
　
　
憲
法
前
文
に
は
文
法
の
誤
用
が
あ
る
の
か
？
（
格
助
詞
〝
に
〟
と
〝
を
〟
に
つ
い
て
の
考
察
）

　
憲
法
前
文
へ
の
見
解

　

憲
法
前
文
の
中
ご
ろ
に
あ
る
「
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に0

信
頼
し
て
」
の
く
だ
り
は
、
本
来

は
、「
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
を0

信
頼
し
て
」
が
正
し
い
日
本
語
で
は
な
い
の
か
と
い
う
議
論

が
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
。

　

石
原
慎
太
郎
さ
ん
、
櫻
井
よ
し
こ
さ
ん
、
青
山
繁
晴
さ
ん
、
百
田
尚
樹
さ
ん
た
ち
が
そ
の
先
頭
に
立
つ
。

　

特
に
青
山
繁
晴
さ
ん
は「
こ
の
一
節
の
格
助
詞〝
に
〟は
文
法
的
な
間
違
い
で
あ
り
、正
し
く
は〝
を
〟で
あ
る
。

な
ぜ
〝
に
〟
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
進
駐
軍
が
作
成
し
た
英
文
憲
法
を
邦
訳
し
た
と
き
、
前
置
詞in

を
誤

訳
し
た
か
ら
で
あ
る
」
と
ま
で
言
及
し
て
い
る
。

　

現
代
口
語
に
な
れ
て
い
る
者
か
ら
す
る
と
、
確
か
に
こ
の
〝
に0

〟
の
せ
い
で
ま
ど
ろ
っ
こ
し
い
表
現
に
な
っ

て
い
る
の
は
否
め
な
い
。
だ
が
、
安
易
に
〝
に
〟
を
全
否
定
し
て
よ
い
の
か
？

　

と
申
す
の
は
、「
～
に0

信
頼
す
る
」
と
い
う
言
い
回
し
は
戦
前
戦
中
ま
で
違
和
感
な
く
使
わ
れ
て
き
た
か
ら

で
あ
る
。

　

一
例
を
挙
げ
る
な
ら
、キ
ン
グ
・
レ
コ
ー
ド
か
ら
Ｃ
Ｄ
『
海
ゆ
か
ば
』(

二
〇
〇
五
年)

が
発
売
さ
れ
て
い
る
。

戦
前
戦
中
に
収
録
さ
れ
た
『
海
ゆ
か
ば
』
の
楽
曲
と
歌
唱
な
ど
二
十
数
種
類
を
集
め
た
名
盤
で
、
そ
の
ト
ラ
ッ

ク
10
に
戦
時
中
の
ラ
ジ
オ
放
送
の
録
音
が
収
め
ら
れ
て
い
た
。
戦
時
下
の
国
民
を
鼓
舞
す
る
た
め
の
放
送
で
、

タ
イ
ト
ル
は
『
決
戦
・
生
活
訓
』
で
あ
る
。

　
　

強
く
あ
れ　

必
勝
の
信
念
を
も
っ
て
職
域
を
守
れ

　
　

家
庭
も
戦
陣　

生
活
を
挙
げ
て
奉ほ
う

公こ
う

の
誠
を
尽
く
せ

　
　

国
土
防
衛
は
協
力
一
致　

隣
組
の
力
で
持
ち
場
を
か
た
め
よ

　
　

流
り
ゆ
う

言げ
ん

に
惑
う
な
　
当
局
の
指
示
に0

信
頼
し
て
行
動
せ
よ

　
　

国
運
を
賭と

し
て
の
戦
い
だ　

沈
着
冷
静　

最
後
ま
で
が
ん
ば
れ
！　

　

四
行
目
、「
流
言
に
惑
う
な
。
当
局
の
指
示
に0

信
頼
し
て
行
動
せ
よ
」
と
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
格
調
高

く
、
毅き

然ぜ
ん

と
し
た
口
調
で
国
民
に
呼
び
か
け
る
。
な
ん
と
、
憲
法
前
文
の
「
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に0

信
頼
し

て
」
と
寸
分
違
わ
な
い
文
章
構
造
だ
っ
た
。

　

憲
法
前
文
の
格
助
詞
〝
に
〟
は
青
山
さ
ん
が
指
摘
す
る
よ
う
に
誤
訳
か
ら
来
て
い
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な

く
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、『
決
戦
・
生
活
訓
』
が
放
送
さ
れ
た
時
点
で
は
「
～
に0

信
頼
し
て
」
と
い
う
表

現
は
日
本
語
と
し
て
定
着
し
て
い
た
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。『
決
戦
・
生
活
訓
』
は
英
語
を
翻ほ
ん

訳や
く

し
た
も
の

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

加
え
て
、『
聖
書
』〝
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
〟
に
も
「
彼
に0

信
頼
す
る
も
の
は
、失
望
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
」

と
い
う
一
文
が
あ
る
の
を
発
見
し
た(

横
田
武
幸
著
『
力
の
源
泉
』）。
た
だ
し
、『
聖
書
』
は
多
く
の
種
類
（
文

語
訳
、
口
語
訳
）
が
あ
り
、「
彼
に0

信
頼
す
る
」
と
「
彼
を0

信
頼
す
る
」
の
両
方
が
見
ら
れ
る
。

　

さ
っ
そ
く
近
所
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
牧
師
に
質
問
を
試
み
る
。

　
「
こ
の
〝
に0

〟
は
誤
用
で
は
な
く
、わ
た
し
（
牧
師
自
身
）
も
敢
え
て
〝
に0

〟
を
用
い
ま
す
。
彼
（
キ
リ
ス
ト
）

を
主
体
に
し
て
こ
ち
ら
側
か
ら
絶
対
的
な
信
頼
を
寄
せ
る
と
い
う
意
味
合
い
で
〝
に0

〟
を
使
い
ま
す
。
他
方
、

こ
ち
ら
側
の
主
体
性
が
強
い
と
き
、
つ
ま
り
相
手
と
こ
ち
ら
側
が
相
対
的
な
関
係
に
な
る
と
き
は
〝
を
〟
を
あ

て
ま
す
」
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
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そ
こ
で
、
明
治
時
代
に
は
文
語
と
し
て
そ
の
よ
う
な
用
法
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
見
当
を
つ
け
る
。

　

明
治
以
来
、
国
語
教
育
は
口
語
と
文
語
（
書
き
言
葉
）
を
な
る
べ
く
一
致
さ
せ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
き
た
。

明
治
、
大
正
、
昭
和
、
更
に
は
戦
後
へ
と
、
書
き
言
葉
は
文
語
か
ら
じ
ょ
じ
ょ
に
分
か
り
や
す
い
口
語
に
変
化

し
て
く
る
。
先
の
大
戦
の
と
き
に
文
語
的
表
現
が
か
ろ
う
じ
て
残
っ
て
い
た
の
は
法
律
（
法
曹
界
）
や
軍
部
、

あ
る
い
は
新
聞
な
ど
で
、
そ
れ
こ
そ
読
み
に
く
い
あ
の
カ
タ
カ
ナ
文
語
で
あ
る
。

　

カ
タ
カ
ナ
文
語
は
た
し
か
に
無
味
乾
燥
な
字
面
で
は
あ
る
が
、
読
み
に
く
い
と
い
う
の
は
現
代
人
、
特
に
戦

後
生
ま
れ
の
世
代
、
換
言
す
れ
ば
現
在
の
口
語
表
現
に
な
れ
た
世
代
の
言
い
分
で
は
な
い
の
か
。

　

要
は
、
明
治
期
の
西
洋
文
明
に
追
い
つ
け
追
い
越
せ
の
富
国
強
兵
策
の
一
環
で
、
つ
ま
り
は
分
か
り
や
す
い

能
率
的
な
国
語
政
策
を
目
指
し
た
結
果
、
明
治
期
に
育
ま
れ
た
豊
か
な
文
語
表
現
が
だ
ん
だ
ん
失
わ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
と
は
い
え
、
そ
う
確
信
で
き
る
ほ
ど
の
根
拠
は
な
か
っ
た
。　
　

　

あ
れ
こ
れ
悩
ん
で
い
る
と
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
サ
イ
ト
（https://w

w
w

1.doshisha.

ac.jp/~cjtl210/data1/37_takayam
a.pdf#search=

）
に
〝
二に

項こ
う

動
詞
文
に
見
ら
れ
る
格
助
詞
〈
に
〉

と
〈
を
〉
の
交こ
う

替た
い

〟
と
い
う
あ
つ
ら
え
む
き
の
研
究
論
文
を
発
見
す
る
。

　
転
機
到
来　

　

こ
の
研
究
は
関
西
学
院
大
学
大
学
院
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
文
化
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
の
高
山

弘
子
さ
ん
と
い
う
か
た
が
、
二
〇
一
四
年
四
月
十
三
日
に
第
三
十
七
回
中
日
理
論
言
語
学
研
究
会
で
発
表
し
た

も
の
で
あ
る
。

　

か
い
つ
ま
ん
で
申
す
と
、〝
痛
み
に0

耐
え
〟
と
〝
痛
み
を0

耐
え
〟、
あ
る
い
は
〝
練
習
に0

頑
張
る
〟
と
〝
練
習

を0

頑
張
る
〟
な
ど
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
全
部
の
動
詞
に
共
通
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
動
詞
に
よ
っ
て
は
格

助
詞
〝
に
〟
も
〝
を
〟
も
、
両
方
が
使
用
さ
れ
て
い
る
現
実
に
着
目
し
、
そ
れ
で
は
、
ど
の
場
合
に
〝
に
〟
が

選
ば
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
状
況
で
〝
を
〟
が
用
い
ら
れ
る
の
か
、
こ
れ
ら
を
い
ろ
い
ろ
な
例
証
を
挙
げ

な
が
ら
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　

付
言
す
れ
ば
、
高
山
さ
ん
独
り
で
こ
の
研
究
に
着
手
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
論
文
に
は
先
行
研
究
者
と
し
て

十
人
以
上
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
し
、
加
え
て
、
論
文
の
項
目
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
少
な
く
と
も
三
十
数
年

前
か
ら
、理
論
言
語
学
の
分
野
で
は
〝
を
〟
と
〝
に
〟
の
交こ
う

替た
い

メ
カ
ニ
ズ
ム
が
調
べ
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
ら
先
人
先
輩
の
実
績
の
上
に
高
山
さ
ん
は
自
ら
の
研
究
を
重
ね
て
き
た
。

　

さ
て
、〝
二に

項こ
う

動ど
う

詞し

〟
の
〝
項
〟
と
は
、
述
語
に
欠
か
せ
な
い
補ほ

語ご

の
こ
と
で
、
例
え
ば
〝
泳
ぐ
〟
は
だ
れ

が
泳
ぐ
か
を
示
す
一
つ
の
名
詞
句
を
補
語
と
し
て
必
要
と
す
る
一い
つ

項こ
う

動ど
う

詞し

で
あ
る
（
左
記
①
）。

　
〝
食
べ
る
〟は
、〝
だ
れ
が
〟〝
な
に
を
〟食
べ
る
の
か
と
い
う
、二
つ
の
補
語
を
要
求
す
る
二
項
動
詞
で
あ
る（
左

②
）。　
　

　
〝
あ
げ
る
〟は〝
だ
れ
が
〟〝
だ
れ
に
〟〝
な
に
を
〟と
補
語
が
三
つ
な
い
と
成
り
立
た
な
い
三さ
ん

項こ
う

動ど
う

詞し

と
な
る（
左

③
）。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

①
わ
た
し

7

7

7

は
泳
ぐ
（
一
項
動
詞
文
）　　
　
　
　
　
（
注
・
傍
点
△
は
補
語
を
示
す
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

②
わ
た
し

7

7

7

は
ケ
ー
キ

7

7

7

を
食
べ
る
（
二
項
動
詞
文
）　　
　
　
　

←
高
山
さ
ん
の
現
在
の
研
究
対
象

　
　

③
わ
た
し

7

7

7

は
母7

に
誕
生
祝
い

7

7

7

7

を
あ
げ
る
（
三
項
動
詞
文
）　　

←
高
山
さ
ん
の
未
着
手
の
研
究
対
象

　

高
山
さ
ん
の
研
究
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
（
二
項
動
詞
文
に
見
ら
れ
る
…
…
の
交
替
）
が
示
す
よ
う
に
、
動
詞
全

般
を
網も
う

羅ら

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
記
②
の
二
項
動
詞
文
に
お
け
る
〝
に
〟
と
〝
を
〟
の
交
替
を
論
じ
た

も
の
で
、
三
項
動
詞
文
の
③
は
こ
れ
か
ら
先
の
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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〝
交こ

う

替た
い

〟と
は
、同
じ
動
詞
に
対
し
て〝
に
〟も〝
を
〟も
許
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
合
い
に
解
釈
し
て
よ
い
。　

　

懸
案
の
「
諸
国
民
の
公
正
と
信
義

7

7

7

7

7

7

7

7

7

に0

信
頼
し
て
」
の
〝
公
正
と
信
義
〟
は
一
つ
の
補
語
で
あ
る
か
ら
、
日
本
7

7

（
7ま
た
は
日
本
人
）

7

7

7

と
い
う
主
語
を
含
め
る
と
、
前
記
二
番
目
の
二
項
動
詞
文
と
同
類
と
み
な
せ
る
。

　

が
、
正
確
に
は
、〝
信
頼
す
る
〟
は
、
信
頼
（
和
語
名
詞
）
＋
ス
ル
（
サ
行
変
格
活
用
動
詞
）
の
複
合
語
で
、

サ
変
動
詞
と
な
る
の
で
、
現
時
点
で
は
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
一
つ
の
例
外
〝
ご
ち
そ
う
す
る
〟（
サ

行
変
格
活
用
動
詞
）
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
例
外
で
あ
り
、
サ
行
変
格

活
用
動
詞
文
の
交こ
う

替た
い

に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
の
研
究
を
待
つ
ほ
か
は
な
い
。

　

そ
れ
を
百
も
承
知
し
て
申
せ
ば
、
一
部
の
二
項
動
詞
文
で
〝
に
〟
と
〝
を
〟
の
交
替
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ

と
を
勘
案
す
る
と
、〝
信
頼
す
る
〟
と
い
う
サ
変
二
項
動
詞
で
も
同
様
の
交
替
が
行
な
わ
れ
う
る
こ
と
は
容
易

に
類
推
で
き
よ
う
。

　
交こ
う

替た
い

の
メ
カ
ニ
ズ
ム

　

高
山
さ
ん
の
論
文
（
先
行
研
究
も
含
む
）
を
適
宜
、
抜
粋
し
て
整
理
し
て
み
よ
う
。

　
　

①
現
時
点
で
、
格
助
詞
〝
に
〟
と
〝
を
〟
の
両
方
が
使
用
さ
れ
て
い
る
一
般
動
詞

　
　

頼
る
・
構
う
・
し
く
じ
る
・
背
く
・
こ
ら
え
る
・
勝
つ
・
通
る
・
落
ち
る
・
ご
ち
そ
う
す
る
（
サ
変
）・
さ
わ
る
・　

　
　

当
た
る
・
驚
く
・
喜
ぶ
・
苦
し
む
・
困
る
・
お
び
え
る
・
悲
し
む
・
悩
む
・
親
し
む
・
耐
え
る
・
こ
だ
わ

　
　

る
・
憧
れ
る
・
励
む
・
た
め
ら
う
・
突
っ
込
む
・
振
り
向
く
・
苦
し
む
・
楽
し
む
・
努
め
る　
　
　

　
　

②
用
例
の
一
部
と
〝
に
〟
と
〝
を
〟
の
選
択
の
傾
向
（
前
項
①
の
太
ゴ
シ
ッ
ク
体
の
動
詞
を
選
ん
だ
）

　
　

努
め
る

　
　
「
こ
れ
ま
で
以
上
に
需
要
抑
制
に0

努
め
て
ほ
し
い
」（goo

ブ
ロ
グ2011

年
）

　
　
「
運
輸
部
門
の
二
酸
化
炭
素
の
抑
制
を0

努
め
て
ま
い
り
ま
す
」（
第162

回
衆
議
院
予
算
委
員
会
第17

号
）

　
　

※
前
者
〝
に
〟
は
努
め
る
対
象
へ
の
着
目
が
強
、
後
者
〝
を
〟
は
努
め
る
対
象
へ
の
着
目
が
弱

　
　

励
む

　
　
「
今
日
も
地
道
な
仕
事
に0

励
む
」（
毎
日
新
聞2009

年
）

　
　
「
勉
強
と
ピ
ア
ノ
の
稽
古
に0

励
ん
で
く
だ
さ
い
」（
内
田
康
夫
著
『
し
ま
な
み
幻
想
』）

　
　
「
骨
身
を
惜
し
ま
ず
仕
事
を0

は
げ
み
、
夜
な
べ
済
ま
し
て
手
習
読
書
」（
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｊ
）

　
　
「
漸
次
稽
古
を0

励
み
地
方
巡
業
の
時
な
ど
、
一
日
二
十
銭
の
草
鞋
銭
を
も
ら
っ
て
…
…
」（
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｊ
）

　
　

※
前
二
者
の
〝
に
〟
は
対
象
へ
の
着
目
が
強
、
後
二
者
は
対
象
へ
の
着
目
が
弱

　
　

親
し
む

　
　
「
留
学
中
に
ス
ポ
ー
ツ
に0

親
し
み
ス
ポ
ー
ツ
の
宮
様
と
し
て
国
民
的
人
気
が
あ
っ
た
」（
毎
日
新
聞1995　

　
　

年
）

　
　
「
少
年
時
代
か
ら
相
模
川
の
自
然
に0

親
し
み
」（
毎
日
新
聞2009

年
）

　
　
「
小
学
校
に
入
る
前
ま
で
に
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
交
響
曲
を0

鼻
歌
み
た
い
に
親
し
ん
で
い
た
」（
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｊ
）

　
　
「
日
本
人
の
き
め
細
や
か
で
優
雅
な
性
格
が
、
四
季
を
通
じ
て
自
然
を0

親
し
み
」（
Ｔ
Ｗ
Ｃ
）

　
　

※
前
二
者
の
〝
に
〟
は
親
し
む
対
象
へ
の
着
目
が
強
、
後
二
者
は
親
し
む
対
象
へ
の
着
目
が
弱

　
　

あ
こ
が
れ
る

　
　
「
若
い
こ
ろ
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
を
夢
見
、
東
京
に0

あ
こ
が
れ
た
」（
毎
日
新
聞2009

年
）

　
　
「
富
枝
さ
ん
が
、
船
場
を0

憧
れ
る
よ
う
に
、
私
は
煩
わ
し
い
し
き
た
り
や
因
習
に
囚
わ
れ
な
い
近
代
的
な　

　
　

世
界
に0

憧
れ
て
い
る
の
よ
」（
山
﨑
豊
子
著
『
女
の
勲
章
』）　
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「
若
い
女
給
さ
ん
が
、
マ
ダ
ム
を0

憧
れ
る
よ
う
に
、
若
い
編
集
者
は
編
集
長
を
め
ざ
す
」（
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｊ
）

　
　
「
あ
れ
ほ
ど
冬
山
を0

あ
こ
が
れ
て
い
た
の
に
、
た
っ
た
三
日
間
の
山
で
の
生
活
が
、
も
う
飽
き
た
」（
新
田　

　
　

次
郎
著
『
孤
高
の
人
』）　

※
対
象
へ
の
着
目
は
、〝
に
〟
が
強
、〝
を
〟
が
弱

　
　

耐
え
る

　
　
「
三
十
年
以
上
の
獄
中
生
活
に0

耐
え
た
チ
ベ
ッ
ト
人
僧
侶
の
半
生
を
描
い
た
」（
毎
日
新
聞2009

年
）

　
　
「
痛
み
に0

耐
え
、
仕
事
を
続
け
た
」（
出
典
略
）

　
　
「
二
十
七
年
間
の
投
獄
生
活
を0

耐
え
た
大
統
領
」（’

毎
日
新
聞1995

年
）

　
　
「
麻
酔
薬
が
切
れ
て
い
た
の
で
猛
烈
な
痛
み
を0

耐
え
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
」（
出
典
略
）

　
　

※
前
二
者
の
〝
に
〟
は
耐
え
る
対
象
へ
の
着
目
が
強
、
後
二
者
の
〝
を
〟
は
耐
え
る
対
象
へ
の
着
目
が
弱

　

前
項
②
で
は
〝
努
め
る
〟〝
励
む
〟〝
親
し
む
〟〝
あ
こ
が
れ
る
〟〝
耐
え
る
〟
の
そ
れ
ぞ
れ
に
例
文
を
掲
げ
、

ど
う
い
う
場
合
に
〝
に
〟
が
用
い
ら
れ
、
ど
う
い
う
状
況
で
〝
を
〟
が
使
用
さ
れ
る
の
か
を
調
べ
た
。

　

例
文
の
後
の
※
は
そ
の
傾
向
を
大
ま
か
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、〝
対
象
へ
の
着
目
が
強
〟あ
る
い
は〝
対

象
へ
の
着
目
が
弱
〟
と
は
、
対
象
を
強
調
し
た
い
と
き
は
強
で
、
対
象
を
そ
れ
ほ
ど
強
調
し
な
い
と
き
は
、
つ

ま
り
普
通
の
と
き
が
弱
と
い
う
区
別
と
考
え
て
も
よ
い
。
別
し
て
い
え
ば
、
対
象
を
際
立
た
せ
た
い
と
き
が
強

で
、
そ
う
で
な
い
と
き
が
弱
と
な
る
。
奨
励
と
か
、
強
制
（
一
方
通
行
）
の
意
味
合
い
も
あ
ろ
う
。

　

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
冒
頭
の
〝
憲
法
前
文
へ
の
見
解
〟
で
『
聖
書
』
の
例
を
引
い
て
牧
師
に
意
見
を
求

め
た
と
き
、
牧
師
は
答
え
た
。「
彼
（
キ
リ
ス
ト
）
を
主
体
に
し
て
こ
ち
ら
側
か
ら
絶
対
的
な
信
頼
を
寄
せ
る

と
い
う
意
味
合
い
で
〝
に0

〟
を
使
い
ま
す
。
他
方
、こ
ち
ら
が
主
体
に
な
る
と
き
は
〝
を
〟
を
用
い
ま
す
」
と
。

　

こ
の
感
情
心
理
こ
そ
〝
対
象
へ
の
着
目
が
強
〟
と
い
う
状
態
で
あ
り
、
牧
師
は
そ
れ
を
明
確
に
意
識
し
て
き

ち
ん
と
格
助
詞
を
使
い
分
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

同
じ
く
、
決
戦
・
生
活
訓
の
「
流
言
に
惑
う
な　

当
局
の
指
示
に0

信
頼
し
て
行
動
せ
よ
」
は
、
当
局
の
指
示

こ
そ
、
巷こ
う

間か
ん

の
情
報
や
噂
う
わ
さ

話ば
な
しな

ど
と
は
異
な
っ
て
信
頼
を
寄
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
権
威
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
わ
け
で
、
威
厳
を
醸か
も

し
出
そ
う
と
す
る
意
思
が
背
後
に
あ
る
。

　

仮
に
「
当
局
の
指
示
を0

信
頼
し
て
」
と
な
る
と
、
権
威
が
失
わ
れ
、
単
な
る
相
対
的
な
情
報
に
成
り
下
が
っ

て
し
ま
う
わ
け
で
、
こ
れ
も
対
象
へ
の
着
目
の
強
弱
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。

　

そ
う
な
る
と
、
憲
法
前
文
の
「
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に0

信
頼
し
て
」
の
場
合
も
、
い
く
ら
押
し
付
け
憲
法

と
は
い
っ
て
も
、
国
家
が
再
出
発
す
る
と
き
に
発
布
さ
れ
る
最
高
最
大
の
規
範
理
念
で
あ
る
。
翻ほ
ん

訳や
く

者し
や

た
ち
は

た
ぶ
ん
（
当
時
随
一
の
）
熟
練
者
だ
っ
た
ろ
う
。
知
恵
を
し
ぼ
り
、
経
験
を
ひ
も
ど
き
、
格
調
高
い
も
の
に
仕

上
げ
よ
う
と
努
力
し
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

次
ペ
ー
ジ
に
掲
げ
た
〝
動
詞
の
共き
よ

起う
き

頻ひ
ん

度ど

と
共
起
率
〟
も
高
山
さ
ん
の
発
表
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
〝
①
頑
張
る
〟〝
②
耐
え
る
〟〝
③
勝
つ
〟〝
④
あ
こ
が
れ
る
〟〝
⑤
励
む
〟〝
⑥
親
し
む
〝
⑦
努
め
る
〟
の
七
つ

の
動
詞
を
新
聞
、
国
会
議
事
録
、
小
説
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
公
開
文
書
な
ど
か
ら
挙
げ
、
格
助
詞
〝
に
〟
と

〝
を
〟
が
ど
の
く
ら
い
の
比
率
で
使
わ
れ
て
い
る
の
か
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

 

①
頑
張
る
は
〝
に
〟
と
〝
を
〟
は
四
対
六
ぐ
ら
い
の
割
合
で
あ
る
か
ら
、
日
常
生
活
で
は
一
方
に
か
た
よ
っ

て
い
な
い
事
情
が
読
み
取
れ
る
。

　

た
だ
、
わ
た
し
自
身
は
「
入
学
試
験
に0

頑
張
る
」
と
「
入
学
試
験
を0

頑
張
る
」
と
を
比
較
す
る
と
、
前
者
の

ほ
う
が
よ
り
正
常
な
文
章
に
感
じ
る
。
と
い
う
よ
り
、〝
頑
張
る
〟
の
場
合
は
〝
に
〟
を
使
用
す
る
こ
と
に
慣

れ
て
い
る
と
い
っ
た
ほ
う
が
適
切
で
あ
ろ
う
か
。
後
者
と
な
る
と
普
段
は
あ
ま
り
使
っ
た
経
験
は
な
い
が
、
と

は
い
え
、
他
人
が
書
い
た
文
章
だ
っ
た
ら
抵
抗
な
く
読
め
る
。

　

た
だ
、〝
に
〟
と
〝
を
〟
を
比
べ
、
前
者
が
対
象
へ
の
着
目
が
強
く
、
後
者
は
弱
い
、
と
い
う
観
点
が
あ
っ



た
か
ど
う
か
と
な
る
と
、
そ
こ
ま
で
注
意
し
て
も
の
を
読
ん
だ
こ
と

が
な
か
っ
た
と
白
状
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

お
気
づ
き
の
よ
う
に
、〝
頑
張
る
〟
以
下
の
動
詞
と
な
る
と
、
共

起
率
（
使
用
頻
度
）
に
極
端
な
偏
向
が
見
ら
れ
る
。

　

②
耐
え
る
は
、「
酷
使
に0

耐
え
」「
困
窮
を0

耐
え
」
と
わ
た
し
は
ど

ち
ら
も
使
っ
て
き
た
。
③
勝
つ
は
、「
強
敵
に0

勝
つ
」「
す
べ
て
の
試

合
を0

勝
っ
て
ト
ッ
プ
に
立
っ
た
」
な
ど
、
両
方
と
も
違
和
感
な
く
読

め
る
。

　

④
あ
こ
が
れ
る
は
、「
若
い
こ
ろ
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
を
夢
見
、

東
京
に0

あ
こ
が
れ
た
」（
毎
日
新
聞2009

年
）
の
ほ
う
が
わ
た
し

に
と
っ
て
は
普
通
で
あ
る
。

　
「
富
枝
さ
ん
が
、
船
場
を0

憧あ
こ
がれ

る
よ
う
に
、
私
は
煩わ

ず
らわ

し
い
し
き

た
り
や
因い
ん

習し
ゆ
うに
囚
わ
れ
な
い
近
代
的
な
世
界
に0

憧
れ
て
い
る
の
よ
」

（
山
﨑
豊
子
著
『
女
の
勲
章
』）
に
あ
る
よ
う
に
、「
船
場
を0

憧
れ
る
」

と
い
う
表
現
は
驚
き
で
あ
る
。
次
も
同
様
だ
っ
た
。「
若
い
女
給
さ

ん
が
、
マ
ダ
ム
を0

憧
れ
る
よ
う
に
、
若
い
編
集
者
は
編
集
長
を
め
ざ

す
」（
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｊ
）。
更
に
続
け
て
、「
あ
れ
ほ
ど
冬
山
を0

あ
こ
が

れ
て
い
た
の
に
、
た
っ
た
三
日
間
の
山
で
の
生
活
が
、
も
う
飽
き
た
」

（
新
田
次
郎
著
『
孤
高
の
人
』）
と
な
る
と
、
わ
た
し
の
感
覚
で
は
最

初
は
悪
文
に
さ
え
思
え
た
。

　

が
、
こ
れ
が
作
家
の
持
ち
味
、
作
風
、
個
性
、
工
夫
で
あ
り
、
苦
労
し
て
繊
細
な
心
の
ひ
だ
を
文
字
に
表
し

て
い
る
わ
け
で
、
読
み
手
が
そ
の
流
儀
に
慣
れ
て
い
な
い
だ
け
で
は
な
い
の
か
。
つ
ま
り
、
読
み
手
の
経
験
不

足
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
〝
あ
こ
が
れ
る
〟
の
場
合
、
96
％
の
率
で
〝
に
〟
が
選
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
間
一
般
は
「
～
を

あ
こ
が
れ
る
」
に
は
ほ
と
ん
ど
な
じ
み
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
が
、
不
思
議
な
も
の
で
、「
船
場
を0

憧
あ
こ
が

れ
る
」「
冬
山
を0

あ
こ
が
れ
て
」
な
ど
を
繰
り
返
し
味
わ
っ
て
い
る
と
、
だ
ん
だ
ん
新
鮮
且
つ
品
性
の
あ
る
文

章
に
思
え
て
く
る
。
自じ

家か

薬や
く

籠ろ
う

中ち
ゆ
うの

も
の
と
し
て
わ
た
し
も
座ざ

右う

に
備
え
た
く
な
っ
た
。

　

⑤
〝
励
む
〟
と
⑥
〝
親
し
む
〟
は
省
略
し
て
、
⑦
〝
努
め
る
〟
に
進
む
。

　
「
こ
れ
ま
で
以
上
に
需
要
抑
制
に0

努
め
て
ほ
し
い
」（goo

ブ
ロ
グ2011

年
）
は
な
ん
の
問
題
も
な
い
。

「
運
輸
部
門
の
二
酸
化
炭
素
の
抑
制
を0

努
め
て
ま
い
り
ま
す
」（
第162

回
衆
議
院
予
算
委
員
会
第17

号
）

と
な
る
と
、
記
憶
に
あ
る
か
ぎ
り
で
は
わ
た
し
は
こ
の
言
い
方
は
一
度
も
経
験
が
な
い
。

　
〝
努
め
る
〟
の
事
例
八
九
八
一
件
の
う
ち
、「
～
を0

努
め
る
」
を
選
ん
だ
例
は
五
十
七
件
で
、
共
起
率
が
0.6
％

で
あ
る
。
一
万
件
の
調
査
で
六
十
例
に
し
か
行
き
当
た
ら
な
い
低
確
率
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
れ
が

文
法
上
の
誤
用
を
指
摘
す
る
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。
い
く
ら
少
数
派
と
い
え
ど
も
、「
抑
制
を0

努
め
て
ま
い
り

ま
す
」
と
い
う
表
現
を
選
択
す
る
か
た
が
現
に
い
る
わ
け
で
、〝
言
語
理
論
学
〟
は
そ
の
状
況
を
こ
つ
こ
つ
調

べ
上
げ
た
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　

参
考
資
料

　
「
糊こ

口こ
う

を
し
の
ぐ
」
は
、『
広
辞
苑
』
で
は
「
口
を0

糊の
り

す
る
こ
と
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
水
の
よ
う
に
う
す

い
粥か
ゆ

を
す
す
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
暮
ら
し
向
き
の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
糊こ

口こ
う

を
し
の
ぐ
」
は
ま
だ
通
用
す
る
が
、「
口
を0

糊の
り

す
る
」
と
い
う
言
い
回
し
に
な
る
と
若
い
世
代
に
は
既

5

　　  　 動詞の共起頻度と共起率（〝に〟と〝を〟の選択傾向）

動詞　　　　　　に　　　　を　　　　計　　　　に共起率　　　を共起率
①頑張る　　　　79　　　  111　　　190　　　  ４１．６％　　  58.4%　　
②耐える　　　　3305　　  210　　　3515　　　94.0%　　　　6.0%　　　　　　　　　　　
③勝つ　　　　　3129　　  182　　　3311　　　94.5%　　　　5.5%　
④あこがれる　　534　　　20　　　　556　　　 96.0%　　　　3.6%　
⑤励む　　　　　1640　　  57　　　　1697　 　 96.6%　　　　3.4%　　
⑥親しむ　　　　480　　　6　　　　  486　　 　98.8%　　　　1.2%
⑦努める　　　　8924　　  57　　　　8981　  　99.4%　　　　0.6%　　



に
な
じ
み
が
薄
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
よ
り
専
門
性
の
高
い
『
類
語
検
索
大
辞
典
・
大
シ
ソ
ー
ラ
ス
』
に
は
「
口

を0

糊の
り

す
る
」「
口
に0

糊
す
る
」
の
両
方
が
収
載
さ
れ
て
い
た
。　

　

こ
ん
な
前
例
も
あ
る
。　
　

　
　

　
　

海
軍
大
臣
陸
軍
大
臣
へ
賜
ふ
勅
語

　
　
「
…
…
朕
は
卿
等
の
忠
誠
勇
武
に0

信
頼
し
其
目
的
を
達
し
以
て
帝
国
の
光
栄
を
全
く
せ
む
こ
と
を
期
す
」

　
　
（
二
月
五
日
）
同
年
二
月
十
四
日
（
官
報
号
外
宮
廷
録
事
）　

※
明
治
37
年
日
露
戦
争
時

　
　
「
…
…
国
防
の
補
充
計
画
を
遂
行
し
且
国
民
負
担
の
軽
減
を
実
行
し
て
本
条
約
の
目
的
を
達
成
す
る
に
遺　
　

　
　

算
な
き
を
期
す
と
の
言
責
に0

信
頼
し
て
之
を
可
決
せ
り
乃
ち
謹
て
上
奏
し
更
に
聖
明
の
採
択
を
仰
ぐ
」

　
　

昭
和
五
年
十
月
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

枢
密
院
議
長
男
爵
臣
倉
富
勇
三
郎

　
　

内
閣
訓
示
号
外　

各
官
庁

 　
　
「
今
回　

大
命
を
奉
じ
て
内
閣
首
班
の
重
責
に
任
じ
、
夙
夜
惕
厲
、
報
効
の
誠
を
尽
さ
ん
と
す
る
に
当
り
、　

　
　

深
く
官
吏
の
協
戮
に0

信
頼
す
。
…
…
」

　
　

昭
和
十
四
年
二
月
二
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
閣
総
理
大
臣
男
爵　

平
沼
騏
一
郎

　
　

内
閣
訓
示
号
外　

各
官
庁

　
　
　

※
以
上
はhttp://blog.livedoor.jp/ekesete1/archives/43871823.htm

l

か
ら
コ
ピ
ー
し
た
。

　
　
　  

ま
だ
元
資
料
を
確
認
し
て
い
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
文
中
の
傍
点
は
筆
者
が
付
し
た
。　
　
　
　
　

  

文
法
的
な
根
拠

　
〝
を
〟
と
〝
に
〟
の
交こ
う

替た
い

の
実
例
は
こ
う
し
て
い
く
ら
で
も
出
て
く
る
が
、
そ
れ
が
文
法
的
に
も
正
し
い
言

い
回
し
で
あ
る
と
い
う
明
確
な
証
拠
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
求
め
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
？　

　
「
文
法
上
も
ま
っ
た
く
問
題
は
な
い
。
分
か
り
に
く
い
法
律
条
文
の
文
章
と
比
較
し
た
ら
、
は
る
か
に
美
し

い
日
本
語
で
は
な
い
か
」
と
、
現
に
ブ
ロ
グ
を
開
設
し
て
石
原
さ
ん
に
反は
ん

駁ば
く

す
る
澤さ
わ

藤ふ
じ

統と
う

一い
ち

郎ろ
う

さ
ん
と
い
う
弁

護
士
も
い
る
。（
リ
ベ
ラ
ル
的
）
護
憲
の
立
場
か
ら
憲
法
改
正
に
反
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
か
た
は

国
語
の
専
門
家
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
確
実
な
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
説
得
力
に
や
や
欠
け
る
。

　

待
望
の
答
え
は
長
崎
純
心
大
学
准
教
授
・
石い
し

井い

望の
ぞ
むさ

ん
の
ブ
ロ
グ
に
示
さ
れ
て
い
た
。

　

石
井
さ
ん
は
漢
文
学
者
で
あ
る
。
漢か
ん

籍せ
き

古こ

典て
ん

を
解
読
し
て
、
尖せ
ん

閣か
く

の
所
有
権
を
主
張
す
る
シ
ナ
の
欺ぎ

瞞ま
ん

を
白は
く

日じ
つ

の
も
と
に
さ
ら
し
た
。
更
に
は
、
正せ
い

漢か
ん

字じ

正せ
い

仮か

名な

遣づ
か

い
に
回
帰
す
る
運
動
に
も
尽じ
ん

力り
よ
くし

て
い
る
。

　

石
原
さ
ん
の
国
会
で
の
問
題
提
起
に
対
す
る
石
井
さ
ん
の
学
問
的
反
論
を
左
に
掲
げ
た
。

　

簡か
ん

に
し
て
要よ
う

を
得
た
説
明
で
は
あ
る
が
、
濃
密
（
高
度
）
す
ぎ
て
な
か
な
か
難
解
で
あ
る
。
が
、
前
出
、
高

山
さ
ん
の
〝
を0

と
に0

の
交
替
〟
と
併あ
わ

せ
て
吟
味
す
れ
ば
得
心
が
い
く
。

　　
　

こ
の
「
～
に0

信
頼
し
」
は
、
漢か
ん

文ぶ
ん

訓く
ん

讀ど
く

と
し
て
は
通
常
の
用
法
だ
。

　
　

信
を
主
と
す
る
の
で
な
く
、
頼
を
主
と
す
る
の
で
あ
る
。「
～
に0

依
頼
2

2

し
」
と
同
じ
と
思
へ
ば
良
い
。

　
　

と
は
い
へ
、「
を
」
と
「
に
」
と
が
互
ひ
に
入
れ
替
り
得
る
の
は
文ぶ
ん

語ご

中
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

　
　

憲
法
の
「
～
に0

信
頼
し
」
は
文
語
的
風
格
を
保
っ
た
語
だ
。

　
　

作
家
石
原
氏
の
鋭
敏
な
感
性
は
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
。

　
　

※
傍
点
は
筆
者
（
石
井
）
が
付
し
た
。
参
照
（http://senkaku.blog.jp/archives/15954219.htm

l

）

　
　

※
ブ
ロ
グ
に
は
文
豪
た
ち
の
使
っ
た
「
～
に0

信
頼
す
る
」
の
表
現
が
九
例
ほ
ど
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
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一
行
目
、「
～
に0

信
頼
し
」
は
漢か
ん

文ぶ
ん

訓く
ん

読ど
く

文ぶ
ん(

漢
文
訓
読
体)

に
由
来
す
る
こ
と
を
述
べ
、
四
行
目
、
そ
の

訓
読
文
は
文
語
の
風
格
を
醸
し
出
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

二
行
目
、で
は
な
ぜ
「
～
に0

信
頼
し
て
」
が
正
し
い
か
と
な
る
と
、先
人
が
編
み
出
し
た
漢
文
訓
読
の
〝
文
法
〟

（
表
現
す
る
際
の
当
時
の
決
ま
り
事
、技
法
）
に
則
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
、そ
の
技
術
ま
で
披
露
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、〝
信
頼
〟
は
漢
字
二
字
か
ら
な
る
。
そ
れ
を
二
つ
に
分
け
る
と
、〝
信
し
ん
じ
る〟
と
〝
頼た
よ
る〟
に
な
る
。
前
者

〝
信
〟
に
重
点
を
置
く
と
、通
常
の
〝
～
を0

信
じ
る
〟
と
い
う
意
味
合
い
に
な
り
、こ
の
場
合
は
「
～
を0

信
頼
し
」

と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
こ
ち
ら
の
主
体
性
が
強
い
と
き
で
あ
る
。

　

一
方
、
後
者
〝
頼
〟
に
重
点
を
移
す
と
、
つ
ま
り
は
こ
ち
ら
の
主
体
性
が
弱
く
な
り
相
手
へ
の
着
目
度
が
強

く
な
っ
た
と
き
は
、
通
常
の
〝
信
じ
る
〟
姿
勢
よ
り
も
、
対
象
に
深
く
〝
依
存
〟
し
て
「
～
に0

頼
る
」
と
い
う

心
境
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
～
に0

信
頼
す
る
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
石
井
さ
ん
は
〝
依
頼
2

2

〟
と
い

う
類る
い

義ぎ

語ご

を
用
い
て
端
的
に
説
明
し
た
。

　

三
行
目
、
文
語
で
は
〝
を
〟
と
〝
に
〟
の
交
替
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
高
山
さ
ん

の
研
究
と
軌
を
一
に
す
る
。

　

漢
文
訓
読
は
中
世
に
は
既
に
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
て
、
特
に
江
戸
時
代
に
な
る
と
一
般
民
衆
向
け
の
文
章

に
も
定
着
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
明
治
期
に
発
達
し
た
文
語
文
体
は
そ
れ
ま
で
の
漢
文
訓
読
文
の
要
素
を
も

取
り
入
れ
て
成
立
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
の
訓
読
文
の
決
ま
り
事
、
約
束
事
に
則
っ
て
い
る
「
～
に0

信
頼
す
る
」
と
い
う
表
現
は
、
文
語
文
法
に
か

な
っ
た
正
し
い
表
現
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

①
明
治
以
来
、
国
策
と
し
て
書
き
言
葉
（
文
語
）
と
口
語
を
一
致
さ
せ
る
方
針
が
あ
っ
た
。
特
に
戦
後
は
そ

の
傾
向
が
強
化
さ
れ
、
や
が
て
正
字
や
正
仮
名
遣
い
も
消
え
去
る
。
一
部
の
例
外
は
あ
る
が
、
学
校
教
育
や
新

聞
な
ど
で
見
聞
き
す
る
文
章
か
ら
文
語
的
表
現
は
姿
を
隠
し
た
。

　

そ
の
文
語
文
体
で
書
か
れ
た
現
行
憲
法
を
、
現
在
の
口
語
の
観
点
か
ら
な
が
め
る
と
い
う
の
は
、
大
き
な
論

理
矛
盾
で
は
な
い
の
か
。

②
憲
法
前
文
に
は
明
ら
か
な
間
違
い
が
あ
る
の
か
？

　

例
え
ば
、
憲
法
前
文
に
「
わ
れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し
く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
0

0

免
か
れ
、
平
和
の

う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
」と
い
う
一
節
が
あ
る
。
石
原
さ
ん
も
指
摘
し
て
い
た
が
、

「
～
か
ら
0

0

免
れ
る
」
は
間
違
い
で
、
正
し
く
は
「
～
を0

免
れ
る
」
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
巷
間
の
い
ろ
い
ろ
な
文
章
を
見
る
と
、「
～
か
ら
0

0

免3

れ
る
」
と
使
っ
て
い
る
例
は
枚ま
い

挙き
よ

に
い
と

ま
が
な
い
。
こ
れ
は
「
～
か
ら
0

0

逃3

れ
る
」
と
い
う
表
現
と
混
同
し
た
結
果
、
こ
の
使
い
方
が
広
ま
っ
た
と
も
い

わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、文
法
的
に
も
「
～
か
ら
0

0

免
れ
る
」
も
許
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
専
門
家
の
見
解
も
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
、数
は
分
か
ら
な
い
が
、憲
法
に
は
文
法
上
の
間
違
い
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
青
山
さ
ん
も
「
～

に0

信
頼
し
て
」
以
外
に
も
誤
用
が
あ
る
と
言
い
及
ん
で
い
る
。

　

③
英
語
に
堪
能
な
青
山
さ
ん
は
、
憲
法
前
文
の
英
語
版
と
翻
訳
版
と
を
比
較
し
、
と
く
に
英
語
の
前
置
詞

in

やfrom

を
直
訳
し
た
の
が
誤
訳
の
原
因
に
な
っ
た
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
ひ
と
し
く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
0

0

免
か
れ
」
と
い
う
一
節
は
、from

を
直
訳
し
た
が
ゆ
え
の
誤
訳
だ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
だ
が
、「
～
か
ら
0

0

逃
れ
る
」
と
混
同
し
た
が
ゆ
え
の
間
違
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

同
じ
く
、
口
語
文
法
の
見
か
た
か
ら
す
れ
ば
、「
～
に0

信
頼
す
る
」
も
、in

を
直
訳
し
た
が
た
め
の
過
ち
と

も
見
え
よ
う
。
た
だ
、
そ
の
翻ほ
ん

訳や
く

は
文
語
文
法
か
ら
す
れ
ば
正
し
い
表
現
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
は
明
治
期
の
文
語
体
と
現
在
の
口
語
体
と
の
断
絶
が
も
た
ら
し
た
負
の
遺
産
で
あ

る
。
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石
井
さ
ん
の
ブ
ロ
グ
五
行
目
、「
作
家
石
原
氏
の
鋭
敏
な
感
性
は
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
」
は
、
石
原
さ
ん
の

名
前
こ
そ
挙
げ
て
は
い
る
が
、
明
治
期
以
降
の
国
語
政
策
の
不
備
に
警け
い

鐘し
よ
うを
鳴
ら
し
た
も
の
と
理
解
す
る
。

　

御
承
知
の
よ
う
に
、
現
在
で
も
口
語
の
な
か
で
普
通
に
使
わ
れ
て
い
る
〝
さ
は
さ
り
な
が
ら
〟〝
せ
ざ
る
を

得
な
い
〟〝
～
す
べ
く
〟〝
の
み
な
ら
ず
〟〝
い
わ
ず
も
な
が
な
〟〝
さ
も
あ
り
な
ん
〟〝
い
か
ん
せ
ん
〟
な
ど
は

文
語
表
現
に
由
来
す
る
。

　

他
方
、
同
じ
文
語
表
現
で
も
「
～
に0

信
頼
し
て
」
と
な
る
と
、
な
じ
み
が
薄
い
。
使
用
さ
れ
る
機
会
が
限
定

的
（
詔
し
よ
う

勅ち
よ
く、
法
律
、
聖
書
、
国
会
の
答
弁
、
小
説
な
ど
）
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

ラ
ジ
オ
の
天
気
予
報
を
聞
い
て
い
る
と
、「
…
…
今
夕
は
天
候
が
だ
い
ぶ
荒
れ
て
き
ま
す
。
強
風
に0

警
戒
す

る
と
と
も
に
、
河
川
の
氾
濫
に0

も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
注
意
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
し
ば
し
ば
見
受

け
ら
れ
る
。

　
〝
強
風
を
警
戒
す
る
〟〝
強
風
に
警
戒
す
る
〟の
を0

と
に0

は
意
味
合
い
が
微
妙
に
異
な
る
が
、交
代
可
能
で
あ
る
。

平
安
時
代
に
は
既
に
…
…

　
〝
糊こ

口こ
う

を
し
の
ぐ
〟
と
い
う
表
現
を
近
所
の
市
立
図
書
館
の
漢
和
辞
典
で
あ
た
っ
て
み
た
。

　

す
る
と
、
も
と
も
と
は
シ
ナ
大
陸
か
ら
渡
来
し
て
き
た
漢
文
を
日
本
語
に
翻ほ

ん

訳や
く

す
る
と
き
に
生
ま
れ
た
漢か

ん

文ぶ
ん

訓く
ん

読ど
く

体た
い

に
由
来
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

た
だ
、
平
安
時
代
に
既
に
「
糊こ

口こ
う

を
し
の
ぐ
」
と
い
う
言
い
ま
わ
し
が
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
否
で
あ
る
。

　

シ
ナ
大
陸
伝
来
の
原
文
は
当
然
、
文
法
も
文
字
も
あ
ち
ら
の
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
…
…
…
…
糊
口

…
…
…
…
」（
も
ち
ろ
ん
全
部
が
漢
字
で
あ
る
）
と
い
う
一
節
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
日
本
で
は
漢
文
訓
読
に

工
夫
を
凝
ら
し
、
御
承
知
の
よ
う
に
、
レ
点
、
一
二
点
、
上
下
点
、
あ
る
い
は
送お
く

り
仮が

名な

な
ど
を
付
し
て
、
漢

文
を
日
本
語
読
み
に
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
こ
の
時
代
に
「
口
を0

糊の
り

す
る
」
と
「
口
に0

糊の
り

す
る
」
と
い
う
二
つ
の
読
み
方
が
発
案
さ
れ
た
と

い
う
。
シ
ナ
大
陸
か
ら
漢
文
が
移
入
さ
れ
る
以
前
か
ら
純
粋
な
ヤ
マ
ト
言
葉
に
は
も
ち
ろ
ん
最
初
か
ら
格
助
詞

の
使
い
分
け
が
さ
れ
て
い
て
、
例
え
ば
「
東
京
を0

あ
こ
が
れ
て
」
や
「
芸
能
界
に0

あ
こ
が
れ
て
」
と
い
う
非
常

に
繊
細
な
違
い
を
表
現
す
る
表
現
方
法
が
あ
っ
た
わ
け
で
、そ
の
ヤ
マ
ト
言
葉
の
文
法
（
格
助
詞
の
使
い
分
け
）

を
漢
文
訓
読
に
応
用
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

平
安
時
代
の
「
口
を
糊
す
る
」「
口
に
糊
す
る
」
か
ら
始
ま
り
、
や
が
て
明
治
期
に
入
る
と
文
豪
た
ち
が
江

戸
時
代
に
盛
ん
だ
っ
た
い
わ
ゆ
る
〝
候
そ
う
ろ

文う
ぶ
ん〟
か
ら
脱
し
、
よ
り
美
し
い
文
体
を
生
み
だ
そ
う
と
競
っ
た
。

　

な
か
に
は
「
糊こ

口こ
う

す
る
」
と
い
う
読
み
方
を
提
案
し
た
作
家
も
い
た
が
、
こ
れ
は
あ
ま
り
は
や
ら
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

　

そ
し
て
つ
い
に
、
も
っ
と
も
し
っ
く
り
と
く
る
「
糊
口
を
し
の
ぐ
」
と
い
う
名
訓
読
が
生
ま
れ
た
の
が
明
治

期
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
文
語
表
現
と
し
て
現
在
に
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
雅
房
・
編
集
部

　　
※
こ
の
文
章
は
平
成
期
に
し
た
た
め
た
も
の
で
、
文
中
に
引
用
先
と
し
て
掲
載
し
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ

ス
が
現
在
（
令
和
五
年
）
で
も
有
効
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
御
了
承
い
た
だ
き
た
い
。
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