
　
　
　

比
況
表
現
の
一
形
式
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森　

脇　

茂　

秀　
　

１
、
は
じ
め
に

　
「「
や
う
な
り
」
は
「
ご
と
し
」
と
同
じ
意
味
を
表
す
」（『
日
本
文
法
大
辞
典
』）

と
い
っ
た
記
述
に
対
し
て
、
稿
者
は
、
森
脇
（2006

）
で
、
中
古
和
文
に
用
い

ら
れ
た
「
ご
と
し
」
を
考
察
し
た
結
果
、「
会
話
文
」
中
の
「
ご
と
し
」
の
使

用
者
は
「
男
性
」
で
あ
る
が
、「
地
の
文
」
の
使
用
例
も
あ
り
、
決
し
て
「
男

性
専
用
語
」
で
は
な
い
こ
と
、
使
用
者
は
「
女
童
」「
僧
都
」
か
ら
「
光
源
氏
」

ま
で
、
広
範
囲
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
、
比
較
対
象
と
な
る
も
の
は
、
指
し
示
す

「
指
示
性
」（
こ
の
用
法
は
慣
用
句
化
）
等
、
具
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
が
多

い
こ
と
、
ま
た
、「
日
常
語
に
近
い
」
用
法
と
「
文
章
語
」
的
用
法
の
両
者
が

存
す
る
、
を
指
摘
し
た
。

　

さ
て
、
春
日
和
男
（1968

）
は
、
次
の
よ
う
な
「
ご
と
し
」
を
指
摘
し
て
い

る
。

　
「
現
代
語
で
は
「
ご
と
し
」
は
共
通
語
で
は
使
用
し
な
い
が
、
九
州
方
言
で

は
「
ご
と
」
と
い
う
基
本
形
が
残
つ
て
い
て
、
共
通
語
の
「
よ
う
だ
」
は
却
つ

て
用
い
ら
れ
な
い
。

　
　

あ
ん（
の
）人
は
、ほ
ん
に
馬
鹿
ん（
の
）ご
と
あ
る（
ご
た
る
）。

と
い
つ
た
具
合
に
用
い
る
。
そ
れ
故
、
九
州
の
人
に
は
「
ご
と
」
と
い
う
語
に

古
語
的
違
和
感
が
稀
薄
で
あ
る
と
も
い
え
る
。」

　

確
か
に
春
日
（1968

）
の
指
摘
す
る
、
九
州
方
言
「
ご
と
（
ご
た
る
）」
に
は
、

「
ま
る
で
…
の
よ
う
だ
」
と
い
う
比
況
用
法
が
あ
る
が
、
そ
の
他
に
も
、
次
の

よ
う
な
用
法
が
存
す
る
。

　
　

・
近
く
に
（
食
事
す
る
場
所
が
）
あ
る
ご
た
る
。（
様
態
）

　
　

・
何
を
書
い
て
い
る
の
か
分
か
ら
ん
ご
と
な
る
。（
変
化
結
果
）

　
　

・（
意
志
形
＋
ご
た
る
）
海
に
行
こ
（
う
）
ご
た
る
。（
希
望
）

ま
た
、『
方
言
文
法
全
国
地
図
』
第
５
集
２
２
７
図
「
行
き
た
い
な
あ
」、
２
３

０
図
「
行
き
た
く
な
い
─
そ
の
２
─
」
に
方
言
地
図
が
採
録
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
解
説
に
は
、「
希
望
表
現
の
全
項
目
を
通
じ
て
、
九
州
に
広
く
、「
～
ゴ
タ
ル
」

と
い
う
形
式
が
現
れ
る
（「
イ
コ
ー
ゴ
タ
ル
」「
イ
コ
ー
ゴ
ト
ナ
ガ
」「
イ
ッ
テ

モ
ラ
オ
ー
ゴ
タ
ル
」
な
ど
）。
こ
の
形
式
は
、
少
し
ず
つ
分
布
範
囲
を
異
に
し

な
が
ら
、
様
態
表
現
や
伝
聞
表
現
に
も
現
れ
て
い
る
。」（
54
頁
）
と
指
摘
し
て

お
り
、
希
望
表
現
「
～
ゴ
タ
ル
」
形
式
が
現
れ
る
の
は
長
崎
、
佐
賀
、
熊
本
、
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鹿
児
島
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
比
況
表
現
」
の
「
ご
と
（
ご
た
る
）」
が
、「
海
に

行
こ
（
う
）
ご
た
る
。」
の
よ
う
な
「
希
望
表
現
」
に
出
現
す
る
要
因
を
考
え

て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
文
献
で
「
ご
と
（
ご
た
る
）」
の
「
希
望
表

現
」
用
法
を
確
認
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
本
稿
に
お
い
て
は
、「
ご

と
し
」
と
同
じ
く
比
況
表
現
の
「
や
う
な
り
（
や
う
に
）」
が
、
希
望
表
現
形

式
を
獲
得
す
る
過
程
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
比
況
表
現
」
と
「
希
望

表
現
」
と
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
（
注
１
）。

２
、「
や
う
に
」
の
意
味
用
法

　

２
─
１
、
現
代
語
「
よ
う
に
」
の
意
味
用
法

　

現
代
語
「
よ
う
に
」
に
は
、
目
的
用
法
が
あ
る
。
例
え
ば
、

・
自
分
は
終
電
車
に
間
に
合
ふ
や
う
に
皆
と
別
れ
て
上
野
へ
向
つ
た
。         
 

（
志
賀
直
哉　

和
解
）

な
ど
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
九
州
方
言
「
ご
と
（
ご
つ
）」
に
も
同
質
の
用
法
が

存
す
る
（
注
２
）。
ま
た
、
永
野
賢
（1969

）
は
「
目
的
を
表
わ
す
。「
…
す
る

よ
う
に
す
る
」
と
い
う
形
で
用
い
ら
れ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

更
に
、
永
野
（1969

）
は
、「
願
い
・
希
望
の
気
持
ち
を
表
わ
す
。
こ
の
場

合
「
…
す
る
よ
う
に
。」
と
い
う
形
で
言
い
切
る
か
、
ま
た
は
、
語
幹
用
法
の

「
…
す
る
よ
う
、」
の
あ
と
に
願
望
や
希
望
の
意
味
を
含
む
動
詞
を
も
っ
て
く
る

か
、
ど
ち
ら
か
の
形
式
に
す
る
。

　

じ
ょ
う
ぶ
に
育
ち
ま
す
よ
う
に
。

　

一
日
も
早
く
全
快
な
さ
い
ま
す
よ
う
、
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

こ
れ
は
前
記
の
（
２
）
の
内
容
指
示
、
ま
た
は
（
３
）
の
目
的
な
ど
の
用
法
と

一
脈
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。」
と
指
摘
す
る
。 

　

ま
た
、
前
田
直
子
（2006

）
に
「
よ
う
に
」
の
意
味
用
法
に
関
し
て
詳
し
い

考
察
が
あ
る
。
前
田
は
、
現
代
語
の
用
例
か
ら
帰
納
し
た
し
た
結
果
、
用
法
の

派
生
関
係
を
も
示
し
て
お
り
、
重
要
な
指
摘
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
纏
め
て
示

す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。（
傍
線
は
稿
者
）。

〇
「
よ
う
に
」
は
形
態
論
的
に
は
「
よ
う
だ
」
の
連
用
形
で
あ
り
、「
よ
う
だ
」

（『
方
言
文
法
全
国
地
図
』
第
５
集
２
３
０
「
行
き
た
く
な
い
─
そ
の
２
─
」）

九
州
方
言
の
分
布

　
　

 

傍
線
以
外
の
、
記
号
が
付
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、「
～
ゴ
タ
ル
」
と
い

う
形
式
が
現
れ
る
地
点
で
あ
る
。
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の
意
味
を
保
持
す
る
「
様
態
・
比
況
・
比
喩
」
と
い
っ
た
用
法
も
あ
る
一
方
で
、

「
よ
う
だ
」
に
は
な
い
「
目
的
」
や
「
命
令
・
祈
願
」
の
内
容
節
を
も
表
す
。

〇
∧
命
令
・
祈
願
の
内
容
を
示
す
用
法
∨
の
統
語
的
特
徴
に
「
よ
う
に
」
節
に

ル
形
し
か
来
な
い
と
い
う
点
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
∧
結
果
・
目
的
を
示
す
用

法
∨
と
共
通
す
る
。
ル
形
し
か
来
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
主
節
に
対
し
て
時
間

的
に
相
対
的
未
来
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
後
か
ら
生
じ
る
事
態
で
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
。１

、
思
考
・
知
覚

　

・
こ
の
答
え
は
間
違
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。（
証
拠
性
判
断
）

　

＊ 

雨
だ
か
ら
試
合
は
中
止
に
な
る
よ
う
だ
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　

↓

　
　

３
、
命
令
・
祈
願
内
容

　
　
　

 

彼
に
そ
こ
に
行
か
な
い
よ
う
（
に
）
言
っ
た
。

　
　
　

 

報
告
書
を
完
成
す
る
よ
う
（
に
）
部
下
に
命
令
し
た
。

　
　
　

 （
文
末
用
法
）
早
く
帰
る
よ
う
に
。

　
　
　
　
　
　

↓

　
　

４
、
結
果
・
目
的　
　
「
よ
う
に
す
る
」「
よ
う
に
な
る
」

　
　
　

 

列
車
に
間
に
合
う
よ
う
（
に
）
早
く
起
き
た

　
　
　

 

彼
は
さ
さ
や
く
よ
う
に
大
声
で
言
っ
た
。（
言
う
結
果
）

　
　
　

 （
髪
を
切
っ
て
）
す
ず
し
い
よ
う
に
あ
る
。（
大
分
別
府
市

方
言
）

２
、
類
似
事
態　
　

 

Ｘ
よ
う
に
Ｙ
（
様
・
様
子
・
様
態
）
同
等
・

比
喩
・
様
態

　

彼
は
さ
さ
や
く
よ
う
に
こ
う
言
っ
た
。（
言
う
様
子
）

　

ま
る
で
幽
霊
で
も
見
た
よ
う
に
、
青
白
い
顔
を
し
て
い
る
。

　

青
白
い
顔
を
し
て
い
る
。
ま
る
で
幽
霊
で
も
見
た
よ
う
だ
。

　

以
上
、
先
行
説
に
指
摘
さ
れ
た
点
に
関
し
て
、
現
代
語
「
よ
う
に
」
の
用
法

に
関
し
て
、
ま
ず
「
と
」
の
場
合
に
は
引
用
節
に
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
が
出
現
す

る
の
で
あ
る
が
、「
よ
う
に
」
節
の
場
合
は
、
基
本
形
（
ル
形
）
と
な
る
（
座

り
な
さ
い
と
言
っ
た
。
座
る
よ
う
に
言
っ
た
）。
こ
の
点
、「
行
こ
う
ご
た
る
」

の
よ
う
に
「
意
志
形
」
と
承
接
す
る
「
ゴ
タ
ル
」
と
は
、
承
接
の
面
で
異
な
っ

て
い
る
と
指
摘
で
き
る
。

　

ま
た
、「
よ
う
に
」
節
は
、
発
話
時
点
で
は
、
∧
未
実
現
の
事
態
∨
に
限
ら

れ
、
共
起
す
る
副
詞
も
制
限
が
あ
る
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
（「
で
き
る
だ
け
」

「
必
ず
」「
絶
対
に
」
等
）（
ど
う
ぞ
お
座
り
下
さ
い
と
言
っ
た
。
＊
ど
う
ぞ
座

る
よ
う
に
言
っ
た
。）。

　

さ
ら
に
、「
よ
う
に
」
が
希
望
表
現
の
場
合
、「
文
中
用
法
」
で
は
、「
祈
る
」

「
願
う
」
の
よ
う
な
動
詞
と
共
起
し
、
希
望
表
現
形
式
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ

れ
る
こ
と
、
ま
た
「
…
す
る
よ
う
に
。」
と
い
う
形
で
文
を
言
い
切
る
「
文
末

用
法
」
の
二
種
類
が
あ
る
。
ま
た
、「
よ
う
に
」
節
は
丁
寧
体
で
あ
る
場
合
が

多
く
、「
Ａ
よ
う
に
Ｂ
」
は
、
∧
Ｂ
の
動
作
主
の
意
志
で
制
御
で
き
な
い
範
囲

内
の
こ
と
が
ら
に
関
す
る
願
望
の
内
容
を
示
す
∨
「
Ｂ
（
主
文
）
の
動
作
主
の

意
志
の
領
域
外
」
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
も
あ
る
（
注
３
）。

　

で
は
、
こ
れ
ら
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
古
代
語
の
「
や
う
に
」（「
や
う
に
」）

を
考
察
す
る
。

よ
う
だ
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中
古
に
お
け
る
「
や
う
な
り
」（
叙
述
法
）、「
や
う
に
」
の
意
味

用
法

　

古
代
語
「
や
う
な
り
」
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
は
、
近
藤
明
（2001

）
に
重

要
な
指
摘
が
あ
る
。

　
「「
ム
」
を
伴
わ
な
い
「
ス
ル
ヤ
ウ
ナ
リ
」
の
方
に
は
、「
お
の
づ
か
ら
御
心

う
つ
ろ
ひ
て
、
こ
よ
な
く
思
し
な
ぐ
さ
む
や
う
な
る
も
」（
桐
壺　

源
氏
物
語

大
成
二
三
⑤
）
の
よ
う
に
、
比
喩
で
は
な
く
、
単
に
「
～
す
る
様
子
で
あ
る
」

と
い
っ
た
意
に
解
さ
れ
る
例
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。

　

い
ず
れ
も
比
喩
と
解
さ
れ
る
「
セ
ム
ヤ
ウ
ナ
リ
」
に
お
い
て
は
、「
セ
ム
」

の
部
分
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
事
実
で
な
い
と
い
う
意
識
が
、
常
に
表
現

主
体
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」

　

ま
た
、
森
脇
茂
秀
（2008

）
で
は
、「
や
う
な
り
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
指
摘
し
た
。

　
「（
中
古
和
文
の
）「
や
う
な
り
」
自
体
に
つ
い
て
は
、「
地
の
文
」「
会
話
文
」

「
心
理
文
」
何
れ
に
も
出
現
し
、
偏
り
等
は
な
い
が
、「
や
う
な
り
」
が
所
謂
「
比

況
表
現
」
用
法
と
な
る
場
合
は
、
承
接
す
る
語
形
が
、「
体
言
＋
の
」「
た
り
」

「
た
ら
＋
む
」「
動
詞
（
連
体
形
）」
で
あ
り
、「
地
の
文
」
の
用
例
に
出
現
す
る

と
い
う
傾
向
が
あ
る
。

　

ま
た
、「
や
う
な
り
」
が
「
形
容
詞
（
連
体
形
）」「
形
容
動
詞
」「
動
詞
（
連

体
形
）」「
否
定
辞
」「
り
」
に
承
接
す
る
場
合
は
、「（
心
情
を
含
め
た
）
こ
と

が
ら
（
あ
り
さ
ま
）」「
目
に
見
え
る
状
態
」「
推
量
さ
れ
る
様
子
」
と
な
る
」。

以
下
、
用
例
に
即
し
て
コ
メ
ン
ト
す
る
。

［
用
例
１
］　

か
く
て
そ
の
男
ど
も
、
年
・
齡
・
顏
か
た
ち
・
人
の
ほ
ど
、
た
ゞ

同
じ
ば
か
り
な
む
あ
り
け
る
。
心
ざ
し
の
ま
さ
ら
む
に
こ
そ
は
あ
は
め
と
お
も

ふ
に
、
心
ざ
し
の
程
だ
に
、
た
ゞ
同
じ
や
う
な
り
。
暮
る
れ
ば
も
ろ
と
も
に
来

あ
ひ
ぬ
。
物
お
こ
す
れ
ば
、
た
ゞ
同
じ
や
う
に
お
こ
す
。
い
づ
れ
ま
さ
れ
り
と

い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
。 

（「
大
和
物
語
」　

百
四
十
七
段
）

［
用
例
２
］　

こ
の
歌
ど
も
を
人
の
何
か
と
い
ふ
を
、
あ
る
人
き
ゝ
ふ
け
り
て
よ

め
り
。
そ
の
歌
、
よ
め
る
文
字
、
み
そ
文
字
あ
ま
り
な
な
も
じ
。
人
み
な
、
え

あ
ら
で
わ
ら
ふ
や
う
な
り
。
歌
主
、
い
と
気
色
悪
し
く
て
、
ゑ
ず
。

 

（「
土
左
日
記
」
一
月
十
八
日
）

　
［
用
例
１
］
は
「
大
和
物
語
」「
地
の
文
」
の
用
例
で
、
二
人
の
男
に
求
婚
さ

れ
た
女
が
「
愛
情
の
ま
さ
っ
て
い
る
ほ
う
の
人
と
結
婚
し
よ
う
」
と
思
っ
た

が
、
愛
情
の
程
度
も
ま
っ
た
く
お
な
じ
あ
り
さ
ま
で
あ
る
」
と
解
釈
さ
れ
る
場

面
で
あ
る
。
こ
の
用
例
の
「
や
う
な
り
」
の
承
接
語
は
形
容
詞
「
お
な
じ
」
で

あ
り
、
こ
の
「
や
う
な
り
」
は
、「
内
容
を
指
示
し
、
一
致
、
帰
着
と
い
っ
た

関
係
を
表
す
」「
有
り
様
」
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
や

う
」
は
「
目
に
見
え
る
状
態
」
や
「
外
見
の
姿
」
を
表
し
て
い
る
が
、「
心
ざ

し
の
程
だ
に
」
と
あ
り
、「
心
情
を
含
め
た
こ
と
が
ら
（
あ
り
さ
ま
）」
を
「
や

う
」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
［
用
例
２
］
は
「
土
左
日
記
」
の
用
例
で
、『
新
大
系
』
当
該
箇
所
に
は
、「
黙
っ

て
お
れ
ず
笑
い
出
す
よ
う
な
始
末
だ
。
婉
曲
」
と
注
が
あ
り
、
こ
の
「
や
う
な

り
」
を
「
婉
曲
用
法
」
と
捉
え
て
い
る
が
、「
人
み
な
、
わ
ら
ふ
や
う
な
り
」
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と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
や
う
」
は
、「（
心
情
を
含
め
た
）
有
り
様
」、
即

ち
「
目
に
見
え
る
状
態
」
を
表
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

［
用
例
３
］　

こ
れ
を
、「
い
ま
こ
れ
よ
り
」
と
い
ひ
た
れ
ば
、
痴
れ
た
る
や
う

な
り
や
、
か
く
ぞ
あ
る
。 

（「
蜻
蛉
日
記
」　

上　

天
暦
八
年
夏　

１
１
１
頁
）

［
用
例
４
］　

例
も
清
げ
な
る
人
の
、
ね
り
そ
し
た
る
着
て
、
な
よ
ゝ
か
な
る
直

衣
、
太
刀
ひ
き
佩
き
、
例
の
こ
と
な
れ
ど
、
赤
色
の
扇
、
す
こ
し
乱
れ
た
る
を

も
て
ま
さ
ぐ
り
て
、
風
は
や
き
ほ
ど
に
、
纓
吹
き
あ
げ
ら
れ
つ
ゝ
立
て
る
さ

ま
、
絵
に
か
き
た
る
や
う
な
り
。

 

（「
蜻
蛉
日
記
」　

下　

天
延
二
年
四
月　

３
０
２
頁
）

［
用
例
５
］ 

山
の
端
、
錦
（
に
し
き
）
を
ひ
ろ
げ
た
る
や
う
な
り
。
た
ぎ
り
て

流
れ
ゆ
く
水
、
水
晶
を
散
ら
す
や
う
に
わ
き
か
へ
る
な
ど
、
い
づ
れ
に
も
す
ぐ

れ
た
り
。
詣
で
着
き
て
、
僧
坊
に
い
き
つ
き
た
る
ほ
ど
、
か
き
し
ぐ
れ
た
る
紅

葉
の
、
た
ぐ
ひ
な
く
ぞ
見
ゆ
る
や
。 

（「
更
級
日
記
」　

５
２
５
頁
）

　
［
用
例
３
］
は
、「
蜻
蛉
日
記
」
の
用
例
で
、
兼
家
か
ら
手
紙
を
何
度
も
も
ら

い
「
返
事
を
待
ち
き
れ
ず
に
、
ま
る
で
正
常
さ
を
失
っ
た
み
た
い
」
と
解
釈
さ

れ
る
場
面
で
あ
る
。『
全
集
』
頭
注
に
は
「
挿
入
句
。
兼
家
は
返
事
が
待
ち
き

れ
な
く
て
、
つ
づ
け
て
「
人
知
れ
ず
」
の
歌
を
よ
こ
す
。
結
婚
後
ま
っ
た
く

違
っ
て
し
ま
っ
た
兼
家
を
知
っ
て
い
る
作
者
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
と
き
の
か
れ

は
ま
る
で
正
常
な
理
性
を
失
っ
た
と
し
か
思
え
な
い
。
執
筆
時
に
お
け
る
批
判

を
挿
入
し
た
も
の
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
や
う
な
り
」
は
「
た
り
」
と
承
接

し
、「
ま
る
で
正
常
さ
を
失
っ
た
み
た
い
」
と
い
う
「
比
況
表
現
」
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　
［
用
例
４
］
も
「
蜻
蛉
日
記
」
の
用
例
で
、
右
馬
頭
の
容
姿
に
つ
い
て
触
れ

ら
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
が
、「
冠
の
纓
を
吹
き
あ
げ
ら
れ
な
が
ら
立
っ
て
い

る
さ
ま
（
様
子
）
は
、
ま
る
で
絵
に
か
い
た
よ
う
に
美
し
い
」
と
解
釈
で
き
る
。

こ
こ
で
は
、「
さ
ま
」
が
「
様
子
」
を
表
し
て
お
り
、
そ
の
後
で
後
接
し
て
い

る
「
た
る
＋
や
う
な
り
」
は
、「
ま
る
で
絵
に
か
い
た
よ
う
に
美
し
い
」
と
い
う
、

「
比
況
表
現
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
［
用
例
５
］
は
、
時
代
が
下
っ
て
「
更
級
日
記
」
の
用
例
で
あ
る
。
鞍
馬
に

春
に
参
籠
し
た
時
よ
り
も
、
十
月
ご
ろ
に
参
籠
し
た
時
の
方
が
趣
深
く
、
見
映

え
の
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
る
場
面
で
「
山
の
端
は
ま
る
で
錦
を
ひ
ろ

げ
た
よ
う
で
あ
る
」
と
解
釈
さ
れ
、
こ
こ
で
も
［
用
例
３
］［
用
例
４
］
と
同

じ
く
「
比
況
表
現
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
「
た
る
＋
や
う
な
り
」
形
を
取
る
場
合
、「
や
う
な
り
」
は
、「
ま

る
で
絵
に
か
い
た
よ
う
に
美
し
い
」
な
ど
の
よ
う
に
「
比
況
表
現
」
用
法
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

［
用
例
６
］　

帝
は
、
院
の
御
遺
言
た
が
へ
ず
、
あ
は
れ
に
思
し
た
れ
ど
、
若
う

お
は
し
ま
す
う
ち
に
も
、
御
心
な
よ
び
た
る
方
に
過
ぎ
て
、
強
き
と
こ
ろ
お
は

し
ま
さ
ぬ
な
る
べ
し
、
母
后
、
祖
父
大
臣
と
り
ど
り
に
し
た
ま
ふ
こ
と
は
、
え

背
か
せ
た
ま
は
ず
、
世
の
政
、
御
心
に
か
な
は
ぬ
や
う
な
り
。

 

（
源
氏
物
語　

賢
木
（
二
）
97
頁
）

　
［
用
例
６
］
は
「
地
の
文
」
の
用
例
で
、
帝
は
源
氏
に
心
寄
せ
て
は
い
る
が
、

若
く
優
し
す
ぎ
て
「
世
の
政
は
ご
意
見
通
り
に
い
か
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
解

釈
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
や
う
な
り
」
は
、
帝
の
心
情
の
「
推
量

し
た
様
子
」
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
内
容
を
指
示
し
、
一
致
、
帰
着
と
い
っ
た

関
係
を
表
す
」
用
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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［
用
例
７
］　

廿
一
日
。
卯
の
と
き
ば
か
り
に
ふ
ね
い
だ
す
。
み
な
ひ
と
〳
〵
の

船
い
づ
。
こ
れ
を
み
れ
ば
、
春
の
海
に
、
秋
の
木
の
葉
し
も
散
れ
る
や
う
に
ぞ

あ
り
け
る
。 

（
土
左
日
記　

一
月
廿
一
日　

旧
43
頁　

新
18
頁
）

［
用
例
８
］　

三
日
。
海
の
う
へ
き
の
ふ
の
や
う
な
れ
ば
、
船
い
だ
さ
ず
。

 

（
土
左
日
記　

二
月
三
日　

旧
49
頁　

新
24
頁
）

二
月
一
日
。
朝
の
間
、
雨
降
る
。
午
刻
ば
か
り
に
や
み
ぬ
れ
ば
、
和
泉
の
灘
と

い
ふ
と
こ
ろ
よ
り
い
で
て
こ
ぎ
ゆ
く
。
海
の
う
へ
、
き
の
ふ
の
ご
と
く
に
、
風

波
み
え
ず
。 
（
土
左
日
記　

二
月
一
日　

旧
48
頁　

新
23
頁
）

［
用
例
９
］　
（
略
）
あ
る
時
は
、
浪
に
荒
れ
つ
ゝ
海
の
底
に
も
入
り
ぬ
べ
く
、

あ
る
時
は
、
風
に
つ
け
て
知
ら
ぬ
国
に
吹
き
寄
せ
ら
れ
て
、
鬼
の
や
う
な
る
も

の
出
で
来
て
殺
さ
ん
と
し
き
。 
（
竹
取
物
語　

旧
37
頁　

新
19
頁
）

［
用
例
10
］　

翁
い
ふ
や
う
、「
我
あ
さ
ご
と
夕
ご
と
に
見
る
竹
の
中
に
お
は
す

る
に
て
、
知
り
ぬ
。
子
と
な
り
給
ふ
べ
き
人
な
め
り
」
と
て
、
手
に
う
ち
入
れ

て
家
へ
持
ち
て
来
ぬ
。 

（
竹
取
物
語　

旧
29
頁　

新
３
頁
）

　
［
用
例
７
］
は
「
土
左
日
記
」
の
用
例
で
、「
春
の
海
に
秋
の
木
の
葉
が
散
っ

て
い
る
よ
う
な
情
景
で
あ
っ
た
」
と
、
船
を
木
の
葉
に
喩
え
て
い
る
「
比
況
」

用
法
で
あ
る
。

　
［
用
例
８
］
も
「
土
左
日
記
」
の
用
例
で
、
海
上
を
昨
日
に
喩
え
て
お
り
、「
内

容
を
指
示
し
、
一
致
、
帰
着
と
い
っ
た
関
係
を
表
す
」
用
法
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
用
法
は
、「
二
月
一
日
」「
き
の
ふ
の
ご
と
く
に
」

と
同
質
の
用
法
で
あ
り
、「
内
容
の
指
示
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
「
や
う
に
」

「
ご
と
く
に
」
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。

　
［
用
例
９
］
は
「
竹
取
物
語
」
の
、
皇
子
の
会
話
文
中
の
用
例
で
、「
鬼
の
よ

う
な
生
き
物
が
出
て
き
て
殺
さ
れ
か
け
た
」
と
解
釈
で
き
る
用
例
で
あ
り
、
こ

こ
で
は
「
あ
る
事
物
の
性
質
や
状
態
が
ほ
か
の
事
物
に
似
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
表
わ
す
」
用
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
［
用
例
10
］
も
、「
竹
取
物
語
」
の
用
例
で
あ
る
。
こ
の
「
や
う
」
は
、
後
に

引
用
節
を
誘
導
す
る
も
の
で
、
こ
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
森
脇
（2010

）
で
詳

述
し
た
こ
と
が
あ
る
（
注
４
）。

　

以
上
、
中
古
の
「
や
う
に
」
に
つ
い
て
は
、
比
喩
、
内
容
指
示
、
例
示
等
の

比
況
用
法
が
あ
り
、
現
代
語
の
「
類
似
事
態
」
や
「
思
考
・
知
覚
」
用
法
に
連

な
る
用
法
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

３
、「
や
う
に
」
に
よ
る
希
望
表
現
の
成
立

　
『
日
葡
辞
書
』
に
は
「
や
う
な
」「
や
う
に
」
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
。

・ Y
ǒna　

ヤ
ウ
ナ　
・
・
・
と
同
じ
よ
う
な
。
単
独
で
は
決
し
て
用
い
ら
れ
ず
、

必
ず
他
の
語
と
共
に
用
い
ら
れ
る
。
例　

Conoyǒna coto.

（
こ
の
や
う
な

事
）
こ
れ
に
似
た
こ
と
．

・ Y
ǒni　

ヤ
ウ
ニ
（
や
う
に
）　

副
詞
。
前
述
のY

ǒna

（
や
う
な
）
か
ら
来
た

語
。
¶
ま
た
、
・
・
・
す
る
と
同
じ
よ
う
に
、
・
・
・
の
よ
う
に
、
な
ど
。

・ Y
ǒni　

ヤ
ウ
ニ
（
や
う
に
）　T

o

（
と
）
に
同
じ
。・
・
・
と

　

ま
た
、『
ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典
』
で
は
、「
ご
と
く
」
を
次
の
よ
う
に
指

摘
す
る
。
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GO
T
O
Q
V

（
如
く
）

○
（
仰
せ
の
如
く
）、（
御
意
の
如
く
）
等
。
同
じ
よ
う
に
、
何
々
の
や
う
に
な

ど
の
意
を
示
す
。
例
へ
ば
、（
そ
の
如
く
）、（
此
の
如
く
）。

○
比
較
す
る
の
に
、
比
較
し
た
上
で
結
論
に
達
す
る
場
合
に
、（
そ
の
如
く
）

と
言
ふ
。

○
直
説
法
に
立
つ
動
詞
の
後
に
置
か
れ
た
も
の
は
、
何
々
す
る
の
に
似
て
と
い

ふ
意
を
示
す
。
例
へ
ば
、（
従
ふ
如
く
）、（
参
る
如
く
に
）
等
。

○
（
つ
れ
）、（
つ
ら
）、（
式
）、yǒna

（
や
う
な
）、yǒni

（
や
う
に
）
は
名
詞

の
後
に
置
か
れ
た
場
合
に
、（
如
く
）
と
同
じ
く
、
同
じ
や
う
な
、
類
似
し

て
ゐ
る
と
い
ふ
意
を
示
す
。（
５
２
１
頁
）

ま
た
、

○ N
o yǒni

（
の
様
に
）、N

o gotoku

（
の
如
く
）
は
或
地
方
でY

e

（
へ
）
の

代
り
と
し
て
運
動
の
方
向
を
示
す
の
に
使
は
れ
る
。
例
へ
ば
、M

iyacono 
yǒni noboru.

（
都
の
や
う
に
上
る
。）Q

uantôno gotoku cudaru

（
関

東
の
如
く
下
る
）
等
。
然
し
こ
れ
は
粗
野
で
下
品
な
言
ひ
方
で
あ
る
。

 

（
４
４
８
頁
）

の
よ
う
に
、「
の
よ
う
に
」
が
「
へ
」
と
同
じ
く
「
移
動
の
方
向
や
着
点
」
を

示
す
用
法
に
つ
い
て
も
記
述
す
る
が
、「
希
望
表
現
」（「
祈
願
・
目
的
」
用
法
）

に
関
し
て
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。

［
用
例
11
］　

左
馬
頭
（
さ
ま
の
か
み
）、
と
も
か
く
も
物
も
い
は
ず
、
涙
を
は

ら
〳
〵
と
流
し
、「
さ
ら
ば
汝
よ
き
や
う
に
は
か
ら
ひ
申
せ
。」
と
の
給
ひ
け
り
。

 

（
保
元
物
語　

１
４
３
頁
）

［
用
例
12
］　

季
貞
申
ケ
ル
ハ
、「
宰
相
殿
ハ
思
食
切
（
お
ぼ
し
め
し
き
り
）
タ

ル
御
気
色
ニ
テ
渡
ラ
セ
給
候
メ
リ
。
能
々
（
よ
く
よ
く
）
御
計
（
は
か
ら
ひ
）

有
ベ
ク
ヤ
候
ラ
ン
」
ト
申
ケ
レ
バ
、（
略
）

 

（
延
慶
本
平
家
物
語　

第
一
末　

１
４
０
頁
）

［
用
例
13
］　

季
貞
（
す
ゑ
さ
だ
）
ま
い
（
ッ
）
て
、「
宰
相
殿
は
は
や
お
ぼ
し

め
し
き
（
ッ
）
て
候
。
と
も
か
う
も
よ
き
や
う
に
御
ぱ
か
ら
ひ
候
へ
」
と
申
し

け
れ
ば
、（
略
）

 

（
覚
一
本
平
家
物
語　

巻
第
二　

少
将
乞
請　
　

旧
１
６
７
頁　

新
91
頁
）

［
用
例
14
］　

入
道
相
国
・
二
位
殿
、
胸
に
手
を
を
い
て
、「
こ
は
い
か
に
せ
ん
、

い
か
に
せ
む
」
と
ぞ
あ
き
れ
給
ふ
。
人
の
物
申
し
け
れ
ど
も
、
た
ゞ
「
と
も
か

う
も
よ
き
や
う
に
、
よ
き
や
う
に
」
と
ぞ
の
た
ま
ひ
け
る
。

 

（
覚
一
本
平
家
物
語　

巻
第
三　

御
産　

旧
２
１
９
頁　

新
１
４
７
頁
）

　
［
用
例
11
］
は
「
保
元
物
語
」
の
用
例
で
、
こ
こ
で
は
文
末
が
「
は
か
ら
ひ

申
せ
」、
即
ち
「
命
令
形
」
と
な
っ
て
お
り
、「
…
や
う
に
…
命
令
形
」
と
な
っ

て
い
る
。

　
［
用
例
12
］
は
［
用
例
13
］
に
対
応
す
る
「
延
慶
本
平
家
物
語
」
の
用
例
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
や
う
に
」
に
対
し
て
「
べ
し
」
が
出
現
し
て
い
る
。

　
［
用
例
13
］
は
「
覚
一
本
平
家
物
語
」
の
「
や
う
に
」
の
用
例
で
あ
る
。［
用

例
11
］
と
同
じ
く
文
末
が
「
御
ぱ
か
ら
ひ
候
へ
」
と
、
命
令
形
と
な
っ
て
お
り
、

「
…
や
う
に
…
命
令
形
」
で
あ
り
、［
用
例
12
］
と
は
一
致
し
て
い
な
い
が
、「
…

や
う
に
…
命
令
形
」
は
、［
用
例
11
］
と
同
一
で
あ
る
。

　

ま
た
、［
用
例
14
］
の
よ
う
に
、「
覚
一
本
平
家
物
語
」
に
は
、［
用
例
13
］

の
述
部
が
省
略
し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
と
も
か
う
も
よ
き
や
う
に
」
で
文
が
終
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止
す
る
、「
や
う
に
」
の
文
末
用
法
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
併
せ
て
指
摘
し
て
お

き
た
い
と
思
う
。

［
用
例
15
］　
（
太
郎
）
ぜ
ひ
に
及
ば
ぬ
、
わ
ご
り
よ
が
心
を
見
う
や
う
に
い
ふ

た
、
そ
れ
ほ
ど
に
思
は
ゞ
、
行
て
は
た
さ
う
ま
で
よ

 

（
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集　

中　

千
切
木
（
ち
ぎ
り
き
）　

２
０
１
頁
）

［
用
例
16
］　
（
医
師
）
さ
や
う
に
ご
ざ
れ
は
、
世
の
中
の
よ
ひ
や
う
に
な
さ
れ

て
下
さ
れ
ひ 
（
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集　

中　

か
み
な
り　

15
頁
）

［
用
例
17
］　

私
の
孫
店
（
ま
ご
だ
な
）
に
住
ん
で
居
る
、
白
翁
堂
勇
齋
（
は
く

お
う
ど
う
ゆ
う
さ
い
）
と
い
う
人
相
見
（
に
ん
そ
う
み
）
が
、
万
事
私
の
世
話

を
し
て
喧
ま
し
い
奴
だ
か
ら
、
そ
れ
に
知
れ
な
い
よ
う
に
裏
か
ら
そ
っ
と
お
這

入
り
遊
ば
せ 
（
円
朝　

牡
丹
灯
籠　

七
）

　
［
用
例
15
］
の
「
わ
ご
り
よ
」
は
、「
二
人
称
代
名
詞
。
相
手
を
親
し
ん
で
呼

ぶ
語
。」
で
あ
り
、「
見
う
＋
や
う
に
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
あ
な

た
が
私
の
心
を
見
る
た
め
に
い
っ
た
」
と
解
釈
で
き
、
こ
の
「
や
う
に
」
は
「
目

的
」
用
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
［
用
例
16
］
は
「
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
」
の
用
例
で
、「
世
の
中
の
よ
ひ
や
う

に
な
さ
れ
て
下
さ
れ
ひ
」
と
、「
…
や
う
に
…
命
令
形
」
で
、
前
掲
［
用
例
11
］

と
同
質
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
用
法
は
、
落
語
［
用
例
17
］
に
も
見
ら
れ
、「
そ

れ
（
喧
し
い
奴
）
に
知
れ
な
い
よ
う
に
裏
か
ら
そ
っ
と
お
這
入
り
遊
ば
せ
」
と

な
っ
て
お
り
、［
用
例
15
］［
用
例
16
］
は
「
依
頼
表
現
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
は
、「
…
や
う
に
…
命
令
形
」
で
、
同
質
の
も
の
で
あ
る

が
、「
…
や
う
に
…
命
令
形
」
形
の
「
命
令
形
」
は
、「
申
せ
」「
候
へ
」「
下
さ

れ
ひ
」「
遊
ば
せ
」
等
、
敬
体
で
あ
る
と
い
う
共
通
性
が
あ
る
。

［
用
例
18
］　

右
衛
門
督
ハ
、「
ナ
ジ
カ
ハ
被
生
（
い
き
ら
る
）
ベ
キ
。
カ
ク
ア

ツ
キ
比
ナ
レ
バ
、
頸
ノ
損
ゼ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
計
（
は
か
ら
ひ
）
て
、
京
近
く
ナ
リ
テ

斬
（
き
ら
）
レ
ン
ズ
ル
」
ト
オ
ボ
シ
ケ
レ
ド
モ
、（
略
）

 

（
延
慶
本
平
家
物
語　

第
六
本　

４
４
１
頁
）

［
用
例
19
］　

右
衞
門
督
は
「
な
じ
か
は
命
を
い
く
べ
き
。
か
や
う
に
あ
つ
き
比

な
れ
ば
、
く
び
の
損
ぜ
ぬ
や
う
に
は
か
ら
ひ
、
京
ち
か
う
な
ッ
て
き
ら
ん
ず
る

に
こ
そ
」
と
お
も
は
れ
け
れ
ど
も
、（
略
）

 

（
覚
一
本
平
家
物
語　

巻
第
十
一　

大
臣
殿
被
斬

 

旧
３
６
８
頁　

新
３
２
８
頁
）

　
［
用
例
18
］
は
「
延
慶
本
平
家
物
語
」、［
用
例
19
］
は
「
覚
一
本
平
家
物
語
」

の
「
や
う
に
」
の
用
例
で
、［
用
例
12
］［
用
例
13
］
と
の
比
較
か
ら
す
る
と
、

本
文
は
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
の
「
新
大
系
頭
注
」

に
は
、「
斬
っ
た
首
が
腐
敗
し
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
」
と
あ
り
、
文
末
に
は

意
志
の
助
動
詞
「
ん
ず
る
」
が
出
現
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
「
…
否
定
形
や
う

に
…
推
量
意
志
形
」（
…
な
い
よ
う
に
…
し
よ
う
）
で
あ
る
。

［
用
例
20
］　

さ
れ
ば
、
盗
人
を
い
ま
し
め
、
ひ
が
こ
と
を
の
み
罪
せ
む
よ
り

は
、
世
の
人
の
飢
ゑ
ず
、
寒
か
ら
ぬ
や
う
に
、
世
を
お
こ
な
は
ま
ほ
し
き
な

り
。
人
つ
ね
の
産
な
き
時
は
恒
の
心
な
し
。

 

（
徒
然
草　

第
百
四
十
二
段　

旧
２
１
１
頁　

新
２
２
４
頁
）

［
用
例
21
］　
（
妻
）
わ
ら
は
ゝ
い
つ
も
神
仏
を
お
が
む
に
も
、
そ
な
た
の
目
の

あ
く
や
う
に
と
、
お
が
み
ま
ら
す
る
程
に
、（
略
）

 

（
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集　

中　

か
は
か
み　

15
頁
）
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［
用
例
22
］　

孝
助
は
た
ゞ
へ
い
〳
〵
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
と
泣
々
、
孝
「
殿
様

来
月
四
日
に
中
川
へ
釣
（
つ
り
）
に
入
（
い
ら
）
っ
し
ゃ
る
と
承
わ
り
ま
し
た

が
、
此
の
間
（
あ
い
だ
）
お
嬢
様
が
お
亡
く
な
り
遊
ば
し
て
間
（
ま
）
も
な
い

事
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
何
（
ど
）
う
か
釣
を
お
止
め
下
さ
い
ま
す
よ
う
に
、

若
（
も
）
し
も
お
怪
我
が
あ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
か
ら
」

 

（
円
朝　

牡
丹
灯
籠　

七
）

　
［
用
例
20
］
は
「
徒
然
草
」
の
用
例
で
あ
り
、「
世
の
中
の
人
が
飢
え
る
こ
と

な
く
、
寒
い
思
い
を
し
な
い
よ
う
に
、
世
を
治
め
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。」

と
解
釈
で
き
る
場
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、「
…
否
定
形
や
う
に
…
ま
ほ
し

き
な
り
」
と
、
文
末
に
希
望
の
助
動
詞
「
ま
ほ
し
」
が
出
現
し
て
い
る
。

　
［
用
例
21
］
は
「
と
」
に
承
接
し
、「
そ
な
た
の
目
の
あ
く
や
う
に
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
や
う
に
」
の
文
末
用
法
で
、
希
望
を
表
す
用
法
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
［
用
例
22
］
は
落
語
円
朝
の
「
牡
丹
灯
籠
」
で
あ
る
が
、［
用
例
14
］
や
［
用

例
21
］
同
様
、
文
末
用
法
で
、
副
詞
「
ど
う
か
」
と
共
起
し
、「
ど
う
か
…
よ

う
に
」
と
希
望
表
現
形
式
と
し
て
確
定
し
た
用
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

４
、
お
わ
り
に

　

以
上
、「
や
う
な
り
」「
や
う
に
」
の
用
例
を
考
察
し
、
次
の
よ
う
な
結
論
を

得
た
。

・「
祈
願
・
目
的
用
法
」
は
「
や
う
に
」
の
み
で
あ
る
。
終
止
形
「
や
う
な
り
」、

連
体
形
「
や
う
な
」
に
は
そ
の
用
法
は
な
い
。
こ
れ
は
「
や
う
」
の
実
質
的

な
意
味
が
形
式
化
し
た
た
め
で
あ
る
。

・「
や
う
に
」
の
「
祈
願
・
目
的
用
法
」
は
中
世
期
か
ら
現
れ
る
。

・「
延
慶
本
平
家
物
語
」
に
は
「
べ
し
」
で
出
現
し
、「
覚
一
本
平
家
物
語
」
で

は
「
…
や
う
に
…
命
令
形
」
が
出
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
推
量
体
系
に
お
け

る
助
動
詞
「
べ
し
」
の
衰
退
と
「
や
う
に
」
に
「
祈
願
・
目
的
用
法
」
が
生

じ
る
と
い
う
史
的
関
係
が
関
連
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

・「
や
う
に
」
の
「
祈
願
・
目
的
用
法
」
は
、
後
続
節
に
「
意
志
」、「
希
望
」、「
命

令
」、「
依
頼
」
等
を
表
現
す
る
動
作
と
共
起
す
る
場
合
が
多
い
。
後
続
節
は

動
作
主
の
意
志
と
の
関
連
性
は
希
薄
で
あ
る
。

・
文
末
用
法
は
、
他
者
へ
の
希
求
（
希
望
）、
依
頼
で
あ
る
。

　

ご
教
授
賜
れ
ば
、
幸
い
で
あ
る
。

（
注
）

（
注
１
）
文
献
に
は
、「
ご
と
（
ご
た
る
）」
の
「
希
望
表
現
」
用
法
を
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
「
比
況
」
と
は
、「
比

ブ
ル
意
ヲ
イ
フ
語
」（
大
槻
文
彦
『
広
日
本
文
典
』）、「
二
つ
の
事
柄

を
比
べ
て
類
同
の
様
態
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
」（
日
本
語
学
研
究

事
典
）
に
従
う
。
ま
た
、「
希
望
表
現
」
は
、「
話
し
手
が
自
分
や
他

者
に
よ
る
あ
る
行
為
の
実
現
を
望
ん
で
い
る
、
と
い
う
気
持
を
表
出

す
る
表
現
」「
望
む
気
持
ち
の
表
出
」（cf. 

行
き
た
く
な
い
け
れ
ど

も
行
こ
う
）、「
意
志
表
現
」
は
、「
話
し
手
が
自
己
の
行
動
や
状
態

の
実
現
あ
る
い
は
非
実
現
に
対
し
、
自
ら
意
図
的
・
積
極
的
に
志
向

す
る
こ
と
を
表
す
表
現　

積
極
的
に
事
態
を
引
き
起
こ
そ
う
と
す
る

（
姿
勢
）」（『
方
言
文
法
全
国
地
図
』
５
）
に
従
う
。
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（
注
２
）「
よ
う
に
」
の
目
的
用
法
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
は
、
國
廣
哲
彌

他
編
（1982

）『
こ
と
ば
の
意
味
３
』（
平
凡
社
選
書
）國
廣
哲
彌
「
タ

メ
ニ
・
ヨ
ウ
ニ
」
が
あ
る
。

（
注
３
）「
Ｂ
（
主
文
）
の
動
作
主
の
意
志
の
領
域
外
」
で
あ
る
、
と
い
う
指

摘
は
、
國
廣
（1982

）
に
よ
る
。

（
注
４
）
森
脇
茂
秀
（2010

）「
比
況
表
現
と
引
用
形
式
─
竹
取
物
語
の
双
括

引
用
を
め
ぐ
っ
て
─
」『
語
文
研
究
』
１
１
０
。
森
脇
（2010

）で
は
、

「
引
用
句
を
導
く｢
や
う｣ 

は
、
会
話
文
に
後
行
す
る
動
詞
句
に
対

し
て｢

結
果
・
目
的｣
を
提
示
す
る
用
法
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。」

と
結
論
づ
け
た
。
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