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一

現
代
語
で
こ
と
が
ら
を
名
詞
句
と
し
て
用
い
る
場
合
の
形
式
と
し
て「
〜
こ
と
」

と
「
〜
の
」
が
あ
る
。

（
1
）  

象
と
そ
の
飼
育
係
は
も
う
十
年
以
上
の
つ
き
あ
い
で
、
両
者
の
関
係

が
親
密
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ち
ょ
っ
と
し
た
動
作
や

目
つ
き
を
見
れ
ば
わ
か
っ
た
。 

（
村
上
春
樹
『
象
の
消
滅
』）

（
2
）  

象
と
そ
の
飼
育
係
は
も
う
十
年
以
上
の
つ
き
あ
い
で
、
両
者
の
関
係

が
親
密
な
も
の
で
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ち
ょ
っ
と
し
た
動
作
や
目

つ
き
を
見
れ
ば
わ
か
っ
た
。

（
1
）
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
名
詞
句
を
構
成
す
る
「
こ
と
」
は
「
の
」
へ
と
置
き

換
え
る
こ
と
が
基
本
的
に
可
能
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
て
み
る
。

（
3
）  

た
と
え
ば
記
事
は「
象
が
脱
走
し
た
」と
い
う
表
現
を
と
っ
て
い
た
が
、

記
事
全
体
に
目
を
通
せ
ば
象
が
脱
走
な
ん
か
し
て
い
な
い
こ
と
は
一

目
瞭
然
だ
っ
た
。 

（『
象
の
消
滅
』）

（
4
）  

記
事
全
体
に
目
を
通
せ
ば
象
が
脱
出
な
ん
か
し
て
い
な
い
の
は
一
目

瞭
然
だ
っ
た
。

（
5
）
飼
育
係
が
そ
こ
か
ら
鍵
を
盗
み
だ
す
こ
と
は
ま
ず
不
可
能
だ
っ
た
。

（
6
）
飼
育
係
が
そ
こ
か
ら
鍵
を
盗
み
だ
す
の
は
ま
ず
不
可
能
だ
っ
た
。

し
か
し
、
実
例
を
検
討
し
て
み
る
と
、
常
に
「
こ
と
」
を
「
の
」
に
置
き
換
え
る

こ
と
が
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
具
体
的
な
例
は
次
節
以
降
で
み
る
こ
と
に
す
る

が
、
本
稿
で
は
名
詞
句
を
構
成
す
る
「
こ
と
」
が
「
の
」
へ
と
置
き
換
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
、何
が
要
因
と
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を「
〜
こ
と
は
」「
〜

の
は
」
の
よ
う
に
「
こ
と
」「
の
」
が
助
詞
「
は
」
へ
と
続
く
場
合
に
つ
い
て
検

討
す
る
。二

「
〜
こ
と
は
」
の
「
こ
と
」
を
「
の
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ
る
。
こ
の
文
の
「
〜
こ
と
は
」
は
な
ぜ
「
〜
の
は
」
へ

置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
。

（
1
）  

僕
は
二
十
分
ば
か
り
そ
こ
で
彼
女
と
立
ち
話
を
し
た
が
、
彼
女
に
対

準
体
助
詞
「
の
」
の
選
択
条
件

―
「
こ
と
」
と
の
置
き
換
え

―
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三
八

し
て
好
意
を
抱
い
て
は
い
け
な
い
と
い
う
理
由
は
ひ
と
つ
と
し
て
み

つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

×
（
2
）  
僕
は
二
十
分
ば
か
り
そ
こ
で
彼
女
と
立
ち
話
を
し
た
が
、
彼
女
に
対

し
て
好
意
を
抱
い
て
は
い
け
な
い
と
い
う
理
由
は
ひ
と
つ
と
し
て
み

つ
け
る
の
は
で
き
な
か
っ
た
。

ま
ず
、
文
の
要
素
で
あ
る
「
ひ
と
つ
と
し
て
」
に
つ
い
て
注
目
す
る
。「
ひ
と
つ

と
し
て
」
は
陳
述
副
詞
的
な
要
素
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
文
の
中
に
陳
述
副
詞
的
な

要
素
が
存
在
す
る
場
合
、「
〜
こ
と
は
」
を
「
〜
の
は
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。（
1
）
を
簡
略
化
す
る
。
そ
の
際
、「
〜
理
由
は
」
の

「
は
」
を
「
を
」
に
置
き
換
え
る
と
、

（
3
）
僕
は
そ
の
理
由
を4

ひ
と
つ
と
し
て
み
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

と
な
る
。
こ
の
「
〜
こ
と
は
」
を
「
〜
の
は
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

×
（
4
）
僕
は
そ
の
理
由
を4

ひ
と
つ
と
し
て
み
つ
け
る
の
は
で
き
な
か
っ
た
。

ま
た
、「
ひ
と
つ
と
し
て
」
を
取
り
除
い
て
も
、
置
き
換
え
は
で
き
な
い
。

（
5
）
僕
は
そ
の
理
由
を
み
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

×
（
6
）
僕
は
そ
の
理
由
を
み
つ
け
る
の
は
で
き
な
か
っ
た
。

従
っ
て
、陳
述
副
詞
的
な
要
素
の
有
無
は
「
の
」
へ
の
置
き
換
え
に
関
係
が
な
い
。

次
に
、
述
語
に
注
目
す
る
。（
6
）
の
文
は
述
語
を
置
き
換
え
る
と
用
い
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
が
あ
る
。
置
き
換
え
可
能
な
例
文
を
挙
げ
る
。

（
7
）
僕
は
そ
の
理
由
を
み
つ
け
る
こ
と
は
容
易
だ
っ
た
。

◯
（
8
）
僕
は
そ
の
理
由
を
み
つ
け
る
の
は
容
易
だ
っ
た
。

（
9
）
僕
は
そ
の
理
由
を
み
つ
け
る
こ
と
は
簡
単
だ
っ
た
。

◯
（
10
）
僕
は
そ
の
理
由
を
み
つ
け
る
の
は
簡
単
だ
っ
た
。

（
11
）
僕
は
そ
の
理
由
を
み
つ
け
る
こ
と
は
無
理
だ
っ
た
。

◯
（
12
）
僕
は
そ
の
理
由
を
み
つ
け
る
の
は
無
理
だ
っ
た
。

（
13
）
僕
は
そ
の
理
由
を
み
つ
け
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
。

◯
（
14
）
僕
は
そ
の
理
由
を
み
つ
け
る
の
は
不
可
能
だ
っ
た
。

注
目
し
た
い
の
は
（
14
）
の
述
語
「
不
可
能
だ
っ
た
」
で
あ
る
。「
不
可
能
」
と
「
で

き
な
い
」
と
は
語
義
と
し
て
は
ほ
ぼ
等
し
い
。
し
か
し
、（
6
）
は
置
き
換
え
が

可
能
で
な
く
、（
14
）
は
可
能
で
あ
る
。
両
者
の
違
い
と
し
て
、
語
彙
の
種
類
の

違
い
が
考
え
ら
れ
る
。
前
者
が
和
語
、後
者
が
漢
語
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、

和
語
の
場
合
で
も
自
然
な
文
に
な
る
場
合
が
あ
る
。

（
15
）
僕
は
そ
の
理
由
を
み
つ
け
る
の
は
難
し
い
。

従
っ
て
、
語
彙
の
種
類
の
差
異
が
直
接
、
置
き
換
え
の
可
否
に
反
映
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。

（
6
）
と
（
14
）
の
差
は
、
文
全
体
の
中
で
考
え
た
方
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
14
）
の
文
は
、「
僕
」
が
「
そ
の
理
由
を
み
つ
け
る
」
と
い
う
こ
と
が
事
実
と
し

て
あ
り
得
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
こ
と
が
ら
が
事
実
で
あ
る
こ
と
の
実
現

可
能
性
へ
の
評
価
を
言
い
表
し
た
文
で
あ
る
。（
8
）（
10
）（
12
）（
15
）
の
場
合

も
「
容
易
だ
っ
た
／
簡
単
だ
っ
た
／
無
理
だ
っ
た
／
難
し
い
」
に
よ
っ
て
こ
と
が

ら
の
実
現
可
能
性
の
評
価
（
易
／
不
可
能
／
難
な
ど
）
を
表
し
て
い
る
点
で

（
14
）
と
共
通
す
る
。
な
ら
ば
、「
〜
こ
と
は
」
の
「
〜
こ
と
」
が
実
現
可
能
性
の

評
価
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
ら
を
表
す
場
合
に
の
み
「
〜
の
は
」
へ
の
置
き
換
え

が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
る
と
、（
6
）
は
「
〜
の
」
が
、
そ
う
い
っ

た
対
象
を
表
さ
な
い
た
め
、
不
自
然
な
文
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。「
〜
こ
と
は
」

の
形
式
の
文
（
13
）
と
（
5
）
で
、
二
つ
の
文
の
違
い
を
比
較
し
て
み
る
。
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（
13
）
飼
育
係
は
鍵
を
盗
み
だ
す
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
。

（
5
）
飼
育
係
は
鍵
を
盗
み
だ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

（
13
）
で
「（
飼
育
係
が
）
鍵
を
盗
み
だ
す
」
こ
と
を
不
可
能
で
あ
る
と
判
断
を
下

す
の
は
話
し
手
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
の
文
は
話
し
手
が
「
鍵
を
盗
み
だ
す
」

と
い
う
行
為
の
実
現
可
能
性
へ
の
評
価
（
可
能
か
、
不
可
能
か
）
を
言
い
表
し
た

文
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、（
5
）
の
文
は
主
語
「
飼
育
係
」
の
行
動
を

表
し
た
文
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
鍵
を
盗
み
出
す
」
こ
と
は
こ
と
が
ら
の
一
部
を

表
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
二
つ
の
文
に
は
あ
る
こ
と
が
ら
の
実
現
可
能
性
へ
の

評
価
を
表
す
文
か
、
純
粋
に
こ
と
が
ら
を
表
す
文
か
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
そ

し
て
、純
粋
に
こ
と
が
ら
を
表
す
文
の
、そ
の
こ
と
が
ら
の
一
部
を
構
成
す
る
「
こ

と
」
が
「
〜
こ
と
は
」
の
形
式
で
用
い
ら
れ
る
場
合
、「
〜
の
は
」
へ
の
置
き
換

え
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
次
の
置
き
換
え
が
不
可
で
あ
る
こ
と
は
ど
の
よ
う

に
説
明
さ
れ
る
か
。

（
16
）
彼
は
百
メ
ー
ト
ル
を
十
秒
で
走
る
こ
と
は
で
き
る
。

×
（
17
）
彼
は
百
メ
ー
ト
ル
を
十
秒
で
走
る
の
は
で
き
る
。

こ
の
文
で
は
「
〜
こ
と
は
で
き
る
」
の
形
を
と
っ
て
お
り
、
表
面
上
（
5
）
に
近

い
。
だ
が
、
こ
の
文
に
お
い
て
「
で
き
る
」
は
語
「
こ
と
」
と
併
さ
っ
て
「
能
力

が
あ
る
」
と
い
う
意
味
を
表
す
形
式
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
文
は
主
語

「
彼
」
の
実
際
の
動
作
（
た
だ
、
純
粋
に
こ
と
が
ら
）
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
こ
の
文
は
、
彼
に
は
百
メ
ー
ト
ル
を
十
秒
で
走
る
能
力
が
あ
る
と
い
う
こ

と
を
表
し
た
文
な
の
で
あ
る
。（
16
）
の
「
こ
と
が
で
き
る
」
は

（
18
）
彼
は
百
メ
ー
ト
ル
を
十
秒
で
走
る
能
力
が
あ
る
。

と
同
様
の
意
味
を
表
す
文
と
な
っ
て
い
る
。（
16
）
に
お
い
て
、「
こ
と
」
は
そ
の

前
の
部
分
「
百
メ
ー
ト
ル
を
十
秒
で
走
る
」
と
と
も
に
名
詞
句
を
構
成
す
る
よ
り

も
、「
で
き
る
（
〜
こ
と
は
で
き
る
）」
と
と
も
に
「
能
力
が
あ
る
」
と
い
う
意
味

を
表
す
形
式
と
し
て
働
く
こ
と
に
自
身
の
文
法
性
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

の
「
こ
と
」
は
純
粋
に
コ
ト
名
詞
句
を
構
成
す
る
こ
と
に
働
い
て
い
な
い
。
従
っ

て
、「
〜
の
は
」
に
置
き
換
え
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、（
6
）（
17
）
の
「
〜
の
は
」
の

名
詞
句
が
成
立
し
な
い
の
は
「
〜
こ
と
」
が
純
粋
に
こ
と
が
ら
を
表
す
コ
ト
名
詞

句
を
構
成
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
純
粋
な
コ
ト
名
詞
句
を
構
成
し
な
い

場
合
の
「
こ
と
」
が
「
〜
こ
と
は
」
の
形
式
で
用
い
ら
れ
る
場
合
、「
〜
の
は
」

へ
の
置
き
換
え
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

三

次
の
「
〜
こ
と
は
」
も
「
〜
の
は
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
1
）
町
の
為
に
す
べ
き
こ
と
は
多
々
あ
る
。

×
（
2
）
町
の
為
に
す
べ
き
の
は
多
々
あ
る
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
考
え
る
。
ま
ず
、「
の
」
が
下
接
し
て
い
る
「
べ
き
」
が
あ

る
た
め
、
置
き
換
え
が
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。「
べ
き
」
は

大
き
く
は
推
量
系
の
助
動
詞
の
中
に
位
置
づ
け
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
他
の
推
量
系

の
助
動
詞
の
場
合
、
置
き
換
え
が
可
能
か
ど
う
か
。

（
3
）
町
の
為
に
す
る
ら
し
い
こ
と
は
多
々
あ
る
。

×
（
4
）
町
の
為
に
す
る
ら
し
い
の
は
多
々
あ
る
。



山　

村　

仁　

朗

四
〇

（
5
）
町
の
為
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
多
々
あ
る
。

×
（
6
）
町
の
為
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
多
々
あ
る
。

こ
れ
ら
の
結
果
を
み
る
と
、「
こ
と
」
が
推
量
系
の
助
動
詞
に
下
接
す
る
場
合
、「
〜

こ
と
は
」
を
「
〜
の
は
」
へ
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
規
則
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

（
7
）
外
で
雨
が
降
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
は
わ
か
る
。

○
（
8
）
外
で
雨
が
降
っ
て
い
る
ら
し
い
の
は
わ
か
る
。

（
9
）
外
で
雨
が
降
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
は
わ
か
る
。

○
（
10
）
外
で
雨
が
降
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
は
わ
か
る
。

の
よ
う
に
助
動
詞
に
下
接
す
る
場
合
で
も
「
〜
こ
と
は
」
を
「
〜
の
は
」
に
置
き

換
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
た
め
、
こ
の
規
則
は
成
り
立
た
な
い
。
ま
た
同
じ
助

動
詞
に
下
接
す
る
場
合
で
も
置
き
換
え
が
可
能
な
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ

る
（
上
記
の
例
文
で
あ
れ
ば
「
ら
し
い
」）。
推
量
系
の
助
動
詞
に
下
接
す
る
こ
と

は
置
き
換
え
の
可
否
の
直
接
の
要
因
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、「
べ

き
」
を
取
り
除
く
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
11
）
町
の
為
に
す
る
こ
と
は
多
々
あ
る
。

×
（
12
）
町
の
為
に
す
る
の
は
多
々
あ
る
。

次
に
、
述
語
に
つ
い
て
み
る
と
、
い
わ
ゆ
る
分
裂
文
の
場
合
、「
〜
の
は
」
に

置
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

（
13
）
町
の
為
に
す
べ
き
こ
と
は
赤
字
を
解
消
す
る
こ
と
だ
。

（
14
）
町
の
為
に
す
べ
き
な
の
は
赤
字
を
解
消
す
る
こ
と
だ
。

こ
の
場
合
、
厳
密
に
は
「
〜
な
の
は
」
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
意
味
的
に

は
「
〜
こ
と
は
」
と
同
様
で
あ
り
、「
〜
こ
と
は
」
の
置
き
換
え
と
考
え
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、「
〜
こ
と
は
」
を
そ
の
ま
ま
「
〜
の
は
」
に
置
き
換
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

×
（
15
）
町
の
為
に
す
べ
き
の
は
赤
字
を
減
ら
す
こ
と
だ
。

（
2
）
の
文
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
は
述
語
の
性
質
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
述
語
の
性
質
に
つ
い
て
検
討
す
る
。「
〜
す
べ
き
こ
と
は
」の
場
合
、

次
の
よ
う
な
述
語
が
可
能
で
あ
る
。

（
16
）
町
の
為
に
す
べ
き
こ
と
は
み
ん
な
で
し
よ
う
！

（
17
）
町
の
為
に
す
べ
き
こ
と
は
や
る
べ
き
だ
。

（
18
）
町
の
為
に
す
べ
き
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
文
を
「
〜
の
は
」
に
置
き
換
え
可
能
か
否
か
を
確
認
す
る
と
、

×
（
19
）
町
の
為
に
す
べ
き
な
の
は
み
ん
な
で
し
よ
う
！

×
（
20
）
町
の
為
に
す
べ
き
な
の
は
や
る
べ
き
だ
。

◯
（
21
）
町
の
為
に
す
べ
き
な
の
は
わ
か
っ
て
い
る
。

と
な
る
。
前
の
二
つ
の
文
と
最
後
の
文
の
置
き
換
え
の
可
否
の
違
い
は
「
〜
こ
と

は
」
の
「
こ
と
」
が
構
成
す
る
名
詞
句
の
意
味
の
違
い
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
前
の
二
つ
の
「
町
の
為
に
す
べ
き
こ
と
」
と
は
「
み
ん
な
で
す
る
」
べ

き
行
為
4

4

、「
や
る
べ
き
」
行
為
4

4

を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
「
こ
と
」
は
語
「
行

為
」
に
置
き
換
え
て
も
意
味
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

（
22
）
町
の
為
に
す
べ
き
行
為
は
み
ん
な
で
し
よ
う
！

（
23
）
町
の
為
に
す
べ
き
行
為
は
や
る
べ
き
だ
。

一
方
、
後
者
の
「
町
の
為
に
す
べ
き
こ
と
」
も
同
様
に
、
行
為
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
の
場
合
、
同
様
の
置
き
換
え
が
可
能
で
あ
る
。

（
24
）
町
の
為
に
す
べ
き
行
為
は
わ
か
っ
て
い
る
。
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し
か
し
、
こ
の
文
の
「
町
の
為
に
す
べ
き
こ
と
」
は
話
し
手
が
「
あ
る
行
為
を
町

の
為
に
す
べ
き
だ
。」
と
判
断
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
判
断
し
た
こ
と
が
ら
を
名
詞
句
で
表
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

（
25
）
町
の
為
に
は
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
。

と
同
義
の
文
と
す
る
理
解
で
あ
る
。
つ
ま
り
、（
18
）は
二
義
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
後
者
の
意
味
で
こ
の
文
を
理
解
す
る
と
き
、「
〜
の
は
」
へ
の
置
き
換
え
が

可
能
と
な
る
。

×
（
26
）
町
の
為
に
す
べ
き
な
の
（
＝
行
為
）
は
わ
か
っ
て
い
る

◯
（
27
）
町
の
為
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
は
わ
か
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
、
当
該
の
「
〜
こ
と
は
」
の
文
に
戻
る
と
、

（
2
）
町
の
為
に
す
べ
き
こ
と
は
多
々
あ
る
。

こ
の
文
の
「
町
の
為
に
す
べ
き
こ
と
」
と
は
行
為
を
表
し
て
お
り
、
こ
の
文
は
そ

の
行
為
が
複
数
あ
る
こ
と
を
言
い
表
し
た
文
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
文
を
「
〜

の
は
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
形
式
名
詞
「
こ
と
」
で
構
成
す
る
名
詞
句
に
は
少

な
く
と
も
行
為
を
表
す
場
合
と
純
粋
に
こ
と
が
ら
を
表
す
場
合
が
あ
り
、
こ
と
が

ら
を
表
す
場
合
に
限
っ
て
、「
〜
こ
と
は
」
の
形
式
を
「
〜
の
は
」
に
置
き
換
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四本
稿
で
は
名
詞
句
を
構
成
す
る
「
こ
と
」
が
「
の
」
へ
と
置
き
換
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
の
要
因
に
つ
い
て
、
助
詞
「
は
」
に
続
く
形
式
の
場
合
の
検
討
を

行
っ
た
。
そ
の
中
で
、
二
つ
の
要
因
が
確
認
で
き
た
。
一
つ
は
「
こ
と
」
が
名
詞

句
を
構
成
す
る
こ
と
以
外
の
面
で
自
身
の
働
き
を
発
揮
し
た
場
合
に
「
の
」
へ
と

置
き
換
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
コ
ト
名
詞
句
を
構
成

す
る
こ
と
に
働
く
が
、そ
の
名
詞
句
が
純
粋
に
こ
と
が
ら
の
み
を
表
さ
な
い
場
合
、

置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
こ
と

は
「
こ
と
」
が
構
成
す
る
名
詞
句
が
純
粋
に
こ
と
が
ら
の
み
を
表
さ
な
い
場
合
に

「
の
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
考
え

ら
れ
る
こ
と
と
し
て
、
コ
ト
名
詞
句
を
構
成
す
る
「
こ
と
」
と
「
の
」
と
は
常
に

置
き
換
え
可
能
な
わ
け
で
は
な
く
、
両
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ
表
す
こ
と
の
で
き
る
範

囲
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
両
者
が
置
き
換
え
可
能
な
場
合
と

は
純
粋
に
こ
と
が
ら
を
構
成
し
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
そ
れ
が
両
者
に
共
通
す
る

意
味
と
い
え
よ
う
。「
の
」
が
構
成
す
る
名
詞
句
は
純
粋
な
こ
と
が
ら
だ
け
を
表

す
の
か
、
そ
れ
と
も
「
こ
と
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
独
自
の
意
味
領

域
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
は
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し

た
い
。

今
回
、「
〜
こ
と
は
」
と
「
〜
の
は
」
と
い
う
場
合
に
限
っ
て
検
討
し
て
き
た
が
、

「
こ
と
」と「
の
」と
の
置
き
換
え
に
つ
い
て
既
に
い
く
つ
も
の
先
行
研
究
が
あ
り
、

多
く
の
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る（
1
）。
し
か
し
、
置
き
換
え
の
規
則

は
「
〜
こ
と
が
／
〜
の
が
」「
〜
こ
と
を
／
〜
の
を
」「
〜
こ
と
に
／
〜
の
に
」
な

ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
応
じ
て
さ
ら
に
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る（
2
）。
論

者
は
以
前
、「
雨
が
降
っ
て
い
る
の
だ
。」
の
よ
う
に
準
体
助
詞
な
い
し
は
形
式
名

詞「
の
」を
用
い
た
複
合
形
式「
の
だ
」の
文
法
性
に
つ
い
て
検
討
し
た（
3
）。「
の
」
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を
構
成
要
素
し
て
持
つ
複
合
形
式
に
は
「
〜
の
か
／
〜
の
か
も
し
れ
な
い
／
〜
の

に
ち
が
い
な
い
」
の
述
語
形
式
、「
〜
の
に
／
〜
の
で
」
の
接
続
形
式
な
ど
が
あ
る
。

今
回
扱
っ
た
「
〜
の
は
」
は
一
般
に
こ
れ
ら
の
諸
形
式
ほ
ど
に
は
複
合
形
式
と
し

て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
形
式
と
「
〜
の
は
」
と
が
何
ら

か
に
関
連
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
に
基
づ
き
、
本
稿
で

は
「
〜
の
は
」
を
「
の
」
を
構
成
要
素
と
し
て
持
つ
複
合
形
式
の
一
つ
と
し
て
取

り
上
げ
て
考
察
を
行
っ
た
。
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９
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