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─
─

竹　

内　

史　

郎

一　

は
じ
め
に

述
語
動
詞
が
取
り
立
て
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
、
例
え
ば
「
食
べ
る
」
と
「
食
べ
は
す
る
」
と
い
う
対
応
が
考
え
ら
れ
る
。
い
ま
仮

に
、こ
の
対
応
に
つ
い
て
前
者
を
単
純
肯
定
形
式
、後
者
を
取
り
立
て
肯
定
形
式
と
名
付
け
る
。
同
じ
よ
う
に
、「
食
べ
な
い
」
と
「
食

べ
は
し
な
い
」
と
い
う
対
応
が
考
え
ら
れ
、
前
者
を
単
純
否
定
形
式
、
後
者
を
取
り
立
て
否
定
形
式
と
す
る
（
１
）。
表
と
し
て
示
せ
ば
次

の
よ
う
に
な
り
、
こ
う
述
べ
た
限
り
で
問
題
が
な
け
れ
ば
肯
定
の
場
合
と
否
定
の
場
合
と
で
対
称
性
が
認
め
ら
れ
る
。
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（
１
）

　
　
　

単
純　
　
　
　

取
り
立
て

肯
定

Ｖ　
　
　
　
　

Ｖ
ハ
ス
ル

否
定

Ｖ
ナ
イ　
　
　

Ｖ
ハ
シ
ナ
イ

岡
山
方
言
で
は
、
肯
定
の
場
合
、
例
え
ば
「
食
べ
る
」
と
「
食
べ
は
す
る
」
が
対
応
し
、
否
定
の
場
合
で
は
「
食
べ
ん
」
と
「
食

べ
は
せ
ん
」
が
対
応
す
る
。
こ
の
こ
と
を
（
１
）
に
な
ら
い
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
２
）

　
　
　

単
純　
　
　
　

取
り
立
て

肯
定

Ｖ　
　
　
　
　

Ｖ
ハ
ス
ル

否
定

Ｖ
ン　
　
　
　

Ｖ
ハ
セ
ン

こ
れ
に
加
え
岡
山
方
言
に
は
、
さ
ら
に
「
第
三
の
」
と
も
い
う
べ
き
否
定
形
式
が
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
単
純
否
定
形
式
と
も
、
取

り
立
て
否
定
形
式
と
も
異
な
る
独
自
の
意
味
機
能
を
そ
な
え
る
、「（
り
）
ゃ
ー
せ
ん
」
と
い
う
形
式
が
あ
る
。
竹
内
（
二
〇
一
三
）

で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
形
式
は
、
取
り
立
て
否
定
形
式
の
「
は
せ
ん
」
を
起
源
と
し
て
文
法
化
（gram

m
aticalization

）
し
た
、

単
一
形
態
素
か
ら
な
る
否
定
辞
で
あ
る
。



「Ｖヤシナイ」について

一
三
七

（
３
）

　
　
　

単
純　
　
　
　

取
り
立
て　
　
　

第
三
の

肯
定

Ｖ　
　
　
　
　

Ｖ
ハ
ス
ル

否
定

Ｖ
ン　
　
　
　

Ｖ
ハ
セ
ン　
　
　

Ｖ
（
リ
）
ャ
ー
セ
ン

否
定
の
側
で
、「
単
純
」「
取
り
立
て
」
に
「
第
三
の
」
が
加
わ
る
た
め
に
非
対
称
性
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
語
方
言

に
お
い
て
は
肯
定
の
場
合
と
否
定
の
場
合
で
非
対
称
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、
取
り
立
て
否
定
形
式
の
文
法
化
の
有
無
に
よ
り
、（
１
）
の
よ
う
に
、
肯
定
の
場
合
と
否
定
の
場
合
で
対

称
性
が
認
め
ら
れ
る
方
言
と
、（
３
）
の
よ
う
に
非
対
称
性
が
認
め
ら
れ
る
方
言
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
（
２
）。
非
対
称
性
が
認
め
ら
れ

る
方
言
に
は
、
岡
山
方
言
の
ほ
か
、
宇
和
島
方
言
、
愛
知
方
言
、
徳
島
方
言
等
が
あ
る
（
３
）。

さ
て
、
現
代
共
通
語
は
、（
１
）
に
あ
る
よ
う
に
、
肯
定
と
否
定
で
対
称
的
な
あ
り
方
を
示
す
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点

に
つ
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
取
り
立
て
否
定
形
式
「
は
し
な
い
」
か
ら
文
法
化
し
た
第
三
の
否
定
形
式
が
現
代
共
通
語
に
存
す
る

か
ど
う
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
候
補
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、
例
え
ば
「
な
か
な
か
食
べ
や
し
な
い
」
等
と
用
い
ら
れ
る
「
や
し
な

い
」
で
あ
る
。
以
下
本
稿
で
は
、「
や
し
な
い
」
が
取
り
立
て
否
定
形
式
の
「
は
し
な
い
」
か
ら
文
法
化
し
た
否
定
辞
と
し
て
ふ
さ

わ
し
い
の
か
ど
う
か
、ま
た
、「
や
し
な
い
」
が
「
な
い
」
と
も
「
は
し
な
い
」
と
も
異
な
る
独
自
の
否
定
形
式
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、

こ
う
し
た
点
を
検
証
し
て
い
く
。
こ
の
検
証
を
へ
て
、
現
代
共
通
語
の
体
系
が
（
１
）
と
な
る
の
か
（
３
）
に
類
似
す
る
も
の
な
の

か
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
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二　

現
代
共
通
語
に
お
け
る
取
り
立
て
否
定
形
式
の
文
法
化

筆
者
は
、
先
に
竹
内
（
二
〇
一
三
）
に
お
い
て
岡
山
方
言
の
取
り
立
て
否
定
形
式
の
文
法
化
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
本
節
で

は
、
現
代
共
通
語
に
お
け
る
取
り
立
て
否
定
形
式
の
文
法
化
を
扱
っ
て
い
く
が
、
竹
内
（
二
〇
一
三
）
に
基
づ
く
形
で
考
察
を
進
め

て
い
く
こ
と
と
す
る
。

さ
て
、「
や
し
な
い
」
は
「
は
し
な
い
」
を
起
源
と
す
る
と
言
え
る
が
、「
や
し
な
い
」
と
「
は
し
な
い
」
は
、
ま
ず
、
単
一
形
態

素
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
違
い
が
あ
る
。

（
４
）	

ａ　

	

あ
の
子
ね
ー
、
学
校
を
よ
く
さ
ぼ
る
け
ど
ね
ー
、
や
め
は
ね
ー
し
な
い
ね
ー
。

	

ｂ　

*

あ
の
子
ね
ー
、
学
校
を
よ
く
さ
ぼ
る
け
ど
ね
ー
、
や
め
や
ね
ー
し
な
い
ね
ー
。

（
４
ａ
）
の
傍
線
部
の
「
は
」
と
「
し
な
い
」
の
間
に
は
間
投
助
詞
が
介
在
す
る
こ
と
か
ら
文
節
の
境
界
と
言
え
る
が
、（
４
ｂ
）

の
傍
線
部
の
「
や
」
と
「
し
な
い
」
の
間
に
は
間
投
助
詞
が
介
在
し
な
い
。
こ
れ
は
、
配
列
が
固
定
化
（fusion

）
し
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
「
や
し
な
い
」
が
「
は
し
な
い
」
と
は
異
な
り
単
一
形
態
素
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
は
、（
５
ａ
）
は
文
脈
に
対
し
て
自
然
で
あ
る
の
に
対
し
、（
５
ｂ
）
は
文
脈
に
合
わ
ず
不
自
然
で
あ
る
。

（
５
）（「
息
子
さ
ん
、
ま
だ
大
学
へ
通
わ
れ
て
い
る
の
？
」
と
聞
か
れ
て
）
	

ａ　
　

あ
の
子
は
、
学
校
を
よ
く
さ
ぼ
る
け
ど
、
や
め
は
し
な
い
ね
。
	

ｂ　

＃
あ
の
子
は
、
学
校
を
よ
く
さ
ぼ
る
け
ど
、
や
め
や
し
な
い
ね
。
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（
５
ａ
）
で
は
対
比
の
「
は
」
の
機
能
が
保
持
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、（
５

ｂ
）
で
は
そ
の
機
能
が
失
わ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
意
味
的
な
側
面
に
お

い
て
も
変
質
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
か
ら
、「
や
し
な
い
」
は
「
食
べ
・
は
・
し
・
な
い
」
か
ら
「
食
べ
・

や
し
な
い
」
の
よ
う
に
、
シ
ン
タ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
関
係
に
あ
る
形
態
素
群

が
、
音
韻
変
化
を
伴
い
再
分
析
さ
れ
た
結
果
、
文
法
範
疇
に
属
す
る
単
一
の

語
彙
項
目
へ
と
変
じ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
文
法
化
が
生

じ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
二
・
一
形
態
論
、
二
・
二
使
用

の
条
件
、
二
・
三
意
味
、
二
・
四
作
用
域
、
二
・
五
必
要
条
件
の
利
用
等
の

小
節
を
も
う
け
、「
や
し
な
い
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
の
あ
り
方
を
示
し
、

そ
の
文
法
化
の
度
合
い
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

二
・
一　

形
態
論

音
素
単
位
で
の
表
記
に
よ
り
、「
や
し
な
い
」
が
後
接
し
得
る
各
種
の
形

態
素
と
の
接
合
を
表
１
に
示
す
。

子
音
幹
動
詞
か
ら
存
在
動
詞
ま
で
各
種
動
詞
へ
の
後
接
は
問
題
が
な
い

が
、「*

う
れ
し
く
あ
り
や
し
な
い
」「*

親
切
で
あ
り
や
し
な
い
」「*

学
生
で

表１　各種形態素との接合
起源形 kak-i-wa-s-i-na-i	/	tabe-wa-s-i-na-i
子音幹動詞 kak-i-yasina-i
母音幹動詞 tabe-yasina-i
サ変動詞 s-i-yasina-i
存在動詞 ar-yasina-i
イ形容詞 ─────
ナ形容詞 ─────
名詞 ─────
継続 kai-tei-yasina-i
可能 yom-e-yasina-i
受身 yob-are-yasina-i



一
四
〇

あ
り
や
し
な
い
」
の
よ
う
に
、
イ
形
容
詞
、
ナ
形
容
詞
、
名
詞
等
へ
の
後
接
は
不
可
で
あ
る
。
ま
た
、
継
続-tei-

、
可
能-e-

、
受
身

-are-

と
い
っ
た
形
態
素
に
は
後
接
す
る
が
、
否
定
辞
に
後
接
し
て
「
書
か
な
く
あ
り
や
し
な
い
」
の
よ
う
な
二
重
否
定
を
形
成
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

二
・
二　

使
用
の
条
件

「
や
し
な
い
」
を
使
用
す
る
際
に
は
先
行
文
脈
が
必
要
と
な
る
。
本
稿
の
考
え
る
「
や
し
な
い
」
の
使
用
の
条
件
は
（
６
ａ
）（
６

ｂ
）
に
示
す
通
り
で
、
両
者
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
既
存
の
情
報
と
は
、
文
字
通
り
対
話
を
行
う
前
に
得
ら
れ

て
い
る
情
報
で
あ
る
が
、
話
し
手
の
意
図
・
願
望
・
意
向
に
加
え
、
予
想
な
ど
の
推
論
に
よ
る
情
報
等
も
既
存
の
情
報
と
し
て
扱
わ

れ
る
。
ま
た
、
新
規
の
情
報
と
は
、
典
型
的
に
は
対
話
の
際
に
得
ら
れ
た
情
報
で
あ
る
が
、
対
話
者
の
発
話
内
容
と
そ
こ
か
ら
の
推

論
に
よ
る
情
報
に
加
え
、
対
話
者
の
意
図
・
願
望
・
意
向
、
さ
ら
に
は
現
場
の
状
況
や
そ
こ
か
ら
の
推
論
に
よ
る
情
報
等
も
新
規
の

情
報
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

（
６
）	

ａ　

既
存
の
情
報
と
新
規
の
情
報
の
双
方
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と

	

ｂ　

既
存
の
情
報
と
新
規
の
情
報
が
矛
盾
し
た
関
係
に
あ
る
こ
と

ま
ず
（
６
ａ
）
を
満
た
さ
な
い
場
合
に
つ
い
て
、
新
規
の
情
報
の
み
が
関
わ
る
例
を
あ
げ
る
。

（
７
）	

ａ　
（
お
昼
休
み
に
な
っ
て
）

　
　
　
　
　

今
日
は
、
昼
ご
飯
を
食
べ
に
行
く
気
が
し
｛
＃
や
し
な
い
／
な
い
｝
な
あ
。

	

ｂ　
（
い
つ
も
の
よ
う
に
、
机
に
向
か
っ
て
本
を
読
み
始
め
て
、
ほ
ど
な
く
）
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あ
れ
、
何
か
落
ち
着
｛
＃
き
や
し
な
い
／
か
な
い
｝
な
あ
。

次
に
既
存
の
情
報
の
み
が
関
わ
る
例
を
あ
げ
る
。

（
８
）	

ａ　

Ａ　

何
で
も
い
い
の
で
、
む
か
し
の
話
を
し
て
下
さ
い
。

　
　
　
　
　

Ｂ　

	

そ
う
だ
ね
え
、
若
い
と
き
は
机
に
向
か
う
の
が
き
ら
い
で
、
全
然
勉
強
し
｛
＃
や
し
な
か
っ
／
な
か
っ
｝
た
ん

だ
け
ど
ね
…
。

	

ｂ　

Ａ　

あ
、
お
腹
が
な
っ
て
ま
す
ね
。

　
　
　
　
　

Ｂ　

朝
ご
は
ん
食
べ
｛
＃
や
し
な
か
っ
／
な
か
っ
｝
た
ん
で
す
。

（
７
）（
８
）
に
示
す
例
で
は
、「
や
し
な
い
」
を
含
む
発
話
に
際
し
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
情
報
し
か
関
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
の
た

め
に
、「
な
い
」
に
よ
る
否
定
は
問
題
が
な
い
の
に
対
し
、「
や
し
な
い
」
に
よ
る
否
定
は
不
自
然
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
は
、（
６
ａ
）
を
満
た
す
が
（
６
ｂ
）
を
満
た
さ
な
い
場
合
に
つ
い
て
例
を
あ
げ
る
。

（
９
）	

ａ　

Ａ　

ほ
ら
、
予
想
し
た
通
り
、
苦
情
の
電
話
か
か
っ
て
来
な
か
っ
た
で
し
ょ
。

　
　
　
　
　

Ｂ　

う
ん
。
予
想
通
り
か
か
っ
て
｛
＃
き
や
し
な
か
っ
／
こ
な
か
っ
｝
た
ね
。

	

ｂ　

Ａ　

先
日
の
大
雪
の
と
き
大
丈
夫
だ
っ
た
で
し
ょ
？

　
　
　
　
　

Ｂ　

え
え
。
う
ち
は
何
の
影
響
も
｛
＃
あ
り
や
し
な
か
っ
／
な
か
っ
｝
た
よ
。

（
９
ａ
）（
９
ｂ
）
で
は
対
話
者
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
新
規
の
情
報
が
既
存
の
情
報
と
矛
盾
せ
ず
整
合
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
や
は

り
「
や
し
な
い
」
に
よ
る
否
定
は
不
自
然
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、「
や
し
な
い
」
に
よ
る
否
定
は
、
既
存
の
情
報
と
新
規
の
情
報
が
矛
盾
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
新
規
の
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情
報
に
よ
っ
て
既
存
の
情
報
が
否
定
さ
れ
る
ケ
ー
ス
と
、
既
存
の
情
報
に
よ
っ
て
新
規
の
情
報
が
否
定
さ
れ
る
ケ
ー
ス
の
二
つ
が
あ

る
こ
と
に
な
る
。
次
の
例
は
、
新
規
の
情
報
に
よ
っ
て
既
存
の
情
報
が
否
定
さ
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
こ
の
時
発
話
者
は
自
己
の
認

識
を
改
め
た
こ
と
に
な
る
。

（
10
）	
ａ　
（
劇
場
で
開
演
を
ま
だ
か
ま
だ
か
と
待
っ
て
い
る
と
き
に
）

　
　
　
　
　

な
か
な
か
始
ま
り
や
し
な
い
ね
。

　
　
　

ｂ　
（
新
聞
を
と
り
に
ポ
ス
ト
を
開
け
て
み
る
と
新
聞
が
来
て
い
な
い
。
し
か
し
休
刊
日
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
）

　
　
　
　
　

そ
う
言
え
ば
、
今
日
は
配
達
し
て
き
や
し
な
い
な
。

続
い
て
示
す
の
は
、
既
存
の
情
報
に
よ
っ
て
新
規
の
情
報
が
否
定
さ
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
こ
の
時
発
話
者
は
周
囲
の
認
識
を
改
め

よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
。

（
11
）	

ａ　
（
皆
が
開
店
の
た
め
に
忙
し
く
準
備
し
て
い
る
場
面
で
）

　
　
　
　
　

客
な
ん
か
来
や
し
な
い
よ
。

	

ｂ　
（
こ
れ
か
ら
10
キ
ロ
や
せ
る
と
い
う
友
人
に
）

　
　
　
　
　

で
き
や
し
な
い
よ
、
そ
れ
は
。

「
や
し
な
い
」
を
含
む
発
話
に
は
、
既
存
の
情
報
が
否
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
新
規
の
情
報
が
否
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、

ど
ち
ら
の
情
報
が
否
定
さ
れ
る
か
で
語
用
論
的
な
効
果
が
異
な
っ
て
く
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
（
４
）。



「Ｖヤシナイ」について

一
四
三

二
・
三　

意
味

例
え
ば
「
や
し
な
い
」
に
「
か
も
し
れ
な
い
」
を
続
け
た
文
は
不
自
然
で
あ
る
。

（
12
）（
採
用
し
た
人
材
へ
の
信
頼
が
ゆ
ら
い
で
）

	
？
ち
ゃ
ん
と
仕
事
を
し
や
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
な
い
」
や
「
は
し
な
い
」
に
「
か
も
し
れ
な
い
」
を
続
け
た
文
は
全
く
問
題
が
な
い
。

（
13
）
ち
ゃ
ん
と
仕
事
を
し
｛
な
い
／
は
し
な
い
｝
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、「
必
ず
し
も
」「
一
概
に
」「
あ
な
が
ち
」
等
と
「
や
し
な
い
」
が
共
起
す
る
文
は
不
自
然
で
あ
る
が
、「
な
い
」
や
「
は
し
な

い
」
が
共
起
す
る
文
は
自
然
で
あ
る
。

（
14
）（
誰
も
か
れ
も
が
勧
め
る
状
況
で
）

	

ａ　

？
私
は
、
必
ず
し
も
／
一
概
に
／
あ
な
が
ち
、
勧
め
や
し
な
い
よ
。

	

ｂ　
　

私
は
、
必
ず
し
も
／
一
概
に
／
あ
な
が
ち
、
勧
め
｛
な
い
／
は
し
な
い
｝
よ
。

同
様
に
、「
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
」
と
「
や
し
な
い
」
が
共
起
す
る
文
は
不
自
然
で
あ
る
が
、「
な
い
」
や
「
は
し
な
い
」
が
共
起
す

る
文
は
自
然
で
あ
る
。

（
15
）	

ａ　

？
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
進
み
や
し
な
か
っ
た
な
。

	

ｂ　
　

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
進
｛
ま
な
か
っ
／
み
は
し
な
か
っ
｝
た
な
。

さ
ら
に
は
、
あ
る
種
の
譲
歩
節
と
「
や
し
な
い
」
の
共
起
は
不
自
然
で
あ
る
が
、
あ
る
種
の
譲
歩
節
と
「
な
い
」
や
「
は
し
な
い
」

と
の
共
起
は
自
然
で
あ
る
。



一
四
四

（
16
）	

ａ　

？
確
か
に
見
方
に
よ
っ
て
は
問
題
が
あ
る
け
れ
ど
、
問
題
が
あ
り
や
し
な
い
と
も
言
え
る
。

	

ｂ　
　

確
か
に
見
方
に
よ
っ
て
は
問
題
が
あ
る
け
れ
ど
、
問
題
が
｛
な
い
／
あ
り
は
し
な
い
｝
と
も
言
え
る
。

「
や
し
な
い
」
と
共
起
し
な
い
（
あ
る
い
は
共
起
し
に
く
い
）
成
分
に
は
共
通
し
た
性
質
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
結
論

づ
け
を
た
め
ら
っ
た
り
（
→
（
12
））、部
分
的
に
肯
定
の
余
地
を
残
し
た
り
（
→
（
14
ａ
）（
15
ａ
））
す
る
場
合
に
自
然
さ
を
欠
く
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
や
し
な
い
」
の
使
用
で
は
、
矛
盾
す
る
関
係
に
あ
る
既
存
の
情
報
と
新
規
の
情
報
の
う
ち
、
ど
ち
ら
か
を

と
る
こ
と
で
と
ら
な
い
方
の
情
報
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
二
者
択
一
を
曖
昧
に
す
る
性
質
を
持
つ
語
類
や
成
分
と
は
相

性
が
わ
る
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
二
者
択
一
が
決
定
的
で
あ
る
こ
と
を
表
す
「
絶
対
」「
間
違
い
な
く
」「
ど
う
考
え
て

も
」
等
と
の
共
起
は
お
さ
ま
り
が
よ
い
。

（
17
）（
採
用
し
た
人
材
へ
の
信
頼
が
ゆ
ら
い
で
）

　
　
　

絶
対
／
間
違
い
な
く
／
ど
う
考
え
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
仕
事
を
し
や
し
な
い
よ
。

以
上
に
基
づ
く
と
、「
や
し
な
い
」
は
〈
確
信
的
全
否
定
〉
が
慣
習
化
し
た
形
式
で
あ
る
と
言
え
る
。
既
存
の
情
報
が
否
定
さ
れ

よ
う
が
、
新
規
の
情
報
が
否
定
さ
れ
よ
う
が
、
一
貫
し
て
〈
確
信
的
全
否
定
〉
は
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
は
「
や
し
な
い
」
と
い

う
言
語
表
現
に
そ
な
わ
る
語
彙
的
な
意
味
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
・
四　

作
用
域

さ
ら
に
は
、
統
語
的
な
側
面
に
も
目
を
向
け
て
考
察
を
進
め
よ
う
。「
は
し
な
い
」
が
用
い
ら
れ
た
文
で
は
、
共
起
し
た
数
量
詞

と
の
関
係
に
お
い
て
数
量
詞
よ
り
広
い
解
釈
（
以
下
「
￢
Ｑ
」
と
す
る
）
が
成
り
立
つ
が
、数
量
詞
よ
り
狭
い
解
釈
（
以
下
「
Ｑ
￢
」



「Ｖヤシナイ」について

一
四
五

と
す
る
）
は
成
り
立
た
な
い
。

（
18
）	

Ａ　

全
員
行
っ
た
か
な
。

	

Ｂ　
（「
５
人
中
３
人
が
行
っ
た
」
と
い
う
状
況
で
）

　
　
　
　
　

全
員
行
き
は
し
な
か
っ
た
よ
。
→　
「
￢
Ｑ
」
解
釈

	
Ｂ　
（「
５
人
中
５
人
が
行
か
な
か
っ
た
」
と
い
う
状
況
で
）

　
　
　
　
　

＃
全
員
行
き
は
し
な
か
っ
た
よ
。
→　
「
Ｑ
￢
」
解
釈

し
か
し
「
や
し
な
い
」
の
場
合
、
数
量
詞
と
の
関
係
に
お
い
て
ど
ち
ら
の
解
釈
も
可
能
で
あ
る
。

（
19
）	

Ａ　

全
員
行
っ
た
か
な
。

	

Ｂ　
（「
５
人
中
３
人
が
行
っ
た
」
と
い
う
状
況
で
）

　
　
　
　
　
　

全
員
行
き
や
し
な
か
っ
た
よ
。
→　
「
￢
Ｑ
」
解
釈

	

Ｂ　
（「
５
人
中
５
人
が
行
か
な
か
っ
た
」
と
い
う
状
況
で
）

　
　
　
　
　
　

全
員
行
き
や
し
な
か
っ
た
よ
。
→　
「
Ｑ
￢
」
解
釈

こ
の
た
め
に
（
20
）
に
示
す
よ
う
な
違
い
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

（
20
）（
飼
い
犬
に
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
を
あ
げ
て
）

	

Ａ　

５
個
全
部
食
べ
る
で
し
ょ
う
。

	

Ｂ　

あ
れ
、
２
個
食
べ
｛
や
し
な
い
／
＃
は
し
な
い
｝
ね
。

副
詞
成
分
と
の
関
係
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
は
し
な
い
」
は
共
起
し
た
副
詞
成
分
よ
り
も
広
い
解
釈
し
か
成



一
四
六

り
立
た
な
い
が
、「
や
し
な
い
」
は
広
い
解
釈
で
も
、
狭
い
解
釈
で
も
成
り
立
つ
。
し
た
が
っ
て
、
次
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ
る
こ

と
に
な
る
。

（
21
）	

Ａ　
（
な
か
な
か
酒
の
す
す
ま
な
い
友
人
Ｎ
に
つ
い
て
）

　
　
　
　
　

だ
ん
だ
ん
飲
む
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

	
Ｂ　
（
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、
Ｎ
の
様
子
を
見
て
）

　
　
　
　
　

飲
む
よ
う
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
だ
ん
だ
ん
飲
み
｛
や
し
な
い
／
＃
は
し
な
い
｝
ね
。

ち
な
み
に
、
理
由
節
と
の
関
係
は
以
上
と
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。（
22
）
に
見
る
よ
う
に
「
は
し
な
い
」
で
は
理
由
節
よ
り
広
い
解

釈
が
成
り
立
つ
の
に
対
し
、「
や
し
な
い
」
で
は
狭
い
解
釈
し
か
成
り
立
た
ず
、
因
果
関
係
を
否
定
す
る
用
法
を
持
た
な
い
。

（
22
）（「
勉
強
が
好
き
だ
か
ら
研
究
を
す
る
の
で
す
か
」
と
聞
か
れ
て
）

	

ａ　
　

い
や
別
に
、
勉
強
が
好
き
だ
か
ら
研
究
し
は
し
な
い
よ
。

	

ｂ　

＃
い
や
別
に
、
勉
強
が
好
き
だ
か
ら
研
究
し
や
し
な
い
よ
。

二
・
五　

必
要
条
件
の
利
用

さ
ら
に
「
は
し
な
い
」
と
「
や
し
な
い
」
に
は
次
の
よ
う
な
違
い
も
あ
る
。

（
23
）
起
き
る
で
し
ょ
う
…
。（
実
際
に
起
こ
し
て
み
て
）
動
き
｛
や
し
な
い
／
＃
は
し
な
い
｝
な
。

（
24
）	

Ａ　

本
買
っ
て
帰
ろ
う
か
。

	

Ｂ　

そ
う
い
え
ば
、
お
金
が
あ
り
｛
や
し
な
い
／
＃
は
し
な
い
｝
よ
。



「Ｖヤシナイ」について

一
四
七

（
23
）
で
は
、
既
存
の
情
報
で
あ
る
「
起
き
る
」
と
い
う
想
定
が
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
の
つ
づ
く
発
話
が
「
起
き
や
し

な
い
」
で
は
な
く
、「
動
き
や
し
な
い
」
と
あ
る
点
に
注
目
し
よ
う
。
つ
ま
り
、
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
情
報
そ
の
も
の
を
「
や

し
な
い
」
の
項
に
と
る
の
で
は
な
く
、
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
情
報
の
必
要
条
件
が
項
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。（
23
）
に

お
い
て
も
、
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
情
報
そ
の
も
の
が
否
定
項
と
な
っ
た
「
本
が
買
え
や
し
な
い
」
で
は
な
く
、
そ
の
必
要
条
件

が
否
定
項
と
な
っ
た
「
お
金
が
あ
り
や
し
な
い
」
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。（
22
）（
23
）
か
ら
は
、「
は
し
な
い
」
に
は
、
必

要
条
件
が
否
定
の
項
と
な
る
用
法
が
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、「
な
い
」
で
も
「
や
し
な
い
」
と
同
じ
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
。

（
24
）
起
き
る
で
し
ょ
う
…
。（
実
際
に
起
こ
し
て
み
て
）
動
か
な
い
な
。

（
25
）	

Ａ　

本
買
っ
て
帰
ろ
う
か
。

	

Ｂ　

そ
う
い
え
ば
、
お
金
が
な
い
よ
。

二
・
六　

ま
と
め

以
上
の
考
察
か
ら
、「
や
し
な
い
」
が
「
は
し
な
い
」
と
も
「
な
い
」
と
も
異
な
る
独
自
の
否
定
形
式
で
あ
る
こ
と
、す
な
わ
ち
「
は

し
な
い
」
か
ら
の
文
法
化
し
た
形
式
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
、
本
節
に
お
け
る
「
や
し
な
い
」
の

考
察
の
結
果
は
、
竹
内
（
二
〇
一
三
）
に
お
け
る
岡
山
方
言
「（
り
）
ゃ
ー
せ
ん
」
の
考
察
の
結
果
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
が
な

い
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
静
的
述
語
へ
の
後
接
の
可
否
、
確
認
要
求
の
用
法
の
有
無
等
、
そ
の
他
い
く
つ
か
の
点
で
違
い
が
認
め
ら

れ
る
が
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。



一
四
八

三　

お
わ
り
に

先
に
、
現
代
共
通
語
に
お
い
て
、
取
り
立
て
の
有
無
に
ま
つ
わ
る
肯
定
と
否
定
の
対
応
に
対
称
性
が
認
め
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は

岡
山
方
言
の
よ
う
に
非
対
称
性
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
た
が
、
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
結
局
、
次
の
よ

う
に
非
対
称
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
26
）

　
　
　

単
純　
　
　
　

取
り
立
て　
　
　
　

第
三
の

肯
定

Ｖ　
　
　
　
　

Ｖ
ハ
ス
ル

否
定

Ｖ
ナ
イ　
　
　

Ｖ
ハ
シ
ナ
イ　
　
　

Ｖ
ヤ
シ
ナ
イ

「
は
し
な
い
」
か
ら
の
文
法
化
が
生
じ
て
い
る
の
に
対
し
、「
は
す
る
」
か
ら
の
文
法
化
が
生
じ
て
い
な
い
た
め
に
非
対
称
性
が
認

め
ら
れ
、「
や
し
な
い
」
は
対
応
す
る
肯
定
形
式
を
持
た
な
い
否
定
形
式
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
肯
定
の
領
域
と
否
定
の
領
域
が

対
称
的
な
あ
り
方
を
示
す
必
要
は
な
い
が
、
も
し
か
す
る
と
、
日
本
語
方
言
に
は
、「
は
す
る
」
か
ら
の
文
法
化
が
生
じ
た
も
の
も

存
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
引
き
続
き
研
究
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

注（
１
）	　

取
り
立
て
否
定
形
式
に
つ
い
て
は
、
丹
保
（
一
九
八
四
）、
野
田
（
一
九
九
五
）、
工
藤
（
二
〇
〇
〇
）
等
を
参
照
。



「Ｖヤシナイ」について

一
四
九

（
２
）	　

日
高
（
二
〇
〇
七
）
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
述
語
動
詞
を
取
り
立
て
る
こ
と
を
し
な
い
方
言
も
あ
る
。
東
北
地
方
か
ら
新
潟
県
北
部

に
か
け
て
の
地
域
と
北
陸
地
方
が
そ
う
で
あ
る
。

（
３
）	　

宇
和
島
方
言
に
つ
い
て
は
工
藤
（
一
九
九
二
）、
愛
知
方
言
に
つ
い
て
は
丹
羽
（
二
〇
〇
二
）
が
詳
し
い
。

（
４
）	　

詳
し
く
は
竹
内
（
二
〇
一
三
）
一
〇
～
一
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

参
考
文
献

工
藤
真
由
美
（
一
九
九
二
）「
宇
和
島
方
言
の
２
つ
の
否
定
形
式
」『
国
文
学	

解
釈
と
鑑
賞
』
五
七
巻
七
号
、
一
三
四
─
一
二
〇
頁
、
至
文
堂

工
藤
真
由
美
（
二
〇
〇
〇
）「
２　

否
定
の
表
現
」『
日
本
語
の
文
法
２
時
・
否
定
と
取
り
立
て
』
九
三
─
一
五
〇
頁
、
岩
波
書
店

竹
内
史
郎
（
二
〇
一
三
）「
取
り
立
て
否
定
形
式
の
文
法
化
─
─
岡
山
方
言
と
関
西
方
言
を
対
照
し
て
─
─
」『
日
本
語
文
法
』
一
三
巻
一
号
、

三
─
一
九
頁
、
く
ろ
し
お
出
版

丹
保
健
一
（
一
九
八
四
）「
否
定
表
現
の
文
法
（
４
）
─
─
係
助
詞
「
は
」
と
の
係
わ
り
を
中
心
に
─
─
」『
三
重
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要	

人
文
科
学
』
三
五
号
、
四
一
─
五
五
頁
、
三
重
大
学
教
育
学
部

丹
羽
一
彌
（
二
〇
〇
二
）「
否
定
形
式
ン
と
セ
ン
に
つ
い
て
」『
人
文
科
学
論
集	

文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
編
』
三
六
号
、
一
三
─

二
四
頁
、
信
州
大
学
人
文
学
部

野
田
春
美
（
一
九
九
五
）「
ハ
と
ナ
イ
を
含
む
否
定
の
形
」『
日
本
語
類
義
表
現
の
文
法
（
上
）』
一
五
九
─
一
六
八
頁
、
く
ろ
し
お
出
版

日
高
水
穂
（
二
〇
〇
七
）「
文
法
化
理
論
か
ら
み
る
『
方
言
全
国
地
図
』
─
─
「
取
り
立
て
否
定
形
」
の
地
理
的
分
布
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」『
日

本
語
学
』
二
六
巻
一
一
号
、
九
二
─
一
〇
〇
頁
、
明
治
書
院

付
記　

こ
の
研
究
は
、
平
成
二
五
年
度
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。




