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昭
和
四
十
二
年
十
一
月
三
日
、
広
島
大
学
で
の
「
日
本
方
言
研
究
会
第
五

回
研
究
発
表
会
」
で
、
右
の
題
の
シ
ン
ポ
ジ
ア
ム
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
私

も
、
こ
れ
に
ち
な
ん
で
、
一
稿
を
つ
づ
っ
て
み
る
。

第
一
　
「
国
語
史
」
　
「
方
言
」

O
　
「
同
語
史
」
と
い
う
こ
と
ば
を
つ
か
っ
て
、
国
語
史
研
究
を
意
味
さ
せ

る
こ
と
が
、
す
く
な
く
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
て

ヽ

お
く
。
「
国
語
史
」
と
い
え
ば
国
語
史
そ
の
も
の
。
国
語
史
の
研
究
な
の
で
あ

れ
ば
、
「
同
語
史
研
究
」
と
の
言
い
か
た
を
す
る
。

O
　
「
方
言
」
と
い
っ
て
、
個
々
の
方
言
事
実
を
さ
す
こ
と
が
、
す
く
な
く

な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
て
お
く
。
個
々
の
方
言
事

実
は
方
言
事
象
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
。
方
言
と
言
え
ば
、
こ
れ
は
、
一
個
の

方
言
社
会
に
存
す
る
、
方
言
の
体
系
的
存
在
で
あ
る
。

第
二
．
同
語
史
と
方
言
．
と
い
う
テ
ー
マ

I
，
方
言
と
国
語
史
．

こ
の
よ
う
に
考
え
る
テ
ー
マ
も
成
り
立
つ
。
（
ど
ち
ら
も
、
こ
れ
ま
で
に
、

藤
　
　
原
　
　
与
．
一

先
学
の
か
た
が
た
の
と
り
あ
げ
て
こ
ら
れ
た
題
目
で
あ
る
。
）

両
者
に
は
、
考
え
か
た
の
ち
が
い
が
あ
る
、
と
す
べ
き
か
。
．
国
語
史
と
方

言
．
と
い
う
の
は
、
国
語
史
に
お
い
て
方
言
を
う
け
と
め
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
さ
い
、
国
語
史
研
究
と
い
う
も
の
は
、
国
語
の
方

言
を
よ
く
う
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
も
の
に

な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
1
－
1
そ
の
よ
う
に
、
国
語
史
研
究
を
考
え
る
必
要

が
あ
る
。
．
方
言
と
同
語
史
一
と
い
う
の
は
、
方
言
に
お
い
て
国
語
史
を
う
け

と
め
よ
う
と
す
る
も
の
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
方
は
、
方
言
観

か
ら
国
語
史
を
逆
視
的
に
と
ら
え
る
こ
と
を
主
調
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に

方
言
学
的
で
あ
る
。

前
者
は
国
語
史
学
的
と
も
言
え
よ
う
か
。

Ⅲ
．
国
語
史
と
方
言
．
と
い
う
研
究
主
題
に
つ
い
て
の
討
究
体
系

以
下
に
は
、
試
論
と
し
て
、
A
・
B
の
、
二
種
の
討
究
体
系
を
か

か
げ
て
み
る
。

A
．
一
つ
の
討
究
体
系

以
下
の
よ
う
な
討
究
体
系
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。



（
1
）
　
国
語
史
概
念

最
初
に
、
こ
れ
が
、
討
究
項
目
に
な
る
と
思
う
。

国
語
史
と
は
な
に
か
。
l
－
1
こ
れ
の
た
め
に
は
、
前
も
っ
て
「
歴
史
と
は
な

に
か
。
」
が
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

歴
史
と
は
、
も
の
ご
と
が
移
り
変
わ
っ
て
い
く
「
変
遷
推
移
」
の
こ
と
で
も

あ
ろ
う
。
同
時
に
、
歴
史
は
、
み
ず
か
ら
生
き
て
動
い
て
い
く
も
の
、
「
推

進
」
の
み
と
め
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
歴
史
は
、
そ
う
成
っ

て
い
く
も
の
で
も
あ
る
が
、
ま
た
、
人
間
が
つ
く
っ
て
い
く
も
の
で
も
あ
る
。

国
語
史
も
、
国
語
の
移
り
変
わ
り
と
考
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
人
間
が
動
か

し
て
い
ぺ
も
の
、
1
1
国
語
生
活
の
、
内
か
ら
の
推
進
と
も
考
え
ら
れ
る
。
国

語
史
の
研
究
と
し
て
は
、
そ
の
推
進
を
本
格
的
に
槻
察
し
て
い
く
こ
と
を
、
主

体
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

ヽ

国
．
語
史
に
つ
い
て
、
そ
の
自
律
的
発
展
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
国
語
史
研
究

と
し
て
、
重
要
で
あ
る
と
忠
う
。
国
語
史
を
、
内
発
的
な
推
進
事
態
と
見
て
、

そ
の
、
内
に
あ
る
も
の
に
迫
っ
て
い
く
こ
と
が
、
重
要
で
あ
る
と
思
う
。

け
っ
き
ょ
く
、
国
語
史
に
つ
い
て
、
歴
史
的
法
則
を
帰
結
す
る
こ
と
が
で
き

る
な
ら
ば
、
国
語
史
研
究
の
目
的
は
達
成
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

歴
史
的
法
則
の
把
握
を
目
標
と
す
る
国
語
史
研
究
は
二
別
む
き
の
同
語
史
研

究
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
に
あ
っ
て
は
、
つ
ね
に
、
国
語
の
発
展
的
動
向

が
問
題
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
歴
史
的
法
則
は
、
も
っ
と
も
動
的
な

も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

国
語
史
研
究
の
大
目
的
は
、
右
の
よ
う
に
明
ら
か
だ
と
す
る
。
こ
の
時
、
国

語
の
自
律
的
発
展
の
法
則
の
究
明
の
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
に
零
細
な
変
化
事

安
∵
変
選
現
実
も
、
み
な
重
要
視
す
べ
き
だ
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
重

要
で
な
い
変
化
事
尖
は
一
つ
も
な
い
。
ど
ん
な
断
片
の
事
実
も
、
み
な
そ
れ
ぞ

れ
に
重
要
で
あ
る
。
こ
と
の
前
段
で
は
重
要
で
な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
事
実

も
、
後
段
で
は
、
し
か
る
べ
き
位
置
に
お
か
れ
て
、
そ
の
も
の
が
、
独
自
の
重

要
性
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
一
般
的
に
言
え
ば
ハ
変
化
事
実
の
、
重
要
で
な
さ

そ
う
な
も
の
も
、
そ
う
見
え
る
が
ゆ
え
に
、
ま
た
、
重
要
視
す
べ
き
な
の
で
あ

る
。
研
究
者
は
つ
ね
に
、
は
っ
き
り
と
し
た
目
的
意
識
を
持
っ
て
、
　
－
　
そ
の

意
識
に
よ
る
忠
実
正
当
な
態
度
で
、
個
々
の
変
化
事
実
を
、
精
確
に
と
り
あ
げ

て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

（
2
「
　
方
言
概
念

つ
ぎ
に
こ
れ
が
、
討
究
項
目
に
な
る
と
思
う
。

方
言
と
は
な
に
か
。
方
言
と
は
、
国
語
の
歴
史
的
現
実
で
あ
る
。
現
代
方
言

は
、
今
日
の
時
限
で
の
、
国
語
の
歴
史
的
現
実
で
あ
る
。
－
1
1
（
既
史
的
実
体

と
い
う
言
い
か
た
も
、
し
て
よ
い
か
と
思
う
。
）

方
言
に
は
、
お
の
ず
か
ら
、
歴
史
が
あ
る
。
一
個
の
方
言
に
も
、
歴
史
が
内

在
す
る
。
ど
ん
な
一
方
言
も
、
歴
史
の
所
産
で
あ
り
、
国
語
の
歴
史
の
、
み
ず
か

ら
産
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
二
個
以
上
の
方
言
の
、
つ
な
が
っ
て
む
ら

が
り
あ
う
関
係
事
態
と
な
る
と
、
こ
れ
は
、
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
と
し
た
歴
史

的
事
態
で
あ
る
。
二
個
の
方
言
が
、
そ
こ
に
、
並
存
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
す

で
に
は
っ
き
り
と
も
た
国
語
史
実
な
の
で
あ
る
。

二
個
以
上
の
方
言
に
わ
た
っ
て
、
事
象
、
方
言
事
象
を
比
照
し
た
と
す
る

か
。
こ
の
お
り
、
す
で
に
、
歴
史
的
研
究
は
は
じ
っ
ま
て
い
る
の
で
あ
る
。

比
較
研
究
は
歴
史
研
究
に
な
る
。
諸
方
言
に
関
す
る
比
較
は
、
事
象
比
較
に

せ
よ
地
域
比
較
に
せ
よ
、
す
ぐ
に
歴
史
研
究
に
な
る
。
前
後
関
係
を
見
た
ら
、

そ
れ
は
す
で
に
歴
史
研
究
で
あ
る
。

方
言
ご
と
に
、
方
言
地
質
を
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
方
言
地
質
、
す
な
わ

ち
、
方
言
の
歴
史
性
で
あ
る
。
二
方
言
以
上
で
は
、
や
が
て
、
そ
れ
ら
相
互

ー　2　－



の
、
方
言
地
質
の
新
古
が
言
え
る
。
新
古
が
み
と
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
こ
に
、
そ

れ
ら
諸
方
言
に
関
し
て
の
方
言
発
迂
史
（
諸
方
苫
田
の
成
笠
史
）
が
説
け
る
。

諸
方
言
圏
は
、
諸
「
方
言
生
活
国
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
諸
方
言
圏
の
成

立
史
は
、
生
活
圏
成
立
史
、
つ
ま
り
、
由
土
上
の
、
国
語
生
活
の
展
開
史
と
言

え
る
こ
と
に
な
る
。
1
1
新
古
の
諸
方
言
に
即
応
し
て
、
国
語
生
活
史
（
＝
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

方
言
生
活
と
し
て
の
展
囲
）
　
が
説
け
る
こ
と
に
な
る
。

（
3
）
　
国
語
史
と
方
言

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
討
究
項
目
に
到
達
す
る
。

こ
こ
で
は
、
国
語
史
の
見
地
か
ら
方
言
そ
っ
け
と
め
る
態
度
が
主
問
題
と
さ

れ
る
。
い
き
お
い
、
国
語
史
と
い
う
も
の
が
、
、
こ
の
全
国
土
上
の
全
方
言
現
象

を
受
け
入
れ
る
も
の
と
し
て
、
大
き
く
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
理
憩
的
な

同
語
史
研
究
大
系
が
、
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

方
言
の
一
つ
一
つ
　
（
な
に
方
言
、
な
に
方
言
と
い
う
も
の
）
も
、
方
言
の

中
の
一
つ
一
つ
の
方
言
事
象
も
、
み
な
同
語
現
実
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
つ
ね

に
、
方
言
に
国
語
を
見
る
の
で
あ
る
。

学
問
が
専
門
的
に
分
化
す
る
と
、
と
か
く
、
大
き
い
「
観
」
が
な
く
な
っ

て
、
討
究
感
党
も
お
ぼ
ろ
に
な
れ
ば
、
作
業
も
機
械
化
す
る
。
言
語
研
究
も
、

方
言
研
究
と
な
っ
て
、
そ
の
観
点
が
、
区
々
と
し
て
き
た
。
方
言
観
が
、
低
次

元
に
落
ち
て
き
て
い
る
。
「
国
語
史
と
方
言
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
正
確
に
と
ら

え
、
き
び
し
く
見
つ
め
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
方
言
祖
を
高
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
た
が
っ
て
、
方
言
研
究
を
、
有
意
義
な
国
語
研
究
に
し
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
。B

一
つ
の
討
究
体
系

つ
ぎ
の
よ
う
な
討
究
体
系
を
立
て
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
う
。

（　　　　　（　　　　　（　　　　　（　　　　　（　　　　　（
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順
視
的
方
法
と
逆
視
的
方
法

歴
史
的
現
実
と
し
て
の
方
言
の
内
包

同
語
史
の
原
理
の
発
見

国
語
史
の
展
望

資
料
（
方
言
資
料
・
同
語
史
資
料
）
批
判

全
国
土
上
の
全
国
語
史
を
ね
ら
う
こ
と

第
三
　
B
討
究
体
系
　
素
描

（
1
）
　
順
視
的
方
法
と
逆
視
的
方
法

主
題
の
た
め
に
は
、
方
法
論
的
に
、
ま
ず
、
こ
の
論
題
が
提
出
さ
れ
な
く
は

な
ら
な
い
と
思
う
。

国
語
史
研
究
で
は
、
過
去
の
時
代
に
つ
い
て
の
研
究
に
、
従
来
、
多
く
、
憫

視
的
方
法
が
と
ら
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
時
代
職
に
、
史
実
が
と
り
あ
つ
か
わ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
、
一
つ
の
反
省
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
史
家
が
、

上
代
か
ら
近
代
へ
と
、
も
の
ご
と
を
説
い
て
も
、
史
家
自
身
は
、
近
代
の
人
で

あ
る
。
そ
の
人
は
、
近
代
の
人
と
し
て
の
目
と
心
と
を
、
本
来
、
共
有
し
て
い

る
。
こ
の
人
が
、
順
視
的
に
も
の
を
説
い
て
も
、
た
と
え
ば
上
代
か
ら
説
く

時
、
こ
の
人
は
、
近
代
の
目
と
心
と
を
持
っ
て
、
一
挙
に
上
代
に
滞
り
、
そ
の

う
え
で
、
憫
視
を
は
じ
め
る
。
い
わ
ば
、
こ
の
人
に
は
、
憫
視
以
前
に
、
す
で

に
、
無
自
覚
的
な
逆
視
が
あ
る
。

こ
の
無
自
覚
的
な
逆
視
を
、
（
1
1
瞬
間
的
に
過
去
の
あ
る
時
代
に
滞
り
、
そ

こ
か
ら
、
こ
と
新
し
く
旧
視
を
は
じ
め
る
、
そ
う
い
う
お
り
の
、
無
自
覚
的
瞬

間
的
な
逆
視
を
）
、
今
は
、
明
確
な
自
覚
の
座
に
持
っ
て
く
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
思
う
。
好
む
と
好
ま
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
史
家
は
、
逆
視
的
方
法

を
基
盤
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。

方
言
を
見
て
同
語
史
を
考
え
る
場
合
は
、
は
っ
き
り
と
、
逆
視
的
方
法
の
必

ー　3　－



然
性
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
の
を
、
そ
の
ま
ま
に
み
と
め
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
逆
視
的
方
法
を
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
の
も
の
と
し
て
考
慮
し
て
い
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
立
場
に
立
つ
の
が
、
，
国
語
史
と
方
言
．
と
い
う
テ
ー
マ
を
討

究
す
る
場
合
な
の
で
あ
る
。
現
代
詔
方
言
と
い
う
一
大
状
態
（
大
共
時
態
）
は

国
語
史
の
現
実
態
に
は
か
な
ら
な
い
。
大
き
い
国
語
史
の
流
れ
・
展
開
の
、
現

時
点
で
の
結
末
が
、
今
日
の
国
語
方
言
状
態
で
あ
る
。
こ
の
方
言
状
態
を
、
国

語
史
の
見
地
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
時
、
史
的
研
究
の
方
法
は
、
い
き
お
い
、

逆
視
的
方
法
を
最
大
の
方
法
と
す
る
こ
と
に
な
る
。

腰
視
に
し
て
も
逆
祝
に
し
て
も
、
史
上
の
時
代
を
区
分
す
る
こ
と
は
、
研
究

者
の
関
心
事
に
な
る
。
が
、
逆
視
の
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
の
腰
視
的
方
法
が

「
時
代
区
分
」
に
こ
だ
わ
っ
た
よ
う
に
は
、
こ
だ
わ
ら
な
い
。
逆
視
的
方
法
の
立

場
で
は
、
要
す
る
に
、
今
日
で
は
こ
う
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
今
日
へ
の

到
達
の
あ
り
さ
ま
を
、
史
的
成
果
と
し
て
重
視
す
る
が
ゆ
え
に
、
途
中
の
こ
と

は
、
密
通
（
過
程
）
々
々
と
し
て
重
ん
じ
る
。
か
な
ら
ず
L
も
、
そ
の
経
過
の

堺
め
の
日
付
・
年
代
は
、
必
要
で
な
い
。
a
か
ら
b
へ
の
経
過
、
1
「
a
の

事
実
・
事
態
は
b
の
事
実
・
事
態
に
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
、
そ
の
推
移
・
変

貌
　
（
変
移
）
自
体
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
日
付
の
わ
か
っ
た
方
が

よ
い
に
は
ち
が
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
有
効
な
時
代
区
分
の
望
ま
し
い
こ
と

も
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
し
か
し
、
逆
視
的
に
見
た
場
合
、
考
え
た
場
合
は
、
史

上
の
時
の
流
れ
は
、
時
代
区
分
に
お
い
て
よ
り
も
、
過
渡
期
過
綬
期
と
し
て
眺
め

ら
れ
る
。
過
渡
期
の
連
続
体
は
バ
け
っ
き
ょ
く
、
あ
ざ
や
か
に
は
、
「
時
代
区

分
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
ま
い
。
私
ど
も
と
し
て
は
、

史
的
推
移
に
関
し
て
は
、
む
し
ろ
、
つ
ね
に
、
「
過
波
川
の
流
れ
」
を
み
と
め

る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
は
な
い
か
。

（
2
）
　
歴
史
的
現
実
と
し
て
の
方
言
の
内
包

国
語
史
の
見
地
か
ら
方
言
を
見
る
。

方
言
（
方
言
と
い
う
体
系
的
存
在
）
　
に
は
、
ど
れ
だ
け
の
も
の
が
含
ま
れ
て

い
る
か
。

そ
の
中
に
は
、
新
し
い
も
の
も
あ
れ
ば
古
い
も
の
も
あ
る
。
辺
境
地
域
の
方

言
に
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、
古
い
も
の
も
の
も
あ
れ
ば
、
新
し
い

も
の
も
あ
る
。
方
言
は
、
そ
も
そ
も
無
記
録
の
世
界
で
あ
る
。
つ
ね
に
、
人
の

°
l

口
の
端
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
と
こ
ろ
に
は
、
古
い
事
実
、
事
項
（
事
象
）

も
あ
れ
ば
、
新
し
い
事
実
、
事
項
も
あ
る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。
1
－
1
（
古
い

も
の
ず
く
め
と
い
う
よ
う
な
方
言
が
あ
る
は
ず
が
な
い
。
ま
た
、
新
し
い
も
の

ず
く
め
と
い
う
よ
う
な
方
言
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
）
国
の
文
化
の
中
心
地
あ
た

り
の
方
言
は
、
し
ば
し
ば
、
新
し
い
も
の
と
見
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ

に
、
古
い
事
実
も
含
ま
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
無
記
録
語
の
世
界
の
こ
と

で
あ
る
。
万
事
は
か
な
り
”
慈
恵
的
‥
に
も
‖
不
班
則
的
“
に
も
で
き
て
い
る

の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。
（
記
録
は
訴
え
て
こ
と
を
整
定
し
た
の
と
は
わ
け
が
ち

が
う
。
）
近
敲
地
方
の
こ
と
ば
は
、
古
来
の
中
央
語
で
、
言
語
改
新
の
本
源
を

な
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
地
方
の
こ
と
ば
が
、
今
日
、
み

な
新
し
い
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
今
の
近
意
で
、
よ
そ
の
家
の
子
に
つ
い

て
、
「
オ
朝
夕
チ
」
と
い
う
言
い
か
た
を
す
る
。
こ
の
「
～
タ
チ
」
　
こ
そ

は
、
け
っ
し
て
新
し
い
こ
と
ば
で
は
あ
る
ま
い
。
と
こ
ろ
で
、
お
も
し
ろ
い
こ

と
に
、
近
童
を
除
い
て
は
、
「
オ
朝
夕
チ
」
の
言
い
か
た
を
存
す
る
所
は
、
ま

ず
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
こ
の
一
語
に
執
す
る
と
す
れ
ば
、
近
蛍
の
方
言
こ
そ

は
、
わ
が
国
の
最
古
の
方
言
な
ど
と
も
言
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
ん

な
立
言
は
不
穏
当
で
あ
る
。
一
語
の
偶
然
の
存
在
を
も
っ
て
、
方
言
当
体
の
新
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古
を
云
々
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
と
も
か
く
、
方
言

に
、
新
・
旧
の
要
素
が
混
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

「
方
言
に
は
古
語
が
残
る
。
」
。
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
ど
の
方
言
に
も
古

語
が
残
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
ど
の
方
言
に
も
多
数
の
古
語
が
残
っ
て
い
る
。

任
意
の
方
言
を
と
っ
て
み
て
よ
い
。
そ
こ
に
は
、
「
ヤ
マ
」
　
（
山
）
　
「
カ
ワ
」

（
川
）
と
い
う
、
む
か
し
か
ら
の
こ
と
ば
が
あ
り
、
「
ア
メ
」
（
雨
）
　
「
ツ
チ
」

（
土
）
と
い
う
古
語
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
、
上
代
か
ら
の
古
語
に
は
か
な

ら
な
い
。
万
葉
集
間
巻
第
一
の
歌
の
、

こ
も
よ
　
み
こ
　
も
ち
、

ふ
く
L
も
よ
　
み
ぶ
く
し
　
も
ち
、

（
「
萬
葉
集
注
繹
」
巻
第
一
に
よ
る
。
）

を
と
っ
て
み
て
も
、
た
と
え
ば
私
の
郷
里
の
方
言
（
伊
予
大
三
島
北
部
の
方

言
）
が
、
そ
の
「
も
」
を
有
し
、
「
よ
」
を
有
し
、
「
も
ち
」
を
有
す
る
。
音

と
義
を
や
や
異
に
し
て
で
は
あ
る
が
、
「
ふ
ぐ
し
」
′
と
い
う
の
も
有
す
る
。

（
私
の
郷
里
で
は
、
拭
の
こ
と
で
あ
る
。
）
　
「
こ
」
も
、
「
イ
レ
コ
」
　
（
「
入

れ
コ
」
P
）
と
い
う
語
な
ら
あ
る
。
「
イ
レ
コ
」
は
、
私
ど
も
の
方
で
、
親
潮

づ
き
あ
い
の
お
り
、
白
米
二
升
を
入
れ
て
持
っ
て
行
っ
た
り
す
る
た
め
の
も
の

で
、
か
ぶ
せ
ぶ
た
の
、
長
方
形
で
か
な
り
の
深
さ
の
あ
る
、
あ
ず
き
色
の
ぬ
り

の
、
木
箱
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
私
の
郷
里
の
方
言
で
で
も
、
ず
い
ぶ

ん
に
古
語
が
兄
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
方
言
に
古
語

の
残
存
す
る
こ
と
は
、
お
び
た
だ
し
い
も
の
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
当
然
な

ヽ
．

の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
、
今
の
方
言
も
、
国
語
の
方
言
で
は
あ

り
得
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

‖
方
言
に
古
語
が
兄
い
だ
さ
れ
る
。
‖
な
ど
と
言
わ
れ
る
時
に
は
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
か
。

方
言
に
、
特
殊
な
古
語
が
、
し
ば
し
ば
残
っ
て
い
る
。

と
か
、

上
代
の
　
（
古
代
の
）
文
献
に
兄
い
だ
さ
れ
、
そ
の
後
の
古
文
献
に
は
兄
い

だ
し
か
ね
る
も
の
が
、
方
言
に
残
っ
て
い
る
。

と
か
、

方
言
に
、
「
ヤ
マ
」
だ
の
「
カ
ワ
」
だ
の
で
は
な
い
、
も
の
め
ず
ら
し
い

古
語
が
、
あ
る
い
は
廃
滅
一
歩
て
ま
え
の
状
態
で
、
あ
る
い
は
人
び
と
に

気
づ
か
れ
な
い
で
、
残
存
し
て
い
る
。

と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
が
。
こ
の
ほ
か
の
場
合
も
あ
ろ
う
。
が
、
私
は
、
と
も

か
く
つ
ぎ
の
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
。
1
「
方
言
に
古
語
が
残
っ
て
い
る
の

は
あ
た
り
ま
え
で
あ
っ
て
、
『
古
語
が
多
く
残
っ
て
い
る
。
』
と
い
う
一
般
的

事
実
と
、
『
方
言
に
古
語
の
特
殊
残
存
が
興
味
ぶ
か
く
み
と
め
ら
れ
る
。
』
と

い
う
こ
と
と
は
、
厳
に
区
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」

方
言
に
残
る
古
語
の
古
さ
と
い
え
ば
、
古
い
も
の
で
は
、
上
代
文
献
に
見
ら

れ
る
も
の
も
多
い
こ
と
、
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
過
去
の
、
古
い
古
い
時
代

に
ま
で
減
り
う
る
古
さ
を
持
っ
た
方
言
単
語
が
多
い
。
た
だ
、
今
日
の
方
言
に

見
ら
れ
る
特
殊
古
語
と
な
る
と
、
も
の
に
よ
っ
て
は
、
そ
う
古
く
も
謝
れ
な
い

程
度
の
古
さ
の
も
の
が
、
だ
ん
だ
ん
に
見
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
方
言
1
体
系
的
存
在
と
し
て
の
方
言
（
方
言
社
会
を
な
し
て

存
立
す
る
方
言
）
1
そ
の
も
の
の
古
さ
と
な
る
と
ど
う
か
。
方
言
統
一
体
と

し
て
、
そ
う
と
う
の
古
さ
を
備
え
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
古
い
も
の
は
、
ど
の
く

ら
い
ま
で
時
代
を
滞
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
の
か
。
私
は
、
室
町

末
く
ら
い
ま
で
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
九
州
南
部
の
方

言
が
、
よ
く
、
体
系
と
し
て
、
「
室
町
末
・
近
世
初
期
」
的
時
代
性
を
示
す
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
拙
著
「
方
言
学
」
四
五
四
貢
）
南
島
方
言
が
ど
の
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よ
う
な
時
代
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
、
私
に
は
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た

と
え
ば
宮
古
島
の
方
言
に
し
て
む
、
私
に
と
っ
て
は
不
可
知
的
で
も
あ
る
要
素

が
多
く
存
し
て
い
て
、
私
は
今
、
こ
れ
の
体
系
特
色
を
云
々
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
南
方
、
′
沖
m
方
面
の
請
方
言
の
こ
と
は
楳
留
す
る
。
と
す
る
と
、
ま
ず

は
琶
隅
地
方
の
方
言
が
、
そ
の
敬
語
法
体
系
を
見
て
も
、
よ
く
、
む
か
し
の
京

都
語
の
「
室
田
末
・
近
世
初
期
」
的
様
相
の
い
く
ら
か
に
か
よ
う
も
の
を
示
す

か
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
個
々
の
事
実
を
と
り
あ
げ
て
で
な
く
、
方
言
を
統

一
体
と
し
て
親
察
し
て
、
そ
の
全
体
像
の
時
代
性
を
見
る
と
な
っ
て
は
、
　
－

こ
と
は
無
記
録
の
方
言
の
こ
と
で
あ
る
　
ー
、
そ
ん
な
に
古
く
は
滞
れ
な
い
の

が
当
然
で
は
な
い
か
。

方
言
の
時
代
性
を
、
私
ど
も
は
、
云
々
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
代
性

を
考
察
し
て
、
私
は
、
方
言
の
方
言
地
質
曇
l
一
i
j
う
。
時
代
性
の
新
し
さ
・
古
さ

は
す
な
わ
ち
方
言
地
盤
の
新
古
で
あ
る
。

方
言
が
二
つ
あ
る
と
す
る
。
並
ん
で
い
る
二
つ
で
あ
っ
て
も
、
並
ん
で
い
な

ヽ

い
二
つ
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
方
言
が
二
つ
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
方
言

地
質
の
ち
が
っ
た
も
の
が
二
つ
あ
完
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
方
言
地
質
が
ち
が

っ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
二
つ
の
方
言
は
、
じ
つ
さ
い
に
、
二
つ
の
方
言
で
あ
り

得
な
い
。
そ
こ
に
、
も
の
が
二
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ち
が
っ
た
も
の
、
つ

ま
り
時
代
性
・
方
言
地
質
の
ち
が
っ
た
も
の
が
二
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。一

般
に
は
、
方
言
の
時
代
性
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ほ
ぼ
決
定
し
て
い
く

こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
つ
ぎ
の
よ
う
な
操
作
・
手
つ
づ
き
で
よ
い
と
思
う
。
方

言
を
言
語
体
系
と
見
る
。
言
語
体
系
を
要
素
に
分
析
す
る
。
音
斑
・
文
法
・
語

詞
語
鶏
と
い
う
よ
う
な
親
点
、
そ
の
他
の
観
点
に
し
た
が
っ
て
、
預
要
要
素
を

帰
結
す
る
こ
と
に
つ
と
め
る
。
か
く
し
て
最
後
に
は
、
預
要
要
素
の
体
系
を
ま

と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
要
素
体
系
が
、
方
言
の
時
代
性
・
方
言
地
質
を

検
討
し
て
い
く
た
め
の
項
目
の
体
系
に
な
る
。
す
な
わ
ち
私
ど
も
は
、
各
項
目

ご
と
に
、
文
献
を
た
ず
ね
、
関
係
の
事
実
を
し
ら
べ
て
い
っ
て
、
そ
の
項
目
の

事
実
の
時
代
づ
け
を
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
作
業
を
逐
次
多
く
い
と
な
む
。
結

果
を
集
合
捏
理
す
る
と
、
そ
の
方
言
が
、
お
よ
そ
い
つ
ご
ろ
の
時
代
性
を
持
っ

た
も
の
な
の
か
が
わ
か
る
。
二
つ
以
上
の
方
言
の
お
の
お
の
に
、
こ
の
よ
う
な

認
定
作
業
を
施
し
た
と
す
る
か
。
つ
い
に
は
、
そ
れ
ら
の
諸
方
言
を
、
時
代
皿

に
排
列
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二
つ
の
方
言
の
、
方
言
地
質
の
新
古
に
は
、
す
ぐ
に
触
れ
て
い
く
こ
と
が
で

き
る
。
右
の
「
項
目
の
体
系
」
の
、
あ
る
項
目
を
と
っ
て
、
こ
れ
で
両
方
言
を

検
討
し
て
み
る
。
甲
方
言
で
は
、
そ
の
項
目
に
応
じ
る
事
実
が
S
と
出
る
。
乙

方
言
で
は
、
そ
の
項
目
に
応
じ
る
事
実
が
K
と
山
る
。
S
・
K
を
、
文
献
に
徴

し
て
み
る
。
文
献
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
た
国
語
史
実
に
照
合
し
て
み
る
と
、
S

が
K
よ
り
も
古
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
さ
て
つ
ぎ
の
あ
る
項
目
に
つ
い
て

し
ら
べ
て
み
る
。
ま
た
、
甲
方
言
の
P
が
乙
方
言
の
R
よ
り
も
古
い
こ
と
が
わ

か
っ
て
く
る
。
こ
う
な
る
と
、
ど
う
も
甲
方
言
の
方
が
古
そ
う
だ
ぞ
と
、
見
当

を
つ
け
て
み
る
こ
と
に
な
る
。
（
文
献
上
の
事
実
に
照
合
す
る
こ
と
は
、
こ
れ

ま
で
に
判
明
し
た
こ
と
に
徴
す
る
と
い
う
の
で
し
か
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で

あ
る
。
堅
固
絶
対
の
処
置
が
と
れ
な
い
の
は
、
や
む
を
え
な
い
。
）
よ
り
古
い

事
実
を
、
よ
り
多
く
持
っ
て
い
る
方
言
の
方
が
、
方
言
地
質
の
い
っ
そ
う
古
い

方
言
と
さ
れ
る
。
こ
う
い
う
見
さ
だ
め
に
は
、
比
較
的
早
く
到
達
し
う
る
の
で

は
な
い
か
。

方
言
の
内
包
は
、
私
ど
も
に
、
上
述
の
よ
う
な
諸
作
業
を
ゆ
る
し
て
く
れ

る
。
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（
3
）
　
同
語
史
の
原
理
の
発
見

国
語
史
に
お
い
て
方
言
を
見
、
方
言
を
と
り
こ
ん
で
大
国
語
史
を
考
え
れ

ば
、
こ
こ
で
、
同
語
史
の
原
理
と
も
呼
ん
で
よ
い
も
の
を
、
み
ち
び
き
出
す
こ

と
が
で
き
よ
う
。
私
ど
も
は
、
国
語
史
研
究
と
し
て
は
、
国
語
史
の
原
理
を
発

見
し
う
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
方
言
を
と
り
こ
ん
で
、
大
き
く
国
語
史

を
考
え
て
い
け
ば
、
原
理
発
見
の
、
理
想
的
な
作
業
を
な
し
と
げ
て
い
く
こ
と

が
で
き
よ
う
。

方
言
は
国
語
の
歴
史
的
現
実
で
あ
る
。
今
日
の
方
言
の
諸
相
は
、
国
語
の
、

こ
の
国
土
上
で
の
、
大
き
な
歴
史
的
推
移
の
結
末
で
あ
る
。
国
語
史
の
、
法
則

上
の
結
論
は
、
こ
の
現
在
面
に
出
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
現
に
こ
の
よ
う
に
な

ヽ

　

ヽ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
現
実
は
、
国
語
の
大
事
態
と
し
て
み
と
め
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
－
　
国
語
今
日
の
方
言
相
こ
そ
は
、
国
語
史
の
原
理
を
考

究
せ
し
め
る
、
最
有
力
の
地
盤
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

方
言
を
大
き
く
つ
つ
ん
で
国
語
史
を
考
え
て
み
て
、
い
よ
い
よ
つ
よ
く
、
国

語
史
研
究
の
目
的
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
よ

ーつ。
国
語
史
の
原
理
は
、
国
語
の
発
展
法
則
、
歴
史
的
法
則
と
も
言
っ
て
よ
い
。

音
甑
上
、
文
法
上
、
語
詞
語
彙
上
と
い
う
よ
う
に
分
け
て
、
こ
れ
を
追
求
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
（
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
、
ま
と
め
て
、
一
本
化
し
て
、
う

け
と
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
）

音
湖
上
か
ら
、
国
語
の
歴
史
的
法
則
を
追
求
し
て
も
、
私
ど
も
は
、
方
法

上
、
．
国
語
史
と
方
言
・
と
い
う
テ
ー
マ
の
要
請
の
ま
ま
に
、
早
く
も
、
方
言

に
か
え
り
み
る
必
要
を
お
ぼ
え
る
。
た
と
え
ば
、
上
代
で
は
、
母
音
の
並
ぶ
こ

と
が
い
と
わ
れ
た
、
と
あ
る
。
が
、
硯
に
今
日
で
は
、
並
ぶ
こ
と
も
多
い
あ
り

さ
ま
で
あ
る
。
こ
の
到
達
事
実
は
だ
い
じ
で
あ
る
。
所
詮
、
こ
う
な
っ
た
の
で

あ
る
。
す
る
と
母
音
存
立
に
関
す
る
一
つ
の
法
則
づ
け
も
、
国
語
今
日
の
方
言

事
態
（
　
－
　
に
限
ら
な
い
）
　
に
か
え
り
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
う
し
な
く
て
ば
、
も
の
ど
と
の
大
局
的
な
解
釈
は
で
き
な
い
と
言
え
る
。

文
法
上
か
ら
、
・
寓
語
の
歴
史
的
法
則
を
追
求
し
て
も
、
私
ど
も
は
、
方
言
を

も
見
る
方
法
に
立
た
ざ
る
を
得
な
い
。
動
詞
の
活
用
方
式
の
推
移
を
見
て
も
、

そ
の
あ
り
さ
ま
は
、
国
語
今
日
の
方
言
相
に
、
か
く
べ
つ
明
ら
か
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
に
か
え
り
み
つ
つ
、
国
語
史
を
全
般
的
に
見
と
お
す
時
、
活
用

方
式
の
推
移
も
、
大
き
く
法
則
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

語
詞
・
語
発
の
方
面
か
ら
、
国
語
の
歴
史
的
法
則
を
追
求
し
て
も
、
「
国
語

史
」
研
究
者
は
、
方
言
を
見
あ
つ
め
る
見
地
に
立
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
語
詞
上
の
、
造
語
史
研
究
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。
語
彙
上
の
、
漢
語

繁
栄
史
研
究
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。
漢
語
は
古
来
よ
く
民
間
に
流
布
し
た
と

見
え
、
今
日
、
詰
方
言
に
、
民
間
漢
語
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
の
語
彙
且
血
が
豊

富
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
背
を
む
け
て
、
文
献
上
で
漢
語
史
を
ま
と
め
、
そ
こ

で
法
則
を
探
求
す
る
こ
と
は
、
妥
当
で
な
い
。
造
語
史
の
研
究
に
し
て
も
、
は

じ
め
に
、
現
在
の
方
言
で
の
、
こ
の
大
き
な
造
語
事
実
を
熟
視
す
る
こ
と
が
、

有
意
義
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
4
）
　
国
語
史
の
展
望

．
国
語
史
と
方
言
一
と
言
う
以
上
、
ぜ
ひ
と
も
、
国
語
史
に
関
す
る
展
望
の
見

地
を
問
題
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
国
語
史
」
の
研
究
に
展
望
の
見
地
が
い
る
こ
と
は
、
多
く
言
う
ま
で
も
な

い
。
．
国
語
史
と
方
言
・
と
い
う
よ
う
な
テ
ー
マ
の
も
と
で
は
、
展
望
の
見
地

が
、
い
っ
そ
う
切
実
に
考
え
と
ら
れ
て
く
る
。
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歴
史
的
現
実
で
あ
る
方
言
は
、
す
で
に
、
未
来
に
向
か
っ
て
動
い
て
い
こ
う

と
す
る
実
体
で
あ
る
。
国
語
現
実
と
し
て
の
「
現
代
方
言
」
統
一
共
時
態
は
、

自
体
、
将
来
に
向
か
っ
て
展
閥
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
実
の

正
視
が
、
い
わ
ゆ
る
展
望
の
見
地
に
は
か
な
ら
な
い
。

国
語
史
の
、
明
日
へ
の
推
進
を
見
る
展
望
の
見
地
め
も
と
で
、
「
方
言
は
な

く
な
る
か
。
」
な
ど
の
論
題
も
処
理
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
に
ひ
と
こ
と
、
私
の
結

論
を
述
べ
る
な
ら
、
方
言
は
な
く
な
ら
な
い
と
思
う
。
回
の
地
方
生
活
が
存

し
、
地
方
々
々
の
地
域
社
会
が
存
す
る
か
ぎ
り
は
で
あ
る
。

新
時
代
で
は
新
時
代
な
り
に
、
回
の
地
域
の
各
地
域
社
会
で
、
地
域
社
会
の

方
言
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
統
一
と
分
化
と
の
二
律
背
反
は
つ
づ
く
。
こ
こ

に
ま
た
、
方
言
生
活
を
共
通
語
生
活
へ
と
み
ち
び
く
教
育
論
の
必
衰
も
、
つ
ね

に
あ
る
。
展
望
の
見
地
に
は
規
範
論
が
む
す
び
つ
く
。

（
5
）
　
資
料
（
方
言
資
料
・
国
語
史
資
料
）
批
判

こ
こ
で
こ
の
論
に
な
る
。

国
語
史
資
料
と
し
て
の
．
「
過
去
文
献
」
資
料
に
は
、
今
日
へ
の
伝
来
・
残
留

に
、
ま
た
文
献
披
見
の
自
由
不
自
由
に
、
偶
然
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
言
う
と

こ
ろ
の
国
語
史
資
料
は
、
偶
有
資
料
、
偶
然
資
料
の
性
質
を
持
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

偶
然
資
料
を
つ
か
っ
て
も
の
を
言
う
の
に
は
、
言
い
う
る
限
界
へ
の
考
慮
が

い
る
。
既
存
の
文
献
資
料
を
つ
か
っ
て
は
、
国
語
の
史
的
推
移
を
、
え
が
き
あ
げ

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
資
料
が
偶
有
の
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
叙
述

・
解
釈
に
、
多
く
の
留
保
を
施
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ほ
と
ん
ど
完
全
に
近

く
、
も
の
が
言
え
そ
う
な
場
合
に
も
、
言
説
と
し
て
は
、
言
い
き
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
偶
然
資
料
群
の
必
然
資
料
化
を
証
明
す
る
こ
と
が
、
容
易
に
は
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
。

国
語
史
研
究
上
の
偶
然
資
料
を
福
助
す
る
も
の
は
方
言
資
料
で
あ
る
。
現
代

の
方
言
は
、
方
言
資
料
と
し
て
見
た
時
、
こ
れ
を
、
必
然
資
料
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。
一
つ
の
方
言
が
、
そ
こ
に
生
き
て
存
立
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に

必
然
的
事
実
で
あ
っ
て
、
偶
然
で
は
な
い
。
一
個
の
方
言
は
、
国
語
と
い
う
主

体
の
も
と
で
、
他
の
方
言
と
た
が
い
に
関
連
し
あ
い
な
が
ら
、
一
個
の
方
言
と

な
り
得
て
お
り
、
そ
の
存
立
が
必
然
で
あ
る
。
ま
た
、
方
言
の
中
の
、
一
つ
一

つ
の
方
言
単
語
に
し
て
も
、
　
－
　
た
と
え
ば
「
ヒ
ト
」
　
（
人
）
　
「
イ
ク
」
　
（
行

く
）
　
の
よ
う
な
も
の
で
も
、
こ
れ
ら
は
み
な
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
方
言
全
体
像

の
中
の
一
部
分
と
し
て
所
を
得
て
お
り
、
お
の
お
の
は
、
み
な
明
る
か
に
必
然

的
分
子
で
あ
る
。
必
然
的
分
子
の
集
合
体
は
、
資
料
と
し
て
、
ま
さ
に
必
然
資

料
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
必
然
資
料
を
、
い
わ
ゆ
る
偶
然
資
料
に
よ
る
国
語

史
理
解
の
作
業
基
底
に
お
く
時
は
、
偶
然
資
料
に
よ
る
解
釈
の
局
部
性
を
、
よ

く
大
局
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
偶
然
資
料
に
よ

る
解
釈
の
静
的
・
機
械
的
な
も
の
を
、
よ
く
動
的
・
発
展
的
な
も
の
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
6
）
　
全
国
土
上
の
仝
国
語
史
を
ね
ら
う
こ
と

同
語
史
資
料
と
し
て
の
「
過
去
文
献
」
資
料
は
、
そ
の
多
く
が
、
中
央
語
に

関
連
し
て
い
る
。
「
過
去
文
献
」
資
料
に
よ
っ
て
は
、
く
わ
し
く
国
語
史
が
語

ら
れ
る
と
し
て
も
、
大
部
分
は
、
中
央
語
に
関
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
国
語
史
と
は
、
文
字
ど
お
り
、
国
語
の
歴
史
の
こ
と
で
は
な
い

か
。
私
ど
も
の
同
語
は
、
こ
の
国
土
上
に
編
模
し
て
い
る
。
同
語
史
は
、
ほ
ん

と
う
は
、
こ
の
国
土
上
の
、
仝
国
語
史
の
は
ず
で
あ
る
。

過
去
文
献
に
よ
る
、
こ
れ
ま
で
の
同
語
史
叙
述
は
、
な
ん
と
限
ら
れ
た
同
語
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史
叙
述
で
あ
っ
た
こ
と
か
。
　
－
　
せ
ま
い
国
語
史
叙
述
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

今
や
、
．
同
語
史
と
方
言
．
の
立
場
に
立
つ
と
す
る
か
。
と
、
人
は
、
し
ぜ
ん

に
、
全
国
土
上
の
全
国
語
史
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

私
は
、
全
土
国
語
史
と
い
う
ね
ら
い
を
尊
重
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
の
実
現

の
た
め
に
・
方
言
比
較
の
（
つ
ま
り
は
掛
史
的
研
究
の
）
地
理
学
的
方
法
に
お

い
て
も
、
方
言
容
貌
を
個
物
的
に
比
陀
す
る
地
理
学
的
研
究
　
－
　
語
史
的
研
究

I
の
は
か
に
、
方
言
　
（
方
言
と
い
う
分
派
）
を
方
言
と
し
て
比
較
す
る
「
方

言
分
派
」
地
理
学
を
考
え
、
こ
れ
を
重
要
視
す
る
。
こ
の
方
向
の
地
理
的
即
歴

史
的
研
究
こ
そ
は
、
そ
の
視
野
に
お
い
て
、
つ
ね
に
全
国
を
見
、
全
国
土
上

で
の
同
語
の
動
き
を
見
る
。
そ
れ
は
、
全
国
を
お
お
う
て
の
同
語
生
活
国
史

（
　
－
　
そ
う
い
う
国
語
民
間
史
）
　
の
把
捉
に
な
る
の
で
あ
る
。
（
拙
著
「
方
言

学
」
五
三
八
百
）

第
四
一
結
語

，
国
語
史
と
方
言
．
と
い
う
。
問
題
は
「
と
」
に
あ
る
。
「
と
」
を
な
く
し
て

い
く
よ
う
に
、
考
え
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
、
．
国
語
史
と
方
言
．
の
テ
ー
マ

を
、
も
っ
と
も
忠
実
に
、
自
己
の
も
の
と
し
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
か
。

本
来
「
と
」
文
字
は
不
要
な
の
だ
、
と
も
言
え
る
。
1
1
1
「
国
語
史
」
を
考

え
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
も
、
「
方
言
」
を
も
考
え
る
と
こ
ろ
に
い
く
。
「
方

言
」
を
考
え
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
も
、
「
国
語
史
」
を
考
え
る
と
こ
ろ
へ
い

く
。
二
つ
の
も
の
、
「
同
語
史
」
と
「
方
言
」
と
は
、
は
じ
め
か
ら
、
一
つ
づ

き
の
も
の
で
あ
る
。

「
国
語
史
」
と
「
方
言
」
。
こ
れ
ら
二
つ
は
、
「
む
す
び
つ
く
・
つ
か
ぬ
」

と
か
、
「
む
す
び
つ
く
か
・
つ
か
ぬ
か
」
と
か
の
議
論
を
廊
貰
て
、
は
じ
め
か

ら
、
む
す
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（42・11・20）




