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郎
著

﹃
日
本
語
の
品
詞
体
系
と
そ
の
周
辺
﹄

(ひ
つ
じ
書
房
刊
︑
平
成
二
十
四
年
十
一
月
)

彭

広

陸

本
書
は
︑
ひ
つ
じ
研
究
叢
書
︿
言
語
編
﹀
第
一
〇
一
巻
と
し
て
刊
行
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
ひ
つ
じ
書
房
か
ら
最
初
に
出
た
の
は
︑

著
者
に
よ
る
日
本
語
研
究
叢
書
の
第
一
期
第
一
巻
な
る
﹃
日
本
語
動
詞
の

諸
相
﹄
で
あ
っ
た
︒
前
著
の
出
版
か
ら
本
書
の
刊
行
に
至
る
ま
で
は
︑
二

一
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
︒
本
書
は
正
に
そ
の
間
の
著
者
の
日
本
語
文

法
に
関
す
る
研
究
成
果
の
集
大
成
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
︒

著
者
の
前
著
か
ら
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
学
ん
で
育
っ
た
評
者
が
本
書
の

書
評
を
書
く
機
会
を
得
た
こ
と
は
大
変
お
こ
が
ま
し
い
限
り
で
は
あ
る
が
︑

同
じ
志
を
持
つ
一
学
徒
と
し
て
忌
憚
な
く
私
見
の
一
端
を
述
べ
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
︒

前
著
が
専
ら
日
本
語
の
動
詞
を
扱
っ
て
い
る
の
に
対
し
︑
本
書
は
︑
動

詞
を
超
え
︑
日
本
語
の
す
べ
て
の
品
詞
に
わ
た
っ
て
︑
文
の
成
分
を
重
視

す
る
視
点
か
ら
広
く
日
本
語
文
法
に
関
わ
る
問
題
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
体

系
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
︒
本
書
の
構
成
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
︒

目

次
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︱
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︱
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第
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一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
︑
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
多

岐
に
わ
た
っ
て
お
り
︑
著
者
の
研
究
者
と
し
て
の
視
野
が
広
い
こ
と
が
窺

え
る
︒
日
本
語
文
法
に
対
す
る
著
者
の
基
本
的
な
立
場
は
︑
第
1
部
第
1

章
﹁
日
本
語
文
法
研
究
の
主
流
と
傍
流
︱
︱
単
語
と
品
詞
の
問
題
を
中

心
に
︱
︱
﹂
に
余
す
と
こ
ろ
な
く
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
二
〇

〇
九
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
日
本
語
学
会
秋
季
大
会
の
公
開
講
演
と
し

て
発
表
し
た
も
の
を
文
字
化
し
た
も
の
で
あ
る
︒

日
本
語
の
品
詞
体
系
が
本
書
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
の
だ

が
︑
品
詞
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
︑
単
語
と
は
何
か
︑
と
い

う
根
本
的
な
問
題
が
避
け
て
通
れ
な
い
︒﹁
単
語
の
認
定
に
あ
た
っ
て
︑

語
彙
的
な
も
の

(内
容
)
と
文
法
的
な
も
の

(形
式
)
を
切
り
離
し
て
︑

そ
の
ど
ち
ら
も
単
語
と
し
て
あ
つ
か
う
﹂
(ま
え
が
き
)
と
こ
ろ
の
学
校

文
法
と
日
本
語
教
育
文
法
と
は
違
っ
て
︑
著
者
は
︑﹁
単
語
は
︑
基
本
的

に
︑
語
彙
的
な
側
面
と
文
法
的
な
側
面
が
あ
り
︑
そ
の
統
一
体
と
し
て
存

在
す
る
と
い
う
見
方
を
﹂
(同
前
)
支
持
し
て
い
る
︒
こ
う
い
っ
た
著
者

の
立
場
は
︑
ぶ
れ
る
こ
と
な
く
︑
一
貫
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
奥
田
靖
雄

を
は
じ
め
︑
鈴
木
重
幸
︑
高
橋
太
郎
︑
宮
島
達
夫
︑
鈴
木
康
之
ら
を
中
心

的
な
メ
ン
バ
ー
と
す
る
言
語
学
研
究
会
の
立
場

(い
わ
ゆ
る
教
科
研
文

法
)
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
︒
同
じ
立
場
を
取
る
学
者
が
今
日
の
日
本
の

学
界
で
は
︑
残
念
な
こ
と
に
少
数
派
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ

が
︑
一
般
言
語
学
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
︑
そ
の
主
張
は
む
し
ろ
正
当
で
あ

る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
︒
学
校
文
法
も
日
本
語
教
育
文
法
も
品
詞

を
正
し
く
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
単
語
の

認
定
に
間
違
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

｢わ
た
し
の
主
張
は
︑
形
容
詞
を
従
来
の
も
の
よ
り
広
く
と
ら
え
る
こ

と
︑
後
置
詞
と
あ
わ
せ
て
︑
従
属
接
続
詞
を
日
本
語
の
品
詞
体
系
の
中
に

位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
﹂
(
同
前
)
と
あ
る
よ
う
に
︑
本
書
の
主
な
研

究
対
象
は
︑
形
容
詞
・
後
置
詞
・
従
属
接
続
詞
と
い
っ
た
三
つ
の
品
詞
と

な
っ
て
い
る
︒

学
校
文
法
で
は
︑
﹁
形
容
詞
﹂
の
他
に
︑﹁
形
容
動
詞
﹂
と
い
う
品
詞
も

立
て
ら
れ
て
い
る
︒
教
科
研
文
法
と
な
る
と
︑
両
者
と
も
﹁
形
容
詞
﹂
と

し
て
扱
わ
れ
︑
そ
し
て
︑
前
者
が
﹁
第
一
形
容
詞
﹂
︑
後
者
が
﹁
第
二
形

容
詞
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
日
本
語
教
育
文
法
で
は
︑
名
付
け
こ
そ
異
な

る
も
の
の
︑
同
じ
と
ら
え
方
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
形
態
を
重
視

し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
イ
形
容
詞
﹂﹁
ナ
形
容
詞
﹂
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ

る
︒
そ
れ
を
踏
ま
え
て
︑
本
書
の
著
者
が
﹁
第
三
形
容
詞
﹂
の
存
在
を
主

張
す
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
︒

従
来
︑
名
詞
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
も
の
の
中
に
は
︑
格
の
範
疇

(格

書

評

一
三
九



変
化
)
を
持
た
ず
︑
連
体
修
飾
を
受
け
る
こ
と
も
な
い
一
群
の
も
の
が
あ

る
︒
品
詞
分
類
の
基
準
と
な
る
構
文
的
機
能
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
︑
そ
う

い
っ
た
も
の
は
︑
規
定
成
分
・
述
語
成
分
・
修
飾
成
分
と
し
て
機
能
す
る

点
で
︑
形
容
詞
と
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
︑
著
者
は
論
じ
て
い
る
︒

例
え
ば
︑﹁
抜
群
の

成
績
﹂
は
︑﹁
彼
の

成
績
﹂﹁
数
学
の

成
績
﹂

と
形
の
上
で
共
通
し
て
お
り
︑
そ
し
て
ど
ち
ら
も
連
体
修
飾
語
と
は
な
る

も
の
の
︑
前
者
は
﹁
す
ば
ら
し
い

成
績
﹂﹁
優
秀
な

成
績
﹂
と
同
じ

よ
う
に
属
性
規
定
と
な
っ
て
い
る
た
め
︑
後
者
の
よ
う
な
名
詞
の
連
体
形

(ノ
格
の
形
)
に
よ
る
関
係
規
定
の
場
合
と
は
一
線
を
画
す
べ
き
だ
と
い

う
の
が
著
者
の
主
張
で
あ
る
︒﹁
す
ば
ら
し
い
﹂﹁
優
秀
な
﹂
が
そ
れ
ぞ
れ

﹁
第
一
形
容
詞
﹂﹁
第
二
形
容
詞
﹂
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
著
者
は
︑﹁
抜

群
の
﹂
を
﹁
第
三
形
容
詞
﹂
と
呼
ん
で
い
る
︒﹁
～
の
﹂
の
形
で
連
体
修

飾
語
︑﹁
～
に
﹂
の
形
で
連
用
修
飾
語
︑﹁
～
だ
／
で
す
﹂
の
形
で
述
語
に

な
る
と
い
う
こ
と
は
︑
い
わ
ゆ
る
第
三
形
容
詞
の
形
態
論
的
・
構
文
論
的

な
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
︒
著
者
に
よ
っ
て
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
第
三
形
容

詞
に
つ
い
て
は
︑
か
つ
て
田
丸
卓
郎
や
三
尾
砂
の
文
献
に
も
僅
か
に
触
れ

ら
れ
て
い
る
と
い
う
が
︑
語
構
成
・
用
法
・
意
味
分
類
な
ど
多
方
面
か
ら

ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
体
系
的
な
研
究
を
行
っ
た
の
は
著
者
が
最
初
で
あ
る
︒

そ
し
て
本
書
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
語
例

(二
二
〇
～
二
三
七
頁
)
を
見
れ

ば
分
か
る
よ
う
に
︑
第
三
形
容
詞
に
帰
属
さ
せ
る
べ
き
も
の
は
決
し
て
少

な
く
は
な
い
︒
著
者
の
主
張
は
傾
聴
す
べ
き
で
あ
る
︒
む
し
ろ
こ
う
い
っ

た
問
題
は
長
い
間
無
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
不
思
議
な
く
ら
い
で
あ
る
︒

著
者
の
上
記
の
研
究
は
︑
従
来
の
﹁
形
容
詞
少
数
説
﹂
を
見
直
す
き
っ
か

け
と
な
り
そ
う
で
あ
る
︒

後
置
詞
に
関
す
る
著
者
の
考
え
方
が
各
章
に
散
見
さ
れ
る
が
︑
そ
の
論

述
も
見
逃
せ
な
い
︒
松
下
大
三
郎

(﹃
日
本
語
俗
語
文
典
﹄
一
九
〇
一
)・

鈴
木
重
幸

(﹃
日
本
語
文
法
・
形
態
論
﹄
一
九
七
二
)
・
鈴
木
康
之

(﹃
日

本
語
文
法
の
基
礎
﹄
一
九
七
七
)・
高
橋
太
郎
他

(﹃
日
本
語
の
文
法
﹄
二

〇
〇
五
)
な
ど
で
は
︑
す
で
に
﹁
後
置
詞
﹂
と
い
う
品
詞
が
取
り
出
さ
れ

て
は
い
る
が
︑
そ
れ
を
理
論
的
に
合
理
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
は
や
は

り
著
者
の
論
述
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒
こ
こ
で
問
題
と
な
る
﹁
後
置

詞
﹂
と
い
う
の
は
︑﹁
実
質
的
な
意
味
を
も
つ
名
詞
に
後
置
す
る
補
助
的

な
単
語
で
︑
そ
の
名
詞
と
後
続
す
る
動
詞
な
ど
の
実
質
的
な
単
語
と
を
関

係
づ
け
る
役
割
を
は
た
す
機
能
語
で
﹂
あ
る

(
二
九
頁
)︒
具
体
的
に
は
︑

﹁
(日
本
に
)

対
し
て
﹂
﹁
(彼
と
)

と
も
に
﹂﹁
(
大
衆
を
)

前
に
﹂
と

い
っ
た
も
の
を
指
す
︒

そ
れ
に
対
し
て
︑
日
本
語
教
育
文
法
で
は
︑﹁
に
対
し
て
﹂
﹁
に
つ
い

て
﹂﹁
を
め
ぐ
っ
て
﹂
﹁
と
し
て
﹂
な
ど
を
一
つ
の
単
語=

機
能
語
と
見
な

書

評

一
四
〇



し
て
︑﹁
複
合
格
助
詞
﹂
ま
た
は
﹁
複
合
辞
﹂
と
い
う
呼
び
名
を
与
え
て

い
る
︒﹁
複
合
格
助
詞
・
複
合
辞
﹂
と
い
う
名
付
け
が
ほ
ぼ
定
着
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
が
︑
そ
の
扱
い
方
は
妥
当
だ
ろ
う
か
︑
考
え
物
で
あ
る
︒

ま
ず
発
音
か
ら
見
れ
ば
︑﹁
日
本

に
対
し
て
﹂
で
は
な
く
︑﹁
日
本
に

姶

対
し
て
﹂
の
方
が
自
然
で
あ
り
︑
つ
ま
り
︑﹁
日
本
に
﹂
と
﹁
対
し
て
﹂

の
間
に
音
声
上
の
切
れ
目
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
︑
こ
の
こ
と
は
﹁
日
本

に
﹂
と
﹁
対
し
て
﹂
と
は
別
々
の
単
語
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る

(二
七
頁
)︒
そ
し
て
︑
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
持
っ
て

い
る
︒
更
に
表
記
か
ら
言
っ
て
も
︑
分
か
ち
書
き
を
す
る
場
合
は
︑
通
常
︑

﹁
日
本

に
対
し
て
﹂
で
は
な
く
︑﹁
日
本
に

対
し
て
﹂
と
な
る
の
も
事

実
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
名
詞
の
格
形
式
を
支
配
す
る
と
い
う
後
置
詞

へ
の
見
方
の
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

従
属
接
続
詞
も
著
者
の
研
究
課
題
の
一
つ
で
あ
る
︒﹁﹃
従
属
接
続
詞
﹄

と
は
︑﹃
節
や
句
を
ま
と
め
る
述
語

(動
詞
・
形
容
詞
と
名
詞+
コ
ピ
ュ

ラ
)
と
く
み
あ
わ
さ
っ
て
︑
そ
の
節
や
句
の
後
続
の
主
節
に
対
す
る
関
係

を
あ
ら
わ
す
た
め
に
発
達
し
た
補
助
的
な
単
語
﹄
と
規
定
さ
れ
る
も
の

で
﹂
あ
る

(二
七
頁
)︒
例
え
ば
︑﹁
山
口
は
小
学
校
の
教
師
を
す
る
か
た

わ
ら
︑
自
分
で
も
絵
を
描
い
て
い
る
男
で
あ
る
︒﹂
(二
九
四
頁
)︑﹁
山
本

が
自
民
の
公
認
を
得
た
一
方
で
︑
武
田
が
無
所
属
で
の
立
候
補
を
表
明
︒﹂

(二
九
八
頁
)
に
お
け
る
﹁
か
た
わ
ら
﹂
と
﹁
一
方
で
﹂
で
あ
る
︒

前
掲
の
鈴
木
康
之
著
﹃
日
本
語
文
法
の
基
礎
﹄
で
は
︑﹁
従
属
接
続
詞
﹂

の
こ
と
は
﹁
接
続
詞
的
な
後
置
詞
﹂
と
呼
ば
れ
︑
後
置
詞
と
は
区
別
し
て

考
え
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
︒
高
橋
太
郎
他
著
﹃
日
本
語
の
文
法
﹄
で

も
︑﹁
つ
き
そ
い
接
続
詞
﹂
と
い
う
品
詞
が
立
て
ら
れ
て
い
る
︒
本
書
で

は
そ
れ
に
つ
い
て
詳
細
に
論
述
さ
れ
て
お
り
︑
品
詞
と
し
て
の
﹁
従
属
接

続
詞
﹂
へ
の
理
論
付
け
に
成
功
し
て
い
る
︒

著
者
が
﹁
後
置
詞
﹂﹁
従
属
接
続
詞
﹂
﹁
接
続
詞
﹂
な
ど
の
品
詞
を
連
続

的
に
と
ら
え
て
い
る
姿
勢
は
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
︒
一
方
︑
例
え
ば
︑

﹁
従
属
接
続
詞
﹂
と
﹁
接
続
詞
﹂
と
で
は
︑
両
者
の
構
文
的
な
機
能
は
い

ず
れ
も
い
わ
ゆ
る
﹁
接
続
﹂
で
あ
る
︒
接
続
と
い
う
共
通
点
に
注
目
し
て
︑

両
方
と
も
﹁
接
続
詞
﹂
と
い
う
品
詞
に
帰
属
さ
せ
︑
そ
し
て
︑
独
立
的
な

も
の

(従
来
の
﹁
接
続
詞
﹂
に
相
当
す
る
も
の
)
と
膠
着
的
な
も
の

(著

者
の
主
張
す
る
﹁
従
属
接
続
詞
﹂
に
相
当
す
る
も
の
)
と
い
う
下
位
分
類

を
し
て
も
よ
い
と
い
う
見
方
も
あ
り
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
少
な
く

と
も
中
国
語
の
接
続
詞

(
連
詞
)
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
二
種
類
の
も
の
が

見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
日
本
語
の
感
動
詞
に
つ
い
て
の
研
究
は
手
薄
で
あ
る
︒
本
書

の
感
動
詞
に
関
す
る
論
述
に
は
随
所
に
新
し
い
知
見
が
見
ら
れ
る
︒
著
者
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に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
感
動
詞
の
意
味
・
機
能
に
よ
る
分
類
は
以
下
の
通

り
で
あ
る

(三
五
三
～
三
五
四
頁
)︒

Ⅰ

聞
き
手
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
感
動
詞

1

(話
し
手
の
事
態
に
対
す
る
)
感
動

1.1

感
覚
的
な
感
動

1.2

感
情
的
な
感
動

2

(み
ず
か
ら
の
動
作
の
勢
い
を
つ
け
る
た
め
の
)
か
け
ご
え

Ⅱ

聞
き
手
の
存
在
を
前
提
と
す
る
感
動
詞

1

話
し
手
か
ら
聞
き
手
へ
の
対
応

1.1

(聞
き
手
に
対
す
る
話
し
手
の
)
き
も
ち
の
あ
ら
わ
し

1.2

(聞
き
手
に
対
す
る
話
し
手
か
ら
の
)
よ
び
か
け

1.3

(聞
き
手
に
対
す
る
話
し
手
か
ら
の
)
は
た
ら
き
か
け

1.4

(聞
き
手
に
対
す
る
話
し
手
か
ら
の
)
あ
い
さ
つ

2

聞
き
手
か
ら
の
発
話
に
対
す
る
話
し
手
の
対
応
︱
う
け
こ
た
え

2.1

よ
び
か
け
に
対
す
る
う
け
こ
た
え

2.2

は
た
ら
き
か
け
に
対
す
る
う
け
こ
た
え

2.3

と
い
か
け
に
対
す
る
う
け
こ
た
え

2.4

の
べ
た
て
に
対
す
る
う
け
こ
た
え

2.5

あ
い
さ
つ
に
対
す
る
う
け
こ
た
え

3

い
い
よ
ど
み

(
間
投
詞
)

著
者
が
提
示
し
た
こ
の
分
類
は
従
来
の
羅
列
的
な
分
類
と
は
違
っ
て
体

系
化
さ
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
︒
こ
う
い
っ
た
分
類
は
日
本
語
教
育

に
も
役
立
つ
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
︒

現
代
日
本
語
の
中
の
四
字
熟
語
に
関
す
る
本
書
の
研
究

(
第
5
部
第
3

章
)
も
斬
新
で
あ
る
︒
日
本
語
の
文
章
語
で
は
四
字
熟
語
が
多
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
︑
四
字
熟
語
の
辞
典
も
数
多
く
出
版
さ

れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
に
つ
い
て
の
研
究
は
少
な
い
︒
著
者
は
そ
れ

に
着
眼
し
て
新
聞
を
対
象
に
調
査
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
﹁
中
国

の
故
事
成
語
に
由
来
す
る
も
の
は
︑
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
い
な
い
︒
よ
く

使
用
さ
れ
る
も
の
の
多
く
は
︑
日
本
製
の
四
字
熟
語
で
あ
る
︒
西
洋
に
由

来
す
る
も
の
も
結
構
多
い
︒
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
︑
仏
教
用
語
か
ら
の
四
字

熟
語
も
み
ら
れ
る
︒
日
本
語
の
四
字
熟
語
の
文
法
性
に
注
目
す
る
と
︑
中

国
語

(漢
文
)
の
文
法
的
な
特
徴
を
ひ
き
ず
っ
て
い
て
︑
複
数
の
品
詞
に

わ
た
る
も
の
が
多
い
﹂
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒

さ
ら
に
︑
著
者
は
得
意
と
す
る
ド
イ
ツ
語
と
中
国
語
を
駆
使
し
て
日
独

両
語
の
対
照
研
究

(第
5
部
第
1
章
)
と
日
中
両
語
の
対
照
研
究

(第
5
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部
第
2
章
)
も
行
っ
て
い
る
︒
そ
う
い
っ
た
成
果
は
対
照
言
語
学
研
究
に

貢
献
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

な
お
︑
第
6
部
﹁
日
本
語
文
法
の
展
望
﹂
の
第
1
章
﹁
三
上
章
と
奥
田

靖
雄
﹂
で
は
︑
日
本
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
は
無
縁
だ
っ
た
三
上
章
と
奥
田

靖
雄
の
両
氏
の
こ
と
が
﹁
20
世
紀
後
半
の
日
本
語
文
法
界
を
代
表
す
る
巨

匠
﹂
(四
三
七
頁
)
と
位
置
づ
け
ら
れ
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
卓
見
だ

と
思
う
︒
特
に
日
本
語
の
文
法
研
究
に
大
き
く
貢
献
し
た
奥
田
靖
雄
の
業

績
を
客
観
的
に
評
価
で
き
る
研
究
者
が
未
だ
に
そ
う
多
く
な
い
こ
と
を
考

え
る
と
︑
な
お
さ
ら
有
り
難
く
感
じ
る
わ
け
で
あ
る
︒

日
本
語
文
法
研
究
に
携
わ
っ
て
い
る
者
に
は
︑
第
6
部
第
2
章
﹁
日
本

語
文
法
研
究
の
展
望
﹂
に
目
を
通
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒
一
家
言
で
は
あ

る
が
︑
こ
の
よ
う
に
大
所
高
所
に
立
っ
て
日
本
近
代
以
降
の
文
法
学
史
を

手
際
よ
く
概
観
で
き
た
文
章
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
ろ
う
︒
自
分
の
研
究

も
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒

本
書
を
通
読
し
て
評
者
が
深
い
感
銘
を
受
け
た
の
は
著
者
の
文
法
研
究

が
終
始
一
貫
し
て
い
て
︑
い
た
ず
ら
に
流
行
を
追
う
こ
と
を
せ
ず
︑
地
道

な
実
証
的
研
究
を
続
け
て
い
る
姿
勢
で
あ
る
︒
頭
が
下
が
る
思
い
で
あ
る
︒

本
書
の
内
容
が
あ
ま
り
に
も
豊
富
か
つ
多
彩
で
あ
る
た
め
︑
紙
幅
に
制

限
の
あ
る
書
評
の
範
囲
で
は
と
て
も
全
部
に
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

﹁
開
巻
有
益
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
本
書
を
開
け
ば
︑
日
本
語
文
法
の
真
髄

を
極
め
た
論
述
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
︒
前
著
が
日
本
語
学
界
で
広
く
読
ま
れ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
︑
本

書
も
十
分
に
一
読
す
る
価
値
が
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
︒
日
本
語
文
法
研

究
に
携
わ
っ
て
い
る
者
に
も
︑
日
本
語
文
法
研
究
を
志
し
て
い
る
者
に
も

是
非
と
も
お
薦
め
し
た
い
と
思
う
︒

(二
〇
一
二
年
十
一
月
二
〇
日

ひ
つ
じ
書
房
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