
一

は
じ
め
に

言
語
学
者
の
田
中
克
彦
は
、
単
語
と
文
法
の
優
先
順
位
に
つ
い
て
、「
い
ま
何
か
あ
る
外
国
語

を
大
急
ぎ
で
実
用
の
た
め
に
学
ぼ
う
と
す
る
と
き
に
、
文
法
か
ら
は
じ
め
る
人
は
い
な
い
。
モ
ノ

の
名
前 

─ 

単
語
を
全
く
知
ら
な
い
が
、
文
法
だ
け
は
す
ば
ら
し
く
よ
く
で
き
る
と
い
う
こ
と
が

起
り
得
な
い
の
は
、
文
法
だ
け

0

0

0

0

で
は
こ
と
ば
を
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
は

逆
に
、
文
法
は
全
く
知
ら
な
く
と
も
、
わ
ず
か
な
単
語 

─ 

モ
ノ
の
名
前
だ
け
で
も
知
っ
て
い
れ

ば
、
少
し
は
話
が
で
き
、
あ
る
程
度
の
用
は
足
り
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
も
う
少
し
大
胆

に
表
現
す
れ
ば
、
ま
ず
モ
ノ
の
名 

─ 

単
語
が
あ
り
、
文
法
は
あ
と
で
つ
い
て
来
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。」
⑴

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
説
は
、
一
般
に
日
本
語
の
体
系
を
構
成
す
る
言
語
四
要
素
が
①
音
声

（
音
韻
）
②
文
字
（
表
記
）
③
語
彙
（
意
味
）
④
文
法
（
構
文
）
で
あ
る
順
位
を
反
映
し
て
い
る

か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
子
ど
も
の
言
語
習
得
の
発
達
段
階
に
も
対
応
し
て
い
る
。

人
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
る
子
ど
も
は
、
何
故
か
言
葉
を
自
然
に
覚
え
て
話
す
よ
う
に
な
る
。
脳

生
理
学
者
の
酒
井
邦
嘉
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、「
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
、
人
間
で
あ
る
限
り
生

得
的
に
備
わ
っ
た
言
語
能
力
が
存
在
す
る
と
考
え
た
。
脳
に
『
言
語
獲
得
装
置
（language 

acquisition device,LA
D

）』
が
あ
る
と
仮
定
す
る
こ
と
で
、
プ
ラ
ト
ン
の
問
題
に
説
明
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
言
語
獲
得
装
置
の
持
つ
規
則
を
言
語
学
的
に
記
述
し
た
も
の
が
、
普
遍

文
法
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
ヒ
ト
の
言
語
に
は
、
普
遍
的
な
文
法
の
原
理
が
本
能
と
し
て
備

わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
普
遍
文
法
に
対
し
て
、
実
際
に
母
語
（
日
本
語
や
英
語
と
い
っ
た

個
別
言
語
）
を
話
す
と
き
に
用
い
て
い
る
文
法
の
こ
と
を
個
別
文
法
と
呼
ぶ
が
、
個
別
文
法
は
普

遍
文
法
よ
り
も
具
体
的
に
な
っ
て
い
る
。
言
語
獲
得
装
置
と
は
、
個
別
言
語
の
デ
ー
タ
を
入
力
と

し
て
、
個
別
文
法
を
出
力
と
す
る
装
置
で
あ
る
。
言
語
獲
得
装
置
は
、
あ
く
ま
で
言
語
の
獲
得
に

〈
要
旨
〉

子
ど
も
は
、
言
語
習
得
の
発
達
段
階
で
1
歳
6
カ
月
頃
か
ら
、「
パ
パ
、
い
た
」「
ワ
ン
ワ
ン
、
行
っ
ち
ゃ
っ
た
」（
話
し
言
葉
に
お
け

る
無
助
詞
現
象
）
な
ど
、
単
語
と
単
語
を
繋
げ
て
話
す
よ
う
に

な
る
。
更
に
、
語
彙
量
を
増
加
さ
せ
て
も
、
日
本
語
を
理
解
し
表
現
し
て
他
者
と
意
思
疎
通
す
る
上
で
、
こ
の
二
語
文
に
お
け
る
主
語
と
述
語
の
関
係
こ
そ
重
要
で
あ
る
。
い
わ

ゆ
る
「
学
校
文
法
」
で
は
、「
文
節
」（
言
葉
を
細
か
く
区
切
っ
た
際
に
不
自
然

に
な
ら
ず
意
味
が
分
か
る
最
小
の
単
位
）
を
重
視
す
る
。
ま
た
、「
文
」（
一
語
以
上
の
語
か
ら
な
り
、
ま
と
ま
っ
た
内
容
を

表
す
一
続
き
の
言
葉
。
終
止
符
は
句
点
で
示
す
）
と
い
う
言
語
単
位
は
、「
主
語 

─ 

述
語
」
で
成

り
立
つ
と
教
え
て
い
る
の
で
、「
主
語 
─ 
述
語
」
の
関
係
は
、
日
本
文
法
史
に
お
け
る
定
番
学
説
に
依
存
す
る
の
み
な
ら
ず
、
小
学
校
国
語
科
に
お
け
る
学
習
指
導
の
具
体
例
か

ら
意
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、「
主
語 

─ 

述
語
」
と
い
う
基
本
文
型
の
成
分
で
あ
る
主
語
の
認
定
、
自
立
語
の
両
語
を
結
ぶ
付
属
語
の
助
詞
「
は
」
と
「
が
」

の
使
い
分
け
に
は
諸
説
が
あ
る
。
故
に
、『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 

国
語
編
』
及
び
準
拠
し
た
教
科
書
の
文
法
事
項
、
日
本
語
文
法
学
説
を
検
証
し
、
小
学
校
国
語
科
の

「
文
」
に
お
け
る
「
主
語 

─ 

述
語
」
の
文
法
説
明
に
つ
い
て
、
指
導
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　

小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 

国
語
編　

文
法　

主
語　

述
語　

文
節

小
学
校
国
語
科
に
お
け
る
基
本
的
文
法
事
項
の
指
導 

─ 

主
語
と
述
語
の
関
係
を
中
心
に 

─

Teaching basic gram
m
ar item

s in the elem
entary school Japanese language course   

 ─
 focusing on the relationship betw

een subject and predicate─
 

馬
　
場
　
　
　
治
（
人
間
科
学
部
こ
ど
も
学
科
教
授
）

H
ajim

u  B
A

B
A

 (Faculty of H
um

an Sciences, D
epartm

ent of C
hild Study, P

rofessor)
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二二

限
ら
れ
る
特
殊
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。」⑵
と
述
べ
て
い
る
。
初
等
国
語
科
教
育
が
対
象
と
す
る

の
は
、
正
に
日
本
語
を
母
語
と
し
て
生
き
る
児
童
が
後
天
的
に
学
習
す
る
個
別
文
法
で
あ
る
。

一　
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 

国
語
編
』
に
お
け
る
文
法
事
項
の
記
述

ま
ず
、
学
習
指
導
の
規
範
と
な
る
前
回
と
今
回
の
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 

国
語
編
』

（
著
作
：
文
部
科
学
省　

発
行
：
東
洋
館
出
版
社
）
に
お
け
る
文
法
事
項
で
「
主
語
と
述
語
と
の
関
係
」
等
の
記
述
が
あ
る
箇
所
を

引
用
し
て
比
較
す
る
（
原
文
は
横
書
き
、
傍
線
は
私
に
よ
る
）。

平
成
20
年
８
月 

第
３
章　

各
学
年
の
目
標
と
内
容　

第
１
節　

第
１
学
年
及
び
第
２
学
年 

「
Ｂ 

書
く
こ
と
」⑵ 

内
容　

①
指
導
事
項

⑴
書
く
こ
と
の
能
力
を
育
て
る
た
め
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
。

エ　

文
章
を
読
み
返
す
習
慣
を
付
け
る
と
と
も
に
、
間
違
い
な
ど
に
気
付
き
、
正
す
こ
と
。

「
間
違
い
な
ど
に
気
付
き
、
正
す
」
た
め
に
は
、
語
句
の
使
い
方
な
ど
に
注
意
し
な
が
ら
、
一

文
一
文
を
丁
寧
に
読
み
返
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
読
み
返
す
際
に
は
、
主
語
・
述
語
の

つ
な
が
り
や
句
読
点
の
打
ち
方
な
ど
の
構
文
上
の
明
確
さ
や
、
長
音
、
拗よ
う

音
、
促
音
、
撥は
つ

音
、
助

詞
の
「
は
」、「
へ
」
及
び
「
を
」
な
ど
の
正
し
い
表
記
、
敬
体
や
常
体
に
よ
る
文
末
表
現
の
正
し

い
使
い
方
な
ど
に
注
意
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕

イ　

言
葉
の
特
徴
や
き
ま
り
に
関
す
る
事
項　

文
及
び
文
章
の
構
成
に
関
す
る
事
項

（
カ
） 

文
の
中
に
お
け
る
主
語
と
述
語
と
の
関
係
に
注
意
す
る
こ
と
。

こ
こ
で
い
う
「
主
語
と
述
語
と
の
関
係
」
と
は
、
主
語
と
述
語
と
の
照
応
関
係
を
指
す
。
文
の

骨
格
を
な
し
、
明
確
な
文
を
書
く
最
も
基
礎
と
な
る
事
項
で
あ
る
。
児
童
の
書
く
文
は
、
長
く
な

っ
た
り
複
雑
に
な
っ
た
り
す
る
と
、
主
語
と
述
語
が
ね
じ
れ
た
り
、
ど
ち
ら
か
が
表
現
さ
れ
ず
照

応
関
係
が
不
明
確
に
な
っ
た
り
し
や
す
い
。
文
の
意
味
を
明
確
に
伝
え
る
た
め
に
は
、
主
語
と
述

語
と
が
照
応
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
文
章
を
読
ん
だ
り
表
現
し
た
り

す
る
と
き
強
く
意
識
で
き
る
よ
う
に
指
導
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

平
成
29
年
７
月 

第
３
章　

各
学
年
の
内
容　

第
１
節　

第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
の
内
容

１
〔
知
識
及
び
技
能
〕 

⑴
言
葉
の
特
徴
や
使
い
方
に
関
す
る
事
項　

○
文
や
文
章

第
1
学
年
及
び
第
2
学
年　

カ　

文
の
中
に
お
け
る
主
語
と
述
語
と
の
関
係
に
気
付
く
こ
と
。

カ　

文
の
中
に
お
け
る
主
語
と
述
語
と
の
関
係
に
気
付
く
こ
と
。

話
や
文
章
に
含
ま
れ
る
文
の
中
で
主
語
と
述
語
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
書
き
言
葉
と
し
て
の
文
章
だ
け
で
な
く
、
話
し
言
葉
と
し
て
の
話
の
中
に
含
ま
れ

る
文
に
お
い
て
も
主
語
と
述
語
と
の
関
係
に
気
付
か
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
主
語
と
述
語
と

の
関
係
と
は
、
主
語
と
述
語
の
適
切
な
係
り
受
け
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
昨
日
、
私
は
、

母
が
お
や
つ
に
ク
ッ
キ
ー
を
焼
い
て
く
れ
ま
し
た
。」
の
よ
う
に
「
私
は
」
に
対
す
る
述
語
が
示

さ
れ
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
主
語
と
述
語
を
適
切
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
表
現
す
る
と
き
だ
け
で
な
く
、
文
章
を
読
む
と
き
に
も
主
語
と
述
語
の
適
切
な
係
り
受
け

に
つ
い
て
意
識
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
、
主
語
と
述
語
が
適
切
な
係
り

受
け
の
関
係
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
伝
え
た
い
こ
と
を
相
手
に
正
確
に
伝
え
る
上
で
重
要
で
あ

る
こ
と
に
気
付
く
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

平
成
29
年
７
月 

第
３
章　

各
学
年
の
内
容　

第
２
節　

第
３
学
年
及
び
第
４
学
年
の
内
容

１
〔
知
識
及
び
技
能
〕 

⑴
言
葉
の
特
徴
や
使
い
方
に
関
す
る
事
項　

○
文
や
文
章

第
3
学
年
及
び
第
4
学
年　

カ　

主
語
と
述
語
と
の
関
係
、
修
飾
と
被
修
飾
と
の
関
係
、
指
示

す
る
語
句
と
接
続
す
る
語
句
の
役
割
、
段
落
の
役
割
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
。

カ　

主
語
と
述
語
と
の
関
係
、
修
飾
と
被
修
飾
と
の
関
係
、
指
示
す
る
語
句
と
接
続
す
る
語
句
の

役
割
、
段
落
の
役
割
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
。

第
1
学
年
及
び
第
2
学
年
の
カ
を
受
け
て
、
主
語
と
述
語
の
関
係
、
修
飾
と
被
修
飾
の
関
係
、

指
示
語
や
接
続
語
の
役
割
、
段
落
の
役
割
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

主
語
と
述
語
と
の
関
係
、
修
飾
と
被
修
飾
と
の
関
係
は
、
文
の
構
成
に
関
し
て
理
解
を
図
る
内

容
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
章
の
内
容
を
理
解
す
る
場
合
だ
け
で
な
く
表
現
す
る
場
合
に
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
文
の
中
で
の
語
句
の
役
割
や
、
語
句
相
互
の
関
係
に
気
を
付
け
て
、
文
が
ど
の
よ
う

に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
で
は

主
語
と
述
語
が
照
応
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
理

解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
修
飾
語
が
ど
こ
に
係
る
の
か
と
い
う
修
飾
と
被
修
飾
と
の
関
係
に
も
気

を
付
け
て
、
文
の
構
成
を
理
解
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
戦
後
間
も
な
い
昭
和
22
年
に
文
部
省
が
試
案
と
し
て
示
し
た
『
学
習
指
導
要
領 

国
語
科
編
』
の
「
第
五
章 

文
法
の
学
習
指
導
（
小
学
校

中
学
校
）」⑶
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る 

（
原
文
は
横
書
き
、
傍
線
は
私
に
よ
る
）。
明
治
以
来
の
文
法
教
育
の
変
遷
か
ら
見
る
と
、
体
系
的

知
識
の
暗
記
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
言
語
の
社
会
的
機
能
に
着
目
し
、
経
験
を
通
じ
実
際
の
言
語
生

活
（
聞
く
話
す

読
む
書
く
）
に
直
接
役
立
つ
よ
う
な
、
機
能
的
文
法
を
重
視
す
る
方
向
性
⑷
が
窺
え
る
。
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三三

一　

範　

囲 

文
法
の
学
習
指
導
の
範
囲
は
、
こ
と
ば
の
き
ま
り
を
し
ぜ
ん
に
、
興
味
ぶ
か
く
、
身
に
つ
け
る

こ
と
か
ら
出
発
し
て
、
口
語
文
法
と
文
語
文
法
と
を
組
織
的
に
学
習
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

二　

目　

標 

こ
と
ば
は
、
社
会
生
活
を
す
る
ば
あ
い
に
、
自
分
の
考
え
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分

の
考
え
を
社
会
的
な
き
ま
り
に
し
た
が
っ
て
表
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

考
え
を
正
し
く
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
か

ら
生
ま
れ
て
く
る
。
文
法
の
学
習
指
導
は
、
国
語
の
き
ま
り
を
児
童
生
徒
の
自
覚
に
の
ぼ
せ
て
、

計
画
的
・
効
果
的
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
次
の
よ
う
な
指
導
の
目
標
が
生
ま
れ
て
く
る
。 

（
一
）  

国
語
の
き
ま
り
を
経
験
的
に
知
っ
て
、
正
し
く
、
美
し
く
思
想
を
表
現
す
る
と
と
も

に
、
的
確
に
他
人
の
思
想
を
理
解
す
る
能
力
を
得
さ
せ
る
。 

（
二
）  

国
語
の
構
造
を
知
る
。 

（
三
）  

国
語
の
特
質
を
さ
と
ら
せ
て
国
語
に
興
味
を
も
た
せ
る
。

こ
れ
ま
で
、
文
法
の
学
習
指
導
は
、
国
語
科
の
な
か
で
孤
立
し
て
い
た
傾
き
が
あ
る
。
文
法
を

現
実
の
社
会
生
活
に
お
け
る
言
語
活
動
と
結
び
つ
け
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
そ
の
学
習
指
導
に
興

味
を
与
え
る
く
ふ
う
も
と
ぼ
し
か
っ
た
。
今
後
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
を
考
え
て
、
そ
の
欠

点
を
除
去
す
べ
き
で
あ
る
。

（
一
）  

国
語
の
教
科
書
は
、
す
べ
て
、
国
語
の
き
ま
り
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
わ
け
て
も
、「
こ

と
ば
の
基
本
的
な
は
た
ら
き
を
ふ
く
み
、
他
の
形
態
の
教
材
に
発
展
す
る
と
こ
ろ
の
言
語

教
材
」
は
、
た
だ
ち
に
文
法
の
指
導
と
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
読
み
か
た
の
学
習
興
味

が
、
そ
の
ま
ま
文
法
学
習
の
興
味
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

（
二
）  

話
し
か
た
に
お
け
る
音
声
言
語
に
は
、
文
章
と
は
違
っ
た
国
語
の
特
色
が
見
ら
れ
る
。

話
し
か
た
学
習
の
興
味
が
、
そ
の
ま
ま
文
法
学
習
の
興
味
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

（
三
）  

作
文
の
学
習
活
動
に
は
、
文
法
の
学
習
活
動
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
作
文
学
習
の
興
味

が
文
法
学
習
の
興
味
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

（
四
）  

他
の
教
科
の
学
習
や
、
生
活
全
般
に
わ
た
る
言
語
活
動
の
な
か
に
、
文
法
学
習
を
考
え

る
こ
と
。 

（
五
）  

文
法
書
は
、
中
学
校
に
な
っ
て
現
わ
れ
る
が
、
語
法
的
事
実
は
小
学
校
の
第
一
学
年
に

も
存
在
す
る
。
お
の
お
の
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
と
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

で
あ
る
。
文
法
書
は
、
そ
れ
に
統
一
を
つ
け
る
目
的
で
学
習
せ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
小
学
校
、
中
学
校
の
国
語
科
学
習
を
通
じ
、
文
法
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ

う
な
こ
と
に
つ
い
て
理
解
を
ふ
か
め
る
。 

（
一
）  

国
語
・
こ
と
ば
と
文
字
・
敬
語
・
か
な
づ
か
い
。 

（
二
）  

文
・
文
節
・
単
語
。（
自
立
語
と
独
立
語
） 

（
三
）  

文
の
構
造
。（
主
語
と
述
語
・
修
飾
語
・
独
立
語
） 

（
四
）  

文
節
と
文
節
と
の
関
係
。 

（
五
）  

品
詞
分
類
。

（
六
）  

動
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
・
助
動
詞
の
活
用
、
動
詞
の
種
類
と
用
法
等
。

右
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
三 

発
達
段
階
と
文
法
学
習
指
導
上
の
注
意 

（
一
）
小
学
校
低
学
年

（
一
、二
、三
学
年
） 

４ 

主
語
と
述
語
の
関
係
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
。」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

傍
線
部
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、「
こ
と
ば
の
き
ま
り
」
や
「
文
法
」
を
自
覚
さ
せ
る
に
は
、

ま
ず
「
主
語
と
述
語
の
関
係
」
を
文
の
基
本
構
造
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
が
、

小
学
生
に
分
か
り
易
い
よ
う
、「
あ
た
ま
と
か
ら
だ
の
関
係
」⑸
に
喩
え
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
改
め
て
主
語
と
述
語
の
文
法
的
な
定
義
⑹
を
確
認
し
て
お
く
（
傍
線
は
私
に
よ
る
）。

主
語　

文
の
成
分
の
一
つ
。
文
の
中
で
、
そ
れ
が
か
か
っ
て
い
く
述
語
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ

る
事
柄
の
、
主
体
と
な
る
部
分
。
述
語
に
対
し
て
主
格
の
関
係
に
立
つ
文
の
成
分
。「
何
が
何

だ
」「
何
が
ど
う
す
る
」「
何
が
ど
ん
な
だ
」
の
「
何
が
」
に
当
た
る
部
分
。「
が
」
を
含
め
た

文
節
や
連
文
節
に
つ
い
て
い
う
が
、「
が
」
は
上
の
語
が
主
語
で
あ
る
こ
と
を
示
す
語
で
、
主

語
は
「
が
」
の
上
に
あ
る
体
言
や
準
体
言
だ
け
を
も
主
語
と
い
う
。 

（
秋
本
守
英
執
筆
）

述
語　

文
の
成
分
の
一
つ
。
文
の
中
で
、
述
べ
、
説
明
す
る
役
割
を
果
た
す
部
分
。「
何
が

何
だ
」「
何
が
ど
う
す
る
」「
何
が
ど
ん
な
だ
」
の
「
何
だ
」「
ど
う
す
る
」「
ど
ん
な
だ
」
に
当

た
る
部
分
。 

（
秋
本
守
英
執
筆
）

右
の
定
義
で
重
要
な
の
は
、
格
助
詞
「
が
」
が
文
中
の
主
語
を
定
位
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

名
詞
相
当
の
語
で
あ
る
「
何
」
に
付
属
し
（
主
語
の
名
詞
に
膠
着
し
て
文
節
を
つ
く
る
）、
そ
の

名
詞
に
対
し
て
述
語
で
名
詞
の
「
何
だ
」（
存
在
）、
動
詞
の
「
ど
う
す
る
」（
動
作
）、
形
容
詞
・

形
容
動
詞
の
「
ど
ん
な
だ
」（
状
態
）
な
ど
の
主
体
で
あ
る
こ
と
を
表
す
基
本
三
文
型
で
あ
る
。

二　

国
語
教
科
書
の
単
元
教
材
に
お
け
る
文
法
事
項
の
記
述

平
成
23
度
版
教
科
書
「
小
学
校
国
語 

2
下 

赤
と
ん
ぼ
」（
光
村
図
書
）
で
は
、
単
元
名
「
音

読
げ
き
を
し
よ
う
」
／
リ
ー
ド
文
「
だ
れ
が
、
何
を
す
る
の
で
し
ょ
う
。
ど
ん
な
こ
と
を
言
う
の
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四四

で
し
ょ
う
。
そ
の
と
き
の
よ
う
す
を
考
え
て
、
声
に
出
し
て
読
み
ま
し
ょ
う
。」
と
し
て
、
教
材

名
「
お
手
紙
」
ア
ー
ノ
ル
ド
＝
ロ
ー

ベ
ル
作
／
三
木
卓
訳 

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
学
習
指
導
要
領
と
対
応
さ
せ
た
「
指
導
事
項

配
列
表
」
で
当
該
教
材
は
、「
Ｃ 

読
む
こ
と
」
の
指
導
事
項
「
ア 

語
の
ま
と
ま
り
や
言
葉
の
響

き
な
ど
に
気
を
付
け
て
音
読
す
る
こ
と
。」「
ウ 

場
面
の
様
子
に
つ
い
て
、
登
場
人
物
の
行
動
を

中
心
に
想
像
を
広
げ
な
が
ら
読
む
こ
と
。」
に
◎
印
（
そ
の
単
元
・
小
単
元
が
主
た
る
学
習
場
面

で
あ
り
、
確
実
に
身
に
つ
け
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。）、
同
じ
く
「
オ 

文
章
の
内
容
と
自
分
の
経

験
と
を
結
び
付
け
て
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
ま
と
め
、
発
表
し
合
う
こ
と
。」
に
○
印
（
主
た

る
学
習
場
面
は
他
に
あ
る
が
、
学
習
す
る
こ
と
で
そ
れ
を
支
え
た
り
定
着
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
が

望
ま
れ
る
。）、
言
語
活
動
例
「
イ 
物
語
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
い
た
り
、
物
語
を
演
じ
た
り
す
る

こ
と
。」
に
★
印
、「
Ｂ 

書
く
こ
と
」
の
指
導
事
項
「
ア 

経
験
し
た
こ
と
や
想
像
し
た
こ
と
な
ど

か
ら
書
く
こ
と
を
決
め
、
書
こ
う
と
す
る
題
材
に
必
要
な
事
柄
を
集
め
る
こ
と
。」「
イ 

自
分
の

考
え
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
、
事
柄
の
順
序
に
沿
っ
て
簡
単
な
構
成
を
考
え
る
こ
と
。」
に
・
印

（
学
習
経
験
と
し
て
蓄
積
さ
せ
る
。）、「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
の

「
イ 

言
葉
の
特
徴
や
き
ま
り
／
カ 

文
の
中
に
お
け
る
主
語
と
述
語
と
の
関
係
に
注
意
す
る
こ

と
。」
に
・
印
が
、
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、「
お
手
紙
」
の
後
に
は
言
葉

の
学
習
と
し
て
「
主
語
と
述
語
」
が
次
の
例
文
に
よ
っ
て
単
元
設
定
さ
れ
て
い
る
（
19
頁
）。

前
掲
の
教
科
書
に
対
応
し
た
「
学
習
指
導
書
」
で
は
、
指
導
計
画
の
立
案
と
指
導
の
実
践
に
資

す
る
参
考
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
（
傍
線
は
私
に
よ
る
）。

【
身
に
つ
け
た
い
力
（
指
導
目
標
）】
◎
読
み
物
や
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
に
書
い
て
き
た
も
の
に
も

主
語
・
述
語
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
文
の
中
や
生
活
の
中
で
の
主
語
・
述
語
の
関
係
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

【
単
元
設
定
の
趣
旨
】
本
教
材
で
は
、「
お
手
紙
」
を
題
材
と
し
て
、
主
語
と
述
語
と
い
う
概
念
を

学
習
す
る
こ
と
に
よ
り
、
登
場
人
物
の
行
動
や
物
の
様
子
の
把
握
に
役
立
つ
こ
と
を
学
ん
で
ほ
し

い
と
考
え
て
い
る
。

ま
ず
本
教
材
で
は
、「
お
手
紙
」
の
本
文
か
ら
「
だ
れ
が　

ど
う
し
た
」「
だ
れ
は　

ど
う
し
た
」

「
何
が　

ど
う
す
る
」
と
い
う
文
型
を
挙
げ
て
、
主
語
と
述
語
と
い
う
用
語
を
導
入
し
て
い
る
。

作
例
で
は
な
く
、
教
材
か
ら
例
文
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
主
語
と
述
語
の
学
習
を
、
読
み
の
学
習

と
関
連
づ
け
て
生
か
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
注
意
し
た
い
の
は
、
主
語
と
述
語

と
い
う
用
語
を
記
憶
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
読
む
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
話
す
場
合
で
も
、

人
物
の
動
作
や
物
の
様
子
を
表
す
に
は
主
語
と
述
語
と
い
う
二
つ
の
要
素
に
よ
る
情
報
が
重
要
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
自
覚
に
使
っ
て
き
た

言
葉
を
分
析
的
に
見
る
と
い
う
観
点
を
持
つ
た
め
の
第
一
歩
で
あ
る
と
言
え
る
。

次
に
、
主
語
の
位
置
に
つ
い
て
の
注
意
点
と
、
主
語
の
な
い
文
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
。

特
に
主
語
が
な
い
文
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
新
し
い
試
み
で
あ
る
。
主
語
と
述
語
と
い
う
用
語
を

導
入
す
る
と
、「
文
に
は
主
語
と
述
語
を
必
ず
入
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
学
習
に
な
り

が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
の
文
章
や
話
し
言
葉
で
は
、
主
語
が
な
い
文
は
ご
く
一
般
的
で
あ

る
。
そ
こ
で
、「
お
手
紙
」
か
ら
「
主
語
の
句
点
越
え
」
の
例
を
挙
げ
、「
文
に
は
主
語
と
述
語
を

必
ず
入
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
わ
け
で
は
な
く
、「
読
み
手
（
聞
き
手
）
に
分
か
っ
て
も
ら
う

こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
」
と
い
う
言
葉
の
実
質
的
な
側
面
に
つ
い
て
早
く
か
ら
気
づ
か
せ
る
こ
と

を
試
み
た
。

平
成
27
度
版
教
科
書
で
は
、「
が
ま
く
ん
は
、
か
な
し
そ
う
だ
。」「
こ
れ
は
、
お
手
紙
だ
。」
の

二
つ
の
例
文
を
補
い
つ
つ
基
本
三
文
型
を
提
示
し
、
主
語
と
述
語
が
「
あ
た
ま
と
か
ら
だ
の
関

係
」
で
あ
る
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
、
次
の
よ
う
に
図
式
化
し
て
い
る
（
21
頁
）。

な
お
、
下
段
は
、
注
⑸
文
献
に
教
具
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
「
文
ち
ゃ
ん
人
形
」
で
あ
る
。

・ 

がだ
れ
がま

く
ん
が　

言ど
う
し
たい

ま
し
た
。

・ 

かだ
れ
はえ

る
く
ん
は
、
ま
ど
か
ら

　

 

のど
う
し
たぞ

き
ま
し
た
。

・ 

お何
が

手
紙
が　

来ど
う
す
るる

。

右
の
三
つ
の
文
で
、「
だ
れ
が
（
は
）」

「
何
が
（
は
）」
に
当
た
る
こ
と
ば
を 

主
語
、

「
ど
う
し
た
（
ど
う
す
る
）」
に
当
た
る
こ
と

ば
を　

述
語
と
い
い
ま
す
。
▽
は
、
学
習
指
導

書
別
冊
の
書
き
入
れ

▽
主
語
と
述
語
に
文
を
分
け
て
書
い
た
カ
ー
ド
を
用
意
し
、
両

者
の
関
係
を
視
覚
的
に
と
ら
え
さ
せ
る
と
よ
い
。

（
例
） 

か
え
る
く
ん
が
　

言
い
ま
し
た
。

主
語
は
、
い
つ
も 
文
の
は
じ
め
に
あ
る
と
は 

か
ぎ
り
ま
せ
ん
。

・ 

お
手
紙
を
も
ら
っ
て
、
が
ま
く
ん
は
、

と
て
も　

よ
ろ
こ
び
ま
し
た
。

主
語
が
な
い
文
も　

あ
り
ま
す
。
で
も
、

前
や
後
ろ
の
文
を
読
む
と
、「
だ
れ
が
（
は
）」　

が　

分
か
り
ま
す
。

・ 

か
え
る
く
ん
は
、
大
い
そ
ぎ
で　

家
へ
帰

り
ま
し
た
。
え
ん
ぴ
つ
と
紙
を
見
つ
け
ま

し
た
。
紙
に
何
か
書
き
ま
し
た
。

主 語

述 語

だ
れ
が
（
は
）

何
が
（
は
）

ど
う
す
る

ど
ん
な
だ

な
ん
だ

あ
た
ま

　

    

か
ら
だ

主
部
（
ナ
ニ
ガ
）
述
部
（
ド
ウ
）
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五五

こ
の
図
か
ら
、
主
語
と
文
型
は
文
末
次
第
で
決
ま
る
と
い
う
国
語
の
特
質
に
気
づ
か
せ
る
指
導

が
大
切
だ
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
主
語
が
倒
置
さ
れ
た
り
省
略
さ
れ
た
り
し
て
も
、
前
後
の
文

脈
か
ら
主
語
を
類
推
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、「
お
手
紙
」
の
教
科
書
本
文
の

体
裁
か
ら
、
共
に
主
語
を
定
位
す
る
「
が
」
と
「
は
」
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
、「
１
つ
の
文
の

中
で
、
文
の
組
み
立
て
や
語
句
の
切
れ
目
を
明
瞭
に
す
る
た
め
に
打
つ
符
号
。」⑺
で
あ
る
「
読
点
」

の
有
無
に
気
づ
か
せ
る
指
導
も
大
切
だ
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
全
文
を
通
し
て
「
が
ま
く
ん
が

言
い
ま
し
た
。」
の
よ
う
に
「
が
」
に
は
読
点
が
な
く
、「
か
え
る
く
ん
は
、
家
か
ら
と
び
出
し
ま

し
た
。」
の
よ
う
に
「
は
」
に
は
読
点
が
あ
る
と
い
う
規
則
性
が
見
て
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
同

じ
主
語
で
も
文
中
で
切
れ
目
が
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
が
あ
る
。」
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
お

け
ば
、
後
に
主
語
と
い
う
概
念
に
も
様
々
な
学
説
が
あ
る
こ
と
を
受
け
容
れ
や
す
く
な
る
だ
ろ

う
。「
切
れ
目
」
と
い
え
ば
、「
文
章
を
読
み
や
す
く
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
、
あ
る
単
位
に
よ

っ
て
文
を
語
句
ご
と
に
区
切
っ
て
書
き
表
す
こ
と
」⑻ 

で
あ
る
「
分
か
ち
書
き
」
も
注
意
さ
れ
る
。

子
細
に
見
る
と
、
本
文
で
は
読
点
も
な
く
分
か
ち
書
き
も
な
い
「
が
」
だ
が
、「
こ
と
ば 

主
語

と
述
語
」
の
単
元
例
文
で
は
分
か
ち
書
き
に
な
っ
て
い
る
。
低
学
年
と
い
え
ど
も
、
観
察
眼
に
優

れ
た
児
童
な
ら
疑
問
を
示
す
の
で
は
な
い
か
。
音
読
す
る
際
に
「
息
継
ぎ
の
切
れ
目
で
す
か
」
と

尋
ね
る
児
童
が
、
ま
た
、
低
学
年
の
ノ
ー
ト
だ
と
マ
ス
目
が
あ
る
か
ら
、
書
き
写
す
際
に
「
一
マ

ス
空
け
る
の
か
」
と
迷
う
児
童
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
平
成
29
年
版
指
導
要
領
に
も
、「
1
〔
知

識
及
び
技
能
〕
≫
（
１
）
言
葉
の
特
徴
や
使
い
方
に
関
す
る
事
項
≫
ク 
語
の
ま
と
ま
り
や
言
葉

の
響
き
な
ど
に
気
を
付
け
て
音
読
す
る
こ
と
。」、
ま
た
、「
2
〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕

≫
Ｂ 

書
く
こ
と
≫
考
え
の
形
成
、
記
述>

ウ 

語
と
語
や
文
と
文
と
の
続
き
方
に
注
意
し
な
が
ら
、

内
容
の
ま
と
ま
り
が
分
か
る
よ
う
に
書
き
表
し
方
を
工
夫
す
る
こ
と
。」
と
の
記
述
が
あ
る
の
で
、

教
師
は
こ
れ
ら
と
矛
盾
な
く
説
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
更
に
、
山
田
敏
弘
は
、「
主
語
と
は
、

そ
の
立
場
か
ら
で
き
ご
と
を
描
く
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
主
題
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
と

い
う
こ
と
。
こ
れ
ら
が
文
章
中
の
比
較
的
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
一
貫
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

物
語
に
統
一
感
が
与
え
ら
れ
る
の
で
す
。
小
学
校
の
低
学
年
で
は
、
こ
の
よ
う
な
一
貫
性
が
あ
え

て
取
ら
れ
ず
、
主
題
や
主
語
が
入
れ
替
わ
る
文
章
も
見
ら
れ
ま
す
。」
と
指
摘
し
、「
お
手
紙
」
本

文
の
一
場
面
を
例
示
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
も
と
も
と
英
語
の
原
作
か
ら
の
翻
訳
で
あ
る
こ

と
も
、
こ
の
よ
う
な
主
題
・
主
語
の
交
替
の
多
さ
の
原
因
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
英
語
は
、
主
語
を

一
貫
し
て
述
べ
る
よ
り
も
、
能
動
文
を
優
先
さ
せ
た
が
る
言
語
で
す
。
そ
れ
を
あ
え
て
日
本
語
に

も
持
ち
込
ん
だ
の
か
訳
者
の
真
意
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
小
学
校
の
低
学
年
に
は
、
こ
の
よ
う
に

登
場
人
物
が
複
数
い
る
場
合
、
い
ず
れ
か
の
登
場
人
物
に
主
語
・
主
題
を
統
一
し
な
い
で
、
能
動

文
で
述
べ
て
い
っ
て
で
き
ご
と
を
個
別
に
描
く
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
。」⑼
と
示
唆
し
て
い
る
。
確
か
に
、
低
学
年
児
童
の
学
習
で
は
、「
主
部
・
主
題
・
主
語
」
を

理
論
的
に
識
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
か
ら
、「
主
語
」
と
い
う
概
念
に
包
含
し
、
そ
れ
は
、
お
よ

そ
「
あ
た
ま
」
の
位
置
に
く
る
と
指
導
す
る
方
が
よ
り
現
実
的
で
あ
ろ
う
。

三　

日
本
語
文
法
学
説
（
主
語
と
述
語
と
の
関
係
）
を
踏
ま
え
た
学
習
指
導

し
か
し
、
指
導
す
る
教
師
は
、「
主
部
・
主
題
・
主
語
」
と
「
述
語
」
の
文
法
的
な
知
識
を
備

え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
学
校
文
法
は
、「
文
」
の
構
成
要
素
で
あ
る
「
文
節
」
と
い
う
言
葉

の
単
位
を
特
徴
と
す
る
。
こ
の
単
位
を
提
唱
し
た
の
は
、
学
校
文
法
の
基
盤
を
作
り
、
戦
後
国
語

教
育
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
国
語
学
者
の
橋
本
進
吉
で
あ
る
が
、「
文
を
實
際
の
言
語
と
し
て

出
來
る
だ
け
多
く
句
切
つ
た
最
短
い
一
句
切
を
私
は
假
に
文
節
と
名
づ
け
て
ゐ
る
」「
文
節
は
、

文
を
構
成
す
る
単
位
で
あ
つ
て
、
文
は
一
つ
又
は
二
つ
以
上
の
文
節
か
ら
成
立
つ
も
の
で
あ
る
」⑽

等
と
定
義
し
て
い
る
。
主
部
と
主
語
は
、「
冷

主

部

た
い|

風
が|

吹
く
。」「
風主

語が|

吹
く
。」
の
よ
う
に

文
節
数
（
主
部
は
修
飾
→

被
修
飾
の
関
係
）
の
違
い
で
あ
る
。
主
語
は
元
来
、
英
語
な
ど
印
欧
語
の
文
法
用
語
で
あ
る
。

主
語
は
基
本
的
に
名
詞
で
、
述
語
動
詞
の
示
す
動
作
や
状
態
の
主
体
を
表
す
動
作
主
ま
た
は
作
用

主
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
掲
「
か
え
る
く
ん
は
、
大
い
そ
ぎ
で　

家
へ
帰
り
ま
し
た
。
え
ん
ぴ
つ

と
紙
を
見
つ
け
ま
し
た
。」
の
原
文
は
「Frog hurried hom

e.H
e found a pencil of paper.

」

で
、
名
詞Frog

は
代
名
詞H

e

で
言
い
換
え
ら
れ
、
日
本
語
の
よ
う
に
主
語
は
省
略
さ
れ
て
い
な

い
。
英
文
の
基
本
五
文
型
の
う
ち
第
三
文
型
Ｓ
Ｖ
Ｏ
で
、
主
語
は
文
頭
に
必
ず
置
か
れ
る
。
学
校

文
法
で
は
、
主
語
が
あ
る
こ
と
が
前
提
な
の
で
、
低
学
年
に
と
っ
て
指
示
語
や
人
称
代
名
詞
の
用

法
理
解
は
難
し
い
と
し
て
も
、
英
文
と
対
照
す
る
こ
と
で
日
本
語
の
構
造
を
客
観
視
で
き
る
機
会

と
な
ろ
う
。
故
に
、
発
展
学
習
と
し
て
「
彼
は
、」
を
補
う
指
導
が
有
効
だ
と
考
え
る
。

主
題
と
主
語
に
つ
い
て
は
、
主
語
廃
止
論
を
唱
え
た
言
語
学
者
の
三
上
章
の
例
文
「
象
は
鼻
が

長
い
。」
が
参
考
に
な
る
。
三
上
は
、「
日
本
語
で
は
主
格
を
表
す
こ
と
は
格
助
詞
「
ガ
」
が
受
持

ち
、
主
題
は
係
助
詞
が
受
持
つ
と
い
う
ふ
う
に
分
担
が
は
っ
き
り
分
れ
、
し
か
も
格
助
詞
と
係
助

詞
と
は
無
関
係
（
組
合
せ
が
自
由
な
と
い
う
意
味
）
だ
か
ら
、「
主
語
」
と
い
う
用
語
を
適
用
す

べ
き
対
象
が
、
語
法
事
実
の
う
ち
に
全
然
見
つ
け
ら
れ
な
い
。」
と
説
い
た
が
、
異
論
⑾
も
あ
る
。

し
か
し
、
低
学
年
だ
と
動
物
絵
本
や
詩
人
ま
ど･

み
ち
お
作
詞
の
童
謡
「
ぞ
う
さ
ん
」
で
お
馴

染
み
な
の
で
例
文
と
し
て
違
和
感
は
な
い
。「
お
手
紙
」
で
の
言
葉
の
学
習
の
如
く
、
学
校
文
法
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六六

で
は
、「
が
」
や
「
は
」
等
の
助
詞
を
伴
っ
た
文
節
を
主
語
と
い
う
括
り
で
同
次
元
に
教
え
る
が
、

単
独
で
は
な
く
、
一
文
で
「
は
」
と
「
が
」
の
違
い
に
気
づ
き
を
促
す
に
も
最
適
な
例
文
で
あ
る
。

提
題
の
係
助
詞
「
は
」
は
、「
象
と
い
う
動
物
は
、」
と
い
う
主
題
を
提
示
し
、
格
助
詞
「
が
」
は
、

そ
の
文
中
で
動
作
や
状
態
を
表
す
主
語
（
三
上
説
で

は
主
格
）
を
示
す
と
い
う
役
割
の
違
い
で
あ
る
。

ま
た
、「
既
知
と
未
知
」⑿
や
「
仮
設
与
件
と
適
合
事
項
、
当
該
事
物
と
特
異
事
項
、
着
眼
対
象

と
着
眼
事
項
」⒀
と
い
っ
た
諸
説
が
あ
る
が
、
単
語
の
語
順
と
述
語
の
形
容
詞
「
長
い
。」
を
文
末

の
共
通
項
と
し
て
、「
は
」
と
「
が
」
の
組
み
合
わ
せ
を
試
み
る
指
導
も
有
効
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、「
象
は
鼻
が
長
い
。」「
象
が
鼻
は
長
い
。」「
象
は
鼻
は
長
い
。」「
象
が
鼻
が
長
い
。」
の

四
種
を
導
き
出
し
、「
象
は
」「
鼻
が
」
と
二
つ
主
語
が
あ
る
と
答
え
る
児
童
も
出
る
だ
ろ
う
等
の

想
定
も
し
た
上
で
、
枠
組
と
要
素
の
観
点
か
ら
最
も
自
然
だ
と
感
じ
る
文
を
選
択
さ
せ
る
。

次
に
、
単
語
の
語
順
を
入
れ
替
え
、「
鼻
は
象
が
長
い
。」「
鼻
が
象
は
長
い
。」「
鼻
は
象
は
長

い
。」「
鼻
が
象
が
長
い
。」
の
文
を
作
ら
せ
て
み
る
。
こ
の
過
程
で
言
葉
の
仕
組
み
に
つ
い
て
興

味
を
持
つ
こ
と
が
文
法
（
統
語
論
）
学
習
の
入
口
に
な
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
就
学
前
児
の

助
詞
の
獲
得
に
つ
い
て
、
助
詞
の
使
用
や
理
解
、
助
詞
に
よ
っ
て
意
味
関
係
を
理
解
す
る
過
程
、

助
詞
が
理
解
さ
れ
て
会
話
で
使
わ
れ
て
い
く
研
究
に
よ
っ
て
、「
格
助
詞
の
理
解
に
つ
い
て
主
格

か
ら
対
格
の
順
で
獲
得
が
進
む
」「
語
順
が
意
味
関
係
（
行
為
の
主
体
、
行
為
の
対
象
な
ど
、
あ

る
語
が
出
来
事
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
占
め
て
い
る
か
を
表
す
も
の
）
に
大
き
く
影
響
を

受
け
る
」
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
⒁
か
ら
で
あ
る
。
園
児
が
先
生
に
動
物
園
で
見
た
こ
と

を
、「
象
さ
ん
が
ね
、
鼻
か
ら
ね
、
水
を
出
し
た
よ
。」
と
文
節
毎
に
話
す
姿
が
思
い
出
さ
れ
る
。

文
法
知
識
と
そ
の
運
用
能
力
の
初
発
は
、
主
語
と
述
語
の
関
係
を
意
識
す
る
言
語
生
活
（
聞
く
話
す

読
む
書
く
）
に
あ
る
。
特
に
、
文
末
の
述
語
に
対
し
、
ど
の
名
詞
が
主
格
あ
る
い
は
主
語
に
な
る
か
は
、

語
順
の
原
理
に
支
え
ら
れ
、
格
標
識
と
な
る
助
詞
（
機
能
語
）
の
「
は
」
と
「
が
」
次
第
で
あ
る
。

四　

今
後
の
課
題
と
展
望

今
後
は
、
学
習
指
導
要
領
と
教
科
書
の
記
述
を
規
範
と
し
つ
つ
学
習
参
考
書
や
問
題
集
の
例
文

も
柔
軟
に
扱
う
授
業
を
如
何
に
行
う
か
が
課
題
で
あ
る
。
そ
の
際
、
品
詞
文
法
の
入
口
と
し
て
、

「
主
語
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
言
葉
を
体
言
、
述
語
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
言
葉
を
用
言
」
と
い

う
カ
テ
ゴ
リ
意
識
を
持
た
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
国
語
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
は
単
元
教
材
に

お
け
る
文
法
指
導
の
比
重
を
高
め
る
こ
と
が
論
理
的
思
考
力
の
養
成
に
繋
が
る
と
展
望
す
る
。

　

　

 

注⑴  

『
名
前
と
人
間
』（
岩
波
新
書
一
九
九
六
年
一
一
月
）
15
頁
～
16
頁

⑵  

『
言
語
の
脳
科
学　

脳
は
ど
の
よ
う
に
こ
と
ば
を
生
み
だ
す
か
』（
中
公
新
書
二
〇
〇
二
年
七
月
）116
頁
。

⑶  

国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
学
習
指
導
要
領
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」https://w

w
w
.nier.go.jp/guideline/

s22ejj/chap5.htm

に
よ
る
（
二
〇
一
九
年
一
二
月
閲
覧
）。

⑷  

井
上
敏
夫
著『
教
科
書
を
中
心
に
見
た
国
語
教
育
史
研
究
』（
渓
水
社
二
〇
〇
九
年
九
月
）433
頁
参
照
。

⑸  

児
童
言
語
研
究
会
編
『
読
め
ば
な
っ
と
く
日
本
語
文
法
』（
子
ど
も
の
未
来
社
二
〇
一
八
年
六
月
）

16
頁
～
20
頁　

文
ち
ゃ
ん
人
形

⑹  

山
口
明
穗
・
秋
本
守
英
編
『
日
本
語
文
法
大
辞
典
』（
明
治
書
院
二
〇
〇
一
年
三
月
）
に
よ
る
。

⑺  

小
学
館
辞
典
編
集
部
編『
句
読
点
、
記
号
・
符
号
活
用
辞
典
。』（
小
学
館
二
〇
〇
七
年
九
月
）に
よ
る
。

な
お
、
体
系
化
さ
れ
た
基
準
に
は
、
昭
和
21
年
に
文
部
省
教
科
書
局
調
査
課
国
語
調
査
室
が
作
成
し
た

「
く
ぎ
り
符
号
の
使
ひ
方
〔
句
読
法
〕（
案
）」
が
あ
り
、
ま
へ
が
き
に
「
く
ぎ
り
符
号
は
、
文
脈
を
あ

き
ら
か
に
し
て
文
の
読
解
を
正
し
く
か
つ
容
易
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。」
と
説
か
れ
て

い
る
。

⑻  

日
本
国
語
教
育
学
会
編
『
国
語
教
育
辞
典
』（
朝
倉
書
店
二
〇
〇
一
年
八
月
）
に
よ
る
。
本
項
目
を

執
筆
し
た
植
松
均
は
更
に
、
分
か
ち
書
き
の
方
式
を
整
理
し
て
、
次
の
三
つ
に
要
約
し
て
い
る
（
現
行

は
②
）。

①  

単
語
に
よ
る
も
の
（
単
語
方
式
）：
現
在
の
教
科
書
で
は
、
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
例
：
春 

に 

な
る 

と 

た
ん
ぽ
ぽ 

の 

花 

が 

さ
き 

ま
す
。

②  

文
節
に
よ
る
も
の
（
文
節
方
式
）：
現
在
の
小
学
校
低
学
年
用
教
科
書
で
は
、
文
節
方
式
が
採
用

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
基
準
は
、
各
教
科
書
会
社
で
作
成
し
て
い
る
が
、
原
則
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。・

「
自
立
語
（
１
語
）」
で
区
切
る
。・「
自
立
語
（
１
語
）
＋
付
属
語
」
で
区
切
る
。
こ
こ
で
自
立
語
と

は
、
１
単
位
で
１
文
節
を
形
成
す
る
語
。
付
属
語
と
は
、
単
独
で
は
文
節
に
な
り
え
ず
、
常
に
自
立

語
に
付
属
し
て
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
例
：
春
に 

な
る
と 

た
ん
ぽ
ぽ
の 

花
が 

さ
き
ま
す
。

③  

単
語
を
基
本
と
し
て
文
節
を
交
え
た
も
の
（
折
衷
式
）：
単
語
方
式
と
同
様
、
現
在
の
教
科
書
で

は
、
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
例
：
春
に 

な
る
と 

た
ん
ぽ
ぽ
の
花 

が 

さ
き
ま
す
。

⑼  

山
田
敏
弘
著
『
国
語
を
教
え
る
文
法
の
底
力
』（
く
ろ
し
お
出
版
二
〇
〇
九
年
六
月
）
40
頁
～
41
頁
。

⑽  

橋
本
進
吉
博
士
著
作
集 

第
二
冊
『
國
語
法
研
究
』（
岩
波
書
店
一
九
六
七
年
三
月
改
版
）
６
頁
。「
文

を
實
際
の
言
語
と
し
て
」
と
は
、
現
実
的
な
会
話
や
音
読
な
ど
の
音
声
言
語
を
含
む
。『
新
明
解
国
語

辞
典
』
第
七
版
（
三
省
堂
二
〇
一
七
年
三
月
）
に
は
「
文
を
、
自
然
の
息
切
れ
で
区
切
っ
た
最
小
の
単

位
」
と
あ
る
。

⑾  
藤
井
貞
和
『
日
本
文
法
体
系
』（
ち
く
ま
新
書
二
〇
一
六
年
一
一
月
）
180
頁
～
182
頁
。

⑿  

大
野
晋
『
日
本
語
の
文
法
を
考
え
る
』（
岩
波
新
書
一
九
七
八
年
七
月
）
参
照
。

⒀  

坂
野
信
彦
『
ハ
と
ガ 

助
詞
「
は
」
と
「
が
」
の
原
理
』（
ブ
イ
ツ
ー
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
二
〇
〇
六
年

四
月
）
参
照
。

⒁  

大
垣
良
美
「
助
詞
使
用
の
発
達
的
変
化 

新
版
Ｋ
式
発
達
検
査
２
０
０
１
の
項
目
「
了
解
」
を
と
お

し
て
」（
奈
良
女
子
大
学
『
人
間
文
化
研
究
科
年
報
』
第
33
号
二
〇
一
八
年
三
月
） 

に
よ
る
。
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