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し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
」
な
ど
と
申
し
添
え
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
明
治
あ
た
り
か
ら
客
の
側
が
使
用
す
る
よ
う

に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（『
暮
ら
し
の
こ
と
ば　

新
語
源
辞
典
』

講
談
社
、
２
０
０
８
年
、
p．
149
）。「
お
持
ち
帰
り
」
と
い
う
の
は
、

本
来
で
あ
れ
ば
店
が
客
に
対
し
て
「
店
内
で
お
召
し
上
が
り
に
な
り

ま
す
か
。
そ
れ
と
も
お
持
ち
帰
り
に
な
り
ま
す
か
」
と
問
う
際
の
接

客
表
現
で
あ
る
た
め
美
化
語
の
「
お
」
が
付
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

い
つ
の
ま
に
か
客
の
側
も
「
お
」
を
つ
け
た
ま
ま
使
用
す
る
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。「
募
金
」
は
「
金
を
募
る
」
と
書
く
が
、
い
つ

の
ま
に
か
金
を
支
払
う
側
も
自
ら
の
行
為
を
「
募
金
す
る
」
と
言
う

よ
う
に
な
っ
た
。
最
後
の
「
課
金
」
も
、
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い

る
側
が
、
利
用
客
に
対
し
て
使
用
料
金
を
課
す
こ
と
を
表
す
も
の
だ

が
、
２
０
０
７
年
頃
か
ら
は
、
客
が
料
金
を
支
払
う
こ
と
も
「
課
金

す
る
」
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。

１
．
は
じ
め
に

　

次
の
発
話
に
は
、
あ
る
共
通
点
を
持
つ
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
。

ど
ん
な
共
通
点
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

（
１
）
大
将
、
お
あ
い
そ
ね
！

（
２
）
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
１
つ
、
お
持
ち
帰
り
で
。

（
３
）
昨
日
、
駅
前
で
１
０
０
円
だ
け
募
金
し
て
き
た
。

（
４
）M

H
F

のOβ

を
プ
レ
イ
中
。
結
構
面
白
く
な
っ
て
き
た
か
も
。

少
し
課
金（
１
）し

そ
う
な
俺
ガ
イ
ル
（T

w
itter

、@
fez_kanisaw

a

２
０
０
７
年
７
月
２
日
）

　
「
お
あ
い
そ
」
と
い
う
の
は
、
寿
司
屋
な
ど
で
最
後
に
勘
定
を
た

の
む
際
に
、
客
が
よ
く
発
話
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
言

葉
は
、
勘
定
書
き
を
示
す
際
に
店
の
方
か
ら
「
お
愛
想
が
な
く
て
申
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え
ば
小
柴（
２
０
１
４
）は
、「
観
客
側
（
相
手
）
が
「
う
け
る
」
と

い
う
と
（
中
略
）
ど
う
も
違
和
感
が
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、『
イ
ラ
ス
ト
で
よ
く
わ
か
る　

敬
語
の
使
い
方
』（
彩
図
社
、

２
０
１
５
年
）で
は
、「「
お
も
し
ろ
い
、
笑
え
る
」
と
い
う
意
味
で

使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
若
者
こ
と
ば
。
軽
薄
で
お
ち
ゃ
ら
け
た
印
象

を
与
え
て
し
ま
う
の
で
、
し
っ
か
り
と
し
た
言
葉
に
言
い
換
え
た
方

が
無
難
」（
p．
20
）
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
で
、
金
田
一（
２
０
１
２
）は
、
言
葉
遣
い
の
善
し
悪
し
は
別

に
し
て
、
冷
静
に
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

（
７
）「
あ
の
ギ
ャ
グ
は
ウ
ケ
な
か
っ
た
」「
今
日
は
ウ
ケ
な
か
っ
た
」

な
ど
通
常
は
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
や
コ
メ
デ
ィ
ー
の
作
り
手
や
、

そ
れ
を
批
評
す
る
側
の
人
が
使
う
言
葉
で
あ
る
が
、
昨
今
の

「
ウ
ケ
る
」
は
、
視
聴
す
る
側
が
批
判
的
な
視
点
も
同
時
に
表

現
す
る
こ
と
に
な
り
、
自
分
の
こ
と
が
自
分
の
こ
と
で
な
い

よ
う
な
言
い
方
に
聞
こ
え
、
私
と
い
う
も
の
を
自
分
と
し
て

捉
え
ず
に
、
離
人
症
的
で
バ
ー
チ
ャ
ル
な
も
の
と
し
て
捉
え

て
い
る
。�

（
金
田
一
２
０
１
２
：
２
１
５
）

こ
の
後
半
部
分
は
、
自
分
が
面
白
い
と
思
っ
た
こ
と
（
＝
自
分
の
内

的
状
態
）
を
客
観
的
に
捉
え
て
い
る
か
の
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
認
知
言
語
学（Langacker�

1987,�1990,�1991,�1999

、
中
村
・
上
原
２
０
１
６
）で
頻
繁
に
議

論
さ
れ
て
い
る
主
観
性（subjectivity

）の
問
題
に
も
直
結
す
る
も

の
で
あ
り
、
非
常
に
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
議

論
す
る
こ
と
が
本
稿
の
最
終
目
的
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
新
用
法

　

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
言
葉
の
使
用
者
と
は
反
対
側
の
立
場
の
人
間

が
、
そ
の
言
葉
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
現
象
が
少
な
か
ら

ず
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
近
年
、
こ
の
仲
間
に
「
う
け
る
」
が

加
わ
っ
た
。「
う
け
る
」
と
い
う
動
詞
は
、
例
え
ば
「
先
生
が
質
問

を
受
け
る
」
の
よ
う
に
、
目
的
語
を
と
る
他
動
詞
用
法
が
基
本
で
あ

る
が
、（
５
）の
よ
う
な
自
動
詞
用
法
も
近
世
に
生
ま
れ
て
い
る
（『
日

本
国
語
大
辞
典
』
第
２
版
）。
こ
れ
ら
は
、
芝
居
な
ど
の
芸
能
関
係

者
が
、
い
わ
ゆ
る
楽
屋
言
葉（
中
田
１
９
７
８
）と
し
て
使
い
始
め
た

も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
で
は
一
般
に
も
浸
透
し
て
い
る
。
し

か
し
、
近
年
で
は（
６
）の
よ
う
に
拡
張
し
た
用
法
が
見
ら
れ
る
。

（
５
）
ａ
．
最
後
の
オ
チ
が
、
観
客
に
ウ
ケ
た
。

ｂ
．
最
後
の
オ
チ
で
、
観
客
が
ウ
ケ
た
。

（
６
）
ａ
．
何
そ
れ
。
超
ウ
ケ
る
～
。

ｂ
．
春
樹
が
茶
髪
と
か
、
マ
ジ
ウ
ケ
る
わ
。

　
（
５
）ａ
は
「（
客
か
ら
）
好
評
を
得
る
、
気
に
入
ら
れ
る
」
の
意
、（
５
）

ｂ
は
あ
る
対
象
を
「（
客
が
）
気
に
入
る
」
の
意
で
あ
り
、
楽
屋
言

葉
と
し
て
演
者
の
側
が
使
用
し
は
じ
め
、
そ
れ
が
一
般
に
も
使
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
見
ら
れ
る（
６
）

は
「
自
分
が
笑
え
る
／
面
白
い
と
思
う
」
の
意
で
あ
り
、
演
者
の
側

か
ら
見
れ
ば
観
客
に
あ
た
る
者
が
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
本

稿
で
は
、
便
宜
上
、（
５
）の
よ
う
に
自
分
以
外
を
主
語
に
と
る
自
動

詞
用
法
を
旧
用
法
、（
６
）の
よ
う
に
自
分
の
感
情
も
し
く
は
内
的
状

態
を
表
す
自
動
詞
用
法
を
新
用
法
と
呼
ん
で
区
別
す
る
。

　

こ
の
新
用
法
は
、
全
世
代
に
浸
透
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
例
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と
旧
用
法
の
意
味
の
違
い
に
つ
い
て
も
考
え
た
い
。

　

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
２
節
で
は
、
新
用
法
に

つ
い
て
指
摘
し
た
書
籍
や
辞
書
な
ど
の
記
述
を
参
考
に
、
新
用
法
の

意
味
が
特
殊
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。
第
３
節
で
は
、

L
angacker

（1987,�1990,�1991,�1999

）の
い
う
主
体
化

（subjectification
）を
紹
介
し
、
こ
れ
が
新
用
法
に
も
見
ら
れ
る
こ

と
を
論
じ
る
。
第
４
節
で
は
、
小
説
や
ネ
ッ
ト
掲
示
板
か
ら
収
集
し

た
初
期
の
使
用
例
に
基
づ
い
て
、「
う
け
る
」
の
主
体
化
に
つ
い
て

裏
付
け
を
行
う
。
ま
た
、
新
用
法
は
表
記
上
の
差
別
化
が
進
ん
だ
こ

と
も
明
ら
か
に
す
る
。

２
．
新
用
法
の
意
味
の
特
殊
化

　

管
見
の
限
り
で
は
、
こ
の
新
用
法
の
発
生
に
関
す
る
本
格
的
な
研

究
は
見
あ
た
ら
な
い
。
新
用
法
に
触
れ
て
い
る
文
献
で
最
も
古
い
も

の
は
『
若
者
遊
び
コ
ト
バ
事
典
』（
双
葉
社
、
１
９
９
６
年
）で
、
高

校
生
を
中
心
に
使
用
さ
れ
る
「
も
ろ
う
け
る
」
が
次
の
よ
う
に
立
項

さ
れ
て
い
る
。

（
８
）
も
ろ
う
け
る
【
高
校
生
】　

す
ご
く
面
白
い
こ
と
。

�

（『
若
者
遊
び
コ
ト
バ
事
典
』
p．
148
）

　

次
に
古
い
も
の
は
、
大
学
生
の
言
葉
遣
い
を
集
め
た
『
現
代
キ
ャ

ン
パ
ス
こ
と
ば
辞
典
』（
吉
備
人
出
版
、
２
０
０
２
年
）で
あ
る
が
、

「
う
け
る
」
が
立
項
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
他
の
キ
ャ
ン
パ

ス
こ
と
ば
を
説
明
す
る
際
の
会
話
例（
三
か
所
）に
登
場
し
て
い
る
の

み
で
あ
る
。
う
ち
二
例
を
引
用
す
る
。

（
９
）
ａ
．「
女
が
シ
ャ
ネ
ル
で
、
男
が
ジ
ー
パ
ン
に
へ
ろ
へ
ろ
の
ト

レ
ー
ナ
ー
か
ー
。
ウ
ケ
る
な
ー
、
あ
れ
」

�

（『
現
代
キ
ャ
ン
パ
ス
こ
と
ば
辞
典
』
p．
71
）

ｂ
．「
し
か
も
ロ
ゴ
が
魚
！
か
な
り
ウ
ケ
る
ー
」

�

（
同
書
、
p．
225
）

　

こ
れ
ら
の
会
話
例
で
は
、
話
者
が
あ
る
事
態
に
つ
い
て
触
れ
て
か

ら
、
そ
の
事
態
に
対
し
て
自
分
の
「
う
け
る
」
と
い
う
感
情
を
語
っ

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
新
用
法
で
あ
る
と
判
断

で
き
る
が
、
意
味
の
記
述
が
な
い
。

　

手
元
に
あ
る
辞
書
で
確
認
す
る
と
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
２
版
、

第
２
巻
、
２
０
０
１
年
）を
は
じ
め
、『
広
辞
苑
』（
第
７
版
、
２
０
１

８
年
）、『
新
明
解
国
語
辞
典
』（
第
７
版
、
２
０
１
４
年
）、『
明
鏡
国

語
辞
典
』（
第
２
版
、
２
０
１
０
年
）、『
岩
波
国
語
辞
典
』（
第
８
版
、

２
０
１
９
年
）な
ど
の
最
新
版
に
は
旧
用
法
し
か
記
載
さ
れ
て
お
ら

ず
、
新
用
法
に
つ
い
て
の
記
載
が
見
ら
れ
る
の
は
三
冊
の
み
で
あ
っ

た
。
そ
の
う
ち
、『
大
辞
林
』（
第
４
版
、
２
０
１
９
年
）で
は
、「
そ

の
話
、
超
う
け
る
ん
だ
け
ど
」
と
い
う
新
用
法
の
例
文
が
掲
載
さ
れ

て
は
い
る
も
の
の
、
語
釈
は
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

残
る
二
冊
の
う
ち
、
一
冊
は
、
新
語
に
強
い
と
さ
れ
る
『
三
省
堂

国
語
辞
典
』（
第
７
版
、
２
０
１
４
年
）で
、
自
動
詞
用
法
の
２
番
目

に
新
用
法
へ
の
言
及
が
あ
る
。

（
10
）
②
お
も
し
ろ
が
ら
れ
る
。「
ギ
ャ
グ
が
受
け
る
」「〔
じ
ょ
う
だ

ん
な
ど
に
反
応
し
て
〕
受
け
る
！
〔
＝
お
も
し
ろ
い
！
〕」

6



た
だ
し
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
例
文
の
「
ギ
ャ
グ
が
受
け
る
」
と
「
受

け
る
！
」
は
、
用
法
上
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
前
者
は
、
ギ
ャ
グ

が
第
三
者
に
好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
客
観
的
に
描
写
し

て
お
り
、
本
稿
が
旧
用
法
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
後
者
は

自
分
が
そ
の
場
で
抱
い
た
感
情
に
つ
い
て
、
ま
る
で
感
情
形
容
詞
で

表
現
す
る
よ
う
に
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
本
稿
が
新
用

法
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
旧
用
法
と
新
用
法
が
同
じ

項
目
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
新
用
法
に
関
す
る
説
明
が
十
分
と
は
言

え
な
い
。

　

最
後
は
、
若
者
言
葉
や
ネ
ッ
ト
用
語
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
こ

と
で
話
題
と
な
っ
た
『
三
省
堂
現
代
新
国
語
辞
典
』（
第
６
版
、
２
０

１
９
年
）で
あ
る
。
同
書
に
は
語
釈
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、

旧
用
法
の
①
や
②
と
は
区
別
し
て
新
用
法
の
③
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）〈
自
動
下
一
〉
①
人
気
・
好
評
を
得
る
。「
大
衆
に
―
」

　
　
　
　
　
　
　
　

②
お
も
し
ろ
が
ら
れ
る
。「
ギ
ャ
グ
が
―
」

③
お
も
し
ろ
く
て
笑
え
る
。［
若
い
世
代
の
言

い
方
］

　

ま
た
、
新
用
法
に
つ
い
て
、
旧
用
法
の
「
お
も
し
ろ
が
ら
れ
る
」

か
ら
一
歩
踏
み
込
ん
で
、「
笑
え
る
」
と
記
述
し
て
い
る
点
も
見
逃

せ
な
い
。
旧
用
法
は
、
単
に
「
人
気
・
好
評
を
え
る
」「
お
も
し
ろ

が
ら
れ
る
」
と
い
う
だ
け
で
あ
り
、
具
体
的
に
ど
ん
な
行
動
に
結
び

つ
い
た
の
か
ま
で
は
限
定
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
有
名
な
テ
レ
ビ

ド
ラ
マ
「
半
沢
直
樹
」
は
視
聴
者
に
う
け
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う

が
、
こ
の
場
合
の
「
う
け
た
」
が
具
体
的
に
視
聴
者
の
ど
の
よ
う
な

感
情
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
ま
で
は
限
定
で
き
な
い
。「
倍
返
し

だ
！
」
と
怒
鳴
る
シ
ー
ン
に
ハ
ラ
ハ
ラ
し
た
り
、
国
税
庁
に
飛
ば
さ

れ
た
黒
崎
が
最
後
に
登
場
す
る
胸
ア
ツ
展
開
に
心
を
躍
ら
せ
た
り
、

会
社
の
再
建
に
向
け
て
社
員
が
一
丸
と
な
っ
て
努
力
す
る
シ
ー
ン
に

涙
し
た
り
、
最
後
に
政
治
家
の
悪
事
が
露
見
し
て
胸
が
ス
カ
ッ
と
し

た
り
と
、
様
々
な
感
情
に
よ
る
〈
好
評
〉
が
あ
り
得
る
。
そ
れ
ら
が

統
合
さ
れ
て
「
う
け
る
」
と
い
う
一
語
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

し
か
し
、
新
用
法
の
「
う
け
る
」
は
、
基
本
的
に
「（
滑
稽
で
）

笑
え
る
」
と
い
う
場
合
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
旧
用
法
よ
り

も
か
な
り
限
定
さ
れ
た
意
味
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の

よ
う
な
発
話
が
「（
滑
稽
で
）
笑
え
る
」
と
い
う
解
釈
以
外
で
は
不

自
然
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。

（
12
）
涙
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
、
超
う
け
る
～
。

　

似
た
よ
う
な
記
述
と
し
て
、（
11
）の
②
に
は
「
お
も
し
ろ
が
ら
れ
る
」

と
の
語
釈
も
あ
る
が
、「
お
も
し
ろ
い
」
と
い
う
の
も
決
し
て
一
枚

岩
で
は
な
い
。「
ギ
ャ
グ
が
お
も
し
ろ
い
」
と
言
え
ば
、そ
れ
は
「
笑

え
る
」
と
い
う
こ
と
に
直
結
す
る
が
、
学
生
が
「
哲
学
が
お
も
し
ろ

い
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
哲
学
が
興
味
深
い
と
い
う
だ
け
で
あ
り
、

哲
学
で
笑
う
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
お
も
し
ろ
い
」

は
、〈
笑
え
る
〉
も
含
め
て
広
く
〈
他
者
の
興
味
・
関
心
を
惹
き
つ

け
る
〉
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
。

　

と
な
れ
ば
、
③
の
「
お
も
し
ろ
く
て
笑
え
る
」
と
い
う
説
明
は
、

〈
笑
え
る
〉
と
い
う
感
情
に
限
定
し
て
い
る
点
で
、
一
歩
踏
み
込
ん
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だ
記
述
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
の
意
味
が
限
定
さ

れ
、
指
示
対
象
が
狭
く
な
る
現
象
は
意
味
の
特
殊
化（specialization

）

と
呼
ば
れ
、
古
く
か
ら
意
味
変
化
の
代
表
的
な
パ
タ
ー
ン
と
し
て
指

摘
さ
れ
て
い
る（Paul�1880,�W

aldron�1967,�Lyons�1977,�M
cM

ahon�
1994

）。
例
え
ば
、
英
語
のm

eat

は
も
と
も
と
「
食
物
」
を
表
し

て
い
た
が
、
同
じ
意
味
のfood

が
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
流
入
し
た
こ

と
で
、
意
味
が
特
殊
化
し
て
「
肉
」
だ
け
を
指
す
語
に
な
っ
た
。
日

本
語
で
も
、「
つ
ま
」
は
も
と
も
と
夫
婦
や
恋
人
が
互
い
に
相
手
を

呼
ぶ
言
葉
、
つ
ま
り
男
女
ど
ち
ら
も
指
し
て
い
た
の
だ
が
、
現
代
で

は
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
女
性
の
方
の
み
を
指
す
語
へ
と
特
殊
化
し
て

い
る
。
若
者
を
中
心
に
定
着
し
て
い
る
「
リ
ア
充
」
も
、
元
々
は
現

実（
リ
ア
ル
）の
世
界
で
の
生
活
が
充
実
し
て
い
な
い
ネ
ッ
ト
民
が
、

現
実
世
界
の
生
活
が
充
実
し
て
い
る
者
の
こ
と
を（
半
ば
自
分
た
ち

へ
の
自
虐
の
意
味
を
込
め
て
）そ
う
呼
び
始
め
た
の
だ
が
、
こ
れ
が

一
般
の
若
者
に
も
伝
わ
る
と
、「
恋
人
が
い（
て
生
活
が
充
実
し
て
い
）

る
者
」
と
い
う
意
味
へ
と
特
殊
化
し
て
し
ま
っ
た
。
中
高
生
な
ど
は
、

仕
事
を
し
て
い
る
社
会
人
と
は
異
な
り
、
生
活
に
お
け
る
恋
愛
の
比

重
が
相
対
的
に
大
き
い
た
め
か
、
よ
り
限
定
さ
れ
た
意
味
へ
と
変
化

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
う
け
る
」
の
意
味
が
〈
笑
え
る
〉
と
い
う
感
情
も
し
く
は
心
的

経
験
に
特
殊
化
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、（
12
）だ
け
で
な
く
、
ネ
ッ

ト
の
書
き
込
み
を
見
て
も
伺
え
る
。
ネ
ッ
ト
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
は
顔
が
見
え
な
い
た
め
か
、
自
分
が
笑
っ
て
い
る
こ
と
を
示

す
「（
笑
）」
や
、「
げ
ら
げ
ら
」
の
よ
う
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
一
緒
に

使
用
し
て
い
る
例
が
よ
く
見
ら
れ
る
。つ
ぎ
の
例
は
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
掲
示
板
と
し
て
は
草
分
け
的
な
存
在
で
あ
る
「
２
ち
ゃ
ん
ね

る
」
の
中
で
も
、
初
期
の
書
き
込
み
の
も
の
で
あ
る（
２
）。

（
13
）
ａ
．
>34　

大
爆
笑
。
ウ
ケ
た
。

�

（
過
去
ロ
グ936473445

、1999/10/25

）

ｂ
．
>1　

む
っ
ち
ゃ
ウ
ケ
た
（
爆
笑
）

�

（
過
去
ロ
グ943698582

、1999/11/28

）

ｃ
．
>9　

げ
ら
げ
ら
。
ウ
ケ
た
。

�

（
過
去
ロ
グ950722105

、2000/02/17

）

　

意
味
の
特
殊
化
が
起
こ
っ
た
原
因
に
つ
い
て
は
、
お
笑
い
芸
人
の

こ
と
ば
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
一
般
に
定
着
し
た
こ
と
と
無
関

係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
半
沢
直
樹
」

の
製
作
ス
タ
ッ
フ
が
「
視
聴
者
に
う
け
る
」
と
発
話
し
て
も
、
先
に

も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
実
際
に
「
ど
の
よ
う
に
う
け
る
」
の
か
は
限

定
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
お
笑
い
芸
人
が
「
客
に
う
け
る
」
と
言
え

ば
、
そ
れ
は
「
客
が
笑
う
」
と
い
う
具
体
的
な
行
動
に
限
定
さ
れ
る

だ
ろ
う
。
お
笑
い
芸
人
は
テ
レ
ビ
番
組
に
頻
繁
に
登
場
す
る
た
め
一

般
人
も
耳
に
す
る
機
会
が
多
く
、
そ
の
影
響
力
も
大
き
い（
陣
内
２

０
０
５
、
松
本
２
０
１
０
）。
そ
れ
以
外
の
影
響
が
あ
っ
た
可
能
性

を
排
除
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
新
用
法
の
意
味
が

〈
笑
え
る
〉
に
特
殊
化
さ
れ
て
一
般
に
定
着
し
た
原
因
の
一
つ
に
、

お
笑
い
芸
人
や
そ
の
関
係
者
の
影
響
が
あ
っ
た
と
み
て
差
し
支
え
な

い
だ
ろ（
３
）（
４
）う。
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３
．
新
用
法
と
主
体
化

　

Langacker
（1987,�1990,�1991,�1999

）は
、
認
知
主
体
の
主
体

的
な
捉
え（subjective�construal

）が
言
語
表
現
に
色
濃
く
反
映

さ
れ
て
ゆ
く
現
象
を
主
体
化（subjectification

）と
呼
ん
で
い
る
。

例
え
ば
、Langacker
（1990:�17,�20

）が
挙
げ
た
つ
ぎ
の
例
文
を
見

て
ほ
し
い（
日
本
語
訳
は
筆
者
に
よ
る
）。

（
14
）ａ
．V

anessa�is�sitting�across�the�table�from
�V

eronica.

（
バ
ネ
ッ
サ
が
テ
ー
ブ
ル
を
は
さ
ん
で
ベ
ロ
ニ
カ
の
向
か

い
側
に
座
っ
て
い
る
。）

ｂ
．V

anessa�is�sitting�across�the�table�from
�m

e.

（
バ
ネ
ッ
サ
が
テ
ー
ブ
ル
を
は
さ
ん
で
私
の
向
か
い
側
に

座
っ
て
い
る
。）

ｃ
．V

anessa�is�sitting�across�the�table.
�

（
バ
ネ
ッ
サ
が
テ
ー
ブ
ル
の
向
か
い
側
に
座
っ
て
い
る
。）

　

何
か
を
横
切
っ
て
移
動
す
る
こ
と
を
表
す
英
語
の
前
置
詞across

は
、
実
際
に
は
移
動
が
存
在
し
て
い
な
い（
14
）ａ
の
よ
う
な
場
合
に

も
使
用
で
き
る（
５
）。

こ
の
文
は
、
べ
ロ
ニ
カ（
と
テ
ー
ブ
ル
）の
位
置
を

参
照
点
に
し
て
、
バ
ネ
ッ
サ
の
位
置
を
認
知
し
て
い
る
こ
と
を
表
し

て
お
り
、
こ
の
３
つ
の
例
文
の
中
で
は
最
も
客
体
的
な
捉
え
を
反
映

し
て
い
る
。
一
方
、（
14
）ｂ
は
、from

 m
e

と
い
う
前
置
詞
句
に
よ
っ

て
バ
ネ
ッ
サ
を
同
定
す
る
参
照
点
が
話
者
自
身
に
な
っ
た
例
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
、
例
え
ば
自
分
と
バ
ネ
ッ
サ
の
２
人
が
写
っ
て
い
る
写

真
を
見
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
参
照
点
が
自

分
自
身
に
な
っ
て
い
る
点
で
や
や
主
体
的
な
捉
え
を
反
映
し
て
い
る

と
言
え
る
が
、
認
知
主
体
と
し
て
の
自
分
が
写
真
の
中
の
自
分
を
客

体
的
に
捉
え
て
い
る
た
め
、（
14
）ａ
と
大
差
は
な
い
。
し
か
し（
14
）

ｃ
は
、
認
知
主
体
で
あ
る
自
分
自
身
が
事
態
の
中
に
身
を
置
き
、
そ

の
自
分
を
参
照
点
に
し
て（
＝
自
分
の
視
点
か
ら
）バ
ネ
ッ
サ
の
位
置

を
認
知
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
認
知
主
体
が
認
知
対
象
で
あ
る

は
ず
の
状
況（Langacker1990

は
「
オ
ン
ス
テ
ー
ジ
」
と
呼
ん
で

い
る
）の
中
に
身
を
置
き
、
そ
の
視
点
か
ら
事
態
を
把
握
す
る
と
い

う
の
は
、
非
常
に
主
体
性
が
高
い
と
い
え
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
よ

り
客
体
的
な
捉
え
を
反
映
し
た
表
現
か
ら
、
よ
り
主
体
的
な
捉
え
を

反
映
し
た
表
現
へ
と
変
化
す
る
こ
と
を
、Langacker

は
主
体
化
と

呼
ん
で
い
る
。
次
の
図
１（
ａ
）～（
ｃ
）は
、（
14
）の
３
つ
の
文
に
反

映
さ
れ
て
い
る
認
知
構
造
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る（
６
）。

　

図（
ａ
）は
、
認
知
主
体
で
あ
る
グ
ラ
ウ
ン
ド（
Ｇ
）が
、
あ
る
人
物

を
参
照
点（
Ｒ
）と
し
て
利
用
す
る
こ
と
で
、
バ
ネ
ッ
サ
の
位
置
を
認

知
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る（
７
）。
認
知
す
る
事
態
の
中
で
最
も
際

立
っ
て
認
知
さ
れ
る
ト
ラ
ジ
ェ
ク
タ
ー（
tr
）は
バ
ネ
ッ
サ
で
あ
り
、

右
側
の
円
で
描
か
れ
て
い
る
。
バ
ネ
ッ
サ
を
位
置
づ
け
る
た
め
の
ラ

ン
ド
マ
ー
ク（
lm
）と
な
る
机
は
長
方
形
で
描
か
れ
て
い
る
。
バ
ネ
ッ

サ
の
位
置
を
把
握
す
る
た
め
の
参
照
点（
Ｒ
）、
つ
ま
り
バ
ネ
ッ
サ
の

向
か
い
に
座
っ
て
い
る
人
物
か
ら
バ
ネ
ッ
サ（
tr
）に
伸
び
る
矢
印
は
、

across

が
元
々
持
っ
て
い
た
〈
移
動
〉
を
意
味
す
る
の
だ
が
、（
14
）

ａ
で
は
物
理
的
な
移
動
の
意
は
失
わ
れ
て
い
る
た
め
、
実
線
で
は
な

9
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く
破
線
で
示
さ
れ
て

い
る
。
図（
ｂ
）は
、

（
14
）ｂ
の
認
知
構
造

を
表
し
て
い
る
。
基

本
的
に
は
図（
ａ
）と

同
じ
で
あ
る
が
、
参

照
点
が
写
真
に
写
っ

た
認
知
主
体
自
身
で

あ
る
た
め
、
事
態
を

認
知
す
る
主
体
と
参

照
点
に
な
っ
て
い
る

自
分
と
が
線
で
結
ば

れ
、
同
一
人
物
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が

表
さ
れ
て
い
る
。
一

方
、
図（
ｃ
）は
事
態

を
外
側
か
ら
客
体
的

に
認
知
し
て
い
た
グ

ラ
ウ
ン
ド（
＝
認
知

主
体
）が
、
事
態
の

中
に
入
り
込
み
、
自

身
を
参
照
点
に
し
て

バ
ネ
ッ
サ
の
位
置
を

認
知
し
て
い
る
こ
と

を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
を
演
劇
に
喩
え
る
な
ら
、
ス
テ
ー
ジ
上
で
起

こ
っ
て
い
る
事
態
を
観
客
席
か
ら
冷
静
に
認
知
し
て
い
た
状
態
か
ら
、

自
分
も
ス
テ
ー
ジ
上
に
の
ぼ
り
、
そ
の
事
態
に
埋
め
込
ま
れ
た
視
点

か
ら
事
態
を
認
知
し
て
い
る
状
態
へ
と
移
行
し
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

Langacker

は
、
こ
の
よ
う
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
自
ら
が
事
態
内
の
参
照

点
に
な
り
、
よ
り
主
体
的
な
捉
え
を
言
語
が
反
映
す
る
よ
う
に
な
る

現
象
を
主
体
化
と
呼
ん
で
い
る（
８
）。

　

U
ehara

（1998,�2006

）は
、Langacker

の
考
え
を
踏
襲
し
つ
つ
、

そ
こ
にGibson

（1950,�1979

）の
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
セ
ル
フ
（
環
境

に
埋
め
込
ま
れ
た
自
己
）
の
観
点
を
取
り
入
れ
て
、
図
２
の
よ
う
に

図
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
主
体
性
の
違
い
は
、（
15
）

の
よ
う
な
日
本
語
の
内
的
状
態
述
語
表
現
と
そ
れ
に
対
応
す
る
英
語

表
現
に
も
見
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

（
15
）
ａ
．I�love�you.�

（
図
２（
ａ
）に
対
応
）

ｂ
．
あ
な
た
が
好
き
で
す
。�

（
図
２（
ｂ
）に
対
応
）

　

さ
ら
に
、
上
原（
２
０
０
５
：
５
４
０
）で
は
、（
14
）に
あ
る
３
つ

の
文
に
反
映
さ
れ
る
主
体
性
の
違
い
が
、
日
本
語
の
内
的
状
態
述
語

「
欲
し
い
」
が
と
る
３
種
の
構
文
に
も
平
行
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。

（
16
）
ａ
．
太
郎
は　

酒
が
欲
し
い
よ
う
だ
。�（
例
文（
14
）ａ
と
平
行
）

ｂ
．　

私
は　

酒
が
欲
し
い
。�

（
例
文（
14
）ｂ
と
平
行
）

ｃ
．　
　
　
　

酒
が
欲
し
い
。�

（
例
文（
14
）ｃ
と
平
行
）

こ
こ
で
の
ａ
文
は
、
認
知
主
体
の
客
体
的
な
事
態
把
握
を
反
映
し
て

い
る
。
ｂ
文
は
、
把
握
し
て
い
る
対
象
が
認
知
主
体
自
身
で
あ
る
と

図 1　主体化
(a)(c) は Langacker（1990:18）、(b) は上原（2016:68）
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い
う
点
で
ａ
文
よ
り
や
や
主
体
的
な
把
握
に
な
っ
て
い
る
が
、「
私

は
」
と
い
う
主
題
を
用
い
る
こ
と
で
、
認
知
主
体
で
あ
る
は
ず
の
自

分
を
認
知
対
象
と
し
て
表
現
し
て
お
り
、
あ
る
程
度
客
体
的
に
捉
え

て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
ｃ
文
は
自
分
自
身
を
客
体
化

し
て
お
ら
ず
、
自
身
の
内
的
状
態
に
つ
い
て
よ
り
主
体
的
な
捉
え
が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
議
論
を
「
う
け
る
」
の
旧
用
法
と
新
用
法
の
違
い

に
あ
て
は
め
て
み
よ
う
。
旧
用
法
は
、
観
客
が
笑
う
な
ど
し
て
い
る

事
態
を
、
誰
か
が
客
体
的
に
認
知
し
た
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、

図
３（
ａ
）の
よ
う
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
勿
論
、
ス
テ
ー
ジ
に
立
っ

て
い
る
演
者
自
身
が
、
笑
う
観
客
を
見
て
そ
う
言
う
こ
と
も
で
き
る

が
、
そ
の
場
合
は
、
観
客
が
笑
う
様
子
を
客
体
的
に
認
知
し
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
主
体
化
で
は
な
く
む
し
ろ

客
体
化（objectification

）と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

一
方
で
、
認
知
主
体
自
身
が
笑
っ
た
こ
と
を
表
す
新
用
法
の
「
超

う
け
る
！
」
な
ど
は
、
事
態
の
中
に
い
る
認
知
主
体
が
自
己
の
内
的

状
態
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
図
示
す
る

と
図
３（
ｂ
）の
よ
う
に
な
る
。

　

た
だ
し
、
新
用
法
に
つ
い
て
は
逆
の
見
方
も
可
能
で
あ
る
。（
７
）

に
引
用
し
た
金
田
一（
２
０
１
２
）が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
と

い
う
も
の
を
自
分
と
し
て
捉
え
ず
、
も
う
一
人
の
私
で
あ
る
か
の
よ

う
に
捉
え
て
い
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
考
え
に
従
う
な
ら
、

図
３（
ａ
）で
示
し
た
演
者
の
客
体
化
と
同
じ
よ
う
に
、
自
己
の
内
的

状
態
を
客
体
的
に
認
知
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な

図 2　それぞれの表現の表す見え（Uehara（1998, 2006）より）

図 3　「うける」の主体化
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る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
書
籍
や
ネ
ッ
ト
掲
示
板
か
ら
収
集
し
た
用

例
を
も
と
に
、
新
用
法
発
生
の
背
後
に
あ
る
も
の
が
主
体
化
／
客
体

化
の
い
ず
れ
な
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

４
．
用
例
の
調
査
か
ら
見
え
た
も
の

４
．
１
．
書
籍
か
ら
採
取
し
た
用
例
と
主
体
化

　
「
う
け
る
」
の
主
体
化
が
ど
の
よ
う
に
起
こ
っ
た
の
か
を
分
析
す

る
た
め
に
は
、
当
然
、
そ
の
新
用
法
が
発
生
し
た
当
時
の
用
例
を
調

査
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
２
０
０
０
年
以
前
の
口
語
デ
ー
タ

は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
念
の
た
め
、
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス

（CH
J

）、
現
代
日
本
語
書
き
言
葉
均
衡
コ
ー
パ
ス（BCCW

J

）、
文

藝
春
秋
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ（
１
９
２
３
～
１
９
５
０
年
）な
ど
も
調
べ
た

が
、
２
０
０
０
年
以
前
の
使
用
例
は
ヒ
ッ
ト
し
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
筆
者
が
独
自
に
ス
キ
ャ
ン
し
た
小
説
や
対
談
本（
計
１

１
４
５
冊
、
１
９
５
５
年
～
２
０
０
１
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
）で

調
査
し
た
。
そ
の
結
果
、
新
用
法
の
用
例
が
３
つ
見
つ
か
っ
た
。
そ

の
う
ち
最
も
古
い
用
例
は
、
意
外
な
こ
と
に
１
９
６
９
年
で
あ
っ
た
。

（
17
）
マ
マ
「
う
う
ん
、
笑
っ
て
な
ん
か
い
な
い
わ
よ
」

私　

�「
笑
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
か
」

マ
マ
「
ち
が
う
の
。
な
ん
て
い
っ
た
ら
い
い
か
な
。
ウ
ケ
た

の
よ
。
坊
や
、
感
動
し
て
る
の
よ
」

�

（『
麻
雀
放
浪
記
（
一
）
青
春
篇
』
角
川
文
庫
、
１
９
７
９
年
、

�

p．
67
、
初
出
は
『
週
刊
大
衆
』
１
９
６
９
年
）

こ
の
発
話
は
、
主
人
公
の
若
者
が
仕
事
を
辞
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

母
親
に
知
ら
れ
た
く
な
い
あ
ま
り
嘘
を
つ
い
て
し
ま
う
場
面
を
見
て
、

ク
ラ
ブ
の
マ
マ
（
と
い
っ
て
も
20
代
後
半
）
が
思
わ
ず
笑
っ
て
し
ま

い
、
そ
の
言
い
訳
を
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
〈
笑
っ
た
〉
で

は
な
く
〈
感
動
し
た
〉
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
意

味
の
上
で
は
む
し
ろ
旧
用
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
自
分
が

笑
っ
た
事
に
対
し
て
解
説
を
加
え
て
い
る
か
の
よ
う
な
語
り
口
は
、

自
身
を
客
体
的
に
捉
え
て
い
る
と
も
言
え
る
た
め
、
図
３（
ｂ
）に
は

当
て
は
ま
ら
な
い
。
し
か
し
、
う
け
た
主
体
が
他
者
で
は
な
く
発
話

者
自
身
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
新
用
法
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
旧

用
法
と
新
用
法
の
架
け
橋
に
な
る
よ
う
な
用
例
で
あ
り
、
図
１（
ｂ
）

に
相
当
す
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

２
つ
目
の
例
は
、
１
９
９
３
年
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
小
説
の

「
あ
と
が
き
」
で
、
作
者
が
読
者
か
ら
も
ら
っ
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
つ

い
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
18
）
あ
と
、
高
坂
に
テ（
９
）ス
テ
ィ
モ
の
三
色
セ
ッ
ト
を
く
だ
さ
っ
た

方
も
い
ま
し
た
。「
最
近
〝
艶
や
か
な
赤
い
唇
〟
が
で
な
く
て

淋
し
い
の
で
」
だ
そ
う
で
す
。
ウ
ケ
ま
し
た
。

�

（『
炎
の
蜃
気
楼
10　

わ
だ
つ
み
の
楊
貴
妃
（
前
編
）』
集
英
社
、

�

１
９
９
３
年
、
あ
と
が
き
）

こ
の
用
例
は
、「（
私
は
）
笑
い
ま
し
た
」
と
い
う
意
の
新
用
法
と
見

て
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
、「
ウ
ケ
ま
し
た
。」
と
し
か
書
か
れ
て
い

な
い
た
め
、
旧
用
法
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
思
え
ば
出
来
な
く
も
な

い
。
そ
の
場
合
は
、「（
あ
な
た
の
コ
メ
ン
ト
は
）（
私
に
）
ウ
ケ
ま

12



形
を
使
用
し
て
い
る（
17
）や（
18
）よ
り
も
、
主
体
化
が
進
ん
だ
事
例

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
山
本（
２
０
１
６
）は
小
説
の
地
の
文
を
調

査
し
、
タ
形
が
語
り
手
の
外
的
視
点
構
成
を
表
し
て
い
る
の
に
対
し
、

ル
形
は
語
り
手
の
内
的
視
点
構
成
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
論
の
議
論
と
も
矛
盾
し
な
い
。

　

以
上
の
３
つ
の
用
例
か
ら
、
面
白
い
仮
説
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
、
新
用
法
が（
17
）や（
18
）の
よ
う
に
タ
形
を
用
い
て
客
体
的

に
事
態
を
認
知
し
た
こ
と
を
表
す
も
の
と
し
て
生
ま
れ
、
そ
の
後
、

よ
り
主
体
的
に
事
態
を
認
知
し
た
こ
と
を
表
す（
19
）の
よ
う
な
ル
形

表
現
が
発
生
し
た
（
つ
ま
り
主
体
化
し
た
）
の
で
は
な
い
か
と
い
う

仮
説
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
は
、（
７
）で
紹
介
し
た
金
田
一（
２
０
１
２
）

の
指
摘
に
反
論
す
る
も
の
に
な
る
。
否
、
新
用
法
が
生
ま
れ
た
キ
ッ

カ
ケ
は
、客
観
的
な
捉
え
を
や
や
残
し
た
タ
形
の
「
う
け
た
」
で
あ
っ

て
、
そ
の
点
で
は（
７
）の
指
摘
と
合
致
す
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
用

法
の
拡
張
が
ス
ト
ッ
プ
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
、
よ
り
主
体

的
な
捉
え
を
反
映
し
た
ル
形
の
「
う
け
る
」
が
発
生
し
て
き
た
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
は（
７
）で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で

あ
る
。
勿
論
、
書
籍
か
ら
収
集
で
き
た
わ
ず
か
３
例
の
変
化
に
基
づ

い
た
仮
説
で
あ
る
た
め
、
極
め
て
脆
弱
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ

こ
で
、
こ
れ
を
検
証
す
べ
く
、
よ
り
多
く
の
用
例
採
取
が
期
待
で
き

る
ネ
ッ
ト
掲
示
板
を
調
査
し
て
、
用
法
の
変
遷
を
追
っ
た
。

４
．
２
．
タ
形
か
ら
ル
形
へ

　

調
査
に
使
用
し
た
の
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
掲
示
板
サ
イ
ト

し
た
。」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
自
分
自
身
を
客
体
的
に

捉
え
る
よ
う
な
事
態
認
知
で
あ
り
、
日
本
語
と
し
て
自
然
に
選
択
さ

れ
る
構
文
で
は
な
い
。
い
ず
れ
の
場
合
に
せ
よ
、
こ
の
表
現
の
主
体

性
の
度
合
い
を
判
断
す
る
な
ら
、
先
の
例
と
同
じ
く
図
１（
ｂ
）に
相

当
す
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
新
旧
い
ず
れ
の

解
釈
も
可
能
な
例
と
い
う
も
の
は
、
言
語
変
化
の
過
渡
期
に
頻
繁
に

出
現
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
お
よ
そ
言
語
変
化
と
い
う
も
の
は
、
突

然
変
異
で
い
き
な
り
新
種
が
出
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
時
間
を
か

け
て
徐
々
に
進
む
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
例
も
、
そ
の
一
つ
で

あ
る
可
能
性
は
高
い
。

　

さ
て
、
最
後
の
例
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
１
９
９
４
年
の
も
の
で

あ
っ
た
。

（
19
）「
ホ
ン
ト
、
あ
れ
で
マ
ジ
で
警
部
補
だ
っ
た
ら
ウ
ケ
る
な
ー
」

�

（『
い
き
な
り
ミ
ー
ハ
ー
密
輸
船
』
集
英
社
、

�

１
９
９
４
年
、
p．
45
）

こ
ち
ら
は
ル
形
で
使
用
さ
れ
て
い
る
点
が
面
白
い
。
過
去
に
実
際
に

起
こ
っ
た
笑
い
で
あ
れ
ば
、
既
に
事
態
が
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
あ

る
か
ら
、
た
と
え
笑
っ
た
主
体
が
自
分
自
身
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
当

時
の
自
分
と
現
在
の
自
分
を
分
化
さ
せ
、
客
体
的
に
捉
え
る
事
が
容

易
に
な
る
。
し
か
し
、
未
来
に
自
分
が
笑
う
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
像

し
て
い
る（
19
）の
よ
う
な
例
で
は
、
現
在
の
自
分
を
基
準
に
し
て
未

来
の
自
分
を
想
像
す
る
し
か
な
い
た
め
、
両
者
を
完
全
に
切
り
離
す

の
は
容
易
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
が
融
合
し
た
視
点
を
取
ら
ざ
る

を
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
ル
形
を
使
用
し
て
い
る（
19
）は
、
タ

13
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用
割
合
が
増
加
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
つ

ま
り
、
新
用
法
は（
17
）

や（
18
）の
よ
う
に
、
過

去
に
起
こ
っ
た
事
態
を

客
体
的
に
捉
え
る
用
法

と
し
て
発
生
し
、
そ
の

後
、
自
分
が
現
在
抱
い

て
い
る
感
情（
＝
内
的

状
態
）に
つ
い
て
語
る

ル
形
の
用
法
が
徐
々
に

増
加
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
主
体
化
が
進
行

し
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
前
節

で
提
示
し
た
仮
説
が
正
し
い
こ
と
を

裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
図
３
に
は
若
干
の
修
正

が
必
要
に
な
る
。
用
例
の
変
遷
を
見

る
と
、
笑
う
主
体
が
自
分
自
身
で
あ

る
新
用
法
は
、
最
初
は（
13
）や（
17
）

（
18
）の
よ
う
な
タ
形
で
生
ま
れ
た
可

能
性
が
高
い
。
こ
れ
ら
は
、
自
分
自

身
の
内
的
状
態
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
点
で
は
、
旧
用
法
よ
り
も
主
体
的

と
し
て
は
草
分
け
的
な
存
在
で
、
１
９
９
９
年
５
月
か
ら
サ
ー
ビ
ス

を
開
始
し
て
い
る
「
２
ち
ゃ
ん
ね
る
」
で
あ
る
。
当
該
サ
イ
ト
の
過

去
ロ
グ
に
あ
る
ス
レ
ッ
ド（
＝
掲
示
板
）の
う
ち
、
最
も
古
い
１
９
９

９
年
に
立
て
ら
れ
た
ス
レ
ッ
ド
と
、
そ
の
５
年
後
と
10
年
後
に
あ
た

る
２
０
０
４
年
と
２
０
０
９
年
に
立
て
ら
れ
た
ス
レ
ッ
ド
の
書
き
込

み
を
出
来
る
だ
け
多
く
収
集
、
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
化
し
た
上
で
、

K
W

IC�Finder
を
用
い
て
「
受
け
る
／
う
け
る
／
ウ
ケ
る
／
ウ
ケ

ル
」
と
い
う
４
種
の
表
記
お
よ
び
そ
の
タ
形
で
検
索
し
た
。
収
集
で

き
た
ス
レ
ッ
ド
数
、
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
化
し
た
際
の
デ
ー
タ
量
、

新
旧
そ
れ
ぞ
れ
の
用
法
の
ヒ
ッ
ト
件
数
は
表
１
の
通
り
で
あ
る
。
ま

た
、
そ
の
11
年
間
に
お
け
る
新
用
法
と
旧
用
法
の
使
用
頻
度
の
推
移

を
割
合
で
グ
ラ
フ
化
し
た
も
の
が
図
４
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
掲
示
板
と

い
う
特
性
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
新
用
法
の
使
用
割
合
が
年
々
増
え
て

い
る
の
が
よ
く
分
か
る
。

　

こ
の
う
ち
、
１
９
９
９
年
と
２
０
０
４
年
の
ス
レ
ッ
ド
で
得
ら
れ

た
新
用
法
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。
得
ら
れ
た
用

例
は
そ
れ
ぞ
れ
26
件
と
２
０
４
件
で
あ
り
、
テ
ン
ス（
時
制
）と
表
記

別
に
そ
の
内
訳
を
示
し
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。

　

表
記
の
違
い
は
い
っ
た
ん
無
視
し
て
、
ま
ず
は
前
節
で
提
示
し
た

仮
説
を
検
証
す
る
た
め
、
ル
形
と
タ
形
と
い
う
大
き
な
対
立
で
見
て

お
こ
う
。
表
２
に
お
け
る
１
９
９
９
年
と
２
０
０
４
年
の
両
者
の
使

用
数
を
合
算
し
た
も
の
が
表
３
で
あ
り
、
そ
れ
を
当
該
年
度
の
使
用

割
合
と
し
て
グ
ラ
フ
化
し
た
も
の
が
図
５
で
あ
る
。

　

細
か
な
表
記
の
違
い
は
捨
象
し
て
全
体
的
に
見
る
と
、
ル
形
の
使

1999年 2004年 2009年
スレッド数 2225 7791 3996
データ量 27MB 474MB 289MB
旧用法数 48 232 60
新用法数 26 204 759

表 1　収集したデータ

図 4　新・旧用法の使用割合

（
11
）

（
10
）
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で
は
あ
る
の
だ
が
、
タ
形
を
使
用
し
て
過
去
の
事
態
と
し
て
認
知
し

て
い
る
点
で
は
、
客
体
的
な
捉
え
方
を
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
る
。

つ
ま
り
、
笑
う
主
体
が
認
知
主
体
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
、
若
干
の

主
体
化
が
進
行
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
ル
形
に
よ
る
新
用
法
は
、
笑

う
主
体
が
〈
い
ま
・
こ
こ
〉
を
共
有
す
る
事
態
内
に
い
て
、
そ
こ
か

ら
自
身
の
内
的
状
態
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
よ

り
主
体
化
が
進
ん
だ
用
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
図
３

（
ｂ
）で
提
示
し
て
い
た
新
用
法
を
、
図
６
の（
ｂ
）と（
ｃ
）の
２
つ
に

分
け
る
こ
と
に
す
る
。

　

こ
の
修
正
を
加
え
た
こ
と
で
、
結
果
的
に
、
上
原（
２
０
０
５
：

５
４
０
）が（
16
）に
お
い
て
指
摘
し
た
主
体
性
の
３
段
階
と
同
じ
も

の
が
出
来
上
が
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、「
う
け
る
」はU

ehara

（1998,�
2006

）や
上
原（
２
０
０
１
、
２
０
０
５
）の
い
う
内
的
状
態
述
語
の

用
法
を
獲
得
し
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
ル
形
で
内
的
状

態
を
表
す
述
語（
も
し
く
は
慣
用
句
）に
は
、他
に
も「
む
か
つ
く
！
」

「
腹
立
つ
！
」
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
主
体
化
し
た
用
法
と
い

う
点
で
は
同
じ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
最
後
に
、
表
記
で
細
分
化
し
、
さ
ら
に
詳
し
く
見
て
み
よ

う
。
表
記
別
に
新
用
法
の
使
用
割
合
を
ま
と
め
た
も
の
が
図
７
で
あ

る
。

　

ま
ず
は
ル
形
の
内
訳
を
見
る
。
図
５
で
見
た
よ
う
に
、
ル
形
の
使

用
割
合
は
増
加
し
て
い
る
が
、
漢
字
表
記
の
「
受
け
る
」
と
ひ
ら
が

な
表
記
の
「
う
け
る
」
は
減
少
し
て
お
り
、
実
際
に
増
加
し
た
の
は
、

カ
タ
カ
ナ
表
記
の
「
ウ
ケ
る
」（
図
中
で
は
斜
線
の
帯
）
と
「
ウ
ケ
ル
」

ル形 タ形
受ける うける ウケる ウケル 受けた うけた ウケた ウケタ 計

1999年 1 1 1 0 3 10 9 1 26
2004年 0 3 44 38 0 3 83 33 204

表 2　新用法の内訳

1999 年 2004 年
ル形 3 85
タ形 23 119

表 3　新用法のテンス図 5　ル形とタ形の使用割合
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は
微
増
し
て
お
り
、
全

て
が
カ
タ
カ
ナ
表
記
の

「
ウ
ケ
タ
」
に
至
っ
て

は
約
４
倍
に
増
加
し
て

い
る
。

　

以
上
か
ら
分
か
る
こ

と
は
、「
う
け
る
」
の

新
用
法
は
カ
タ
カ
ナ
表

記
化
が
進
ん
で
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
則

松
・
堀
尾（
２
０
０
６
）

は
、〈
人
間
活
動
―
精

神
お
よ
び
行
為
〉
を
表

す
言
葉
に
お
い
て
常
用

漢
字
の
カ
タ
カ
ナ
表
記

化
が
著
し
い
こ
と
を
指

摘
し
て
お
り
、
そ
の
中

に
は
旧
用
法
の
「
う
け

る
」
も
含
ま
れ
て
い
る

が
、
新
用
法
の
「
う
け

る
」
に
つ
い
て
も
同
様

の
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

旧
用
法
か
ら
新
用
法
が

生
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る

（
図
中
で
は
黒
い
帯
）の
み
で

あ
る
。
特
に
後
者
は
、
１
９

９
９
年
に
は
０
件
で
あ
っ
た

の
が
、
２
０
０
４
年
に
は
新

用
法
全
体
の
20
％
近
く
を
占

め
る
ま
で
躍
進
し
て
お
り
、

「
ウ
ケ
る
」
と
「
ウ
ケ
ル
」

を
合
わ
せ
る
と
、
全
体
の

40
％
を
占
め
る
ま
で
に
な
っ

て
い
る
。

　

つ
ぎ
は
タ
形
の
内
訳
に
つ

い
て
見
て
み
よ
う
。
図
５
で

も
見
た
よ
う
に
、
タ
形
の
使

用
割
合
は
減
っ
て
い
る
の
だ

が
、
実
際
に
減
少
し
て
い
る

の
は
非
カ
タ
カ
ナ
表
記
の

「
受
け
た
」
と
「
う
け
た
」

だ
け
で
あ
る
。
両
者
を
併
せ

る
と
、
１
９
９
９
年
で
は
新

用
法
全
体
の
約
50
％
を
占
め

て
い
た
の
だ
が
、
２
０
０
４

年
に
は
２
％
未
満
に
ま
で
激

減
し
て
い
る
。
し
か
し
、
カ

タ
カ
ナ
表
記
の
「
ウ
ケ
た
」

図 6　「うける」の主体化（修正版）

図 7　「うける」の表記とテンス
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述
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グ
ラ
ウ
ン
ド（
Ｇ
）と
参
照
点（
Ｒ
）を
結
ぶ
点
線
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
文
で
は
両
者
が
同
じ
対
象
を
指
し
て
い
る
た
め
、
上
原（
２

０
１
６
）は
両
者
を
点
線
で
結
ん
だ
図
を
提
示
し
て
い
る
。
本
稿
で
も
そ

ち
ら
の
図
を
採
用
し
た
。

（
７
）　
「
グ
ラ
ウ
ン
ド
」
と
は
、
認
知
主
体
で
あ
る
人
間
だ
け
で
な
く
事
態
を
把

握
す
る
際
の
土
台
と
な
る
「
い
ま
・
こ
こ
」
も
含
め
た
幅
広
い
概
念
で

あ
る
が
、
本
論
文
の
議
論
に
関
し
て
は
、
単
純
に
認
知
主
体（
も
し
く
は

発
話
者
）を
指
す
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
。

（
８
）　

出
来
事
の
内
側
か
ら
事
態
を
把
握
す
る
よ
う
な
表
現
方
法
は
、
日
本
語

の
特
性
の
一
つ
と
し
て
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
川
端
康
成
の

『
雪
国
』
の
冒
頭
に
あ
る
「
国
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
雪
国
で

あ
っ
た
。」
と
い
う
一
文
は
、
列
車
の
中
に
い
る
主
人
公
が
そ
の
場
で
体

験
し
て
い
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
表
現
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る

が
、
英
語
で
は� “T

he�train�cam
e�out�of�the�long�tunnel�into�the�

snow
�country. ”�

と
な
ど
訳
さ
れ
、
ま
る
で
列
車
の
動
き
を
外
か
ら
眺

め
て
い
る
か
の
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
る（
池
上
２
０
０
０
：
２
９
１
）。

同
様
の
例
と
し
て
は
、
自
分
が
部
屋
に
入
っ
た
直
後
に
認
知
し
た
状
況

を
説
明
す
る
「
太
っ
た
お
ば
さ
ん
が
い
た
の
。」
と
そ
の
英
語
訳
の“T

hen�

I�saw
�a�big�lady�standing�there. ” 

に
も
言
え
る（Iw

asaki�

l993:80

）。
ま
た
、
授
受
を
表
す
動
詞
の
中
で
も
、
日
本
語
は
「
あ
げ
る
」

や
「
も
ら
う
」
と
は
別
に
自
己
の
視
点
を
投
影
し
た
「
く
れ
る
」
と
い

う
動
詞
を
持
っ
て
お
り
、
自
己
中
心
的
な
出
来
事
の
描
き
方
を
す
る
こ

と
も
知
ら
れ
て
い
る（
松
下
１
９
２
８
、
久
野
１
９
７
８
）。

（
９
）　
「
テ
ス
テ
ィ
モ
」
と
は
、
口
紅
の
商
品
名
で
あ
る
。

ら
れ
る
。
そ
こ
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
お
笑
い
芸
人
と
な
る
と
、
80
年
代

後
半
か
ら
90
年
代
に
か
け
て
メ
デ
ィ
ア
を
席
巻
し
た
「
お
笑
い
第
三
世

代
」（
と
ん
ね
る
ず
、
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
、
ウ
ッ
チ
ャ
ン
ナ
ン
チ
ャ
ン
な
ど
）

で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
と
ん
ね
る
ず
は（
自
ら
作
っ
た
言
葉
で
は
な
い
が
）

「
～
み
た
い
な
。」「
ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
」「
元
サ
ヤ
」
な
ど
を
番
組
で
使
用
し
、

一
気
に
流
行
さ
せ
た
。
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
も
、
ギ
ャ
グ
が
面
白
く
な
か
っ

た
時
に
言
う
「
寒
い
」
や
「
す
べ
る
」
を
は
じ
め
、「
ヘ
タ
レ
」
な
ど
の

表
現
を
浸
透
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
影
響
力
は
非
常
に
大
き
い
。
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
がM

C

を
務
め

る
『
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
の
ガ
キ
の
使
い
や
あ
ら
へ
ん
で
！
』（
日
本
テ
レ
ビ
、

１
９
８
９
年
～
）や
『
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
DX
』（
読
売
テ
レ
ビ
、
１
９
９
３
年
～
）

な
ど
は
、
現
在
で
も
放
送
が
続
い
て
お
り
、
か
な
り
の
長
寿
番
組
に
な
っ

て
い
る
。

（
４
）　
〈
好
評
を
博
す
る
／
喜
ば
れ
る
〉
と
い
う
抽
象
的
な
意
味
と
比
較
す
る
と
、

〈
笑
え
る
〉
と
い
う
意
味
は
そ
の
具
体
例
に
当
た
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の

で
、
こ
こ
で
起
こ
っ
た
意
味
の
特
殊
化
は
、
堤
喩（
シ
ネ
ク
ド
キ
）に
基

づ
く
拡
張
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

（
５
）　

認
知
の
対
象
と
な
る
客
体
が
実
際
に
移
動
し
て
い
な
く
て
も
、
認
知
主

体
で
あ
る
発
話
者
が
、
客
体
の
位
置
を
移
動
に
基
づ
い
て
主
体
的
に
捉

え
て
い
る
場
合
は
、across

が
使
用
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
客
体
的

な
把
握
が
背
景
化
し
、
主
体
に
よ
る
「
主
体
的
な
捉
え（subjective�

construal

）」
が
前
面
に
出
る
こ
と
もLangacker

（1990,�1991

）は
主

体
化
と
呼
ん
で
い
る
。

（
６
）　Langacker

（1990:18

）の
図（
ａ
）に
は
、
認
知
主
体
な
ど
を
統
合
し
た
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（
10
）　

ネ
ッ
ト
上
に
様
々
な
掲
示
板
を
設
置
す
る
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
一

つ
一
つ
の
掲
示
板
の
こ
と
を
「
ス
レ
ッ
ド
」
と
い
う
。
サ
ー
バ
ー
の
負

担
を
減
ら
す
た
め
、
現
在
は
１
ス
レ
ッ
ド
あ
た
り
最
大
１
０
０
０
件
ま

で（
も
し
く
は
デ
ー
タ
容
量500K

B

ま
で
）書
き
込
み
が
可
能
で
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
制
限
が
無
か
っ
た
初
期
に
は
、
１
０
０
０
０
件
を
超
え
る

書
き
込
み
が
さ
れ
た
ス
レ
ッ
ド
も
あ
っ
た
。

（
11
）　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
ス
レ
ッ
ド
は
、
第
一
件
目
の
書
き
込
み
が
１
９
９

９
年
、
２
０
０
４
年
、
２
０
０
９
年
に
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
た
と
い
う
だ

け
の
こ
と
で
あ
り
、
ス
レ
ッ
ド
内
の
書
き
込
み
が
全
て
当
該
年
の
も
の

と
は
限
ら
な
い
。
実
際
に
は
翌
年（
ご
く
ま
れ
に
翌
々
年
）の
書
き
込
み

も
混
じ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
ス
レ
ッ
ド
内
に
あ
る
膨
大
な
書
き
込
み
デ
ー

タ
か
ら
、
特
定
の
年
の
書
き
込
み
だ
け
を
抽
出
・
分
割
す
る
に
は
膨
大

な
時
間
が
必
要
と
な
る
た
め
、
今
回
は
敢
え
て
そ
の
ま
ま
使
用
し
た
。

�

（
お
だ
に　

ま
さ
の
り
・
本
学
教
授
）
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