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（　一　）

風
間
力
三
氏
の

「『
て
ゐ
る
』
の
い
ひ
方
」
に
動
作
の
状
態
化
表
出
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
、　
こ
こ
に
少
し
な
が
く

な
る
が
引
用
す
る
。

私
は

「
犬
が
歩
い
「
洲
刺
」
と
い
ふ
表
現
を
継
続
態
で
あ
る
と
す
る
よ
り
ど
こ
ろ
を
継
続
と
い
ふ
点
よ
り
む
し
ろ
状
態
と
い
ふ
点
に
お
き
た
い
。
歩
行
と
い

ふ
動
作
は
こ
の
場
合
継
続
し
た
状
態
と
し
て
話
手
に
把
握
さ
れ
て
ゐ
る
と
考
へ
る
。
話
手
は
犬
の
動
作
を
、
そ
の
動
作
が
行
は
れ
て
ゐ
る
状
態
に
あ
る
と
把
握

し
て
こ
れ
を

一
の
状
態
の
表
現
と
し
て
表
出
し
た
の
で
あ
る
。
歩
行
と
い
ふ
動
作
を
、
話
手
が
動
作
と
し
て
意
識
す
る
よ
り
も
こ
れ
を

一
の
状
態
と
し
て
意
識

し
こ
れ
を
表
出
し
た
と
み
た
い
。
従

っ
て
継
続
態
の
本
質
は
動
作、
作、
用、
の、
状、
態、
僣
表、
出、
と
い
ふ
に
あ
る
。
こ
の
機
静
僣
麦
訃
´
い
船
機
能
が
ｑ
目
引
に
あ
る
と

み
た
い
。

「犬
が
歩
き
続
け
る
」
に
お
い
て
は
動
作
が
動
作
と
し
て
把
握
表
出
さ
れ
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
そ
の
動
作
が
継
続
的
に
行
は
れ
て
ゐ
る
と
い

ふ
だ
け
で
あ

っ
て
、
継
続
し
た
動
作
の
叙
述
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
歩
き
続
け
る
が

一
の
動
作
の
叙
述
で
あ
る
ン」
と
は
歩
く
が

一
の
動
作
の
叙
述
で
あ

る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
単
に
一
の
動
作
と
し
て
把
握
さ
れ
る
だ
け
で
な
ぐ

一
の
状
態
と
し
て
把
握
さ
れ
る
に
至
れ
ば
、
そ
れ
は

犬
が
歩
き
続
け
て
ゐ
る

と
表
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
時
は
じ
め
て
そ
れ
が
継
続
態
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
動
作
を
動
作
と
し
て
と
ら
へ
る
叙
述
と
動
作
を
状
態
と
し
て
と
ら
へ
る
救
述
と
を
区
別
し
た
が
、
或
る
動
作
を
ど
ち
ら
の
し
方
で
表
出
す
る
か
は
話
手

の
統
覚
の
し
方
で
き
ま
る
。
沈
み
つ
つ
あ
る
舟
に
対
し
て
第
二
者
が

ア
、
舟
が
沈
ん
で
ゐ
る

と
継
続
態
で
表
現
す
る
場
合
で
も
、
そ
の
舟
に
乗
っ
て
危
殆
に
瀕
し
て
ゐ
る
当
事
者
に
と
っ
て
は

ア
、
舟
が
沈
む

と
表
出
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
い
は
ば
沈
む
と
い
ふ
現
象
を
話
手
が

一
の
状
態
と
意
識
す
る
余
裕
が
な
い
と
も
い
へ
ょ
う
か
。

一
概
に
は
い
へ
な
い
が
、
状
態
と

一
三

五
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し
て
意
識
す
る
の
は
現
象
と
話
手
の
間
に
何
ら
か
距
離
余
裕
が
あ
る
場
合
だ
と
も
み
ら
れ
よ
う
。
同
様
に

犬
が
吠
え
て
ゐ
る

は
犬
の
動
作
が

一
の
状
態
と
し
て
と
ら
へ
ら
れ
て
ゐ
る
普
通
の
状
景
描
写
で
あ
る
が
、

大
が
吠
え
る
、
子
供
が
泣
く
、
イ
ヤ
モ
ウ
大
変
な
騒
ぎ

と
な
る
と
動
作
が
動
作
と
し
て
表
現
さ
れ
描
写
に
活
気
が
出
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

（国
語
と
国
文
学
　
一壬
一巻

〓
一号
）

こ
の
状
態
表
出
は

「
現
象
と
話
手
の
間
に
何
ら
か
距
離
余
裕
が
あ
る
場
合
」
と
い
う
の
で
、
こ
れ
は
、
と
に
か
く
自
分
の
現
在
の
動
作
で
な

く
他
人
の
動
作
で
あ
る
。
自
分
は
第
三
者
の
立
場
に
立
っ
て
そ
れ
を
み
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

特
別
の
場
合
を
除
い
て
、
自
分
以
外
の
す
べ
て
の
人
に
尊
敬
語
を
用
い
る
と
い
う
考
え
か
ら
で
も
、
こ
こ
に
他
人
の
動
作
を
言
う
い
い
方
が

状
態
化
表
出
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
尊
敬
の
い
い
方
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

即
ち
、
為
手
尊
敬
を
す
る
場
合
に

「
て
い
る
」
と
い
う
状
態
化
表
出
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

今
泉
忠
義
博
士
の

「
日
本
の
敬
語
」

（
講
座
日
本
語
Ⅲ
）
に
も

「
て
い
る
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
に

「
い
ら

っ
し
や
っ
て
い
ま
す
」
は

「
い
ら

っ
し
や
い
ま
す
」
だ
け
で
い
い
は
ず
で
す
が
、
こ
ん
な
い
い
方
が
流
行
す
る

と
い
う
こ
と
を
言

っ
て
お
ら
れ
る
が
、
「
て
」
の
あ
る
の
と
、
な
い
の
と
で
、
ン）
れ
を
私
は
今
の
状
態
化
表
出
と
結
び
つ
け
て
考
え
て
み
た
い
。

（
一
一）

神
戸
方
言
に

「
ヨ
ル
」
と

「
ト
ル
」
と
が
あ
る
。

「
今
、
読
ん
で
い
る
最
中
だ
」
の
継
続
態
に

本
　
読
み
ヨ
ル

本

読
ん
ド
ル

同

じ
に
使
わ
れ
る
。

「
ヨ
ル
」
は
連
用
形
に
、　
一‐ト
ル
」
は
音
便
形
に
連
な
る
。

「
ヨ
ル
」
は
く
ず
れ
て

「
ヨ
ー
」
に
、

「
ト
ル
」
は
く
ず
れ

て

「
ト
ー
」
に
な
る
の
だ
が
、

「
雪
が
降

っ
て
い
る
」
は
、
今
、
空
か
ら
落
ち
て
来
て
い
る
時
、
即
ち

「降
る
」
と
い
う
動
作
の
最
中
の
時
は

「
ヨ
ル
」
「
ト
ル
」
両
方
で
、

「積

っ
て
い
る
」
だ
け
の
と
き
は

「
ト
ル
」



完
了
態
の

「も
う
、
そ
の
本
な
ら

一
卜
月
前
に
読
ん
で
い
る
」
は

「
ヨ
ル
」
で
な
く

「
ト
ル
」
だ
け
で
あ
る
。

そ
し
て

「
ま
さ
に
死
な
ん
と
し
て
い
る
時
」
（将
然
）
「あ
っ
、
金
魚
が
ア
プ
ア
プ
し
て
死
に
ヨ
ー
で
ぇ
」
と
な
り

「
ヨ
ル
」
を
使
う
。

「
あ

っ
、
危
い
、
落
ち
ヨ
ー
」
今
、
ま
さ
に
落
ち
か
け
ょ
う
と
し
て
い
る
。
ま
だ
落
ち
る
と
い
う
動
作
は
は
じ
ま
っ
て
い
な
い
。

ヨ
ル
は
　
将
然
　
継
続

（
最
中
、
習
慣
的
継
続
）
　
反
復

ト
ル
は
　
継
続

（
最
中
、
習
慣
的
継
続
）

反
復
　
存
在
　
し万
了

で
、

「
ヨ
ル
」
は
動
作
を
よ
り
動
的
に
、

「
ト
ル
」
は
動
作
を
よ
り
静
的
に
表
現
し
て
い
る
。
即
ち
、
先
の
動
作
的
表
出
は

「
ヨ
ル
」
、
状

態
的
表
出
は

「
ト
ル
」
に
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら

「あ
っ
、
舟
が
沈
み
ヨ
ー
、
え
ら
い
こ
っ
ち
ゃ
、
そ
れ
逃
げ

ぇ
」

と
い
っ
て
逃
げ
出
す
の
で
あ
っ
て
、
自
分
が
舟
に
乗

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

「
あ

っ
、
舟
が
沈
ん
ド
ー
」

で
は
も
う
お
そ
い
。

状
態
化
し
て
言
う
と
き
は

「
あ

っ
、
あ
ん
な
と
こ
に
舟
が
沈
ん
ド
ー
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
犬
が
吠
え
ヨ
ー
」
は
動
的
、

「
犬
が
吠
え
ト
ー
」
は
状
態
的
に
な
る
。

そ
こ
で

「
ヨ
ル
」

「
ト
ル
」
は

一
体
、
何
物
か
、
と
い
う
こ
と
だ
が
、
「
ト
ル
」
は

「
て
お
る
」
で
あ
り
、
「
ョ

の
つ
い
た
も
の
、

「
起
き
お
る
」
璽
日
き
お
る
」
だ
ろ
う
。
は
じ
め
イ
段
に
つ
い
て

【
”
巨
Ｒ
ｃ
∨

パ
”
亙
Ｒ
ｃ
∨

の
形
は

「書

っ
き
ょ
る
」

「
行

っ
き
ょ
る
」
の
よ
う
に
促
拗
音
に
な
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て

「
ヨ
ル
」

に
で
も
何
に
で
も
つ
い
て

「受
け
ヨ
ル
」

「枯
れ
ヨ
ル
」
も
出
来
た
も
の
と
思
う
。

す
る
と

一
方
は

「―
―
お
る
」
、
他
方
は

「―
―
て
お
る
。」
そ
し
て

「―
―
ぉ
る
」
の
方
が
動
作
的
表
出
、
即
ち
、
現
象
と
話
手
と
の
距
離

余
裕
の
な
い
も
の
と
、
「―
―
て
お
る
」
の
状
態
的
表
出
、
即
ち
、
距
離
余
裕
の
あ
る
も
の
。

こ
こ
で
、
先
の

「
あ

っ
、
舟
が
沈
み
ヨ
ー
」
と
、

「
あ
っ
、
舟
が
沈
ん
ド
ー
」
で
、

「
て
」
が
ぁ
る
か
、
な
い
か
の
違
い
で
、
自
分
の
舟
の

場
合
と
、

「
沈
む
」
と
い
う
動
作
を
距
離
余
裕
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
か
第
二
者
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
か
、
そ
ん
な
状
態
と
の
差
が

出
来
る
の
で
あ
る
。

′
　

　

尊
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現

と

し

て

の

「
正

「
Ｅ

一
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七

ル
」
は
連
用
形
に

「
お
る
」

パ
”
巨
』Ｒ
ｃ
で
、
こ
の
途
中

が
確
立
し
て
か
ら
他
の
工
段



一
三
八

そ
こ
で
、
同
じ
神
戸
方
言
、
あ
る
い
は
関
西

一
般
に
あ
る
為
手
尊
敬
の

「
テ
ヤ
」
の

「
テ
」
に
つ
い
て
考
え
る
に
、

字
を
書
い
と
っ
テ
や

字
を
書
き
よ
っ
テ
で
す

「
や
」

「
で
す
」
は
聞
手
に
対
す
る
語
で
問
題
な
く
、
こ
の

「
テ
」
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
為
手
尊
敬
に
な
る
と
い
う
こ
と
は

「
て
い
る
」
の

場
合
と
同
じ
く
、
状
態
化
表
出
が
自
分
の
動
作
で
な
く
そ
の
動
作
の
為
手
が
第
三
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
聞
手
に
知
ら
せ
る
と
い
う
場
合
、

先
の
、
自
分
以
外
の
す
べ
て
の
人
を
尊
敬
す
る
と
い
う
こ
と
や
ら
、
為
手

（
相
手
）
を
自
分
と
同
列
で
な
く

一
段
と
上
に
お
き
、
自
分
は
下
か

ら
そ
れ
を
な
が
め
る
と
い
う
尊
敬
表
現
の
か
た
ち
か
ら
で
も
と
け
る
と
思
う
。

（
一一一）

為
手
尊
敬
は

（
お
―
―

に
な
る
）
と
い
う
形
で
代
表
さ
れ
る
。

こ
の

「
お
」
は
接
頭
語
で
わ
か
り
き
っ
て
い
る
が
、

「
に
」
も
や
は
り
、
今
の
、
状
態
化
表
出
と
思
え
る
。

為
手

（
相
手
）
が

「―
―

（
と
い
う
状
態
）
に
な
る
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
も
先
の

「
い
ら

っ
し
や
い
ま
す
」
と

「
い
ら
っ
し
や
っ
ｑ
い
ま
す
」
と
の
違
い
の
よ
う
に

「
に
」
の
な
い
も
の
と
し
て
は
、

平
家
物
語
に
見
え
る
。
「
お
―
―
あ
る
」
「
お
―
―
な
る
」
の
形
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
例
文
を
出
す
必
要
も
な
い
と
思
う
が
、

山
田
孝
雄
博
士
の

「
平
家
物
語
の
語
法
」
に
も

「
ナ
ル
」
は
そ
の
事
の
お
の
づ
か
ら
生
る
の
義
な
る
が
、
上
に
尊
貴
の
人
の
行
為
な
る
こ
と
を
あ
ら
は
す
名
詞
を
伴
ふ
時
に
相
保
合
し
て

こ
こ
に
一
種
の
敬
語
を
な
す
に
至
る
も
の
と
す
。

と

し

て
、

夜
中

二
主
上
腰
輿
召
テ
法
住
寺
殿

へ
行
幸
ナ
ル

上
皇

マ
ヌ
カ
ル
マ
シ
キ
事
テ
見
テ
其
死
テ
見

ニ
タ
ヘ
ス
シ
テ
泣
々
都

へ
還
御
ナ‐

ノレ‐

長
寛
二
年
八
月
十
六
日
志
度
ノ
道
場
卜
申
山
寺

ニ
シ
テ
崩
御
川
州
‐ニ

ク
リ

な
ど
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。



そ
し
て
、

「
お
―
―
な
る
」
の
間
に
助
詞
、　
又
は
修
飾
語
等
他
の
語
を
は
さ
む
こ
と
に
つ
い
て
も
書
か
れ
て
い
る
が
、　
今
泉
忠
義
博
士
の

「
国
語
発
達
史
大
要
」
に
も

「
お
…
…
…
に
な
る
」
が
著
し
く
発
達
し
た
の
は
江
戸
末
期
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
萌
芽
は
既
に
こ
の
期
に
見
え
る
。

胸
打
騒
テ
居
タ
ル
処
二
御
ヒ
″
一
成、
分
レ
バ
、
　
例
ノ
先
朝
政

ニ
モ
及
給
フ
ス
夜
ノ
ラ
ト
ト
ラ
出
テ
モ
ア
ヘ
サ
セ
給

ハ
ス

（
延
慶
本
平

家
、
三
本
）

と
し
て
お
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
て
も

「
ぉ
―
―
な
る
」

う
に
、

「
い
ら

っ
し

ゃ
い
ま
す
」
が

「
い
ら

っ
し
ゃ

い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

叉
、
こ
の

「
に
」
は

先
生
回
は
御
元
気
で
す
か

の

「
に
」
も
尊
敬
で
あ
る
。
（殖
嵯
諄
饉
∫
勒
対
照
国
文
法
表
）

同
じ
ょ
う
に

ｘ
×
先
生
ｄ
は
こ
の
度

な
ど
が
尊
敬
に
な
る
の
も
同
じ
く
状
態
化
表
出
と
と
る
。

以
上
、
要
す
る
に
尊
敬
表
現
と
い
う
こ
と
は

一
種
の
状
態
化
表
出
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
は

「
て
い
る
」
の

「
て
」
「
に
な
る
」
の

「
に
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
一
つ
と
し
て
関
西
方
言
の

「
テ
ヤ
」
も
あ
り
、
こ
れ
は
状
態
化
表
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
尊
敬
の
意
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
言
い
た
い
。尊

敬

表

現

と

し

て

の

「
正

「
Ｅ

一
三
九

か
ら
、
そ
れ
を
、
よ
り
状
態
的
に
す
る
た
め
に

「
お
―
―
に
な
る
」
と
な
っ
た
と
同
じ
よ

つ
ｄ
い
ま
す
」
と
な
り
、
敬
語
の
中
に

「
て
い
る
」
と
い
う
状
態
化
表
出
が
さ
か
ん
に
用


