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上
代
に
お
け
る
ア
リ
の
接
頭
辞
的
用
法
に
つ
い
て

畠　

山　

真　

一

１　

は
じ
め
に

　

日
本
語
の
ア
リ
は
、
上
代
か
ら
現
代
ま
で
継
続
的
に
存
在

動
詞
と
し
て
君
臨
し
て
お
り
、
リ
や
タ
リ
と
い
っ
た
い
わ
ゆ

る
継
続
・
完
了
を
表
現
す
る
と
さ
れ
る
助
動
詞
を
構
成
す
る

資
源
と
し
て
機
能
し
て
い
る
（
リ
は
、「
動
詞
の
連
用
形
＋ 

i 

＋
ア
リ
」
か
ら
、
タ
リ
は
「
動
詞
の
テ
形
＋
ア
リ
」
か
ら
派

生
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）。
現
代
日
本
語
に
お
い
て
も
、

主
語
指
向
の
ア
ス
ペ
ク
ト
形
式
で
あ
る
テ
イ
ル
形
に
対
応
す

る
形
と
し
て
目
的
語
指
向
の
ア
ス
ペ
ク
ト
形
式
と
し
て
テ
ア

ル
形
が
存
在
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
上
代
か
ら
現
代
ま
で
日
本
語
の
ア
ス
ペ
ク

ト
体
系
の
中
で
、
動
詞
に
下
接
す
る
ア
リ
は
、
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
き
た
。

　

一
方
、
上
代
に
集
中
し
て
出
現
す
る
ア
ス
ペ
ク
ト
形
式
と

し
て
、
動
詞
に
上
接
す
る
ア
リ
が
観
察
さ
れ
る
。
次
の
⑴
は
、

万
葉
集
に
お
け
る
「
動
詞
に
上
接
す
る
ア
リ
」
を
例
示
し
た

も
の
で
あ
る
。（
本
論
文
に
お
け
る
用
例
は
す
べ
て
『
新
編 

日

本
古
典
文
学
全
集 

万
葉
集
（
１
）
〜
（
４
）』
か
ら
採
ら
れ
て

い
る
）

⑴　

愛は

し
き
か
も　

皇
子
の
尊み
こ
との
あ
り
通
ひ　

見
し
し
活い
く

道ぢ

の　

道
は
荒
れ
に
け
り
（479

）

⑴
の
傍
線
部
の
「
あ
り
通
ひ
」
は
、「
通
ふ
」
に
ア
リ
が
上
接

し
た
も
の
で
、「
安
里
我
欲
比
」が
原
文
で
あ
り
、「
あ
り
が
よ
ひ
」

と
訓
読
さ
れ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
連
濁
現
象
は
、
ア
リ
と

「
通
ふ
」
が
緊
密
に
結
び
つ
き
一
語
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
さ
れ
、
ア
リ
が
接
頭
辞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
（
澤
瀉
他1967; W

hitm
an, 

2010: p.145

）。
さ
ら
に
、
こ
の
種
の
ア
リ
（
動
詞
に
上
接
す

る
ア
リ
）
を
接
頭
辞
し
て
分
析
す
る
根
拠
と
し
て
は
、
ア
リ
と

本
動
詞
の
間
に
介
入
す
る
助
詞
（
係
助
詞
、
副
助
詞
）
お
よ
び

副
詞
が
観
察
さ
れ
な
い
と
い
う
点
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、意
味
・
用
法
の
点
か
ら
言
え
ば
、本
例
に
お
け
る
「
あ
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り
通
ひ
見
し
し
」
は
、「
よ
く
・
習
慣
的
に
通
っ
て
ご
覧
に
な

っ
た
」
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
ア
リ
は
習
慣
相

（habitual

）
を
示
す
接
頭
辞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
分
析

さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
動
詞
に
上
接
す
る
ア
リ

は
、
未
完
了
（
継
続
、
繰
り
返
し
、
習
慣
）
と
い
っ
た
ア
ス

ペ
ク
チ
ュ
ア
ル
な
意
味
・
文
法
的
機
能
を
担
う
接
頭
辞
と
し

て
分
析
さ
れ
て
き
た
（
澤
瀉
他1967

）。

　

こ
の
分
析
自
体
に
は
問
題
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
上
代
盛

ん
に
用
い
ら
れ
た
文
法
形
式
で
あ
る
動
詞
の
リ
形
（
一
般
に

存
続
・
完
了
を
示
す
と
さ
れ
る
助
動
詞
リ
が
動
詞
に
つ
い
た

形
）
と
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
か
と
い
う
疑
問
が
直
ち
に

生
ず
る
。
実
際
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
動
詞
の
リ
形
は
、「
動

詞
の
連
用
形
＋ 

i 

＋
ア
リ
」
が
つ
づ
ま
っ
て
で
き
た
と
分
析

で
き
る
た
め
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
接
頭
辞
的
な
ア
リ
（
以

後
、
接
頭
辞
的
ア
リ
と
す
る
）
と
の
差
異
が
問
題
に
な
る
。

　

本
研
究
は
、
万
葉
集
に
お
け
る
動
詞
の
リ
形
と
接
頭
辞
的

ア
リ
の
文
法
機
能
を
比
較
・
分
析
し
、
次
の
よ
う
な
観
察
を

提
示
す
る
。

⑵　

a.　

リ
形
に
な
い
「
習
慣
相
・
多
回
性
」
と
い
う
用

法
を
持
つ
。

　
　

b.　

リ
形
が
接
続
し
な
い
動
詞
に
ア
リ
が
独
占
的
に

接
続
す
る
ケ
ー
ス
が
観
察
さ
れ
る
（
相
補
的
分

布
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
）。

　
　

c.　

リ
形
と
接
頭
辞
的
ア
リ
は
、「
結
果
状
態
維
持
」

用
法
を
共
通
し
て
持
つ
。

　

本
研
究
の
構
成
は
次
の
と
お
り
。
次
節
に
お
い
て
、
万
葉

集
に
お
け
る
接
頭
辞
的
ア
リ
の
用
法
を
分
析
す
る
。
最
後
に

３
節
に
お
い
て
、
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
述
べ
る
。

２　

接
頭
辞
的
ア
リ
の
意
味
・
用
法

　

万
葉
集
に
接
頭
辞
的
ア
リ
は
、
39
例
観
察
さ
れ
る
。
ア
リ

が
上
接
す
る
動
詞
で
最
も
多
い
の
は
、「
通
ふ
」
の
18
例
で
、

ほ
ぼ
半
数
を
占
め
る
。
続
い
て
「
待
つ
」（
８
例
）、「
渡
る
」（
３

例
）、「（
た
）
も
と
ほ
る
（
廻
る
）」（
３
例
）、「
立
つ
」（
２
例
）、

「
慰
む
」（
２
例
）
と
続
く
。

　

本
節
で
は
、「
通
ふ
」、「
待
つ
」、「
立
つ
」
と
い
う
動
詞
に

フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
、
接
頭
辞
的
ア
リ
の
文
法
機
能
を
分
析
し

て
い
く
。

　

ま
ず
、
最
も
用
例
数
の
多
い
ア
リ
と
「
通
ふ
」
が
連
結
さ
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れ
た
例
を
見
て
み
よ
う
。

⑶　

a.　

大
君
の　

遠
の
朝み
か
ど廷
と　

あ
り
通
ふ　

島し
ま

門と

を

見
れ
ば　

神か
み

代よ

し
思
ほ
ゆ
（304

）

　
　

b.　

や
す
み
し
し　

我
が
大
君
の　

神
な
が
ら　

高

知
ら
せ
る　

印い

南な
み

野の

の　

大お
ふ
み海
の
原
の　

荒
栲

の
藤
井
の
浦
に　

鮪し
び

釣
る
と　

海あ

ま人
舟ぶ
ね

騒さ
わ

き
塩

焼
く
と　

人
ぞ
さ
は
に
あ
る　

浦
を
よ
み　

う

べ
も
釣
は
す　

浜
を
よ
み　

う
べ
も
塩
焼
く

　
　
　
　

あ
り
通
ひ　

見め

さ
く
も
著し
る

し　

清
き
白
浜
（938

）

　
　

c.　

垂
姫
に　

藤
波
咲
て　

浜
清
く　

白
波
騒
き　

し
く
し
く
に　

恋
は
ま
さ
れ
ど　

今
日
の
み
に

飽
き
足
ら
め
や
も　

か
く
し
こ
そ　

い
や
年
の

は
に　

春
花
の　

茂
き
盛
り
に　

秋
の
葉
の　

も
み
た
む
時
に　

あ
り
通
ひ　

見
つ
つ
偲
し
の

は
め　

こ
の
布
勢
の
海
を
（4187

）

（3a）
の
「
あ
り
通
ふ
」
は
、
工
藤
（1995

）
の
言
う
多
回
性
を

表
現
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
数
多
く

の
官
人
が
通
っ
て
い
る
島
門
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

（3b）
の

ア
リ
は
、
多
回
性
と
い
う
よ
り
は
反
復
相
を
表
現
し
て
い
る

と
解
釈
さ
れ
、「
あ
り
通
ひ
」
は
「
し
ば
し
ば
通
っ
て
」
を
意

味
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
（3c）
も
同
様
に
反
復
相

を
表
現
す
る
機
能
を
ア
リ
が
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、「
い

や
年
の
は
に　

春
花
の　

茂
き
盛
り
に　

秋
の
葉
の
も
み
た

む
時
に　

あ
り
通
ひ
」
は
、「
毎
年
春
の
花
が
咲
き
誇
っ
て
い

る
と
き
、
そ
し
て
秋
の
葉
が
紅
葉
す
る
と
き
に
、
し
ば
し
ば

通
っ
て
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
現
代
語
に
目
を
転
じ
て
「
通
う
」
の
シ
テ
イ
ル

形
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

現
代
日
本
語
に
お
い
て
シ
テ
イ
ル
形
の
中
核
的
な
用
法
は

動
作
の
進
行
・
継
続
も
し
く
は
主
体
変
化
結
果
の
残
存
で
あ

る
。
例
え
ば
、
動
作
を
表
現
す
る
動
詞
で
あ
る
「
飲
む
」
の

シ
テ
イ
ル
形
「
飲
ん
で
い
る
」
は
、「
飲
む
と
い
う
動
作
が
開

始
さ
れ
、
終
結
し
な
い
」
と
い
う
状
況
を
描
写
す
る
。
一
方
、

主
体
変
化
を
表
現
す
る
動
詞
、
例
え
ば
、「
割
れ
る
」
の
シ
テ

イ
ル
形
「
割
れ
て
い
る
」
は
、「
割
れ
る
と
い
う
変
化
が
発
生

し
た
あ
と
の
そ
の
結
果
状
況
」
を
描
写
す
る
。

　

し
か
し
、
現
代
日
本
語
の
「
通
う
」
の
シ
テ
イ
ル
形
は
、

動
作
の
進
行
も
主
体
変
化
結
果
の
残
存
も
示
さ
な
い
。
次
の

例
を
見
て
み
よ
う
。

⑷　

a.　

私
は
、
専
門
学
校
に
通
っ
て
い
ま
す
。
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b.　

多
く
の
高
齢
者
が
病
院
に
通
っ
て
い
ま
す
。

（4a）
は
、
反
復
相
を
表
現
し
、

（4b）
は
多
回
性
を
表
現
し
て
お
り
、

上
代
の
「
あ
り
通
ふ
」
と
同
じ
状
況
が
観
察
さ
れ
る
。

　

加
え
て
、「
通
う
」
の
シ
テ
イ
ル
形
が
動
作
進
行
の
読
み
を

持
ち
に
く
い
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
金
水
（2000

）
が
述
べ

る
よ
う
に
、
動
作
進
行
を
表
現
す
る
テ
イ
ル
形
は
「
〜
最
中

で
あ
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ム
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
通

う
」
の
シ
テ
イ
ル
形
は
こ
の
フ
レ
ー
ム
に
入
り
に
く
く
、「
通

っ
て
い
る
」
が
動
作
進
行
を
表
現
し
に
く
い
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
次
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

⑸　

??
病
院
に
通
っ
て
い
る
最
中
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
あ
り
通
ふ
」
と
「
通
っ
て
い
る
」
は
、
ま

っ
た
く
同
じ
様
相
を
示
す
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
上
代
語
の
「
通
ふ
」、
現
代
日
本
語
の
「
通
う
」

が
と
も
に
語
彙
的
意
味
と
し
て
「
多
回
性
・
反
復
性
」
を
組

み
込
ん
で
い
る
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

　

実
際
、
上
代
の
「
通
ふ
」
の
語
彙
的
な
意
味
は
、
現
代
日

本
語
と
同
じ
く
、「
行
っ
た
り
来
た
り
を
繰
り
返
す
」
で
あ
り
、

「
歩
む
」「
飛
ぶ
」
と
い
っ
た
移
動
動
作
様
態
を
表
現
す
る
動

詞
と
異
な
り
、
語
彙
的
意
味
事
態
に
多
回
性
・
反
復
性
が
組

み
込
ま
れ
て
い
る
。
次
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

⑹　

春
日
野
の　

山や
ま

辺へ

の
道
を　

恐
り
な
く　

通
ひ
し
君

が
見
え
ぬ
こ
ろ
か
も
（518

）

⑹
の
「
見
え
ぬ
こ
ろ
か
も
」
は
「
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
く
な
っ

た
最
近
で
あ
る
」
と
解
釈
で
き
る
た
め
、
こ
れ
と
対
比
的
に
、

「
通
ひ
し
君
」
は
、「
繰
り
返
し
来
て
去
っ
て
い
っ
て
い
た
」

と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
、現
代
日
本
語
の
「
通
っ
て
い
る
」

も
全
同
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
接
頭
辞
的
ア
リ
は
、
こ
の
よ
う

な
反
復
性
・
多
回
性
を
前
景
化
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
、
接
辞
的
ア
リ
と
は
逆
に
動
詞
に
ア
リ
が
承
接
す
る

こ
と
で
形
成
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
継
続
・
完
了
を
表
す
助
動

詞
リ
（
本
研
究
で
は
リ
形
と
す
る
）
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ

う
な
状
況
が
観
察
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

万
葉
集
に
は
、「
通
ふ
」
が
84
例
観
察
で
き
、
否
定
、
テ
ン

ス
（
過
去
）、
使
役
を
表
す
助
動
詞
が
承
接
し
た
例
は
あ
る
も

の
の
（
43
例
）、「
通
ふ
」
の
リ
形
は
観
察
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
デ
ー
タ
は
、リ
形
に
よ
っ
て
は
「
通
ふ
」
の
持
つ
多
回
性
・

反
復
性
を
前
景
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
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実
際
、
万
葉
集
に
お
け
る
リ
形
は
５
６
６
例
観
察
で
き
る

が
、「
多
回
性
・
反
復
性
」
を
示
す
と
解
釈
で
き
る
例
は
存
在

せ
ず
、
接
頭
辞
的
ア
リ
が
、
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

続
い
て
、「
待
つ
」
に
ア
リ
が
前
接
す
る
例
を
見
て
み
よ
う
。

⑺　

a.　

恋
ひ
恋
ひ
て　

逢
ひ
た
る
も
の
を　

月
し
あ
れ
ば

夜よ

は
隠こ
も

る
ら
む　

し
ま
し
は
あ
り
待
て
（667

）

　
　

b.　

山
越
え
て　

遠と
ほ

津つ

の
浜
の　

石い
わ

つ
つ
じ　

我わ

が

来
る
ま
で
に　

含ふ
ふ

み
て
あ
り
待
て
（1188

）

　
　

c.　

春
日
野
に　

斎い
つ

く
三
諸
の　

梅
の
花　

栄
え
て

あ
り
待
て　

帰
り
来
る
ま
で
（4241

）

「
待
つ
」
に
ア
リ
が
前
接
す
る
ケ
ー
ス
は
、「
通
ふ
」
に
前
接

す
る
ケ
ー
ス
と
対
照
的
な
様
相
を
見
せ
る
。

　

（7a-c）
の
「
あ
り
待
つ
」
は
す
べ
て
、
い
わ
ゆ
る
結
果
状
態
維

持
を
表
現
す
る
と
い
え
る
（
森
山
、1988; 

畠
山
、2016
）。

結
果
状
態
維
持
は
、
主
体
変
化
が
完
遂
し
た
後
に
出
現
す
る

状
態
を
主
体
が
維
持
す
る
こ
と
を
表
現
す
る
用
法
で
あ
り
、

典
型
的
に
は
い
わ
ゆ
る
姿
勢
変
化
動
詞
（「
立
つ
」「
隠
る
」

な
ど
）
の
リ
形
・
タ
リ
形
で
観
察
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

次
の
例
は
、
上
代
に
お
け
る
姿
勢
変
化
動
詞
に
お
け
る
リ

形
・
タ
リ
形
の
結
果
状
態
維
持
の
例
で
あ
る
１
。

⑻　

a.　

沖
つ
波　

来き

寄よ

す
る
荒あ
り
そ磯
を　

し
き
た
へ
の　

枕
と
ま
き
て　

寝な

せ
る
君
か
も
（222

）

　
　

b.　

松
浦
川　

川
の
瀬
光
り　

鮎
釣
る
と　

立
た
せ

る
妹
が　

裳
の
袖
濡
れ
ぬ
（855

）

　
　

c.　

天
の
原　

行
き
て
射
て
む
と　

白
真
弓　

引
き

て
隠
れ
る　

月
人
を
と
こ
（2051

）

こ
れ
ら
の
例
は
、
す
べ
て
何
ら
か
の
主
体
変
化
が
発
生
し
た

後
に
出
現
す
る
結
果
状
態
を
、
主
体
が
意
図
的
に
維
持
し
て

い
る
状
況
を
描
写
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
結
果
状
態
維
持

用
法
と
分
類
で
き
る
。
た
と
え
ば
、

（8a）
は
、「
君
」
が
「
横
に

な
っ
て
い
る
状
態
」
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う
状
況
が
描
写

さ
れ
て
お
り
、「
横
に
な
る
」
と
い
う
主
体
変
化
結
果
状
態
の

主
体
的
維
持
が
リ
形
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

上
述
の
結
果
状
態
時
用
法
を
⑺
に
提
示
し
た
例
に
見
ら
れ

る
接
辞
的
ア
リ
は
表
現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
⑺
に
お
け

る
「
あ
り
待
つ
」
は
す
べ
て
、「
待
つ
」
と
い
う
静
止
状
態
を

維
持
す
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
次
例
に
お

け
る
「
待
て
リ
」
と
全
同
で
あ
る
。

⑼　

眉ま
よ

根ね

掻
き　

鼻
ひ
紐
解
け
る　

待
て
り
や
も　

い
つ
か
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も
見
む
と　

恋
ひ
来
し
我あ
れ

を
（2808

）

た
だ
し
、「
待
て
リ
」
は
万
葉
集
の
中
で
２
例
の
み
し
か
観
察

さ
れ
ず
、「
あ
り
待
て
り
」
が
優
勢
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
議
論
か
ら
、
結
果
状
態
維
持
用
法
は
、
接
頭

辞
的
ア
リ
と
リ
形
が
共
通
し
て
持
つ
用
法
と
い
え
る
も
の
の
、

「
待
つ
」
と
い
う
動
詞
に
関
し
て
は
、「
あ
り
待
つ
」
が
優
勢

と
い
う
状
況
が
観
察
で
き
た
。

　

最
後
に
、「
あ
り
立
つ
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
以
下

は
、「
あ
り
立
つ
」と
い
形
式
の
万
葉
集
に
お
け
る
全
例（
２
例
） 

で
あ
る
。

⑽　

a.　

や
す
み
し
し　

わ
ご
大
君　

高
照
ら
す　

日
の

皇み

子こ

荒
た
へ
の　

藤ふ
ぢ

井ゐ

が
原
に　

大
御
門　

始

め
た
ま
ひ
て　

埴は
に

安や
す

の　

堤
の
上
に　

あ
り
立

た
し　

見
し
た
ま
へ
ば　

大
和
の　

青
香
具
山

は　

日
の
経た
て

の　

大
き
御
門
に　

春
山
と　

し

み
さ
び
立
て
り　

畝
傍
の　

こ
の
瑞
山
は
大
き

御
門
に　

瑞
山
と　

山
さ
び
い
ま
す
（52

）

　
　

b.　

近
江
の
海　

泊
ま
り
八や

そ十
あ
り　

八
十
島
の　

島
の
崎
　々

あ
り
立
て
る　

花
橘
を　

上ほ
つ

枝え

に

も
ち
引
き
掛
け
（3239

）

（10a）
の
「
あ
り
立
つ
」
は
、「
あ
り
通
ふ
」
に
お
け
る
接
頭
辞
的

ア
リ
と
同
様
に
多
回
性
・
反
復
相
を
表
現
し
て
お
り
、「
い
つ

も
・
し
ば
し
ば
お
立
ち
に
な
っ
て
い
る
」
と
解
釈
さ
れ
る
の

が
一
般
的
で
あ
る
（
内
田1979

）。
一
方
、

（10b）
は
、
接
頭
辞
的

ア
リ
が
「
立
つ
」
の
リ
形
「
立
て
ル
」
に
つ
い
た
も
の
で
接

頭
辞
的
ア
リ
は
反
復
相
（
岬
ご
と
に
「
立
て
リ
」
が
成
立
し

て
い
る
）
を
表
現
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
（W

hitm
an 

2010

）。

　
「
立
つ
」
は
、
姿
勢
変
化
動
詞
で
あ
り
接
頭
辞
的
ア
リ
が
接

続
し
、「
あ
り
待
つ
」
と
同
様
に
結
果
状
態
維
持
の
解
釈
が
得

ら
れ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
と
思
わ
れ
る
が
、
実
例
は
、
こ

の
予
想
を
裏
切
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
２
例
と
い
う
少
数
例

で
あ
る
た
め
、
こ
の
状
況
が
い
か
な
る
理
由
で
発
生
し
た
か

を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
現
段
階
で
は
単
な
る
事
実
の

指
摘
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

３　

ま
と
め

　

本
研
究
で
は
、
接
頭
辞
的
ア
リ
と
リ
形
を
比
較
し
次
の
点

を
明
ら
か
に
し
た
。

⑾　

a.　

リ
形
に
な
い
「
習
慣
相
・
多
回
性
」
と
い
う
用
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法
を
持
つ
。

　
　

b.　

リ
形
が
接
続
し
な
い
動
詞
に
ア
リ
が
独
占
的
に

接
続
す
る
（
相
補
的
分
布
を
な
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
）。

　
　

c.　

リ
形
と
接
頭
辞
的
ア
リ
は
、「
結
果
状
態
維
持
」

用
法
を
共
通
し
て
持
つ
。

た
だ
し
、
接
頭
辞
的
ア
リ
を
本
動
詞
と
み
な
す
内
田
（1979

） 

や
、
接
頭
辞
的
ア
リ
に
関
す
る
先
駆
的
研
究
で
あ
る
菅
野

（1960

）
の
結
果
を
充
分
に
吟
味
す
る
こ
と
が
で
き
お
ら
ず
、

ま
た
、
接
頭
辞
的
ア
リ
が
接
続
す
39
例
を
す
べ
て
検
討
す
る

こ
と
も
で
き
て
い
な
い
。
ま
た
、「
あ
り
立
つ
」
に
お
け
る
接

頭
辞
的
ア
リ
が
多
回
性
・
反
復
相
を
表
現
す
る
こ
と
に
つ
い

て
も
説
明
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
よ
り
包
括
的
な
研
究
を
準
備

中
で
あ
る
。

註
１　

な
お
，
畠
山
（2017

）
に
お
い
て
、
結
果
維
持
用
法

の
例
と
し
て
「
大
君
は
神
に
し
座
せ
ば
天
雲
の
雷
の

上
に
廬
り
せ
る
か
も
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

誤
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
訂
正
し
た
い
。
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