
ま
す
。
漢
文
法
的
に
は
こ
の
「
王
」
も
動
詞
で
す
。

　

こ
の
変
化
、
漢
字
の
外
形
が
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と

に
注
意
が
必
要
で
す
。
日
本
語
や
英
語
の
単
語
な
ら
ば

語
尾
を
見
て
品
詞
を
あ
る
程
度
推
測
で
き
ま
す
が
、
漢

字
で
は
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
す
。「
王
」
が
「
王
」

の
形
の
ま
ま
で
、
い
つ
の
間
に
か
名
詞
か
ら
動
詞
に
化

け
て
い
た
り
す
る
の
で
す
。

２
．
品
詞
は
大
事
な
考
え
方
で
す

　

こ
う
い
う
話
を
し
て
し
ま
う
と
「
や
は
り
高
校
漢
文

で
品
詞
を
教
え
る
の
は
難
し
す
ぎ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」

と
お
思
い
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
私
は
そ

れ
で
も
品
詞
を
教
え
る
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。

　

第
一
に
、
や
は
り
漢
文
に
は
品
詞
と
い
う
概
念
が
厳

然
と
し
て
存
在
す
る
か
ら
で
す
。
漢
文
は
日
本
語
表
記

の
一
形
態
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
た
経
緯
こ
そ
あ
り
ま

す
が
、
漢
文
の
ル
ー
ツ
は
古
代
漢
語
で
あ
り
外
国
語
で

あ
っ
て
、
当
然
日
本
語
と
は
本
質
の
違
う
文
法
に
よ
っ

て
成
立
し
て
い
ま
す
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
日
本
語
と

違
う
品
詞
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
て
学
習
す
る
の
は
、

外
国
語
学
習
の
基
本
と
も
言
え
る
態
度
な
の
で
は
な
い

異
な
る
極
め
て
特
殊
な
も
の
で
、し
か
も
そ
の
理
解
な
し

に
は
漢
文
を
正
確
に
解
釈
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
の
特
殊
性
の
最
た
る
も
の
は
、
漢
文
の
品
詞
は
ま

っ
た
く
静
的
で
な
く
、
常
に
こ
ろ
こ
ろ
変
わ
っ
て
し
ま

う
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
「
王
」
と
い
っ
た
、
誰

し
も
名
詞
だ
と
思
う
よ
う
な
語
で
あ
っ
て
も
、
漢
文
で

は
動
詞
に
な
っ
た
り
副
詞
に
な
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。

　

試
み
に
教
科
書
掲
載
題
材
の
「
項
王
自
刎
」（
史

記
・
項
羽
本
紀
）
で
「
王
」
字
を
拾
い
出
し
て
み
る
と
、

当
然
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
が
項
羽
や
王お

う

翳え
い

に
関
連
す
る
よ

う
な
文
字
通
り
名
詞
の
「
王
」
で
あ
る
わ
け
で
す
。
し

か
し
そ
れ
で
も
よ
く
見
る
と

（
例
１

）

縦た
と
ヒ　

江　
　

東　
ノ　

　

父　
　

兄　
　

憐　
レ
ミ
テ

而　
　

王　
ト
ス
ト
モ

レ　

我　
ヲ

、

と
い
う
表
現
の
「
王
」
は
「
王
と
す
」
と
読
ま
せ
て
い

ま
す
。
漢
文
法
で
は
動
詞
扱
い
で
す
。
ほ
か
に
も

（
例
２

）

江　
　

東　
　

雖い
へ
ど
モレ　

小　
ナ
リ
ト、
地　

ハ　
　

方　
　

千　
　

里
、
衆　

ハ

数　
　

十　
　

万　

人
、
亦　

足　
ル

レ　

王　
タ
ル
ニ

也
。

と
い
う
表
現
が
あ
っ
て
、
こ
こ
の
「
王
」
は
「
王
た

り
」
と
断
定
助
動
詞
「
た
り
」
を
送
っ
て
訓
読
し
て
い

　

皆
様
は
じ
め
ま
し
て
。
北
海
道
で
予
備
校
講
師
を
し

て
お
り
ま
す
藤
川
と
申
し
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
し
た
漢
文

法
の
知
見
は
、
漢
文
読
解
を
正
確
に
、
授
業
を
豊
か
に

い
た
し
ま
す
。
こ
の
た
び
「
つ
れ
づ
れ
」
編
集
部
か
ら
、

そ
の
漢
文
法
に
つ
い
て
簡
単
な
記
事
を
書
い
て
ほ
し
い

と
の
御
依
頼
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
て
、
不
肖
な
が
ら
数

回
に
わ
た
り
御
案
内
も
う
し
あ
げ
る
次
第
で
す
。「
虎

の
巻
」
ほ
ど
大
し
た
こ
と
も
書
け
ま
せ
ん
の
で
、「
猫

の
巻
」
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

１
．
漢
文
は
こ
っ
そ
り
品
詞
が
変
わ
る

　

そ
も
そ
も
日
本
語
に
は
日
本
語
の
品
詞
が
あ
る
よ
う

に
、
英
語
に
は
英
語
の
品
詞
が
あ
る
よ
う
に
、
や
は
り

漢
文
に
は
漢
文
の
品
詞
が
あ
り
ま
す
。
よ
く
考
え
れ
ば

当
た
り
前
の
話
な
の
で
す
が
、
国
語
科
の
教
員
養
成
課

程
で
も
こ
の
あ
た
り
は
詳
し
く
教
授
さ
れ
る
こ
と
が
な

い
よ
う
で
、
あ
る
い
は
御
存
じ
で
な
い
先
生
方
も
い
ら

っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
か
く
い
う
私
も

大
学
在
学
中
に
体
系
的
に
習
っ
た
経
験
が
な
く
、
結
局

独
学
で
漢
文
法
を
学
ん
だ
の
で
す
が
、
そ
こ
で
痛
感
し

た
の
は
、
漢
文
の
品
詞
概
念
が
日
本
語
と
も
英
語
と
も

漢
文
法
ね
こ
の
巻

第
一
回
　
い
ま
こ
そ
品
詞
に
注
目
し
ま
し
ょ
う

河
合
塾
漢
文
科
講
師　

藤
川
　
左
近
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教
科
書
の
例
１

「
王
と
す
」
は
原
文
を
よ
く
見
る
と

「
王
我
」
で
、
直
後
に
人
称
代
詞
「
我
」
が
あ
り
ま
し

た
。
先
ほ
ど
の
「
王
之
」
も
そ
う
な
の
で
す
が
、
漢
文

で
は
名
詞
を
始
め
多
く
の
品
詞
で
「
直
後
に
目
的
語
を

取
る
場
合
は
他
動
詞
に
活
用
す
る
」
と
い
う
ル
ー
ル
が

あ
り
、
特
に
地
位
官
職
の
名
（「
王
」「
将
」「
相
」
な

ど
）
が
人
を
目
的
語
に
取
る
と
「
そ
の
人
を
地
位
官
職

に
就
け
る
」
の
意
と
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
「
王
我
」

は
ま
ず
「
我
を
王
と
す
」
と
い
う
訓
を
考
え
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
ま
た
例
２

「
王
た
り
」
だ
と
、
直
前
に

「
足
」
が
あ
っ
て
「
足
王
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。「
足
」

に
は
助
動
詞
用
法
が
あ
り
ま
す
か
ら
、「
助
動
詞
の
後

は
動
詞
」
と
い
う
ル
ー
ル
を
知
っ
て
い
れ
ば
「
王
」
が

動
詞
に
活
用
し
て
い
る
可
能
性
を
疑
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
も
し
「
足
王
」
が
「
動
詞
＋
目
的
語
」
な
ら
「
王

に
足
る
」、「
助
動
詞
＋
動
詞
」
な
ら
「
王
た
る
に
足

る
」
な
ど
と
な
り
ま
す
か
ら
、
あ
と
は
文
脈
判
断
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
品
詞
の
活
用
は
無
原
則
に
行
わ
れ
て
い

る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
最
終
的
に
は
文
意

と
文
脈
と
の
整
合
性
を
見
て
判
断
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、あ
く
ま
で
そ
れ
は「
文
法
的
理
解
に
よ
っ
て
絞
り

込
ま
れ
た
選
択
肢
の
中
か
ら
、
文
脈
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
を
選
ぶ
」
と
い
う
手
筋
で
す
。
文
脈
把
握
が
解
釈
に

不
可
欠
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
品
詞
を
主
体
と
し
た
文
法

的
理
解
を
無
視
し
て
よ
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

次
号
は
こ
の
活
用
ル
ー
ル
の
代
表
的
な
も
の
の
一
つ

「
使
動
用
法
」
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
い

た
し
ま
し
ょ
う
。

オ
リ
に
「
王
・
王
と
す
・
王
た
り
」
の
三
通
り
の
読
み

方
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
名
詞
に
あ

る
条
件
が
整
え
ば
「
〜
と
す
」、
あ
る
条
件
が
整
え
ば

「
〜
た
り
」
と
読
む
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
の

よ
う
に
原
理
原
則
を
考
え
生
徒
に
教
え
る
か
ら
こ
そ
、

名
詞
が
「
王
」
で
な
く
例
え
ば
「
器
」
や
「
人
」
に
な

っ
て
も
、
生
徒
は
「
器
と
す
」「
人
た
り
」
と
い
う
訓

を
引
き
出
せ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
「
文

法
的
な
知
恵
」
こ
そ
が
高
校
漢
文
に
も
必
要
だ
と
私
は

思
う
の
で
す
。

３
．
品
詞
は
語
順
で
決
ま
る

　

と
こ
ろ
で
中
国
や
台
湾
の
学
生
も
漢
文
法
を
学
び
ま

す
。
現
代
漢
語
で
は
、
こ
う
し
た
品
詞
の
変
化
の
こ
と

を
「
詞
類
活
用
」
と
言
う
そ
う
で
す
。「
詞
類
」
と
は

品
詞
の
こ
と
。
と
い
う
こ
と
は
（
単
な
る
偶
然
の
一
致

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）、
日
本
語
が
語
尾
を
さ
ま

ざ
ま
に
「
活
用
」
さ
せ
る
よ
う
に
、
漢
文
で
は
品
詞
を

「
活
用
」
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
か
。
日
本

語
で
「
学
ぶ
」
に
助
動
詞
「
ず
」
を
接
続
す
る
と
「
学

ば
ず
」
と
活
用
す
る
よ
う
に
、
漢
文
で
も
「
王
」
に
続

け
て
例
え
ば
指
示
代
詞
「
之
」
を
置
い
て
「
王
之
」
と

す
れ
ば
「
王
」
を
動
詞
に
活
用
で
き
る
の
で
す
。

　

こ
れ
を
逆
手
に
取
る
と
、
着
目
し
た
語
の
前
後
に
ど

ん
な
語
が
あ
る
か
、
つ
ま
り
語
順
を
よ
く
見
る
こ
と
で
、

活
用
が
起
き
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
で
き
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
実
は
こ
れ
こ
そ
漢
文
の
文
法
読
解
の
基
本

な
の
で
す
。
具
体
的
に
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

で
し
ょ
う
か
。

　

ま
し
て
我
々
漢
文
指
導
者
も
品
詞
を
想
定
し
な
が
ら

漢
文
を
解
釈
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
例
え
ば
「
兵
以
詐

立
、
以
利
動
」（
孫
子
）
と
い
う
表
現
を
見
た
ら
、
ま

ず
は
訓
読
よ
り
も
先
に
「
兵
は
名
詞
で
主
語
、
立
と
動

は
述
語
動
詞
、
以
は
前
置
詞
」
と
考
え
る
で
し
ょ
う
。

よ
ほ
ど
漢
文
に
習
熟
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
最
初
か
ら

書
き
下
し
が
思
い
浮
か
び
は
し
な
い
も
の
で
す
。

　

第
二
に
、
正
確
な
訓
読
の
た
め
に
は
品
詞
理
解
が
不

可
欠
だ
か
ら
で
す
。
訓
読
は
漢
文
の
品
詞
・
成
分
を
理

解
し
、
意
味
を
捉
え
、
そ
の
う
え
で
読
み
を
整
え
て
い

く
も
の
で
す
。
漢
文
と
日
本
語
の
品
詞
は
必
ず
し
も
一

致
し
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
訓
読
と
の
関
連
性
を
否
定
す

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
「
以
」
字
に
は
大

き
く
分
け
て
、
上
か
ら
「
…
て
以
て
」
と
読
む
場
合
と
、

下
か
ら
「
…
を
以
て
」
と
返
読
す
る
場
合
と
二
種
類
の

読
み
方
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
前
者
が
接
続
詞
用
法

と
、
後
者
が
前
置
詞
用
法
と
密
接
に
関
連
し
ま
す
。
品

詞
と
訓
と
は
表
裏
一
体
な
の
で
す
。

　

つ
ま
り
「
兵
以
詐
立
、
以
利
動
」
の
一
文
を
見
て

「
兵
は
詐
を
以
て
立
ち
、
利
を
以
て
動
く
」
と
読
む
ま

で
に
は
、
品
詞
を
元
に
し
た
文
法
構
造
把
握
と
、
品
詞

の
違
い
に
よ
る
読
み
分
け
と
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
作
業
を
言
葉
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
品

詞
の
概
念
は
必
要
不
可
欠
で
す
。

　

さ
ら
に
重
要
な
の
が
第
三
の
点
で
す
。
漢
文
の
品
詞

の
変
化
に
は
一
定
の
法
則
が
存
在
し
、
無
原
則
に
変
わ

っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
王
」
が
ア
プ
リ
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