
と
な
る
べ
き
文
要
素
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
主
語
は
既

に
述
べ
た
通
り
す
べ
て
「
人
」
で
あ
る
か
ら
こ
こ
に
論
外
と
す
る
。
述
部
は
一

般
的
に
言
っ
て
動
詞
単
独
の
こ
と
も
あ
る
が
、
多
く
は
助
動
詞
そ
の
他
を
伴
っ

て
い
る
。
と
こ
ろ
で
助
動
詞
な
ど
を
含
め
た
全
体
を
一
個
の
単
位
と
し
て
扱
い

た
い
場
合
、
こ
の
全
体
を
「
述
部
用
言
」
と
呼
ん
で
、
 
「
動
詞
」
と
区
別
す
る

こ
と
に
す
る
。
例
え
ば
「
な
り
＋
て
」
「
な
り
＋
に
＋
け
り
」
を
そ
れ
ぞ
れ
一

要
素
と
見
な
す
時
、
こ
れ
を
「
述
部
用
言
」
の
名
で
示
し
た
い
の
で
あ
る
。
最

後
に
文
の
主
要
素
と
し
て
残
る
の
は
「
結
果
を
表
わ
す
部
分
」
．
で
あ
る
。
以
降

の
観
察
で
も
結
局
焦
点
は
こ
の
要
素
に
限
ら
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
実
状
で
あ

り
、
言
及
も
ま
た
頻
繁
に
な
る
。
そ
れ
で
「
と
」
あ
る
い
は
「
に
」
の
上
に
来

る
語
（
ま
た
は
句
）
を
指
す
名
称
と
し
て
、
 
「
補
語
」
と
い
う
英
文
法
の
用
語

を
借
り
る
。
「
客
と
（
に
）
・
青
年
と
（
に
）
・
虚
弱
と
（
に
）
一
な
る
」
な

ど
の
「
客
。
青
年
・
虚
弱
」
を
文
申
の
要
素
と
し
て
扱
う
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ

「
補
語
」
 
の
名
目
で
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
。
 
前
置
き
が
徒
ら
に
長
く
な
っ

た
。
実
例
に
就
く
。

 
 
 
 
主
語
-
人
（
甲
）

例
題
A
 
補
語
-
人

 
 
-
 
補
語
が
地
位
・
職
業
を
表
わ
す
名
詞
で
あ
る
場
合

 
 
 
落
は
か
く
身
は
つ
ふ
ね
共
な
ら
は
や
な
1
越
人
（
荒
野
七
・
皿
述
懐
一
六
）

 
 
 
剛
力
に
成
て
行
は
や
湯
殿
山
一
汁
賀
（
陸
奥
千
鳥
三
・
豆
湯
殿
一
）

 
 
 
金
捨
て
乞
食
と
な
ら
は
花
の
色
〔
付
句
〕
一
揖
藤
（
小
弓
・
盟
秋
部
一
八
三
）

 
 
 
 
笠
敷
や
乞
食
に
な
り
て
花
の
陰
-
桃
牛
（
千
々
之
丞
．
一
〇
七
）

「
と
な
る
」
 
の
用
法

 
酢
味
噌
あ
ら
ハ
春
の
野
守
と
な
り
果
ん
1
許
六
（
白
陀
羅
尼
・
V
机
右
四
）

 
山
僧
や
花
守
に
な
り
児
て
に
成
-
申
候
（
伊
達
衣
上
・
一
〇
）

 
凍
し
さ
に
青
物
屋
と
ハ
な
り
け
ら
し
〔
付
句
〕
1
路
健
（
東
西
夜
話
上
．
二
八
○
）

 
奉
公
の
の
ぞ
み
を
や
め
て
適
者
に
成
〔
付
句
〕
1
林
鹿
（
金
比
羅
会
下
・
V
谷
水
七
）

 
お
な
し
世
に
小
作
と
な
り
て
秋
を
泣
〔
付
句
〕
一
過
角
（
東
山
墨
直
・
1
百
韻
七
一
）

 
 
百
姓
に
な
り
て
世
間
も
長
閑
さ
よ
〔
付
句
〕
一
馬
け
ん
（
続
猿
簑
上
・
皿
嵐
一
九
）

 
か
く
て
世
に
四
位
と
成
へ
き
身
な
り
し
を
〔
付
句
〕
1
蕪
村
（
一
夜
四
歌
仙
．
1
白
菊
七
）

 
 
浪
人
に
な
ら
れ
て
か
ら
の
久
し
振
〔
付
句
〕
一
江
魏
（
位
山
下
・
1
桜
一
三
）

2
 
補
語
が
身
分
・
資
格
を
表
わ
す
名
詞
で
あ
る
場
合

 
金
屏
の
隠
者
と
な
り
て
花
の
春
一
木
因
（
柿
表
紙
一
・
二
七
）

 
 
仙
人
に
成
か
湯
入
の
髭
の
露
-
乙
由
（
山
中
集
・
二
項
句
四
）

 
見
る
内
に
嫁
が
姑
と
つ
み
な
り
て
〔
付
句
〕
一
文
錦
（
庭
造
下
・
W
帰
花
三
五
）

 
 
ふ
ん
切
で
尼
に
な
ら
う
か
夏
木
立
-
虎
道
（
簑
翼
下
・
1
麗
句
八
五
）

 
東
男
と
成
て
ぞ
秋
も
ゆ
た
か
な
る
〔
付
句
〕
一
尺
草
（
勧
進
牒
下
・
双
柳
四
七
）

 
 
肝
璽
〔
煎
？
き
も
い
り
〕
に
成
す
ま
し
た
る
花
見
哉
i
隣
桜
（
曾
我
上
．
璽
春
句
一
六
一
）

参
考
追
記

 
構
焼
て
友
と
也
け
り
夜
の
蟻
-
若
楓
（
其
便
下
・
四
三
〇
）

 
 
カ
サ

 
傘
の
内
近
付
に
な
る
雨
の
昏
に
〔
付
句
〕
1
李
風
（
春
日
・
1
伊
勢
二
九
）

 
 
し
る
人
に
き
つ
一
と
な
る
や
初
時
雨
-
佐
越
（
杉
丸
太
・
W
立
句
五
）

 
 
物
い
ふ
て
知
己
に
な
る
清
水
か
な
一
東
香
（
百
里
鶯
二
．
二
七
一
）

3
 
補
語
が
年
令
・
性
別
等
を
表
わ
す
名
詞
で
あ
る
場
合

 
紙
衣
着
て
む
か
し
男
と
な
り
に
け
り
一
ぎ
ん
之
（
濯
江
三
六
・
四
七
）

 
後
の
月
お
と
こ
に
な
ツ
て
ど
し
つ
か
す
1
万
水
（
茶
草
子
・
1
諸
司
一
一
九
）

 
み
な
し
子
と
成
し
お
も
ひ
や
界
寒
ミ
ー
湖
友
（
臼
梅
・
皿
難
句
九
）

 
 
い
さ
早
霜
童
に
な
ら
ん
と
し
忘
レ
ー
ト
コ
（
町
分
舟
冬
・
皿
冬
句
一
〇
〇
）

 
は
ツ
春
の
人
と
な
り
け
り
巨
費
一
由
之
（
一
七
九
九
 
須
磨
明
石
・
1
諦
句
三
〇
）

 
 
あ
の
や
う
な
女
に
成
て
花
の
陰
〔
付
句
〕
-
沽
徳
（
旬
兄
弟
中
・
二
六
二
）

4
 
「
人
が
一
ど
う
い
う
人
と
・
な
る
」
の
類
形
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冬
籠
人
の
忘
る
㌧
人
と
な
り
一
験
六
（
一
八
一
〇
 
藁
苞
・
穐
諸
句
五
五
）

我
も
春
の
人
と
な
り
け
り
は
つ
桜
一
丘
高
（
一
八
○
○
 
花
見
次
郎
・
粗
諸
旬
三
五
）

菜
麗
の
初
日
の
客
と
な
れ
り
け
り
一
杉
風
（
続
別
座
敷
上
・
∬
直
写
一
〇
）

拝
ま
る
＼
客
と
な
ら
れ
て
彼
岸
か
な
一
由
章
（
一
七
九
五
 
空
色
集
・
巫
追
悼
五
五
）

'
花
照
す
金
の
柱
の
施
主
と
成
り
〔
付
句
〕
1
史
邦
（
猿
舞
師
・
W
栗
花
四
五
）

う
つ
く
し
き
小
牛
の
主
と
な
り
に
け
り
〔
付
句
〕
一
握
町
（
一
七
九
八
 
山
水
行
・
、
八
○
）

参
考
追
記

若
葉
し
て
木
の
間
の
寺
と
成
り
に
け
り
i
思
川
（
一
七
九
二
 
続
東
山
万
句
下
・
一
二
五
）

二
丁
来
て
雪
の
傘
〔
か
ら
か
さ
〕
と
ハ
な
り
ぬ
1
紅
二
（
一
七
七
四
 
鳳
巾
の
晴
十
・
一
二
）

君
寵
ね
は
こ
ハ
れ
次
第
の
家
と
な
り
〔
付
句
〕
1
其
角
（
炭
俵
下
・
璽
秋
空
二
五
）

け
ふ
は
塚
に
さ
す
鶏
頭
と
な
り
に
け
り
1
峨
け
い
（
一
七
八
○
 
秋
の
風
・
1
悼
句
几
）

北
枕
さ
ふ
い
秋
と
は
成
に
け
り
1
＋
江
（
小
弓
・
皿
秋
三
三
五
五
）

存
分
に
千
と
り
の
闇
と
成
に
け
り
i
煙
感
（
一
八
一
〇
 
藁
苞
・
弓
台
句
…
一
五
）

 
「
人
が
一
ど
う
い
う
人
と
」
な
る
」
の
形
、
つ
ま
り
主
語
も
補
語
も
人
で
あ

る
文
例
を
拾
っ
て
例
題
A
と
し
、
そ
の
う
ち
補
語
が
地
位
。
職
業
を
表
わ
す
名

詞
で
あ
る
も
の
を
取
っ
て
第
1
部
に
置
い
た
。
職
…
菜
の
転
換
に
は
主
体
の
意
志

が
働
く
こ
と
も
多
い
の
で
あ
り
、
 
「
な
る
」
の
動
義
も
そ
れ
だ
け
厚
い
は
ず
と

予
想
せ
ら
れ
る
。
事
実
こ
の
点
は
一
の
諸
文
を
通
覧
し
て
殆
ん
ど
自
明
と
言
っ

て
よ
く
、
し
か
も
原
句
と
比
句
の
問
に
動
義
の
著
し
い
差
は
認
め
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
。
か
つ
動
詞
の
面
は
次
の
第
2
部
で
考
え
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ

で
は
主
と
し
て
補
語
の
側
に
注
目
す
る
。
初
文
原
「
（
落
葉
掻
く
）
身
は
・
つ

ぶ
ね
と
も
・
な
．
ら
ば
や
な
」
、
比
「
こ
う
り
き
に
・
な
っ
て
（
行
か
ば
や
1
湯

殿
山
）
」
は
、
と
も
に
願
望
の
表
現
、
文
の
論
意
も
近
似
す
る
の
で
、
 
「
と
」

と
「
に
」
に
格
別
の
相
違
は
な
い
と
言
い
棄
て
て
し
ま
う
の
は
ま
こ
と
に
簡
易

で
あ
り
、
ま
た
正
し
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
あ
と
と
の
連
関
も
あ
る
の

で
、
一
応
の
比
較
を
試
み
る
。
原
句
に
は
も
と
も
と
前
書
き
が
あ
っ
て
、
 
「
鎌

倉
建
長
寺
に
ま
ふ
て
〔
詣
う
で
〕
て
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
‘
こ
の
言
葉
を
押
し

て
見
．
れ
ば
、
原
文
は
字
句
の
通
り
「
一
人
の
奴
僕
に
な
り
た
い
」
の
意
と
取
ら

れ
、
 
「
落
葉
か
く
」
も
そ
の
心
で
理
解
せ
ら
れ
る
。
折
句
の
方
は
例
題
に
も
注

記
し
て
あ
る
通
．
り
『
陸
奥
．
千
鳥
』
か
ら
引
い
た
一
句
で
あ
る
。
当
時
遠
遊
中
の

俳
人
桃
隣
を
そ
の
途
上
に
迎
え
た
応
接
の
辞
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
こ
の
作
者

は
那
須
野
の
住
人
で
あ
る
こ
と
が
同
書
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
．
み
る

と
湯
殿
登
山
は
真
の
「
願
望
」
で
あ
り
、
 
「
剛
力
に
な
る
」
も
た
だ
歓
迎
の
意

を
表
わ
す
あ
い
さ
っ
と
も
推
せ
ら
れ
る
。
と
に
か
く
職
業
的
な
案
内
者
に
な
ろ

意
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
か
ら
、
 
「
荷
役
を
お
受
け
し
て
」
ほ
ど
に
読
ま

れ
る
の
も
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
解
が
単
に
事
実
を
知
っ
た
上
で
の
思
い

な
し
と
い
う
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
「
に
」
に
一
種
の
働
き
が
あ
っ
て
、
そ

め
た
め
に
生
ず
る
の
だ
と
推
測
せ
ら
れ
る
。
試
み
に
聖
句
の
「
に
」
を
「
と
」

で
読
み
か
え
て
見
る
。
そ
う
す
る
と
「
剛
力
」
は
一
層
具
体
化
す
る
こ
と
に
な

り
、
こ
れ
は
多
分
作
者
の
心
意
に
反
す
る
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
第
二
文
の

原
「
（
金
捨
て
て
）
・
乞
食
と
・
な
ら
ば
（
花
の
色
）
」
、
比
「
（
笠
敷
く
や
）

乞
食
に
・
な
り
て
（
花
の
陰
）
」
は
補
語
が
同
一
の
語
、
文
意
の
酷
似
は
前
掲

の
場
合
よ
り
さ
ら
に
甚
し
い
。
言
葉
で
指
摘
す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
謬
る
類
の
も

の
で
あ
・
る
が
、
こ
こ
で
も
先
と
同
様
の
提
案
を
し
た
い
の
で
あ
る
。
先
ず
皆
労

の
方
を
一
顧
す
る
。
こ
れ
は
『
元
禄
江
戸
音
階
集
』
に
翻
刻
せ
ら
れ
て
い
る
一

書
か
ら
借
り
た
句
で
あ
る
が
、
引
馬
に
は
や
や
長
い
詞
書
き
が
付
い
て
お
り
、

そ
の
後
半
に
「
…
…
上
野
の
花
に
あ
く
か
れ
出
て
…
…
す
す
ろ
心
の
も
の
狂
ひ

と
し
と
し
」
と
あ
っ
て
、
直
ち
に
こ
の
句
が
記
さ
れ
て
い
る
。
詞
書
き
最
後
の

四
丈
字
は
「
年
ど
し
」
と
判
読
せ
ら
れ
、
も
し
そ
れ
で
誤
り
な
い
と
す
れ
ば
、
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こ
の
人
の
体
験
は
年
に
一
度
の
こ
と
で
あ
る
。
断
り
書
き
が
な
く
て
も
、
「
か

さ
敷
く
」
の
語
句
か
ら
当
然
推
測
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
真
の
こ
じ
き
に
な

る
の
で
も
、
ま
た
そ
の
積
り
と
い
う
の
で
も
な
い
。
「
暫
く
世
外
の
境
地
を
楽

し
む
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
 
「
こ
じ
き
」
を
そ
の
風
体
・
心
境
と
取
っ
て
不

可
な
く
、
反
っ
て
原
意
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
翻
っ
て
原
句
は
仮
想
の
表
現
で
あ

る
に
関
ら
ず
、
こ
こ
は
「
真
に
一
人
の
こ
じ
き
と
な
る
」
の
意
に
解
す
る
の
で

な
け
れ
ば
、
 
「
金
捨
て
て
」
の
意
味
が
な
く
な
り
、
 
「
花
の
色
」
も
薄
れ
る
で

あ
ろ
う
。
仮
想
の
方
が
現
実
に
切
と
い
う
の
は
奇
異
の
よ
う
で
あ
る
が
、
 
「
と

な
る
」
に
は
一
つ
の
働
き
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
補
語
を
具
体
化
し
て
見
せ
る
の

だ
と
い
う
仮
設
を
置
き
、
な
お
次
例
で
考
え
る
。
第
三
文
原
「
（
酢
み
そ
あ
ら

ば
）
春
の
野
も
り
と
・
な
り
は
て
ん
」
、
比
「
山
僧
や
・
花
も
り
に
・
な
り
1

見
手
に
・
な
る
」
で
は
、
事
情
や
条
件
が
す
ぐ
前
の
例
文
に
お
け
る
の
と
一
致

す
る
の
で
、
要
点
を
指
摘
す
る
だ
け
で
措
く
。
原
句
は
仮
想
表
現
で
あ
る
が
、

そ
の
仮
想
内
で
は
「
真
に
一
個
の
野
守
と
な
る
」
意
を
述
べ
る
に
対
し
、
比
句

は
比
喩
の
表
現
、
実
際
に
監
視
員
と
な
り
、
遊
覧
客
の
一
人
に
な
る
と
言
う
の

噛
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
人
よ
り
は
む
し
ろ
役
目
や
行
為
の
面
が
表

出
し
て
い
る
。
 
も
し
こ
の
句
を
突
然
に
示
さ
れ
、
 
平
明
の
解
を
求
め
ら
れ
れ

ば
、
 
「
山
に
住
ん
で
い
る
の
で
、
時
に
見
張
り
も
で
き
れ
ば
、
眺
め
も
す
る
」

に
近
い
答
え
が
出
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
の
三
例
で
観
察
し
え
た
こ
と

は
、
 
「
に
な
る
」
の
用
途
が
広
範
で
あ
り
、
各
種
の
補
語
を
自
由
に
容
れ
う
る

と
こ
ろ
が
ら
、
そ
の
捨
象
を
拒
ま
な
い
（
対
比
上
補
語
の
抽
象
化
を
強
調
し
す

ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
）
 
の
に
比
べ
て
、
 
「
と
な
る
」
 
の
用
法
に
は
限
定
が
あ

り
、
補
語
を
具
象
化
し
て
見
せ
る
働
き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か

し
こ
の
働
き
を
指
し
て
、
単
に
コ
個
の
具
体
的
な
個
体
を
指
定
す
る
」
と
言

 
 
「
と
な
る
」
 
の
用
法

う
た
だ
け
で
は
、
 
「
と
な
る
」
の
特
色
が
完
釈
せ
ず
、
何
か
見
落
し
の
あ
る
よ

う
な
不
満
が
残
る
の
で
あ
る
。
続
く
二
例
で
一
層
の
吟
味
を
加
え
る
。
第
四
文

原
「
（
涼
し
さ
に
）
青
物
屋
と
は
・
な
り
け
ら
し
」
、
比
「
（
奉
公
の
望
み
を

や
め
て
）
医
者
に
・
な
る
」
は
、
こ
れ
を
ど
う
解
す
る
に
し
て
も
、
補
語
の
実

義
に
差
が
あ
る
一
「
青
物
屋
」
は
そ
の
人
を
表
わ
し
、
 
「
医
者
」
は
そ
の
職
を

示
す
一
な
ど
と
強
弁
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
補
語
は
等
し
く
具
象
義
で
あ

る
の
に
、
な
お
両
文
に
は
違
い
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
原
句
の
方
か
ら
検
討
す

る
。
文
面
の
全
体
か
ら
「
世
の
職
業
は
種
々
あ
る
の
に
、
と
り
わ
け
て
青
物
屋

な
ど
に
な
っ
た
」
の
意
が
汲
み
と
ら
れ
、
 
「
青
物
屋
」
は
選
択
の
結
果
、
 
「
涼

し
さ
」
は
そ
の
理
由
と
し
て
聞
き
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
と
」
は
か
か
る
選
抜

指
定
の
意
に
参
与
し
て
い
る
こ
と
が
予
想
で
き
る
。
↓
方
後
句
で
は
武
家
奉
公

を
断
念
し
た
あ
と
の
職
業
が
客
観
的
に
取
り
次
が
れ
て
お
り
、
 
「
医
者
」
が
取

捨
の
結
果
と
い
う
よ
う
な
主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
。
 
「
と
」
に
は
限
定
的
（
あ

る
い
は
求
心
的
）
、
 
「
に
」
に
は
説
．
明
的
（
あ
る
い
は
遠
心
的
）
な
効
果
の
感

ぜ
ら
れ
る
の
は
、
恐
ら
く
取
捨
選
択
す
る
意
の
有
無
に
よ
る
か
と
想
像
せ
ら
れ

る
。
な
お
次
例
と
も
考
え
合
せ
る
。
第
五
文
原
「
（
同
じ
世
に
）
小
作
と
・
な

り
て
（
秋
を
泣
く
）
」
、
比
「
百
姓
に
・
な
り
て
（
世
間
も
長
閑
さ
よ
）
」
の

「
小
作
」
と
「
百
姓
」
と
は
殆
ん
ど
同
義
の
語
、
実
義
に
厚
薄
の
差
の
少
い
こ

と
は
前
例
以
上
で
あ
る
。
さ
ら
に
文
意
も
そ
の
人
の
現
職
を
取
り
出
し
て
現
況

に
言
い
及
ぶ
点
、
両
論
は
ま
こ
と
に
よ
く
似
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
い
ま

述
べ
た
類
の
相
違
が
指
摘
せ
ら
れ
る
。
耳
管
に
お
い
て
は
「
百
姓
」
が
境
遇
変

化
の
偶
然
の
結
果
の
如
く
扱
わ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
た
だ
主
体
の
現
在

を
説
明
す
る
だ
け
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
原
句
に
は
「
生
れ
つ
く
」
 
（
あ
る
い

は
「
成
り
さ
が
る
」
）
べ
き
職
種
に
事
欠
か
ぬ
は
ず
な
の
に
他
で
も
な
い
小
作
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な
ど
に
な
っ
て
と
い
う
類
の
表
明
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
か
か
る
対
比
・
選
衡
の

意
は
必
ず
し
も
右
表
の
語
句
「
同
じ
世
に
」
 
「
秋
を
泣
く
」
か
ら
ば
か
り
派
生

す
る
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
「
と
」
に
固
有
す
る
規
定
的
な
用
法
に
よ
っ
て

も
支
え
ら
れ
て
い
昏
の
だ
と
推
せ
ら
れ
る
。
ど
う
も
「
と
」
に
は
比
較
・
考
量

・
選
定
す
る
と
い
う
意
味
で
の
特
定
化
の
働
き
が
あ
り
、
さ
ら
に
補
語
を
殊
別

化
（
巷
8
一
ぼ
）
す
る
の
が
「
と
な
る
」
の
著
し
い
機
能
で
あ
る
よ
う
に
感
ぜ

ら
れ
る
。
い
ま
こ
の
観
点
か
ら
1
部
末
文
の
原
句
を
読
ん
で
み
る
。
「
か
く
て

世
に
i
四
位
・
と
な
る
べ
き
身
-
な
め
し
を
」
 
に
漂
う
一
種
観
想
の
念
は
「

と
」
に
負
う
と
こ
ろ
の
多
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
し

か
し
幽
微
、
 
「
殊
別
化
」
は
未
熟
の
語
、
に
わ
か
に
明
確
を
期
す
る
こ
と
は

せ
ず
、
あ
と
の
検
討
に
譲
る
。
次
に
は
補
語
と
並
ん
で
一
つ
の
要
点
で
あ
る
述

部
の
問
題
へ
移
る
。

 
第
2
部
で
は
人
の
身
分
や
資
格
を
表
わ
す
名
詞
が
補
語
に
当
て
ら
れ
て
い

る
例
文
か
ら
少
数
を
引
い
た
。
こ
の
場
合
「
な
る
」
の
表
意
に
は
主
体
的
な
行

動
面
と
客
観
的
な
自
然
推
移
の
面
と
が
互
い
に
交
錯
出
没
す
る
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
に
応
じ
て
述
部
用
言
が
動
静
の
二
義
に
分
れ
る
傾
向
を
見
せ
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
こ
の
分
離
に
は
「
と
」
と
「
に
」
が
関
係
す
る
と
見
ら
れ
る
の

で
、
そ
れ
を
面
心
に
観
察
を
進
め
る
。
初
章
原
「
（
金
び
よ
う
の
）
隠
者
と
．

な
り
て
（
花
の
陰
）
」
は
も
と
よ
り
過
去
に
お
け
る
隠
退
の
事
実
を
伝
え
ば
す

る
が
、
文
意
の
主
眼
は
し
か
し
身
分
の
転
移
と
い
う
こ
と
よ
り
裕
か
な
こ
の
人

の
現
境
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
花
の
陰
」
も
明
か
に
そ
の
心
で
結
び

つ
く
め
で
あ
る
。
こ
れ
と
対
比
す
れ
ば
息
精
に
お
け
る
函
迫
が
顕
著
で
あ
る
。

「
仙
人
に
・
な
る
か
（
湯
入
り
の
ひ
げ
の
露
）
」
と
は
あ
ご
ひ
げ
の
置
く
ほ
ど

に
温
泉
に
浸
っ
た
の
を
戯
れ
て
、
 
「
せ
ん
人
に
な
る
か
」
と
言
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
登
仙
す
る
か
し
な
い
か
が
い
ま
は
問
題
な
の
で
あ
る
。
述
部
用
言
が
前
交

で
は
結
果
の
状
態
義
、
後
文
で
は
変
化
の
動
義
へ
分
か
れ
て
お
り
、
こ
の
相
違

は
一
方
が
完
了
形
（
「
な
り
て
」
）
、
他
方
が
現
在
形
未
来
義
ど
い
う
表
現
の

違
い
に
原
因
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
で
一
度
交
意
に
動
静
の

差
が
現
れ
る
と
、
こ
ん
ど
は
孟
夏
の
方
へ
「
に
」
が
、
静
義
に
は
「
と
」
の
付

く
傾
向
の
あ
る
こ
と
を
先
ず
提
示
し
て
、
な
お
吟
味
を
試
み
る
。
第
二
例
の
原

「
（
見
る
う
ち
に
）
嫁
が
・
し
ゅ
う
と
と
・
（
つ
い
）
な
り
て
」
、
比
「
（
ふ

ん
ぎ
っ
て
）
尼
に
・
な
ろ
う
か
」
で
も
、
用
言
の
示
す
条
件
は
前
例
と
同
類
で
・

あ
り
な
が
ら
、
動
静
二
義
へ
の
隔
り
は
さ
ら
に
一
層
開
い
て
い
る
。
原
句
も
一

見
し
た
と
こ
ろ
推
移
を
述
べ
る
文
意
の
よ
う
で
あ
る
が
、
や
は
り
「
な
り
て
」

は
結
果
の
状
態
義
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
目
に
映
る
の
は
現
象
よ
り
そ
の
人
の

姿
で
あ
る
。
 
（
本
来
な
ら
ば
「
変
化
」
の
様
相
を
述
べ
る
は
ず
の
「
見
る
う
ち

に
…
…
つ
い
」
の
語
句
さ
え
状
態
を
強
め
る
よ
う
な
効
果
に
な
っ
て
い
る
。
）

こ
こ
で
用
言
が
秘
義
化
す
る
理
由
は
、
よ
め
が
し
ゅ
う
と
め
に
な
る
と
い
う
類

の
い
わ
ば
一
種
の
自
然
推
移
を
、
し
か
も
客
観
的
に
取
り
次
ぐ
表
現
だ
か
ら
で

あ
ろ
う
。
注
目
し
た
い
の
は
か
か
る
条
件
下
で
「
と
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
比
句
で
は
主
体
の
動
意
が
文
面
に
著
し
く
、
 
「
ふ
ん

ぎ
っ
て
…
…
な
ろ
う
」
が
そ
れ
を
告
げ
る
と
言
え
ば
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
第
三

雪
原
「
東
風
と
・
な
り
て
ぞ
λ
秋
も
豊
か
な
る
）
」
、
比
「
き
も
い
り
に
・
な
り

す
ま
し
た
る
（
花
見
）
」
に
お
い
て
も
事
情
は
前
と
同
様
、
繁
漏
す
る
ま
で
も

な
い
。
原
句
は
「
東
堂
（
「
禅
寺
の
長
老
の
称
号
」
『
大
言
海
」
）
」
の
現
況

を
、
比
毛
は
「
世
話
役
に
な
る
」
の
意
志
行
為
を
表
明
し
て
い
る
と
言
う
に
と

ど
め
る
。
例
題
2
部
に
は
な
お
疑
問
の
多
い
一
文
を
追
記
し
て
い
る
の
で
、
そ

れ
を
一
顧
し
た
あ
と
で
概
括
を
試
み
た
い
。
参
考
例
原
「
（
ほ
だ
焼
い
て
）
友
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，

と
・
な
り
け
り
（
夜
の
ア
リ
）
」
、
比
 
「
（
か
さ
の
内
）
 
近
付
き
に
・
な
る

（
雨
の
暮
）
」
で
は
動
詞
と
名
詞
の
相
互
関
係
が
妙
に
入
り
組
ん
で
、
適
確
に

は
捕
え
が
た
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
点
に
関
す
る
検
討
は
徒
ら
に
煩
ら
わ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

し
く
な
る
の
で
、
い
ま
は
差
し
控
え
た
い
。
そ
れ
よ
り
疑
問
な
の
は
「
友
と
な

 
 
 
 
 
へ

る
」
 
「
近
付
に
な
る
」
が
当
時
の
成
句
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
（
そ

れ
ぞ
れ
類
例
あ
る
い
は
類
形
が
あ
り
、
そ
れ
も
二
・
三
個
と
い
う
少
数
で
は
な

い
。
）
も
し
慣
用
句
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
上
記
引
用
文
の
「
と
」
と
「
に
」
も

単
な
る
伝
襲
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
例
文
を
通
覧
す
る

と
、
 
「
に
な
る
」
の
用
法
に
は
動
義
の
著
し
い
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
例

題
に
は
「
に
な
る
」
の
類
形
一
個
ず
つ
し
か
掲
げ
て
い
な
い
が
、
例
え
ば
比
二

「
知
る
人
に
・
さ
っ
さ
と
な
る
や
（
初
時
雨
）
」
の
よ
う
に
動
義
の
顕
著
な
一

文
と
読
み
比
べ
れ
ば
、
原
句
に
お
け
る
状
態
義
は
否
定
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

や
は
り
こ
こ
で
も
「
に
な
る
」
は
主
体
的
な
行
為
の
表
現
、
 
「
と
な
る
」
は
客

観
的
な
状
態
記
述
と
い
う
、
二
者
の
性
格
は
残
る
も
の
と
し
て
お
き
た
い
。

 
以
上
第
2
部
で
重
ね
て
反
問
し
た
点
は
、
 
「
と
な
る
」
と
「
に
な
る
」
に
は

男
芸
が
あ
り
、
前
者
は
客
観
的
な
変
化
に
関
す
る
結
果
の
方
へ
、
後
者
は
主
体
的

な
意
志
行
為
に
関
す
る
語
意
の
方
へ
、
表
意
が
傾
き
易
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
先
に
1
部
で
は
「
と
な
る
」
が
補
語
を
具
象
化
し
て
見
せ
る
傾
向
の
あ
る

こ
と
を
確
め
た
。
こ
の
二
面
を
総
合
す
る
と
、
 
「
と
な
る
」
で
導
か
れ
た
補
語

は
、
自
然
推
移
の
結
果
（
a
）
を
指
し
、
か
つ
具
象
的
な
個
体
（
b
）
を
示
す

と
い
う
結
論
が
出
る
は
ず
で
あ
る
。
改
め
て
例
題
1
・
2
を
検
し
、
こ
の
結
論

は
大
よ
そ
妥
当
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
、

「
と
な
る
」
の
特
殊
性
を
解
明
し
な
い
恨
み
が
切
で
あ
る
。
こ
れ
は
1
部
後
半

で
も
触
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
 
「
と
」
の
持
つ
殊
別
化
の
働
き
を
取
り
落
し
て

「
と
な
る
」
 
の
用
法

い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
い
や
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
比
較
・
考
量
・
選
択
な
ど

は
主
観
の
評
価
、
そ
れ
を
取
り
落
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
の
言
葉
は
多
少
と

も
価
値
の
判
断
に
基
く
と
い
う
要
件
を
忘
れ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
次
の

部
へ
移
っ
て
、
必
要
な
修
正
を
加
え
る
。

 
第
3
部
で
は
補
語
が
人
の
性
別
・
年
令
等
を
表
わ
す
名
詞
で
あ
る
よ
う
な
例

丈
を
求
め
た
。
人
の
発
育
や
成
長
は
自
然
の
展
開
、
直
接
に
は
人
為
の
関
与
で

き
な
い
種
類
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
お
と
な
に
な
る
」
と
い
う
の
は
当
然

客
観
的
な
記
実
の
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
主
観
の
表
明
と
な
っ
て
い
る
こ

と
も
多
い
。
そ
の
う
え
比
喩
的
に
は
「
お
と
な
が
子
供
に
な
る
」
の
よ
う
な
言

い
方
さ
え
行
わ
れ
て
い
る
。
引
例
は
少
数
で
あ
る
が
、
そ
の
間
に
も
話
者
の
態

度
が
僅
か
に
主
観
と
客
観
と
に
分
れ
、
 
「
と
」
と
「
に
」
も
ま
た
そ
の
影
を
映

す
跡
が
窺
わ
れ
る
か
と
考
え
る
。
先
ず
1
部
と
2
部
で
認
め
え
た
事
象
を
再
検

し
、
さ
ら
に
こ
の
点
へ
も
観
察
を
進
め
て
み
た
い
。
初
交
々
「
紙
子
着
て
一
昔

男
と
・
な
り
に
け
り
」
、
比
「
（
後
の
月
）
男
に
・
な
っ
て
一
ど
し
つ
か
す
」

は
構
文
の
平
行
す
る
二
交
、
そ
の
点
を
捉
ら
え
て
吟
味
に
入
る
こ
と
と
し
、
比

句
の
方
を
先
に
検
討
す
る
。
従
丈
「
男
に
な
っ
て
」
は
、
要
す
る
に
態
度
を
表

わ
す
副
詞
句
な
の
で
は
あ
る
が
、
 
「
男
と
し
て
・
男
の
如
く
」
と
い
う
類
の
静

義
で
は
な
い
。
 
「
男
に
な
っ
た
よ
う
に
（
積
り
で
）
」
と
い
う
ほ
ど
の
動
義
は

な
お
も
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
と
に
主
交
の
動
詞
「
ど
し
つ
か
す
」
が
極
め
て
鮮

明
な
動
作
を
見
せ
る
の
で
、
 
引
い
て
従
文
も
活
動
す
る
よ
う
で
あ
り
、
 
こ
の

「
な
る
」
に
は
意
外
な
ほ
ど
の
動
義
が
働
い
て
い
る
か
と
感
ぜ
ら
れ
る
。
 
（
音

声
の
こ
と
に
は
と
り
わ
け
疎
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
な
っ
て
」
の
部
分
に
音

の
強
勢
を
置
て
み
る
。
必
ず
し
も
そ
れ
が
不
自
然
で
な
く
通
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
原
句
の
「
な
り
」
を
強
め
る
の
は
奇
異
な
感
じ
が
す
る
の
で
あ
る
。
も
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し
そ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
こ
の
違
い
が
ま
た
文
中
機
能
の
差
を
示
す
と
も
言

い
え
ら
れ
る
）
。
次
は
補
語
（
「
男
」
）
の
方
へ
目
を
移
す
。
こ
の
一
文
は
女

の
人
に
関
す
る
記
述
と
辞
せ
ら
れ
．
猶
従
っ
て
「
男
」
は
初
め
か
ら
形
容
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
な
る
」
の
変
化
義
が
表
わ
れ
る

こ
と
に
な
れ
ば
、
 
「
男
」
は
い
よ
い
よ
抽
象
義
、
 
「
男
性
の
よ
う
な
態
度
・
心

性
」
と
解
す
る
よ
り
他
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
先
に
一
・
2
部
で
認
め
た
「
に

な
る
」
の
性
格
一
動
詞
の
五
百
化
及
び
補
語
の
抽
象
化
一
は
こ
こ
で
も
変
ら
な

い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
こ
れ
と
原
句
を
対
考
す
る
。
主
文
「
昔
男
と
な
り

に
け
り
」
も
変
化
を
述
べ
る
詠
嘆
文
の
如
く
で
あ
る
が
、
読
み
返
し
て
や
は
り

文
意
の
主
点
は
結
果
の
状
態
に
あ
る
こ
と
が
見
頂
さ
れ
る
。
一
度
こ
の
部
分
を

状
態
義
と
取
れ
ば
、
こ
ん
ど
は
従
文
「
紙
子
着
て
」
も
静
義
化
し
、
本
来
は
理

由
交
で
あ
り
な
が
ら
、
実
績
は
こ
の
人
の
風
体
を
記
す
だ
け
の
修
飾
部
の
如
く

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 
（
逆
に
斜
文
の
動
作
を
強
く
解
し
、
さ
ら
に
主
文
の
「
と

」
を
「
に
」
に
置
き
替
え
て
み
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
生
ず
る
文
効
果
は
試

み
に
検
せ
ら
れ
た
し
）
。
前
後
の
部
分
の
主
張
が
か
く
押
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

れ
ば
、
そ
の
間
に
立
つ
「
青
男
」
が
際
立
つ
の
も
当
然
で
あ
る
。
注
目
し
た
い

の
は
、
単
に
一
個
の
人
物
が
こ
こ
に
顕
然
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
こ
の
人

の
特
性
i
古
代
風
儀
・
雅
び
等
1
が
暗
に
今
の
世
の
人
と
対
比
的
に
指
摘
主
張

せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
句
は
か
か
る
雅
び
男
に
な
っ
た

作
者
の
感
想
表
現
で
あ
る
。
 
「
と
」
は
特
殊
な
性
格
を
指
定
す
る
に
と
ど
ま
ら

ず
、
 
そ
の
特
性
に
対
す
る
主
情
表
現
に
も
与
っ
て
い
る
と
言
い
え
そ
う
で
あ

る
。
次
例
で
重
ね
て
考
察
す
る
。
第
二
丈
原
「
み
な
し
子
と
・
な
り
し
（
思
い

や
1
春
寒
み
）
」
、
比
「
（
い
ぎ
こ
よ
い
）
わ
ら
べ
に
。
な
ら
ん
（
年
の
暮
）

」
で
、
原
句
は
師
と
す
る
人
を
失
っ
た
時
の
心
境
、
身
を
孤
児
に
比
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
比
句
は
も
と
よ
り
歳
末
の
感
想
、
童
心
に
帰
ろ
う
と
言
う
の
で
あ

ろ
う
。
二
言
の
静
・
動
、
名
詞
の
実
義
の
差
は
前
文
に
見
え
る
よ
り
遙
か
に
分

」
明
、
そ
の
点
へ
の
重
言
は
避
け
て
、
主
情
表
出
の
面
に
注
意
す
る
。
ど
ち
ら
も

一
人
称
に
関
す
る
表
現
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
作
者
の
感
想
は
推
移
の
結
果
で
あ

る
境
遇
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
主
観
の
態
度
に
は
日
差
が
あ
り
、
そ
れ

に
応
じ
て
「
と
」
と
「
に
」
の
使
い
分
サ
が
見
ら
れ
の
で
あ
る
。
比
句
で
も

 
「
童
」
は
当
然
「
大
人
」
と
対
照
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
金
文
の

大
意
か
ら
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
話
者
の
関
心
は
か
か
る
身
分
の
違
い
よ
り
、

童
心
へ
帰
ろ
う
と
す
る
虚
夢
に
あ
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。
助
詞
「
に
」
は
た

だ
到
達
の
目
標
を
指
示
す
る
に
過
ぎ
ず
、
比
較
選
定
の
意
な
ど
を
暗
示
し
て
い

な
い
。
原
句
の
場
合
は
恐
ら
く
「
身
寄
り
の
多
い
人
」
と
の
対
照
か
ら
「
み
な

し
子
と
」
と
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
作
者
の
感
想
は
か
か
る
境
界
に

立
つ
た
そ
の
身
の
孤
独
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
感
じ
取
ら
れ

る
。
こ
う
見
て
く
る
ど
、
 
「
と
」
は
補
語
が
内
示
す
る
あ
る
特
定
の
性
格
に
対

す
る
評
価
を
表
わ
す
た
め
の
付
属
語
と
極
論
す
る
こ
と
さ
え
で
き
そ
う
で
あ

る
。
第
三
文
原
「
初
春
の
↓
人
と
・
な
り
け
り
一
な
ず
な
売
り
」
、
比
「
あ
の

よ
う
な
↓
女
に
・
な
っ
て
（
花
の
陰
）
」
は
、
と
も
に
第
三
者
の
自
然
展
開
に

関
す
る
記
述
、
そ
の
う
え
結
果
し
た
人
の
特
徴
は
そ
れ
ぞ
れ
の
語
句
で
規
定
せ

ら
れ
て
い
る
。
文
言
も
内
情
も
極
度
に
近
似
す
る
二
文
、
た
と
え
差
別
は
あ
る

に
じ
て
も
、
言
言
に
取
り
出
さ
な
い
方
が
穏
当
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
こ

で
も
前
例
に
お
け
る
と
同
種
の
提
言
を
試
み
た
い
。
眼
前
の
人
物
を
紹
介
す
る

と
い
う
点
で
両
句
は
比
類
で
あ
る
が
、
主
観
の
評
価
に
は
僅
か
な
片
寄
り
が
あ

り
、
一
方
で
は
「
早
春
を
象
徴
す
る
種
類
」
と
い
う
ほ
ど
の
性
格
面
に
、
他
方

で
は
「
美
し
い
女
に
成
人
し
た
」
と
い
う
類
の
変
化
面
に
傾
い
て
い
る
こ
と
を
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感
ず
る
。
こ
の
例
文
の
よ
う
に
補
語
が
具
象
的
を
示
し
、
さ
ら
に
そ
の
特
性
が

交
面
に
明
記
せ
ら
れ
て
い
る
時
に
は
、
 
「
に
な
る
」
の
用
法
が
最
も
「
と
な
る

」
へ
接
近
す
る
の
で
あ
っ
て
、
上
の
よ
う
な
弁
別
も
は
た
し
て
適
切
か
否
か
は

不
安
で
あ
る
。
た
だ
「
に
な
る
」
の
場
合
に
は
、
こ
の
形
は
例
外
と
見
て
大
過

な
い
と
言
い
う
る
の
で
あ
る
。
多
面
な
用
法
中
こ
の
身
形
は
い
わ
ば
偶
然
の
も

の
で
あ
り
、
し
か
も
数
多
い
例
文
申
の
頻
度
も
低
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
と
な
る
」
の
場
合
は
、
類
例
の
頻
度
も
高
く
、
殊

に
そ
の
表
現
形
式
が
注
目
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
題
で
も
こ
と
さ
ら
第
4
部

を
設
け
て
、
事
例
の
若
干
を
掲
げ
て
い
る
の
で
、
次
は
そ
れ
へ
移
る
。

 
第
4
部
の
最
初
は
「
（
冬
ご
も
り
）
人
の
忘
る
る
↓
人
と
・
な
り
」
の
～
文

で
あ
る
。
眼
前
の
人
物
、
 
「
世
か
ら
忘
れ
ら
れ
た
」
と
い
う
そ
の
人
の
性
格
、

さ
ら
に
そ
う
い
う
境
界
に
立
つ
た
主
観
の
感
慨
は
こ
の
句
に
明
白
で
あ
る
。
拙

文
の
初
め
か
ら
繁
雑
を
重
ね
て
追
跡
し
て
き
た
「
と
な
る
」
の
機
能
は
、
．
要
す

る
に
変
化
の
結
果
を
具
象
的
な
個
体
と
し
て
示
し
、
さ
ら
に
そ
の
属
性
の
一
つ

を
挙
げ
で
特
異
性
を
強
調
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
か
か
る
属

性
は
既
に
補
語
の
概
念
中
に
包
ま
れ
て
い
る
場
合
も
多
く
へ
そ
の
例
は
こ
れ
ま

で
観
察
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
時
に
は
そ
の
特
性
が
文
面
に
提
示
せ
ら
れ
、

「
人
が
一
ど
う
い
う
人
と
・
な
る
」
の
形
を
取
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
の
例
の

少
く
な
い
こ
と
は
い
ま
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
4
部
に
引
い
た
の
は
そ
の
一

部
、
事
情
は
何
れ
も
大
同
小
異
で
あ
る
か
ら
、
個
々
へ
の
言
及
は
省
略
し
て
、

た
だ
末
文
だ
け
を
取
り
出
す
。
 
「
美
し
き
小
牛
の
↓
主
と
・
な
り
に
け
り
」
の

よ
う
な
表
現
を
参
照
す
れ
ば
、
 
「
と
」
の
持
つ
当
別
化
の
働
き
が
一
・
層
明
確
に

な
る
か
と
思
う
。
第
4
部
に
は
な
お
参
考
と
し
て
物
を
主
語
に
取
る
例
、
天
然
層

現
象
に
関
す
る
例
を
も
追
録
し
て
い
る
の
で
一
考
し
て
お
く
。
こ
の
場
合
は
主

 
「
と
な
る
」
 
の
用
法

語
と
補
語
と
が
同
一
〇
2
名
詞
と
な
る
結
果
、
主
語
が
省
か
れ
、
例
え
ば
参
考
例

の
最
初

 
 
若
葉
し
て
木
の
間
の
寺
と
な
り
に
け
り

の
よ
う
な
形
を
取
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
主
語
と
し
て
「
寺
」
の
一
語
が

隠
さ
れ
た
表
現
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
文
中
「
木
の
問
」
の
印
象
が
極

め
て
鮮
明
、
引
い
て
「
と
」
の
主
情
表
出
も
顕
著
に
な
っ
て
い
る
（
比
較
 
寺

は
木
の
閥
に
な
り
に
け
り
）
。
も
と
も
と
「
と
」
に
は
殊
別
化
の
働
き
が
あ
っ

て
、
そ
の
た
め
第
4
部
国
交
の
よ
う
な
表
現
形
式
が
誘
導
せ
ら
れ
、
や
が
て
そ

れ
が
一
個
の
図
形
と
し
て
展
開
す
る
に
至
っ
た
と
言
っ
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ

う
。
な
お
文
末
で
再
び
こ
の
問
題
に
触
れ
る
。

 
 
 
主
語
i
人
（
乙
）

例
題
B
 
補
語
一
人
以
外
の
も
の

 
1
 
補
語
が
動
物
・
超
自
然
的
存
在
で
あ
る
場
合

 
 
蝶
と
成
て
侍
従
の
君
や
ね
た
む
む
ん
〔
付
句
〕
1
士
朗
（
鳶
眼
・
1
生
駒
＝
二
）

 
 
 
蝶
に
な
ろ
蝶
に
な
ろ
ふ
と
枕
し
て
〔
付
句
〕
一
歌
三
（
東
出
万
句
上
・
二
〇
）

 
 
聖
霊
と
な
ら
て
越
け
り
大
井
川
-
許
六
 
（
韻
塞
上
．
X
七
月
］
九
／
続
三
座
雪
上
・
W
秋
句

 
 
 
五
〇
）

 
 
 
た
ち
ま
ち
に
鬼
に
成
う
と
良
う
ら
ミ
〔
付
句
〕
一
凍
菟
（
潮
と
ろ
み
・
、
π
十
月
二
一
）

 
2
 
補
語
が
物
で
あ
る
場
合

 
 
釈
迦
八
十
め
て
た
き
繍
と
そ
な
ら
せ
け
る
一
汁
州
（
孤
松
・
1
春
句
二
三
二
）

 
 
 
夕
顔
の
小
家
も
今
は
絡
に
な
り
て
〔
付
句
〕
一
支
考
（
西
華
集
上
・
一
九
）

 
 
 
螢
か
家
唐
画
に
な
り
て
時
雨
か
な
一
子
燕
（
し
ぐ
れ
集
・
一
一
七
）

 
 
一
話
則
ぬ
け
て
袷
と
な
り
に
け
り
運
三
井
（
一
七
二
二
 
北
国
曲
一
・
二
〇
三
）

 
 
 
い
っ
と
ろ
に
袷
に
な
乃
や
黒
木
費
-
其
角
 
（
韻
塞
上
・
環
四
月
四
／
水
平
目
下
・
旺
春
句

 
 
 
一
二
三
／
類
柑
子
上
・
二
四
三
）

（・ 145 ）



3
補
語
が
抽
象
名
詞
で
あ
る
場
合

老
と
な
ツ
て
知
る
や
埋
ミ
火
の
埋
ミ
味
一
華
山
（
一
七
九
三
 
世
の
華
三
・
五
七
四
）

や
と
ひ
猫
う
か
れ
こ
～
う
と
成
る
夜
哉
-
秋
香
 
（
一
八
○
○
 
花
見
次
郎
・
W
尾
長
三
四
）

 
す
ま
ふ
と
る
心
に
な
り
ぬ
秋
の
く
れ
一
尚
白
（
其
袋
下
・
1
砂
払
一
〇
三
）

 
明
方
は
旅
の
氣
に
な
る
月
見
か
な
一
車
庸
（
流
川
集
・
W
秋
句
三
）

つ
ハ
く
ら
も
子
供
分
限
と
な
り
に
け
り
一
二
梅
（
一
七
六
八
 
百
里
三
二
・
四
一
四
）

 
国
分
寺
は
花
分
限
者
に
な
ら
れ
た
り
一
巴
陵
（
板
び
さ
し
・
一
〇
六
）

犬
吼
て
猫
の
わ
か
れ
ど
成
に
掃
一
古
律
（
一
七
九
五
 
春
の
音
・
豆
諸
句
二
）

花
盗
人
親
し
き
中
と
成
に
け
り
〔
付
句
〕
-
避
止
（
一
七
九
四
 
水
月
一
斐
．
E
諸
句
三
四
）

 
例
題
B
で
は
補
語
に
「
人
以
外
の
も
の
」
が
当
て
ら
れ
て
．
い
る
よ
う
な
例
文

を
求
め
た
。
比
喩
の
用
法
は
あ
る
に
し
て
も
、
人
が
虫
や
物
に
な
る
の
は
異
数

の
こ
と
、
例
題
と
し
て
立
て
る
の
も
お
か
し
い
の
で
あ
る
が
、
目
的
は
そ
れ
ら

を
借
り
て
従
前
の
観
察
を
確
か
め
る
材
料
と
し
、
ま
た
補
語
の
捨
象
と
い
う
問

題
へ
の
手
掛
り
と
し
た
い
の
で
あ
る
。

 
第
1
部
に
は
補
語
が
動
物
、
そ
し
て
超
自
然
的
な
存
在
で
あ
る
事
例
を
一
つ

ず
つ
引
用
し
た
。
吟
味
の
順
序
と
し
て
、
先
ず
述
部
用
言
に
お
け
る
動
静
の
違

い
を
検
討
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
事
象
は
引
例
を
一
読
し
て
明
白
な
の
で
、
た

だ
初
文
だ
け
を
取
り
出
す
。
原
句
「
チ
ョ
ウ
と
・
な
っ
て
一
侍
従
の
君
や
・
ね

た
む
ら
ん
」
で
、
 
「
な
っ
て
」
が
状
態
義
へ
移
っ
て
い
る
の
で
、
従
文
は
そ
の

ま
ま
「
チ
ョ
ウ
と
し
て
。
チ
ョ
ウ
の
姿
で
」
と
い
う
ほ
ど
の
働
き
に
転
じ
て
い

る
こ
と
、
別
に
断
る
ま
で
も
な
い
。
比
句
「
チ
ョ
ウ
に
・
な
ろ
／
チ
ョ
ウ
に
．

な
ろ
う
と
一
ま
く
ら
し
℃
」
で
は
、
チ
ョ
ウ
へ
の
変
身
が
主
眼
、
し
か
も
そ
れ

が
強
調
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
従
文
が
か
え
っ
て
主
文
「
ま
く
ら
す
」
を
押
え

る
よ
う
な
形
勢
で
あ
る
。
補
語
の
実
義
に
大
差
の
見
え
な
い
場
合
は
、
用
言
の

実
義
に
厚
薄
が
生
じ
、
 
「
に
な
る
」
は
動
義
を
現
じ
易
い
の
に
対
し
、
 
「
と
な

る
」
-
は
お
お
よ
そ
静
義
、
そ
し
て
補
語
の
具
象
化
を
促
が
す
と
い
う
こ
れ
ま
で

の
観
察
が
こ
こ
で
も
妥
當
す
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

 
第
2
部
で
は
物
が
補
語
に
な
っ
て
い
る
珍
し
い
例
を
取
っ
て
、
名
詞
の
方
の

吟
味
に
当
て
た
い
。
公
文
の
原
句
は
「
し
ゃ
か
八
十
め
で
た
き
絵
と
そ
な
ら
せ

け
る
」
、
比
句
は
「
夕
顔
の
小
家
も
今
は
絵
に
な
り
て
」
の
形
で
あ
る
。
原
句

は
眼
前
の
ね
は
ん
絵
を
指
し
て
、
し
ゃ
か
の
化
身
と
見
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
こ

の
「
絵
」
は
具
体
的
な
一
枚
の
図
と
解
せ
ら
れ
、
な
お
そ
の
性
格
が
「
め
で
た

き
」
で
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
。
比
句
は
ユ
ウ
ガ
オ
の
花
が
咲
い

て
小
家
に
も
見
所
の
あ
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
．
「
絵
」
は
比
喩
、
「
絵
の

よ
う
な
状
景
」
の
意
に
解
せ
ら
れ
る
。
 
（
こ
の
解
に
は
ち
ょ
っ
と
疑
義
が
挾
ま

れ
る
の
で
、
例
題
に
は
一
層
明
確
な
一
文
を
添
え
て
い
る
。
 
「
絵
に
な
る
」
が

あ
る
い
は
「
美
化
せ
ら
れ
る
」
意
の
慣
用
句
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
）
。
補
語
は

「
と
な
る
」
に
お
い
て
具
象
義
、
 
「
に
な
る
」
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
捨
象
す

る
事
実
が
こ
こ
で
も
変
動
し
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
疑
問
な
の
は
次
句

の
原
「
（
一
話
則
抜
け
て
）
あ
わ
せ
と
・
な
り
に
け
り
」
の
言
い
方
で
あ
る
。

「
一
話
則
ぬ
け
て
」
は
、
あ
わ
せ
の
綿
が
抜
か
れ
る
に
掛
け
て
、
修
業
の
一
関

門
を
越
え
た
こ
と
に
言
い
及
ぶ
ほ
ど
の
こ
と
か
と
推
す
る
の
で
あ
る
が
、
問
題

に
し
た
い
の
は
「
あ
わ
せ
と
◎
な
る
」
の
用
法
で
あ
る
。
例
題
A
4
部
の
参
考

例
に
お
け
る
如
く
、
 
「
衣
服
」
な
ど
を
主
語
に
予
想
す
る
の
は
不
自
然
で
あ

る
。
主
語
に
は
や
は
り
人
を
補
う
の
が
隠
元
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も

前
文
の
場
合
の
よ
う
に
、
人
が
あ
わ
せ
と
し
て
存
在
す
る
意
に
取
る
の
も
ま
た

奇
異
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
「
あ
わ
せ
姿
に
な
る
」
意
と
読
ま
れ
る
の
で
あ
る

が
、
 
そ
れ
な
ら
ば
比
句
の
表
現
通
り
「
あ
わ
せ
に
」
と
す
る
の
が
当
時
の
慣
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用
、
今
日
で
も
常
用
と
感
ず
る
の
で
あ
る
。
 
（
比
句
は
狭
い
観
察
中
に
気
付

い
た
だ
け
で
も
、
三
編
者
に
よ
る
三
園
に
記
載
せ
ら
れ
、
も
と
よ
り
何
れ
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
っ
と
ろ

「
に
」
を
明
記
し
て
い
る
。
 
「
一
斉
に
」
と
並
ん
で
「
に
」
の
重
な
る
音
調
の

こ
と
は
あ
っ
て
も
、
 
「
あ
わ
せ
と
」
な
ど
の
表
記
は
論
外
の
こ
と
で
は
な
か
っ

た
か
。
）
 
「
と
な
る
」
の
用
途
は
当
時
広
が
る
傾
向
に
あ
り
、
上
記
「
あ
わ
せ

と
」
の
用
法
も
か
か
る
展
開
の
途
上
に
現
わ
れ
た
一
例
外
か
と
も
疑
わ
れ
る
。

 
第
3
部
で
は
抽
象
名
詞
を
補
語
に
持
つ
例
文
を
求
め
よ
う
と
し
た
。
事
実
か

か
る
例
も
少
数
な
が
ら
散
見
す
る
の
で
あ
る
。
 
（
こ
れ
ま
で
「
と
な
る
」
の
補

語
は
具
象
名
詞
と
い
う
面
を
強
調
し
す
ぎ
た
か
を
恐
れ
る
。
物
を
主
語
と
す
る

例
題
に
入
っ
て
再
検
討
、
お
の
ず
と
修
正
せ
ら
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
た
。
）

も
ち
ろ
ん
人
を
主
語
に
持
つ
例
は
さ
す
が
に
得
が
た
く
、
例
題
に
は
擬
人
化
の

明
白
な
動
物
に
関
す
る
表
現
を
も
援
用
し
た
。
こ
こ
で
し
ば
ら
く
補
語
の
捨
象

と
い
う
問
題
を
措
き
、
そ
の
前
に
一
般
的
な
疑
問
を
提
示
し
た
い
。

 
前
書
き
に
も
一
言
し
た
通
り
、
 
「
な
る
」
の
用
例
を
集
め
て
み
る
と
、
元
禄

か
ら
後
世
へ
下
る
に
つ
れ
て
、
 
「
に
な
る
し
に
対
す
る
「
と
な
る
」
の
頻
度
が

著
し
く
上
昇
す
る
の
で
あ
る
。
今
日
ま
で
に
得
ら
れ
た
用
例
数
を
表
示
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
甲
「
に
な
る
」
 
 
 
 
 
乙
「
と
な
る
」
 
 
 
 
甲
＋
乙

 
A
（
元
禄
）
 
 
四
四
八
（
八
五
％
）
 
 
八
一
（
一
五
％
）
 
 
 
五
二
九

 
B
（
寛
政
）
 
 

＝
一
八
（
五
三
％
）
 
 
＝
三
（
四
七
％
）
 
 
 
二
四
一

 
摘
要
一
 
A
の
行
に
は
元
禄
元
一
十
二
年
（
一
六
八
八
一
一
六
九
九
）
 
間
の
俳
書
七
十
一
部

 
か
ら
得
ら
れ
た
「
に
な
る
し
、
（
甲
）
、
 
及
び
「
と
な
る
」
 
（
乙
）
の
実
数
を
記
し
、
さ
ら
に
甲
乙

 
の
和
に
対
す
る
比
率
を
そ
れ
ぞ
れ
括
弧
内
に
加
え
た
。
 
B
行
も
同
様
の
趣
旨
で
、
寛
政
元
-
十
二
，

 
年
（
一
七
八
九
！
一
八
○
○
）
の
俳
書
四
十
七
部
か
ら
求
め
た
結
果
を
記
し
た
。

 
摘
要
二
 
再
確
認
し
た
数
値
で
は
な
い
の
で
、
若
手
の
誤
差
は
当
然
予
想
せ
ら
れ
る
。
 
さ
ら
に
絶

 
待
数
は
今
後
と
も
増
加
す
る
は
ず
．
の
も
の
で
あ
る
が
、
 
甲
乙
の
比
が
元
禄
年
間
で
は
大
約
六
対

「
と
な
る
」
 
の
用
法

 
 
一
、
寛
政
年
間
で
は
一
対
一
と
い
う
程
度
の
信
頼
は
寄
せ
ら
れ
る
か
と
思
う
。

 
卜
表
で
明
ら
か
な
よ
う
に
「
に
な
る
」
に
対
す
る
「
と
な
る
」
の
頻
度
は
元

禄
以
後
の
百
年
間
に
著
し
く
高
く
な
る
の
で
あ
る
。
 
「
に
」
の
代
り
に
「
と
」

が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
、
ま
こ
と
一
に
知
れ
き
っ
た
こ

と
で
あ
る
が
、
こ
の
た
め
に
は
し
か
し
話
者
の
態
度
に
も
僅
か
な
変
化
が
あ
っ

た
は
ず
と
予
想
せ
ら
れ
る
。
 
「
に
な
る
」
は
推
移
の
結
果
を
た
だ
記
述
す
る
に

と
ど
ま
り
、
 
「
と
な
る
」
は
そ
れ
を
さ
ら
に
特
殊
化
し
て
示
す
働
き
の
あ
る
こ

と
は
既
に
実
検
し
た
通
り
で
あ
る
。
後
者
の
表
現
様
式
が
次
第
に
選
ば
れ
る
に

至
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
作
者
の
態
度
に
一
種
の
分
析
的
な
傾
向
が
強
ま
っ
た

こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
俳
譜
の
用
例
に
お
い
て
も
か
か
る
動
向
が
微
か

に
窺
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
一
心
と
し
て
例
題
A
第
4
部
の
類
形
を
挙
げ
た

い
。
「
人
が
一
ど
う
い
う
↓
人
と
・
な
る
」
の
言
い
方
は
決
し
て
後
世
に
限
ら

れ
た
も
の
で
な
い
。
し
か
し
実
例
は
初
期
よ
り
遙
か
に
多
く
な
る
の
で
あ
る
。

目
的
は
別
に
あ
っ
た
の
で
、
A
4
の
引
例
は
初
期
に
比
較
的
厚
く
な
っ
て
い
る

が
、
例
題
に
見
ら
れ
る
比
率
以
上
に
後
期
の
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。
こ
と
さ

ら
に
添
え
た
西
暦
年
号
は
、
そ
の
句
の
出
所
が
後
世
の
俳
書
で
あ
る
こ
と
を
示

す
印
し
で
あ
る
。

 
「
と
な
る
」
が
頻
用
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
次
に
予
想
せ
ら
れ
る
の
は

用
途
の
拡
大
で
あ
る
。
以
前
は
慣
用
で
な
か
っ
た
方
面
に
ま
で
「
と
な
る
」
が

延
用
せ
ら
れ
、
こ
と
に
抽
象
名
詞
と
の
結
合
が
か
か
る
推
移
の
一
結
果
で
は
な

い
か
と
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
先
に
言
及
し
て
、
論
を
転
じ
た
ま
ま
に
な
っ
て

い
る
B
3
部
へ
帰
る
。
た
ま
た
ま
引
用
す
る
こ
と
の
で
き
た
例
は
後
世
の
も
の

ば
か
り
で
あ
る
と
い
う
一
事
を
指
摘
す
る
だ
け
で
、
い
ま
は
補
語
捨
象
の
問
題

を
保
留
す
る
。
物
を
主
語
に
す
る
例
文
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
察
す
る
の
が
適
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切
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
以
上
を
以
て
、
俳
譜
の
狭
い
分
野
に
お
け
る
、
不
備
な
調
査
の
中
間
報
告
に

．
代
え
る
。
今
日
「
と
な
る
」
の
使
用
範
囲
は
広
げ
ら
れ
、
補
語
の
実
義
と
は
余

り
関
係
な
く
、
僅
か
に
殊
別
化
の
働
き
と
い
う
特
徴
に
よ
っ
て
、
 
「
に
な
る
」

と
平
行
流
用
せ
ら
れ
て
い
る
。
か
か
る
用
法
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
広

い
領
域
に
渡
る
、
さ
ら
に
古
い
時
代
ま
で
の
調
査
に
拠
る
べ
き
こ
と
論
を
待
た

な
い
。

 
借
用
し
た
翻
刻
書
目
を
追
記
す
る
。
居
な
が
ら
に
し
て
善
本
が
参
照
で
き
る

の
は
、
思
え
ば
ぜ
い
た
く
な
こ
と
、
先
人
の
余
恵
を
感
じ
て
。

 
古
俳
書
交
庫
-
東
山
万
句

 
蕉
門
珍
書
百
種
-
柿
表
紙
・
山
中
集
・
杉
丸
太
・
曽
我
兄
弟

 
俳
書
集
覧
一
其
便
・
小
弓
・
伊
達
衣
・
猿
舞
師

 
俳
書
大
系
-
勧
進
牒
・
北
国
曲

 
古
板
俳
講
七
部
集
-
春
日
・
荒
野
・
炭
俵
・
続
猿
簑
・

 
俳
書
双
刊
-
続
別
座
敷
・
流
川
集
・
孤
松
・
簑
笠
・
金
比
羅
会

 
元
禄
江
戸
俳
譜
集
-
千
々
之
丞
・
水
平
目

 
な
お
『
茶
の
草
子
』
は
藤
園
堂
所
蔵
の
原
板
本
を
借
り
出
し
た
こ
と
が
あ

り
、
そ
の
時
対
校
し
て
お
い
た
本
文
を
用
い
た
。
そ
の
他
は
私
蔵
本
に
拠
る
。
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