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「
と

て
も
」

「
全
然
」
な

ど

に
み
ら
れ
る

副
詞

の
用
法
変
遷

の

一
類
型

播

磨

桂

子

一
般

に
必
ず
否
定

語
を
伴
う
と
さ
れ
る
副
詞
が
、
肯
定
表
現

で
程
度
強

調
と

し

て
使

わ
れ
る
と
い
う
現
象

が
見
ら
れ
る
。
例

え
ば
、
「全

然
」
と
い
う
副
詞

の

「全
然

お
も
し
ろ
い
」
「
全
然
好
き
だ
」
の
よ
う
な
使
わ
れ
方
は
、
し
ば

し
ば
問

題

と
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
久

し
い
。

と

こ
ろ
が
、

こ
の

「全
然
」

は
普

通
考

え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

「否
定

を
伴

う
の
が
本
来

の
用
法
」

と
い
う
わ
け
で
は

な
く
、

こ
の
語
が
使

わ
れ
始

め
た
明
治
時
代

か
ら
昭
和

二
十
年
頃

ま
で
は
、
肯

定
文

に
使

用
さ
れ
る
こ
と
も
珍

し
く

な
か

っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
で
は

「全
然
」

の
用
法

は
今

日
に
い
た
る
ま

で
、

ど
の
よ
う
に
用
法

の
変
遷
を

き
た
し
て
き
た

の
だ
ろ
う
か
。

1
「全
然
」

は
、
明
治
時
代
以
降

に
用
例

が
見

ら
れ
る
よ
う

に
な
る
語

で
あ

る

が
、
当
初
か

ら
肯
定
表
現

に
お
い
て
も
、
否
定
表
現

に
お

い
て
も
用

い
ら
れ

て

い
る
こ
と

は
次

の
と

お
り
で
あ

る
。

(
イ
)
人
智

ハ
全
然
経

ル
ル
所

ノ
感
覚

ヨ
リ
生

ス
ト
主
張

セ
リ

(西
周

「
生
性
発
繭
」
明
治
六
年
)

(
ロ
)
全
然
疑

ヲ
容

レ
サ
ル
所

ニ
シ
テ

(

同
右

)

(
ハ
)

一
体
生
徒

が
全
然
悪

る
い
で
す
。

(夏
目
漱
石

「
坊

っ
ち

ゃ
ん
」
明
治
三
九
年
)

(
二
)
先
生

は
近
眼

で
あ

る
。

の
み
な
ら
ず
自
己

の
講
義

の
内

に
全
然
埋
没
し

て
い
る
。

(「
一二
四
郎
」
明
治
四

一
年
)

(
ホ
)
全
然
色
気

の
な

い
平
気
な
顔

で
は
人
情
が
写
ら
な

い
。

(「
草
枕
」
明
治
三
九
年
)

(
へ
)
ド
人

は
始
め

て
明
確

に
こ
の
老
婆

の
生
死
が
全
然
自
分

の
意
志

に
支
配

さ
れ

て
ゐ
る
と
云
う
事
を
意
識
し
た
。

(芥
川
龍
之
介

「
羅
生
門
」
大
正

四
年
)

(
ト
)
先
生
自
身

の
意
見
と
云
う
も

の
は
全
然
な

い
。

(「
手
巾
」
大
正
五
年
)

(
チ
)
全
然
家
庭
的
な
、
女
中
仕
事

に
だ
け
甘

ん
じ
る
よ
う
な
女
と
結
婚
し
た

か

っ
た
。

(網
野
菊

「
妻
た
ち
」
昭
和
十
三
年
)

(
リ
)
僕

は
も
う
全
然
生
ま
れ
変
わ

っ
て
い
た
。

(坂

口
安
吾

「
青
春
論
」
昭
和
十
七
年
)

又
、
明
治
十
二
年
刊
行

の

『英

華
和

澤
字
典
』

に
お
い
て
は
、
巴
ε
αq
Φ
夢

①
「"

轡9
ゆ
ξ

の
漢
訳
語

の

一
つ
と
し

て

「
全
然
」

が
あ
げ
ら
れ

て
お
り
、
そ

の
和
訳
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語

は
そ
れ
ぞ
れ
、
「
ス
ベ

テ
、
イ

ッ
シ

ョ
ニ
、
コ
ト
ゴ

ト
ク
、
ジ

ウ
ブ

ン
、
ミ
ナ
、

マ
ッ
タ
ク
」
「
マ
ッ
タ
ク
、

ス
ベ
テ
、

ア
ハ
セ

テ
、

ノ
コ
ラ
ズ
」
が
当

て
ら
れ

て

い
る
。(イ

)
(
ハ
)

(
二
)
(
へ
)

(
チ
)
(
リ
)

の
よ
う
な
、
肯
定
文

に
お
け
る

「
全

然
」

は
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』

に
、
「
残

る
と

こ
ろ
な
く
。
す

べ
て
に
わ
た

っ

て
。

こ
と
ご
と
く
。
す

っ
か
り
。
全
部
」

の
意
と
記
さ
れ

て
い
る
用
法

で
あ
る

が
、

こ
れ
が
漢
語
副
詞
と
し

て
の

「
全
然
」

の
本
来

の
意
味
と
言
え
よ
う
。
そ

し

て
、
(
ロ
)
(
ホ
)

(ト
)

の
よ
う

に
否
定

表
現
に
用
い
ら
れ

て
い
る
場
合

も
、

こ
の
本
来

の
意

味
を
持

っ
て
使
わ
れ

て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
現
在

の
否
定

語
と
呼
応

す
る

「全
然
」

の
用
法

と
は
別
個

に
、
肯
定
表
現

に
用
い
ら

れ
る
用
法

が
存
在

し

て
い
た

の
で
は
な
く
、
「
残
る
と

こ
ろ
な
く
。
す

べ
て
に
わ

た

っ
て
。
」
と
い

っ
た
具
体
的

な
意
味
を
も
ち

な
が
ら
、
係

り
先

が
肯
定

で
あ

る

か
否
定

で
あ
る
か
を
選
ば

な
い

一
つ
の
用
法

と
し
て
あ

っ
た
も

の
で
は
な

い
か

と
考

え
ら
れ

る
の
で
あ

る
。

そ
し

て
さ
ら
に
、
次

の
よ
う
に
述
部

に
否
定
語

「な

い
」
を
持

っ
て
は
い
る

が
、
「全
然
」
の
係

り
先

で
は
な
い
例
を
見

る
と
、
当
時

と
現
在

の

「全
然
」

の

用
法

の
違

い
が
明
ら
か

に
な

ろ
う
。

(
ヌ
)

そ
こ
に
妙

に
見
透
か
せ
な

い
心

の
存
在
が
灰
め
く

の
で
、
彼
女
は
昔

か

ら
僕
を
全
然
知
り
抜
く
事

の
出
来
な

い
、
従

っ
て
軽
蔑
し
な
が
ら
も
何
処
か

に

恐
ろ
し

い
と

こ
ろ
を
持

っ
た
男
と
し

て
、
あ
る
意
味

の
尊
敬

を
払

っ
て
い
た

の

で
あ
る
。

(
「
彼
岸

過
迄
」
大

正

一
年

)

(
ル
)

こ
の
経
験

は
彼

に
と

っ
て
全

然
新

し

い
も

の
で
は
な
か

っ
た
。

(
「
明
暗
」
大
正

五
年
)

(
ヲ
)
私

は
な
ん
と
な

く
不
安
を
感

じ
た
。

そ
れ
は
誰
し
も
全
然
人
気
以
外

に

立

ち
得

る
の

で
な
い
と
思

っ
た
か

ら
だ
。

(小
川
未
明

「
魯
鈍
な
猫
」
明
治
四
五
年
)

(
ワ
)

彼
女

は
、

鈴
谷
が
自
分

の
言

っ
た
事
を

は
ぐ
ら
か
し
な
が
ら
、

全
然

笑

っ
て
ば
か
り

い
る

の
で
な

い
こ
と
も
わ
か

っ
た
。

(
伊
藤
整

「典

子

の
生
き
方
」

昭
和
十

五
年
)

以
上

の
用
例

に
お

い
て
、
「全
然
」
は
、
波
線

を
施

し
た
部
分

に
係

り
、
部
分

否
定

と
な
る

の
だ
が
、
今

日

で
は

「全
然
知

り
抜

く
」
「全
然
新

し
い
」
の
よ
う

な
用
法

が
な
い
た
め
、
全
部
否
定

の
よ
う
に
誤
解

さ
れ

が
ち

な
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

Ⅱい

つ
ご

ろ

「
全
然
」

が

「
否
定
語
と
呼
応
す

る
」
と

い
う
規
範
意
識
を
持
た

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
か
、

は

っ
き

り
し
た
時
期

は
わ
か
ら
な

い
が
、
昭
和
二
十

年
代
後
半

に
は
、
後

に
述

べ
る
よ
う

に

「
全
然
」
が
否
定
を
伴
う
も

の
で
あ
る

こ
と
を
前
提
と
し

た
、
肯
定
表
現

で
の
使
用

に
対
す
る
批
判
が
見
ら
れ
る
。

若
田
部
明
氏
は

一
九
○
○
年
か
ら

一
九
四
九
年

に
か
け

て
の

「全

然
」

の
用

例
を
調
査
し
、

こ
の
語
が
時
間

の
経
過
と
と
も

に
、
否

定
語
や
否
定
的
内
容

を

含
む
語
と

の
呼
応
率

を
高
め

て
い
る

こ
と
を
、
数

量
的

に
明
ら
か
に
さ
れ

て
い

る
。
若
田
部
氏

の
統
計

に
よ
る
と
、

「
『全
然
』

の
用
例
数

に
占

あ
る
打
消

の
表

現
や
否
定
的
内
容

を
含
む
語
句

と
の
呼
応
率
」

は

一
九
○
○
年

か
ら

一
九
○
九

年

の
間

の
六
十

パ
ー
セ

ン
ト
に
対

し
、

一
九

四
○
年

か
ら

一
九

四
九
年

の
間

で

は
八
六

・
五

パ
ー
セ

ン
ト
に
増
加

し
て
い
る
。

そ
し
て
今

日
で
は
、
文
献

に
見

ら
れ

る
用
例

の
ほ
と

ん
ど
が
、
打
消

の
表
現

や
何
ら
か

の
否
定
的
内
容
を

ふ
く
む
語
句
と
呼
応
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

皿と

こ
ろ
が

口
頭
語

に
お

い
て
は
、

つ
ぎ

に
あ
げ
る
文
章

に
指
摘

さ
れ

て
い
る

よ
う

に
、
昭
和
二
十
年
代

の
半
ば
ご
ろ
か
ら

「
全
然
」

を
肯

定
文

の
程
度
強

調
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と
し

て
使

う
表
現
が
現
わ
れ
、

批
判

を
受

け

て
い
る
。

(
カ
)

近
頃
気

に
な
る

の
は
、

よ
く

「全
然

よ
く

で
き
る

の
」
式

の
言
葉

を
使

う
こ
と
で
あ
る
。

「全
然
」

と
は
否
定

の
意
味

で
あ

っ
て
、

「全
然
出
来
な

い
」

と
か
、
「
全
然
駄
目
だ
」
と
云
ふ

の
な
ら
わ
か
る
が
、
こ
れ
で
は
意
味
を
な

さ
な

い
。

(思

ひ
出

『
言
語
生
活
』
昭
和

、
一八
年
三
月
号
)

(
ヨ
)

こ
の
頃

の
若

い
人
達

は

「
あ

の
映
画

は
全
然

い
い
ん
だ
」
と
か

「
あ

そ

こ
の
食
事
は
全
然
う
ま

い
よ
」
と
か

い
う
。

こ
の
場
合

の

「
全
然
」
は

「
非
常

に
」
「
た

い

へ
ん
」
と

い
う
意
味

で
あ
る
。
し
か
し
、
「
全
然
」

は

「
全
然
出
来

な

い
」
「
全
然
感
心
し
な

い
」
の
よ
う

に
、
否
定

の
言

い
方
を
伴
う
副
詞

で
、
意

味
は

「
ま

る

っ
き

り
」

で
あ
る
。
そ
れ
を

「
全
然

い
い
」
「全
然

う
ま
い
」
と
肯

定
表
現

に
使
う
も

の
だ
か
ら
、
年
寄

り
た
ち
か
ら
は
、

と
ん

で
も
な

い
使

い
方

だ
と
非
難

さ
れ

て
い
る
。

た
だ
し
、

こ
の
よ
う
な
使

い
方

は
、

前
例

が
な
い
わ

け

で
は
な
い
。
今
、
東

京

で
は

「
と

て
も
き
れ

い
だ
」
「
と

て
も
う
ま

い
」
の
よ

う
に
、

「非

常
に
」

「
た
い

へ
ん
」

の
意
味

で

「
と

て
も
」

を
使

う
。

し
か
し
本

来

は

「と

て
も

で
き
な

い
」

「
と
て
も
動

け
な

い
」

の
よ
う

に
、

「
と
て
も
」

は

「
ど
う
し

て
も
」

の
意
味

で
あ
り
、
否
定
表
現
を
伴

う
言

い
方
な

の
だ
。

そ
れ

が
、
明
治

四
十
年
代
ご

ろ
か

ら
、
学
生

た
ち

の
間

に
愛
用

さ
れ

て
、
今

で
は
、

東
京

の
口
頭
語
と
し

て
は
普
通

の
言

い
方
と
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

(言
葉

の
し
お
り

朝

日
新
聞

昭
和
三
九
年
十
月
六

日
)

次

の
、
一用
例

は
松
井
栄

一
氏
が
、
「
全
然
」
の
新
し

い
用
法
と
し

て
挙
げ
ら
れ
た

も

の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
当
時
流
行

の
表
現
と
し

て
、
意

図
的

に

つ
か
わ
れ

て

い
る
も

の
で
あ
る
。

(タ
)

ア
プ

レ
ゲ

ー
ル
は
全
然

エ
ラ
イ
よ

(「
安
吾
巷
談
」
昭
和
二
五
年
)

(
レ
)
ス
ゴ

イ
じ

ゃ
な

い
の
。
全
然
肉
体
派

ね
。

(「
自
由
学
校
」
昭
和

二
五
年
)

こ
れ
ら
は
、
I

で
あ
げ
た
、
肯
定
表

現
に

「全

然
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
例

と
、
形

の
上

で
は
似

て
い
る
が
、
使
用
者

の
意
識

の
上

で
用
法
が
異
な

る
も

の

と
思

わ
れ
る
。
例
え
ば

(
タ
)
の
例

で
、
「
全
然
」

は

「
エ
ラ
イ
」

こ
と

の
度
合

い
を
強
調
す

る
語

で
あ

る
が
、
I
の

(
ハ
)
の
例

で
は
、
「
悪
る
い
」
度
合

い
を

強
調
す

る
の
で
は
な
く
、

"何
か
ら
何
ま

で
"
「
生
徒
が
悪
る

い
」

の
だ
と

い
う

意
味
を
添
え
る
も

の
で
あ
り
、
「
悪
る

い
」
事

の
度
合

い
が
強
め
ら
れ
る

の
は
結

果
的
な

こ
と

で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
「全

然
」
は
、

I

具
体
的
な
意
味
を
持

っ
て
、
肯
定
表

現
に
も
否
定
表
現

に
も
使

わ
れ
る
。

H

も

っ
ぱ

ら
否
定

語
を
伴

っ
て
用

い
ら
れ
る
。

皿

肯
定
表

現

で
強

調
語

と
な
る
用
法

が
出
現
す

る
。

と
い
う
、
大

き
く
三

つ
の
段
階

に
分

け
得

る
用
法

の
変
遷
を

た
ど

っ
て
き

た
と

い
え
よ
う
。

二
「

一

そ
し

て
こ
の
様
な
用
法

の
変
遷
を
た
ど

っ
た

の
は
、
「
全
然
」
ば
か
り

で
は
な

い
。(

ヨ
)
の
後
半
に
述

べ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
「
全
然
」
の
肯
定
表
現

に
使

う
用

法
が
現
わ
れ
た

こ
と

の
前
例

と
さ
れ
る

の
が
、
「
と

て
も
」
の
程
度
強

調
用
法

の

出
現

で
あ
る
。

現
在

「
と

て
も
」

に
は
、

(
A
)

と

て
も
そ
ん
な
こ
と
は

で
き
な
い

の
よ
う
に
、
否
定
語

と
呼
応
す

る
用
法
と
、

(
B
)

と

て
も
き
れ
い
だ

の
よ
う
に
、
状
態
性
を
も

つ
語

の
程
度
を
強
め

る
用
法
と

の
二

つ
の
用
法
が
あ

一13一



る
が
、

以
前
は
も

っ
ぱ
ら

(
A
)

の
用
法

の
み

で
あ

っ
た
と

こ
ろ
に

(
B
)

の

用
法

が
現
わ
れ
た
ら
し

い
。

と

こ
ろ
が
、

明
治
時
代

以
前

に
は
、
否
定

語
と
呼
応

し
な

い
例

も
普
通

に
見

ら
れ
る

の
で
あ
る
。

そ

こ
で
、

こ
の

「
と

て
も
」

に
関
し

て
も
時
代

を
お

っ
て

用
法

の
変

遷
を
調

べ
、

「全

然
」

の
用
法
変

遷
に
対
応

さ
せ
る
こ
と
を
試

み
た
。

1
「
と

て
も
」

は
平
安
時
代

の
和
文

に
見
ら
れ
る

「
と

て
も
か
く

て
も
」

か
ら

生

じ
た
語
と
考

え
ら
れ

て
お
り
、
「
と

て
も
」
の
形

は

「平
家
物
語
」
の
頃

か
ら

見

ら
れ
る
。

(
イ
)

日
本
国

に
平
家

の
荘

園
な
ら
ぬ
所

や
あ
る
。

と
て
も
逃

れ
ざ

ら
む
物

ゆ

へ
に
年
来

住
み
慣

れ
た

る
と

こ
ろ
を
人

に
見

せ
む
も
恥

が
ま

し
か
る

べ
し
。

(
「平
家
物
語
」
)

(
ロ
)
去
来

や
、

と
て
も
死

な
ん
ず
る
命

を
、
各

か
の
未

だ
墜

ぬ
先

に
打
出

て

(
「太
平
記
」
)

(
ハ
)
楯
籠

る
所

の
兵

ど
も
、
と
て
も
遁

れ
じ
と
思

い
切

り
た
る
こ
と
な
れ
ば
、

(

同
右

)

(
二
)

と
て
も
人
間

に
生

ま
れ
な
ば
、

か
や
う
の
人
と

こ
そ

一
夜
な

り
と
も
契

り
、
思
出

に
せ
ん
と
人

々
う
ら
や
み
給

ひ
け
り

(鉢

か

つ
ぎ

「
御
伽
草
子
」
)

(
ホ
)
と

て
も
罪

つ
く
る
な

ら
ば
、
少

し
も
徳

の
あ

る
や
う
に
は
さ
せ
た
ま

は

で

(人
法
師

「
御
伽
草
子
」
)

(
へ
)
本
朝

ハ
ト
テ
モ
乱

ル
ベ
シ

(「
蒙
求
抄
」
)

(
ト
)
と

て
も
奉
公
す

る
身
も

こ
ん
な
内
か

た
に
い
ま
す

が
仕
合

(「
好
色

一
代
女
」
)

(
チ
)
と

て
も
淋
し
き
く
れ

は
ど

り
、
綾

の
衣
を
砧

に
打
ち
、
少
し

の
思

ひ
を

晴
ら
さ

ん
と
、

(謡
曲

よ
し
原
小
歌
鹿

の
子
)

(
リ
)

と

て
も
縁

な
き
仲

な
ら
ば
、
な

ど
や
始

の

つ
ら
か
ら

ん
(謡
曲

「松

の
葉
」
)

以
上

の
例

の
よ
う
に
、
条
件
句

に
用

い
ら
れ

る
こ
と

が
多

い
が
、
「
ど
う
し

て

も

こ
う
し

て
も
、

ど
う
せ
、
結
局
」
と

い

っ
た
意
味
を
も
ち
、
否
定
表
現
か
肯

定
表
現

に

つ
い
て
は
限
定

さ
れ
な
い
。
又
、
中
世

に
は
、
(
イ
)
や

(
ハ
)
の
よ

う
な
否
定
表
現

の
場
合

で
も
、
現
代
語

の

「と

て
も
」

の
よ
う

に
打
消
語

に
直

接
か

か

つ
て
そ
れ
を
強
め

る
も

の
で
は
な
く
、
ど
う
し

て
も

こ
う
し

て
も
、
ど

う
せ
こ
う
な

る
の
だ
、
と

い
う
諦
念

の
よ
う
な
気
持
ち

の
表
現
性
を
も

つ
も

の

で
あ

る
。

は

っ
き

り
と
現
代
語

と
同
じ
用
法
と
思
わ
れ

る
も

の
は
江
戸
時
代
以

降

に
な

っ
て
現

わ
れ

る
よ
う

で
あ

る
。

(
ヌ
)

あ
の
御
き

し
ょ
く

で
は
、
と

て
も
か
ら

い
で
は
お
か
せ
ら
れ
ま

ひ

(「
虎
明
本
狂
言
集
」
う

つ
ぼ
ざ
る
)

(
ル
)
町
人

は
算
用
お

ろ
か

に
秤
め
覚
え
ず

日
記
付
さ

へ
な
ら
ざ

る
を
、
連
も

商
人

は
思

ひ
も

よ
ら
ず

(「
本
朝

二
十
不
孝
」
)

(
ヲ
)

ま
こ
と

に
君

の
宣
旨

に
は
、
靡
か

ぬ
草
木
は
な
け
れ
ど
も
、

こ
の
道

一

つ
は
稲
舟

の
、
と

て
も
靡
か

ぬ
わ
が
心

(『
松

の
落
葉
』
十
九
)

以
上

の
三
例

は
、
(
イ
)
や

(
ハ
)
の
よ
う

に
諦
念

の
表
現
と
は
と
り
得
な

い

も

の
で
あ
り
、
「
ど
う
し

て
も
、
到
底
」
の
意

で
、
否
定
を
強
め

て
い
る
と
考
え

る
べ
き

で
あ

ろ
う
。

Ⅱ江
戸
時
代
末
期

の

「
い
ろ
は
文
庫
」

で
は
、
否
定
表
現
を
伴
う
も
の
は
十

五

例
、
伴
わ
な

い
も

の
は
、

(
ワ
)
と

て
も
別
れ
る
お
気
な
ら
ば
、
私
も
小

児
も
お
ま

へ
の
手

で
殺

し

て
置

い
て
お
出
な
さ

い
ヨ

(
「
い
ろ
は
文
庫
」
巻
六
)

の

一
例
と
な

っ
て
い
る
。
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そ
し
て
明
治
時
代

に
入

る
と
、

ほ
と

ん
ど
否
定
表
現
を
伴

っ
た
例
し
か
み
ら

れ
な

く
な

り
、

し
か
も
現
代

の
否
定
語
と
呼
応
す

る
用
法
と
同
じ
も

の
に
な

っ

て
い
る
。

(カ
)
弥
次
郎
、
と

て
も
か
な
わ
ぬ
と
見

て
、
た

ゞ
口

の
中

に
ぶ

つ
く
さ
ぶ

つ

く
さ

(
「東
海
道
中
膝
栗
毛
」
)

(
ヨ
)
連
も
黄
鳥

の
や
う
に

ハ
喉
の
加
減

あ
し
け
れ
ば
、
声

も
曲
も

ま
は
る
ま

じ
け
れ
ど
も
真
似

ぐ
ら
ゐ

ハ
致

す

べ
し
と

て

(「
寄
笑
新
聞
」
)

(
夕
)
薄

い
氷

を
踏

む
や
う
な

一
日

ゝ
ゝ
の
憂
き
世
渡

り
、
今

の
世
間

の
模
様

で
は
連
も
無
事

に
は
し
の
が
れ

ま
い

(「
春
雨
文
庫
」
)

(
レ
)

と
う
と
う
下
読

の
間
暇
が
な
く
な

っ
ち
ま

っ
て
、
兎

て
も
自
分
じ

ゃ
ア

や
ら
り

ゃ
ア
し
な

い
ワ

(
「
当
世
書
世

気
質

」
)

以
降
、
大
正
時
代
ま

で

「
と

て
も
」

は
否
定
語
と
呼
応

す
る
も

の
で
あ

っ
た

ら
し
く
、
調
査
し
た
小
説

(「
浮
雲
」
「
坊
ち

ゃ
ん
」

「草
枕

」
「
三
四
郎
」

「門
」

「
彼
岸
過
迄
」
「
こ
こ
ろ
」
「
我
が
輩
は
猫

で
あ
る
」
「
そ
れ
か
ら
」
「虞
美
人
草
」

「
地
獄
変

」
「
戯
作
三
昧
」
「
杜
子
春
」
「
藪

の
中
」
「
出
家
と

そ
の
弟
子
」
「
生
き

と
し
生
け
る
も

の
」
)

に
お
い

て
、
す

べ
て
否
定
表
現

を
伴

っ
て
い
る
。

皿「
と

て
も
」

の
程
度
強
調

用
法

が
普
及

し
は
じ
め
た
の
は
、
次

に
挙
げ

る
芥

川
龍
之
介

の
記
述

な
ど

か
ら
大
正
十
年
頃
と
推
定

さ
れ

て
い
る
。

(
ソ
)
「
と

て
も
安

い
」
と
か

「
と

て
も
寒

い
」
と
か
云

ふ

「
と

て
も
」

の
東
京

の
言
葉

に
な

り
出
し
た

の
は
数
年
以
前

の
事

で
あ
る
。
勿
論

「
と

て
も
」

と
云

ふ
事

は
東
京

に
も
全
然
な
か

っ
た
訳

で
は
な

い
。
が
従
来

の
用
法
は

「
と

て
も

か
な
わ
な

い
」
と
か

「
と

て
も
纏
ま
ら
な

い
」
と
か
云
ふ
や
う

に
必
ず
否
定

を

伴

っ
て
ゐ

る
。

(芥
川
龍
之
介

「
澄
江
堂
雑

記
」

二
十

三

大
正
十

三
年
)

当
時
は
、
今

の

「
全
然
お
も
し
ろ
い
」

に
相
当

す
る
よ
う
な
、

は
や
り
言
葉

的
な
用
法

で
あ

の.
た
ら
し
く
、
小
説

の
若

い
女
性

の
言
葉

や
、

比
較
的

早
く
か
ら
例

が
見
え
る
。

童
謡
、
童
話

に

・
.
翌

(
ツ
)

ほ
ん
と

に
と

て
も
暑

い
わ
。
ど
う
し
た
ん

で
せ
う
。

(
「
二
人
妻
」
大

正
十

一
年
)

(ネ
)
と

て
も
大
き
な
お
風
呂

で
す

(童
謡

「
大
き
な
お
風
呂
」
大

正
十

四
年
)

(
ナ
)
ぼ
く
、
と
て
も

い
い
こ
と
を
考

え
た
。

(「
海
か
ら
き
た
卵
」
昭
和

三
年
)

以
降

「
と

て
も
」

の
程
度
強

調
用
法

の
普

及
は
か
な

り
め
ざ

ま
し
く
、
正
用

と
し

て
認
め

ら
れ
、

否
定
語

と
呼
応
す

る
用
法
と

は
別

の
用
法
と
し

て
共
存

し
、
現
在

に
至

っ
て
い
る
。

(
ラ
)

生
き

て

い
る
限

り
は
と

て
も
逃
れ

ら
れ
な

い

こ
と
な

の
だ

ろ
う
か
。

(「
女
生
徒
」
昭
和
十
五
年
)

(
ム
)

お
か
あ

さ
ん
、
と

て
も
交
際
が
多

い
の
だ
か
ら

(

同
右

)

(
ウ
)

と
て
も

一
緒

に
は
い
ら
れ
な
く
な

っ
た
か
ら
逃
げ

て
き
た

(「
来
訪

者
」

昭
和
十

九
年
)

(
ヰ
)

そ
れ
が
と

て
も
凄

い
ん
だ
さ
う

で
す

(

同
右

)

以
上
述

べ
て
き
た

「
と

て
も
」

の
用
法

変
遷

を
ま
と
め
る
と
、

I
の

「
ど
う

し

て
も

こ
う
し

て
も
、
ど
う
せ
、
結
局
」

の
意
味

で
肯
定
表

現
に
も
否
定
表
現

に
も
用

い
ら
れ
る
用
法

か
ら
、

Ⅱ
に
述

べ
た
よ
う
に
も

っ
ぱ

ら
否
定
語
と
呼
応

す
る
よ
う
に
な
り
、
そ

こ
に
Ⅲ

の
肯
定
表
現

で
の
程
度
強
調

用
法

が
出
現
し

た

と
い
う

こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は

「全
然
」

の
三
段
階

の
用
法
変
遷

に
対
応
さ

せ

る

こ
と
が
で
き
る
も

の
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

ニ
ー

二
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漢
語

「全
然
」

に
対
応
す

る
和
語
と
し

て

「
ま

っ
た
く
」
が
あ
り
、

意
味
や

用
法

の
上

で
も
重
な
り
を
も

つ
が
、
「全
然
」
と
異
な
り
、
肯
定
表

現
に
も
否
定

表
現

に
も
用

い
ら
れ

て
い
る
。
柄
沢
衛
氏

は
、
「
全
然
」
と

「全

く
」

の
用
法

を

対
比
さ
せ
、
「
『
全
然
』

の
く
ず
れ
た
、
俗
語
的

な
用
法

は
、
漢

語

『
全
然
』

が

和
語

『
全
く
』

の
用
法
を
埋
め
る
よ
う

に
し

て
生
ま
れ
た
も
の

で
あ
り
、
本
来

『
全
然
』
の
持

つ
べ
き
用
法
と

し
て
、
内
在
し

て
い
た
も

の
で
あ
る
。
」
と
述

べ

て
お
ら
れ
る
が
、
「
ま

っ
た
く
」
に
関
し

て
も

「全
然
」
の
用
法
変
遷
と
対
応
す

る
よ
う
な
用
法
変
遷

が
見
受

け
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

1
「
ま

っ
た
く
」

は
形
容
詞

「
ま
た
し
」

の
連
用
形
か
ら
生
じ
た
副
詞

で
あ
る
。

源
氏
物
語

や
宇
津
保
物
語

に
見

ら
れ

る
例

は
、

ま
だ
副
詞

で
は
な
く
形
容
詞
連

用
形

の
段
階
と
考

え
ら
れ

る
。

(
イ
)
大
き
な

る
倉

は
、

一
国
を

ヲ
さ
む

る
に
、
公
事
、
全
く
な
し

て
、

私

の

財
、
数
多
く
貯
ふ
。

(「宇
津

保
物

語
」
藤

原

の
君
)

(
ロ
)
俊
蔭

の
朝
臣

の
せ
ち
書
き
読
み

て
侍
け
る
。
ま
た
く
細

か
に
し

て
侍

ル

め
り
。

(

同
右

蔵
開

上
)

(
ハ
)

こ
の
家

の
辺

の
柴

刈
り
、

そ

の
垣

い
と
全

く
新

し
く
造

り
て
檜
皮

の
御

殿

い
と
を
か
し
げ
に
造

り

て

(

同
右

蔵
開

下
)

(
二
)
す

へ
て
い
と
ま
た
く
す

き
ま
な
き
心
も
あ

り

(
「源
氏
物
語
」
東
屋
)

(
ホ
)

い
と
ま
た
く
賢
き
君

に
て
、
思

ひ
取

り
て
け
れ
ば

(

同
右

)

(
ロ
)

(
ハ
)

(
ニ
)

(
ホ
)

の
例

で
、
「
ま

た
く
」
が
下
接
す

る
、
「
細
か

に
」

「
新
し
く
」
「
す
き
ま
な
き
」
「
賢
き
」

に
対
し

て
、
並
列

の
関
係

に
あ
る
か
、

連
用
修
飾

の
関
係

に
あ

る
か

は
意
見

の
別
れ

る
と

こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
筆
者

は
並

列

の
関
係

に
あ
る
と
考
え
る
が
、

い
ず
れ
に
し

て
も

「
ま
た
く
」

は

「欠

け
る

と

こ
ろ
な
く
、
完
全

に
」
と

い

っ
た
意
味

を
侍

つ
も
の

で
あ
る
。

今
昔
物

語
集

で
は
、
原
栄

一
氏
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
と
お
り
、
「全

ク
」
十
七

例

の
う
ち
十

四
例

が
否
定
語
と
呼
応
し

て
お

り
、
肯
定
文

で
の
三
例

の
う
ち
、

(
へ
)
此

ノ

一
ノ
猿

ハ
前
生

ノ
功
徳

二
依

テ
六
根

ヲ
全

ク
具

セ
リ

(「
今
昔
物
語
集
」
巻
五
)

(
ト
)
今
生

二
全

ク
定
恵

ノ
行
業
閾

ヌ

(

同
右

巻
十
三
)

は
、
副
詞
と
し

て
認
め
ら
れ
よ
う
。

下

っ
て
徒
然
草

に
も
肯
定
表
現

で
の
使
用
が

一
例
見
ら
れ
る
。

(
チ
)
銭
あ
れ
ど
も

ゝ
ち
ゐ
ざ
ら
ん
は
全

く
貧
者
と

お
な
じ

(
「徒
然
草
」

二

一
七
)

Ⅱ
「
今
昔
物

語
集
」

に
お
い

て
も
否
定
語

と
呼
応
す

る
用
法

が
ほ
ぼ
固
ま

っ
て

い
る
が
、
中
世

の
文
献

を
調
査
す

る
と
、
「
平
家
物
語
」

の
二
十
三
例
、
「
保
元

物
語
」

の
三
例
、
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の

一
例
、
「十
訓
抄
」

の
四
例
、
「
風
姿
花

伝
」

の
三
例
、
「
義
経
記
」

の
四
例
、
「
天
草
版
平
家
物
語
」

の
十

一
例
、
そ
れ

ぞ
れ

「全
く
」

の
全
例
が
否
定
語
を
伴

っ
て
い
る
。
調
査
し
た
資
料
が
少

な

い

た
め
確
言
す

る
こ
と

は
で
き
な

い
が
、
現
在

の

「
全
然
」
と
同
様
否
定
語

と
呼

応
す

る
副
詞

で
あ

る
と
意

識

さ
れ

て
い
た

と
見

て
よ
い

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。Ⅲ近

世

に
入
る
頃
か
ら
、
肯
定
文

で
、

以
下

に
述

べ
る
判
断

や
こ
と

が
ら
を
強

調
す
る
用
法
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

(
リ
)
全

く
馬

が
驚
き

ま
し
た
故
、
箇
様
な

そ
そ
う
も

い
た
し
ま
し
た

の
で
ご

ざ

い
ま
す

れ
ば
、

(「
い
ろ
は
文
庫
」
)

(
ヌ
)
叔
母

の
言
艸
を
愛
想
尽
か
し
と
聞
取

ツ
た

の
は
全
く
此
方

の
僻
耳

で
、

(「
浮
雲
」
)
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「
ま

っ
た
く
」

に
は
、
「
ま

っ
た
く
美
し

い
」

「
ま

っ
た
く
す
ば

ら
し
い
」

の

よ
う
な
状
態
性

の
語

の
程
度
強
調
ば
か
り

で
な
く
、
(
リ
)
や

(
ヌ
)
の
よ
う
な

用
法
も
あ
る
点

で
、
「
全
然
」
の
Ⅲ
と

は
異
な

る
。
な
お
、
現
在

で
は

「本
当

に
、

実

に
」

と
同
じ
用
法

が
多

い
よ
う

で
あ
る
。

二
「

三

「
断
然
」
と

い
う
語
も

「
全
然
」
と
同
じ
く
明
治
時
代
か
ら
用
例
が
見
ら
れ

る
語

で
あ
り
、
「
き

っ
ぱ
り
し
た
さ
ま
」
を
表
す
も
の

で
あ
る
。

(
イ
)
断
然
架
空

の
業
を
廃
し

(
「高
橋
阿
傅
夜

叉
諌
」
)

(
ロ
)
だ
れ
が
何
と
言
は
う
ト
閾
は
な
い
、
断
然
辞

し
て
仕
舞

ふ

(
「浮
雲
」
)

(
ハ
)

彼
は
断
然
信

じ

て
い
た

(「
そ
れ
か

ら
」
)

と

こ
ろ
が
、

こ
の
語
も
ま
た
、

い

つ
の
ま
に
か
否
定
語
と
呼
応
す

る
も

の
と

い
う
規
範
意
識

を
持

た
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
ら
し
く
、
次

の
様
な
記
述
が
見
ら

れ
る
。

(
二
)
浅
沼

:

「
断
然
」
な

ん
て
言
葉

は
、

そ
の
次

に
否
定

の
言
葉
が
来
る

の

が
普
通

で
し

ょ
う

丸
野

:
普
通

は
そ
う

で
し

ょ
う

浅
沼

:
と

こ
ろ
が

「
断
然
や
る
」
と
か

…

(『
言
語
生
活
』
昭
和
二
八
年

六
月

号

座
談
会

「
マ
ス
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
と
日
本
語
」
)

(
ホ
)
「
と

て
も
」
と
似

た

「
断
然
」
も
言
語
規
範

が
緩

ん
で
新

し
い
用
法
が
生

ま
れ
た
と
言

っ
て
よ
い
。

も
と
も
と

「断
然

た
る
処
置
」
と
か

「
断
然
手
を
切

る
」

と
か
の
よ
う
に
、
き

っ
ぱ

り
と
す

る
さ

ま
を

い
う
が
、
昭
和
初
期

の
モ
ダ

ン
語

で
は
、
「断
然
お
も

し
ろ
い
」
の
よ
う

に
強
調
語
と
し

て
使
わ
れ
た
。

(米

川
明
彦

『
新
語
と
流
行
語
』
)

こ
の
よ
う
に
、

こ
の
語

に
も

「
き

っ
ぱ
り
し
た
さ
ま
」

を
表
現
し
、
か
か
り

先

に
否
定
表
現
か
肯
定
表
現
か

の
制

限
を
行

な
わ
な
い
用
法

か
ら
始

ま

っ
て
、

否
定
表
現
を
必
ず
と
も
な
う
と
い
う
規
範
意
識

を
持

た
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ

こ
に
肯
定
表

現

の
程
度
強

調
用
法

が
出
現
す

る
と

い
う

「全
然
」

の
場
合
と

よ

く
似
た
用
法
変

遷
が
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

ま
た

「断
然
」

の
同
義
語

「断
じ

て
」

に
も
同
様

の
事
情
が
あ

っ
た
と
思
わ

れ
る
。

ニ
ー
四

「
な
か
な
か
」
と
い
う
副
詞

は
、
「
と

て
も
」
と
同
様

に
現
代
語
に
お
い

て
否

定
を
伴
う
用
法
と
、
程
度
を
強
調
す
る
用
法

を
あ
わ
せ
持

っ
て
い
る
。

こ
の
副

詞

に

つ
い
て
は
、
井
手

至
氏
、
塚

原
鉄
雄
氏
、
濱

田
敦
氏

の
共
同
研
究

に
よ
る

、

『
国
語
副
詞

の
史
的

研
究
』
に
く
わ
し
い
史
的
考
察

が
な

さ
れ

て
い
る
。
以
下
、

そ

こ
に
述

べ
ら
れ
た

「
な
か
な
か
」

の
用
法
変
遷
を

ま
と
め

て
み
た
。

1古
代

で
は
、
「な

ま
じ

っ
か
」
あ

る
い
は

「
か
え

っ
て
」
な
ど

の
よ
う

に
現
代

語
訳

さ
れ

る

「
な
か
な
か

に
」
「
な
か
な
か
」
が
み
ら
れ
る
。

(
イ
)
な
か
な
か

に
人
と
あ
ら
ず
は
酒
壷

に
な
り

に
て
し
が
も
酒

に
染
み
な
む

(
「
万
葉
集
」
巻

三
)

(
ロ
)
う
し
と

て
も
厭

ひ
も
は

て
ぬ
世

の
中

を
な
か
な
か
何

に
思

ひ
し
り
け
む

(
「千
載
集
」
巻
十

こ

(
ハ
)
高
杯

に
ま
ゐ
り
た
る
大
殿
油
な
れ
ば
、
髪
筋
な

ど
も
、
中

々
昼

よ
り
は

顕
証

に
み
え

て
眩
ゆ
け
れ
ど
念

じ

て
見

な
ど
す

(
「枕
草
子
」

一
六
五
)
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井
手
氏
ら

は
、
「
な
か
な
か

に
」
を

「
な
か

(中
)
」

の
畳
語

に
助
詞

「
に
」

の
接
し
た
も

の
と
分
析
し
、
語
構
成

の
上
か
ら
は

「甚

だ
中
途
半
端
な
状
態

で
」

と

い

っ
た
意
味

に
な
る
だ
ろ
う
と
さ
れ

て
い
る
。

た
だ
し

「
な
か
な
か
に
」

が

「
中
途
半
端

に
」
と

い

っ
た
限
定

で
あ
る

の
に
対

し
、
平
安
時
代

の

「な

か
な

か

に
」
に
な
る
と
、
「
限
定

で
は
な
く

て
、
同

一
素
材

に
対

す
る
他

の
次
元

か
ら

の
把
握
と

い
う

こ
と

に
な
り
、
も
は
や

『中
』

の
意
義

は
、
殆

ど
喪
失
し

て
い

る
の
で
あ
る
。
」
と
述

べ
ら
れ

て
い
る
。

Ⅲ中
世
前
期
か
ら
中
期

に
か
け

て
、
「
な
か
な
か
」
は
そ
の
意
味
機
能
を
情
態
か

ら
程
度

へ
と
変
え
、
中
世

中
期

に
は
は

っ
き
り
打
消

に
呼
応
す

る
も

の
が
出
現

す
る
、
と
し

て
次

の
よ
う
な
例

が
あ
げ

て
あ
る
。

(ホ
)

い

つ
も

よ
り

一
き

は
手
ぎ

は
に
は
く

べ
し
と
種

々
思
案

を
す
る

に
、

中

々
は
か
れ
そ
う

に
も
な
し

(
「
一
休
咄
」
)

(
へ
)
俺
が

ひ

っ
か

つ
い
だ
鉄
砲

は
、
腰

に
は
中

々
は
さ
ま
れ

な
い
。

(「
雑
兵
物
語
」
)

(ト
)

落
城

の
日
な
が

つ
ぼ
ね
に
居
候
。

な
か
な

か
い
ま
だ
落
城
な
ど
と

は
思

ひ
も
よ
ら
ず
。

(「
お
き
く
物
語
」
)

さ
ら
に
、
「
こ
の
期

の
資
料

に
、
単

に
程
度

を
表
す
副
詞

と
し

て
用

い
ら
れ

る

例

は
極

め

て
少

な
い
の

で
、
応
答

の
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、
否
定
と
呼
応
す

る
も

の
が
、

そ

の
大
部
分
を
占

め
る
。
就
中
、
後
者

は
時
代
と
と
も

に
益

々
圧
倒
的

な
地
位
を

獲
得
し

て
い
き
、
雑
兵

物
語

や
お
き

く
物

語

で
は
す

べ
て
の
用
例

が
、
否
定

と
呼
応
す

る
も

の
と

な

っ
て
い
る
。
」
と

い
う
。

Ⅲ中
世

後
期

に
は
、
現
代

語
と

ほ
ぼ

一
致

し
た
意
味

用
法
を
成
立

さ

せ
て

い

る
、
と

さ
れ
る
。

(
チ
)
野
呂
公

は
な
か

ゝ

ゝ
出
来

る
ぜ

(「
花
暦
八
笑
人
」)

(
リ
)

ハ
ゝ
ア
う
し

ろ
す
が

た
は
な
か
な
か

い
き
な
ふ
う
そ
く
だ
。

コ
リ
ヤ

こ

の
ま

ゝ
で
は
お
か
れ

ぬ
は

へ

(「
東
海
道
中

膝
栗

毛
」)

(
ヌ
)

そ
ふ
さ

へ
か
く
ご
き

は
ま
れ
ば
う
れ
し

い
う
れ
し

い
さ
り
な
が
ら

こ
こ

で
な
か

な
か

お
も

ふ
や
う

に
も
な
る
ま

い
。

(「
重
井
筒
」)

此

で

(
チ
)

(
リ
)

は

「
と

て
も
」

の
程
度
強
調
用
法

に
、
(
ヌ
)
は
否
定

語

と
呼
応
す

る
用
法

に
類
似
す

る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

「
と

て
も
」
よ
り
も
強
調

の
度

合

い
は
弱

い
。

「
と

て
も
」

の
程
度
強
調
用
法
が
、
極
度

の
程
度
を
表
現
し
よ
う
と
す
る

の

に
対
し
、
「
な
か
な
か
」
は
話
し
手

の
期
待
や
観
念
な
ど
を
も
と

に
し
た
相
対

的

な
程
度

の
強
調
と
な

っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

否
定
と
呼
応
す

る
用
法

で
は
、
「
と

て
も
」
が
よ
り
強
く
不
可
能
を
表

現
す
る

の
に
対
し
、
「
な
か
な
か
」
は
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
困
難

の
表
現

で
あ
る
と
思
わ

れ

る
。

「
な
か
な
か
」

の
歴
史

に

つ
い
て
は
、
用
例
や
考

察
な
ど
、

そ

の
ほ
と
ん
ど

を

『
国
語
副
詞

の
史
的
研
究
』

に
よ

っ
た

の
で
、

そ
れ
だ
け

で
は

っ
き
り
し
た

こ
と
を
述

べ
る

べ
き

で
は
な

い
が
、

こ
の
副
詞
も
先

に
あ
げ
た

一
連

の
副
詞

の

三
段
階

の
用
法
変
遷

に
類
す
る
過
程
を
た
ど

っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
、

こ

こ
に
あ
げ

た
。

い
ず
れ
自
分

自
身

で
調
査
し
も

う

一
度
考

察
を
行

い
た

い
と

思

っ
て
い
る
。三

 

こ
れ
ま

で
、
三
段
階

に
分
け
る
こ
と
が

で
き

る
よ
う
な
、
類
似
し

た
用
法
変

遷
を
た
ど

っ
た
副
詞

を
挙

げ

て
き
た
が
、

そ
の
用
法
変
遷

の
過
程
を
ま
と
め

る
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と
次

の
よ
う

に
な
る
。

I
.
副
詞
が
そ

の
語
自

体

に
具
体
的

な
意
味

を
持
ち
修
飾
語

と
な

っ
て
い
る

段

階

で
あ
る
。

こ

の
段
階

で
は
、
係

り
先

が
肯
定

で
あ

る
か
否
定

で
あ

る

か
を
限
定

さ
れ
な
い
。

Ⅱ
.
必
ず
否
定
語
、
あ

る
い
は
意
味

の
上

で
否
定
的

で
あ

る
語
を
伴

っ
て
用

い
ら
れ

る
段

階

で
あ
る
。

I
段
階

で
持

っ
て
い
た
具
体
的

な
意
味

は
表

だ

っ
た
も

の
と
し

て
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
否
定

の
強
調

の
仕
方
と
し

て
残

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅲ
.
肯
定
表
現

に
お

い
て
の
程
度
強
調
用
法
が
加
わ
る
段
階

で
あ
る
。

Ⅱ
段

階

の
用
法
と
共
存
し
、
異
な
る
二

つ
の
用
法
と
し

て
意

識
さ
れ
る
。

そ
れ

で
は
ど

の
よ
う
な
事
情

に
よ

っ
て
、

こ
の
よ
う
な
用
法
変
遷

が
お

こ

っ

た

の
だ
ろ
う
か
。
勿
論

、
そ
れ
ぞ
れ

の
副
詞
に
個
々
の
事
情

が
あ
る
こ
と
だ

ろ

う
が
、

こ
の
三
段
階

の
変
遷

は
、
偶

然

の

一
致

で
は
な
く
何

か
共
通
す

る
事
情

に
よ
る
も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

先

行

の
論

文

で
は
1
段
階

か
ら
Ⅱ
段
階

へ
の
変
遷
、

Ⅱ
段
階
か

ら
皿
段
階

へ

の
変
遷

の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
、
原
因
を
説
明

さ
れ

た
も

の
は
あ

る
が
、

い
ず

れ
も
そ

の
ど
ち

ら
か

の
変
遷

の
み

に
重
点

を
置

い

て
言
及

さ
れ
た
も

の

で
あ

り
、
何
故

も
と
も

と
肯
定
表
現

に
も
使
わ
れ

て
い
た
も

の
が

一
旦

は
否
定
表
現

に
傾
き
、

ふ
た
た
び
肯
定
表
現

に
用

い
ら
れ

る
よ
う

に
な

っ
た

の
か
と

い
う
点

で
疑
問

が
残

る
。

こ
こ
で
は
そ
の
点

に
重
点
を
お
き
、

こ
の
三
段
階

の
用
法
変

遷
を
、

一
つ
の
流
れ
と
し

て
考
え
た

い
。

次

に
、

1
段
階
か
ら
順
を
追

っ
て
用
法
変
遷

の
事
情
を
述

べ
る
。

〈
1
段
階
か
ら

Ⅱ
段
階

へ
>

1
段
階

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
副
詞
は
そ

の
語
自
体
に
具
体
的

な
意

味
を
持

っ

て
お
り
、
肯
定
表
現

の
場
合
も
否
定
表

現

の
場
合

も
、

そ

の
係

り
方

は
同

じ

で

あ

る
。
と

こ
ろ
が
、

こ
の
段
階

で
肯
定
表
現

に
使
わ
れ
た
場
合

と
否
定
表

現
に

使
わ
れ
た
場
合
と
を
比
較
す
る
と
、
否
定
表
現

の
方
が
程
度
を
強
調
す
る
こ
と

に
な
り
や
す

い
よ
う

で
あ
る
。
例
え
ば
1
段
階

「完
全

に
」
の
意
味

の

「全
然
」

の
場
合
次

の
よ
う

に
、

A
.
全
然
新
し

い
/
全
然

愛
し

て
い
る

B
.
全

然
新
し
く
な
い
/
全
然
愛

し

て
い
な
い

「

肯
定
文

で
あ
る
A

で
は
、
「
完
全

に
」
の
意
味

は
、
あ

る
範
囲
を
感
じ
さ
せ

る

の
で
、
程
度
強

調
と
し
て
は
弱

く
、
「完
全

に
」
の
意
味
を
離
れ
な

い
。
B

の
よ

う
に
否
定
表
現

に
な

る
と
、

「完
全

に
ー

な
い
」

こ
と
は
、

そ
れ
が
少
し
も
存

在
、
成
立

を
し
な
い
ゼ

ロ
の
状
態
を
表
し
、
否
定
と
し

て
は
最
も
強

い
表
現
と

な

る
。「と

て
も
」

や

「
断
然
」

の
よ
う
な
、
話
し
手

の
も

の
ご
と

の
認
め
方
、

判

断

の
態
度

の
表
現
と
な
る
も

の
に

つ
い
て
も
同
様

に
、
否
定

表
現

の
場
合
、

そ

の
も

の
ご
と

の
存
在

・
成
立
が

い
さ
さ
か
も
認
め
ら
れ
な

い
、

と
い
う
否
定

と

し

て
最
大

の
強
さ
を
持

つ
。

そ

こ
で
、
否
定
表
現

に
使
用
さ
れ
る
と
き
、

こ
れ
ら
の
副
詞

は
直
接
否
定

そ

の
も

の
に
か
か

っ
て
そ
れ
を
強
調
す
る
よ
う
に
受

け
取

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

つ
い
に
は
そ

の
副
詞
自
体

に
否
定
を
予
測
さ
せ
る
よ
う
な
意
味

が
加
わ

っ
て
、

否
定
表
現
と
呼
応
す
る
Ⅱ
段

階
に
移
行

し
た
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

〈
Ⅱ
段
階
か
ら
Ⅲ
段
階

へ
〉

Ⅱ
段

階

で
は
、

1
段
階

で
持

っ
て
い
た
そ
れ

ぞ
れ

の
語
自
体

の
具
体
的
な
意

味
は
、
表
面
的

に
は
あ

ま
り
意
識

さ
れ
な

い
も

の
と
な

り
、
否
定

の
強
調

の
仕

方

と
な

っ
て
存
在

し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
副
詞

の
持

つ
働
き
は
、

否
定
語

の
誘
導

と
、

そ
の
否
定

に
直
接
か
か

っ
て
の
強
調

で
あ

る
。
そ

こ
か
ら

程
度
を
強
調
す

る
働
き
だ
け
を
取
り
出
し

て
肯
定
表
現

に
用

い
る
よ
う

に
な

っ
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た

の
が
皿
段
階

で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
Ⅲ
段
階

の
否
定
表
現

に
お

け
る
極
度

の
表
現

を
介

し
て
程
度
強
調

に
な

っ
た
の
で
は
な

い
か
。
否
定

の
極

を
表
現
す

る
副
詞
を
肯
定
表
現

に
用

い
る
こ
と

は
、
斬
新

で
効
果
的
な
程
度
強

調
語
を
要
求
す

る
作
用

に
応
じ

る
こ
と

で
あ

り
、
俗
語
と
し

て
の
流
行
が
起

こ

る
理
由

に
成

り
得

る
と
思
う
。

ま
た
、
「
と

て
も
」
の
項

で
述

べ
た
よ
う

に
、
Ⅲ
段
階

の
用
法

と
Ⅱ
段
階

の
用

法

は
共
存
し

て
い
る

の
が
見
ら
れ
る
が
、

1
段
階

で
は
肯

定
表

現

の
場
合

も
否

定
表
現

の
場
合
も

一
つ
の
同
じ
用
法

で
あ

っ
た

の
に
対

し
、

こ
れ
ら
は
異

な
る

、
一
つ
の
用
法
と
し

て
意
識
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

一
方

は
否
定
語

を
誘
導
し
否

定

の
程
度

を
強

め
る
用
法

で
あ
り
、

一
方

は
肯
定
表
現

で
状
態
性
を
持

つ
語

に

係

り
、

そ

の
状
態

の
程
度

が
非
常

に
高

い
こ
と
を
表
す
用
法

で
あ

る
。
「
全
然
」

の
場
合
、
I
段
階
と
形

の
上

で
は
差
が
な

い
が
、
「完
全

に
」
と

い
う
意
味

は
ほ

と
ん
ど
意
識

さ
れ
な
く

な
り
、
否
定
表
現

に
か
か
る
と
き

の
極
め

て
強

い
強
調

の
働
き
が
残

る
こ
と

で

「
全
然

い
い
」
「全
然

う
ま
い
」
の
よ
う

に
肯
定
表
現

に

使
わ
れ

る
場
合

に
も
、
効
果
的

に
程
度
を
表
現

で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

こ
こ
に
述

べ
た
、

副
詞

の
持

つ
働

き

の
変
遷

を
示
す

と
次

の
と
お
り

で
あ

る
。

1
具
体
的
な
意
味
ー

Ⅱ
否
定
の
強
調

否
定
の
誘
導

強
調
「

Ⅲ
否
定
の
強
調

否
定
の
誘
導

強
調

極
度
の
程
度
強
調

こ
れ

は
そ
の
具
体
的
な
意
味

に
程
度
性
を
持

つ
副
詞
が
、
形
容
詞
や
形
容

動

詞

の
連
用
修
飾

に
近

い
性
質
か
ら
、

一
旦
否
定
語
と

の
結
び

つ
き
を
強

め
る

こ

と

に
よ

っ
て
よ
り
純
粋

に
程
度
強
調
と

い
う
機

能
を
持

つ
に
至
る
過
程

と
い
え

よ
う
。

四

本
稿

で
は
、
三
段
階

の
用
法
変
遷

が
見

ら
れ
る
副
詞
を
あ
げ

た
が
、

I
段
階

か
ら
Ⅱ
段
階

へ
の
、

ま
た
∬
段
階
か

ら
皿
段
階

へ
の
変
遷

の
み
が
見
ら
れ

る
副

詞

も
あ

る
。

こ
れ
ら
に
関

し
て
も
、
前
章

に
述

べ
た
用
法
変
遷

の
事
情
を
あ

て

は
め
る
こ
と

が
出
来

よ
う
。

前
者

の
例
と

し
て
は
、
「
到
底
」
「
決
し

て
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
も
現

在

は
、
も

っ
ぱ
ら
否
定
語
と
呼
応
す
る
副
詞
だ
が
、
か

つ
て

「
到
底
」

は
、

「
到
底
書
生
を
し

て
い
る
う
ち
は
、
親

の
脚
を
か
じ

っ
て
を
る

の
だ
か
ら
。
」

(坪

内
迫
遙

「当
世
書
生
気
質
」
第
六
回
)

「
『
え
え
、
到
底
辞
職
も
ん

で
し

ょ
う
。
』

と
嬉

し
が

っ
て
い
る
。
」

(夏
目
漱
石

「
そ
れ
か
ら
」
)

の
よ
う
に
、

「結
局
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
」

の
意
を
も
ち
、

1
段
階

の

「
と

て
も
」

に
類

す
る
用
法

で
、

「決

し
て
」

は
、

「決

し
て
弟
子

の
中

に
此
曲
者
有

る
に
は
極
れ
り
」

(江
島
甘
ハ磧

「
鬼

一
法
眼
虎

の
巻
」
)

「
歌

で
み
り

ゃ
決
し

て
あ
な
は
あ
る
と
み

へ
」

(
雑
俳

末
摘

花

二
)

の
よ
う

に

「
必
ず
、
き

っ
と
」

の
意
味

で
、

肯
定
文

に
も
用

い
ら
れ
て
い
る
。

後
者

に
関
し

て
は
、
「
全
然
う
ま

い
」
と
同
様

に
通
常
呼
応

の
乱

れ
と
さ
れ
る

が
、
「
と
て
も
」
の
程
度
強
調
用
法
が
定
着
し
た
よ
う

に
、
こ
れ
ら
が
定
着
す

る

こ
と
も
あ
り
え
な
い

こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
決
し
て
」
の
よ
う
な

Ⅱ
段
階

に

あ
る
副
詞

が
Ⅱ
段
階

に
将
来
移
行
す

る
よ
う
な

こ
と
も
、
考
え
得

る
こ
と

で
あ

ろ
う
。
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(1
)
若
田
部
明

「『全
然
』

の
語
史
的
研
究
ー
明
治
か
ら
現
代
ま

で
ー
」
(『解
釈
』
平
成

三
年
十

一
月

号
)

(2
)
打
消

の
表
現
と
は

「
全
然
な
い
」
の
型

に
な

る
も

の
で
あ

り
、
否
定
的
内
容
を
含
む

語
句

と
は
、
「①

『反
対
』
『
別
』
『違

う
、
異
な

る
』
な
ど

の
否
定
的
内
容
を
含
む
語

②

『不
必
要
』
『
無
意
味
』

な
ど
、
「不
」

や

「無
」
と

い
う
打
消
を
含
む
語
句
」

と
さ
れ

て
い
る
。
な
お
、
本
稿

で
は
、
こ
れ
ら
も
否
定
表
現
と
意
識
さ
れ

て
い
る
も
の

と
考

え
、
否
定
表
現
と
し

て
扱

っ
た
。

(3
)
注

(
4
)
参
照

(
4
)

「
と
て
も
」

の
程
度
強
調
用
法

の
出
現

に
関
し

て
論
じ
ら
れ
た
も

の
を
次
に
挙
げ

る
。

新
村
出

「山
言
葉
」
(『京
都
帝
大
新
聞
』
昭
和

二
年

七
月

一
日
)
「と

て
も
補
考
」
(『藝

文
』
昭
和

二
年
十
月
)
『
日
本

語
漫
談
』
所
収

佐
久
間
鼎

『現
代
日
本
語

の
研
究
』
第
七
章

程
度

の
表

現

松
井
栄

一

「近
代
口
語
文

に
お
け
る
程
度
副
詞

の
消
長
」

(『松
村

明
教
授

還
暦

記
念

国
語
学
と
国
語
史
』

昭
和
五
十
二
年

明
治
書

院
)

涌
井
澄
子

「程
度
副
詞

『と

て
も
』
の
研
究
ー
陳
述

副
詞

か
ら
程
度
副
詞

へ
の
用
法

の

変
化
を
中
心

に
i
」

(『
上
越
教
育
大
学

国
語
研
究
』

昭
和
六
十

三
年
)

(5
)
「
と

て
も
」
の
傍
点

は
、
原
文
に
よ
る
。
作
者

が
意
識
的

に
流
行
語
と
し

て
使

っ
た

も
の

で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。

(6
)
柄
沢
衛

「
『全
然
』

の
用
法
と
そ
の
変
遷
-

明
治
二
、
三
十
年
代

の
四
迷

の
作
品
を

中
心
と
し

て
ー
」

(『解

釈
』

二
三
⊥

.)

(7
)
原
栄

一
「今
昔
物
語

に
お
け
る
副
詞
の
呼
応
」
(『金
沢
大
学
教
養
部
論
集
』
六

昭

和
四
四
)

(8
)
注

(4
)

佐
久
間
鼎

(9
)
大
阪
市
立
大
学

国
語
学
研
究

調
査

冊
子
第

一
冊

『
国
語
副
詞

の
史
的
研
究
』
昭
和
三

十
年

(10
)
時
代
区
分

は

『国
語
副
詞

の
史
的
研
究
』

に
よ
り
、
以
下

の
と
お
り

で
あ

る
。

古
代
前
期

(所
謂
奈
良
時
代
)

後
期

(所
謂
平
安
時
代
)

中
世
前
期

(所
謂
鎌
倉
時
代
が
相
当
す
る
)

中
期

(所
謂
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時

代

の
極

め
て
初
期
)

後
期

(概
ね
.兀
禄
期
前
後
か
ら
以
後

の
所

謂
江
戸
時
代

に
相
当
す

る
)

な
お
、
「な
か
な
か
」
の
用
例

は
、
す

べ
て
注
十

『国

語
副
詞

の
史
的
研
究
』
に
ょ

る
も

の
で
あ
り
、

も
う

一
度
自
分
自
身

で
用
例

を
取

り
、

考
察
を
行

う
必
要
を
感
じ

て
い
る
。

(11
)

小
川
輝
夫
氏
は
、

い
わ
ゆ
る
否
定

の
陳
述
副
詞

が
も
と
も
と

は
否
定
表
現

の
場
合

も
肯
定
表

現
の
場
合

も
用
い
ら
れ
て
よ
い
も

の
で
あ

っ
た

こ
と
を
指
摘
し
、
「
こ
れ
が

今

日
、

肯
定

表
現

に
は
用
い
ら
れ
ず
専

ら
否
定
表
現
や
禁
止
表
現

に
限

っ
て
用

い
ら

れ
る
な
ら
い
に
な

っ
た
の
は
、

否
定

や
禁
止
が
肯
定
よ
り
も

よ
り

一
層
表
現

の
強
さ

を
求

め
ら
れ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
」

と
述

べ
て
お

ら
れ

る
。

〔「否
定
誘
導
表
現
「
陳
述

副
詞

の
機
能
再
考
i
」

(『文
教
国
文
学
』
第
+
五
号
)〕

H
段
階

か
ら
皿
段
階

へ
の
変
遷

に

つ
い
て
は
、
「
と

て
も
」
な
ど
個
々

の
副
詞
を
対

象
と
し

て
述

べ
ら
れ

た
も

の
が

い
く

つ
か
あ

る
が
、

石
神
照
雄
氏

の
論
は
肯
定
文

・

否
定
文

の
原
理
と
陳
述
副
詞

に

つ
い
て
述

べ
た
中

で
こ
の
現
象

一
般

に

つ
い

て
説
明

さ
れ

て
お

り
、
注
目

さ
れ

る
。

石
神
氏

は

「副
詞

は
文

の
直
接

の
素
材

で
あ
る
現
実
事
象

に
対
し
、

言
語
主
体
が

主
観
的

に
設
定

し
た
観

念
的
な

像
と
し

て
の
前
提
事

象
を
対
比

す

る

こ
と

に
よ

っ

て
、
そ
こ
に
お
け
る
相
対
的
な
関
係
と
し

て
の
関
係
性
を
捉
え
表
し
た
も

の
で
あ

る
」

と
さ
れ

て
い
る
。

そ
し

て
文

の
直
接

の
素
材
と
な
る
対
象
を
言
語
的

に
捉
え
た
も
の

で
あ

る
現
実
句

と
言

語
主

体
が
自
己

の
拠

っ
て
立

つ
立
場

で
観
念
と
し

て
有

す
る
対

象

の
像
を
言
語
的

に
捉

え
た
も

の
で
あ
る
前
提
句
と

の
間

の
不

一
致

の
承
認

で
あ
る

否
定
文
を
、
「
文
の
存
立
原

理
に
対
し
見
方
を
転
換
し

て
、
否
定
的
事
態

の
現
実
句

と

前
提
句
と

に
よ
る
肯
定
文

の
原
理

に
お

い
て
あ
る
と
把
握

す
る
と
き
」

そ
の
文

に
存

立
す
る
陳
述
副
詞

に
対
し

て
は
、
「
不

一
致

の
関

係
性

の
承

認
を
構
文
上

に
顕
現
す

る

も

の
か
ら
、

一
致

の
関
係
性

の
承
認
を
構
文

上
に
顕
現
す

る
も
の

へ
と
、

そ
の
具
有

す
る
質
を
捉
え
換
え
る

こ
と
と
な
る
。
そ

の
こ
と
は
、
次

に
、
脊
定
事
態

の
現
実
句
と

前
提
句
を
と

り
あ
げ

る
肯
定
文

の
場
合

に
お
け
る
関
係
性
を
表
す

こ
と

へ
と
開
か

れ

る
。
す
な
わ
ち
肯
定

の
陳
述
副
詞

で
あ
る
。
更

に
、
関
係
性

の
実
質
面
を
主

に
と
り
あ
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げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
陳
述
副
詞
か
ら
程
度
副
詞

へ
と
語
の
質
を
転
換
す
る
。」
と
説

明
さ
れ
て
い
る
。

〔「
副
詞
の
原
理
」
(渡
辺
実
編

『副
用
語
の
研
究
』
明
治
書
院

昭
和
五
八
年
)〕

(
12
)
国
立
国
語
研
究
所
報
告
70
i
1
『大
都
市
の
　一一口語
生
活
』
一
九
八

一
年

三
省
堂
で

は
、
「全
然
」
の
他
、
「
て
ん
で
」
「ち

っ
と
も
」
に
関
し
て
、
肯
定
表
現
で
の
使
用
を

調
査
し
て
お
り
、
「
て
ん
で
う
ま
い
」
は

「全
然
す
ば
ら
し
い
」
以
上
に
東
京
で
は

「使

う
」
あ
る
い
は

「お
か
し
く
な
い
」
と
す
る
人
が
多
い
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。

(13
)
小
学
館

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
っ
た
。

な
お
、
使
用
し
た
主
な
資
料
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

日
本
古
典
文
学
大
系

(岩
波
書
店
)
「大
和
物
語
」
「源
氏
物
語
」
「
蜻
蛉
日
記
」
「平
家

物
語
」
「太
平
記
」
「御
伽
草
子
」
「風
姿
花
伝
」

宇
津
保
物
語
研
究
会
編

『宇
津
保
物
語
本
文
と
索
引
』
(笠
間
書
院
)

近
世
文
学
総
索
引
編
纂
委
員
会
編

『近
世
文
学
総
索
引

井
原
西
鶴
』
(教
育
社
)
『
近

世
文
学
総
索
引

近
松
門
左
衛
門
』

『近
代
謡
曲
集
』
有
朋
堂
文
庫

『大
蔵
流
虎
明
本
の
研
究

本
文
編
』
昭
和
58
年

表
現
社

『抄
物
資
料
集
成
』
(清
文
堂
)

日
本
近
代
文
学
大
系

(角
川
書
店
)
『坪
内
迫
遙
集
』
『
尾
崎
紅
葉
集
』

明
治
文
学
全
集

(筑
摩
書
房
)
『明
治
開
花
期
文
学
集

(二
)』

坪
田
壌
治
編

『
赤
い
鳥
傑
作
集
』

『
西
周
全
集
』
(宗
高
書
房
)
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