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一
　
連
体
修
飾
語
は
文
の
成
分
に
は
な
ら
な
い

　

連
体
修
飾
語
は
、
文
を
直
接
的
に
構
成
す
る
文
の
成
分
と
な

る
こ
と
は
な
い
（
注
１
）。
文
節
と
い
う
単
位
を
設
け
て
、
そ
の
文
節
を

文
の
成
分
と
認
め
る
橋
本
文
法
（
注
２
）と
、
こ
の
点
で
異
な
る
こ
と
に

な
る
。
文
を
直
接
的
に
構
成
す
る
成
分
は
、
述
部
と
判
断
さ
れ

る
文
の
成
分
と
結
び
つ
く
か
否
か
で
判
断
さ
れ
る
。
述
部
と
緊

密
に
結
び
つ
く
文
の
成
分
と
し
て
、
主
部
・
修
飾
部
・
接
続
部

が
認
識
さ
れ
る
。
続
い
て
、
述
部
と
結
び
つ
い
た
他
の
文
の
成

分
全
体
と
一
定
の
間
隔
を
も
っ
て
関
わ
る
文
の
成
分
が
認
識
さ

れ
て
、
独
立
部
と
な
る
。

〈
学
術
論
文
〉

去
来
す
る
連
体
修
飾
語

中
　
村
　
幸
　
弘

⑴　

厳

修
①

し
い
寒
さ
の
な
か
で

　　
　

別

修
②

れ
て
か
ら
二
十
年
に
な
る
故
郷
に　
私主

①は　
帰

述
①

っ
て
き
た
。

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑵　

村

接

の
入
口
を
探
し
て
み
た
が
、

　
　

も
修
③は

や　

そ
主
②こ

は　

昔

述
　
②

の
故
郷
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
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⑶　

そ

独

こ
に
い
る
お
ば
さ
ん
、　

　
　

早修
④く　

こ

修
⑤

の
建
物
か
ら　

出

述
　
③

て
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

⃝

主
＝
主
部　

述
＝
述
部　

修
＝
修
飾
部　

接
＝
接
続
部　

　

独
＝
独
立
部

⃝

修
①
・
②
・
⑤
は
、
修
飾
部
の
う
ち
の
補
充
成
分
で
あ
る
。

⃝

左
側
の

の
文
節
や
連
文
節
は
、続
く
体
言
（
名
詞
）

と
の
関
係
と
し
て
連
体
修
飾
語
の
関
係
に
あ
る
。

　

右
の
三
用
例
文
の
い
ず
れ
に
も
、
左
側
に

線
を
付
し

た
語
句
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
連
体
修
飾
語
と
呼
ば
れ
る
文
節
や

連
文
節
で
あ
る
が
、
文
を
直
接
的
に
構
成
す
る
成
分
と
は
な
っ

て
い
な
い
。
連
体
修
飾
語
と
そ
の
被
修
飾
語
と
は
、
そ
の
よ
う

に
文
節
相
互
の
関
係
と
し
て
は
多
く
の
用
例
を
見
せ
は
す
る

が
、
文
の
成
分
と
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
因
み
に
い
え

ば
、
並
立
語
と
な
る
文
節
や
補
助
語
・
被
補
助
語
と
な
る
文
節

も
、文
節
相
互
の
関
係
に
お
い
て
だ
け
見
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
。

　
二
　
活
用
語
連
体
形
と
助
詞
「
の
」
と
に
共
通
す
る
連
体
機
能

　

前
章
の
一
に
お
い
て
連
体
修
飾
語
と
し
て
見
て
き
た
各
用
例

は
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

　

Ａ　

別
れ
て
か
ら
二
十
年
に
な
る

0

0　

そ
こ
に
い
る

0

0

　

Ｂ　

厳
し
い
寒
さ
の0　

村
の0　

昔
の0　

こ
の0

　

右
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
Ａ
群
二
用
例
の
末
尾
の
単
語
は
動

詞
で
あ
り
、
Ｂ
群
各
用
例
の
末
尾
は
、
品
詞
論
の
う
え
か
ら
は

取
り
扱
い
の
異
な
る
も
の
も
含
ま
れ
る
が
、本
来
的
に
い
え
ば
、

す
べ
て
助
詞
「
の
」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
そ

の
該
当
用
例
「
こ
の
」
は
、
代
名
詞
「
こ
」
が
現
代
語
に
は
存

在
し
な
く
な
っ
て
連
体
詞
と
な
っ
て
い
る
が
、
古
典
語
と
し
て

は
助
詞
「
の
」
が
付
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

い
ま
Ｂ
群
と
し
た
「
厳
し
い
寒
さ
の
」
の
「
寒
さ
」
は
形
容

詞
「
寒
い
」
の
語
幹
「
寒
」
が
接
尾
語
「
さ
」
を
伴
っ
た
名
詞

で
、
上
に
あ
る
「
厳
し
い
」
は
形
容
詞
の
連
体
形
で
、
こ
れ
も

連
体
修
飾
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
大
方
の
現
行
文
法
書
に
通
用

し
て
い
る
連
体
修
飾
語
を
確
認
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
紹
介

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

Ｃ
＝
活
用
語
（
動
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
、
お
よ
び
、
そ

れ
ら
に
助
動
詞
が
付
い
た
も
の
）
の
連
体
形
を
末
尾
に
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し
て
い
る
文
節
や
連
文
節
。
ま
た
、
Ｂ
群
に
属
す
る
連

体
詞
以
外
の
連
体
詞
で
、
例
え
ば
「
あ
ら
ゆ
る
」「
大

し
た
」
な
ど
。

Ｄ
＝
助
詞
「
の
」（
古
典
語
で
は
「
が
」「
つ
」「
な
」
な
ど
も
）

が
末
尾
に
付
い
た
文
節
や
連
文
節
。
ま
た
、
連
体
詞
の

う
ち
の
「
こ
の
」「
わ
が
」
な
ど
。

　

右
の
Ｄ
に
お
い
て
、
そ
の
「
の
」
に
つ
い
て
、
助
詞
の
種
類

名
を
避
け
て
取
り
扱
っ
た
事
由
を
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
対
象
が
明
確
に
特
定
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
術
語
と
結

び
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
は
、
そ
の
後
の
認
識
に
偏
り
が
生
じ
て

し
ま
う
恐
れ
が
見
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
警
戒
心
を
も
っ
て
見
た
と
き
、小
稿
の
題
目
に
い
う「
連

体
修
飾
語
」
も
、
そ
の
体
言
に
連
な
る
と
い
う
「
体
言
」
も
、

そ
の
概
念
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
体
言
と

名
詞
と
の
関
係
は
文
法
理
論
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
数
詞
や
代

名
詞
も
ま
た
被
修
飾
語
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
Ａ
・
Ｂ
の
語
句

を
連
体
修
飾
語
と
呼
ん
で
取
り
扱
う
こ
と
に
支
障
は
な
い
。
そ

し
て
、
そ
の
連
体
修
飾
語
に
は
、
Ｃ
・
Ｄ
の
二
類
の
別
が
確
認

さ
れ
た
。

　
三
　
連
体
修
飾
語
と
呼
ん
で
取
り
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
時
期

と
事
情

　

国
語
学
会
編
『
国
語
学
辞
典
』
の
「
修
飾
語
」
の
項
の
執
筆

者
・
佐
伯
梅
友
は
、
そ
の
概
念
内
容
を
適
切
に
説
明
し
た
う
え

で
、
関
連
す
る
術
語
に
つ
い
て
、
並
行
し
て
通
用
し
て
い
た
呼

称
な
ど
ま
で
、
要
領
よ
く
紹
介
し
て
く
れ
て
あ
る
（
注
３
）。
い
ま
注
目

し
て
い
る
連
体
修
飾
語
に
つ
い
て
い
う
と
、「
被
修
飾
語
が
体

言
で
あ
る
場
合
の
修
飾
語
を
「
連
体
修
飾
語
」（
又
は
形
容
詞

修
飾
語
）
と
言
い
、」
と
あ
っ
た
。
そ
し
て
、〔
参
考
〕
と
し
て
、

『
新
文
典
別
記
』（
橋
本
進
吉
）
／
『
高
等
国
文
法
』（
木
枝
増
一
）

／
『
解
説
日
本
文
法
』（
湯
沢
幸
吉
郎
）
が
引
か
れ
て
い
た
。

　

そ
の
『
新
文
典
別
記　

上
級
用
』
に
は
、
そ
の
事
情
が
い
っ

そ
う
よ
く
見
え
て
く
る
記
述
が
見
ら
れ
た
（
注
４
）。

　

修
飾
語
は
、
如
何
な
る
語
を
修
飾
す
る
か
に
よ
っ
て
、

二
種
に
分
け
ま
す
。
即
ち
体
言
を
修
飾
す
る
も
の
を
「
連

体
修
飾
語
」、
用
言
を
修
飾
す
る
も
の
を
「
連
用
修
飾
語
」

と
名
づ
け
ま
す
。

　

今
普
通
は
、
こ
れ
等
を
「
形
容
詞
的
修
飾
語
」「
副
詞

的
修
飾
語
」
と
呼
ん
で
を
り
ま
す
。
こ
れ
は
西
洋
語
の
文

典
か
ら
来
た
名
目
で
、
西
洋
で
は
名
詞
・
代
名
詞
を
修
飾
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す
る
も
の
が
そ
の
特
質
で
あ
り
、
副
詞
は
動
詞
又
は
他
の

副
詞
を
修
飾
す
る
も
の
が
そ
の
特
質
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

そ
の
意
味
で
、
形
容
詞
的
・
副
詞
的
と
い
ふ
名
を
用
ひ
る

の
で
す
が
、
日
本
の
形
容
詞
は
、
西
洋
語
の
と
違
ひ
、
そ

の
ま
ゝ
述
語
と
な
り
得
る
点
で
動
詞
と
同
じ
事
で
す
し
、

又
、
名
詞
・
代
名
詞
を
修
飾
す
る
の
は
、
形
容
詞
だ
け
で

な
く
動
詞
に
も
見
る
事
で
す
か
ら
、
之
を
形
容
詞
の
特
質

と
認
め
る
事
は
出
来
ま
せ
ん
。
か
や
う
に
、
形
容
詞
的
修

飾
語
と
い
ふ
名
は
国
語
に
は
適
当
で
な
く
、
誤
解
を
来
さ

し
め
る
虞
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
、
こ
れ
を
連
体
修
飾
語

と
改
め
ま
し
た
。（
以
下
略
）

　

右
に
お
い
て
、（
以
下
略
）
と
し
た
と
こ
ろ
に
は
、
連
用
修

飾
語
と
名
づ
け
た
事
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し

て
お
き
た
い
の
は
、
連
体
修
飾
語
と
連
用
修
飾
語
と
が
、
あ
た

か
も
対
応
関
係
が
あ
る
か
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
意
識
は
、後
々
ま
で
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
二
次
大
戦
後
、
そ
の
橋
本
『
新
文
典
』
の
考
え
方
は
、
文

部
省
『
中
等
文
法　

口
語
』
と
文
部
省
『
中
等
文
法　

文
語
』

と
が
引
き
継
い
で
い
く
（
注
５
）。『
新
文
典
別
記
』
な
ど
で
は
「
係
る
」

と
い
っ
て
い
た
修
飾
語
と
被
修
飾
語
と
の
関
係
を
、『
中
等
文

法　

文
語
』
の
巻
末
近
い
十
六
で
は
、「
文
節
相
互
の
関
係
」

と
し
て
い
た
。
文
語
を
取
り
扱
う
『
中
等
文
法　

文
語
』
で
は

あ
っ
た
が
、
十
五
か
ら
十
八
ま
で
の
各
章
の
用
例
に
は
、
口
語

文
も
多
く
引
い
て
、
文
節
文
論
を
取
り
扱
っ
て
い
た
。

　
『
新
文
典
別
記
』
の
【
四
九
】
で
、「
連
体
修
飾
語
に
な
る
語

―
体
言
に
「
の
」
の
附
い
た
も
の
」
と
し
て
い
た
橋
本
は
、
そ

の
翌
年
、『
国
語
法
要
説
』
に
お
い
て
、「
ち
ょ
っ
と
の
間
」「
学

校
か
ら
の
帰
り
道
」
な
ど
の
「
の
」
を
準
副
体
助
詞
と
し
て
、

助
詞
に
新
た
に
そ
の
よ
う
な
一
種
を
設
け
て
い
る
（
注
６
）。「
副
体
」

は
連
体
と
同
意
で
、
そ
れ
に
さ
ら
に
「
準
」
字
を
冠
し
た
、
た

い
へ
ん
遠
慮
し
た
命
名
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
現
在
、
連

体
助
詞
と
呼
ば
れ
て
い
る
助
詞
で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
れ
は
、

現
在
な
お
連
体
格
の
格
助
詞
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
人
も
少

な
く
な
い
、そ
の
「
の
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、そ
の
「
ち
ょ
っ

と
の
」
や
「
学
校
か
ら
の
」
が
連
体
修
飾
語
で
あ
る
こ
と
に
変

わ
り
は
な
い
。

　
四
　
連
体
格
を
知
っ
た
日
と
そ
の
後
の
日
々
と

　

昭
和
三
十
一
年
四
月
、
公
立
高
等
学
校
に
国
語
科
教
諭
と
し

て
赴
任
し
た
筆
者
は
、
岩
井
良
雄
『
高
等
学
習
文
法
』
を
副
教
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科
書
と
す
る
国
語
乙
な
ど
を
担
当
し
た
。そ
の
一
二
が
助
詞
で
、

格
助
詞
の
「
の
」
に
は
「
梅
の
花
」
な
ど
の
用
例
が
引
か
れ
て

い
て
、
連
体
格
と
あ
っ
た
。
私
的
に
教
材
研
究
用
に
用
い
て
い

た
今
泉
忠
義
『
標
準
国
文
法
』
の
該
当
項
に
も
連
体
格
と
あ
っ

た
。
昭
和
二
十
九
年
刊
の
学
習
参
考
書
で
あ
る
。
主
格
用
法
を

読
み
分
け
る
こ
と
が
学
習
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
と
に

か
く
、
こ
の
時
期
、
こ
の
勤
務
先
で
、
こ
の
単
純
に
見
え
る
術

語
を
体
得
し
た
。

　

格
助
詞
と
い
う
名
称
を
初
め
て
用
い
た
山
田
孝
雄
は
、
そ
の

『
日
本
文
法
論
』
に
お
い
て
、
連
体
格
に
立
つ
と
い
う
説
明
を

繰
り
返
し
て
い
る
（
注
７
）。「
近
く
の
山
」「
京
ま
で
の
道
中
」
な
ど
の

用
例
は
も
と
よ
り
、「
面
白
の
春
雨（
や
）」「
心
幼
な
の
業（
や
）」

な
ど
の
用
例
ま
で
認
識
し
て
い
て
の
判
断
で
あ
る
。
明
治
四
十

一
年
に
公
刊
さ
れ
て
い
た
学
術
書
で
あ
る
。
現
に
前
章
の
三
に

お
い
て
述
べ
た
橋
本
の
準
副
体
助
詞
と
い
う
指
摘
は
、
昭
和
九

年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

山
田
は
、
独
自
に
、
自
身
の
格
助
詞
の
概
念
を
設
け
て
い
て
、

そ
の
概
念
に
従
え
ば
、
副
詞
に
付
い
た
り
他
の
格
助
詞
に
付
い

た
り
す
る
用
例
も
含
め
て
連
体
格
と
い
う
挌
に
相
当
す
る
の
で

あ
ろ
う
。
一
方
、
橋
本
は
、
副
詞
に
付
い
た
り
他
の
格
助
詞
に

付
い
た
り
す
る
助
詞
「
の
」
を
格
助
詞
か
ら
外
さ
な
い
ま
ま
で

は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。『
国
語
学
辞
典
』
は
、
橋
本
が
当
初
呼

ん
だ
準
副
体
助
詞
を
も
含
め
て
、「
連
体
助
詞
」と
し
て
立
項
し
、

松
村
明
が
担
当
執
筆
し
て
い
る
。
そ
の〔
参
考
〕に
は
、橋
本『
国

語
法
要
説
』
に
続
け
て
、『
現
代
日
本
語
法
の
研
究
』（
佐
久
間

鼎
）
／
『
国
語
法
品
詞
論
』（
杉
山
栄
一
）
が
引
か
れ
て
い
る
。

　

助
詞
「
の
」
が
連
体
格
の
格
助
詞
と
す
る
こ
と
で
問
題
と
な

る
の
は
、
格
助
詞
の
格
と
し
て
相
応
す
る
か
ど
う
か
に
照
ら
し

て
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
格
が
、
印
欧
語
のcase

の

訳
語
と
し
て
齎
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
範
疇

に
限
っ
て
用
い
る
べ
き
か
否
か
が
問
題
の
焦
点
と
な
っ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。

　

そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
教
育
現
場
で
は
、「
の
」
は
、
や
は

り
連
体
格
の
格
助
詞
で
あ
っ
た
。
昭
和
が
終
わ
ろ
う
と
す
る
こ

ろ
、
刊
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
明
治
書
院
『
国
文
法
講
座
３　

古

典
読
解
と
文
法
』（
山
口
明
穂
編
集
）
の
目
次
を
見
た
と
こ
ろ
、

そ
こ
に
は
、「
古
文
に
お
け
る
連
体
格
」
と
「
古
文
に
お
け
る

連
用
格
」
と
が
並
ん
で
立
項
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
「
古
文
に
お

け
る
連
体
格
」
担
当
執
筆
者
・
竹
内
美
智
子
は
、
連
体
格
と
い

う
名
称
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
の
連
体
格
の
適
切
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な
用
例
を
引
い
て
平
易
に
詳
述
し
て
く
れ
て
あ
る
（
注
８
）。
連
体
格
を

否
定
し
て
い
て
、
連
体
格
が
よ
く
わ
か
る
解
説
だ
っ
た
。

　

妥
協
を
許
さ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
の
」
は
連
体
助
詞

で
あ
る
と
し
て
切
り
離
し
て
取
り
扱
う
取
り
扱
い
が
、
小
田
勝

『
古
典
文
法
詳
説
』『
実
例
詳
解
古
典
文
法
総
覧
』
の
取
り
扱
い

で
あ
る
（
注
９
）。
連
体
修
飾
語
の
諸
相
を
第
11
章
（
名
詞
句
）
に
収
め

て
い
る
。

　
五
　
被
修
飾
語
と
連
体
修
飾
語
と
の
間
に
見
え
る
内
の
関
係

と
外
の
関
係
と

　

連
体
修
飾
語
が
、
そ
の
被
修
飾
語
と
の
関
係
と
し
て
、
内
の

関
係
と
な
る
場
合
と
外
の
関
係
と
な
る
場
合
と
が
あ
る
こ
と

を
、
外
国
人
留
学
生
を
指
導
す
る
事
前
の
私
的
な
教
材
研
究
の

な
か
で
知
っ
た
。
そ
の
素
養
の
乏
し
い
筆
者
は
、
外
国
人
留
学

生
が
学
習
し
て
い
て
、
国
語
科
教
員
で
し
か
な
い
日
本
語
学
担

当
の
筆
者
が
認
識
で
き
て
い
な
い
日
本
語
文
法
に
つ
い
て
、
大

慌
て
で
そ
の
確
認
に
努
め
て
い
た
な
か
で
の
こ
と
で
あ
る
。
当

時
の
本
務
大
学
で
の
定
年
退
職
の
日
が
六
・
七
年
後
と
い
う
こ

ろ
、
類
書
数
点
の
う
ち
の
一
冊
と
し
て
、
名
柄
迪
監
修
・
井
口

厚
夫
・
井
口
裕
子
『
日
本
語
文
法
整
理
読
本　

解
説
と
演
習
』

の
第
7
章
（
連
体
修
飾
語
）
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
）
（注

（
注

。
そ
し
て
、

そ
の
参
考
文
献
と
し
て
、
国
立
国
語
研
究
所
『
日
本
語
の
文
法

（
下
）』（
一
九
八
一
・
日
本
語
教
育
指
導
参
考
書
５
・
大
蔵
省

印
刷
局
）
や
『
寺
村
秀
夫
論
文
集
Ⅰ
』（
一
九
九
二
・
く
ろ
し

お
出
版
）
の
存
在
を
知
っ
た
。

　

い
ま
、
次
の
⒜
・
⒝
の
連
体
修
飾
語
を
冠
し
た
語
句
を
用
例

と
し
て
紹
介
す
る
と
、
被
修
飾
語
が
連
体
修
飾
語
と
ど
の
よ
う

な
関
係
に
あ
る
か
を
観
察
し
た
と
き
、
そ
の
被
修
飾
語
が
そ
の

連
体
修
飾
語
に
含
ま
れ
て
い
る
述
語
相
当
部
分
と
格
関
係
を

も
っ
て
結
び
つ
く
か
ど
う
か
で
、
内
の
関
係
と
外
の
関
係
を
分

別
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

⒜　

鼠
を
捕
ま
え
た  

猫
―
―

 

―
―
猫
〔
ガ
〕
鼠
を
捕
ま
え
た
。
―
―
―
内
の
関
係

⒝　

魚
を
焼
い
た  

に
お
い
―
―

 

―
―
に
お
い
〔
？
〕
魚
を
焼
い
た
。
―
―
外
の
関
係

　
　

こ
の
問
題
は
、
連
体
修
飾
語
の
問
題
と
い
う
取
り
扱
い
で

は
不
十
分
で
あ
る
。
被
修
飾
語
が
連
体
修
飾
語
と
ど
の
よ
う
な

関
係
に
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
内
の
関
係

は
、
右
に
引
い
た
ガ
挌
だ
け
で
な
く
、
い
く
つ
か
の
格
関
係
を

も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
被
修
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飾
語
は
、
そ
の
連
体
修
飾
語
の
な
か
に
登
場
し
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
、
連
体
詞
「
そ
の
」
を
冠
し
て
、
特
定
し
て
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

⒞　

老
人
が
背
負
っ
て
い
た　

荷
物
―
―

　
　

―
―
そ
の
荷
物〔
ヲ
〕老
人
が
背
負
っ
て
い
た
。（
ヲ
格
）

⒟　

ご
馳
走
が
並
ん
で
い
る　

食
卓
―
―

　
　

―
―
そ
の
食
卓〔
ニ
〕ご
馳
走
が
並
ん
で
い
る
。（
ニ
格
）

⒠　

創
作
劇
を
上
演
し
た　

ス
テ
ー
ジ
―
―

　
　

―
そ
の
ス
テ
ー
ジ〔
デ
〕創
作
劇
を
上
演
し
た
。（
デ
格
）

　
六
　
外
の
関
係
と
な
る
被
連
体
修
飾
語
の
多
様
性

　

小
田
勝
は
、
前
章
の
五
で
取
り
立
て
た
、
被
修
飾
語
と
連
体

修
飾
語
と
の
間
に
見
ら
れ
る
内
の
関
係
と
外
の
関
係
と
を
古
典

文
法
書
の
な
か
に
取
り
入
れ
た
。
前
々
章
・
四
に
お
い
て
紹
介

し
た
『
古
典
文
法
詳
説
』『
実
例
詳
解

古
典
文
法
総
覧
』
で
あ
る
）
（（

（
注

。
旧

来
の
古
典
文
法
書
に
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た
視
点
か
ら

の
章
立
て
で
、そ
の
第
11
章
（
名
詞
句
）
も
、そ
の
一
章
で
あ
っ

た
。
そ
の
用
例
に
は
、
現
代
語
文
に
は
見
ら
れ
な
い
多
様
な
用

例
が
存
在
し
て
い
た
。

　

当
初
、
そ
の
目
次
を
見
た
段
階
で
、
現
代
語
文
の
日
本
語
文

法
に
お
い
て
、
被
修
飾
語
が
そ
の
連
体
修
飾
語
と
ど
の
よ
う
な

関
係
に
あ
る
か
に
注
目
す
る
の
は
、
印
欧
語
と
の
対
照
の
視
点

か
ら
気
づ
い
た
問
題
点
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
例
え
ば
英

語
で
は
、
被
修
飾
名
詞
の
修
飾
節
に
対
す
る
格
が
関
係
代
名
詞

（w
ho,w

hose,w
hom

）
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
の
に
、
日
本

語
で
は
被
修
飾
語
そ
の
も
の
か
ら
は
そ
こ
が
見
え
て
こ
な
い
と

こ
ろ
か
ら
、
こ
の
問
題
に
気
づ
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い

た
。
そ
こ
で
、
日
本
古
典
語
文
と
し
て
、
こ
の
問
題
は
、
ど
う

い
う
姿
勢
で
取
り
扱
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
知
り
た
い
思
い
頻

り
と
な
っ
た
。

　

も
は
や
、
被
連
体
修
飾
語
と
呼
ば
な
け
れ
ば
、
い
っ
そ
う
整

理
し
に
く
い
、
こ
の
問
題
で
あ
る
。
外
の
関
係
の
う
ち
の
一
群

は
、
被
連
体
修
飾
語
の
内
容
を
表
す
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
、
連
体
修
飾
語
の
結
果
の
事
態
・
現
象
・
心
情
を
い
う
被
連

体
修
飾
語
と
認
識
さ
れ
る
。
相
対
関
係
と
見
る
用
例
も
、
被
連

体
修
飾
語
が
時
間
・
空
間
の
一
致
を
見
せ
る
と
も
認
識
さ
れ
る
。

さ
ら
に
そ
の
類
別
は
、「
の
」「
～
に
対
す
る
」
を
補
う
関
係
で

あ
っ
た
り
、
判
断
内
容
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
。
そ

こ
に
は
、
か
つ
て
読
解
に
悩
ま
さ
れ
た
用
例
や
読
解
の
う
え
で

注
目
さ
れ
て
い
る
用
例
も
見
ら
れ
る
。
被
連
体
修
飾
語
に
飛
躍
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も
あ
る
と
す
る
整
理
も
あ
る
が
、
外
の
関
係
は
、
す
べ
て
が
飛

躍
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
に
は
、
あ
の
日
記
的
な
家
集
の
、
そ
の
冒
頭
に
あ
る
表

現
が
引
か
れ
て
い
た
。「
仁
和
寺
に
渡
り
て
、
思
ひ
乱
る
る
南

面
に
、
梅
の
花
い
み
じ
う
咲
き
た
る
に
」（
成
尋
阿
闍
梨
母
集
）

で
あ
る
。
そ
の
「
南
面
」
は
、〈
殿
舎
の
南
側
に
面
し
た
部
屋
〉

（
宮
崎
荘
平
『
成
尋
阿
闍
梨
母
集
全
訳
注
』
講
談
社
学
術
文
庫
）

で
あ
る
の
で
、「
南
面
〔
ガ
〕
思
ひ
乱
る
。」
文
も
「
南
面
〔
ヲ
〕

思
ひ
乱
る
。」
文
も
成
立
さ
せ
え
な
い
。
た
だ
、「
南
面
〔
ニ
テ
〕

思
ひ
乱
る
。」
文
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
見
る
こ
と
が

で
き
た
ら
、そ
の
「
南
面
」
の
「
思
ひ
乱
る
る
」
と
の
関
係
は
、

ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
成
尋
阿
闍
梨
母
が
そ
こ
を
「
思
ひ
乱

れ
ゐ
た
る
南
面
に
」
と
で
も
書
い
て
く
れ
て
あ
っ
た
ら
、「
南

面
に
て
思
ひ
乱
れ
て
ゐ
た
り
。」
文
は
、
容
易
に
見
え
て
き
て

い
た
で
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
古
典
文
学
作
品
が
被
連
体
修
飾
語
を
外

の
関
係
と
し
て
表
現
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
事
実
が
確
認
さ
れ

た
。
被
連
体
修
飾
語
の
、
こ
の
多
用
な
展
開
に
つ
い
て
は
、
古

典
文
法
の
範
疇
を
越
え
て
の
関
心
と
も
な
ろ
う
か
。
そ
の
類
別

整
理
は
、
長
き
に
わ
た
る
古
典
注
釈
の
総
括
整
理
と
い
う
こ
と

で
も
あ
ろ
う
。

　
七
　
被
連
体
修
飾
語
が
既
に
連
体
修
飾
語
を
冠
し
た
連
文
節

で
あ
る
場
合

　

た
ま
た
ま
、
西
下
経
一
・
滝
沢
貞
夫
『
古
今
和
歌
集
総
索
引
』

（
明
治
書
院
／
一
九
五
八
年
）
の
「
の
」
の
項
を
見
て
い
て
、

気
づ
か
さ
れ
悩
ま
さ
れ
た
日
が
あ
っ
た
。「
明
石
の
浦
」「
浅
間

の
山
」
な
ど
の
「
の
」
は
、
助
詞
「
の
」
に
は
含
め
な
い
、
と

い
う
取
り
扱
い
で
あ
る
。
そ
の
取
り
扱
い
は
至
極
適
切
で
あ
る

が
、
他
の
索
引
や
辞
典
の
類
に
共
通
す
る
に
至
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
ま
し
て
や
、固
有
名
詞
で
は
な
い
「
卯
の
花
」「
春

の
日
」
と
な
る
と
、
そ
の
よ
う
に
定
着
し
て
い
て
も
、
直
ち
に

見
え
て
は
こ
な
い
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
一
過
性
の
「
霞
の
衣
」

「
春
の
柳
」
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
に
、文
節
文
論
に
従
っ

て
確
か
め
る
。

⒡　

春
の　

き
る　

霞
の　

衣
…
（
古
今
・
一
23
）

⒢　

…
白
露
を　

玉
に
も　

ぬ
け
る　

 

春
の　

柳
か
（
古
今
・
一
27
）

　

右
の
⒡
に
お
い
て
、「
春
が
き
る
」
は
〈
春
の
女
神
で
あ
る

佐
保
姫
が
着
る
〉
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
佐
保
姫
が
何
を
着
る
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か
と
い
う
と
、「
霞
の
衣
」
を
着
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。「
春

の
き
る
」は「
霞
の
」に
係
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
。「
霞
の
衣
」

に
係
っ
て
い
く
こ
と
は
、
容
易
に
見
え
て
く
る
。
ま
た
、
⒢
に

お
い
て
、「
白
露
を
玉
に
も
ぬ
け
る
」
は
、「
白
露
を
」
と
「
玉

に
も
」
と
が
「
ぬ
け
る
」
の
連
用
修
飾
で
あ
り
、
そ
の
「
ぬ
け

る
」
が
想
定
さ
れ
る
主
語
、「
春
の
柳
」
の
述
語
と
見
え
て
く
る
。

そ
こ
で
、
そ
の
「
白
露
を
玉
に
も
ぬ
け
る
」
は
、「
春
の
」
で

は
な
く
、「
春
の
柳
か
」
に
係
っ
て
い
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
に
は
、「
事
の
起
こ
り
」
と
い
っ
た
よ

う
な
一
続
き
の
熟
し
た
言
い
方
が
存
在
す
る
。
今
泉
忠
義
『
源

氏
物
語
語
法
篇
』
は
、「
宣
長
も
「
玉
の
小
櫛
」
に
、「
か
ゝ
る

と
よ
み
て
、事
の
お
こ
り
と
よ
む
べ
し
。
か
ゝ
る
事
の
と
、つ
ゞ

け
て
見
る
は
わ
ろ
し
」
と
い
つ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
、「
か
ゝ
る
」

は
「
事
の
起
」
と
い
ふ
一
続
き
の
熟
し
た
言
ひ
方
に
係
る
こ
と

を
か
う
説
明
し
た
の
だ
。」
と
述
べ
て
、
そ
の
よ
う
に
「
事
の

起
こ
り
」
を
定
着
し
た
名
詞
句
と
見
る
必
要
を
説
い
て
い
た
）
（注

（
注

。

　

そ
の『
源
氏
物
語
』桐
壺
巻
に
は
、さ
ら
に
、「
人
の
御
お
ぼ
え
」

と
か
「
ち
ご
児
の
御
か
た
ち
」
と
か
、
被
修
飾
語
と
な
る
名
詞

が
尊
敬
の
接
頭
辞「
御
」を
冠
し
た
名
詞
句
も
現
れ
る
。今
泉
は
、

そ
の
「
人
の
御
お
ぼ
え
」
に
つ
い
て
、「
上
に
来
る
「
い
と
眩

き
」
は
「
人
」
に
係
る
の
で
は
な
く
、「
御
お
ぼ
え
」
に
係
る

と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
て
、「
上
下
の
語
を
逆
に
し

て
、下
の
語
か
ら
上
の
語
へ
続
け
、「
い
と
眩
き
御
お
ぼ
え
の
人
」

と
あ
る
つ
も
り
で
読
む
と
、
現
代
語
と
し
て
も
通
り
が
い
い
。」

と
い
っ
て
い
る
。

⒣　

…　

い
と
ま
ば
ゆ
き　

 

人
の
御
お
ぼ
え
な
り
。（
源
氏
・
桐
壺
）

⒤　

唐
土
に
も
、
か
か
る　

 

事
の
起
こ
り
に
こ
そ
、（
源
氏
・
桐
壺
）

　

こ
の
よ
う
な
名
詞
句
に
つ
い
て
は
、現
代
語
文
に
お
い
て
も
、

「
事
の
つ
い
で
」「
物
の
は
ず
み
」
な
ど
が
、
そ
の
定
着
し
た
名

詞
句
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
日
々
登
場
す
る
一
過
性
の
用
例

に
つ
い
て
は
、
多
様
で
あ
ろ
う
。

　
八
　
去
来
す
る
連
体
修
飾
語

　

時
枝
誠
記
『
古
典
解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法
』
に
も
、
連
体

形
に
関
す
る
幾
つ
か
の
単
元
が
見
ら
れ
た
。そ
の
単
元
一
四（
連

体
形
の
被
修
飾
語
の
二
つ
の
場
合
）
は
、「
こ
は
い
人
」
の
二

つ
の
場
合
へ
の
警
告
が
あ
っ
た
）
（注

（
注

。

或
る
「
人
」
に
対
し
て
恐
怖
心
を
抱
く
場
合
。
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「
人
」
は
対
象
語
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
は
い
人　
　
「
こ
は
い
人
が
来
た
」

或
は
「
人
」
が
恐
怖
心
を
抱
く
場
合
。「
人
」

は
主
語
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
。

「
こ
は
い
人
は
見
な
い
方
が
い
い
」

　

連
体
修
飾
語
に
つ
い
て
は
、
い
ま
一
編
、
三
宅
清
「
特
殊
な

連
体
修
飾
に
つ
い
て
―
源
氏
物
語
を
資
料
と
し
て
―
」
が
蘇
っ

て
き
た
）
（注

（
注

。
北
山
谿
太
『
源
氏
物
語
の
語
法
』・
今
泉
忠
義
『
源

氏
物
語
語
法
篇
』
な
ど
に
具
体
的
用
例
を
求
め
、
当
代
の
新
鮮

な
奥
津
敬
一
郎
・
寺
村
秀
夫
な
ど
の
お
説
も
借
り
て
自
説
を
補

強
す
る
手
際
の
よ
さ
と
、
図
解
図
示
を
活
用
し
た
論
述
と
が
印

象
に
残
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
、そ
の
寺
村
「
内
の
関
係
」
と
「
外

の
関
係
」（「
連
体
修
飾
の
シ
ン
タ
ク
ス
と
意
味
―
そ
の
１
―
」

『
日
本
語
・
日
本
文
化
』
第
４
号
・
昭
和
五
十
年
）
も
引
か
れ

て
い
た
。
目
で
読
ん
で
い
た
だ
け
の
自
身
に
、
こ
こ
で
も
気
づ

か
さ
れ
た
。

　

ま
だ
ま
だ
、
吾
人
の
周
辺
に
は
、
多
様
な
連
体
修
飾
語
が
ど

の
よ
う
な
被
修
飾
語
と
結
び
つ
い
て
存
在
す
る
の
か
、
そ
ん
な

不
安
と
、
そ
し
て
、
期
待
と
が
湧
い
て
く
る
。
論
理
の
飛
躍
は
、

展
開
の
魅
力
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。詩
人
の
作
品
の
多
く
は
、

そ
こ
か
ら
誕
生
し
て
い
る
。

　

あ
れ
は
昭
和
五
十
年
代
で
あ
っ
た
ろ
う
か
、
高
等
学
校
国
語

科
学
習
指
導
要
領
が
表
現
を
重
視
し
、
国
語
総
合
と
し
て
の
国

語
Ⅰ
・
国
語
Ⅱ
に
表
現
と
銘
打
っ
た
単
元
を
設
け
る
こ
と
が
必

須
と
さ
れ
た
時
期
が
あ
っ
た
。ど
の
教
科
書
も
教
授
資
料
に
は
、

そ
の
十
年
ほ
ど
前
に
刊
行
さ
れ
た
本
多
勝
一
『
日
本
語
の
作
文

技
術
』（
朝
日
新
聞
社
・
一
九
七
六
）
を
借
り
て
の
連
体
修
飾

語
警
戒
論
を
引
い
て
い
た
。
誤
読
さ
せ
な
い
こ
と
へ
の
配
慮
の

学
習
で
あ
っ
た
。

　

古
典
古
文
で
は
、
連
体
修
飾
語
の
有
無
が
顕
著
で
あ
っ
た
。

「
春
は
曙
。」
で
始
ま
る
『
枕
草
子
』
は
、
連
体
修
飾
語
を
全
く

冠
す
る
こ
と
な
く
、「
山
は
、」「
家
は
、」「
虫
は
、」「
女
は
、」「
神

は
、」「
畳
は
、」
と
い
う
よ
う
に
各
段
を
書
き
起
こ
し
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
冒
頭
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
、」
の
「
い

づ
れ
の
」
は
、
不
定
疑
問
の
連
体
修
飾
語
で
あ
る
。
夕
顔
巻
の

冒
頭
は
「
六
条
わ
た
り
の
御
忍
び
歩
き
の
こ
ろ
、」
と
あ
っ
て
、

連
体
助
詞
「
の
」
が
続
い
て
い
る
。「
思
へ
ど
も
な
ほ
あ
か
ざ

り
し
夕
顔
の
露
に
後
れ
し　

心
地
を
」で
始
ま
る
末
摘
花
巻
の
、

そ
の
「
心
地
」
は
、
接
続
語
「
思
へ
ど
も
」
を
含
む
六
文
節
か

ら
成
る
連
体
修
飾
語
を
冠
し
て
い
る
。
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究
極
の
文
の
成
分
と
な
る
こ
と
の
で
き
な
い
連
体
修
飾
語
で

あ
る
こ
と
は
、
小
稿
冒
頭
の
章
の
一
に
お
い
て
見
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
大
き
な
流
れ
を
的
確
に
と
思
う
あ
ま
り
、
聞
く
期

待
も
読
む
期
待
も
、
も
っ
ぱ
ら
、
そ
の
被
修
飾
語
に
あ
っ
た
。

し
か
し
、
語
り
手
や
書
き
手
の
性
情
が
、
そ
の
被
修
飾
語
の
決

定
権
を
有
し
て
い
て
、
そ
の
場
面
や
雰
囲
気
も
関
係
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
、
と
に
か
く
、
意
外
な
被
修
飾
語
と
結
び
つ
い
て
、

付
い
て
い
け
な
い
外
の
関
係
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
老
耄
の

日
々
、
そ
の
連
体
修
飾
語
の
幾
つ
か
が
寄
せ
て
は
返
し
、
返
し

て
は
寄
せ
て
、
い
つ
か
、「
去
来
す
る
連
体
修
飾
語
」
と
な
っ

て
い
た
。

　

古
く
は
「
…
よ
り
の
」「
…
へ
の
」
と
い
う
言
い
方
は
な
か
っ

た
。「
京
の
文
」
は
、
時
に
は
〈
京
よ
り
の
文
〉
で
あ
り
、
時

に
は
〈
京
へ
の
文
〉
で
あ
っ
た
。
い
ま
残
る
童
謡
「
赤
と
ん
ぼ
」

の
「
お
里
の
便
り
」
も
、〈
お
里
か
ら
の
便
り
〉
で
あ
る
。
拙

稿
「
ヨ
リ
・
ヘ
を
内
包
す
る
連
体
修
飾
格
に
つ
い
て
」
に
お
い

て
取
り
立
て
た
と
こ
ろ
で
、
國
學
院
大
學
国
語
研
究
会
「
国
語

研
究
」
94
（
昭
和
六
十
年
）
に
載
せ
て
い
た
だ
い
た
。
雑
誌
の

表
紙
と
し
て
見
た
途
端
、
格
と
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま

れ
て
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。「
ヨ
リ
・
ヘ
を
内
包
す
る
連
体

助
詞
〝
の
〟
に
つ
い
て
」
と
お
読
み
取
り
い
た
だ
き
た
い
。
そ

の
軽
率
さ
を
お
詫
び
し
て
、
擱
筆
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

注
１　

昭
和
四
十
九
年
度
版
以
降
現
在
に
至
る
ま
で
の
学
校
図
書
文
部

省
（
引
き
続
い
て
文
部
科
学
省
）
検
定
教
科
書
『
中
学
校
国
語
』

の
文
の
構
造
の
取
り
扱
い
の
姿
勢
で
あ
り
、
編
集
委
員
と
し
て

担
当
し
た
筆
者
の
姿
勢
で
も
あ
る
。
当
時
の
中
学
校
国
語
科
検

定
教
科
書
会
社
五
社
の
う
ち
、
三
省
堂
（
佐
伯
梅
友
・
鈴
木
康

之
）
と
学
校
図
書
と
が
、
こ
の
点
で
共
通
し
て
い
た
。
佐
伯
の

姿
勢
に
負
う
と
こ
ろ
大
き
く
、
図
解
法
な
ど
に
学
校
図
書
の
独

自
性
が
あ
る
。
白
石
恭
子「
佐
伯
文
法
の
文
法
テ
キ
ス
ト
」（「
国

文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
平
成
八
年
七
月
）
が
、
そ
の
関
係
を
捉
え

て
く
れ
て
あ
る
。

注
２　

橋
本
進
吉
の
文
の
構
造
の
取
り
扱
い
の
姿
勢
で
、
昭
和
四
十
年

代
末
か
ら
平
成
初
年
ご
ろ
ま
で
の
中
学
校
国
語
科
検
定
教
科
書

を
見
た
と
き
、
教
育
出
版
・
東
京
書
籍
・
光
村
図
書
の
三
社
は
、

そ
の
文
節
文
論
の
姿
勢
で
文
の
構
造
を
説
い
て
い
た
。拙
稿「
い

ま
、
文
の
成
分
は
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
（
上
・
下
）」（「
國

學
院
雑
誌
」
100

－

10
・
100

－

12
／
平
成
十
一
年
十
月
・
十
二
月
）

に
、
そ
の
五
社
の
文
の
構
造
取
り
扱
い
の
異
同
を
整
理
し
て
あ
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る
。
な
お
、
そ
の
後
、
会
田
貞
夫
、
中
野
博
之
と
の
共
著
『
学

校
で
教
え
て
き
て
い
る
現
代
日
本
語
の
文
法
』（
右
文
書
院
／

平
成
十
六
年
）
に
収
録
し
て
あ
る
。

注
３　

国
語
学
会
編『
国
語
学
辞
典
』（
東
京
堂
／
昭
和
三
十
年
）の「
修

飾
語
」
の
項
。

注
４　

橋
本
進
吉
『
新
文
典
別
記　

上
級
用
』（
冨
山
房
／
昭
和
十
年
）

第
八
章
（
修
飾
語
）【
四
七
】〔
修
飾
語
の
二
種
〕
の
項
。

注
５　

文
部
省
『
中
等
文
法　

口
語
』（
中
等
学
校
教
科
書
株
式
会
社

／
昭
和
二
十
二
年
四
月
四
日
文
部
省
検
定
済
）『
中
等
文
法　

文
語
』（
中
等
学
校
教
科
書
株
式
会
社
／
昭
和
二
十
二
年
四
月

八
日
文
部
省
検
定
済
）。

注
６　

橋
本
進
吉
『
国
語
法
要
説
』（
明
治
書
院
／
昭
和
九
年
）。

注
７　

山
田
孝
雄『
日
本
文
法
論
』（
宝
文
館
／
明
治
四
十
一
年
）に
は
、

そ
の
「
日
本
文
法
論
索
引
」
に
よ
る
と
、「
連
体
格
」
と
い
う

術
語
が
二
十
七
か
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

注
８　

竹
内
美
智
子
「
古
文
に
お
け
る
連
体
格
」（
明
治
書
院
『
国
文

法
講
座
３　

古
典
解
釈
と
文
法
』
所
収
／
昭
和
六
十
二
年
）。

注
９　

小
田
勝
『
古
典
文
法
詳
説
』（
お
う
ふ
う
／
二
〇
一
〇
年
）『
実

例
詳
解
古
典
文
法
総
覧
』（
和
泉
書
院
／
二
〇
一
五
年
）。
詳
細

を
究
め
た
大
著
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
索
引
に
、
そ
の
「
連
体

助
詞
」
も
「
連
体
助
詞
に
よ
る
連
体
修
飾
」
も
見
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
が
残
念
だ
っ
た
。

注
10　

名
柄
迪
監
修
・
井
口
厚
夫
・
井
口
裕
子
『
日
本
語
文
法
整
理
読

本　

解
説
と
演
習
』（
バ
ベ
ル
・
ブ
レ
ス
／
一
九
九
四
年
）
の

第
７
章
（
連
体
修
飾
語
）
で
、
そ
の
問
題
や
同
趣
の
問
題
を

課
し
て
み
る
と
、
日
本
人
学
生
の
ほ
う
に
誤
る
者
や
理
解
で
き

な
い
者
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
国
語
科
の
検
定

教
科
書
が
不
十
分
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

注
11　

注
９
に
引
い
た
小
田
勝
の
二
著
書
の
第
11
章
（
名
詞
句
）
の

11
・
２
（
連
体
修
飾
）
で
、
そ
の
１
が
内
の
関
係
の
連
体
修
飾
、

そ
の
２
が
外
の
関
係
の
連
体
修
飾
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
外
の
関
係
の
連
体
修
飾
に
は
、
１
と
し
て
「
～
の
」「
～

に
対
す
る
」
が
補
わ
れ
る
連
体
修
飾
、
２
と
し
て
判
断
内
容
を

表
す
連
体
修
飾
、
３
と
し
て
飛
躍
の
あ
る
連
体
修
飾
の
別
が
設

け
ら
れ
て
、
豊
富
な
用
例
が
引
か
れ
て
い
る
。

注
12　

今
泉
忠
義
『
源
氏
物
語
語
法
篇
』（
桜
楓
社
／
昭
和
五
十
二
年
）。

手
書
き
原
稿
を
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
し
た
著
書
。

注
13　

時
枝
誠
記
『
古
典
解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法
』（
至
文
堂
／
昭

和
二
十
五
年
）一
四（
連
体
形
の
被
修
飾
語
の
二
つ
の
場
合
）は
、
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そ
の
二
（
連
体
形
の
用
法
（
二
）
述
語
格
を
保
持
し
な
が
ら
下

に
続
く
連
体
形
）・
三
（
連
体
形
の
用
法
（
三
）
主
語
を
想
定

し
て
解
釈
す
る
述
語
格
の
連
体
形
）・
四
（
連
体
形
の
用
法
（
四
）

被
修
飾
語
を
想
定
し
て
解
釈
す
る
連
体
形
）・
五
（
連
体
形
の

用
法
（
五
）〔（
主
語
―
―
連
体
形
の
述
語
）‖

‖

述
語
〕
の
構

造
に
つ
い
て
）・
六
（
連
体
形
の
用
法
（
六
）
連
体
形
と
被
修

飾
語
と
の
複
雑
な
意
味
関
係
）
と
い
う
、
係
り
助
詞
の
結
び
の

連
体
形
を
除
い
た
五
用
法
の
連
体
形
の
学
習
を
経
て
の
単
元
一

四
で
あ
る
。

注
14　

三
宅
清
「
特
殊
な
連
体
修
飾
に
つ
い
て
―
源
氏
物
語
を
資
料
と

し
て
―
」（『
國
學
院
雑
誌
』
68

－

４
・
昭
和
六
十
年
四
月
）。

そ
れ
ま
で
恣
意
的
に
現
れ
た
と
見
ら
れ
て
い
た
連
体
修
飾
語
の

諸
用
例
に
つ
い
て
、
当
代
最
先
端
の
諸
説
を
活
用
し
て
古
典
文

の
話
題
の
表
現
を
解
明
、
整
理
し
て
い
た
。
寺
村
秀
夫
の
内
の

関
係
や
外
の
関
係
を
『
源
氏
物
語
』
読
解
に
適
用
さ
せ
た
初
出

で
あ
っ
た
ろ
う
か
。




