
山
田
文
法

に
お
け
る
「
陳
述
」
及
び

そ
れ

に
関
わ
る
諸
表
現
の
意
義

の
分
析

―「陳
述
」
と
「陳
述

の
力
」
と
の
峻
別
よ
り
「思
想
」
の
二
義
に
及
ぶ
―

塚

本

泰

造

・
本
稿

で
の

「山
田
文
法
」
と
は
、
『
日
本
文
法
論
』
（明
治
41
年
）
『
日
本
文
法
講
義
」
『
日
本
口
語
法
講
義
」
（大
正
11
年
）
『
日
本
文
法
要
論
」

（昭
和

6
年
）
『
日
本
文
法
学
概
論
』
（同
H
年
）
『
日
本
文
法
学
要
論
』
（同
25
年
）
の
総
体
を
意
味
す
る
。

・
ま
た
、
山
田
文
法
の
引
用
に
あ
た

っ
て
は
、
漢
字
を
新
字
体
に
改
め
た
。

・
分
析

の
結
果
の
表
は
注
の
後
に
付
す
。



据

じ

あ

に

い
わ
ゆ
る

「陳
述
論
争
」
の
帰
結
の

一
つ
は
、
文
法
用
語
と
し
て
の

「陳
述
」
の
定
着
で
あ
る
。
現
在
の
構
文
論
に
お

い
て
、
「
陳
述
」
を

項
目
と
し
て
論
ず
べ
き
部
分
は
多

い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
論
争
の
過
程
で
、
論
者
が
必
ず
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
作
業
が
あ

っ
た
。
そ

れ
は
、
山
田
文
法

の

「陳
述
」
「統
覚
作
用
」

こ
れ
ら
二

つ
の
文
法
用
語
の
関
係
を
見
極
め
る
事
で
あ

っ
た
。
文
法
用
語
と
し
て
の

「
陳
述
」

が
山
田
博
士
に
よ

っ
て
初
め
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
以
上
、
論
者
自
身
の

「陳
述
」
（あ
る
い
は
そ
れ
相
当

の
何
か
別
の
言
葉
）
の
オ

リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
明
確
に
し
、
山
田
文
法
の
批
判
克
服
に
向
か
う
た
め
に
も
、
右
の
語
義
の
検
討
は
重
要
な
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
論
者

の

「陳
述
」
「統
覚
作
用
」
の
関
係
の
理
解
は
、
統

一
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

今
、
代
表
的
な
諸
家
の
見
解
を
整
理
し
て
み
る
と
、

）

ω

a

「陳
述
」
と

「統
覚
作
用
」
は

（
ほ
ぼ
）
等
し
い
…
…
三
宅

・
三
尾

・
時
枝

・
大
久
保

・
川
端

・
森
重

・
渡
辺
氏

）

②

b

両
者
は
部
分
的
に
違
う
…
…
佐
藤

・
仁
田
氏

③

に
ま
ず
分
け
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
次
に
は
、
二
語
を
喚
体
句

・
述
体
句

に
ど
う
認
め
る
か
で
別
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
異
な

っ
た
と
こ

ω

ろ
で
は
、
尾
上
氏
の
、
「陳
述
」
の
用
語
と
し
て
の
資
格
を
問
わ
れ
る
説
も
あ
が

っ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
問
題
は
、
そ
の
文
法
論
に
お
い
て
重
要
な
用
語
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
と
ま

っ
た
解
釈
が
施
さ
れ
ぬ
ほ
ど
、
山
田
文
法

の
文
法
書
は
読
み
に
く
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
を
、
要
す
る
に
用
語
の
概
念
規
定

が
曖
昧
で
あ

っ
た
か
ら
、

と
し
て
片
付
け
る
事
も
い
か
が
か
と
思
わ
れ
る
。
と
言
う
の
も
、
従
来
、
諸
家
に
共
通
し
て
い
た
こ
と
は
、
「陳
述
」
と

「陳
述
作
用
」
を
区

別
せ
ず

に
、
ど
ち
ら
か

一
方
を
文
法
用
語
と
し
て

（
そ
の
作
用
的
な
面
を
と
ら
え
て
）
「統
覚
作
用
」
と

つ
き
比

べ
て
い
る
事
で
あ
る
。
し
か

⑤

し
、
博
士
の
文
法
書
に
は

「陳
述
」
と

「
陳
述
の
能
力
」
と
を
区
別
し
て
い
る
記
述
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一2一



日
本文

法
論

日
本
文
法
学
概
論

（
ハ
イ
ゼ
の
形容

詞
の
条
を
引
用
し
た
と
こ
ろ
で）

…
動
詞
は
附

…
而
し
て、

そ
の
動
詞
は
附
属
性
の

観
念
を

あ
ら
は
す
と
同時

に、

属
性
の
観念

を
あ
ら
は
す
と
同時

に
陳述

に
於
け
る
形
式
的
能
力をも有するに、其の補欠部分たる形容詞はこの属性観念

陳
述
に
於
け
る
形
式
的能

力
を
有
す
る
も
の

な
る
に、

そ
の

補欠

部

の

み
に
て、

更
に
陳
述
の
形
式的

能
力
を
有
せ
ず。

こ
れ、

か
れにてはかの形容詞と動詞との区別を立つる所の最大要点なりとす。我にありては如何。形容詞と称せらるるものにてかの属性観念と同時に陳述の能力即統覚作用をも一の語にてあらはす。この故に形容詞のままにて、この花は美し。かの山は高し。などいふことを得るなり。（P85）

分
た
る
形
容
詞
は
こ
の
属
性
観
念
の
み
あ
り
て
更
に
陳述

の
形
式
的

-
能
力
を
有
す
る
こ
と
な
し。

こ
れ、

か
れ
に

て
か
の
形
容
詞
と
動
詞との区別を立つる所の最大要点なりとす。われにありては如何。形容詞と称せらるるものにてもかの属性観念と同時に陳述の能力即ち統覚作用をもその一の語にてあらはす。この故に形容詞のま、にてこの花は美し。かの山は高し。などいひて一の句を構成するを得るなり。（P71）

[3―

（傍
線
は
塚
本
）

右
に
引

い
た
箇
所
で
は
、
英
独
と
日
本
と
の
用
言
の
比
較
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
言
う
と
こ
ろ
は
、
日
本
語
の
場
合

、
動
詞
と
同
じ
く
形
容

詞
に
も

「陳
述
に
於
け
る
形
式
的
能
力
」
「陳
述
の
形
式
的
能
力
」
「陳
述
の
能
力
」
が
あ
り
、
（少
な
く
と
も
用
例
か
ら
す
れ
ば

）
述
語
と
な



 

 

っ
て

二

の
句
を
構
成
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
右
の
箇
所
か
ら
す
る
と
、
「陳
述
の
能
力
」
は

「
陳
述
」
の
中

の

「
形
式
的

 

 

 

能
力
」

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
全
体
と
し
て
の

「陳
述
」
に
含
ま
れ
る
、
部
分
の

「陳
述
の
能
力
」
こ
そ
が

「
統
覚
作
用
」
に
等
し

い
、
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
は
、
右
の

「陳
述
」
の
中

の

「陳
述

の
能
力
」
、
あ
る
い
は

「陳
述
」
そ
の
も
の
と

「陳
述
の
能
力
」
と
を
区
別
し

て
い
く
、
と

 

 

い
っ
た
観
点
は
と
ら
れ
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
加
え
て
、
結
論
の
方
か
ら
述
べ
る
な
ら
ば
、
先
に
引
用
し
た
語
論
で

の

「
統
覚
作
用
」
と
、

 

 

句
論

で
の

「統
覚
作
用
」
と
は
、
す
ぐ
さ
ま
同

一
に
見
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ

「統
覚
作
用
」
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
を
部
分

の

む

（あ
る

い
は
要
素
）
と
し
て
含
む
全
体
、
す
な
わ
ち

「思
想
」
が
、
語
論
と
句
論
と
で
は
違
い
を
見
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿

の
目
的
は
、
ま
ず
は
山
田
文
法
に
お
け
る

「陳
述
」
「統
覚
作
用
」
こ
れ
ら
二
語
の
、
い
わ
ば
原
義
と
相
互
の
関
係
を
探

る
こ
と

で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
全
体
と
し
て
の

「陳
述
」、
部
分
と
し
て
の

「
陳
述

の
能
力
」
、
と
い
っ
た
区
別
で
、
「陳
述
」
に
関
わ

っ
て
く
る
さ
ま
ざ
ま

な
言
葉
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
整
理
に
よ
っ
て
今
ま
で
の

「誤
解
」
さ
れ
て
い
た
箇
所
が
少
し
で
も
明
ら
か
に
な
れ

ば
、
い
わ
ゆ
る

「陳
述
論
争
」
の
あ
る
べ
き
姿
が
見
え
て
く
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
右
の
二
語
の
語
義
の
検
討
を
通
し
て
、

「陳
述
論
争
」
で
言
及
さ
れ
て
い
た
山
田
文
法
像
は
、
必
ず
し
も
正
し

い
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
事
を
証
明
す
る
こ
と

に
も
な

る
。

と
も
あ
れ
、
現
在
の
構
文
論
で
は
、
山
田
文
法
を
た
た
き
台
と
し
て
成
り
立

っ
て
い
る
部
分
が
多
い
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の

批
判
克
服
が
結
果
的
に
正
し
か

っ
た
と
し
て
も
、
山
田
文
法
を
読
み
誤

っ
て
い
る
部
分
だ
け
、
そ
れ
は
構
文
論

（
の
研
究
史
）
に
不
明
瞭
な
像

を
与
え
続
け
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
し
て
、
そ
れ
で
も

「陳
述
」
を
使

っ
て
何
か
を
述
べ
る
と
い

っ
た
場
合
、
先
の
二
語
の
原
義
を

確
か
に
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
懐
し
い
響
き
を
持

つ
か
も
し
れ
な
い
、
こ
れ
ら
二
語
の
掘
り
お
こ
し
が
現

在
に
も
関
わ

っ
て
く
る
事
が
で
き
る
な
ら
ば
幸
い
で
あ
る
。
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二
、
「陳
述
」
と

「陳
述
の
能
力
」
と

「統
覚
作
用
」
と

諸
家
が

「
陳
述
」
あ
る
い
は

「陳
述
作
用
」
と
い
う
用
語
に
対
し
て
、
「統
覚
作
用
」
と
絡
ん
で
、
明
ら
か
な
解
釈
を

つ
か
み
得
な
か

っ
た

の
は
、

一
つ
に
は
、
表
1
に
示
す
よ
う
に
、
「陳
述
」
が

「統
覚
作
用
」
よ
り
も
多
く
の
熟
語
を
下
に
伴

っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
使
わ
れ

て
い
る

事
が
原
因
だ

っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

表
1

「陳
述
」
「統
覚
」
の
使
用
状
態

（○
は
そ
の
文
献
に
あ
る
こ
を
示
す
）

文
献語句

論

講

口

要

概

学

陳

述

○

○

○

○

○

○

陳

述

の

態

度

○

○

○

○

○

○

陳

述

の

要

素

○

○

○

○

○

○

陳

述

す
（
る
）

○

○

○

○

○

○

㈲陳述の確かめ

○

○

○

○

○

陳

述

の

能

力「

○

○

○

○

○

―5一



陳

述

の

方

法

○

○

○

○

○

陳
述
（
の
）

作
用

○

○

○

○

○

陳
述
の

修
飾
格

○

○

○

○

○

陳
述
（
の
）

性質

○

○

○

○

○

陳

述

の

力

○

○

○

○

○

陳

述

の

勢

力

○

○

○

○

陳
述
（
の
）

副
詞

○

○

○

○

陳

述

語

○

○

○

○

陳

述

（
の
）

句

○

○

○

○

陳
述
の
（
意）

義

○

○

○

陳

述

の

基

礎

○

○

○

陳

述

者

○

○

○

陳

述

の

形

式

○

○

○

陳

述

の

状

態

○

○

○

陳

述

の

賓

位

○

○

○

陳

述

の

関

係

○

○

○

陳

述

の

し

か
た

○

○

○

陳

述

部

○

○

○

陳

述

の

本

体

○

○

○
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陳

述

の

主

体

○

○

陳

述

の

様

式

○

○

陳

述

の

主

題

○

○

陳

述

の

話

題

○

○

陳

述

の

語

勢

○

陳
述
の

修
飾
語

○

陳

述

の

方

式

○

陳

述

法

○

陳

述

の

言

遣

○

陳

述

の

材

料

○

統
覚
（
の）

作用

○

○

○

○

○

○

統

覚

○

○

○

○

統
覚
（
の）

運
用

O

O

O

O

統

覚

力

○

「7一

（論
11

『
日
本
文
法
論
」

講
=

『
日
本
文
法
講
義
』

ロ
ー-

『
日
本
口
語
法
講
義
』

要
11

『
日
本
文
法
要
論
」

概
11

『
日
本
文
法
学

概

論
」

学
目

「
日
本
文
法
学
要
論
」
以
下
こ
の
略
称
を
使
う
）

こ
う
し
た
語
群
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
中
に
は
か
な
り
の
同
義
語
が
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う

（た
だ
し
、
「陳
述
」
「統
覚
」

を
持
た
ぬ
言
葉
に
も
同
義
語
は
あ
る
）
、
と

い
う
事
で
あ
る
。
ま
た
、
右
の
表
に
は
、
文
法
体
系
の
中
の
分
類
項
目

（
た
と
え
ば

、
陳
述
語

・



陳
述

（
の
）
副
詞

・
陳
述
の
修
飾
格
な
ど
）
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
こ
う
し
た
用
語
の
場
合
、
そ
の

「陳
述

」
な
る
語
が
付
け
ら
れ

た
理
由
を
確
か
め
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

ま
ず
、
「陳
述
」
の
所
在
を
問
う
、
と
い

っ
た
事
に
関
し
て
取
り
沙
汰
さ
れ
て
き
た

「
用
言
」
11

「
陳
述
語
」
を
検
討

し
て
み
る
。
「用
言
」

に
つ
い
て
全
て
の
文
法
書
に
共
通
し
た
定
義
の
し
か
た
は
、

用
言
と
は
陳
述
の
力
の
寓
せ
ら
れ
て
あ
る
語
に
し
て
多
く
の
場
合
に
事
物
の
属
性
を
同
時
に
あ
ら
は
せ
り
。

ヨ

（概
P
4
）
1

用
言
は
そ
の
因
子
と
し
て
属
性
観
念
と
陳
述
の
力
と
を
有
す
る
こ
と
は
…
…

 

（概
P
8
）
1

の
よ
う

に
、
用
言
に
二

つ
の
要
素
が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
こ
れ
に
準
ず
る
表
現
の
中
で
、
「属
性
」
以
外

の
要
素
を
ど
う

言
い
表
わ
し
て
い
る
か
、
整
理
す
る
と
表
Ⅱ
の
よ
う
に
な
る
。

表
Ⅲ

「属
性
」
と
O
O
に
あ
た
る
言
葉

文
献語句

論

講

口

要

概

学

陳

述

の

勢

力陳述の要素陳述の能力

り乙

8

7

8駈駈認硲-且1116218且881361516臆附跳鵬ll

鶴鮒

「

瑠8

婚π覗2

12齢9

10鰍兇6£U89

14

1π傲鰍鵬

囎
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陳
述
に
於
け
る形

式
的
能
力

細

徊

陳

述
の

形
式
的
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C
o

P
u

l

a

と

し

て
の

力CoPUla

幻67

14m8

114αH=

（数
字
は
頁

・
行
の
順
、
a
b
は
同

一
行
に
ニ
ケ
所
あ
る
こ
と
を
示
す
）

・

・

・

・

…

㎝

一
応
、
右
に
挙
げ
ら
れ
た
語
群
は
、
各
文
献
を
通
し
て
、
「用
言
」
に
関
し
て
は
、
同
義
語
の
関
係
に
あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
問

題
と
な
る
の
は

「
陳
述
」
が
あ
て
は
ま
る
場
合
で
あ
る
が

（講
P
捌
、
口
P
伽
、
概
P
鋤
兜
）
、
こ
れ
は

「
陳
述
の
力
」
「
陳
述
の
能
力
」
の
略

し
た
言

い
方
で
あ
ろ
う
。

21

こ
の
二
別
は
用
言
に
属
性
と
陳
述
の
力
と
の
二
要
素
の
存
す
る
事
実

に
並
行
す
る
も
の
な
り
。
…
…
そ
の
普
通
の
用
言
に
属
性
と
陳
述
と

の
二
者
の
合
併
し
て
存
在
せ
る
も
の
な
る
を
…
…

⑧

（概
p
糀
）

こ
う
し
た

「陳
述
の
能
力
」
「陳
述
の
力
」
の
省
略
の

「陳
述
」
は
、,
形
式
用
言

（存
在
詞
）
の
と
こ
ろ
に
も
見
ら
れ

る
。



存
在
詞

「
あ
り
」
の
陳
述
を
あ
ら
は
す
も
の
は
…
…
こ
の
場
合

の

「あ
り
」
は
存
在
の
意
を
あ
ら
は
す
も
の
に
あ

ら
ず
し
て
陳
述
の
力
を

あ
ら
は
す
も
の
な
れ
ば
…
…

（概
p
脳
）

こ
の
省
略
の

「陳
述
」
に
準
ず
る
も
の
は
、
表
皿
に
示
す
通
り
。

表
皿

省
略
の

「陳
述
」
1

形
式
用
言

（存
在
詞
）
の
場
合
1

講

口

概610141518181い231097）5141132

14

13

8

10

12

14

3

皿
皿

量

窮

麺

罫
㈱

謝
鵬
鵬
阻
隈

雛

13

ま
た
、
論
で
は
、
「統
覚
作
用
」
を

「あ
ら
は
す
」
と
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

以
上

の
結
果
か
ら
す
れ
ば
、
用
言
に
認
め
ら
れ
る
の
は

「陳
述
の
能
力
」
「陳
述
の
力
」
で
あ

っ
て
、
「陳
述
」
で
は
な
い
。
こ
の

「陳
述
の

能
力
」
が
、
「統
覚
作
用
」
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

こ
、
に
於
い
て
用
言
の
用
言
た
る
べ
き
特
徴
は
統
覚
の
作
用
即
ち
語
を
か

へ
て
い
は
ゾ
、
陳
述
の
力
の
寓
せ
ら
れ

て
あ
る
点
に
あ
り
。

（概
P
95
）

oo

と
言
わ
れ
る
時
、
そ
の

「
語
を
か
へ
て
い
は
ゞ
」
は
文
字
通
り
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
両
者
は
と
も
に
あ
る
働
き
を
さ
す

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
と
用
言
に
限

っ
て
は
、
「統
覚
作
用
」
は

「
陳
述
」
の

一
部

・
要
素
で
あ
る
。



そ
れ
で
は
、
そ
の
全
体
に
あ
た
る
1

少
な
く
と
も
用
言

一
語
の
範
囲
を
超
え
た
ー

「陳
述
」
の
実
体
は
何
で
あ

ろ
う
か
、
と
い
う
事
に

な
る
。
ま
ず
手
が
か
り
は

「自
用
語
」
の
定
義

に
求
め
ら
れ
る
。

自
用
語
と
は
夫
自
身
に
独
立
し
て
用
ゐ
ら
れ
、
文
を
形
成
す
る
骨
子
と
な
り
、
陳
述
の
基
礎
と
な
る
も
の
に
し
て
所
謂
名
詞
、
代
名
詞
、

形
容
詞
、
動
詞
に
し
て
体
用
二
言
之
に
あ
た
る
。

（講
P
17
、
同
じ
く
論
P
55
口
P
17
）

1

自

用
語
と
い
ふ
は
…
…
談
話
文
章
を
構
成
す
る
骨
子
と
な
り
、
陳
述
を
な
す
場
合
の
直
接
材
料
と
な
る
性
質
を
有
す
る
も
の
に
し
て

（概
P
86
）

こ
の
引
用
例
か
ら
す
れ
ば
、
「陳
述
」
を
形
作
る
の
は
体
言
と
用
言
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
用
言
の
定
義
も
、
体
用

二
言
か
ら
成

る

「
陳

述
」
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

用
言
は
体
言
と
相
待
ち
て
句
の
組
立
の
骨
子
と
な
る
も
の
に
し
て
、
体
言
に
対
し
て
何
等
か
の
説
明
を
し
て
陳
述
を
な
す
要
素
な
り
。

ω

（概
P
幽
、
同
じ
く
講
P
47
口
P
44
）

働

用
言
が
体
言
に
対
し
て
何
等
か
の
説
明
を
な
す
こ
と
、
こ
れ
が
ま
ず

「陳
述
」
の
中
身
と
判
断
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
体
言
用
言
ー

観
念
語

二

つ
の
間
の
関
係
、
こ
れ
は

「語
の
運
用
」
論

の
中
の

「位
格
」
の
項
に
お
い
て
確
認
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

即
す
べ
て
用
言
は
あ
る
事
物
を
中
心
と
し
て
そ
れ
に
つ
き
て
何
事
か
を
説
明
す
る
も
の
な
る
が
そ
の
説
明
の
中
心
と
な
る
事
物
を
ば
、
用

14



言

の
主
格
と
は
い
ふ
な
り
。
即
主
格
の
語
又
は
主
語
と
い
ふ
は
陳
述
の
主
体
た
る
語
を
い
ふ
な
り
。

03

 

りり

 ロ

（論
P
1
、
同
じ
く
講
P
3
口
P
3
）

8

3

9
自

「陳
述

の
主
体
」
と
い
う
語
句
自
体
、
そ
れ
は
用
言

一
語
の
範
囲
を
超
え
た
あ
る
全
体
に
基
づ

い
て
い
る
。
こ
の
時
主
格
に
立

つ
の
は
体
言
、

そ
の
主
格
に
対
し
て

（要
以
降
、
主
位
観
念
と
賓
位
観
念
と
の
対
比
に
対
し
て
と
限
定
さ
れ
る
が
）
「陳
述
を
な
す
」
時
、
用
言
は
述
格

に
立

つ
し

（論
P
鮒
講
P
鵬
口
P
蹴
要
p
58
概
P
研
学
m
）
、
「陳
述
の
能
力
」
が
発
揮
さ
れ
る

（論
P
鮒
概
P
㎝
学
P
価
）
。

次
に
自
用
語
は

「句
」
を
組
立
て
る
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
こ
の

「句
」
は

「述
体
句
」
に
限
ら
れ
る
。

述
体
は
そ
の
緊
要
な
る
成
分
と
し
て
主
語
と
述
語
と
を
要
す
。
主
語
と
は
夫
れ
に
よ
り
て
何
等
か
の
陳
述
の
起
さ
る
、
所
の
本
体
を
あ
ら

は
す
語
な
り
。
述
語
と
は
主
語
を
基
と
し
て
陳
述
す
る
所
の
も
の
な
り
。

概
し
て
い
へ
ば
主
語
と
な
る
も
の
は
体
言
、
述
語
と
な
る
も
の
は
用
言
な
り
。
か
く
て
こ
の
種
の
句
の
最
必
要
な
る
も
の
は
陳
述
の
能

力
を
有
す
る
用
言
に
あ
る
な
り
。

 

（論
P
23
）

1

そ
の
命
題
の
形
を
と
れ
る
句
は
主
語
述
語
の
対
立
あ
り
て
、
陳
述
の
形
式
を
と
れ
る
も
の
な
る
を
以
て
今
之
を
述
体

の
句
と
い
ふ
。

（講
P
29
、
同
じ
く
口
P
19
）

4

3

「陳
述

の
形
式
」
と
い
う
語
句
に
、
い
わ
ば
露
骨
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
全
体

「
陳
述
」
に
応
ず
る
言
語
上
の
現
象
は
、
体
言
が
主
語
、

用
言
が
述
語
に
位
置
す
る
―

用
言
が
上
に
あ
る
体
言
に
対
し
て
説
明
を
す
る
ー

も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
こ
の

「述
体
句
」

15



の
内
部
分
類
に
あ
た
っ
て
、
分
類
基
準
と
し
て

「
陳
述
の
態
度
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が

（講
第
四
十
二
章
、
口
第
三
十
七
章
、
要

一
一
、
概

第
四
十
六
章
、
学

一
四
）
、
こ
こ
で
の

「
陳
述
」
も
用
言

一
語
に
限
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
を
以
て

一
切
の
述
体
句
を
見
る
に
、
そ
の
陳
述
が
、
対
者
に
話
し
か
く
る
態
度
を
と
れ
る
も
の
と
、
し
か
ら
ざ
る
態
度
の
も

の
と
の
二
様
あ
る
を
見
る
。

（概
P
粥
、
同
じ
く
講
P
姐
、
口
P
謝
、
要
P
89
―
90
、
学
P
拗
）

qの

右

の

「
陳
述
」
は
、
あ
る
全
体

「陳
述
」
の
意
義
的
な
面
に
重
き
を
置
い
て
使
わ
れ
て
い
る
、
と
と
れ
よ
う

（さ
ら
に
概
学
で
は
、
「
主
格
」

と

「
賓

格

」

と

で

「
陳

述

の
態

度

」

を

分

け

て

い

る

1

概

P

68

、

学

P

77
）
。

（
ロ

ー
」

加
え
る
に
、
全
体
と
し

て
の

「陳
述
」
を
特
徴
づ
け
る
も
の
に
、
「装
定
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

こ
の
陳
述
語
は
其
の
本
体
は
文
の
陳
述
を
な
す
も
の
な
れ
ど
も
、
別
に
発
達
を
な
し
て
、
概
念
語
を
装
定
す
る
用
法

あ
り
。

（略
）
し
か

し
て
其
の
属
性
観
念
は
或
概
念
に
つ
き
て
、
陳
述
す
る
に
用
ゐ
ら
る
、
こ
と
あ
り
。
又
或
概
念
を
装
定
す
る
に
用

ゐ
ら
る

、
こ
と
あ
り
。

（論
P
58
、
同
じ
く
概
P
90
）

1

用
言
は
用
言
本
来
の
性
質
に
よ
り
て
或
は
陳
述
又
は
装
定
を
な
し
…
…

 

（論
P
O4
）

1

即
ち

一
は
陳
述
を
な
す
場
合
に
し
て
、
他
は
装
定
を
な
す
場
合
な
り
。
こ
、
に
そ
の
陳
述
を
な
す
場
合

に
於
い
て
は
そ
の
用
言
は
い
つ
も

そ
の
句
の
最
後
に
来
る
も
の
に
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
用
ゐ
ら
る
、
体
言
は
い
つ
も
そ
の
用
言
の
上
に
在
る
も
の
な
り
。

（概
P
謝
、
同
じ
く
要
P
血
、
学
P
吻
）

1

61



の
よ
う
に
、
体
言
の
上
に
用
言
が
来
て
い
る
現
象
を
さ
す
。
そ
し
て
こ
の

「装
定
」
か
ら
わ
か
る
事
は
、
「陳
述
」
と
い
う
も
の
は

「
装
定
」

と

一
対

で
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ

っ
て
、
用
言
が
体
言
に
対
し
て
持

つ

（位
置
）
関
係
の
う
ち
1

二

つ
あ
る
う
ち
の

一
つ
に
過
ぎ
な
い
、
と

罠
」

0
0

   

ユ

い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
や
は
り
、
「陳
述
」
を
用
言

（句
末
の
述
語
と
な
る
）
内
に
求
め
る
事
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

以
上

、
用
言
が
述
語
と
な
っ
て
上
に
あ
る
体
言
に
対
し
説
明
を
す
る
事

・
そ
の
姿
に

「
陳
述
」
を
求
め
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
全
体
と
し

・

・

…

㎝

て
の

「陳
述
」
を
前
提
に
し
た
述
べ
方
の
典
型
に
、
「陳
述
を
な
す
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
用
言
が

「陳
述
を
な
す
」
と
は
、
言
い
か
え
る
と
、

用
言
の

「陳
述
の
能
力
」
が
働
い
て

「陳
述
」
を
形
作
る
、
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
述
べ
方

に
「陳
述

の
用
を
な
す
」

「陳
述

に
用
い
ら
れ
る
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は

「装
定
」
の
対
で
あ

っ
た

「陳
述
」
を
思
い
合
わ
せ
る
と
、
全
体
で
あ
る

「陳
述
」
か

ら
派
生
し
た
述
べ
方
と
み
て
よ
い
。
ま
た
、
結
局
は
文
体
の
差
に
な
る
が
、
口
語
体
を
基
本
に
書
か
れ
て
あ
る
口

・
要

・
学
で
は
、
「
陳
述
を

な
す
」
よ
り
も

「陳
述
を
す
る
」
が
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る

（口
に
は

「陳
述
の
用
を
す
る
」
と
い
う
例
も
見
ら
れ
る
）
。

…
…

「美
し
」
「戯
る
」
等
は
陳
述
を
な
し
て
句
の
述
語
た
る
な
り
。

（講
P
50
）

…
…

「多
い
」
「み
る
」
「通
る
」
「く
る
」
等
は
陳
述
を
し
て
句
の
述
語
と
な
っ
て
い
る
。

（
口
P
46
）

今
、
こ
う
し
た
述
べ
方
を
整
理
し
て
、
表
W
に
示
す
。
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表
W

「
陳
述
を
な
す」

及
び
そ
れ
に
準
ず
る
述
べ

方
の
使
用
状
況

文
献述べ方

論

講

口

要

概

学

陳

述

を

な

す

號

灘

94

6

14

12お駈74=4478

聯
㎜
㎜

㎜
㎜
㎜
㎜細1

=

12

13
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（「陳
述
の
用
を
す
る
」
は
口
の
み
）

こ
れ
ら
の
述
べ
方
の
中
の

「陳
述
」
は
、
ま
ず
全
体
の

「陳
述
」
の
こ
と
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
「陳
述
」
の
成
立
に
は
用
言
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の

「陳
述

の
能
力
」
が
働
く
か
ら
こ
そ

「陳
述
」
が
成
り
立
ち
、

そ
の
主
役
が
用
言
に
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
も
と
も
と
体
言
用
言
の

一
つ
の
関
係
を
さ
し
て
い
た

「陳
述
」

に
、
い
き
お

 

 

 

 

い
用
言

の
方
に
焦
点
の
あ
て
ら
れ
た
述
べ
方
が
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
典
型
が
、
用
言
が

「陳
述
す

（る
）
」
と
い
う
述

べ
方

で

㈹

あ
る
。
そ
の
使
用
状
況
を
表
V
に
示
す
。

表
V

「陳
述
す

（
る
）
」
の
使
用
状
況
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概
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「陳
述

す

（る
）
」
の
場
合
に
厄
介
な
の
は
、
た
と
え
ば
、

即
こ
の
種
の
用
言
の
本
体
と
し
て
主
体
に
対
し
て
其
の
属
性
観
念
を
陳
述
し
て
統
覚
作
用
を
完
く
す
。

ヨ

（論

P
3
）
2

の
場
合

の
よ
う
に
、
「
主
体
に
対
し
て
」
と
こ
と
わ
り
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
「陳
述
」
が
用
言
の
方
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
―

一
語
の
範
囲

内
に
お
さ
ま
っ
て
ー

解
釈
さ
れ
て
し
ま
う
事
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「陳
述
す
る
」
こ
と
と

「陳
述
す
る
」
も
の
と
の
区
別
が

つ
き
に
く
く
な

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
従
来

「陳
述
」
の
読
み
と
り

に
く
さ
の
原
因
と
な

っ
て
い
た
の
は
、
用
言
に
焦
点

の
移
さ
れ
た

「陳
述
」

が
あ

っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
0

こ
の
、
用
言
の
方
に
焦
点
の
移
さ
れ
た

「陳
述
」
は
、
ま
ず
複
語
尾
に
関
係
し
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
複
語
尾
の
分
類
名

「
陳
述
の
確
め
」

や

「陳
述
を
確
む
る
」
（論
講
口
概
学
）
、

「陳
述
の
状
態
」
（講
口
概
）
で
の

「陳
述
」
は
、
全
体
の

「陳
述
」
か
ら
き
た
も

の
だ
と
と
れ

よ

㎝
う
。
し
か
し
、
「非
経
験
性
の
陳
述
」
「非
現
実
性
の
陳
述
」
（概
）
と
な
る
と
、
こ
れ
ら
が
複
語
尾
を
含
む
あ
る
全
体
を
意
味
の
上
か
ら
命
名

し
た
の
か
、
用
言
に
複
語
尾
の
つ
い
た
も
の
を
全
体
と
し
て
命
名

し
た
の
か
、
区
別
し
難
い
。
さ
ら
に
、

用
言
の
本
幹
た
る
第

一
語
尾
は
そ
の
属
性
の
直
接
に
作
用
せ
る
こ
と
又
単
純
な
る
陳
述
を
あ
ら
は
す
が
、
…
…
そ
の
統
覚
の
運
用
を
委
曲

12



に
陳
述
す
べ
き
必
要
生
じ
来
る
。

（講
P
㍑
、
同
じ
く
論
P
謝
、
口
P
魍
、
要
P
34
、
概
P
鋤
、
学
P
65
）

こ
こ
で
の

「陳
述
」
は
、
し
か
し

「
用
言
の
本
幹
た
る
第

一
語
尾
」
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
と
ら
れ
る
。
こ
れ
は
明

ら
か
に

「
陳
述
」
の
焦

点
が

「
用
言
」
の
方
に
移
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
今
、
こ
う
し
た

「陳
述
」
を
、
複
語
尾
の
条

に
つ
い
て
列
記
す

る
と
、

「
陳
述
副
詞
」
に
関
す
る
表
現
に
も
、
右
に
似
た

「陳
述
」
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
項
目
の
あ
る
文
献
は
論
講
口
概
で
あ
る
が
、
論
を
除
い
て

共
通
し
て
い
る
表
現
に

「陳
述
の

（を
）
装
定

（す
る
）
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
講

口
概
と
も
先
に
指
摘
し
て
お
い
た
「陳
述
の
能
力
」

の
省
略

で
あ
る

「陳
述
」
が
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら

（
し
か
も
同
じ

「陳
述
副
詞
」
に
関
わ
る
と
こ
ろ
で
―
―
講

P
81
口
P
25
概
P
72
）
、

-
⊥

-
⊥

0
0

ヨ

  
 

り
ゐ

「
陳

述

の
能

力

」

を

装

定

す

る
と

解

釈

し

て
お

い
た

方

が

よ

い

で

あ

ろ

う

。

論

に
お

い

て

は

、

「
陳

述

の
勢

力

」

（
P

O

）

「
決

素

」

（
P

9

0

0

5

4

だ0
5

 

 ロ

「
述
素

」

（
P

O
）

「
決

定

要
素

」

（
P

2

）

を
装

定

す

る

、

と

記

さ

れ

て
も

い
る
。

問

題

と

な

る

の
は

、

四
書

全

て

に
見

ら

れ

る

「
述

語

の

陳

只
∪

只
）

述
の
方
法
」
を

「装
定
」
「修
飾
」
す
る
と
い
う
表
現
で
あ
る

（論
P
29
、
講
P
93
、
口
P
34
、
概
P
88
）
。
こ
の
語
句

の
言
う
と
こ
ろ
は
、
陳

【0

1

1

り0

述
副
詞
が
上
に
あ
る
時
、
そ
の
下
の
述
語
で
あ
る
用
言
が
他
の
複
語
尾

・
助
詞
を
伴

っ
て
ど
う
陳
述
す
る
か
、
決
ま

っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
「陳
述
副
詞
」
の
「陳
述
」
に
関
し
て
は
、
そ
れ
は
全
体
を
意
味
す
る
「陳
述
」
の
、
体
用
の
状
態
に
応
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
用
言

が
述
語
で
な
い
場
合
1

「装
定
」
で
は
な
く

「陳
述
」
の
場
A
〒
1

、
装
定
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る

（論
P
O3
29
、
講
P
93
、
口

π0
にり

ー

P
34
、
概
P
88
）
。
が
し
か
し
、
そ
れ
が

「
述
語
の
陳
述
の
方
法
」
と
表
現
さ
れ
て
し
ま

っ
た
場
合
、
「
陳
述
」
が

「述
語
」
に
限
ら
れ
る
も
の

1

0Q

と
理
解

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

「陳
述
」
も
用
言
に
焦
点
が
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（ま
た
、
「陳
述
の
方
法
」
あ
る

い
は
そ
れ
に
類
し
た

⑳

語
句
の
場
合
も
、
そ
う
で
あ
る
と
見
て
よ
い
）
。
以
上
を
整
理
し
て
表
W
に
示
す
。



表
W

「陳
述
副
詞
」
に
関
わ
る

「
陳
述
」

（学
の
場
合
は

「
陳
述
の
修
飾
格
」
に
関
し
て
の
も
の
）

つ
い
で
、
同
じ

「用
言
の
陳
述
の
方
法
」
を
装
定
す
る
も
の
に
、
「係
助
詞
」
が
あ
げ
ら
れ
る

（講
P
謝
、
口
P
㈱
、
概
P
蜘
）
。
こ
れ
も
焦

点
が
用
言
の
方
に
移

っ
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
ま
た
、
そ
の
職
能
に
関
し
て
、
「陳
述
を
支
配
す
る
」
「
そ
の
陳
述
に
勢
力

を
及
ぼ
す
」
と
い
う

述
べ
方
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
同

一
文
献
中
に

「陳
述
の
力
を
支
配
」
「陳
述

の
勢
力
に
大
な
る
関
係
を
及
ぼ
す
」
等
と
あ

る
の
が
見

ら

れ
る
の
で
、
「陳
述
の
能
力
」
の
省
略
の
も
の
と
判
断
で
き
る

（同

一
の

「係
助
詞
」
の
頃
に
お
い
て
）
。
問
題
と
な
る
表
現
は
、
要
よ
り
見
ら

文
献述べ方

論

講

口

概

学

「
陳
述
を

装
定
（
修
飾）
」

する↓「陳述の能力」の省略

翻
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れ
る

「
一
定
の
陳
述
を
要
求
す
る
」
、
ま
た
「導
く
」
（
こ
れ
は
概
よ
り
）
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
現
で
あ
れ
ば
、
「
陳
述
」
は
当
然
、
係
助
詞
の

 

 

下
の
用
言
の
方
に
限
ら
れ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も

「
用
言
」
の
方
に
焦
点
の
移
さ
れ
た

「
陳
述
」
に
準
ず
る
も
の

と
し
て
よ
い
・
「係
助
詞
」
に
関
わ
る

「
陳
述
」
を
整
理
し
て
表
w
に
示
玄

㈱

表
W

「係
助
詞
」
に
関
わ
る

「陳
述
」

句
論

で
は
、
「
語
の
排
列
」
を
説
く
と
こ
ろ
で
の
、
「陳
述
部
」
に

つ
い
て
、
「
用
言
」
の
方
に
焦
点

の
移
さ
れ
た

「陳
述
」
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
は
要
よ
り
見
え
る
項
目
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
用
言
に

「属
性
」
と

「陳
述
の
力
」
と
が
認
め
ら
れ
、
そ
の

「
陳
述
の
力
」
に
結
び

つ

い
て
用
言
の
下
に
付
く
助
詞

・
複
語
尾
を
、
「
用
言
」
と
と
も
に
ま
と
め
て
命
名
し
た
も

の
で
あ
る

（要
P
鵬
、
概
P
脳
、
学
P
脚
）
。

つ
ま
り

ー

り
、
「
簾
述
郭

―
と
い
う
語
自
体
、
「用
言

―
へ
お
よ
び
そ
れ
に
付
属
す
る
複
語
尾

・
助
詞
）
に
焦
点
の
移
さ
れ
た

「凍
述

一
を
基
に
し

て
い
る

文
献述べ方・語句

論

講

口

要

概

学

「
陳
述
の
能
力」

の
省
略の「陳述」
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の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「陳
述
部
」
の
働
き
の
表
現

「陳
述
に
従
属
す
る
」
「陳
述
の
委
曲
を
あ
ら
は
す
」
等
こ
れ
ら
も
右
の

「陳
述
」
に
由
来

す
る
用
法
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
こ
の
用
法
を
列
記
す
れ
ば
、

以
上

、
「陳
述
」
お
よ
び
そ
の
派
生
の

「
語
句
」
「述

べ
方
」
の
分
析
を
行
な

っ
て
き
た
。
結
果
か
ら
言
え
ば
、
用
言

に
は

「陳
述
の
能
力
」

が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
用
言
が
上
に
あ
る
体
言

（あ
る
い
は
主
格
）
に
対
し
て
何
ら
か
の
説
明
を
す
る
、

こ
う
し
た
体
言
用
言
の

関
係

・
状
態
が

「陳
述
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
そ
の
全
体
で
あ
る

「陳
述
」
を
形
作
ら
せ
る
、
基
で
あ
る
と
こ
ろ
の
用
言
に
焦
点
が
移
さ
れ
た

時
、
「
陳
述
す
る
」
と
い

っ
た
コ
ト
的
表
現
と
な
る
。
ま
た
、
「陳
述
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
に
は
、
全
体
と
し
て
の

・
本
来
の
用
法

の

「陳

述
」
と
、
そ
の
部
分

「陳
述
の
能
力
」
の
省
略
形

「陳
述
」
と
、
さ
ら
に
上
の
二
つ
の
用
法
を
両
端
に
位
置
さ
せ
た
時
、
い
わ
ば
そ
の
中
央

に

あ
る
、
用
言
の
方
に
焦
点
の
移
さ
れ
た

「
陳
述
」
と
、
こ
れ
ら
三

つ
の
用
法
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
今
、

こ
の
分
析

の
結
果
か
ら
、
従
来

、

「陳
述
」
に
つ
い
て
よ
く
引
用
さ
れ
て
き
た
箇
所

に
、
再
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

用
言
の
最
も
大
切
な
特
徴
は
そ
の
陳
述
の
作
用
を
あ
ら
は
す
と
い
ふ
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
用
は
人
間
の
思
想
の
統

一
作
用
で
、

主
位
に
立

つ
概
念
と
賓
位
に
立

つ
概
念
と
の
異
同
を
明
に
し
て
之
を
結
び

つ
け
る
力
を
さ
す
の
で
あ
る
。

（
口
P
44
1

45
、
同
じ
く
講
P
48
、
概
P
囎
、
講
の
末
尾
は

「…
…
を
有
す
」
）

抑
も
陳
述
を
な
す
と
い
ふ
こ
と
は
之
を
思
想
の
方
面
よ
り
い
へ
ば
主
位
の
観
念
と
賓
位
の
観
念
と
の
二
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
し
て
、
そ
の
主
賓

の
二
者
が
合

一
す
べ
き
関
係
に
あ
る
か
、
合

一
す
べ
か
ら
ぬ
関
係
に
あ
る
か
を
決
定
す
る
思
想
の
作
用
を
以
て
内
面

の
要
素
と
し
て
、
そ
を
言
語
の
上
に
発
表
し
た
る
に
外
な
ら
ず
。

（概
p
研
、
同
じ
く
要
P
59
、
学
P
m
、
た
だ
し
要
の
出
だ
し
は

「陳
述
す
る
と

い
ふ
事
は
」
）



こ
こ
で

「陳
述
」
は
、
「思
想
」
の
用
語

（か

つ
要
素
）
を
使

っ
て
、
い
わ
ば
学
問
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
注
意
す
べ
き

は
、
「陳
述
を
な
す
」

 

 

こ
と
は

「主
位
の
観
念
と
賓
位
の
観
念
と
の
二
者
の
関
係
を
明
か
に
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
て
、
「そ
の
主
賓
の
二
者
が
合

一
す
べ
き
関
係
に
あ

 

 

る
か
、
合

一
す
べ
か
ら
ぬ
関
係
に
あ
る
か
を
決
定
す
る
思
想

の
作
用
」
が

「
陳
述

の
作
用
」
「
人
間

の
思
想
の
統

一
作
用
」
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に

こ
の
引
用
例

に
続
く
、
「述
格
の
あ
ら
わ
す
陳
述
と
は
…
…
精
神
的
作
用
の
言
語
的
発
表
な
り
」
（概

P
㎜
、
同
じ
く
学
P
囎
）
「
こ
の

陳
述
と

い
う
精
神
的
作
用
の
対
象
と
す
る
も
の
は
」
概
P
晒
、
同
じ
く
P
60
、
学
P
"
）
と
い
う
場
合

の

「陳
述
」
は
、
「陳
述
の
能
力

」
「
陳

劉

述
の
作
用
」
の
省
略
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
・㍗

そ
し

て
い
ず
れ

に
せ
よ
、
「
陳
述
」
と
呼
び
得
る
言
語
上
の
現
象
ー
1
述
語
と
な

っ
て
い
る

「用
言
」
の
上
に

「体
言
」
が
来
て

「述
体
句
」
を
作

っ
て
い
る
ー

は
念
頭
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
言
う
の
も
、
「陳
述
」
の
中
の
「陳
述
の
能
力
」
が

「統
覚
作
用
」
に
等
し
い
事
か
ら
す
る
と
、
「喚
体
句
」
と

「述
体
句
」
に
関
わ
る

「陳

述
」
と

「統
覚
作
用
」
の
用
法
に

一
つ
の
疑
問
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

―26―

三
、
「統
覚
作
用
」
と

「
了
解
作
用
」
と

ま
ず
、
「統
覚
作
用
」
は
明
ら
か
に

「喚
体
句
」
「述
体
句
」
の
両
方
に
働

い
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

三
、
か
く
し
て
そ
の

一
の
統
覚
作
用
が
何
に
よ
つ
て
結
晶
し
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
と
、

そ
の
中
核
の
差
に
よ
つ
て
、
句
の
性
質
と
形
体
と
を
異
に
す
る
。

そ
れ
は
呼
格
か
述
格
か
を
中
核
と
す
る
も
の
で
、

（学

P

58

）

1



右
の
引
用
例
は
、
学
に
お
い
て
初
め
て
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
「統
覚
作
用
」
の

一
回
の
活
動
に
よ

っ
て

「句
」
の
成
立
す
る
事
が
六
書

全
て
に
見
え
る
の
で
あ
る
か
ら

（論
P
捌
、
講
P
26
、
口
P
16
、
要
P
70
、
概
P
17
、
学
P
45
）
、
「統
覚
作
用
」
は
や
は
り

「喚
体
句
」
「
述

4

0Q

∩ヲ

ー

1

体
句
」
の
両
方
に
働
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
と

「
用
言
」
に
お
い
て
は
、
「統
覚
作
用
」
と

「陳
述

の
能
力
」
「陳
述
の
力
」
「陳
述

の
作
用

」
は
同
義
語

の
関
係
に
あ

っ
た
。
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
れ
で
は
、
「述
体
句
」
に

「陳
述
」
が
見
え
る
の
は
当
然
と
し
て
、
な
ぜ

「
喚
体
句
」

に
は

「
陳
述

（
の
能
力
）
」
と
い
う
言
葉
が
、
た
だ
の

一
回
も
使
わ
れ
て
い
な
い
の
か
?
と
い
う
事
で
あ

る
。
言
い
か
え
れ
ば
、

「
陳
述
の
能
力
」
が
既
に
あ
る
の
に
、
何
を
こ
と
さ
ら

「統
覚
作
用
」
と
い
っ
た
別
の
言
葉
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
。
こ
の
現

象
は
、
「統
覚
作
用
」
が
述
格
中
心
の

「述
体
句
」
に
の
み
働
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
誤
解
を
も
た
ら
し
や
す
い
の
で
あ
る
。

注
意
す
べ
き
は
、
「
統
覚
作
用
」
「陳
述
の
力
」
の
同
義
語
に

「人
間
思
想
の
統

一
作
用
」
等

（表
Ⅲ
参
照
）
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
言

葉
は

「思
想
」
の

一
要
素
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
山
田
博
士
の

「思
想
」
に
対
す
る
解
釈
に
由
来
す
る
も

の
だ
、
と
い
う
事
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の

「思
想
」
が

「
語
論
」
の
文
脈
1

「品
詞
分
類
」
を
施
し
た
結
果
で
も

っ
て
、
語
お
よ
び
語
相
互
の
関
係
を
述
べ
る
ー

、
「句

論
」
の
文
脈
ー

文

の
単
位
で
あ
る

「句
」
を
確
定
し
て
、
そ
の

「句
」
に
よ

っ
て
複
雑
な
文
の
現
象
ま
で
述

べ
尽
く
す
1
1
と

で
、
同
じ

「
思
想
」
と
し
て
語
ら
れ
て
あ
る
か
確
認
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
「統
覚
作
用
」
な
る
言
葉
自
体
に
変
わ
り
が
な
い
以
上

、
そ
の
全
体

で
あ

る

「
思
想

」
に
差
異
を
求
め
る
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
語
論
」
の
中
の

「語
の
性
質
」
に
あ
た
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
思
想
」
は
三
要
素
に
よ

っ
て
成
り
立

つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

日

本

語

文

法

論

日

本

文

法

概

論

か
の
実
体
と
思
惟
す
る
も
の
と、

其
が
有
す
る
属
性
観
念
と
思
惟するものとを結合してこれを統一して思想に上すことは、これ実に人間精神の貴重なる作用にして思想の最要々素なり。（略）こ＼に於いて思想を厳密なる意義にて分析

抑
も
か
の

実在

と
思
惟
す
る
も
の
と
そ
れ
が
有

す
る
属
性
と
思
惟するものと結合して、これを統一して思想に上すことはこれ実に人の精神の貴重なる作用にして思想の根本たる要素なり。（略）こ、に於いて思想を厳密なる意義にて



せ
ば、

三
要
素
に
区
分
せ
ら
る
べ

し。

実
体、

属
性、

精
神
の
統

分
析
せ
ば、

精神

の
統
一

作
用
と、

そ
れ
に
よ
り
て
統
一

せ
ら
る

一

作

用
こ

れ

な

り
。

（
P

樹
）

べ

き
材
料
た
る
観
念
と
の
二
者
の
相
対
し
て
存
す
る
を
知
る
べ

し0

そ
の
材
料
た
る
観
念
は
更
に
分
解
し
て
実
在
と
そ
の
属性

と
に
分

ち
考
ふ
る
を
得
べ

く、

こ
、

に
実在

、

属
性、

精
神
の

統
一

作
用
の

三
者
あ
り
て
は
じ
め
て
一

の
思
想
の
成
立
す
る
を
見
る。
（
P
94
）

つ
ま

り

「
思
想

」

は

「
実

在

（
実

体

）
」

「
属
性

」

「
精

神

の

統

一
作

用

」

の
三

要

素

か

ら
成

り
立

ち

、

そ

の

「
精

神

の
統

一
作

用

」

が

他

の

二

つ
を
統

一
す

る
、
と

い
う

の
が
右

の
「
思
想

」
の
あ

り

方

で
あ

る

。

こ

の
「
統

一
作

用

」
は

用
言

に
認

め

ら

れ

る
作

用

で

（
論

P

62

23

、

講

P
48

、

-

り
4

口

P

44
1

45

、
概

P

95

四
）
、

そ

し

て

「
統

覚

作

用

」

「
陳

述

の
作

用

」

に
等

し

い

の

で
あ

る

（
上

に
同

じ
箇

所

及

び

表

1
）
。

「
統

=

の
図

式

は

、

「
位
格

」

の
中

の

「
主

格

」

に

関

し

て
再

び

見

え

る

。

抑
も
吾
人
の
思
想
に
於
い
て

一
事

一
物
を
理
会
せ
む
と
せ
ば
、
必
ず
其
対
象
に
関
聯
し
て
考

へ
ら
る
べ
き
賓
位
観
念

（主
と
し
て
属
性
、

さ
れ
ど
必
ず
し
も
属
性
に
限
ら
ず
。
）
と
を
分
離
し
て
、
相
対
立
せ
し
め
て
考

へ
、
再
び
こ
れ
を
統
合
し
て
そ
の
間

の
関
係

を
明
白
に
示

し
、
こ
＼
に

一
の
思
想
が
成
立
す
る
な
り
。
か
く
の
如
き
は
即
ち
了
解
作
用
の
特
徴
に
し
て
、
こ
の
主
位
観
念
は
賓
位
観
念
と
相
対
立
し

て
存
し
、
そ
れ
が
陳
述
の
力
に
よ
り
て
統

一
せ
ら
る
べ
き
性
質
を
有
す
る
も
の
な
り
。

（概
P
鰯
、
同
じ
く
要
P
6・
、
学
P
甲

囎
）
㈲

「
主
位
」
「賓
位
」
に
分
離
、
後
に
こ
れ
ら
を

「陳
述
の
力
」

性
質
論
」
で
の

「思
想
」
に
ほ
ぼ
等
し
い
と
言
え
よ
う
。

が
ま
と
め
る
、
と
い
う

「思
想
」
の
成
り
立
ち
方
は
、
先

に
引
用
し
た

「
語

の



要
す
る
に
、
「語
論
」
に
お
い
て
、
「思
想
」
は
二
つ
に
分
離
し
た
観
念
を

「陳
述

の
力
」

・
…

伽

た
あ
り
方
、
す
な
わ
ち

「了
解
作
用
」
に
代
表
さ
れ
る
と
見
て
よ
い
。

ま
た
、
「主
格
」
で
は

「
喚
体
句
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

「統

一
作
用
」
「統
覚
作
用
」

㈱

が

統

一
す

る
、

と

い

っ

元
来
主
格
述
格
と
い
ふ
如
き
考

へ
は
了
解
作
用
に
基
づ
く
も
の
に
し
て
、
思
想
の
要
素
の
分
解
と
結
合
と
の
作
用

の
結
果
生
じ
た
る
も
の

な
る
こ
と
は
明
か
な
り
。
さ
れ
ば
了
解
作
用
に
た
よ
ら
ず
し
て
生
ず
る
思
想
の
発
表
た
る
文
即
ち
吾
人
が
所
謂
喚
体
句
に
あ
り
て
は
主
格

と

い
う

も

の

＼
存

せ

ざ

る

は

当
然

の

こ
と

な

り

。

（概

P

88
・

同

じ

く
学

P

17

）

⑳

瓜
∪

-
⊥

「喚
体
句
」
に
関
す
る
記
述
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の

一
つ
は
、
「句
論
」
に
お
い
て

「了
解
作
用
」
に
よ
ら
な
い

「思
想

」
が
述

べ
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
、
そ
の
予
告
で
あ
る
。

「統
覚
作
用
」
が
い
っ
た
い
ど
う
い
う
論
理
の
展
開
の
も
と
に
導
き
出
さ
れ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は

「思
想
」
の
発
表
が
必
ず
し
も

「
了

⑳

解
作
用
」
に
限
る
も
の
で
は
な
い
事
を
確
定
し
た
後
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
、
こ
の

「
句
論
」
の
文
脈
を
端
的
に
示
す
箇
所
を
引

用
す
れ
ば
、

一29一

見
よ
、
か
の
ハ
イ
ゼ
の
文
典
の
言
の
如
く
、
主
語
述
語
の
別
は
吾
人
の
了
解
作
用
の
こ
の
二
者
を
分
解
し
て
考

へ
、
さ
て
再
び
之
を
統

一

し

て
考

へ
た
る
も
の
な
る
こ
と
を
。
吾
人
の
思
想
（広
義

に
い
ふ
思
想
）
は
単
に
了
解
作
用
の
み
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
（略
）
さ
れ
ば
、
吾

人
は
こ
の
了
解
作
用
発
表
の
形
式
を
以
て
感
情
欲
求
想
像
等
あ
ら
は
し
う
べ
き
か
を
検
し
、
同
時
に
、
又
思
想
発
表
の
他
の
方
式
の
存
否

を
も
検
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
か
く
省
れ
ば
、
直
に
ス
ヰ
ー
ト
氏
の
A

W
o
r
d

s
e
n
t
e
n
c
e
を
想
起
す
る
な
り
。



 

（論

P

17

、

1

 

 

同

じ

く

講

P

2
i

2

、

4

4

 

む
り

口

P

l
l

l

、

り
0

り
0

 
 

 

ハリ

ヨ

要

P

66

1

68

、

概

P

91

1

91

、

学

P

14
1

14

）

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
主
語
述
語
の
区
別
の
つ
か
な
い
言
語
の
現
象
が
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
二
観
念
の
分
離
し
た
状
態
は
考
え
ら

60

れ
ず
、
し
た
が

っ
て

「
了
解
作
用
」
に
よ
ら
な
い

「
思
想
」
の
表
現
の
仕
方
が
存
在
す
る
の
だ
、
と
い
う
事
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
時
点
で
、

 

 

 

 

 

 

 

「思
想
」
の
意
義
は
拡
大
さ
れ
（「広
義
に
い
ふ
思
想
」）
、

「語
論
」
の

「
了
解
作
用
」
に
代
表
さ
れ
る

「
思
想
」
は
、

い
わ
ば
、
狭
義
の
も
の

と
し
て
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「句
」
と
は
要
す
る
に

「思
想
」
を
言
語
に
表
わ
し
た
も
の
だ
が
、
「述
体
句
」
は

「了
解
作
用
」

が
言
語

に
表
わ
さ
れ
た
も
の
と
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る

（論
P
鵬
、
講
P
側
、
・
P
謝
、
要
晶

、
概
P
蟷
、
学
P
偽
）
が
、
「
喚
体
句
」

の

ー

「思
想
」
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

「了
解
作
用
」
（
の
中
に

「統
覚
作
用
」
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
事
）
を
念
頭
に
入
れ
て
、
こ
れ
ま
で

「統
覚
作
用
」
と
言
え
ば
必
ず
引

用
さ
れ

て
き
た
部
分
を
読
み
直
し
て
み
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

一30一

准

ふ
に
そ
の
思
想
と
は
人
間
意
識
の
活
動
せ
る
状
態
に
し
て
各
種

の
観
念
が
或
る

一
点
に
於

い
て
関
係
を
有
し
、

そ
の

一
点
に
於

い
て
統

合
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
0
こ
の
統
合
点
は
唯

一
な
る
べ
し
。
意
識
の
主
点
は

一
な
れ
ば
な
り
。

こ
の
故
に

一
の
思
想

に

は

一
の
統
合
作
用
存
す
る
筈
な
り
。
今
之
を
仮
に
統
覚
作
用
と
名
つ
く
。
こ
の
統
覚
作
用
こ
れ
実
に
思
想
の
生
命
な
り
。
雑
多
の
観
念
累

々
と
し
て
堆
積
す
と
も
之
に
対
し
て
統
覚
作
用
の
活
動
す
る
こ
と
な
く
ば
終
に
思
想
た
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。

（概
p
絡
・
同
じ
く
論

p
翅
）
⑳

9
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こ
の
文
章
か
ら
す
る
と
、
「統
覚
作
用
」
は
「思
想
」
を
成
立
さ
せ
る
要
因
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
「思
想
」
そ
の
も
の
で
は
な

い
。
「各
種
の
観
念
」

「雑
多

の
観
念
」
も

「思
想
」
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
「語
論
」
の
、「
了
解
作
用
」
に
代
表
さ
れ
る

「思
想
」
に
も
、



時
に
は

「
陳
述
の
力
」
と
呼
ば
れ
る

「統
覚
作
用
」
が
含
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
右
の

「句
論
」
の

「
田霜
心」
と
の
違
い
は
、
観
念
」

の
方
に
求
め
る
ほ
か
は
な
い
。

つ
ま
り
、
「
句
論
」
の

「
思
想
」
の
場
合
、
そ
の

「
観
念
」
と
い
う
の
は
、
「
主
位
」
「賓
位
」

に
分
離

し
て
い

な
い
未
分
化
の
も
の
も
含
む
、
広
い
意
味
で
の

「観
念
」
な
の
で
あ
る

（し
た
が

っ
て
、
主
語
述
語
の
区
別
の

つ
か
な

い
現
象
に
も
当
て
は
め

舩

ら
れ
る
。
）

以
上
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
、
「思
想
」
の
二
つ
の
あ
り
方
を
ま
と
あ
て
み
る
。
「句
論
」
の

「思
想
」

の
場
合
、
い
ろ
い
ろ
な
観
念
を
ま
と

め
る

「統
覚
作
用
」
が
働
く
。
と
こ
ろ
が
こ
の

「観
念
」
が

「
主
位
」
及
び

「賓
位
」
と
呼
び
得
る
状
態
に
分
離
さ
れ
た
時
、
そ
こ
に
は

「陳

述
」
と
成
り
得
る
素
地
が
出
来
た
わ
け
で
あ

っ
て
、
い
わ
ば
ま
と
め
る
対
象
の
違

い
に
よ

っ
て
、
「統
覚
作
用
」
は

「陳

述
の
力
」
や

「陳
述
の

能
力
」
と
い
う
別
名
を
持

つ
。
こ
う
い
っ
た
状
態
を
示
す
の
が

「
了
解
作
用
」
で
あ
り
、
「語
論
」
の
「思
想
」
な
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
諸
家
が

「陳
述
」
に
関
わ
る
言
葉
の
解
釈
に
迷
わ
れ
た
の
も
、
右
の

「思
想
」
「陳
述
」
「
了
解
作
用
」
と
い
う
、
あ
る
作
用
を

部
分
と
し
て
含
む
全
体
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（「
陳
述
と
は
」
「陳
述
作
用
と
は
」
の
よ
う
に
諸
家
に
よ

っ
て

認

鈎

ま
ち
ま
ち
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
）
。
た
と
え
ば
、
時
枝
氏
の
喚
体
句
に
対
す
る
批
判
、
渡
辺
氏
の
概
念
語
に
対
す
る
批
判
は
当
を
得
た
も
の
で

㈲

は
あ
る
ま
い
。
三
尾
氏
の
場
合
に
は

「統
覚
作
用
」
が

「
了
解
」
に
お
け
る
も
の
に
限
ら
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
ま
た
、
佐
藤
、
仁
田
氏
の
解

釈
の
通
り
、
喚
体
述
体
両
句
に
は
「統
覚
作
用
」
が
働
き
、
述
体
句
に
は

「陳
述
作
用
」
が
働
く
。
し
か
し
、
両
者
の
関
係

は
、
ど
ち
ら
か

一
方

が
も
う

一
方
を
含
む

（あ
る
い
は
片
方
に
含
ま
れ
る
）
と
い

っ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「思
想
」
の
差
違
、
す
な
わ
ち

「統
覚
作
用
」
の

置
か
れ

て
い
る
状
況

・
そ
れ
を
含
む
全
体
の
違
い
に
注
意
し
て
お
か
な
い
と
、
「統
覚
作
用
」
「陳
述
作
用
」
そ
し
て

「陳

述
」
の
意
義
の
関
係
、

及
び
こ
れ
ら
の

「喚
体
」
「述
体
」

へ
の
当

て
は
め
が
不
明
瞭
な
も
の
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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四

、

お

わ

り

に

以
上
、
山
田
文
法
の

「陳
述
」
及
び
そ
れ
に
関
わ
る
各
種
の
表
現
の
分
析
を
、
こ
れ
ら
の
語
句
の
言
及
す
る
言
語
を
中
心
に
、
山
田
文
法
書

の
連
な
り
に
留
意
し
つ
つ
行
な
っ
て
き
た
。
今
、
「
思
想
」
の
中
身
の
違
い
に
よ

っ
て
、
「
統
覚
作
用
」
は

「陳
述
の
力
」
と
も
呼
ば
れ
る
と

い

う
分
析

の
結
果
か
ら
す
れ
ば
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た

「統
覚
作
用
」
と

「陳
述
」
と
の
混
同
と
い
う
事
は
成
り
立
た
な

い
。
む
し
ろ
、
問
題
は

「陳
述
」
内
部
の
混
同
と
、
「語
論
」
「句
論
」
と
い

っ
た
章
立
て
の
違
い
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
文
法
書
の
読
み
方
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

逆
に
言
え
ば
、
「陳
述
」
を
使
う
時
に
は
、
博
士
の
二
つ
の

「思
想
」
を

一
つ
に
す
る
よ
う
な
方
向

・
文
法
書
の
記
述
が
、
現
在
う
か
が
わ
れ

勧

る
と
い
う
事
で
あ
る
。
森
重
氏
の

「陳
述
作
用
」
は

「文
体
」
の
中
の

「統
覚
作
用
」
に
対
応
す
る

「文
法
」
の
中
に
働
く
。
ま
た
、
渡
辺
氏

倒

は
博
士

の

「統
覚
」
を

「
統
叙
」
と

「陳
述
」
と
に
分
け
ら
れ
、
「
陳
述
」
が

「叙
述
」
を
支
え
る
事
を
説
か
れ
る

（も

っ
と
も

「陳
述
」
の
意

味
合
い
は
、
山
田
文
法
の
も
の
と
は
か
な
り
異
な
り
、
む
し
ろ

「統
叙
」
の
方
が
近
い
）。
博
士
の
、
「陳
述
作
用
」
を
含

む

「
陳
述
」
は
、
体

言
用
言

の
関
係
を
離
れ
て
よ
り
漠
と
し
た
全
体
に
な

っ
て
い
る
。
構
文
論
に

「主
体
」
を
積
極
的
に
導
入
さ
れ
た
時
枝
博
士
の

「陳
述
」
は
、

鋤

し
か
し
、
「装
定
的
の
陳
述
」
（P
94
）
頓
る
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
独
自
の
意
味
を
担

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に

「思
想
」

2

の
と
ら

え
方
の
違
い
に
結
び

つ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
も
か
く
も
、
本
稿
の
な
す
さ
さ
や
か
な
主
張
は
、
「陳
述
」
と

「
陳
述
作
用
」
と
を
区
別
し
て
使
用
し
た
方
が
、
い
わ
ば
そ

の
伝
統
的
な

㎝

使
い
方

に
か
な

っ
て
お
り
、
自
分
の
用
語
と
し
て
の
資
格
を
、
よ
り
明
確
に
で
き
る
、
と

い
う
事
で
あ
る
。
終
わ
り
に
、
山
田
文
法
の

「陳
述

及
び
そ
れ
に
関
わ
る
各
種

の
表
現
の
分
析
結
果
を
付
す
。
紙
幅
の
都
合
上
、
説
き
尽
く
せ
な
か

っ
た
も
の
は
、
そ
の
箇

所
を
読
ん
で
も
ら
え
ば

わ
か
る
、
と
い
っ
た
形
で
し
か
示
し
得
な
か

っ
た
事
を
お
わ
び
す
る
。
大
方
の
御
叱
正
を
待

つ
。
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注
ω
諸
家
の
見
解
は
次
の
文
献
に
よ

っ
た
。

三
宅
武
郎

「動
詞
の
連
体
形
に
関
す
る

一
つ
の
疑
ひ
に
つ
い

て
」
（『国
語
と
国
文
学
」
昭
和
12
年
11
月
）

三
尾
砂

「文
に
お
け
る
陳
述
作
用
と
は
何
ぞ
や
」
（
『国
語
と

国
文
学
」
昭
和
14
年
1
月
）
…
…

「統

一
作
用
」
11
「統
覚

作
用
」
と
さ
れ
、
「
そ
れ
が
言
語
的
表
現
を
通
し
て
見
ら
れ

る
時
は
陳
述
作
用
で
あ
る
」
と
結
論
さ
れ
る
。

時
枝
誠
記

「国
語
学
原
論
」
（岩
波
書
店
、
昭
和
16
年
12
月
）

 3
ペ
ー
ジ
。

3
川
端
善
明

「文
論
の
方
法
」
（
『
口
語
文
法
講
座
1
」
昭
和
40

年
2
月
）

森
重
敏

「山
田
文
法
批
判
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
40
年
10

月
）
…
…

「統
覚
作
用
」
と

「陳
述
作
用
」
と
が
等
し
い

と
前
提
し
て
そ
の
混
同
を
批
判
さ
れ
る
。

大
久
保
忠

利

「
日
本
文
法
陳
述
論
」
（明
治
書
院
、
昭
和
43

年
1
月
）

渡
辺
実
「
国
語
構
文
論
」
（塙
書
房
、
昭
和
46
年
9
月
）
83
ぺ

;
ジ
。
…
…

「判
断
に
お
い
て
は
た
ら
く
内
面
的
な
精
神

作
用
」
が

「統
覚
作
用
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
言
語
と
い
う

形
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
も
の
が

「
陳
述
」
で
あ
る
と
さ

れ
る
。

②
佐
藤
喜
代
治

「
国
語
学
概
論
」
（角
川
全
書
、
昭
和

葦

6

 

月
）
0
ペ
ー
ジ
。

1

仁
田
義
雄

「
山
田
文
法
に
お
け
る
文

の
認
定
」
（
『
日
本
語

・

日
本
文
化

『
昭
和
52
年
2
月
）…
…

…
「陳
述
」は

「
統
覚
」

の

一
部
と
さ
れ
る
。

⑧
た
と
え
ば
川
端
、
森
重
氏
は

「
喚
体
句
」
に

「
陳
述
」
（作

用
）
を
認
め
ら
れ
る
。
三
宅
、
三
尾
、
時
枝
、
渡
辺
氏
は
「統

覚
作
用
」
11

「陳
述
」
（作
用
）
が
述
体
句
に
の
み
あ
る
と
さ

れ
る
。
佐
藤
、
仁
田
氏
は
、
「喚
体
句
」
に
は

「統
覚
」
、
「述

体
句
」
に
は
、
「統
覚
」
と

「陳
述
」
と
が
認

め
ら

れ
る
と

さ
れ
る
。

ω
尾
上
圭
介

「
山
田
文
法
と
は
」
（
『言
語
』
昭
和
56
年
1
月
）

⑤
後
で
証
明
す
る
が
、
「陳
述
の
能
力
」
と

「陳
述
作
用
」
は
同

義
語
で
あ
る
。

㈲

「陳
述
を
確
む
る
」
も
こ
の
中
に
入
れ
た
。

㎝
た
だ
し
C
o
P
u
I

a
の
場
合
、
陳
述
の
力
と
の
間
に
は
差

が
認
め
ら
れ
る
。
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而

し

て

こ

の
陳

述

の
能

力

の
み

の
言

語

と

し

て
あ

ら

は

さ
る

＼
も

の
を

論
理
学

に

て
c

o
P

u
l

a
と

い

へ
り

。
…

今

こ

の

c

o

P
u
l

a
の
内

面

即

ち

陳

述

の
力

…

…

（
概

P

舘
-

粥
、

同

じ

よ
う

に
学

P

m

ー

皿
）

つ
ま

り
、

c

o

P
u
I

a
は

言

語
上

、

形

を
持

つ
も

の

の

こ

と

で

、

陳

述

の
力

は
作

用

と

い
う

形

を

持

た

な

い
働

き

を

さ

す

の

で

あ

る
。

こ
れ

に
準

ず

る

も

の

に
、

要

で

の
繋
辞

が

あ

げ

ら

れ

る

（
要

P

59
i

60

）
。
し

た

が

っ
て

、

用

語

に

属

性

と

C

o

P

u
l

a
と

が

認

め

ら

れ

る
、

と

言

っ
た
場

合

、

そ

の
C

o

P

u
l

a
は
「
C

o

P

u
l

a
と

し

て

の
力

」
の
略

し

た

言

い
方

に

な

る
。

こ

れ

は
繋

辞

に
も

言

え

る

こ
と

で
あ

る

。

ま

た

論

で

は

「
決

素

C

o

P

u
l

a
」
（
P

鰯

）

と

い
う

箇

所

が

見

え

る

が

、
右

に

引

用

し

た

よ

う

な
、

陳

述

の
力

と

の
差

を

記

し

て
あ

る
部

分

は

見

ら

れ

な

か

っ
た

。

⑧

講

口
と

も

に
概

と
同

じ

陳

述

副

詞

の
条

で

あ

り

、

同

じ

頁

に

「
陳

述

の
力

」

は

見

え

な

い
が

、

両

書

と

も

「
陳

述

の
力

」
■

「
陳

述

の
能

力

」

が
、

用

言

に

つ
い

て
使

わ

れ

て

い
る

。

⑨

そ

の
他

、

微

細

な
省

略

の

「
陳

述

」

と

し

て

、

「
陳

述

の

方

ヨ

 り

法

」

の
省

略

（
論

P

O

4

15
）
「
陳

述

語
」

の
省

略

（
論

P

5

1

1量儘

エ

4
2
）
「陳
述
副
詞
」
の
省
略
（論
P
鈎
6
2
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

1

00
し
た
が

っ
て
、
「陳
述
」
と

「統
覚
」

に

（正
確
に
は

「
陳
述

の
カ
」
と

「
統
覚
」
に
）
言
語
上
と

そ
の
内
面
と
い
う
、
観

点
の
差
は
認
め
ら
れ
な
い
。

ω

「陳
述
の
主
体
」
と
い
う
語
句
を
使

っ
て
は
い
る
が
、
論
P

 6
に
も
体
用
二
言
か
ら
成
る

「陳
述
」
が
説
か
れ
て
い
る
。

1
㎝
た
だ
し
引
用
例
中
の

「句
」
は
全
て
の

「
句
」
を
意
味
す
る

も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
後
で
述
べ
る
。

㎝
ま
た
別
の
箇
所
で
は
、
主
格
は

「そ

の
陳
述
の
基
づ
く
所
」

（

P
33
4
9
、
口
P
38
6
2

講

3

2

1
）
「
そ
の
説
述
の
基
づ
く
所
」

 

（論
P
O
4
15
）
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

8

個
し
た
が

っ
て

「
陳
述
の
態
度
」
は
、
「陳
述
」
が
あ
る
全
体

を
さ
し
て
い
る
事
を
前
提
と
し
て
の
用
語
（「陳
述
」
か
ら
見

れ
ば
用
法
）
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
箇
所

で
現
わ
れ
る

「陳

述
」
の
ほ
と
ん
ど
は
、
全
体
と
し
て
の

「
陳
述
」
で
あ
る
。

以
下
こ
れ
を
列
記
す
る
。

 

う
ご

ぐ
い

 

 

ヨ

リ
る

つ
 
 

じ
 

講
㎝
。
御
嘉

概
翻

翻

学
翻

m
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む

ヨ

ま
た
、
こ
の
箇
所
に
見
ら
れ
る

「陳
述
者
」
（概
砥
学
m
）
「陳

OJ

-

む

ヨ

述
の
話
題
」
（概
枷
学
咀
）
も
、
全
体
と
し

て
の

「陳
述
」
か

OJ

-

ら
派
生
し
た
用
語
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

㈲

必
ず
し
も

「文
末
」
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
言
う
の

も
、
複
文
と
い
う
現
象
が
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、

上
な
る
文
を
ば
終
結
の
語
法
を
と
ら
ず
し
て
即
ち
陳
述

を
終
了
せ
し
め
ず
し
て
、
陳
述
し

つ
、
な
ほ
之
を
下
文

に
何
等
か
の
方
法
を
以
て
形
の
上
の
連
絡
を
生
ぜ
し
む

る
語
法
を
…
… 

 

（概
P
O5
、
同
じ
く
論
P
38
）

4
―
↓

i
l
凸

の

よ
う

に
、
「陳

述

」

は

時

に
は
中

止

さ

れ

も

す

る

か
ら

で
あ

る
。
「
陳

述

」

は

「
句

」

を

完
成

さ

せ

る
も

の

で
あ

っ
て
「
文
」

を

完

成

さ

せ

る

も

の

で

は

な

い

の

で
あ

る

。

ま

た
、

右

の

「
陳

述

」

も
全

体

と

し

て

の

「
陳

述

」

の

意
義

の
方

に
重

き

を

置

い

て
使
わ

れ

た

も

の
と
解

さ
れ

る
。

こ
れ

に
準

ず

る
、

い
わ

ば

中

止

の
陳

述

を

列

記
す

れ

ば

、

 

 
 

 
ユ
リ
ゐ
 

ヨ
 
エ
に 

 

 
ヤ

論

麗

膨

艦

㎜
囲

講
瓢

口
謝

概
㎜
鰭

灘
脚
隷

学
轟
鯛
轟

と
な
る
。

㈲

「装
定
」
と
対
を
な
す
の
が

「陳
述
」
で
あ
る
か
ら
、
論
の

み
で
は
あ
る
が
、
次
の

「述
定
」
「述

法
」
も

「陳

述
」

の

同
義
語
と
な
る
。

一
は
述
法
に
し
て

一
は
装
法
な
り
。
述
法
と
は
句
の
述

語
と
し
て
其
が
有
せ
る
意
義
を
説
明
的
に
述
ぶ
る
も
の

に
し
て
…
…

 

（論
P
O4
）

1

用
言
が
装
定
法
に
立
て
る
時
も
述
定
法
に
立
て
る
時
も
…

（論
P
O2
）
5

「述
定
」
「
述
法
」
を
列
記
す
れ
ば
、

述
轟

脇
灘

騰
㎜
晶

述
法
嶋趨
㎜
鰍
槻

l

I
（
l
l
l
（
1

㎝
既
に
そ
の
代
表
的
な
例
は
引
用
し
て
お
い
た
（「用
言
は
体
言

と
相
待
ち
て
…
…
」）
。

㈹
た
だ
し
論
の
場
合
、
次
の

「陳
述
す
」
は
文
法
用
語
と
し
て

の
資
格
が
な
い
も
の
と
認
め
、
表
中

に
入
れ
な
か

っ
た
。

以
上
陳
述
せ
る
処
に
て
吾
人
の
論
処
と
す
る
点
の
真
意

「35―



は
明

な
る

べ
し

…

…

（論
P
20
4
14
）

1

既
に
第
三
章
に
於
い
て
陳
述
せ
し
如
く

ヨ

（論
P
6
4
6
）

7

働
要
か
ら
見
ら
れ
る
分
類
名

「陳
述
の
し
か
た
」
も
こ
れ
に
準

ず
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

②①
あ
る
い
は

「陳
述
の
能
力
」
の
省
略
と
も
解
釈
さ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
「陳
述
の
能
力
」
に
果
た
し
て

「単

純
」

な

る
語
が
付
け
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
、
確
証
は
得
ら
れ
な
か

っ

た
。

⑳

「陳
述
副
詞
」
と
用
言
、
こ
の
観
念
語
間
の
関
係
は
、
「
位

格
」
の

一
つ

「修
飾
格
」
中
の

「
陳
述
の
修
飾
格
」
と
さ
れ

る
。
こ
の
場
合
の

「陳
述
」
も
、
「
陳
述
副
詞
」
に
お
け
る
場

合
と
事
情
は
変
わ
ら
な
い
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

陳
述
に
対
す
る
修
飾
格
は
…
…

一
定
の
述
語
を
要
求
す

る
も
の
な
り
。

（講
P
罰
、
同
じ
く
論
P
晒
、
口
P
捌
、
概
P
鵬
）

用
言
が
述
語
で
あ
る
こ
と
は
、
全
体
で
あ
る

「陳
述
」
に
応

ず
る
も
の
で
あ
る
。
表
W
に
は
こ
う
し
た
「陳
述
の
修
飾
格
」

（論
で
は

「修
飾
格
」
）
の
も
の
も
含
め
た
。

⑳
講
口
要
概
学
に
共
通
し
た

「
係
助
詞
」
の
職
能
の
述
べ
方
に

ユ

「陳
述
の
要
素
」
に
あ
る
関
係
を
生

じ
さ
せ
る

（講
P
O
、
2

口
P
四
、
要
P
40
、
概
P
姻
、
学
P
73
）
と
い
う
の
が
あ
る
。

㈱
論
で
は
ぼ

「
述
素
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
表

W
に
は
入
れ
て
い
な
い
。

⑳
と
こ
ろ
で
、
こ
う

「陳
述
」
に

つ
い
て
吟
味
し
て
い
く
と
、

一
つ
の
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
な
ぜ

、
「陳
述
」

に
は

「
陳

述
と
は
…
…
」
の
よ
う
に
、
定
義
を
施
す
条
項
が
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
?

「統
覚
作
用
」
に
は
常

に
引
用
さ
れ
る

「之
を

統
覚
作
用
と
い
ふ
」
と
い
う
箇
所
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
。

詳
し
く
は
、
別
稿
に
譲
る
ほ
か
は
な
い
が
、
要
す
る
に
、
「陳

述
」
は
あ
ら
た
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
、
学
問
上
の
―

 

 

 

少
な
く
と
も
論
理
学
上
の
ー
1
自
明

な
用
語
だ

っ
た
か
ら
だ

と
思
わ
れ
る
。
山
田
博
士
の
文
法
論

が
、
先
行
し
た
西
洋
文

法
、

ハ
イ
ゼ
及
び

ス
ゥ
ィ
ー
ト
の
文
法
論
の
消
化

・
批
判

か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
面
を
持

つ
事
は
確
か
で
あ
る
が
、

私
が

ス
ウ
ィ
ー
ト
の
文
法
書

N
e
W

E
n
9
1
i

s
h

G

r
a
m
m
a
r
と
比
較
考
察
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
「陳
述
」
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に
相

当

す

る
用

語

が

見

つ
け
ら

れ

た
。
"
P

r

e
d
i

c

a
t

i

o

n
"

が

そ
れ

で

あ

る

（
さ

ら

に
「

陳

述

す

る
」

に
近

い

語

句

と

し

て
は

"
S
t

a
t

e
"

）
。

そ

し

て

ス
ウ

ィ

ー

ト

 

 

 

 

 

 

 

り

 

 

 

 

 

の
文
法
論
も
ま
た
、
心
理
学
、
論
理
学
を
参
照
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

㈱
要
の
場
合
、
「主
位
と
賓
位
と
は
人
間
の
思
想

の
了
解
作
用

の
は
た
ら
き
に
よ
り
起

つ
た
相
対
的
観
念
で
」
と
い

っ
た
よ

う
に
簡
略
に
説
か
れ
て
あ
る
。
ま
た
論
の
場
合
、
「分
解
作
用
」

 
り

 
 

と

い
う

言

葉

が
使

わ

れ

て
い

る

（
P

1
―

1
）
。
こ
れ

は

「
了

8

00

解
作
用
」
と
同
義
、
あ
る
い
は
そ
の
中
の

一
部
ー

主
位
と

賓
位
と
に
分
離
す
る
は
た
ら
き
―
1
を
さ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
箇
所
で
は

「
述
者
」
が

「陳
述
の
力
」
の
同
義
語
と
な

っ
て
い
る
。

㈱
用
語
及
び
述
格
の
記
述
か
ら
す
れ
ば
、
「統

一
す
る
」
と
は
二

観
念
の
関
係
が

「合

一
す
べ
き
」
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、

そ
の

「異
同
」
を
明
ら
か
に
す
る
事
で
あ
る
。

伽

こ
の

「了
解
作
用
」
も

「陳
述
」
と
同
じ
く
、
定
義
さ
れ
た

箇
所
が
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
も
心
理
学

・
論
理
学
上
の
常

識
的
な
用
語
で
自
明
の
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
論
で
は

『
訳
本
ヴ
ン
ト
心
理
学
概
論
』
の
引
用

 

部
分
に

「了
解
作
用
」
の
語
が
見
え
る

（P
17
）
。

1

㈱
論
で
は

「分
解
作
用
に
よ
ら
ざ
る
思
想

の
句
、
即
吾
人
の
喚

体
句
」
（P
10
）
と
あ
る
。

8

29

こ
れ
に
は
少
し
ば
か
り
説
明
が
い
る
。
講
以
降
、
「文
」

に
お

け
る

「
統
覚
作
用
」
の
方
を
、
「句
」

に
お
け
る

「
統
覚
作

用
」
の
前
に
述
べ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た

だ
、
概
に
お
い
て

「
か
く

一
の
語
に
し
て
同
時
に

一
の
文
た

り
う
る
こ
と
あ
り
と
せ
ば
」

（
P
㎝
）
と
い
う
事
を
証
拠
に

「統
覚
作
用
」
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
「了
解
作
用
」

で
は
説
明
の
つ
か
な
い
現
象
が
確
か

に
存
在
す
る
事
を
前
堤

に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で

「
後
に
」
と
私
が
述
べ

た
の
は
、
書
物
の
体
裁
の
意
で
は
な

い
。

一㈹
た
だ
し
講

口
で
そ
の
例
証
と
す
る
の
は
、

一
語
文

で
は
な
く

喚
体
句
で
あ
る
。

⑳
こ
こ
で
は

「
句
」
に
関
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
た
。
し
か
し

「文
」
の
方
に
お
い
て
も
、
「
統
覚
作

用
」
の
内
容

に
違

い

が
で
る
わ
け
で
は
な
い
。

舩
そ
れ
で
は

一
語
文
、
喚
体
句
の

「思
想
」
と

「
了
解
作
用
」

に
は
関
係
が

つ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
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る
。
諸
家
は
多
く

一
語
文
を
喚
体
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
る

が
、
し
か
し
、
観
念
語
は
全
て

一
語
文
に
成
り
得
る
わ
け
で

あ
る
か
ら
、
た
と
え
ば
、
用
言
か
ら
成
る

一
語
文

・
副
詞
か

ら
成
る

一
語
文
（「行
け
」
「だ
ま
れ
」
「静
か
に
」
1

い
ず

れ
の
用
例
も
書
中
に
あ
る
も
の
）
の
場
合
、
そ
れ
は
当
て
は

 

 

ま
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
述
体
の
不
完
備
句
に
属
す
る

（仁
田

氏
が
完
備
句
、
不
完
備
句
の
別
を
、
喚
体
、
述
体
の
別
の
上

位
に
置
か
れ
る
の
は
読
み
誤
り
か
）
。
ま
た

「
交
渉
」
と
い

う
名
目
で
、
「喚
体
句
」
「
述
体
句
」
は
お
互

い
に
変
形
し
う

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

（論
要
概
学
）
。
紙
幅

の
都
合
上
、

さ
ま
ざ
ま
な

一
語
文
の
所
属
を
、
結
果
の
み
次
に
示
す
。

a

体
言
か
ら
成
る

一
語
文
↓
未
開
展

（論
で
は
未
成
体

の
句
の
う
ち
、
対
象
を
さ
す
も
の

（喚
体
の
不
完
備
句
）

b

用
言
か
ら
成
る

一
語
文
↓
切
形
容
詞
の
語
幹
か
ら
成

る
も
の
11
未
開
展
の
句
の
う
ち
属
性
を
叫
ぶ
も
の

（述

体
の
不
完
備
句
）

場

動
詞
の
命
令
形
か
ら
成
る
も
の

目
述
体
の
う
ち
命
令
体

馬

そ
れ
以
外
の
用
言
か
ら
成

る
も
の
11
知
覚
の
言
語
的
発
表

（
こ
の
用
語
は
論
に
見

え
る
）
（述
体
の
完
備
句
）

c
副
詞
か
ら
成
る

一
語
文
↓
略
体

の
句
の
う
ち
、
述
語
が

省
略
さ
れ
て
修
飾
語
の
み
存
す

る
句

（述
体
の
不
完
備

句
）

ワ
ロ

ヨ

（た
だ
し
b
b
を
完
備
句
と
す
る
の
は
、
主
語
の
無
い

こ
と
が
略
体
の
絶
対
条
件
で
は
な
い
こ
と
に
基
づ
く
）

ヨ

㈹
注
ω
P
33な 

ワロ

Gの

注

ω

P

9

1

9

り
O

Q
U

65
注
ω

圃
注
②

㈱

『
日
本
文
法
通
論
』
（風
間
書
防

昭
和
29
年
1
月
）

倒
注
ω

鞭
注
ω

㈹
し
た
が

っ
て
、
「陳
述
」
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
問
う
事
は
意

味
を
な
さ
な
い
。

（熊
本
女
子
商
業
高
校
教
諭
）
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「陳述」に関わる語彙 ・表現の分析

A:全 体としての 「陳述」

a1:「 陳 述 」 を な すa'1:「 陳 述」を す るa2:「 陳 述 」の 用 を な す （す る）

a3:「 陳述 」 に 用 い られ るa4:「 陳述 の態 度 」 に 基 づ く 「陳述 」a5:中

止の 「陳述」に類するものa6:そ の他文脈より判断できるもの

B:用 言の方に焦点の移された 「陳述」

b1:「 陳述 す （る）」b2:複 語 尾 の 関 わ る 「陳述 」b3:陳 述 副詞 に 関 して

の 「陳述の方法」b4:係 助詞に関しての 「陳述」の要求に類するものb5:

「陳述部」に基づ く 「陳述」b6:そ の他文脈より判断できるもの

C:部 分 としての 「陳述」（すなわち 「陳述の力」「陳述の作用」の省略形）

C1:用 言 （用言全般 ・実質用言）の場合C2:用 言（形式用言 ・存在詞）の場合

C3:陳 述副詞の場合C4:係 助詞の場合C5:そ の他文脈より判断できるもの

0 『日本文法論』の場合

158,6233.2389.12396.12453.4456.6774.14811.12818.15
A al819

.11024.71036.11046.151242.71283.121332.131335.11

364.5720.11$60.16861.11324.17
a2

234.8242.17262.2727.4867.31283.121287.161389.5a
5

85.9103.16157.17167.3230.7230.19232.10261.13495.5506.5a
s680

.9841.6846.1846.17896.101238.121242.11242.31265.16

1326.91332.21332.51332.121333.151334.171359.31364.11

1449.71452.8

169.10811.13155.15こ の 「陳 述 」 を 使
っ た 語 句 … 陳 述 の 基 礎 陳 述 の 主 体1280

.11

641.41451.11615.14379.11 陳 述 の陳 述
の 語 勢 陳 述 （の ）様 式陳 述 の 意 義1452

.7

433.11641.6818.16819.2 陳 述 者陳 述 の 態 度要 素

1266.2

この 「陳述」に基づく分類項目……陳述の副詞・複語尾の 「陳述」の確かめ

1047.3（ab）1055.121056.487.8 述 定こ の 「陳 述 」の 同 義 語
… 述 法

1056.7（ab）1463.287.9
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87.1087.1187.13502.10503.4809.15 説 述

529.5611.12767.1769.61055.131270.2

B
86.6158.8170.16230.12233.4233.12260.3260.10346.1367.10b

l395
.13433.3504.15735.14767.41024.111056.21057.10

1057.121238.121241.101257.101303.101326.6（ab）1326.7

1332.4（ab）1332.6（ab）1332.121332.171334.91335.31335.17

1389.51407.71457.16

389.12389.14b
z

95.6503.14529.31361.15b
3

104.1364.3374.15こ の 「陳 述 」 を 使
っ た 語 句 … 陳 述 の 方 法1335

.131389.11（ そ の 略

103.151334.111452.9 陳 述 法） 陳 述 の 方 式

889.101294.17
C C1

この 「陳述」に基づ く分類項目……陳述の修飾語 ・陳述語

156.6156.8157.2158.7こ の 「陳 述 」の 同 義 語 … … 陳 述 の 勢 力

163.8503.101376.9

陳述の形式的能力85.11

85.13343.9523.5861.6180
.9504.14505.10505.13陳 述 の 能 力861

.7861.81238.15述 素505
.14506.4506.6508.11238

.161239.2

526.6537.3537.6551.3551.5611.1611.3611.4611.9611.12

615.3615.4615.8616.4616.5626.7626.9637.9637.13647.11

649.12650.10651.7651.13653.12654.1660.4678.6678.7680.4

680.5680.11681.14691.4749.14749.16750.12811.6819.3884.8

884.9884.10885.7941.31053.51284.8496.16497.1497.2 決 素

1285.12.1357.111361.141372.71383.15497.7497.8497.9

497.11497.12497.13497.14497.15498.12498.15498.16499.1

499.9499.10500.6500.7500.10.500.13500.15（ab）500.16500.17

501.7501.9501.14501.17502:2502.3.502.5502.7789.13 決 素 詞

503.1（ab）503.2503.3503.5503.9788.14（ab）

.・



162.15312.5313.5343.9345.16407.3503.15529.4529.6決 定 要 素

788.7789.11793.6862.9（ab）862.13862.15（ab）

343.10343.10496.16674.2810.17811.1決 者Copula 述 者

647.9647.14648.7811.5

313.12統 一161.17162.4223.7223.8223.9思 想 の 形 式 的 能 力

作 用223.11（ab）227.15312.8313.5350.12

367.8367.10「語 論 」「述 体 句 」 にお いて 同 義 語 とな る もの
…… 統 覚

1239.91326.7

76.1376.1485.13162.8（ab）162.10162.16166.12166.14統 覚 作 用

167.11167.17168.5168.12168.13169.4169.9169.13

'

233.4260.3341.16343.7343.11166.15167.7 統 覚 力

350.14366.5389.3497.111211.4167.8

1326.6思 想 の統
一 点

② 『日本文法講義』の場合

A
47.1150.1298.1398.14（ab）109.16182.3193.9333.9335.17

al336
.2336.13337.4380.7382.7442.2503.18

47.1648.2119.3
az

441.14
a4

376.8
a5

182.2184.7264.16265.1333.5
as

17.14333.9こ の 「陳述 」 を 使
っ た語句 … … 陳述 の 基 礎 陳述 の主 題 陳述 の

334.1

201.14221.1649.13335.10 陳述 の要 素陳述 の賓 位 陳 述 の態 度 陳 述 の 形 式

441.13429.15222.14

269.16性 質

この 「陳述」に基づ く分類項目……陳述の副詞・複語尾の 「陳述」の状態、

確かめ
一47一



16.1（ab）165.3276.4277.7こ の 「陳 述 」 の 同 義 語
… … 叙 述

377.6428.4

B
142.11380.10505.2b

l

142.10336.15b
2

182.3193.1193.4b
3

193.13b
s

224.12この 「陳 述 」 を使
った語 句 … …陳 述 の 方 法250

.8

この 「陳述」に基づ く分類項目……陳述句

C
181.3181.7181.8327,1C

1

111.6111.10154.14
CZ

181.3181.9181.13369.2369.3371.7C
g

248.11
C4

この 「陳述」に基づ く分類項目……陳述の修飾格 ・陳述語

49,349,649,749.1476.6こ の 「陳 述 」 の 同 義 語 … … 陳 述 の 力

78.15（ab）224.13249.17

250.5253.718,218.3185.12191.5陳 述 の 勢 力 陳 述 の 能 力 陳 述 の 作

253.10345.4249.12250.6191.6336.7

47,948.14244.3269.1647.1448.15述 素 統
一 （判 定 ）す る 作 用用

49.1（ab）125.3126.5328.10

142.12「語 論 」「述 体 句 」 に お いて 同 義 語 とな る もの
… …統 覚 統 覚 （の）

8.15（ab）作 用

一46一



ρ

③ 『日本口語法講義』の場合

87.14243.16
A al

43.1046.664,1881.1281.13（ab）85.894,495.12126,4
a,1

135.3238.12242.9242.11243.8287.10288.2289.13325.1

43.1544.1
a2

324.13
a4

284.4
a5

126.3135.4190.14190.17239.9
as

17.14319.4この 「陳 述 」を使
った語 句 … …陳 述 の基 礎 陳述 の形 式 陳述 の

242.2239.12195.16158.1態 度 陳 述 の 主 題 陳 述 の性 質 陳 述 の 賓 位 陳 述 の

324.12240.12158.16

141.5

要素

この 「陳述」に基づ く分類項目……陳述の副詞 ・複語尾の 「陳述」の確か

め 、 状 態

15.15（ab）199.2284.5こ の 「陳 述 」 の 同 義 語 … … 叙 述

366.17

B
104.18389.4b

l

104.16243.11b
z

126.4134.11134.13b
3

128.5387.13b
s

160.12この 「陳述 」 を 使
った語 句 … …陳 述 の方 法

186.2
一45一



この 「陳述」に基づく分類項目……陳述の句

125.5125.8125.9
C C1

94.1594.1895.1115.8249.1（ab）249.2249.3
CZ

125.5125.10126.15277,16277.18280,5
C3

185.5
C4

この 「陳述」に基づ く分類項目……陳述の修飾格 ・陳述語

18,218,443,845,645,945.1062.10こ の 「陳 述 」の 同 義 語
… … 陳 述 の 力

62.1162.1262.1364.1264.1764.18

72.8129.10132.1765.185.685.1487.11160.14陳 述 の 能 力 陳 述 の

186.1186.6251.13133.2242.16

g,2（ab）43.1344.1795.1644.7186.4 統
一 作 用陳 述 の 作 用勢 力

44.1845.397.1186.7196.3

195.15述 素

105.1「語 論 」 「述 体 句 」 に お い て 同義 語 と な る もの … … 統 覚 統 覚 （の ）

104.9106.6作 用

106.10108.3

④ 『日本文法要論』の場合

34.14105.1105.9
A al

28.430.734.1252.356.1459.1560.13101.1（ab）
a,1

10.5
a2

51.1451.15105.12
a3

84.16
a4

一44一



24.5
a5

20.1120.1328.440.1345.9
as

89.1690.228.5この 「陳 述 」を 使
っ た語 句 … … 陳 述 の 本体 陳述 の陳 述 の 態度91

.1

40.840.14陳 述 の 性 質要 素

41.2

この 「陳述」に基づ く分類項目……複語尾の 「陳述」のしかた

B
52.254,1259.9（ab）b

l

52.452.652.852.953.1353.1654.1555.6b
4

103.13103.15105.10（ab）b

5

34.1158.14b
s

この 「陳述」に基づ く分類項目……陳述部

47,1454.1556.456.16
C Cq

この 「陳述」に基づ く分類項目……陳述の修飾格

10,210.1312,212,312,412,512.6こ の 「陳 述 」の 同 義 語
… … 陳 述 の 力

12.1113.1013.1115.717.117.217.4

17.14（ab）33.1546.146,212.1213,359.12 繋 辞陳 述 の 作 用

58.1659.6（ab）103.1259.1660.1

58.8（ab）58.958.1058.1258.14（ab）58.5 判 定 す る 作 用

58.1559.12（ab）59.1460.160.9

⑤ 『日本文法学概論」の場合

72.986.1489.290.1593.693.8143.15203.7（ab）262.14
A al

262.16264.4270.5289.6297.8310.7313.2（ab）314.1314.5

314.6314.10314.15316.6372.7386.6389.8472.3491.10491.15

672.15677.3677.5677.7678.2682.13684.4690.13691.8691.10
i 693.10699.2776.3776.4776.6777.11846.3858.10972.2

一43一



1024.151024.161031.121034.8

89.2476.12485.10491.16a,
1

145.6146.2
a2

491.111034.11
a3

968.11968.12968.13978.12
a4

173.16685.10686.1686.2689.9691.10693.10846.3882.1
a5

1054.9

71.490.1293.10196.2196.5203.8211.12213.9373.3401.13
as

483.16502.7502.9686.11700.3778.9785.1968.21007.13

1008.121009.3

401.151035.101070.9この 「陳 述 」を 使
っ た語 句 … …陳 述 の 性 質 陳 述 の様 式

508.121078.6

373.4697.5967.15（ab）968.1968.290.14陳 述 の 材 料 陳 述 の 態 度

968.3968.5968.6968.15969.2971.3

968.11401.9698.9971.11971.14150.6陳 述 者 陳 述 の 要 素 陳 述 の 形 式

983.15984.1698.10

203.8437.14968.10陳 述 の賓 位陳 述 の 本 体 陳 述 の 話 題

この 「陳述」に基づ く分類項目……複語尾の 「陳述」の状態、 しかた、確
め ・陳 述 （の ） 副 詞

493.9493.12493.14518.5521.9こ の 「陳 述 」 の 同 義 語 … … 叙 述

927.1927.21058.151093.2

B
71.15227.15271.7641.14642.12657.12685.8785.5852.16b

l
969.5969.7970.61009.21054.101094.10

262.15293.12297.3310.6310.7313.7683.15b
2

373.5386.11388.13388.15b
3

475.14492.2492.6492.8492.10691.11691.14692.2692.8b
4

1028.131028.161032.91032.161033.11034.41034.51035.6b
5

一42一



72.1291.2210.12314.11389.9476.3476.4779.11988.9988.11b
s

65.1165.1265.15297.1297.5こ の 陳 述 を 使
っ た 語 句 … … 「陳 述 」の 方 法

297.6440.3477.1724.7968.4

1054.15775.7陳 述 の 言 遣

この「陳述」に基づ く分類項目……陳述句 ・陳述部 ・複語尾の 「非経験性の

陳述」「非現実性の陳述」

C
370.5372.5C

1

289.10290.9291.7（ab）331.5331.14652.1656.13658.2658.14
CZ

704.8713.10713.12713.14716.3716.13

370.5370.10372.1372.9372.13774.15775.2775.14777.6
Cg777

.9788.8789.10

472.3474.10478.2484.15485.14487.10503.14692.2C
4

679.13679.15680.1681.1681.2686.11790.8C
S

この 「陳述」に基づ く分類項目……陳述の修飾格 ・陳述語

こ の 「陳 述 」 の 同 辮 … 一陳 述 の 力8890:1088.1388.1689.190.1213143
.13144.10144.11（ab）

144.13144.14144.15149.9149.11149.13150.1150.7184.2（ab）

187 4189.5189.6189.8191.4191.5200.15200.16201.2201.3

271 9283.14309.15310.9372.2440.5476.2476.12483.4484.6

656 12662.12677.12678.4678.5679.6679.7680.5681.10689.12

.:・ 14689.15692.3698.12699.5699.6699.14704.13705.7711.4

712 3715.2715.3722.13723.13724.1724.8731.10774.14

1028・12陳 述 の 形 式 的 能 力71・6陳 述 の 作 用93.893.10148

149.1291.10・12陳

述 の 作 用93.893.10148149
.1291.10・12陳 述 の 勤lll:12476.514陳 述 の 能 力7171:1

71.12378.13385

677.11681.9681:1438514683:151半1」 定 の 作 用3232:6{ab11） 統 一 作 用9494:994.121395.3

95.1595.16144

149.5149.6150:214911・2決 定 要 素649651:1165116・15

C・pul・91.8649.11677678
.1678.5679:12677.134682.12（ab） 陳 述 礒ll8:31i

95.5（ab）「語 論 」 「述 体 句 」 にお いて 同 義語 と な る もの
… …統 覚 作 用

95,795.11

171.81007.8935.14統 覚 意 識 の 統 一 点

963.14

一41一



⑥ 『日本文法学要論』の場合

A
100.14114.4（ab）116.1111.15119.2230.11236.15237.6291.11

al

a,56.358.1565.365.6109.15119.14119.15221.15222.1227.51227
.7

27.11
a2

a393.193.3231.1245.8

177.13177.14177.15a
4

50.4236.15（ab}a
5

42.1543.256.373.982.4177.4205.3206.8206.14207.8230.5a
6

こ の 陳 述 」 を 使 っ 鷹 句 … … 陳 述 の 態 度177177:11776177:1（177.3177.4177ab）178
.3180:1

180.6180.9180.15182.9

陳 遊 質73・11陳 述 の 要 素7373:415陳 述 者177・13陳 述 の 本 体56・4

陳 述 の 話 題177●13陳 述 の 主 体230●5

この 「陳述」に基づ く分類項目……複語尾の 「陳述」の確かめ、 しかた

この 「陳 述 」 の 同義 語 … …叙 述291・10

B
93.693.897.8178.5178.6206.14b

l

b265.2229.13229.14

b・7499:291399:12936120:993.1293.14941120
.5293.3・196・296・598・598・1398・16

b225.7225.9229.3229.11（ab）229.13229.14230.9（ab）5

この 「陳 述 」 を使 った言吾句 ・一 陳 述 の 方 法177237:1

この 「陳述」に基づ く分類項目……陳述句 ・陳述部

C
227.11C

g

85.1097,11100.2101.2120.10C
4

113.12113.14114.1114.12284.1C
5

1'



この 「陳述」に基づ く分類項目……陳述の修飾格

こ の 「陳 述 」 の 同 義 語 … ・棟 述 の 力2730:628.630.930.1031.12（ab1331
.731.832.13（ab） ）

34.838.1338.1438.1564.383.183.2111.9111.10112.1112.2

113.4113.5113.6114.4114.7115.9118.2118.3120.11225.6

陳 述 の 作 用3235:1陳述 の 能 力115115:9（ab13）述 格 的 の 力122・1C・pul・

111

113:92111114:10111.11111.148116.10116.11112'2判 定 の 作 用2020:92014'10




