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【
エ
ッ
セ
イ
】

類
義
動
詞
管
見

―
辞
苑
閑
話
・
九

―

工　

藤　

力　

男

恐
怖
の
ト
・
バ
・
タ
ラ

前
世
紀
の
後
半
、
中
曽
根
内
閣
は
、
世
紀
末
ま
で
に
日
本
へ
の
留

学
生
を
十
万
人
に
す
る
計
画
を
発
表
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
語

教
育
界
が
活
気
づ
き
、
特
に
類
義
語
の
研
究
が
活
発
化
し
て
様
々
の

成
果
が
世
に
で
た
。
そ
れ
は
、
日
本
語
教
師
と
よ
ば
れ
る
人
た
ち
だ

け
で
は
な
く
、
日
本
語
学
の
研
究
者
や
、
日
本
語
に
関
心
を
も
つ
一

般
人
か
ら
も
注
目
さ
れ
た
。

そ
の
早
い
成
果
は
、
柴
田
武
ら
に
よ
る
『
こ
と
ば
の
意
味
』（1976　

平
凡
社
）
で
あ
っ
た
。
本
書
は
、
こ
れ
を
手
始
め
に
十
六
年
ほ
ど
の

間
に
3
ま
で
刊
行
さ
れ
た
。
森
田
良
行
『
基
礎
日
本
語
』（1977　
角

川
小
辞
典
）
も
、
こ
れ
と
雁
行
す
る
よ
う
に
十
七
年
間
に
3
ま
で
出

た
。
こ
の
二
書
は
、
共
著
と
単
著
と
い
う
違
い
の
ほ
か
に
も
差
が

あ
っ
て
補
い
あ
う
書
だ
と
い
え
る
。
前
者
は
、
取
り
あ
げ
た
語
数
は

少
な
い
が
、
記
述
が
平
易
な
の
で
、
小
学
校
の
国
語
教
科
書
の
教
材

に
も
採
用
さ
れ
た
と
い
う
。

わ
た
し
は
日
本
語
教
育
の
経
験
は
乏
し
い
が
、
壮
年
期
以
来
そ
の

周
辺
を
さ
す
ら
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
耳
に
し
た
の
が
、
教
師

間
で
の
「
恐
怖
の
ト
・
バ
・
タ
ラ
」
と
い
う
つ
ぶ
や
き
で
あ
る
。
い

ず
れ
も
条
件
節
を
主
節
に
つ
な
ぐ
接
続
助
詞
で
あ
る
が
、
そ
の
使
い

わ
け
の
説
明
に
窮
す
る
こ
と
が
多
く
、
外
国
人
か
ら
の
質
問
が
こ
わ

い
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
難
し
い
。
日
本
人
は
そ
の
こ
と
に

気
づ
か
ず
に
用
い
て
い
る
け
れ
ど
、
立
ち
ど
ま
っ
て
考
え
た
ら
、
誰

し
も
迷
う
に
違
い
な
い
。
そ
の
例
を
示
し
て
み
よ
う
。

そ
の
ホ
テ
ル
は
、
先
の
角
を
右
へ
《
①
曲
が
る
と
、
②
曲
が
れ
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ば
、
③
曲
が
っ
た
ら
、》
す
ぐ
で
す
よ
。

た
か
が
日
本
語
と
思
う
の
だ
が
、
意
外
に
手
ご
わ
い
。
こ
れ
を
手
際

よ
く
説
明
し
お
お
せ
る
人
は
多
く
は
あ
る
ま
い
。
と
に
か
く
盛
ん
に

議
論
さ
れ
て
き
て
、
研
究
成
果
も
膨
大
で
あ
る
。

厄
介
な
こ
と
に
、
少
し
異
質
で
悩
ま
し
い
「
な
ら
」
も
あ
る
。
そ

の
一
例
を
、
ち
く
ま
文
庫
『
ケ
ル
ト
の
薄
明
』
か
ら
ひ
く
。

妖
精
の
「
ど
ん
な
種
族
」
に
も
「
女
王
と
道
化
」
が
お
り
、
普

通
の
妖
精
に
触
れ
ら
れ
る
な
ら
治
る
が
、
女
王
か
道
化
に
触
れ

ら
れ
た
ら
決
し
て
治
ら
な
い
。（p.195
）

対
照
的
な
条
件
節
な
の
に
接
続
助
詞
が
異
な
る
。
あ
え
て
変
化
を

狙
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
「
な
ら
」
を
加
え
て
、「
恐
怖

の
ト
・
バ
・
タ
ラ
、
そ
し
て
、
ナ
ラ
」
と
い
う
べ
き
だ
、
と
わ
た
し

は
考
え
て
い
る
。
近
年
の
研
究
や
解
説
は
こ
れ
を
加
え
て
説
か
れ
る

の
が
一
般
で
あ
る
。

次
節
か
ら
本
題
に
は
い
る
が
、
文
字
ど
お
り
細
い
管
の
す
き
ま
か

ら
見
た
類
義
動
詞
の
幾
組
か
に
つ
い
て
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
が
主

目
的
で
、
決
定
的
な
解
明
を
め
ざ
す
も
の
で
は
な
い
。

燃
え
る
・
焼
け
る

日
常
よ
く
使
う
二
つ
の
動
詞
で
あ
る
が
、
そ
の
違
い
を
説
明
す
る

の
は
意
外
に
難
し
い
。
初
め
に
標
目
の
動
詞
の
他
動
詞
形
「
燃
や

す
」「
焼
く
」
の
用
例
を
見
る
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
か
ら
逃
れ
た
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
難
民
キ
ャ
ン
プ
で

く
ら
す
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
の
子
ら
に
、
ユ
ニ
セ
フ
が
自
由
に
か
か
せ
た
と

い
う
絵
が
朝
日
新
聞
に
の
っ
た
（2017.11.12

）。
そ
れ
に
関
す
る
記

者
の
説
明
に
、「
燃
や
さ
れ
る
家
々
」「
少
年
は
家
を
焼
か
れ
て
逃

げ
」「
家
が
焼
か
れ
る
様
子
」
が
み
え
る
。
こ
こ
に
「
燃
や
す
」
と

「
焼
く
」
を
使
い
わ
け
た
の
は
何
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。

十
五
年
前
の
八
月
、
広
島
の
原
爆
記
念
公
園
で
折
り
鶴
へ
の
放
火

事
件
が
あ
っ
た
。
朝
、
火
が
で
て
い
る
の
を
通
行
人
が
み
つ
け
て
通

報
し
た
の
だ
と
い
う
。
朝
日
新
聞
に
は
、「
折
り
鶴
14
万
羽
焼
け
る
」

の
見
出
し
の
記
事
に
「
約
14
万
羽
の
折
り
鶴
が
燃
え
、
保
管
施
設
が

焦
げ
て
ガ
ラ
ス
が
割
れ
る
な
ど
し
た
。」
と
で
た
（2003.8.1

夕
刊
）。

記
事
は
、
現
場
を
み
て
い
る
よ
う
な
記
述
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
見

出
し
は
証
言
に
距
離
を
お
い
た
表
現
で
あ
る
。

昨
年
十
二
月
十
七
日
、
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
で
昼
火
事
が
あ
っ

た
。
そ
の
宵
の
七
時
、
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
建
物
の
ど
こ
そ
こ

が
「
激
し
く
燃
え
て
い
る
」
と
報
じ
た
。
翌
朝
の
ラ
ジ
オ
は
「
燃
え

て
い
る
」
の
ほ
か
、
終
り
際
に
、
外
階
段
が
「
焼
け
て
い
る
」
も

あ
っ
た
。
ど
こ
そ
こ
は
「
外
階
段
」
だ
っ
た
の
だ
。
産
經
新
聞
の
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「
燃
え
方
が
激
し
か
っ
た
２
・
３
階
の
焼
け
跡
を
中
心
に
調
べ
た
」

は
、
目
撃
証
言
を
取
り
こ
ん
だ
記
述
で
あ
る
。

か
か
る
報
道
が
難
し
い
の
は
、
昼
火
事
は
目
撃
者
が
多
く
て
、
報

道
文
に
そ
の
証
言
が
干
渉
す
る
か
ら
だ
ろ
う
。
混
同
を
さ
け
る
た
め

に
は
、
こ
の
二
語
の
基
本
的
な
語
義
を
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ

る
。「

も
え
る
」
の
基
本
義
を
簡
潔
に
記
述
す
る
『
岩
波
国
語
辞
典
』

は
「
①
火
に
な
っ
て
炎
が
立
つ
」
と
し
、『
明
鏡
国
語
辞
典
』
の
「
物

に
火
が
つ
い
て
炎
が
上
が
る
」、『
こ
と
ば
の
意
味
１
』
の
「
勢
い

よ
く
炎
が
あ
が
る
」
も
こ
れ
に
近
い
。「
炎
」
に
着
目
し
た
こ
れ
ら

の
記
述
は
、『
新
明
解
国
語
辞
典
』
が
用
例
に
あ
げ
た
「
か
げ
ろ
う

が
―
〔
＝
ゆ
ら
ゆ
ら
と
立
ち
の
ぼ
る
〕」
に
よ
っ
て
確
か
に
支
持
さ

れ
る
だ
ろ
う
。

本
稿
執
筆
中
の
三
月
八
日
、
日
本
經
濟
新
聞
の
山
折
哲
雄
「
私
の

履
歴
書
」
⑧
に
、
昭
和
廿
年
八
月
十
日
の
花
巻
空
襲
を
、「
宮
沢
賢

治
の
生
家
も
友
人
た
ち
の
家
も
焼
け
落
ち
た
」「
な
ぜ
い
っ
し
ょ
に

燃
え
な
か
っ
た
の
か
と
疑
い
」「
花
巻
が
燃
え
た
日
か
ら
」「
花
巻
の

燃
え
た
日
の
記
憶
」
と
か
い
て
い
る
。
間
近
に
み
た
炎
の
印
象
の
強

さ
が
、「
燃
え
」
つ
づ
け
る
さ
ま
に
着
眼
し
た
表
現
を
選
ば
せ
た
の

だ
ろ
う
。

一
方
の
「
や
け
る
」
の
語
義
記
述
は
事
情
が
か
わ
る
。『
岩
波
国

語
辞
典
』
が
①
の
㋐
に
「
火
で
燃
え
る
」
と
し
、『
明
鏡
国
語
辞
典
』

も
「
火
が
つ
い
て
燃
え
る
。
ま
た
、
燃
え
て
な
く
な
る
。」
と
す
る

の
は
、「
焼
け
る
⇄
燃
え
る
」
の
循
環
記
述
で
あ
る
。

「
や
け
る
」
に
つ
い
て
、『
新
明
解
国
語
辞
典
』
が
「
火
な
ど
で
強

く
熱
せ
ら
れ
た
物
が
・
変
形
（
変
質
）
し
て
、
元
と
違
っ
た
状
態
に

な
る
。」
と
し
、
加
え
て
「
結
果
を
問
題
に
す
る
言
い
方
」
と
括
弧

書
き
す
る
。
こ
の
記
述
に
注
目
し
、
こ
の
二
動
詞
に
「
て
い
る
」
を

下
接
さ
せ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

サ
ン
マ
が
焼
け
て
い
る
。
＝
結
果
相

ゴ
ミ
箱
が
燃
え
て
い
る
。
＝
継
続
相

こ
の
二
動
詞
は
確
か
に
類
義
語
で
は
あ
る
が
、
テ
イ
ル
形
は
ア
ス
ペ

ク
ト
が
異
な
り
、「
焼
け
て
い
る
」
は
完
了
し
た
結
果
に
着
目
し
た

表
現
、「
燃
え
て
い
る
」
は
継
続
す
る
事
態
に
注
目
し
た
表
現
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
ふ
つ
う
「
焼
け
跡
」
と
は
い
う
が
、「
燃
え
跡
」

と
は
い
わ
な
い
の
は
、
そ
う
し
た
意
味
の
違
い
が
反
映
し
て
い
る
。

火
事
の
目
撃
者
が
報
道
機
関
に
伝
え
る
際
、
ま
さ
に
眼
前
に
み
た

「
燃
え
る
さ
ま
」
を
語
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
き
い
た
側
が
生
々

し
さ
を
伝
え
る
た
め
に
、
直
接
「
燃
え
る
」
を
用
い
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
る
だ
ろ
う
。
正
確
な
報
道
の
た
め
に
は
、「
燃
え
る
」「
焼
け
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る
」
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。

国
立
国
語
研
究
所
『
動
詞
の
意
味
・
用
法
の
記
述
的
研
究
』（
秀
英

出
版　

1972
）
の
「
も
す
、
も
や
す
／
や
く
／
（
く
す
べ
る
）
／
こ

が
す
」
の
項
の
用
例
の
傍
線
部
は
不
審
で
あ
る
。

ま
ず
「
も
や
す
」
は
、
い
ち
ば
ん
勢
い
が
い
い
。
単
に
熱
す

る
だ
け
で
な
く
、
対
象
を
な
く
し
て
し
ま
う
ば
あ
い
に
つ
か
わ

れ
る
。

〇
手
の
冷
た
く
成
つ
た
時
な
ど
に
は
彼
は
そ
こ
ら
の
木
を
聚

め
て
燃
や
す
。（
土
・
上　

105

）

こ
の
例
文
に
お
け
る
動
作
の
目
的
は
、
ひ
え
た
手
を
暖
め
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
木
を
な
く
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
適
切
な
用
例

と
は
い
え
な
い
。

右
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、「
燃
や
す
」
は
対
象
の
消
滅
が
目
的

の
ば
あ
い
も
あ
る
の
で
、
例
え
ば
裏
帳
簿
を
処
分
す
る
た
め
に
「
燃

や
し
」、
自
治
体
が
ゴ
ミ
を
「
燃
え
る
」「
燃
え
な
い
」
に
分
別
す
る

の
は
理
に
適
っ
て
い
る
。

下
り
る
・
下
が
る

今
、
毎
日
の
天
気
に
関
す
る
情
報
は
、
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
・
ネ
ッ

ト
と
多
彩
か
つ
頻
繁
で
あ
る
。

わ
た
し
の
日
常
生
活
で
は
、
昼
食
後
の
腹
休
め
に
テ
レ
ビ
の
前
に

坐
る
こ
と
が
多
い
。
異
常
気
象
の
平
常
化
が
懸
念
さ
れ
る
当
今
、

T
B
S
系
の
番
組
「
ひ
る
お
び
」
で
は
、
気
象
予
報
士
の
森
朗
さ

ん
が
様
々
な
細
工
物
を
持
ち
こ
ん
で
解
説
す
る
。
そ
の
細
工
物
は
素

朴
な
の
で
椿
事
が
起
り
や
す
く
、
そ
れ
に
絡
む
恵
俊
彰
キ
ャ
ス
タ
ー

と
の
や
り
と
り
が
お
も
し
ろ
い
。

昨
年
十
月
九
日
の
月
曜
日
、
週
の
後
半
以
降
の
天
候
に
つ
い
て
森

さ
ん
は
、
秋
雨
前
線
が
「
お
り
る
」
と
予
想
し
た
。
恵
さ
ん
も
復
唱

す
る
よ
う
に
「
お
り
る
」
と
応
じ
た
。
森
さ
ん
は
な
お
二
回
「
お
り

る
」
と
い
っ
た
が
、
恵
さ
ん
の
言
葉
は
「
下
が
る
」
で
あ
っ
た
。
同

月
十
二
日
の
朝
、
そ
の
前
線
の
動
き
に
つ
い
て
、
N
H
K
テ
レ
ビ

の
名
古
屋
か
ら
の
放
送
で
は
「
前
線
が
南
へ
下
が
っ
て
」
が
一
度
、

「
南
下
し
て
」
が
二
度
き
か
れ
た
。
か
か
る
動
き
を
、
森
予
報
士
は

た
い
て
い
「
下
り
る
」
と
い
う
。

い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
こ
の
表
現
が
気
に
な
っ
て
い
た
。
廿
歳
ま

で
秋
田
市
で
育
っ
た
わ
た
し
の
気
象
に
関
す
る
情
報
源
は
ラ
ジ
オ
で

あ
っ
た
。
特
に
冬
の
気
象
に
つ
い
て
、
シ
ベ
リ
ア
か
ら
の
寒
気
が
近

づ
く
こ
と
に
神
経
質
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
昔
そ
れ
を
ど
う
表

現
し
て
い
た
か
定
か
で
は
な
い
が
、
脳
裏
に
は
「
冷
た
い
空
気
が
下

り
て
く
る
」
と
記
憶
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
は
そ
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れ
が
き
か
れ
な
く
な
っ
た
。

自
分
の
記
憶
違
い
な
の
か
、
勝
手
な
思
い
こ
み
な
の
か
し
り
た
い

と
思
っ
て
、
気
象
関
係
の
書
物
や
古
い
新
聞
の
気
象
情
報
を
読
み
あ

さ
っ
た
が
、
ら
ち
が
明
か
な
か
っ
た
。
最
も
多
い
の
が
漢
語
「
南

下
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
他
の
気
象
現
象
た
と
え
ば
梅
雨
前
線
な
ど

の
「
北
上
」
と
対
で
用
い
る
便
利
さ
が
あ
る
ら
し
い
。
次
に
多
い
の

は
、
そ
れ
を
訓
読
み
に
し
た
「
南
に
下
る
」
で
あ
る
。
ご
く
ま
れ
に

「
お
り
る
」
が
み
え
る
。
そ
の
一
例
を
朝
日
新
聞
の
気
象
欄
か
ら
ひ

く
。「
真
冬
並
み
の
寒
気
が
大
陸
か
ら
日
本
海
に
お
り
て
い
る
の
で
、

北
日
本
の
日
本
海
で
は
雪
が
続
い
て
い
る
。（
時
田
正
康
）」

（1986.11.15

夕
刊
）

気
象
学
者
は
日
本
語
の
表
記
法
に
さ
ほ
ど
神
経
質
だ
と
は
考
え
に

く
い
の
で
、
多
く
み
ら
れ
る
「
南
に
下
る
」
の
読
み
の
「
く
だ
る
／

さ
が
る
」
の
判
定
は
か
な
り
難
し
い
。
わ
た
し
が
そ
う
判
断
す
る
材

料
の
一
つ
と
し
て
、
倉
嶋
厚
『
日
和
見
の
事
典
』（
東
京
堂
出
版

1994

）
の
一
節
を
ひ
こ
う
。

高
い
山
の
頂
で
始
ま
っ
た
紅
葉
は
、
平
均
す
る
と
一
日
に
五
〇

メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
割
合
で
里
に
下
り
て
き
ま
す
が
、
実
際
に

は
周
期
的
に
吹
い
て
く
る
寒
波
に
対
応
し
て
、
一
挙
に
二
〇
〇

～
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
下
が
っ
て
、
一
休
み
し
て
、
ま
た
下
が
る

と
い
う
階
段
的
な
変
化
を
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

（P.220

）

小
刻
み
な
上
下
運
動
は
、「
階
段
を
一
段
［
上
が
る
／
下
が
る
］」
と

も
い
う
が
、
五
十
メ
ー
ト
ル
下
降
の
「
お
り
る
」
に
対
し
て
、
二
三

百
メ
ー
ト
ル
の
下
降
を
「
下
が
る
」
と
い
う
の
は
わ
た
し
の
語
感
に

あ
わ
な
い
。
だ
が
、
現
実
に
は
断
然
こ
れ
が
多
い
の
で
あ
る
。「
登

山
客
が
三
々
五
々
下
り
て
く
る
」、「
紅
葉
前
線
が
日
に
五
十
メ
ー
ト

ル
下
り
て
く
る
」
と
同
じ
よ
う
に
「
冷
気
が
下
り
て
く
る
」
で
い
い

で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
の
だ
が
。

動
詞
の
対
義
語
は
、
例
え
ば
「
貸
す
―
借
り
る
」「
着
る
―
脱
ぐ
」

「
売
る
―
買
う
」
の
よ
う
に
、
さ
ほ
ど
複
雑
な
関
係
を
含
む
も
の
は

な
い
。
が
、
右
に
み
た
よ
う
な
事
態
も
出
現
す
る
。
上
下
関
係
の
対

義
動
詞
は
、「
の
ぼ
る
―
く
だ
る
」「
あ
が
る
―
さ
が
る
」
と
き
れ
い

で
あ
る
が
、
ほ
か
に
「
お
り
る
」「
お
ち
る
」
が
あ
る
。
つ
ま
り
上

向
き
は
二
語
、
下
向
き
は
四
語
で
不
均
衡
な
対
応
な
の
で
あ
る
。

以
上
は
わ
た
し
の
直
感
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
国
立
国
語
研
究
所

『
分
類
語
彙
表
』（1964

）
を
み
る
と
、〔2.154.₀　

上
が
り
下
が
り
〕

項
の
単
純
語
は
、
上
向
き
が
「
上
が
り
る
・
上
げ
ル
・
の
ぼ
り
る
」、

下
向
き
が
「
下
が
り
る
・
下
げ
ル
・
く
だ
り
る
・
く
だ
し
す
・
お
り

ル
・
お
ろ
し
す
・
落
ち
ル
・
落
と
し
す
」、
圧
倒
的
に
下
向
き
の
語
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が
多
い
（
小
字
は
平
仮
名
が
五
段
活
用
の
語
尾
、
片
仮
名
が
一
段
活
用
の

語
尾
）。
要
す
る
に
二
対
四
な
の
で
あ
る
。
地
球
の
引
力
の
関
係
で

不
均
衡
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

気
象
関
係
者
は
気
団
の
南
下
な
ど
を
「
下
が
る
」
と
い
う
傾
向
が

あ
る
が
、
そ
れ
に
は
や
む
を
え
な
い
背
景
が
あ
る
。
梅
雨
期
の
気
象

に
つ
い
て
、「
前
線
が
南
へ
下
が
る
」
が
よ
く
き
か
れ
る
。
こ
の

「
下
が
る
」
は
わ
た
し
の
耳
に
も
親
し
い
。
駅
で
電
車
が
近
づ
く
と
、

黄
色
い
線
の
内
側
に
「
下
が
れ
」
と
い
わ
れ
、
交
通
の
規
制
で
「
白

線
か
ら
下
が
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
「
下
が
る
」
は
「
下

降
」
で
は
な
く
、
基
準
線
か
ら
の
「
後
退
」
を
意
味
す
る
。
気
象
情

報
で
は
、
日
本
列
島
と
い
う
基
準
線
か
ら
南
へ
離
れ
る
こ
と
が
「
下

が
る
」
で
あ
る
。
気
象
関
係
者
は
そ
れ
を
単
な
る
移
動
と
思
う
ら
し

く
、
前
線
や
気
団
が
南
下
し
て
く
る
こ
と
も
「
下
が
る
」
と
い
う
傾

向
が
あ
り
、
一
般
人
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

気
象
情
報
の
「
寒
気
団
が
下
が
っ
て
来
る
」
に
接
す
る
と
、
寒
気

が
一
本
の
綱
の
よ
う
な
形
で
下
降
す
る
さ
ま
が
思
い
う
か
ん
で
困
る

の
で
あ
る
。『
明
鏡
国
語
辞
典
』
は
「
下
が
る
」
の
語
義
を
「
①
上

部
が
固
定
さ
れ
、
他
方
が
下
に
垂
れ
る
。」
と
記
述
し
て
い
る
。

ゆ
が
む
・
ひ
ず
む

難
し
い
類
義
動
詞
で
あ
る
。
問
題
点
の
指
摘
だ
け
に
終
わ
る
こ
と

を
覚
悟
し
て
書
い
て
み
る
。

俳
優
の
香
川
照
之
さ
ん
が
歌
舞
伎
役
者
の
名
跡
を
つ
い
で
九
代
目

市
川
中
車
を
な
の
り
、
著
書
『
市
川
中
車　

46
歳
の
新
参
者
』
を
だ

す
と
、
T
B
S
テ
レ
ビ
は
「
ひ
る
お
び
」
で
そ
れ
を
取
り
あ
げ
た

（2013.6.5

）。
ス
タ
ジ
オ
の
ボ
ー
ド
の
一
部
を
覆
う
貼
紙
が
め
く
ら
れ

る
と
、「
歪
ん
だ
道
筋
を
正
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。」
と
あ
っ
た
。

冒
頭
の
三
字
を
齋
藤
哲
也
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
「
ひ
ず
ん
だ
」
と
よ
ん

だ
。
文
脈
が
な
く
て
は
判
断
し
に
く
い
が
、
わ
た
し
に
は
小
さ
な
違

和
感
が
あ
っ
た
。

そ
の
著
書
は
口
述
筆
記
に
よ
る
小
さ
な
本
で
、「
歪
」
字
が
四
回

出
現
す
る
。
初
め
に
そ
れ
を
掲
げ
る
。

１　

父
も
い
な
け
れ
ば
母
も
仕
事
で
い
な
い
と
い
う
日
常
の
中

で
の
私
の
家
族
の
在
り
方
は
、
ひ
ど
く
歪
ん
で
い
た
。

（p.129

）

２　

生
ま
れ
た
家
の
負
の
連
鎖
を
断
ち
切
っ
て
、
歪
ん
だ
道
筋

を
正
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
思
っ
て
き
た
。（p.137

）

３　

謙
虚
さ
は
優
し
さ
を
招
き
、
傲
慢
さ
は
負
の
パ
ワ
ー
の
歪ひ

ず

み
を
誘
発
す
る
。（p.171

）
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４　

現
代
で
は
、（
中
略
）
宗
教
の
定
義
が
歪
み
出
し
て
し
ま
っ

た
。（p.200

）

振
仮
名
の
な
い
「
歪
」
は
「
ゆ
が
む
」
だ
と
す
る
と
、
ア
ナ
ウ
ン

サ
ー
の
よ
み
は
違
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
本
書
の
語
の
使
用

に
は
不
審
な
箇
所
が
あ
っ
て
、
振
仮
名
の
信
憑
性
に
は
注
意
が
必
要

で
あ
る
。
例
え
ば
、
歌
舞
伎
の
家
を
「
継
ぐ
」
こ
と
を
、「
普
通
に

順
当
に
つ
な
ぐ
」
と
書
い
た
隣
の
行
に
「
通
常
の
継
ぎ
方
」
と
あ
る

（p.149

）
ほ
か
、「
家
を
つ
な
ぐ
」「
家
業
を
つ
な
い
で
」
も
み
え
る
。

朝
日
新
聞
か
ら
え
た
材
料
で
考
え
る
。
パ
リ
で
開
か
れ
た
G
20

の
財
務
相
・
中
央
銀
行
総
裁
会
議
を
報
ず
る
記
事
（2011.2.20

）
に
、

「
世
界
経
済
の
不
均
衡
（
ゆ
が
み
）」
と
あ
る
。
中
国
製
冷
凍
ギ
ョ
ー

ザ
に
よ
る
中
毒
事
件
に
関
す
る
社
説
は
「
影
落
と
す
成
長
の
ゆ
が

み
」
と
題
し
、
文
中
に
「
社
会
の
ゆ
が
み
」「（
社
会
の
）
ゆ
が
み
を

た
だ
す
」
と
あ
る
が
、
後
段
に
は
「
こ
ん
な
中
国
の
成
長
パ
タ
ー
ン

は
当
然
ひ
ず
み
を
は
ら
む
。」
が
み
え
る
。
こ
の
使
い
わ
け
の
根
拠

は
わ
か
ら
な
い
。

記
者
の
か
く
記
事
・
文
章
で
は
多
く
仮
名
書
き
さ
れ
る
が
、
依
頼

原
稿
は
そ
れ
が
な
く
て
迷
う
こ
と
が
多
い
。
振
仮
名
の
あ
る
依
頼
原

稿
は
読
み
易
い
が
、
そ
の
用
法
は
微
妙
で
あ
る
。
例
え
ば
、
イ
ー
ユ

ン
・
リ
ー
の
短
編
集
『
黄
金
の
少
年
、
エ
メ
ラ
ル
ド
の
少
女
』
の
書

評
中
の
「
一
人
っ
子
政
策
の
歪ゆ
が

み
、
人
権
問
題
、
爆
発
的
な
経
済
成

長
と
増
大
す
る
社
会
的
格
差
。」（
小
野
正
嗣　

2012.9.16

）
が
あ
り
、

半
田
滋
著
『
日
本
は
戦
争
を
す
る
の
か
』
の
書
評
に
、
自
衛
隊
幹
部

が
著
者
に
語
っ
た
「
勇
ま
し
い
こ
と
を
い
う
政
治
家
や
マ
ス
コ
ミ

は
、
シ
ビ
リ
ア
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
自
覚
を
し
っ
か
り
持
っ
て
も
ら

い
た
い
」
を
ひ
い
て
、「
こ
の
国
の
歪ひ

ず

み
を
見
る
。」（
保
坂
正
康　

2015.6.22

）
と
あ
る
。

使
い
わ
け
が
難
し
い
の
で
い
ろ
ん
な
光
景
が
出
現
す
る
。
岐
阜
県

可か

児に

郡
御み

嵩た
け

町
は
亜
炭
鉱
跡
に
た
つ
住
宅
が
多
く
、
時
々
土
地
の
陥

没
が
お
こ
る
。
毎
日
新
聞
の
ネ
ッ
ト
配
信
記
事
に
、「
玄
関
も
ゆ
が

み
、
一
部
の
柱
が
２
セ
ン
チ
以
上
浮
き
上
が
っ
た
」
と
「
今
回
の

沈
下
で
ま
た
ひ
ず
ん
で
い
た
」
が
行
を
並
べ
て
い
た
（2013.12.22

）。

「
個
人
的
倫
理
と
国
家
的
倫
理
と
の
背
反
と
相
互
矛
盾
こ
そ
、
近
代

日
本
の
ひ
ず
み
で
あ
り
ま
た
ゆ
が
み
で
あ
る
。」（
稲
垣
達
郎
編
『
森

鷗
外
必
携
』
學
燈
社　

p.111

）
で
は
、
そ
れ
が
自
覚
的
に
併
用
さ
れ
て

い
る
。
話
し
言
葉
の
例
で
は
、
N
H
K
T
V
の
「
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
現
代
」
で
寺
島
実
郎
さ
ん
が
、「
成
長
率
の
鈍
化
で
中
国
経
済
の

ゆ
が
み
や
ひ
ず
み
」
と
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
（2014.7.21

）。

少
し
語
誌
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。「
ゆ
が
む
」
は
平
安
時
代
以
来

の
語
で
、
代
表
的
な
漢
字
は
「
喎
」
で
あ
っ
た
。
室
町
時
代
に
は
、
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曲
・
邪
・
斜
・
狂
な
ど
も
用
い
ら
れ
た
。「
ひ
づ
む
」
は
室
町
時
代

以
後
の
用
例
し
か
見
え
な
い
。『
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町
時
代
編
』

の
記
述
を
か
り
る
と
、
自
動
詞
の
用
例
「
愚
鈍
ニ
心
ノ
ヒ
ヅ
ミ
、
ヒ

ガ
ミ
、
ユ
ガ
ミ
ス
ヂ
ツ
タ
者
ヲ
、
東
帛
官
爵
ノ
砥
石
ニ
ノ
セ
テ
ト
ギ

ミ
ガ
イ
テ
」（
玉
塵
抄
五
十
）、
他
動
詞
の
用
例
「
夜
モ
昼
モ
己
ヲ
疲

労
サ
ス
ル
者
ヲ
ツ
カ
マ
ヘ
ン
ト
、
タ
メ
ツ
ヒ
ツ
メ
ツ
見
レ
ド
モ
エ
ヌ

ゾ
」（
写
本
荘
子
抄
二
）
が
あ
る
。
こ
の
二
語
は
初
め
か
ら
意
味
が
重

な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
動
詞
の
連
用
形
名
詞
「
ひ
ず
み
」
が
、
音
響
用
語
・
物
理
学

な
ど
の
専
門
語“ strain”

の
訳
語
と
し
て
厳
密
に
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。『
科
学
大
辞
典
』
第
二
版
に
よ
る
と
、

「
物
体
に
外
力
を
加
え
た
と
き
に
現
れ
る
形
や
体
積
の
変
化
」
が

「
ひ
ず
み
（strain

）」
な
の
だ
と
い
う
。
こ
の
定
義
に
準
じ
て
、「
外

力
が
加
わ
っ
て
、
目
に
見
え
な
い
程
度
に
形
が
変
わ
る
」
を
「
ひ
ず

む
」
と
す
る
柴
田
武
・
山
田
進
編
『
類
語
大
辞
典
』（
講
談
社　

2002

）
に
よ
る
と
、
大
半
の
用
例
は
「
ゆ
が
む
」
で
覆
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

安
倍
公
房
『
他
人
の
顔
』
の
終
り
近
く
、〈
妻
の
手
紙

―
〉
の

冒
頭
の
第
三
文
に
、

私
だ
っ
て
、
あ
の
最
初
の
瞬
間
…
…
あ
な
た
が
磁
場
の
歪
み
だ

な
ど
と
言
っ
て
、
得
意
が
っ
て
い
た
、
あ
の
瞬
間
か
ら
、
す
っ

か
り
見
抜
い
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。

と
あ
る
。
新
潮
文
庫
版
で
は
、
若
い
読
者
の
た
め
に
と
し
て
振
仮
名

を
多
く
つ
け
て
お
り
、
こ
こ
の
「
歪
」
に
は
「
ひ
ず
み
」
が
あ
る
。

『
科
学
大
辞
典
』
の
記
述
を
ふ
ま
え
る
と
、
こ
の
読
み
は
適
切
だ
と

考
え
る
。

言
語
の
記
述
に
お
い
て
、
文
法
や
音
韻
と
違
っ
て
意
味
は
規
則
化

が
難
し
く
、
適
切
か
否
か
の
基
準
が
た
て
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
個

別
の
用
例
の
判
別
は
微
妙
で
あ
る
。

小
学
館
編
集
部
『
使
い
方
の
分
か
る
類
語
例
解
辞
典
』（
小
学
館

1994

）
は
「
ひ
ず
み
」
に
つ
い
て
、「「
社
会
の
ひ
ず
み
を
正
す
」「
効

率
第
一
主
義
の
ひ
ず
み
」
な
ど
、
社
会
現
象
の
中
で
生
じ
て
く
る
狂

い
に
つ
い
て
い
う
こ
と
も
多
い
。」
と
し
て
い
る
。
こ
の
記
述
が
わ

た
し
の
語
感
に
最
も
近
い
。

思
う
・
考
え
る

故
郷
の
幼
と
も
だ
ち
を
懐
か
し
み
、
都
会
で
一
人
ぐ
ら
し
す
る
娘

を
案
ず
る
、
そ
う
し
た
心
の
営
み
を
、
わ
た
し
た
ち
は
「
思
う
」
と

も
い
う
。
寝
す
ご
し
て
遅
刻
の
理
由
を
捻
り
だ
し
、
新
し
い
研
究
の

構
想
に
腐
心
す
る
、
そ
う
し
た
心
の
営
み
を
、
わ
た
し
た
ち
は
「
考
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え
る
」
と
も
い
う
。
そ
の
営
み
が
ど
こ
で
な
さ
れ
る
か
問
わ
れ
た

ら
、「
思
う
」
は
胸
で
、「
考
え
る
」
は
頭
で
と
答
え
る
だ
ろ
う
。

今
、
動
詞
「
お
も
う
」
を
表
記
す
る
常
用
漢
字
は
「
思
」
だ
け
、

「
か
ん
が
え
る
」
の
そ
れ
は
「
考
」
だ
け
で
あ
る
。
奈
良
時
代
、
萬

葉
集
の
「
お
も
ふ
」
は
、
念
・
思
・
想
・
憶
・
意
の
五
つ
の
漢
字
で

書
か
れ
た
。「
か
ん
が
ふ
」
は
奈
良
時
代
の
文
献
に
用
例
が
確
認
で

き
な
い
。
平
安
時
代
に
は
漢
字
文
献
の
訓
読
に
見
え
、
特
に
法
律
関

係
の
用
例
が
多
い
。
そ
の
代
表
的
な
漢
字
「
挍
・
撿
・
考
・
勘
」
の

意
味
は
、
何
か
と
突
き
あ
わ
せ
た
り
比
べ
た
り
し
て
判
断
す
る
こ
と

ら
し
い
。
そ
の
「
何
か
」
は
、
律
令
・
格
式
な
ど
、
易
経
の
八
卦
、

前
例
・
習
慣
な
ど
の
規
範
で
あ
っ
た
。
動
詞
は
連
用
形
を
見
出
し
に

掲
げ
る
方
針
の
『
岩
波
古
語
辞
典
』
が
、「
考
へ
」
の
成
立
を
、「
カ

―

ム
カ
ヘ
」「
カ
は
ア
リ
カ
・
ス
ミ
カ
の
カ
。
所
・
点
の
意
」
と
推
定

す
る
の
は
興
味
ぶ
か
い
。
ム
カ
ヘ
は
「
ム
キ
合
へ
」
に
さ
か
の
ぼ
る

か
ら
で
あ
る
。

「
思
う
」
と
「
考
え
る
」
は
、
こ
の
よ
う
に
意
味
が
異
な
っ
て
紛

れ
な
い
は
ず
だ
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。
自
分
の
日
常
の
話
し

言
葉
で
も
、
そ
の
使
い
わ
け
は
か
な
り
で
た
ら
め
で
、
硬
い
「
考
え

る
」
を
さ
け
て
「
思
う
」
で
す
ま
せ
が
ち
で
あ
る
。
書
き
言
葉
で

は
、
特
に
引
用
の
〔
と
格
〕
を
う
け
る
と
き
、
こ
の
二
語
は
交
錯
し

や
す
い
。
そ
の
一
例
を
、
た
ま
た
ま
よ
ん
で
い
た
雑
誌
論
文
か
ら
ひ

く
。

私
は
靖
国
神
社
に
祀
ら
れ
る
の
は
あ
く
ま
で
国
難
に
殉
じ
た
戦

没
者
で
あ
っ
て
、
国
難
を
招
来
し
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
と
思
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
A
級
戦
犯
の
合
祀
は
、
外
圧

の
有
無
に
か
か
わ
り
な
く
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
り
、
速

や
か
に
是
正
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。（『
諸
君
！
』　

1987.2　

p.204

）

こ
こ
で
動
詞
を
使
い
わ
け
る
根
拠
は
微
妙
で
あ
る
。
ひ
と
つ
段
落
に

同
じ
語
を
使
う
ま
い
と
す
る
文
体
意
識
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
大

抵
の
人
な
ら
「
思
う
」
一
つ
で
す
ま
す
に
違
い
な
い
。

日
本
で
は
『
方
法
序
説
』『
方
法
叙
説
』
の
名
で
し
ら
れ
る
デ
カ

ル
ト
の
著
書
の
有
名
な
命
題“ C

ogito, ergo sum
.”

は
、「
我
思
う
、

ゆ
え
に
我
あ
り
」
の
訳
が
長
く
流
通
し
た
。
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
こ
の

命
題
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の“ Je pens, donc Je suis: ”

に
続
い
て
、

対
訳
の
形
で
出
現
す
る
の
だ
と
い
う
。

パ
ス
カ
ル
の
没
後
に
遺
っ
た
多
く
の
断
章
を
整
理
し
て
刊
行
さ
れ

た“ Pensées”

は
、
日
本
で
は
当
初
『
冥
想
録
』『
瞑
想
録
』
の
名

で
行
わ
れ
た
が
、
今
は
『
パ
ン
セ
』
が
普
通
で
あ
る
。「
パ
ン
セ
」

は
ま
た
、
そ
の
書
名
の
源
で
あ
る
有
名
な
箴
言
「
人
間
は
考
え
る
葦
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で
あ
る
」
の
鍵
言
葉
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
両
書
に
共
通
す
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
動
詞“ penser”

が
、
当
初
の
邦
訳
で
二
様
に
わ
か
れ
て
出
現
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ

う
。デ

カ
ル
ト
の
こ
の
書
を
最
初
に
邦
訳
し
た
の
は
落
合
太
郎
か
と
推

測
す
る
も
の
の
、
断
定
は
で
き
ず
に
い
る
。
ど
の
み
ち
、
明
治
・
大

正
期
の
学
者
な
ら
、
書
名
に
も
簡
潔
と
威
厳
を
盛
ろ
う
と
し
て
当
然

で
あ
る
。
そ
の
方
策
は
文
語
と
音
調
で
あ
っ
た
ろ
う
。

「
わ
れ
お
も
ふ
、
ゆ
ゑ
に
わ
れ
あ
り
」、
快
い
五
七
の
リ
ズ
ム
で
あ

る
。
前
半
の“ Je pens”

の
口
語
訳
は
「
私
は
か
ん
が
え
る
」
と

な
っ
て
、
五
拍
（
わ
た
く
し
は
）
／
四
拍
（
わ
た
し
は
）
と
五
拍
（
か

ん
が
え
る
）
で
あ
る
。
そ
れ
を
文
語
に
か
え
て
助
詞
を
省
い
て
も
、

「
わ
れ
か
ん
が
ふ
」
は
六
拍
で
、
全
く
締
ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
仏

和
の
訳
語
の
ず
れ
に
目
を
つ
む
っ
て
五
拍
の
「
わ
れ
お
も
ふ
」
を
選

び
、
七
拍
の
「
ゆ
ゑ
に
わ
れ
あ
り
」
と
で
五
七
調
に
整
え
た
の
だ
。

わ
た
し
は
そ
う
推
測
し
て
い
る
。

近
年
の
『
方
法
序
説
』
の
邦
訳
書
で
は
、「
わ
た
し
は
考
え
る

云
々
」
が
一
般
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
語
音
の
緊
張
感
、
リ
ズ
ム
の

快
さ
は
期
待
で
き
な
い
。

お
わ
り
に

類
義
語
は
他
の
語
類
、
名
詞
・
形
容
詞
・
副
詞
・
接
続
詞
等
に
も

多
い
が
、
今
回
は
四
組
の
動
詞
に
絞
っ
て
考
え
た
。
そ
の
う
ち
の
三

組
は
、
燃
焼
・
上
下
・
思
考
と
い
う
漢
字
熟
語
に
置
き
か
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
同
類
は
、
委
任
・
研
磨
・
巡
回
・
接
触
・
増
殖
・

探
索
・
保
持
な
ど
と
多
い
。
そ
の
中
に
は
、
日
本
語
の
語
義
の
違
い

を
覆
い
隠
し
て
い
る
語
も
あ
る
。

熟
語
を
成
さ
な
い
「
ゆ
が
む
・
ひ
ず
む
」
の
同
類
に
は
、「
知

る
・
わ
か
る
」「
帰
る
・
戻
る
」
な
ど
が
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、

漢
字
熟
語
の
便
利
さ
に
甘
え
て
、
日
本
語
の
奥
義
に
鈍
感
に
な
っ
て

い
は
し
な
い
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
本
稿
を
草
し
た
。

 

（2018.5.10

）




