
ヌ
末
詞
の
言
諦
学

2r

H

一

.

1

1

n
U

r
一s

*
0ち

日
一
~
【
■

n
U

【

.

⊃

2

r~r・~i
L-　-Or..i

<
f

02r
~
r
一
~
i

r
一

藤
原
与
1



〓

緒
　
言
　
　
　
付
　
筆
者
既
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文
末
詞
研
究
文
献

序
　
章
　
文
末
詞
の
言
語
学
へ

第
1
節
　
文
表
現
の
結
部

第
二
節
　
文
末
詞

第
三
節
　
文
末
の
所

第
四
節
　
訴
え
心
意
の
普
遍
性

599315

日
目

7日
目

第
五
節
　
発
話
詞
・
間
投
詞
と
文
末
詞
　
(
発
話
要
素
・
間
投
要
素
と
文
末
特
定
要
素
)
　
-
-
-
-
=
-
・
2
 
3

第
一
章
　
「
詞
」
　
の
論

第
一
節
　
現
実
の
も
の

第
二
節
　
文
末
特
定
要
素
の
遊
離
性

第
三
節
　
発
話
詞
・
間
投
詞
-
文
末
詞

第
四
節
　
関
係
諸
説

第
五
節
　
非
　
辞

72725
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第
二
章
　
文
構
造
と
文
末
詞

第
1
節
　
文
構
造
の
語
順
と
文
末
詞

3434

～
文
初
決
定
性
と
文
末
決
定
性
～

第
二
節
　
日
本
語
・
英
語
・
中
国
語
の
文
構
造
と
文
末
詞

第
三
節
　
諸
言
語
の
渠
型
学
的
分
類

第
三
章
　
文
末
詞
の
機
能

第
四
章
　
文
末
詞
の
意
味
作
用

第
1
節
　
文
表
現
の
特
定
機
能
者

第
二
節
　
文
末
詞
(
特
定
文
末
部
)
の
発
散
す
る
情
意

-
　
意
味
作
用
　
-

第
三
節
　
文
末
詞
(
特
定
文
末
部
)
　
の
示
す
知
的
内
容

76

-
　
意
味
作
用
　
-

第
四
節
　
文
末
詞
(
特
定
文
末
部
)
の
パ
ト
ス
的
内
実
と
ロ
ゴ
ス
的
内
実

第
五
節
　
文
末
詞
の
意
味
作
用

第
五
章
　
日
本
語
文
末
詞
の
生
成
発
展



第
一
節
　
史
的
考
察

第
二
節
　
現
代
日
本
語
方
言
状
態
上
の
「
ヤ
」
文
末
詞

第
三
節
　
日
本
語
文
末
詞
の
繁
栄

第
四
節
　
日
本
語
文
末
詞
の
繁
栄
　
つ
づ
き

第
五
節
　
現
代
の
文
末
抑
揚

第
六
節
　
文
末
詞
の
隆
替

第
六
章
　
談
話
活
動
と
文
末
詞

第
七
章
　
文
末
詞
と
諸
外
国
語

第
一
節
　
「
文
末
詞
お
よ
び
文
末
詞
的
な
も
の
」
の
世
界

第
二
節
　
ド
イ
ツ
語
の
ば
あ
い

第
三
節
　
フ
ラ
ン
ス
語
の
ば
あ
い

第
四
節
　
英
語
の
ば
あ
い

第
五
節
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
の
ば
あ
い

第
六
節
　
タ
イ
語
の
ば
あ
い

第
七
節
　
ア
ラ
ビ
ア
語
の
ば
あ
い

778899
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第
八
節
　
蒙
古
語
の
ば
あ
い

第
九
節
　
朝
鮮
語
の
ば
あ
い

第
十
節
　
中
国
語
の
ば
あ
い

第
八
章
　
言
語
と
文
末
詞

I
日
本
語
に
は
な
ぜ
文
末
詞
が
栄
え
て
い
る
の
か
　
-

第
1
節
　
諸
言
語
の
口
頭
語
の
世
界

第
二
節
　
対
話
文
の
世
界

第
三
節
　
日
本
語
で
の
文
末
詞
生
成
発
展
の
因

結
　
章
　
文
末
詞
言
語
学

あ
と
が
き



緒
　
　
言

『
文
末
詞
の
言
語
学
』
と
い
う
大
著
が
世
に
出
る
こ
と
を
'
私
は
願
望
し
ま
す
。

本
冊
は
へ
　
そ
の
願
望
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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171

筆
者
既
稿
　
文
末
詞
研
究
文
献

『
日
本
語
方
言
文
法
の
研
究
』
　
岩
波
書
店
　
昭
和
二
十
四
年

「
筑
後
柳
河
こ
と
ば
の
『
メ
ス
』
と
『
ノ
モ
』
」
『
近
畿
方
言
』
1
5
　
昭
和
二
十
七
年
九
月

「
日
本
語
表
現
法
の
文
末
助
詞
-
そ
の
存
立
と
生
成
1
『
国
語
学
』
第
十
一
輯
昭
和
二
十
八
年
石

東
条
操
編
『
日
本
方
言
学
』
の
「
文
法
篇
」
　
吉
川
弘
文
館
昭
和
二
十
八
年

『
日
本
方
言
地
図
』
の
「
文
末
助
詞
『
ナ
モ
シ
』
寮
そ
の
他
の
分
布
図
」
吉
川
弘
文
館
昭
和
三
十
l
年

「
対
話
の
文
末
の
『
よ
び
か
け
こ
と
ば
』
　
I
ナ
モ
シ
類
そ
の
他
に
つ
い
て
1
『
広
大
文
学
部
紀
要
』
　
昭
和
三
十
壷
二
月

「
方
言
文
末
助
詞
(
文
末
詞
)
の
研
究
に
つ
い
て
」
『
方
言
研
究
年
報
』
第
一
巻
昭
和
三
十
二
年
十
二
月

「
日
本
語
文
法
の
記
述
体
系
」
『
国
文
学
致
』
第
二
十
三
号
昭
和
三
十
五
年
五
月

「
C
e
s
s
a
t
i
o
n
a
l
s
i
n
t
h
e
J
a
p
a
n
e
s
e
D
i
a
l
e
c
t
s
」
『
M
o
n
u
m
e
n
t
a
N
i
p
p
o
n
i
c
a
』
V
O
L
.
X
I
X
N
O
S
.
1
-
2
1
9
6
4

「
瀬
戸
内
海
域
の
文
末
詞
『
ナ
-
』
『
ノ
ー
』
」
『
方
言
研
究
年
報
』
第
八
巻
昭
和
四
十
妄
三
月

「
〃
山
形
弁
″
と
〟
宮
城
弁
″
」
『
国
語
学
』
7
0
　
昭
和
四
十
二
年
九
月

「
東
北
方
言
『
文
末
詞
』
の
l
研
究
」
『
方
言
研
究
年
報
』
第
十
巻
昭
和
E
I
十
二
年
九
月

「
W
o
r
d
-
G
e
o
g
r
a
p
h
y
o
f
J
a
p
a
n
e
s
e
」
『
Z
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t
f
u
r
M
u
n
d
a
r
t
f
o
r
s
c
h
u
n
g
』
1
9
6
8

冒
本
譜
方
言
文
法
の
世
界
』
　
塙
葦
居
　
昭
和
四
十
四
年

貢
言
文
未
詞
(
文
末
助
詞
)
の
研
究
』
　
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
特
輯
号
2
昭
和
E
I
十
七
年
二
月

「
動
詞
系
の
文
末
詞
」
　
芳
言
研
究
年
報
』
続
二
　
昭
和
五
十
二
年
十
月

「
『
な
も
し
』
問
題
討
究
」
　
『
方
言
研
究
年
報
』
続
三
　
昭
和
五
十
三
年
十
月
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『
方
言
文
末
詞
(
文
末
助
詞
)
　
の
研
究
(
上
)
』
　
春
陽
堂
書
店
　
昭
和
五
十
七
年
一
月

「
名
詞
系
の
転
成
文
末
詞
『
モ
ノ
』
」
　
　
『
方
言
研
究
年
報
』
続
七
　
昭
和
五
十
七
年
十
二
月

「
特
異
な
文
末
詞
『
ダ
』
」
　
　
『
言
語
の
世
界
』
V
o
1
.
1
　
N
o
.
2
　
1
9
8
3

『
方
言
文
末
詞
(
文
末
助
詞
)
の
研
究
　
(
中
)
』
　
春
陽
堂
書
店
　
昭
和
六
十
年
五
月

『
同
　
　
　
　
　
　
　
　
右
　
　
　
　
(
下
)
』
　
同
　
　
　
右
　
昭
和
六
十
一
年
九
月



/学語言の詞・文章序

序
　
章
　
文
末
詞
の
言
語
学
へ

第
一
節
　
文
表
現
の
結
部

「
結
部
」
と
い
う
の
は
、
「
末
尾
・
末
部
」
な
ど
と
い
う
こ
と
ば
を
ふ
ま
え
て
、
考
え
つ
い
た
も
の
で

り
ま
す
。
た
だ
に
「
末
尾
」
と
言
う
の
で
は
、
そ
こ
の
機
能
を
十
分
に
言
い
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
「
末
部
」
と
言
っ
て
も
同
様
で
あ
り
ま
す
。
「
末
」
の
機
能
を
、
あ
る
い
は
、
「
末
」
に
認
め
ら
れ

る
積
極
的
な
作
用
を
'
な
ん
と
か
し
て
言
い
あ
ら
わ
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
ず
へ
左
の
写
真
を
ご
ら
ん
-
だ
さ
い
。



01

*
-
r
-
t
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こ
れ
は
へ
山
形
県
温
海
温
泉
の
町
の
路
上
で
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
昭
和
五
十
五
年
七
月
八
日
の
朝
の
こ

と
で
し
た
。

私
ど
も
が
、
往
時
の
こ
こ
へ
の
旅
を
な
つ
か
し
ん
で
、
早
朝
の
町
を
歩
い
て
い
ま
す
と
、
こ
の
写
真
の
お
ば
あ
さ

ん
が
や
っ
て
来
ま
し
た
。
手
づ
-
り
の
餅
を
売
る
人
で
し
た
。
つ
い
私
は
'
お
ば
あ
さ
ん
と
話
し
こ
み
ま
す
。
二
人



へ学蝣言の詞未文章序

は
し
ぜ
ん
に
路
傍
に
し
ゃ
が
み
こ
み
ま
し
た
。
別
れ
る
時
に
,
お
ば
あ
さ
ん
の
言
っ
て
-
れ
た
こ
と
ば
が
'

○
モ
ッ
ケ
デ
ス
　
ノ
ー
。

気
の
ど
-
で
す
ね
え
。

で
あ
り
ま
し
た
。
(
お
ば
あ
さ
ん
は
,
こ
の
あ
と
ま
た
、
「
キ
4
円
列
デ
ス
　
ノ
ー
-
 
。
」
と
言
っ
て
-
れ
ま
し
た
。
)

の
ち
に
町
内
で
確
認
し
得
た
と
こ
ろ
で
は
,
右
の
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
が
,
通
常
は
、
「
モ
ッ
外
列
パ

ー
.
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
.
1
お
ば
あ
さ
ん
は
、
「
キ
4
円
列
」
も
言
う
-
ら
い
な
の
で
、
し
ぜ
ん
、

「
～
で
す
」
の
言
い
か
た
を
し
た
の
で
し
ょ
う
。
土
地
弁
で
は
、
「
モ
ッ
外
到
ガ
ン
ス
　
ノ
ー
-
。
」
と
も

よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
男
性
も
こ
れ
を
言
い
ま
す
。
親
愛
感
を
こ
め
た
言
い
か
た
に
は
'
「
モ
ッ
外
到

ガ
ン
ス
　
刊
両
日
。
」
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
.

右
に
認
め
ら
れ
る
「
4
1
」
が
、
私
の
、
文
末
詞
と
言
い
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

文
表
現
の
末
尾
に
立
脚
し
て
、
遊
離
独
立
し
,
文
表
現
の
そ
こ
ま
で
の
意
味
作
用
を
、
発
展
的
に
集
約
す
る
も

の
。

こ
れ
が
文
末
詞
で
あ
。
ま
す
。
「
4
1
」
は
,
「
モ
ッ
外
列
ス
」
や
「
モ
ッ
外
到
ガ
ン
ス
」
を
受
容
し
て
、
文
表
現

の
統
括
者
に
な
。
、
右
に
言
う
機
能
を
発
揮
し
て
い
ま
す
.
「
4
1
」
は
、
特
定
の
文
末
成
分
と
見
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
遊
離
独
立
性
に
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
文
末
詞
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

11



文
末
特
定
の
遊
離
独
立
成
分
へ
文
末
詞
は
'
じ
つ
に
'
前
掲
の
写
真
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
環
境
に
生
き
て
い
ま
す
。

文
末
詞
に
は
へ
た
し
か
に
'
こ
れ
の
生
き
て
は
た
ら
-
特
定
の
世
界
が
あ
り
ま
す
。
言
語
研
究
上
、
私
ど
も
は
、
こ

ぅ
し
た
世
界
・
環
境
に
息
づ
-
こ
と
ば
の
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
重
視
し
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
人
間
の

生
に
密
着
し
た
こ
と
ば
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

も
う
7
枚
の
写
真
を
見
て
く
だ
さ
い
.

21

こ
れ
は
、
金
沢
の
兼
六
公
園
の
中
で
の
も
の
で
す
。
た
ま
た
ま
へ
前
掲
の
写
真
の
と
似
た
よ
う
な
風
景
で
あ
り
ま



へ学語言の詞
・
蝣

文章序

す
O
私
は
、
,
^
)
の
写
真
を
見
て
も
'
こ
ん
な
所
に
'
こ
ん
な
状
況
の
中
に
'
文
末
詞
は
生
き
て
い
る
の
だ
な
。
I
と
思

う
の
で
あ
り
ま
す
。

人
間
の
社
会
生
活
の
中
に
,
右
の
二
つ
の
写
真
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
生
活
環
境
が
あ
る
こ
と
を
重
視
し
、
そ
こ
に
'

私
は
,
文
末
詞
の
言
語
学
と
い
う
名
の
は
い
っ
た
旗
を
立
て
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

「
文
末
詞
」
と
言
い
ま
す
も
の
が
、
か
ぎ
り
も
な
-
発
想
さ
れ
る
対
話
の
世
界
を
、
私
は
、
言
語
研
究
上
、
特
別
に

重
視
し
ま
す
。

第
二
節
　
文
末
詞

○
わ
か
り
ま
し
た
。
(
自
分
が
わ
か
っ
た
こ
と
を
言
い
あ
ら
わ
し
た
も
の
)

に
対
す
る
、

○
ワ
オ
リ
マ
シ
タ
　
カ
。

(
こ
れ
は
相
手
に
問
う
も
の
)

で
の
「
カ
」
が
、
文
末
詞
で
あ
り
ま
す
。

○
ワ
カ
リ
マ
シ
タ
　
ネ
。

31



(
相
手
に
や
さ
し
-
問
う
も
の
)

○
ワ
カ
リ
マ
シ
タ
　
ヨ
。

(
自
分
が
わ
か
っ
た
こ
と
を
や
や
ぶ
あ
い
そ
う
に
言
う
も
の
)

○
ワ
カ
リ
マ
シ
タ
　
ワ
。

(
わ
か
っ
た
こ
と
を
女
性
が
言
う
も
の
)

○
ワ
カ
リ
マ
シ
タ
　
ゾ
。

(
わ
か
っ
た
こ
と
を
告
げ
る
老
男
の
発
言
)

こ
れ
ら
を
見
-
ら
べ
て
-
だ
さ
い
。
「
ネ
」
「
ヨ
」
「
ワ
」
「
ゾ
」
が
'
そ
れ
ぞ
れ
文
末
詞
で
あ
り
ま
す
。
お
の
お
の

が
、
遊
離
独
立
の
文
末
要
素
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
対
応
関
係
に
立
つ
こ
れ
ら
が
、
た
が
い
に
、

自
身
の
文
末
詞
で
あ
る
こ
と
を
自
証
し
あ
っ
て
い
ま
す
。
(
右
四
文
例
を
比
較
す
れ
ば
'
「
ネ
」
「
ヨ
」
「
ワ
」
「
ゾ
」
の

ま
上
で
'
そ
こ
ま
で
の
こ
と
ば
づ
か
い
か
ら
'
一
線
へ
境
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
ま
し
ょ

う)。

41

従
来
へ
　
こ
れ
ら
は
、
感
動
助
詞
と
か
終
助
詞
と
か
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。

私
は
'
そ
れ
ら
の
先
考
に
み
ち
び
か
れ
つ
つ
、
も
の
が
文
末
の
特
定
機
能
者
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
て
'
名
を
文



へ学語言の詞未文章序

末
助
詞
と
し
ま
し
た
。

こ
の
名
が
広
-
お
こ
な
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
点
は
,
私
の
も
っ
と
も
光
栄
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

文
末
と
の
着
眼
と
名
と
は
,
そ
こ
に
は
た
ら
-
特
定
者
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
、
も
っ
と
も
し
ぜ
ん
な
態
度
を
表

明
し
得
た
も
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
な
ん
と
い
っ
て
も
、
た
い
せ
つ
な
の
は
、
文
末
特
定
の
機
能
者
と
い
う
受

け
と
り
か
た
で
あ
り
ま
す
。
-
(
そ
れ
ゆ
え
、
多
-
の
人
が
、
文
末
助
詞
の
名
を
肯
定
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
)

や
が
て
、
私
は
、
考
究
を
進
め
、
文
末
に
遊
離
独
立
す
る
も
の
を
、
助
詞
(
秤
)
と
は
見
な
い
こ
と
に
し
ま
し
た
。

感
動
詞
や
間
投
詞
に
似
た
も
の
と
し
て
、
「
文
末
詞
」
が
受
け
と
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

今
ま
た
、
考
察
を
重
ね
ま
す
れ
ば
、
「
文
末
詞
」
は
、
「
文
結
詞
」
と
も
よ
ん
で
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
「
末
」
と

言
う
だ
け
で
は
,
ど
う
も
,
文
末
特
定
の
機
能
者
の
は
た
ら
き
を
言
い
あ
ら
わ
し
得
な
い
か
の
よ
う
だ
か
ら
で
あ
り

ま
す
。

第
三
節
　
文
末
の
所

文
表
現
の
末
尾
,
こ
れ
は
,
私
に
と
っ
て
は
,
熟
視
を
さ
そ
わ
れ
て
や
ま
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
視
れ
ば
視
る



ほ
ど
、
こ
こ
の
、
格
別
重
要
な
箇
所
で
あ
る
こ
と
が
思
わ
れ
て
き
ま
す
。

人
間
が
こ
と
ば
を
言
い
あ
ら
わ
し
、
「
一
文
」
が
成
っ
た
と
こ
ろ
で
へ
そ
の
こ
と
ば
が
ぴ
た
り
と
と
ま
る
の
で
す
か

ら
へ
そ
こ
は
、
じ
つ
に
お
も
し
ろ
い
箇
所
で
す
。
-
言
語
生
活
上
の
、
肝
心
と
も
言
わ
れ
る
箇
所
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
人
間
の
表
現
意
図
の
し
め
-
-
り
の
つ
け
ら
れ
る
場
所
が
そ
こ
で
あ
り
ま
す
。

話
さ
れ
た
こ
と
ば
で
の
文
終
止
に
は
'
音
声
の
大
き
な
休
止
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
へ
し
ば
し
ば
、
声
の
上
げ
調
子
・

下
げ
調
子
・
ま
っ
た
い
ら
調
子
の
相
が
あ
り
ま
す
。
書
か
れ
た
こ
と
ば
で
の
文
終
止
に
あ
っ
て
は
'
そ
こ
に
、
厳
然

と
、
「
。
」
が
打
た
れ
ま
す
。
こ
の
符
合
の
'
な
ん
と
あ
ざ
や
か
な
存
在
で
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

私
ど
も
は
'
特
異
特
定
の
文
表
現
末
を
、
重
要
視
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

人
間
の
話
し
こ
と
ば
の
ば
あ
い
、
人
が
「
文
」
を
表
現
し
た
と
し
ま
す
。
生
活
の
中
で
の
そ
う
い
う
話
し
手
を
見

て
い
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
は
し
ま
す
ま
い
か
。
そ
の
人
が
'
ひ
と
こ
と
を
言
っ
た
ひ
ょ
う
L
に
、
相
手
の

顔
を
チ
ラ
と
見
ま
す
。
あ
る
い
は
へ
チ
ラ
と
相
手
に
目
を
は
せ
ま
す
。
こ
の
行
動
は
(
あ
る
い
は
表
情
は
)
へ
ひ
と
こ

と
　
ー
一
文
表
現
-
　
を
へ
相
手
に
訴
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
へ
言
っ
た
こ
と
が
相
手

に
と
ど
い
た
か
ど
う
か
を
た
し
か
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
要
は
、
「
訴
え
か
け
、
呼
び
か
け
」

と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
点
か
ら
'
私
は
'

文
表
現
は
訴
え
の
形
式
で
あ
る
。

6

:　=
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と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ば
あ
い
へ
形
式
と
は
'
「
か
た
ち
」
へ
「
方
式
」
と
も
言
い
か
え
て
み
ま
す
。

文
末
詞
と
い
う
も
の
は
、
人
間
の
、
そ
う
い
う
訴
え
へ
な
い
し
よ
び
か
け
を
、
具
象
化
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ

S
Bこ

う
し
た
文
末
詞
は
'
人
間
表
現
の
訴
え
か
け
・
よ
び
か
け
が
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
成
立
の
普
遍
的

な
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
意
味
で
、
私
は
、
文
末
詞
あ
る
い
は
文
末
詞
的
な
も
の
が
、
世
界
の
諸
言
語
に
発

生
・
成
立
し
て
い
て
も
、
そ
れ
は
理
の
当
然
で
あ
ろ
う
と
判
断
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

第
四
節
　
訴
え
心
意
の
普
遍
性

文
末
詞
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
文
末
詞
以
前
的
と
も
言
え
る
も
の
が
、
日
本
語
の
ほ
か
に
も
見
ら
れ
ま
す
。

ほ
ん
の
管
見
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
。

英
語
の
セ
ン
テ
ン
ス
に
、

O
 
I
t
h
i
n
k
　
-
-
-

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
か
と
お
も
う
と
'

71



o

-

　

・

,

I

t

h

i

n

k

.

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
末
尾
の
「
I
t
h
i
n
k
」
は
'
文
表
現
末
尾
で
の
特
定
発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

付
加
せ
し
め
た
よ
う
な
こ
の
言
い
か
た
は
、
文
末
詞
的
な
も
の
を
思
わ
せ
ま
す
。
-
　
「
文
末
詞
以
前
」
の
形
式
と

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

い
つ
か
へ
　
N
H
K
の
『
続
基
礎
英
語
』
を
聴
い
て
い
ま
し
た
ら
t

O
 
I
h
a
v
e
n
o
m
a
g
a
z
i
n
e
h
e
r
e
,
t
h
o
u
g
h
.

と
い
う
文
が
出
ま
し
た
。
「
本
を
み
な
こ
こ
に
お
い
て
あ
る
の
で
す
か
。
」
と
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
す
る
人
が
、

「
そ
う
だ
。
」
と
言
っ
た
あ
と
で
、
右
の
こ
と
ば
を
つ
け
加
え
た
の
で
し
た
。
こ
の
時
、
私
は
、
末
尾
の
t
h
o
u
g
h
に
お

ど
ろ
か
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
t
h
o
u
g
h
が
'
文
末
詞
用
法
の
も
の
だ
と
'
私
は
直
覚
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
文
を

朗
読
す
る
人
が
、
t
h
o
u
g
h
を
、
下
げ
調
子
に
読
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、
上
げ
調
子
に
読
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
よ
う
に
、
読
み
の
調
子
も
可
動
的
で
あ
っ
た
の
が
、
な
お
へ
私
の
心
を
ひ
い
た
の
で
す
。
や
や
と
っ
ぴ
か
も
し
れ

ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
私
は
こ
こ
に
、
日
本
で
の
電
話
こ
と
ば
へ

○
私
は
山
崎
で
す
ケ
ド
。

を
お
い
て
も
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
じ
つ
さ
い
に
は
、
逆
接
の
「
け
れ
ど
も
」
や
「
け
ど
」
を
必
要
と
し
な
い
と

こ
ろ
で
へ
人
々
は
よ
-
、
「
ケ
ド
」
を
言
っ
て
い
ま
す
。
私
は
へ
こ
の
「
ケ
ド
」
を
、
文
末
詞
化
し
ょ
う
と
す
る
「
ケ

81
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ド
」
と
見
て
い
ま
す
。

英
語
に
関
し
て
へ
も
っ
と
大
胆
に
、
し
ろ
う
と
の
発
言
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

O
I
 
a
m
g
l
a
d
t
o
m
e
e
t
y
o
u
.

は
'
通
常
へ
.
1
1
の
抑
揚
で
発
音
さ
れ
て
い
ま
し
ょ
う
か
o
こ
の
抑
揚
は
'
現
代
英
語
に
有
力
な
抑
揚
傾

向
に
属
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
旧
時
、
英
会
話
の
一
米
人
教
師
は
'
読
み
の
抑
揚
に
つ
き
、
ほ
と
ん
ど
無

条
件
に
'パ

ン
パ
ン
パ
ン
パ
ン
パ
ー
ン

と
の
パ
タ
ー
ン
を
強
調
し
っ
づ
け
ま
し
た
。
そ
れ
を
-
り
か
え
し
聴
い
た
当
時
、
私
は
、
な
ん
で
こ
ん
な
に
一
式
を

つ
っ
ぱ
る
の
だ
ろ
う
と
ち
無
知
に
も
'
考
え
た
こ
と
で
す
が
、
今
は
へ
簡
潔
な
い
い
教
育
だ
っ
た
の
か
な
と
'
そ
れ

を
な
つ
か
し
く
思
い
か
え
し
て
い
ま
す
。
さ
て
'
現
代
日
本
語
の
今
日
、
青
年
層
の
人
た
ち
は
も
と
よ
り
、
中
年
の
'

多
-
は
婦
人
た
ち
も
、

=
旧
_
腰
相
は
m
闇
値

○
-
-
-
デ
ス
ケ
ド
-
0

1

-

・

〉

-

の
よ
う
な
言
い
か
た
を
し
が
ち
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
わ
れ
わ
れ
は
1
 
、
な
に
な
に
を
I
へ
・
・
・
-
-
 
。
」
の
よ
う
な
演

説
調
子
も
よ
-
聞
か
れ
た
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
す
ま
い
。
こ
れ
ら
の
あ
と
上
げ
調
子
が
、
右
の
英
語
の
ば

あ
い
に
思
い
よ
せ
ら
れ
ま
す
。
と
も
に
、
文
表
現
の
訴
え
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
て
'
人
は
し
ぜ
ん
に
、
こ
の
よ
う

91



な
あ
と
上
げ
調
を
と
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
こ
こ
に
、
あ
と
上
げ
調
と
い
う
、
文
末
詞
代
用
の

作
業
因
子
が
あ
る
と
解
釈
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
へ
英
語
の
事
例
を
出
し
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
英
語
に
'
「
Y
e
s
L
の
「
Y
e
a
h
L
が
さ
か
ん
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
私
は
'
後
者
を
前
者
の
変
化
形
と
見
ま
す
。
で
は
、
な
ぜ
、
「
Y
e
s
」
の
〔
e
〕
が
、
広
母
音
〔
a
〕
を
よ
ん
だ
の

で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
を
、
私
は
、

〔
e
〕
母
音
の
訴
え
効
果
の
増
大
を
は
か
っ
て
、
人
は
し
ぜ
ん
に
広
母
音
〔
a
〕
を
ま
ね
い
た
。

と
解
釈
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
'
ま
た
、
た
と
え
ば
出
雲
方
言
の
人
た
ち
が
、
「
ネ
」
の
訴
え
を
へ
　
し
ぜ
ん
に
「
ネ
ァ
」

〔
n
e
a
〕
に
し
て
い
る
の
に
お
な
じ
で
あ
り
ま
す
。
訴
え
の
効
果
を
よ
-
し
よ
う
と
す
る
心
理
は
'
彼
我
に
共
通
の
も

の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ど
の
言
語
に
あ
っ
て
も
t
よ
り
広
い
母
音
の
ほ
う
が
、
よ
り
け
ざ
や
か
に
、
相
手
へ
の
訴
え

の
効
果
を
発
揮
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

n
U

2

悔
現
代
の
北
京
官
話
に
は
、
私
が
も
は
や
文
末
詞
と
言
い
た
い
も
の
(
し
た
い
も
の
)
が
見
ら
れ
ま
す
。

○
休
眠
。

あ
な
た
は
P

で
は
、
昭
が
'
ま
さ
に
文
末
詞
然
と
し
て
い
ま
し
ょ
う
。
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○
伽
愛
人
唯
。

あ
な
た
の
奥
さ
ん
は
～

と
い
う
の
も
、
た
し
か
に
、
「
嘱
」
文
末
詞
を
と
ら
え
し
め
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
　
」
K
W
テ
レ
ビ
『
中
国
語
講

座
』
(
昭
和
六
十
二
年
九
月
三
十
日
)
で
、
榎
本
英
雄
講
師
は
、
〟
「
堀
」
と
い
う
助
詞
を
つ
か
っ
て
問
い
の
表
現
を
お

こ
し
て
い
る
。
〟
と
説
明
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
氏
は
二
言
う
べ
き
こ
と
ば
に
「
嘱
」
を
つ
け
る
と
へ
そ
の
具
体
的

な
意
味
が
わ
か
る
。
〃
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
「
唄
を
つ
け
る
と
」
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
、
注
目
に
あ
た
い
し
ま
す
。

こ
の
「
呪
」
は
、
た
だ
に
助
詞
と
言
う
よ
り
も
、
他
の
言
い
か
た
を
し
た
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私

は
、
つ
け
ら
れ
る
「
喝
」
の
独
立
性
に
注
目
し
て
'
こ
れ
を
文
末
詞
的
な
も
の
(
1
文
末
詞
)
と
見
ま
す
。

つ
ぎ
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
例
は
、

○
迂
是
不
買
了
。

や
っ
ぱ
り
買
わ
な
い
こ
と
に
す
る
わ
。
(
や
っ
ぱ
り
買
う
の
を
や
め
に
す
る
わ
。
)

○
侮
不
看
了
。

見
な
い
の
?
　
(
も
う
や
め
に
す
る
の
?
)

で
あ
り
ま
す
。
(
後
者
例
の
ば
あ
い
、
こ
れ
へ
の
答
え
は
'
「
不
看
了
。
(
見
な
い
よ
。
)
」
な
ど
が
あ
り
得
ま
す
。
)
さ

て
、
こ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
「
了
」
は
'
お
な
じ
-
榎
本
講
師
が
'
〟
文
末
の
助
詞
″
だ
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
三
例
を
通

12



観
し
て
、
私
ど
も
は
'
「
了
」
の
文
末
詞
的
機
能
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

22

な
お
、
他
言
語
に
も
わ
た
り
た
-
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
私
の
能
力
を
は
な
は
だ
し
-
こ
え
ま
す
の
で
'
こ
と
を

さ
し
ひ
か
え
ま
す
。

訴
え
心
意
の
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
う
し
て
、
し
だ
い
に
了
解
し
う
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

文
末
で
の
'
訴
え
と
い
う
特
定
の
発
想
が
、
普
遍
的
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

文
表
現
の
末
部
に
特
定
の
訴
え
要
素
を
希
求
す
る
の
は
'
表
現
心
理
の
自
然
に
属
す
る
こ
と
と
も
言
え
る
か
と
思

い
ま
す
。

文
末
詞
あ
る
い
は
文
末
詞
ら
し
き
も
の
が
、
ど
の
言
語
に
存
在
し
て
も
、
そ
れ
は
当
然
と
も
言
え
る
こ
と
で
は
な

い
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本
語
に
は
'
わ
け
て
も
、
そ
の
傾
向
が
つ
よ
い
あ
り
さ
ま
で
す
。
こ
れ
は
、
文
表
現
構
造
に

も
と
づ
-
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

文
末
詞
の
世
界
は
'
文
末
詞
以
前
的
な
も
の
(
形
式
)
の
存
立
に
'
深
-
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
文

末
詞
的
な
想
念
の
広
い
流
通
の
予
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
重
要
視
さ
れ
ま
す
。

文
末
詞
化
へ
た
と
え
ば
へ
日
本
語
で
'
「
モ
ノ
」
や
「
コ
ト
」
が
文
末
詞
に
も
な
っ
て
い
る
の
は
'
右
に
言
う
想
念
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の
流
通
の
盛
大
に
も
と
づ
-
、
一
種
当
然
の
現
象
と
も
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

第
五
節
　
発
話
詞
・
間
投
詞
と
文
末
詞

(
発
話
要
素
・
間
投
要
素
と
文
末
特
定
要
素
)

考
え
て
み
ま
す
と
,
発
話
詞
(
三
十
八
ペ
ー
ジ
)
の
「
オ
イ
」
と
か
「
コ
ラ
」
と
か
も
、
こ
れ
が
、
文
表
現
冒
頭

に
は
た
ら
く
時
、
も
の
は
ま
さ
に
訴
え
の
心
意
を
発
揮
し
て
い
ま
す
。
「
ネ
-
」
が
発
話
詞
た
る
性
格
を
発
揮
し
て
文

頭
に
あ
っ
て
も
,
こ
れ
ま
た
,
「
ネ
-
」
と
つ
よ
-
訴
え
か
け
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

英
語
の
、
「
Y
o
u
K
n
o
w
L
T
Y
o
u
s
e
e
j
な
ど
と
い
う
の
に
し
て
も
'
文
表
現
上
、
こ
れ
ら
は
、
発
話
要
素
と
し

て
、
つ
よ
-
訴
え
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
私
は
、
ひ
と
-
ち
に
'
「
文
は
訴
え

の
表
現
で
あ
る
。
」
と
言
い
ま
す
。
訴
え
心
意
の
は
た
ら
き
は
,
文
表
現
上
,
随
所
に
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
そ
の
き
わ
だ
っ
て
明
白
な
の
が
、
文
末
に
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
文
頭
に
も
認
め
ら
れ
ま
す
。

ま
た
,
文
中
に
も
認
め
ら
れ
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
間
投
詞
(
三
十
九
ペ
ー
ジ
)
の
は
た
ら
き
が
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。

日
本
語
の
方
言
で
の
実
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、

○
キ
ョ
ー
ワ
　
ケ
-
オ
イ
ェ
ン
　
ト
ミ
ー
ノ
ー
。

(
岡
山
弁
)
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き
ょ
う
は
、
こ
れ
、
う
ま
-
行
か
な
い
な
ど
う
も
。

な
ど
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
「
ケ
-
」
は
「
こ
れ
」
か
ら
の
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ケ
-
(
こ
れ
)
と
言
い
あ
ら

わ
す
の
は
'
相
手
に
対
し
て
'
「
こ
れ
」
と
言
い
か
け
た
も
の
に
相
違
あ
り
ま
す
ま
い
。
-
　
訴
え
心
意
は
さ
ほ
ど
つ

よ
-
も
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
'
文
中
、
こ
れ
を
間
投
し
た
と
こ
ろ
に
は
、
表
現
者
の
、
相
手
に
対
す
る
な
ん
ら

か
の
は
た
ら
き
か
け
の
気
も
ち
が
う
ご
い
て
い
る
こ
と
は
、
認
め
ら
れ
ま
し
ょ
う
O
も
の
が
あ
る
か
ら
に
は
へ
そ
の

も
の
の
は
た
ら
き
は
う
よ
-
認
め
な
-
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
は
た
ら
き
か
け
の
気
も
ち
は
う
広
い
意
味
で
は
'

や
は
り
へ
訴
え
か
け
と
も
言
い
あ
ら
わ
し
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
(
「
そ
れ
」
か
ら
の
「
セ
-
」
な
ど
で
は
な
い

と
こ
ろ
が
注
意
さ
れ
ま
す
。
単
に
「
こ
れ
」
と
言
い
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
が
へ
訴
え
か
け
と
も
言
え
る
一
種
の
強
調
と

な
っ
て
い
ま
し
ょ
う
。
)

文
表
現
中
の
間
投
要
素
に
な
っ
て
い
-
も
の
に
は
'
人
代
名
詞
の
「
オ
マ
イ
」
・
「
ア
ン
タ
」
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

語
句
の
「
ア
レ
で
す
」
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
(
こ
れ
は
共
通
語
例
で
す
が
へ
方
言
例
で
は
、
「
ア
ノ
コ
ッ
タ
」
(
ア
ノ
こ

と
だ
)
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
)
い
ず
れ
も
、
相
手
の
気
を
ひ
-
も
の
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
'
訴
え
心
意
の

つ
よ
い
も
の
と
さ
れ
ま
し
ょ
う
。

近
ご
ろ
、
英
語
の
中
で
見
た
T
例
に
は
'

O
N
o
t
a
s
g
o
o
d
a
s
o
u
r
s
,
m
i
n
d
y
o
u
,
b
u
t
t
h
e
y
w
e
r
e
p
a
s
s
a
b
l
e
.
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と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
「
m
i
ロ
d
y
o
u
」
に
は
、
「
よ
-
聞
き
た
ま
え
」
「
い
い
か
ね
」
と
の
注
が
つ
い
て
い
ま
し
た
。

私
は
、
思
い
が
け
な
-
こ
の
例
に
接
し
て
'
言
語
が
ち
が
っ
て
も
'
似
た
よ
う
な
言
い
か
た
が
あ
る
も
の
だ
な
と
痛

感
し
ま
し
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
間
投
要
素
あ
る
い
は
間
投
詞
の
は
た
ら
き
が
'
文
末
特
定
要
素
あ
る
い
は
文
末
詞
の
は
た
ら

き
に
似
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
、
特
定
的
に
、
相
手
が
た
へ
の
訴
え
心
意
を
発
揮
し
て
い
ま
す
。
間
投
詞
あ
る
い
は

問
投
要
素
が
あ
る
よ
う
に
、
文
末
詞
あ
る
い
は
文
末
特
定
要
素
が
あ
り
う
る
わ
け
で
し
ょ
う
。

つ
い
で
に
、
英
文
の
例
を
見
ま
す
な
ら
、

O
　
　
,
1
t
h
i
n
k
(
b
e
l
i
e
v
e
)
,
-

と
い
う
よ
う
な
の
も
あ
り
ま
す
o
右
の
「
m
i
n
d
y
o
u
」
に
対
し
て
、
こ
こ
に
は
「
I
t
h
i
n
k
　
(
b
e
l
e
i
v
e
)
」
が
あ
り

ま
す
。
英
語
の
文
表
現
に
あ
っ
て
も
'
こ
の
よ
う
に
、
文
中
で
の
間
投
要
素
に
よ
る
訴
え
か
け
が
あ
り
得
て
'
文
末
で

の
特
定
の
訴
え
要
素
も
あ
り
得
て
い
ま
す
。
「
訴
え
」
の
表
現
心
理
の
自
然
性
が
、
こ
こ
に
広
-
認
め
ら
れ
ま
し
ょ
う
。

日
本
語
の
ば
あ
い
、
他
言
語
に
も
認
め
ら
れ
る
右
の
自
然
性
に
即
応
し
て
'
構
文
上
、
色
濃
-
、
文
末
特
定
要
素

-
1
文
末
詞
を
産
み
だ
し
て
い
る
状
況
が
見
ら
れ
ま
す
。

発
話
詞
・
間
投
詞
が
'
文
表
現
上
へ
そ
れ
と
し
て
遊
離
独
立
す
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
と
と

も
に
、
文
末
詞
も
ま
た
、
文
末
端
に
遊
離
独
立
し
ま
す
。
(
1
第
一
章
第
二
節
第
三
節
)

5
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請の削「章】第

第
一
章
　
「
詞
」
の
論

第
一
節
　
現
実
の
も
の

「
は
や
-
し
ろ
っ
テ
バ
。
」
な
ど
の
「
テ
バ
」
、
あ
る
い
は
「
は
や
-
し
ろ
っ
タ
ラ
。
」
な
ど
の
「
タ
ラ
」
、
こ
う
い
う

も
の
が
,
い
わ
ゆ
る
教
科
文
法
で
は
'
感
動
助
詞
あ
る
い
は
終
助
詞
と
さ
れ
て
い
ま
す
0
-
-
文
末
に
は
た
ら
く
特

別
の
要
素
と
い
う
見
か
た
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
「
何
助
詞
」
と
は
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
'
右
の
例
に
明
ら
か
な
と
お
り
二
テ
バ
」
や
「
タ
ラ
」
は
'
直
接

に
は
,
上
の
こ
と
ば
に
接
着
(
合
)
し
て
は
い
ま
せ
ん
。
「
テ
バ
」
や
「
タ
ラ
」
が
、
「
上
者
を
」
助
け
る
姿
勢
を
と

っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
通
常
,
助
詞
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
「
て
に
を
は
」
と
も
言
い
な
ら
わ
さ
れ
て
き
た
と
お
り
、
か

な
一
字
で
あ
ら
わ
さ
れ
が
ち
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
接
着
(
合
)
す
る
上
者
を
助
け
る
地
位
に
あ
り
ま
す
。
「
私

は
」
「
私
が
」
な
ど
と
い
う
の
で
は
'
「
は
」
や
「
が
」
が
「
私
」
を
助
け
て
い
ま
す
.
-
　
「
私
」
の
は
た
ら
き
を

助
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
等
し
-
助
詞
と
よ
ば
れ
る
「
終
助
詞
」
あ
る
い
は
「
感
動
助
詞
」
は
、
は
た
し
て
、

7

サ



「
は
」
や
「
が
」
の
よ
う
な
助
詞
で
あ
り
得
て
い
ま
し
ょ
う
か
。

人
び
と
が
、
早
-
か
ら
、
「
テ
バ
」
や
「
タ
ラ
」
を
、
文
末
の
特
定
要
素
と
見
て
き
た
と
こ
ろ
に
は
'
こ
れ
ら
が
'

実
質
的
に
は
、
直
上
の
も
の
を
助
け
た
り
し
な
い
こ
と
の
認
定
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

○
ま
あ
お
み
ご
と
で
す
コ
ト
。

と
あ
る
ば
あ
い
に
も
、
「
コ
ト
」
は
、
か
-
べ
つ
「
で
す
」
を
助
け
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
れ
が
、
「
格
助
詞
」
「
接
続
助
詞
」
な
ど
と
い
う
助
詞
名
に
等
し
く
、
「
何
助
詞
」
と
よ
ば
れ
て
い
て
よ
い
こ

と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

rJl>
2

以
下
、
方
言
世
界
に
つ
い
て
、
「
こ
ん
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
」
と
い
っ
た
気
も
ち
で
'
同
趣
の
も
の
を
指
摘
し
て

s
E
a
a

島
根
県
下
に
よ
-
聞
か
れ
る
表
現
法
の
1
つ
に
、

○
コ
ッ
チ
刺
到
　
イ
4
-
i
T
ィ
。
　
(
石
見
東
部
例
)

〟
こ
ち
ら
か
ら
帰
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
。
″

○
ア
ノ
　
ガ
キ
　
ナ
グ
ッ
チ
ヤ
ロ
　
コ
ィ
。

あ
の
が
き
を
な
ぐ
っ
て
や
ろ
う
よ
。

(
小
男
間
)

(
出
雲
例
)

(
小
見
聞
)
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と
い
う
よ
う
な
の
が
あ
り
ま
す
。
両
文
、
ど
ち
ら
の
「
コ
イ
」
を
見
て
も
'
こ
れ
は
へ
文
表
現
上
へ
直
上
者
を
助
け

て
い
る
よ
う
に
は
見
う
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
「
コ
イ
」
は
'
ず
い
ぶ
ん
自
由
に
つ
け
そ
え
ら
れ
た
、
文
の
特
定
成
分
の
よ

う
で
す
。
こ
の
「
コ
イ
」
が
「
来
い
」
か
ら
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
「
来
い
」
が
'
文
表
現
上
へ
文

末
特
定
の
要
象
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
0
じ
つ
さ
い
に
'
「
来
い
」
の
意
の
う

す
れ
た
「
コ
イ
」
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
来
い
」
が
、
文
表
現
上
、
特
定
の
用
法
に
た
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
来
い
」
は
'
も
と
も
と
へ
動
詞
の
命
令
形
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
助
詞
と
は
無
関
係
で
す
。
そ

う
い
え
ば
へ
さ
き
の
「
テ
バ
」
も
、
「
と
言
え
ば
」
か
ら
の
も
の
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
へ
　
こ
れ
も
、
動
詞
性
の
も

の
と
言
え
ま
す
。
「
タ
ラ
」
に
し
て
も
、
こ
れ
が
、
「
と
言
っ
た
ら
」
の
も
の
と
し
た
ら
、
や
は
り
動
詞
性
の
も
の
で

す
。
こ
う
い
っ
た
も
の
が
、
文
末
で
特
定
の
役
わ
り
を
演
じ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
の
も
の
の
よ
び
名
も
、
助
詞
名

に
こ
だ
わ
ら
な
い
で
考
え
さ
だ
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

か
な
り
大
胆
に
'
「
テ
バ
」
や
「
タ
ラ
」
の
よ
う
な
も
の
を
と
り
き
た
っ
て
文
末
特
定
要
素
と
兄
へ
し
か
も
あ
え

て
、
と
言
い
ま
す
か
、
依
然
と
し
て
と
言
い
ま
す
か
、
こ
れ
に
助
詞
名
を
か
ぶ
せ
て
い
る
の
は
、
な
ん
だ
か
矛
盾
と

も
言
え
そ
う
で
す
。

つ
ぎ
に
は
、
私
自
身
の
生
い
た
っ
た
生
活
語
の
中
か
ら
、
事
例
を
採
っ
て
み
ま
す
。
瀬
戸
内
海
中
部
の
大
三
島
北

端
に
あ
る
集
落
の
例
で
す
。
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○
ド
-
ユ
ー
タ
　
テ
チ
ノ
ー
ヤ
ー
。

ど
う
言
っ
た
と
こ
ろ
で
ね
え
。
　
　
(
老
女
)

さ
き
の
「
テ
バ
」
が
ひ
き
は
な
さ
れ
た
よ
う
に
'
こ
こ
の
「
テ
テ
」
も
ひ
き
は
な
さ
れ
ま
す
。
そ
の
「
テ
テ
」
に
「
ノ

ー
ヤ
ー
」
が
直
続
し
て
い
ま
す
。
私
自
身
の
生
活
語
感
か
ら
言
っ
て
'
故
郷
方
言
の
「
テ
テ
ノ
ー
ヤ
ー
」
は
、
一
体

の
文
末
分
子
で
す
。
「
テ
テ
」
は
「
と
言
っ
た
っ
て
」
を
思
わ
せ
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
「
テ
テ
」
に
、
「
ノ

ー
ヤ
ー
」
が
つ
づ
い
た
一
体
者
「
テ
チ
ノ
ー
ヤ
ー
」
は
'
終
助
詞
と
言
う
の
に
も
感
動
助
詞
と
言
う
の
に
も
'
あ
ま

り
に
ふ
っ
ご
う
な
長
形
分
子
で
す
。
　
-
　
現
実
の
も
の
を
見
て
い
ま
す
と
、
と
て
も
「
何
助
詞
」
と
は
言
え
な
い
態

03

の
も
の
が
出
て
き
ま
す
。

故
郷
方
言
か
ら
、
も
う
1
つ
、
長
形
の
も
の
を
と
り
出
し
て
み
ま
す
.

〇
ソ
刺
4
　
別
品
ハ
」
コ
ニ
フ
劃
-
　
イ
ェ
-
　
ワ
パ
ー
ヤ
マ
1
.

そ
ん
な
に
け
っ
こ
う
に
拭
か
な
-
つ
た
っ
て
い
い
わ
ね
え
ま
あ
。

(
老
女
)

「
ワ
耳
-
ヤ
マ
-
」
に
つ
い
て
は
へ
　
「
ノ
ー
ヤ
マ
-
」
だ
け
を
ひ
き
は
な
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
.
　
-

「
ノ
」
に
ア
ク
セ
ン
ト
の
高
音
部
も
あ
り
ま
す
か
ら
。
で
す
が
'
残
さ
れ
た
「
ワ
」
は
「
イ
ェ
-
」
に
直
続
す
る
か

と
い
う
と
、
そ
う
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
o
や
は
り
、
「
ワ
」
が
は
な
れ
ま
す
O
は
な
れ
た
「
ワ
」
は
'
「
4
-
ヤ
マ
-
」

と
合
体
す
る
運
命
の
も
の
で
す
。
郷
土
人
と
し
て
の
私
な
ど
の
意
識
内
で
も
'
「
ワ
~
4
-
ヤ
マ
-
」
が
l
体
で
す
。
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九
州
、
阿
蘇
山
南
麓
で
聞
い
た
事
例
に
は
'

○
ホ
ン
ニ
　
ナ
ー
ア
タ
モ
シ
。

ほ
ん
と
に
ね
ぇ
あ
な
た
。

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

(
大
女
)

○
ホ
ン
T
　
カ
ー
ア
-
タ
モ
ー
シ
。

と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
土
地
の
中
年
女
性
は
、
〟
「
刃
-
ア
タ
モ
シ
」
が
よ
-
つ
き
ま
す
.
〟
と
説
明
し
て
く
れ
ま
し

た
O
「
ナ
ー
ア
タ
モ
シ
」
が
,
熟
し
き
っ
た
一
体
者
で
す
o
こ
れ
が
自
由
に
つ
か
わ
れ
て
、
じ
つ
さ
い
に
は
ヘ
音
の
長

短
や
ア
ク
セ
ン
ト
の
高
下
に
異
同
が
で
き
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
自
由
に
つ
か
わ
れ
る
文
末
分
子
が
、
今
は
明
ら

か
に
、
助
詞
名
で
は
よ
び
か
ね
る
も
の
で
す
。

九
州
、
大
分
県
下
か
ら
特
異
例
を
ひ
き
ま
す
な
ら
ば
へ

○
ハ
ヨ
-
イ
コ
ー
タ
ナ
-
チ
コ
。
　
(
ア
ク
セ
ン
ト
失
)

〝
早
-
行
こ
う
ね
え
と
言
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
の
。
″

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
「
タ
ナ
-
チ
コ
」
は
'
主
と
し
て
女
性
語
で
あ
る
と
の
こ
と
で
す
。
「
タ
ナ
-
」
は
、
「
あ
ん

1

S
i
且



た
な
あ
」
　
の
つ
づ
ま
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
「
チ
コ
」
は
、
「
言
う
」
を
内
在
さ
せ
て
い
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
「
チ
」

に
は
「
と
」
が
感
得
さ
れ
ま
す
。
右
の
例
文
で
、
「
タ
ナ
-
チ
コ
」
が
'
「
行
こ
う
」
か
ら
は
な
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
明
ら
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
は
な
れ
て
文
末
に
は
た
ら
-
「
タ
ナ
ー
チ
コ
」
は
'
「
タ
ナ
チ
コ
」
と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
「
タ
ナ
-
チ
コ
」
が
'
ま
た
、
「
チ
コ
タ
ナ
-
」
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
自
由
に
変
形
さ

せ
て
も
い
る
要
素
へ
　
こ
れ
は
へ
終
助
詞
あ
る
い
は
感
動
助
詞
な
ど
と
よ
ぶ
に
は
'
あ
ま
り
に
ふ
っ
ご
う
な
分
子
の
よ

う
で
す
。

2

H
E

長
形
で
は
な
-
て
も
、
も
の
が
へ
　
た
し
か
に
'
文
末
で
の
は
な
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
事
例
を
'
つ

ぎ
に
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
一
つ
は
'
「
ワ
レ
」
と
い
う
も
の
で
す
。
　
-
　
こ
れ
は
代
名
詞
の
「
わ
れ
」
に
関
係
の
深

い
も
の
で
し
ょ
う
。
愛
宕
八
郎
康
隆
氏
の
教
示
に
よ
れ
ば
、
石
川
県
加
賀
東
南
部
の
こ
と
ば
に
は
、

ー
ゝ
　
　
　
_
～

○
シ
ャ
-
ナ
　
コ
ト
　
コ
チ
ベ
リ
　
サ
ラ
ス
ナ
　
ワ
レ
。

こ
に
-
ら
し
い
こ
と
を
べ
ち
ゃ
く
ち
ゃ
し
ゃ
べ
る
な
、
お
ま
え
。

(
中
年
以
上
の
男
性
)

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
自
由
に
す
え
お
か
れ
た
「
ワ
レ
」
が
見
ら
れ
ま
し
ょ
う
0

東
京
語
の
女
性
こ
と
ば
「
ワ
」
　
の
類
型
に
属
す
る
も
の
で
、
奥
羽
地
方
内
に
は
、
ま
た
、
特
異
な
も
の
が
あ
り
ま

す
。
宮
城
県
下
の
一
例
は
、
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K
j

o
コ
ッ
列
可
　
可
ラ
イ
　
ワ
。
ハ
刊
ク
ー
O

こ
ち
ら
へ
来
な
さ
い
ね
。
早
-
0

と
い
う
も
の
で
す
。

_

_

～

○
ナ
列
外
　
ヨ
副
〕
ナ
イ
　
ワ
。

〟
投
げ
て
く
だ
さ
い
。
″

と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。
東
京
語
の
　
「
ワ
」
か
ら
す
れ
ば
、
ず
い
ぶ
ん
こ
と
変
わ
っ
た
　
「
ワ
」
　
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

「
ワ
」
が
こ
の
よ
う
に
も
す
え
お
か
れ
る
の
を
見
て
も
'
私
ど
も
は
、
助
詞
名
で
は
よ
び
に
-
い
も
の
が
こ
こ
に
あ

る
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

伊
予
弁
や
尾
張
弁
の
　
「
ナ
モ
シ
」
、
九
州
は
肥
前
方
面
の
　
「
バ
イ
タ
」
　
(
わ
た
く
し
系
の
　
「
バ
イ
」
と
あ
な
た
系
の

「
夕
」
と
の
む
す
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
)
　
と
い
う
ぐ
あ
い
に
、
助
詞
な
み
に
上
を
す
ぐ
助
け
る
の
で
は
な
い
こ
と
の

わ
か
り
や
す
い
要
素
が
'
諸
方
言
上
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
多
-
兄
い
だ
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
要
素
は
、
英
語
で
の
言
い

か
た
へO

I
t
i
s
v
e
r
y
f
i
n
e
t
o
d
a
y
,
i
s
n
'
t
i
t
?

の
「
i
s
n
'
t
i
t
」
の
地
位
に
似
た
地
位
の
も
の
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
i
s
n
'
t
i
t
」
は
、
「
,
A
の
つ

s
#
且

3



ぎ
に
お
か
れ
て
い
ま
す
。

終
助
詞
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
「
テ
バ
」
(
と
言
え
ば
)
　
や
「
タ
ラ
」
　
(
と
言
っ
た
ら
)
な
ど
も
'
も
の
が
辞
で
は

な
い
こ
と
が
'
今
ま
た
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。

も
の
が
助
詞
で
あ
れ
ば
'
そ
れ
は
辞
と
さ
れ
ま
す
。
元
来
、
助
詞
も
、
助
辞
と
言
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
し

た
。
松
下
大
三
郎
氏
は
'
『
搬
標
準
日
本
文
法
』
(
紀
元
社
昭
和
三
年
四
月
)
で
、
こ
の
点
を
明
確
に
し
て
い
ら
れ

ま
す
。
助
動
詞
を
動
助
辞
と
し
て
い
ら
れ
'
い
わ
ゆ
る
助
詞
を
静
助
辞
と
し
て
い
ら
れ
ま
す
。
(
こ
の
と
り
あ
つ
か
い

は
'
世
に
'
助
詞
・
助
動
詞
の
全
体
が
助
辞
と
言
わ
れ
て
き
た
の
に
も
'
よ
-
適
合
し
ま
す
。
)
助
詞
す
な
わ
ち
静
助

辞
は
、
要
す
る
に
、
い
わ
ゆ
る
「
て
に
を
は
」
を
さ
す
も
の
と
さ
れ
ま
し
ょ
う
。
「
タ
ラ
」
も
「
バ
イ
」
も
「
ナ
モ
シ
」

も
'
「
て
に
を
は
」
　
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

松
下
大
三
郎
氏
は
、
詞
と
辞
の
別
に
へ
　
「
実
質
的
意
義
の
あ
り
な
し
」
を
考
え
わ
け
て
い
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
わ

か
り
や
す
い
区
別
法
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
複
合
形
式
の
長
形
の
文
末
特
定
要
素
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
へ
そ
れ
ら

か
ら
は
う
実
質
的
意
義
を
-
み
と
る
こ
と
が
容
易
で
あ
り
ま
す
。
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第
二
節
　
文
末
特
定
要
素
の
遊
離
性

文
末
特
定
要
素
が
助
辞
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
、
遊
離
性
の
認
め
ら
れ
る
も
の
の
は
ず
で
す
。

文
末
に
分
立
す
る
も
の
は
'
も
と
よ
り
の
こ
と
へ
そ
の
遊
離
性
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

文
末
特
定
要
素
は
'
遊
離
独
立
の
成
分
(
1
機
能
者
)
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

詞
辞
論
か
ら
す
れ
ば
'
辞
は
ま
さ
に
助
辞
で
あ
っ
て
'
お
の
ず
か
ら
、
上
者
に
対
す
る
接
続
分
子
で
あ
り
ま
す
。

ヽ

こ
れ
に
対
し
て
、
詞
は
、
先
天
性
の
接
続
分
子
と
は
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
詞
に
は
'
非
接
続
分
子
と
し
て

′
ト

の
、
独
自
の
全
的
機
能
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
全
的
機
能
を
有
す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
助
辞
は
、
先
天
性
の
接
続
分

子
と
し
て
'
お
の
ず
か
ら
半
機
能
者
た
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

私
ど
も
は
、
多
く
の
文
末
特
定
要
素
事
例
を
見
て
、
こ
れ
を
'
半
機
能
者
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
つ
ね
に

そ
の
遊
離
性
が
頭
著
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

例
説
に
よ
り
ま
し
ょ
う
。

蝣
*

○
　
ヨ
カ
　
バ
イ
。

い
い
わ
よ
。

(
若
妻
1
夫
)
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こ
れ
は
へ
私
が
佐
賀
県
下
で
聞
い
た
一
例
で
あ
り
ま
す
o
I
私
が
、
そ
の
夫
妻
さ
ん
に
、
車
で
送
ら
れ
た
時
の
こ

と
で
し
た
。
こ
れ
を
く
り
か
え
し
発
言
し
て
み
て
私
は
思
う
の
で
す
。
「
ヨ
カ
」
と
「
バ
イ
」
と
の
間
に
は
、
お
か
す

こ
と
の
で
き
な
い
1
線
が
引
か
れ
て
い
る
、
と
。
い
か
に
へ
こ
れ
が
早
口
で
発
言
さ
れ
た
ば
あ
い
に
も
、
そ
れ
に
、

こ
の
文
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
る
か
ぎ
り
に
は
'
「
ヨ
カ
」
と
「
バ
イ
」
と
の
、
表
現
上
の
界
線
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
し
ょ

う
0

0
ヨ
刺
　
タ
イ
。

い
い
よ
。
　
　
(
中
年
男
性
間
)

「
タ
イ
」
は
'
「
ヨ
刺
」
に
密
着
し
て
、
`
単
純
に
接
続
分
子
と
な
っ
て
い
る
と
は
見
ら
れ
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま

す
。
「
ヨ
刺
　
ト
。
」
(
い
い
よ
0
)
と
い
う
の
に
し
て
も
、
「
て
に
を
は
」
の
「
ト
」
が
'
「
ヨ
刺
」
に
わ
け
な
-
従
属

せ
し
め
ら
れ
て
い
る
と
は
見
ら
れ
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
「
ト
」
も
「
タ
イ
」
も
、
前
述
の
半
機
能
者
で
あ
り

得
て
は
い
ま
せ
ん
。

肥
後
弁
、
そ
れ
も
阿
蘇
南
麓
で
私
が
聞
き
と
め
た
も
の
に
'

○
チ
ョ
ー
ジ
ョ
　
ア
鵠
O

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
(
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
)

が
あ
り
ま
す
。
全
体
は
、
「
チ
ョ
ー
ジ
ョ
」
に
「
ア
タ
ッ
」
が
累
加
さ
れ
た
か
っ
こ
う
で
す
。
が
'
人
々
の
日
常
生
活

6

H
E
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ー
ー

で
は
へ
こ
の
全
体
が
'
す
ん
な
り
と
一
文
表
現
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
の
「
ア
タ
ツ
」
は
、
文
表
現
に
的
確
に

生
か
さ
れ
た
文
末
特
定
要
素
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
遊
離
性
が
'
こ
こ
に
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

奥
羽
地
方
で
の
、

○
ア
T
.
F
　
シ
　
〔
こ
。

あ
の
ね
。

に
し
て
も
、
「
シ
」
の
遊
離
性
が
顕
著
で
あ
り
ま
す
。
　
-
　
「
シ
」
は
、
助
辞
と
し
て
'
接
続
分
子
の
さ
ま
を
呈
し
て

い
る
と
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
考
え
て
み
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
共
通
語
の
「
あ
の
ね
。
」
に
し
て
も
、
「
あ
の
」
に
「
ね
」

が
つ
づ
い
て
い
る
の
で
す
か
ら
へ
　
じ
つ
は
、
妙
な
つ
づ
き
が
ら
と
も
言
え
ま
す
。
こ
の
つ
づ
き
が
ら
で
の
「
ね
」
は
'

や
は
り
へ
遊
離
性
の
明
ら
か
な
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

○
ア
ノ
　
剖
-
。

と
も
な
り
ま
す
と
ち
　
「
剖
-
」
の
ア
ク
セ
ン
ト
ゆ
え
に
も
'
こ
れ
の
分
立
性
・
遊
離
性
が
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
o
「
ア

ノ
　
剖
-
 
。
」
の
使
用
実
際
で
は
、
そ
の
意
味
が
、
「
あ
の
ほ
ら
.
」
に
ち
か
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
.
「
ほ
ら
」
は
、

「
あ
の
」
　
に
対
し
て
'
分
立
す
る
も
の
、
遊
離
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

分
立
す
る
辞
へ
遊
離
す
る
辞
へ
孤
立
す
る
辞
へ
　
と
い
う
こ
と
は
、
私
に
は
'
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。



第
三
節
　
発
話
詞
・
間
投
詞
-
文
末
詞

遊
離
性
の
詞
に
、
発
話
詞
(
二
十
三
ペ
ー
ジ
)
　
-
文
表
現
の
初
に
発
せ
ら
れ
る
特
定
の
詞
-
も
あ
り
ま
す
。

私
は
、
「
発
話
」
と
い
う
こ
と
ば
を
'
セ
ン
テ
ン
ス
を
意
味
す
る
も
の
と
は
し
ま
せ
ん
　
u
t
t
e
r
a
n
c
e
が
「
発
話
」
と
訳

さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
「
言
表
」
と
訳
さ
れ
て
も
よ
か
っ
た
と
う
私
は
考
え
る
の
で
す
。
「
発
話
」
と
い
う

以
上
は
,
私
と
し
て
は
,
「
発
」
の
字
を
重
ん
ぜ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て
'
私
は
'
文
字
ど
お
り
に
、
発
話
と
い

う
術
語
を
つ
か
い
ま
す
。

発
話
詞
の
中
味
を
三
分
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。

発
話
詞
の
第
1
種
は
'

○
お
い
、
君
。

○
そ
ら
へ
　
い
-
ぞ
。

で
の
,
「
お
い
」
「
そ
ら
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
種
の
も
の
は
、
「
よ
び
か
け
こ
と
ば
」
・
(
呼
び
か
け
詞
)

と
言
わ
れ
て
よ
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

発
話
詞
の
第
二
種
は
、
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○
は
い
へ
承
知
い
た
し
ま
し
た
。

○
う
ん
、
わ
か
っ
た
。

の
「
は
い
」
や
「
う
ん
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
種
の
も
の
は
'
「
応
答
詞
」
と
よ
ば
れ
て
よ
い
も
の
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。

発
話
詞
の
第
三
種
は
、

○
ま
あ
、
そ
う
で
す
ね
。

○
あ
ら
へ
　
い
や
だ
。

の
,
「
ま
あ
」
「
あ
ら
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
種
の
も
の
は
、
感
動
詞
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

発
話
詞
の
前
二
種
は
、
「
自
分
1
1
相
手
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
第
三
種
の
感
動
詞
は
、
「
自
分
-
1
相

手
」
本
位
に
は
考
え
る
必
要
の
な
い
も
の
と
さ
れ
ま
し
ょ
う
か
。

間
投
詞
(
二
十
三
ペ
ー
ジ
)
は
'
文
字
ど
お
り
文
中
に
間
投
さ
れ
る
詞
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
へ
間
投
助
詞
と
は

さ
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
れ
ば
、
文
中
に
間
投
さ
れ
て
、
そ
れ
は
、
前
に
も
後
に
も
接
続
し
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

(
語
形
上
の
接
続
関
係
を
見
せ
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
)

発
話
詞
・
間
投
詞
の
立
て
ら
れ
る
の
と
同
様
、
文
末
詞
が
立
て
ら
れ
ま
す
。
文
表
現
上
へ
双
方
が
、
相
関
的
に
、

詞
と
し
て
の
存
立
を
見
せ
て
い
ま
す
。
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こ
の
相
関
に
即
応
し
て
'
ま
た
へ
名
称
を
設
け
ま
す
な
ら
、
発
話
詞
は
'
文
末
詞
に
対
し
て
、
文
頭
詞
と
よ
ぶ

こ
と
も
で
き
ま
す
。
間
投
詞
は
、
文
中
詞
と
も
さ
れ
ま
し
ょ
う
か
。
さ
て
'
発
話
詞
の
よ
び
名
を
た
て
に
、
文
末
詞

の
他
名
を
も
と
め
る
と
す
る
な
ら
ば
へ
　
終
　
(
集
)
　
結
詞
・
文
結
詞
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
得
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。

n
U

4

第
四
節
　
関
係
諸
説

私
が
文
末
詞
と
よ
び
た
い
も
の
を
、
早
-
に
、
孤
立
の
成
分
と
認
め
て
'
こ
れ
に
孤
立
助
詞
と
の
名
を
与
え
ら
れ

た
の
は
'
安
田
喜
代
門
氏
で
あ
り
ま
す
。
同
氏
の
『
国
語
法
概
説
』
　
(
中
興
館
　
昭
和
三
年
)
に
、
そ
の
名
が
見
え
ま

す
。
後
藤
蔵
四
郎
氏
は
'
早
-
、
そ
の
著
『
出
雲
方
言
考
』
　
(
郷
語
改
善
会
　
昭
和
二
年
十
月
)
で
、
感
詞
の
名
を
用

い
ら
れ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
へ
　
「
ね
或
ね
い
」
が
　
「
感
詞
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
の
説
明
は
、
「
先
方
の
首
肯
を

求
め
る
場
合
に
用
ゐ
る
。
(
以
下
略
)
」
　
で
あ
り
ま
す
。

中
国
語
に
関
し
て
は
、
藤
堂
明
保
氏
の
『
中
国
語
概
論
』
　
(
大
修
館
書
店
　
昭
和
五
十
四
年
五
月
)
に
、
「
語
気
詞
」

の
名
が
見
え
ま
す
o
も
の
は
「
珂
・
昭
」
な
ど
で
す
.
日
本
の
中
国
語
講
座
な
ど
で
は
、
「
文
末
の
助
詞
」
な
ど
の
言

い
か
た
が
う
か
が
わ
れ
る
中
で
、
語
気
詞
と
の
指
摘
は
独
自
で
す
。
呉
主
要
氏
の
『
支
那
言
語
組
織
論
』
(
生
活
社
　
昭

和
十
六
年
十
月
)
　
に
は
、
「
後
置
詞
(
終
止
助
詞
)
」
と
の
名
が
見
え
、
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感
嘆
の
後
置
詞
に
例
を
み
れ
ば
、
岬
、
鞘
,
喝
,
罷
の
ご
と
き
も
の
は
1
度
日
本
語
の
「
ぞ
」
、
「
ぜ
」
、

「
-
ね
」
、
「
さ
」
に
等
し
き
も
の
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
璽
冨
支
那
語
の
鴫
へ
哩
、
畦
、
昭
に
相

富
す
る
も
の
で
、
n
i
,
l
i
,
h
a
,
p
a
の
語
音
が
と
-
に
存
在
し
て
お
り
へ
何
れ
も
後
置
詞
の
役
目
を
果
し
て
を
る
や
う

で
あ
る
。

と
あ
り
ま
す
。
「
感
嘆
の
後
置
詞
」
と
ま
で
言
わ
れ
な
が
ら
、
結
局
は
、
そ
れ
が
終
止
助
詞
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
呂
叔

湘
氏
主
編
の
『
現
代
祝
祷
八
百
詞
』
(
商
-
持
棺
完
八
四
年
・
北
京
)
に
も
、
「
助
詞
」
の
名
辞
が
見
ら
れ
ま

す
。「

感
詞
」
「
語
気
詞
」
「
感
嘆
の
後
置
詞
」
な
ど
の
指
摘
は
、
そ
の
語
に
し
た
が
う
か
ぎ
り
、
も
の
を
詞
と
し
て
把
握

し
た
さ
ま
が
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
れ
に
敬
意
を
表
し
ま
す
。
し
か
し
、
な
お
、
つ
け
そ
え
て
み
た
い
こ
と

が
あ
。
ま
す
。
こ
れ
ら
の
把
握
は
、
お
お
よ
そ
,
詞
を
感
声
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
把
握
の
態
度
が
せ
ま
す
ぎ
る
と
考
え
る
の
で
す
。
文
末
詞
は
、
文
表
現
意
識
の
展
開
を
承
け
て
ま
と
め
る
、

包
括
的
な
は
た
ら
き
の
も
の
で
す
。
表
現
心
理
の
み
な
ら
ず
、
表
現
論
理
を
も
承
け
ま
と
め
て
へ
そ
れ
ら
を
全
一
的

に
表
白
す
る
の
が
文
末
詞
で
す
。
い
わ
ば
、
知
的
・
情
的
な
内
実
を
揮
然
と
示
す
も
の
で
あ
。
ま
す
。
こ
の
ゆ
え
に
、

私
は
、
ひ
と
ま
ず
文
末
詞
の
名
に
し
た
が
っ
て
い
る
し
だ
い
で
あ
り
ま
す
。

14



第
五
節
　
非
　
辞

私
が
文
末
詞
と
よ
ぶ
も
の
の
た
め
に
、
そ
れ
が
文
末
詞
で
あ
る
こ
と
を
考
究
す
る
の
に
は
、
こ
れ
が
、
辞
と
は
し

が
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
き
わ
め
て
い
け
ば
よ
い
わ
け
で
し
ょ
う
。
辞
が
、
「
か
-
か
-
の
も
の
で
あ
る
。
」
と

さ
れ
た
ら
、
そ
の
わ
-
か
ら
は
ず
れ
て
出
る
も
の
は
'
非
「
辞
」
で
あ
り
ま
す
。

文
末
特
定
要
素
と
な
っ
て
は
た
ら
-
遊
離
性
の
因
子
は
、
上
采
の
考
究
に
よ
り
へ
非
辞
と
さ
れ
ま
し
ょ
う
。

㍉
」

の
「
は
」
と
、

ゝ

○
ヨ
カ
　
バ
イ
。

の
「
バ
イ
」
と
は
、
も
の
の
性
質
が
ち
が
う
と
し
な
-
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
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第
二
章
　
文
構
造
と
文
末
詞

第
一
節
　
文
構
造
の
語
順
と
文
末
詞

～
文
初
決
定
性
と
文
末
決
定
性
～

多
-
の
言
語
に
あ
っ
て
,
そ
の
文
構
造
に
、
い
わ
ゆ
る
語
順
が
認
め
ら
れ
ま
し
ょ
う
。

日
本
語
も
ま
た
、
通
常
の
セ
ン
テ
ン
ス
が
,
す
べ
て
文
構
造
体
で
あ
。
、
こ
れ
は
へ
二
個
以
上
の
語
の
順
列
か
ら

な
っ
て
い
ま
す
。

一
般
に
,
文
構
造
に
あ
っ
て
、
構
造
内
部
の
諸
語
が
順
列
を
な
せ
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
言
語
独
自
の
意
味

作
用
が
発
揮
さ
れ
ま
す
。
私
ど
も
は
、
そ
の
意
味
作
用
に
追
随
し
て
、
語
の
順
列
の
意
味
を
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き

H
I
S

r
O
の
時
、
嘉
に
よ
っ
て
、
表
現
の
陳
述
を
決
定
す
る
主
要
素
が
、
順
列
の
前
部
に
あ
る
の
と
、
順
列
の
後
部
に

あ
る
の
と
を
弁
別
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
(
今
は
,
所
論
の
た
め
、
あ
え
て
,
主
要
素
の
前
部
か
後
部
か
に
あ
る
ば

ォ
・

4



あ
い
だ
け
を
問
題
に
し
ま
す
。
)

主
要
素
が
前
部
に
あ
っ
て
、
表
現
の
陳
述
が
決
定
さ
れ
れ
ば
,
こ
れ
は
,
表
現
を
文
初
で
決
定
す
る
文
構
造
と
見

る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
逆
に
'
主
要
素
が
後
部
に
あ
る
ば
あ
い
は
,
こ
れ
が
,
表
現
の
文
末
決
定
の
文
構
造
と

見
ら
れ
ま
す
。

こ
こ
に
へ
私
ど
も
は
、
言
語
の
表
現
性
格
と
し
て
'
文
初
決
定
性
と
文
末
決
定
性
と
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。私

の
言
う
文
末
詞
は
'
文
構
造
の
語
順
に
あ
っ
て
,
〈
表
現
の
文
末
決
定
の
)
文
構
造
の
末
端
に
存
立
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
三
の
お
こ
と
わ
り
を
し
て
お
か
な
-
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
「
文
末
詞
」
と
の
呼
名
は
、
い
わ

ば
品
詞
論
的
な
処
理
に
あ
っ
て
の
も
の
で
す
。
文
構
造
の
認
め
ら
れ
る
表
現
の
次
元
は
、
品
詞
論
の
次

元
を
超
え
て
い
ま
す
。
そ
の
表
現
次
元
に
文
末
詞
が
存
立
す
る
の
は
、
「
特
定
文
末
部
」
と
し
て
存
立
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
0
　
-
こ
の
ば
あ
い
へ
私
ど
も
は
,
こ
と
が
表
現
に
属
す
る
ゆ
え
,
い
わ
ゆ
る
文

末
詞
の
、
文
表
現
上
に
活
動
す
る
実
態
を
'
品
詞
論
上
の
名
目
を
も
っ
て
よ
ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

「
特
定
文
末
部
」
な
ど
と
の
別
称
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
議
論
の
遂
行
上
へ
簡
明
を
旨
と
し
て
'
私
は
、
文
表
現
次
元
の
文
構
造
を
論
じ
る
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に
あ
た
っ
て
も
、
と
き
に
、
「
文
末
詞
」
の
名
を
用
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

さ
て
諸
言
語
に
あ
っ
て
'
文
末
詞
が
存
立
す
る
か
し
な
い
か
は
、
ま
っ
た
-
、
言
語
そ
の
も
の
に
よ
り
け
り
で
あ

り
ま
す
。
文
末
詞
の
存
立
・
生
成
の
認
め
ら
れ
る
言
語
は
、
そ
の
文
構
造
が
'
い
わ
ゆ
る
語
順
に
あ
っ
て
'
文
末
詞

と
他
の
諸
語
と
の
、
独
特
の
有
機
的
関
係
を
示
し
て
い
ま
す
。

文
末
詞
は
、
そ
も
そ
も
、
主
情
的
な
は
た
ら
き
を
つ
よ
-
見
せ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

文
表
現
は
'
基
本
的
に
、
あ
る
い
は
終
局
的
に
、
訴
え
の
作
用
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
「
訴

え
」
は
、
本
来
、
主
情
的
な
色
あ
い
の
濃
い
も
の
の
は
ず
で
す
。
訴
え
作
用
に
深
-
関
連
す
る
文
末
詞
は
'
お
の
ず

か
ら
へ
主
情
的
な
色
あ
い
の
濃
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

文
末
詞
と
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
が
、
表
現
の
文
末
決
定
の
文
構
造
の
'
語
順
の
末
端
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
、

い
か
に
も
当
然
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
文
構
造
の
後
部
ま
た
は
末
部
に
、
文
表
現
の
主
情
性
を
指
示
す
る
語
要
素
の
は

た
ら
か
な
い
　
(
な
ら
ば
な
い
)
言
語
に
あ
っ
て
は
、
文
末
詞
も
ま
た
存
立
し
て
い
な
い
は
ず
と
さ
れ
る
の
か
と
考
え

ら
れ
ま
す
。



第
二
節
　
日
本
語
・
英
語
・
中
国
語
の
文
構
造
と
文
末
詞

現
代
英
語
で
の
h

O
I
d
o
n
'
t
k
n
o
w
w
h
y
.

と
い
う
の
を
見
ま
す
。
こ
れ
に
対
応
す
る
日
本
語
の
文
表
現
は
'

○
私
は
な
ぜ
で
あ
る
の
か
知
り
ま
せ
ん
。

と
い
う
の
で
あ
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
か
o
両
方
を
比
較
し
ま
す
と
'
前
者
は
「
d
o
n
'
t
j
が
前
方
に
き
て
お
り
へ
後
者

は
「
ま
せ
ん
」
が
最
後
に
き
て
い
ま
す
。
文
表
現
の
文
初
決
定
の
さ
ま
と
文
末
決
定
の
さ
ま
と
が
明
白
で
あ
り
ま
す
。

つ
ぎ
の
例
へ

O
D
o
n
'
t
g
o
o
v
e
r
t
h
e
r
e
.

〇
そ
ち
ら
へ
行
-
な
。
(
そ
ち
ら
へ
行
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
)

の
二
者
を
比
較
し
て
み
て
も
う
文
初
決
定
と
文
末
決
定
と
の
様
相
が
明
白
で
あ
り
ま
す
。

日
本
語
の
ば
あ
い
、
「
私
は
な
ぜ
で
あ
る
の
か
知
り
ま
せ
ん
よ
。
」
と
も
言
え
ま
す
が
、
こ
れ
に
対
応
さ
せ
て
'
英

語
の
セ
ン
テ
ン
ス
を
'
|
~
I
d
o
n
'
t
k
n
o
w
w
h
y
X
(
「
よ
」
に
相
当
す
る
も
の
)
こ
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
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う
の
に
、
こ
れ
は
不
可
能
事
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
(
英
語
表
現
の
習
慣
に
は
、
そ
の
可
能
性
が
な
い
と
言
え
ま
し
ょ

う
か
。
)
「
D
o
n
'
t
g
o
o
v
e
r
t
h
e
r
e
」
の
あ
と
に
、
表
現
者
の
主
情
を
色
漢
-
あ
ら
わ
す
Ⅹ
を
つ
け
よ
う
と
し
て
も
、

方
途
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
下
地
は
'
現
代
英
語
の
文
構
造
の
文
法
に
、
で
き
て
い
な
い

よ
う
で
あ
り
ま
す
。
日
本
語
で
な
ら
ば
、
す
ぐ
に
、

○
そ
ち
ら
へ
行
-
な
よ
。
(
そ
ち
ら
へ
行
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
。
)
(
そ
ち
ら
へ
行
っ
て
は
だ
め
だ
ぞ
。
)

な
ど
と
言
い
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

日
本
語
に
あ
っ
て
は
,
文
表
現
の
末
端
に
'
言
い
か
え
れ
ば
'
文
表
現
の
文
構
造
の
語
順
の
末
端
に
'
特
定
要
素

「
わ
」
・
「
よ
」
・
「
ぞ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
、
き
わ
め
て
自
在
に
、
産
み
置
-
こ
と
が
で
き
ま
す
。

別
趣
の
英
文
へ

O
I
g
a
v
e
i
t
t
o
h
i
m
.

の
ば
あ
い
は
,
日
本
語
で
の
「
彼
に
」
に
相
当
す
る
も
の
が
、
「
t
o
h
i
m
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
英
語
で
は
'
前
置
詞

の
「
t
o
」
が
、
ま
さ
に
「
h
i
m
」
の
前
に
置
か
れ
'
日
本
語
で
は
、
そ
の
前
置
詞
に
相
当
す
る
も
の
が
'
「
彼
に
」
と

い
う
よ
う
に
、
後
置
詞
に
な
っ
て
い
ま
す
。
小
部
分
で
の
で
き
ご
と
で
は
あ
り
ま
す
が
'
語
順
・
語
序
で
の
順
列
は
、

ま
っ
た
く
反
対
と
い
う
こ
と
で
,
こ
れ
は
や
は
り
、
表
現
法
の
大
差
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
、

英
文
は
、
右
の
と
お
り
、
文
末
に
特
定
の
「
Ⅹ
」
を
見
せ
る
こ
と
な
ど
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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.
と
こ
ろ
で
へ
右
の
英
文
に
相
当
す
る
日
本
文
と
な
り
ま
す
と
'

○
私
は
そ
れ
を
彼
に
や
り
ま
し
た
　
(
や
っ
た
)
0

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
ば
あ
い
、
日
本
文
だ
と
'
さ
ら
に
、
「
私
は
そ
れ
を
彼
に
や
っ
た
ん
で
す
よ
。
」
な
ど
の
言
い
か

た
に
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
「
や
り
ま
し
た
」
に
相
当
す
る
「
や
っ
た
」
を
「
や
っ
た
ん
で
す
」
と
延
伸
す
る
こ
と

が
で
き
、
こ
の
さ
い
へ
末
尾
に
さ
ら
に
「
よ
」
を
成
り
た
た
せ
て
い
ま
す
。
日
・
英
の
、
文
表
現
構
造
の
差
が
明
瞭

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

つ
ぎ
に
は
、

O
I
s
i
t
y
o
u
r
b
o
o
k
～

と
い
う
の
を
見
ま
す
。
こ
れ
に
相
当
す
る
日
本
文
は
'

○
そ
れ
は
あ
な
た
の
本
で
す
か
。

だ
と
し
ま
し
ょ
う
。
英
文
の
「
?
」
に
対
し
て
'
こ
ち
ら
に
は
「
か
」
が
立
っ
て
い
ま
す
。
「
?
」
は
'
「
b
o
o
k
」
と

い
う
名
詞
形
の
あ
と
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
?
」
が
'
名
詞
形
で
終
わ
る
セ
ン
テ
ン
ス
の
末
端
に
、
意
味

作
用
の
重
要
指
標
と
し
て
特
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
文
の
ば
あ
い
は
'
特
別
符
号
を
用
い
る
ま
で
も
な
く
「
か
」

と
い
う
語
辞
が
、
文
表
現
の
自
然
の
流
れ
の
も
と
に
流
露
し
て
い
ま
す
。
英
文
の
ば
あ
い
は
「
I
s
」
が
文
頭
に
あ
る
の

で
'
文
末
に
は
、
し
ぜ
ん
に
「
?
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本
語
の
ば
あ
い
は
、
「
I
s
」
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相
当
の
も
の
が
、
「
本
で
す
」
の
「
で
す
」
に
出
て
い
る
の
で
、
問
い
の
意
味
作
用
を
表
徴
す
る
特
別
詞
が
へ
そ
の
文

末
に
、
し
ぜ
ん
に
　
-
　
順
当
に
　
(
つ
づ
け
て
)
　
-
　
設
け
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

以
上
へ
日
・
英
を
か
ん
た
ん
に
比
照
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
は
'
面
者
の
文
構
造
の
相
違
の
大
に
正
比
例
し
て
'
文

末
詞
生
成
の
有
無
が
見
わ
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

現
代
英
語
の
文
構
造
に
類
似
す
る
も
の
と
も
見
ら
れ
る
中
国
語
文
構
造
を
と
り
あ
げ
て
み
ま
す
。

英
語
で
、

O
W
h
e
n
d
o
 
y
o
u
l
e
a
v
e
?

と
あ
る
も
の
が
、
現
代
中
国
語
の
口
語
文
で
は
、

○
恋
什
ノ
ム
時
候
凡
去
岬
O

と
あ
り
ま
す
。
「
あ
な
た
は
　
い
つ
　
出
か
け
ら
れ
ま
す
　
か
。
」
へ
　
こ
れ
は
日
本
文
で
あ
り
ま
す
。

英
語
の
「
y
o
u
」
は
、
文
構
造
上
へ
　
か
な
り
後
部
に
あ
り
、
中
国
語
で
の
「
恋
」
は
'
ま
っ
た
-
日
本
語
と
同
様
、

前
頭
部
に
あ
り
ま
す
。
英
文
の
前
頭
部
を
な
す
「
W
h
e
n
」
に
相
当
す
る
中
国
語
「
時
候
凡
」
は
、
そ
の
文
構
造
の
中

ほ
ど
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
、
こ
れ
も
位
置
が
は
な
は
だ
ち
が
い
ま
す
。
さ
て
、
英
文
に
は
「
?
」
が
設
け
ら
れ
て

お
り
へ
中
国
語
に
は
「
岬
」
が
出
て
い
ま
す
o
こ
の
ば
あ
い
へ
英
文
の
コ
e
a
v
e
」
は
'
ま
っ
た
-
文
構
造
の
後
端
に
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あ
り
へ
中
国
語
に
あ
っ
て
も
、
「
去
」
は
文
構
造
の
後
部
に
あ
っ
て
'
こ
の
点
へ
相
方
に
あ
い
似
た
様
相
が
見
ら
れ
ま

す
。
が
'
こ
こ
で
ゆ
だ
ん
は
で
き
ま
せ
ん
.
英
文
に
は
'
[
l
e
a
v
e
」
を
カ
バ
ー
す
る
「
d
o
」
が
先
置
さ
れ
て
い
ま

す
。
「
d
o
」
と
「
去
」
と
を
見
あ
わ
す
か
ぎ
り
、
双
方
の
文
構
造
の
差
異
は
歴
然
た
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
「
d
o
-
l
e
a
v
e
」

に
対
応
す
る
'
簡
潔
な
「
去
」
が
'
中
文
で
は
文
後
部
に
あ
っ
て
'
こ
れ
に
し
ぜ
ん
に
「
岬
」
が
つ
づ
い
て
い
ま
す
。

文
末
詞
「
嘱
」
は
'
こ
う
し
て
'
日
本
語
の
「
　
-
出
か
け
ら
れ
ま
す
か
。
」
の
「
か
」
同
様
に
へ
　
し
ぜ
ん
の
末
尾

存
立
者
と
な
っ
て
い
ま
す
。

以
上
に
見
ら
れ
る
か
ぎ
り
'
中
国
語
の
右
の
セ
ン
テ
ン
ス
は
、
日
本
語
の
「
あ
な
た
は
」
　
の
セ
ン
テ
ン
ス
と
同
一

構
造
に
な
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
へ
し
た
が
っ
て
ま
た
、
と
も
に
似
た
よ
う
な
文
末
詞
を
持
っ
て
い
る
と
了

解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

n
U

5

上
述
の
こ
と
を
も
っ
て
す
れ
ば
'
私
ど
も
は
う
　
つ
ぎ
の
よ
う
な
解
釈
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

判
別
一
中
国
語
の
セ
ン
テ
ン
ス
に
は
、
日
本
語
の
セ
ン
テ
ン
ス
に
似
た
文
構
造
の
も
の
が
見
ら
れ
る
か
。

判
別
二
　
中
国
語
の
文
構
造
に
は
'
英
語
の
文
構
造
か
ら
距
っ
た
も
の
が
見
ら
れ
る
か
。

判
別
三
　
文
未
詞
の
生
成
は
'
文
表
現
上
の
文
末
決
定
性
を
さ
さ
え
る
文
構
造
に
深
-
関
連
す
る
も
の
か
。
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・
※

※

※

私
ど
も
が
、
旧
に
、
い
わ
ゆ
る
漢
文
で
学
ん
だ
中
国
語
は
、
そ
の
構
造
が
'
は
な
は
だ
英
語
の
文
構
造
に
ち
か
い

も
の
で
し
た
。
文
表
現
上
の
述
語
の
あ
と
に
目
的
語
が
-
る
と
い
う
こ
と
な
ど
が
、
そ
の
こ
と
を
よ
-
思
わ
せ
ま
し

た
。し

か
し
な
が
ら
、
右
に
見
ら
れ
た
中
国
語
の
一
文
は
、
そ
う
し
た
漢
文
調
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

現
在
中
国
語
に
は
へ
そ
の
文
表
現
の
生
活
に
'
私
の
文
末
詞
と
認
め
た
い
も
の
が
'
か
な
り
よ
く
出
て
く
る
よ
う

で
す
。
文
末
詞
の
個
数
を
へ
い
-
つ
も
か
ぞ
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。

私
は
、
こ
れ
に
注
意
し
て
、
中
国
語
の
文
構
造
を
調
べ
て
み
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
と
い
っ
て
も
、
私
に
は
'

ほ
ん
の
か
ん
た
ん
な
こ
と
し
か
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
。

第
1
に
は
'
い
わ
ゆ
る
漢
文
調
の
も
の
も
よ
-
認
め
ら
れ
ま
す
O

・

-

-

蝣

蝣

・

f

.

-

1

'

-

1

.

-

 

、

〇
我
想
買
件
村
杉
。

と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
、
ま
ず
あ
げ
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。

1

5



○
小
国
へ
　
去
洗
粒
。

の
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。

○
我
被
他
打
了
。

の
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。

○
這
是
我
的
小
意
思
。

の
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。

○
他
不
会
硯
。

の
よ
う
な
の
も
あ
り
ま
す
。

第
二
に
、
第
一
の
類
で
は
な
い
も
の
を
'
い
く
ら
か
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

0
1
歩
一
歩
来
臓
o

O
快
走
癖
。

○
吃
好
了
。

○
好
.
照
了
珂
!

こ
れ
ら
は
か
ん
た
ん
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

○
好
天
h
T
'
岬
。

a>.5
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○
晩
上
好
。

○
中
文
思
ム
梓
?

の
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。

○
好
吃
喝
7

0
清
休
息
昭
。

の
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。

○
我
買
魚
去
。

○
在
-
K
]
凡
停
車
昭
。

の
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。

や
が
て
ま
た
へ

○
小
玉
、
称
済
得
真
棒
I

と
い
う
よ
う
な
の
も
見
ら
れ
ま
す
。

○
這
個
東
西
挺
好
的
。

と
い
う
よ
う
な
の
も
見
ら
れ
ま
す
。

○
核
徹
的
作
並
都
倣
完
了
.
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○
今
天
的
作
並
、
休
都
倣
完
了
喝
。

と
い
う
よ
う
な
の
も
見
ら
れ
ま
す
。

い
ず
れ
も
'
文
構
造
で
の
語
順
・
語
序
が
英
語
ば
な
れ
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
だ
け
に
も
　
こ
れ
ら
を
'

日
本
語
の
語
序
・
語
順
に
類
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

中
国
語
で
の
日
常
会
話
で
は
、
「
是
岬
。
」
と
か
「
橡
喝
。
」
「
鴫
昭
u
L
「
靖
昭
.
」
と
か
の
言
い
か
た
が
よ
-
聞
か
れ

ま
す
.
お
の
お
札
が
末
尾
に
あ
る
の
は
、
私
が
、
中
国
語
の
文
末
詞
と
見
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
「
是
」
「
喝
」
な

ど
の
簡
潔
な
も
の
に
「
珂
」
や
「
昭
」
が
つ
い
て
い
る
の
は
'
文
末
詞
が
わ
け
な
-
と
り
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
日
本
語
の
生
活
で
'
「
は
い
。
」
に
関
し
て
、
す
ぐ
に
「
は
い
よ
。
」
と
言
っ
た
り
す
る

の
も
、
中
国
語
の
右
の
も
の
な
ど
に
類
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
(
「
は
い
。
」
と
い
う
、
文
表
現
の
'
簡
潔
な
一

浮
体
に
対
し
て
は
、
表
現
者
は
だ
れ
し
も
、
す
ぐ
に
へ
そ
れ
を
文
末
詞
で
修
飾
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
)

以
上
へ
中
国
語
に
つ
い
て
へ
私
ど
も
は
、
日
本
語
の
文
表
現
構
造
に
類
し
た
も
の
を
'
そ
う
と
う
に
認
め
る
こ
と

が
で
き
そ
う
で
す
。
中
国
語
の
そ
の
よ
う
な
文
表
現
傾
向
に
障
伴
し
て
、
中
国
語
の
特
定
の
文
末
詞
が
認
め
ら
れ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

現
代
英
語
に
つ
い
て
、
私
ど
も
が
'
日
本
語
の
文
末
詞
に
相
当
す
る
も
の
を
'
容
易
に
認
出
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
に
対
し
て
、
中
国
語
に
は
、
そ
れ
に
反
す
る
状
況
が
か
な
り
兄
い
だ
さ
れ
る
の
は
、
私
の
き
わ
め
て
興
味
ぶ
か
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-
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

第
三
節
　
諸
言
語
の
類
型
学
的
分
類

私
は
、文

末
詞
の
成
立
が
、
文
表
現
の
構
造
の
文
末
決
定
性
に
深
-
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

を
認
め
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

文
末
決
定
性
の
顧
著
な
日
本
語
に
あ
っ
て
は
、
言
う
と
こ
ろ
の
文
末
詞
が
繁
栄
し
て
い
ま
す
。
文
初
決
定
性
の
英

語
に
あ
っ
て
は
、
-
ま
た
フ
ラ
ン
ス
語
や
ド
イ
ツ
語
に
あ
っ
て
も
う
文
末
詞
の
繁
栄
な
ど
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
言

語
に
と
っ
て
の
文
末
決
定
性
こ
そ
は
へ
そ
の
言
語
の
「
文
末
詞
～
文
末
詞
の
体
系
」
を
産
む
も
と
い
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

私
は
、
諸
言
語
の
類
型
学
的
な
相
違
を
二
つ
に
も
文
末
詞
の
観
点
か
ら
考
究
し
て
い
-
と
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
,
し
き
り
に
考
え
る
も
の
で
す
。
文
末
詞
の
か
な
り
認
め
ら
れ
る
中
国
語
は
'
文
末
詞
の
大
体
系
の
認
め
ら
れ
る

日
本
語
に
'
類
型
上
へ
や
や
ち
か
し
い
関
係
に
あ
る
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
現
代
英
語
な
ど
が
、

類
型
論
的
に
'
日
本
語
な
ど
か
ら
遠
い
位
置
に
あ
る
の
は
、
文
末
詞
の
不
存
立
が
そ
れ
を
よ
-
示
唆
し
て
い
る
と
し
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て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

私
は
'
文
末
詞
の
問
題
を
'
一
般
言
語
学
上
の
問
題
に
し
た
-
思
い
ま
す
。

で
き
る
こ
と
な
ら
へ
　
私
は
、
文
末
詞
の
観
点
・
視
点
を
も
っ
て
、
諸
言
語
に
の
ぞ
ん
で
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
り

ま
す
。
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第
三
章
　
文
末
詞
の
機
能

文
末
詞
は
,
口
頭
の
言
語
表
現
、
そ
の
文
表
現
に
あ
っ
て
、
こ
れ
を
最
終
的
に
決
定
し
ま
す
。
言
い
か
え
れ
ば
、

文
表
現
を
文
表
現
と
し
て
、
明
確
に
成
立
せ
し
め
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
言
い
か
え
れ
ば
'
「
文
末
詞
の
出
現
は
'

文
の
完
全
終
止
を
意
味
す
る
。
」
と
言
い
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
に
へ
文
末
詞
の
本
格
的
な
機
能
が
あ
る

と
さ
れ
ま
し
ょ
う
。

も
し
,
口
頭
の
文
表
現
に
、
文
末
詞
形
の
も
の
が
出
な
い
ば
あ
い
に
も
、
そ
の
文
表
現
は
'
文
末
詞
相
当
の

音
声
指
標
に
よ
っ
て
へ
明
確
に
、
文
末
決
定
の
文
表
現
た
ら
し
め
ら
れ
ま
す
。

つ
ま
り
へ
　
そ
の
文
表
現
が

成
就
さ
れ
て
い
ま
す
。

別
に
,
こ
れ
を
、
零
記
号
の
文
末
詞
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
も
、
見
さ
だ
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

ど
の
よ
う
な
ば
あ
い
に
も
、
文
表
現
の
完
全
終
止
に
あ
っ
て
は
、
文
末
詞
の
本
格
的
な
機
能
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

文
末
詞
の
機
能
に
酪
し
て
は
'
す
で
に
、
第
三
早
の
「
詞
」
の
論
で
も
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。

文
表
現
が
、
訴
え
の
形
式
(
-
純
粋
形
式
)
で
あ
る
の
に
相
応
し
て
'
特
定
の
訴
え
要
素
で
あ
る
文
末
詞
が
、
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文
終
結
に
は
た
ら
-
し
だ
い
で
あ
り
ま
す
。

文
末
詞
の
機
能
は
、
文
終
結
機
能
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
「
終
結
」
を
「
完
結
」
と
し
て
も
よ
い
で
し
ょ

う
。
「
完
結
」
を
ま
た
、
「
結
成
」
と
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
も
と
よ
り
へ
　
「
表
現
決
定
」
と
も
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
ょ
う
。

書
記
文
章
で
の
文
表
現
の
ば
あ
い
へ
も
う
論
を
う
つ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
書
記
上
の
す
べ
て
の
文
が
'
要

す
る
に
、
最
後
に
句
点
を
持
っ
て
い
ま
す
。
句
点
に
よ
っ
て
と
り
む
す
ば
れ
た
個
々
の
文
表
現
は
'
み
な
へ
零

記
号
文
末
詞
を
持
っ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
-
　
そ
こ
に
は
す
べ
て
へ
零
記
号
文
末
詞
の
文

終
結
機
能
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

○
矢
は
は
な
た
れ
た
。

と
い
う
書
記
文
が
あ
っ
た
と
し
ま
す
か
o
　
こ
の
1
文
は
'
r
　
-
・
た
O
」
と
言
い
さ
だ
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、

一
個
特
定
の
個
性
文
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
個
性
色
を
成
就
す
る
力
は
'
句
点
「
。
」
の
直
前
に
あ
り
ま
す
。

そ
こ
は
'
零
記
号
の
文
末
詞
が
直
視
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

O
D

5

つ
ぎ
に
は
'
口
話
の
文
例
に
つ
い
て
、
文
末
詞
の
文
終
結
機
能
を
検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

_

　

　

0

o
マ
ユ
カ
　
ア
ガ
"
/
i
K
v
　
ナ
シ
ャ
ン
　
ド
ゥ
。
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猫
が
子
ど
も
を
産
ん
だ
ぞ
。
　
　
(
小
男
間
)

こ
れ
は
、
与
那
国
島
の
比
川
方
言
の
こ
と
ば
で
す
。
(
高
橋
俊
三
氏
教
示
)
「
ド
ゥ
」
は
、
こ
の
文
表
現
を
最
後
的
に

決
定
し
て
い
ま
す
。
そ
の
う
全
面
的
決
定
の
お
も
む
き
が
、
こ
こ
に
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。

京
都
弁
の
一
例
は
'

○
ム
カ
シ
カ
ラ
　
カ
ワ
ッ
テ

.、ゝ

ナ
イ
ン
ヤ
　
チ
。

む
か
し
か
ら
変
わ
っ
て
な
い
ん
だ
っ
て
?
　
　
(
青
女
間
)

...1_

で
す
。
上
昇
調
の
「
テ
」
の
は
た
ら
-
こ
と
が
あ
ざ
や
か
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
特
定
要
素
が
、
一
文
の
表
現
を
、

1

-

1

1

1

日

o
小
月
ダ
　
シ
　
〔
n
 
I
.

そ
う
で
し
ょ
う
P

は
、
福
島
県
の
会
津
弁
の
一
例
で
す
。
「
外
=
ダ

有
力
に
完
結
し
て
い
ま
す
‥

.-*

1
1
文
は
'
ま
っ
た
-
「
テ
」
に
よ
っ
て
完
結
さ
れ
て
い
ま
す
.

r

1

2

ベ
-
 
。
」
(
そ
う
だ
ろ
う
?
)
と
い
う
の
が
、
下
位
の
言
い
か
た

.
/

で
、
前
者
は
上
位
の
言
い
か
た
で
す
。
な
ぜ
上
位
の
も
の
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
「
べ
し
」
に
淵
源
す
る
「
ベ
-
」

_

_

I

-

I

_

し

　

　

　

　

　

　

-

-

-

し

'

に
対
し
て
'
「
シ
〔
n
-
」
は
_
た
捨
て
い
ま
す
。
。
の
「
シ
〔
1
]
-
」
は
お
そ
ら
く
「
も
し
」
の
「
し
」
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
シ
〔
ニ
ー
」
が
文
末
に
お
か
れ
る
と
、
こ
の
一
文
の
表
現
は
、
よ
り
て
い
ね
い
な
、

上
位
の
表
現
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
文
末
詞
「
シ
〔
ご
」
の
文
終
結
効
果
は
、
大
き
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
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静
岡
県
浜
名
湖
近
-
の
篠
原
村
で
聞
い
た
こ
と
ば
に
は
、

○
コ
項
デ
　
引
ジ
ャ
ン
o

こ
れ
で
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。
　
　
(
老
女
)

が
あ
り
ま
す
。
「
刊
ジ
ャ
ン
」
は
、
「
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
を
'
よ
-
思
わ
せ
ま
し
ょ
う
。
「
な
い
か
」
の
「
な
」
〔
n
a
〕

が
「
ン
」
〔
且
　
に
な
ろ
う
と
す
る
と
同
時
に
、
「
い
か
」
は
す
が
た
を
没
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
右
の
文
表
現
に
t

か
-
べ
つ
の
文
末
詞
は
見
え
て
い
ま
せ
ん
。
文
末
詞
ぬ
き
の
文
表
現
で
は
あ
り
ま
す
が
、
「
ジ
ャ
ン
」
の
下
部
に
は
、

文
末
詞
的
効
果
が
よ
-
認
め
ら
れ
ま
す
。
「
ジ
ャ
ン
」
に
は
、
明
ら
か
に
、
つ
よ
い
訴
え
の
効
果
が
認
め
ら
れ
ま
し
ょ

う
。
私
ど
も
は
こ
こ
に
、
零
記
号
文
末
詞
の
文
終
結
機
能
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
-
　
こ
の
文
を
こ
の
文
と

し
て
完
成
さ
せ
て
い
る
零
記
号
文
末
詞
の
は
た
ら
き
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
0

長
野
県
北
部
の
八
坂
村
方
言
で
聞
い
た
も
の
に
は
、

○
外
項
　
が
。
　
功
利
　
が
。

そ
う
だ
。
そ
う
だ
。

.

.

.
し
▼

〇
.
F
I
へ
　
ソ
イ
　
が
。

え
え
へ
　
そ
う
で
す
。

o
-
サ

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
、
す
ぐ
に
「
カ
」
文
末
詞
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
特
異
な
「
か
」
が
、
音
声
ゆ
た
か
に
は
た

0

6



舵檎の詞末文章≡寡

ら
く
の
で
、
こ
の
ば
あ
い
は
へ
　
こ
の
文
末
詞
の
文
終
結
機
能
が
へ
　
し
ご
-
あ
ら
わ
で
す
。

「
ア
ノ
　
劃
し
」
と
い
っ
た
文
表
現
の
頻
用
さ
れ
る
こ
と
は
'
諸
方
言
上
に
よ
-
聞
か
れ
ま
し
ょ
う
0
東
京
弁
の

中
で
も
へ
　
こ
れ
を
、
よ
く
耳
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
「
あ
の
」
に
「
ヨ
-
」
を
つ
け
る
と
、
そ
こ
で
、
早
-
も
一

文
が
成
立
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
発
言
者
は
'
「
ヨ
-
」
を
言
え
ば
、
そ
こ
で
完
全
に
'
1
文
表
現
の
終
結
を
意
識
し
ま

す
o
「
m
-
」
は
ま
っ
た
く
、
文
終
結
の
機
能
者
で
あ
り
ま
す
o

「
あ
す
ネ
、
早
-
ネ
'
ど
う
ど
う
ネ
'
何
々
ネ
。
」
へ
　
こ
う
し
た
言
い
か
た
が
あ
っ
て
'
こ
れ
に
'
人
々
が
、
上
記

の
よ
う
に
「
、
」
を
打
っ
て
い
ま
し
ょ
う
。
私
は
、
右
を
'

○
あ
す
ネ
。
早
-
ネ
。
ど
う
ど
う
ネ
。
何
々
ネ
。

の
よ
う
に
表
記
し
ま
す
。
文
末
詞
の
出
現
は
、
文
の
終
結
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

中
国
語
に
つ
い
て
、
い
-
つ
か
の
例
を
見
て
い
き
ま
す
。

○
柏
m
休
息
休
息
　
昭
o

い
っ
し
ょ
に
休
み
ま
し
ょ
う
ね
。

こ
の
例
に
あ
っ
て
、
「
昭
」
の
文
終
結
機
能
は
明
ら
か
で
す
。
何
か
に
つ
い
て
よ
び
か
け
る
時
に
、
「
昭
」
が
出
ま
す
。

「
昭
」
は
、
ま
さ
に
よ
び
か
け
の
文
末
詞
と
も
言
い
う
る
も
の
で
し
ょ
う
。

16



〇
滴
坐
　
昭
。

〇
滴
釆
　
昭
。

○
好
　
昭
。
明
天
来
　
昭
。

〇
滴
恋
随
便
坐
昭
。

こ
れ
ら
の
例
に
あ
っ
て
も
同
様
で
す
。
「
昭
」
が
、
よ
く
文
表
現
を
終
結
さ
せ
て
い
ま
し
ょ
う
。
「
昭
」
は
'
使
用

率
の
高
い
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
完
熟
し
た
文
末
詞
へ
文
終
結
機
能
の
明
ら
か
な
要
素
が
こ
こ
に
あ
る
と
言

っ
て
も
よ
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
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用作咲意の詞宋文章131第

第
四
章
　
文
末
詞
の
意
味
作
用

第
1
節
　
文
表
現
の
特
定
機
能
者

文
表
現
の
叙
述
構
造
を
統
一
収
約
す
る
機
能
者
へ
文
末
特
定
要
素
(
特
定
文
末
部
)
が
、
意
味
作
用
を
発
揮
し
ま

す
。そ

れ
は
'
常
識
的
な
言
い
か
た
を
す
れ
ば
'
「
訴
え
・
よ
び
か
け
」
と
も
言
え
る
も
の
に
は
か
な
り
ま
せ
ん
。

「
意
味
作
用
」
の
表
現
は
、
も
と
よ
り
、
文
表
現
上
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
.
1
-
・
土
息
昧
作
用
と
の
言
い
か
た
は
'
も

っ
ぱ
ら
へ
文
表
現
に
関
し
て
へ
あ
る
い
は
文
表
現
論
上
で
'
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。



第
二
節
　
文
末
詞
　
(
特
定
文
末
部
)
　
の
発
散
す
る
情
意

l

意

味

作

用

　

-

-

l

l

.

～

○
コ
ナ
~
宥
列
　
ネ
I
。

こ
の
あ
い
だ
ね
。

中
年
の
二
人
の
女
性
が
話
し
あ
っ
て
い
て
、
一
方
が
他
方
に
、
右
の
よ
う
に
言
っ
た
と
し
ま
す
。
こ
れ
は
へ
　
こ
れ

な
り
に
'
1
種
の
情
意
を
表
現
し
得
て
い
ま
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
へ
　
右
の
発
言
が
、

_

　

　

　

　

　

　

＼

ノ

′

ゝ

○
コ
ナ
イ
ダ
　
ネ
-
 
0

と
言
っ
た
と
し
ま
す
。
文
末
の
声
調
が
、
右
の
よ
う
な
抑
揚
で
あ
る
ば
あ
い
は
'
前
の
と
は
ち
が
っ
た
情
意
が
表
明

さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

○
コ
刃
割
　
引
1
 
0

と
あ
る
ば
あ
い
は
'
ま
た
へ
発
散
す
る
情
意
の
ち
が
い
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

○
コ
刃
列
　
ネ
-
0

と
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
た
へ
人
に
、
ち
が
っ
た
お
も
む
き
の
情
意
を
と
ら
え
し
め
ま
し
ょ
う
。
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「
ネ
-
」
が
　
「
ネ
」
と
あ
る
ば
あ
い
を
見
ま
す
。

L

　

　

ー

し

一

〇
コ
ナ
イ
ダ
　
ネ
。

と
あ
る
と
、
こ
れ
は
へ
　
だ
れ
に
も
、
「
コ
ナ
イ
ダ

*
-
J
と
あ
る
の
と
は
ち
が
っ
た
、
情
意
の
発
散
を
認
め
し
め
ま

し
ょ
う
。
純
粋
の
「
ネ
」
短
呼
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
く
て
,
「
」
l
は
、
多
少
と
も
〔
e
〕
母
音
の
伸
び
た
「
ネ
」

に
な
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
い
ち
お
う
「
ネ
」
と
表
記
し
て
も
よ
さ
そ
う
な
聞
こ
え
の
ば
あ
い
へ
　
こ
れ
は
や
は
り
へ

右
に
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
い
っ
た
い
、
「
ね
」
を
、
「
ネ
」
と
も
　
「
ネ
-
」
と
も
書
き
あ
ら
わ
し
て
み

た
-
な
る
の
は
'
こ
れ
も
す
な
わ
ち
、
私
ど
も
が
、
文
末
詞
　
(
特
定
文
末
部
)
　
の
発
散
す
る
情
意
に
注
意
し
て
い
る

か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

文
末
詞
　
(
特
定
文
末
部
)
　
の
発
散
す
る
情
意
に
つ
い
て
は
へ
　
関
連
資
料
と
し
て
、
大
岡
信
氏
の
　
『
折
々
の
う
た
』

の
1
　
つ
　
(
『
朝
日
新
聞
』
　
昭
和
六
十
二
年
十
月
十
五
日
)
　
を
'
こ
こ
に
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
-
思
い
ま
す
.

と

雨
に
さ
へ
訪
は
れ
し
仲
の

月
に
さ
へ
な
う
　
月
に
よ
な
う

か

ん

　

ぎ

ん

し

ゆ

う

閑
　
吟
　
集

室
町
歌
謡
。
雨
の
夜
で
さ
え
訪
れ
て
-
れ
た
仲
だ
っ
た
の
に
、
今
で
は
月
夜
の
晩
に
さ
え
や
っ
て
来
て
は
く

56



れ
な
い
、
と
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
心
変
わ
り
し
た
男
へ
の
う
ら
み
言
だ
が
、
表
現
と
し
て
は
「
さ
へ
」
「
な

う
」
「
よ
」
な
ど
の
助
詞
で
も
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
で
'
日
本
語
表
現
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
テ
ニ
ヲ

ハ
の
働
き
が
よ
-
わ
か
る
。
感
動
を
こ
め
た
助
詞
の
お
か
げ
で
'
文
章
と
し
て
は
完
結
し
て
い
な
い
の
に
分
か

る
と
い
う
性
格
が
生
じ
る
。

大
岡
氏
は
'
「
表
現
と
し
て
は
『
さ
へ
』
　
『
な
う
』
『
よ
』
な
ど
の
助
詞
で
も
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
で
、

日
本
語
表
現
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
テ
ニ
ヲ
ハ
の
働
き
が
よ
-
わ
か
る
。
」
と
述
べ
て
い
ら
れ
ま
す
。
私
は
こ
こ
で
、
「
月

に
さ
へ
な
う
」
、
「
月
に
よ
な
う
」
の
'
そ
れ
ぞ
れ
の
「
な
う
」
の
む
す
び
を
重
視
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
、

私
の
言
う
文
末
詞
(
特
定
文
末
部
)
で
す
。
氏
は
、
「
感
動
を
こ
め
た
助
詞
の
お
か
げ
で
、
文
章
と
し
て
は
完
結
し
て

い
な
い
の
に
分
か
る
と
い
う
性
格
が
生
じ
る
。
」
と
し
て
い
ら
れ
ま
す
。
「
感
動
を
こ
め
た
助
詞
の
お
か
げ
で
」
と
い

う
と
こ
ろ
を
、
「
文
末
詞
の
お
か
げ
で
」
と
あ
ら
た
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
「
文
章
と
し
て
は
完
結
し
て
い
な
い
の
に
分

か
る
と
い
う
性
格
が
生
じ
る
。
」
の
「
分
か
る
」
は
、
表
現
の
情
意
が
よ
-
わ
か
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
ょ

う
。
　
-
　
「
完
結
し
て
い
な
い
の
に
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
-
ら
い
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
(
と
こ
ろ
で
、
「
な
う
」

を
文
末
詞
の
む
す
び
と
見
る
か
ぎ
り
は
'
〟
文
章
″
の
完
結
も
認
め
な
-
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
お
お
い
に
余
意
余
情
を

残
し
た
、
き
れ
い
な
完
結
が
'
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
)
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用作昧意の詞w
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文章a
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第

第
三
節
　
文
末
詞
(
特
定
文
末
部
)
　
の
示
す
知
的
内
容

土
息
昧
作
用
　
-

知
的
内
容
と
い
う
の
は
、
右
に
述
べ
た
「
情
意
」
以
前
の
知
的
内
実
を
言
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

情
意
の
カ
プ
セ
ル
に
包
ま
れ
る
中
み
を
言
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

「
カ
」
と
い
う
文
末
詞
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
の
意
味
作
用
を
た
ず
ね
て
み
ま
す
。
ま
ず
、

_
?

○
ワ
剖
ハ
」
タ
　
ヵ
o

わ
か
っ
た
?
　
　
(
男
教
師
1
小
学
生
た
ち
)

○
ワ
カ
ッ
タ
　
カ
。

わ
か
っ
た
か
7

0
ワ
剖
ハ
」
タ
　
カ
1
 
0

わ
か
っ
た
か
7

1
1
1
1
Y

0
ワ
山
急
ハ
つ
タ
　
カ
1
 
0

わ
か
っ
た
か
?

(
父
お
や
1
子
)

(
男
青
年
1
小
男
)

(
男
教
師
1
小
学
生
た
ち
)

76

の
よ
う
な
言
い
か
た
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
「
カ
」
「
カ
」
「
カ
ー
」
「
カ
ー
」
は
、
い
ず
れ
も
'



は
っ
き
り
と
し
た
「
問
い
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
.
こ
の
問
い
は
、
1
種
の
知
的
内
容
に
は
か
な
り
ま
す
ま
い
.

つ
ぎ
に
ま
た
へ

○
ア
ッ
　
ソ
ー
　
カ
。

あ
、
そ
う
か
。

○
ア
ー
1
、
外
日
　
カ
ー
。

あ
あ
、
そ
う
か
。

の
よ
う
な
言
い
か
た
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
ば
あ
い
に
は
'
「
カ
」
「
カ
ー
」
が
、
問
う
て
み
ず
か
ら
納
得
す
る
意

-
　
知
的
内
容
　
-
　
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。

86

こ
ん
ど
は
'
「
ネ
」
　
の
ば
あ
い
を
見
ま
す
。

J
*

○
ワ
刈
羽
タ
　
ネ
。

わ
か
っ
た
ね
?
　
(
教
師
が
生
徒
に
言
っ
て
聞
か
せ
る
。
)

ゝ

こ
れ
は
念
お
し
の
「
ネ
」
で
あ
り
ま
す
。
念
を
お
す
と
い
う
こ
と
は
、
一
種
の
知
的
内
容
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

_
J
*

○
イ
ク
　
ネ
O

行
-
?



E
F

作味mの詞末文章四iff

こ
れ
は
へ
相
手
に
'
や
わ
ら
か
-
あ
る
い
は
や
さ
し
く
　
「
行
-
?
」
と
問
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
問
い
た
ず
ね
る

知
的
内
容
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

-
L
u

O
イ
ク
　
ネ
-
 
0

_
/

と
あ
っ
て
、
「
ネ
-
」
が
、
お
し
っ
よ
い
調
子
の
発
言
で
あ
れ
ば
'
こ
れ
は
へ
　
1
種
の
命
令
表
現
に
も
な
り
ま
し
ょ

う
。
命
令
の
意
は
、
知
的
内
容
に
ほ
か
な
り
ま
す
ま
い
。

腰
肝
L

「
ネ
-
」
　
へ
の
力
の
入
れ
ぐ
あ
い
で
は
'
こ
れ
が
、
問
い
の
表
現
に
も
な
り
ま
す
。
力
の
入
れ
ぐ
あ
い
へ
音
声
の

出
し
か
げ
ん
ひ
と
つ
で
、
表
現
は
微
妙
な
変
差
を
示
し
ま
す
。

つ
ぎ
の
例
は
「
テ
バ
」
で
す
。

○
ハ
ヤ
ク
　
シ
可
刊
　
テ
バ
o

早
-
し
ろ
っ
て
ば
。

こ
の
例
だ
と
、
「
と
言
え
ば
」
の
気
も
ち
　
(
む
し
ろ
命
令
の
心
)
が
よ
-
出
て
い
ま
す
。
「
テ
バ
」
の
有
す
る
内
容

を
、
知
的
内
容
と
見
る
こ
と
は
、
ゆ
る
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
ナ
モ
シ
」
と
い
う
文
末
詞
が
あ
り
ま
す
。



0
1
マ
イ
ニ
チ
　
ヨ
-
　
テ
ル
　
ナ
モ
シ
。

毎
日
よ
-
照
り
ま
す
ね
え
。
　
　
(
老
女
1
中
女
)

と
い
う
よ
う
な
地
方
弁
の
言
い
か
た
が
あ
っ
た
と
し
ま
す
。
発
言
者
は
、
「
刃
モ
シ
」
と
言
い
か
け
て
、
わ
り
と
こ
ま

か
に
、
相
手
の
同
意
を
求
め
て
い
ま
す
。
言
い
か
え
れ
ば
、
相
手
と
共
感
し
あ
い
た
い
と
い
う
気
も
ち
が
よ
-
出
て

い
ま
す
。
同
意
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
は
'
た
だ
の
情
意
発
散
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

W
_
凡

7

い
ず
れ
に
し
て
も
、
文
末
詞
(
特
定
文
末
部
)
の
は
た
ら
J
m
に
'
醇
乎
と
し
た
情
意
発
散
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
も

の
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
広
義
に
解
し
て
、
知
的
内
容
と
し
て
よ
い
も
の
か
と
思
わ

れ
ま
す
。

第
四
節
　
文
末
詞
(
特
定
文
末
部
)
　
の
パ
ト
ス
的
内
実
と
ロ
ゴ
ス
的
内
実

文
末
詞
(
特
定
文
末
部
)
は
'
文
表
現
上
へ
叙
述
構
造
収
約
の
機
能
者
と
し
て
、
総
合
的
な
意
味
作
用
を
発
揮
し

ま
す
。
言
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
機
能
者
は
'
意
味
作
用
上
へ
パ
ト
ス
的
内
実
と
ロ
ゴ
ス
的
内
実
と
を
カ
バ
ー
し
ま
す
。

○
た
た
-
　
ヨ
。
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○
た
た
く
　
ゾ
。

こ
の
二
音
を
く
ら
べ
て
み
ま
す
。
「
ヨ
」
と
「
ゾ
」
と
は
'
そ
れ
ぞ
れ
、
自
己
の
ロ
ゴ
ス
的
内
容
を
有
し
て
は
い
な

い
で
し
ょ
う
か
。
「
ゾ
」
は
へ
そ
ん
ざ
い
な
言
い
か
た
で
す
。
そ
の
ぞ
ん
ざ
い
な
気
も
ち
の
表
白
に
は
'
相
手
に
対
す

る
当
方
の
'
〓
正
の
対
応
心
意
が
内
在
し
て
い
ま
し
ょ
う
。
「
ヨ
」
の
ば
あ
い
は
、
そ
れ
と
は
ち
が
っ
た
対
応
心
意
を

蔵
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
対
応
心
意
が
'
ロ
ゴ
ス
的
内
容
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
さ
て
、
「
ゾ
」
で
言
え
ば
、
こ
れ

は
へ
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
'
お
し
っ
よ
く
荒
っ
ぽ
-
言
わ
れ
、
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
つ
　
や
や
や
さ
し
み
を
こ
め
て
も

言
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
時
へ
表
現
者
は
、
し
ぜ
ん
に
、
そ
の
情
意
・
情
感
を
表
出
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
パ
ト

ス
的
内
実
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

○
知
り
ま
せ
ん
　
ヨ
。

○
知
り
ま
せ
ん
　
ワ
。

こ
う
あ
る
時
、
「
ワ
」
は
'
明
ら
か
に
、
女
性
用
の
も
の
と
さ
れ
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
'
「
ヨ
」
は
、
お
お

い
に
男
性
用
で
も
あ
り
う
る
も
の
で
し
ょ
う
。
右
の
二
例
に
よ
っ
て
へ
「
ヨ
」
と
「
ワ
」
を
-
ら
べ
ま
す
な
ら
、
同
一

事
実
の
表
現
に
あ
っ
て
の
「
ヨ
」
と
「
ワ
」
と
の
、
は
た
ら
き
の
開
き
が
と
ら
え
や
す
-
、
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
へ

両
者
の
ロ
ゴ
ス
的
内
実
の
差
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
-
　
お
の
お
の
ご
と
に
、
そ
の
ロ
ゴ
ス
的
内
実
の
発
揮
に
、

パ
ト
ス
的
内
実
の
、
膜
と
し
て
は
ら
れ
る
こ
と
も
、
た
だ
ち
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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「
ロ
ゴ
ス
的
内
実
+
パ
ト
ス
的
内
実
」
を
と
ら
え
さ
せ
て
-
れ
や
す
い
事
例
を
う
　
つ
ぎ
に
あ
げ
て
み
ま
す
。
拙
著
『
方

言
文
末
詞
(
繋
〉
の
研
究
(
上
)
』
(
春
陽
堂
書
店
昭
和
五
十
七
年
m
)
の
p
.
3
2
7
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
る

し
て
い
ま
す
。

薩
摩
半
島
域
に
、
「
ネ
」
を
特
別
視
す
る
傾
向
が
つ
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
鹿
児
島
市
方
面
で
も
'
人
は
、
「
ナ

-
」
を
よ
い
こ
と
ば
と
し
へ
　
「
ネ
-
」
を
わ
る
い
こ
と
ば
へ
　
あ
る
い
は
目
下
へ
の
こ
と
ば
と
し
て
い
る
。

大
隅
地
方
に
あ
っ
て
も
ま
た
、
同
様
の
事
態
が
認
め
ら
れ
る
?
東
岸
の
内
之
浦
で
は
、
〟
「
ネ
-
」
は
目
下
に

言
う
。
″
な
ど
と
言
っ
て
い
る
。
〝
お
れ
に
な
ぜ
「
ネ
-
」
を
言
う
か
と
、
軽
蔑
を
感
じ
る
。
″
と
、
私
に
言
っ
て

-
れ
た
人
も
あ
る
。
「
ナ
-
」
と
「
ネ
-
」
と
の
位
相
差
が
明
瞭
で
あ
る
。
　
-
　
と
は
い
い
な
が
ら
、
こ
の
地
を

調
査
し
た
さ
い
、
子
ど
も
た
ち
は
'
私
に
'
ふ
つ
う
に
　
「
ネ
」
を
つ
か
っ
て
い
た
。
(
カ
ー
ド
検
閲
の
識
者
は
、

こ
の
種
の
事
実
を
示
す
カ
ー
ド
に
'
〝
こ
れ
は
鹿
児
島
女
子
の
「
カ
ラ
イ
モ
」
普
通
語
″
と
注
し
て
い
ら
れ
る
。
)

「
ネ
」
こ
と
ば
が
'
方
言
上
、
地
方
に
よ
っ
て
へ
　
よ
い
こ
と
ば
あ
る
い
は
ふ
つ
う
の
こ
と
ば
と
さ
れ
て
い
る
か
と
お

も
う
と
、
ま
た
、
わ
る
い
こ
と
ば
と
も
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
全
体
的
把
握
の
う
ち
に
は
'
い
わ
ゆ
る
ロ
ゴ

ス
的
内
実
と
パ
ト
ス
的
内
実
と
を
包
括
し
た
識
得
が
認
め
ら
れ
ま
し
ょ
う
。

2

7
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別
の
話
題
で
す
。
「
ノ
」
文
末
詞
常
用
の
中
国
方
言
の
う
ち
で
は
'
由
来
、
「
ナ
」
文
末
詞
は
、
な
じ
み
か
ね
る
も

の
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
「
ノ
」
の
中
に
生
ま
れ
そ
だ
っ
た
私
自
身
へ
　
や
が
て
「
ナ
」
こ
と
ば
の
地
に
遊
学
し
て
、
「
ノ
」

と
「
ナ
」
と
に
、
そ
れ
こ
そ
き
つ
い
相
違
を
感
じ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
「
ノ
」
と
「
ナ
」
と
に
つ
い
て
の
、
全
体
把
握

の
ち
が
い
が
、
い
か
に
も
大
き
か
っ
た
の
で
し
た
。

こ
こ
に
へ
一
つ
、
中
国
語
の
事
例
を
と
り
出
し
て
み
ま
す
。

○
冷
就
加
件
衣
服
癖
。

寒
か
っ
た
ら
服
を
も
う
1
枚
着
れ
ば
い
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
　
(
着
た
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
)
0

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
「
嚇
」
は
、
文
末
詞
と
見
て
へ
　
「
-
-
-
　
噺
。
」
と
表
記
し
て
よ
い
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
こ
の
文
例
に
つ
い
て
へ
　
『
中
国
語
講
座
』
の
先
生
は
'
〟
噺
は
、
道
理
か
ら
言
っ
て
'
当
然
そ
う
な
る
の
だ
t
と

い
う
意
味
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。
″
と
語
ら
れ
ま
し
た
。
1
方
で
も
先
生
は
、
「
痢
」
を
語
気
助
詞
と
さ
れ
ま
し
た
が
、

「
道
理
か
ら
言
っ
て
'
当
然
そ
う
な
る
の
だ
。
」
と
言
い
う
る
内
実
を
説
か
れ
た
の
は
'
「
痢
」
文
末
詞
の
ロ
ゴ
ス
的

内
実
を
説
明
さ
れ
た
も
の
と
も
解
さ
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

以
上
に
述
べ
た
、
文
末
詞
(
特
定
文
末
部
)
の
総
合
的
な
意
味
作
用
を
'
私
は
、
前
引
の
拙
著
で
は
、
つ
ぎ
の
よ



う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
、
「
叙
述
即
叙
述
構
造
」
収
約
の
機
能
者
が
'
内
容
的
に
も
、
心
情
を
の
み
訴
え
る
の
に
と
ど

ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
'
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
、
第
〓
早
の
第
二
節
で
'
「
知
的
要
素
と
情
的
要
素

と
の
お
の
ず
か
ら
揮
然
一
体
と
な
っ
た
も
の
を
全
的
に
相
手
に
訴
え
か
け
る
。
」
と
述
べ
た
こ
と
を
想
起
し
た

い
。
そ
の
う
全
的
な
揮
融
体
の
中
心
流
を
な
す
も
の
は
、
じ
つ
に
、
待
遇
意
識
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
対
話

の
セ
ン
テ
ン
ス
は
、
そ
の
内
実
に
注
目
す
れ
ば
、
け
っ
き
ょ
-
'
待
遇
意
識
の
展
開
単
位
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
　
(
P
.
5
5
)

4

7

第
五
節
　
文
末
詞
の
意
味
作
用

文
末
詞
は
'
文
表
現
上
へ
文
末
特
定
要
素
(
特
定
文
末
部
)
と
な
っ
て
は
た
ら
き
へ
そ
の
総
合
的
な
意
味
作
用
を

発
揮
し
ま
す
。

そ
の
総
合
的
な
意
味
作
用
は
、
混
融
性
の
意
味
作
用
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
ま
た
、
と
き
に

重
層
性
の
意
味
作
用
と
も
言
う
こ
と
が
て
き
ま
し
ょ
う
。

そ
の
重
層
の
さ
ま
に
諸
相
が
あ
り
得
て
'
も
の
と
ば
あ
い
に
よ
り
へ
あ
る
い
は
パ
ト
ス
的
内
実
が
重
い
あ
り
さ
ま
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・
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で
あ
り
へ
あ
る
い
は
ロ
ゴ
ス
的
内
実
が
重
い
あ
り
さ
ま
で
あ
り
ま
す
。
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第
五
章
　
日
本
語
文
末
詞
の
生
成
発
展

第
一
節
　
史
的
考
察

上
述
の
よ
う
な
「
機
能
と
意
味
作
用
」
の
文
末
詞
は
、
日
本
語
に
あ
っ
て
、
由
来
、
よ
-
生
き
、
日
本
語
と
と
も

に
よ
く
生
成
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
を
追
う
た
め
に
、
今
は
一
つ
、
「
ヤ
」
文
末
詞
を
視
材
に
し
て
み
ま
す
。

「
ヤ
」
は
'
本
来
、
「
叫
び
声
」
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
感
声
と
も
言
っ
て
も
よ
い
も
の
だ
っ
た

か
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
が
'
早
-
か
ら
国
語
史
上
に
見
え
た
の
も
う
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
か
と
解
さ
れ

ま
し
ょ
う
。大

野
晋
氏
・
佐
竹
昭
広
氏
・
前
田
金
五
郎
氏
『
岩
波
古
語
辞
典
』
(
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
)
の
「
基
本
助
詞

解
説
」
に
は
、
「
や
」
に
つ
い
て
の
'
「
本
来
は
掛
け
声
で
あ
り
'
相
手
に
向
っ
て
発
す
る
間
投
助
詞
で
あ
っ
た
。
」
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と
の
記
述
が
見
ら
れ
ま
す
。

古
文
献
に
つ
い
て
、
『
古
事
記
』
の
例
を
見
れ
ば
'

○
美
麻
紀
伊
理
毘
古
波
夜
。

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
「
波
夜
」
は
、
文
末
の
訴
え
こ
と
ば
と
見
ら
れ
て
い
ま
し
ょ
う
。
こ
の
う
ち
に
「
ヤ
」
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
た
し
か
に
、
感
声
的
な
訴
え
こ
と
ば
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
『
日
本
書
紀
』
の
事
例
を
見
る
と
、

○
而
東
南
望
之
三
歎
日
吾
嬬
者
耶
。

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
の
「
者
耶
」
の
ば
あ
い
は
'
「
ハ
ヤ
」
で
あ
っ
て
も
、
「
ハ
」
の
別
置
さ
れ
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
　
-
　
こ
の
事
例
に
あ
っ
て
は
、
単
独
に
は
た
ら
-
「
ヤ
」
文
末
詞
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
認
め

ら
れ
や
す
い
で
し
ょ
う
。
『
播
磨
風
土
記
』
に
も
、
「
後
得
御
病
勅
云
薬
者
也
。
」
と
あ
り
ま
す
。

上
代
語
辞
典
編
修
委
員
会
編
『
時
代
別
　
‥
　
月
代
編
　
国
語
大
辞
典
』
(
三
省
堂
　
昭
和
四
十
二
年
十
二
月
)
の

イ

ス

　

カ

ミ

や

フ

ル

「
や
[
噌
]
　
(
感
動
)
」
の
条
を
見
る
と
'
「
②
句
の
間
に
括
ま
れ
る
は
や
し
詞
。
」
と
あ
っ
て
'
「
石
の
上
也
布
留
の
山

や

　

ツ

マ

　

　

　

カ

　

　

や

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

イ

ス

カ

ミ

や

の
熊
が
爪
也
六
爪
ろ
か
も
し
鹿
が
爪
也
」
　
(
琴
歌
譜
)
の
事
例
が
見
え
ま
す
。
こ
れ
の
'
た
と
え
ば
「
石
の
上
也
」
と

あ
る
の
も
'
私
に
は
'
よ
び
か
け
の
表
現
と
思
わ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
第
一
セ
ン
テ
ン
ス
は
「
也
」
で
完
結
L
へ

r

　

蝣

=

蝣

　

　

　

　

　

　

　

　

　

c

-

「
也
」
の
「
ヤ
」
は
'
訴
え
の
は
た
ら
き
の
文
末
詞
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
「
布
留
の
山
の
熊
が
爪
也
」

も
ま
た
へ
一
セ
ン
テ
ン
ス
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
ま
す
。
「
ヤ
」
は
「
は
や
し
詞
」
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
一

87
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セ
ン
テ
ン
ス
を
言
い
ま
と
め
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

万
葉
集
の
例
を
、
さ
き
の
『
岩
波
古
語
辞
典
』
の
「
基
本
助
詞
解
説
」
の
「
や
」
の
と
こ
ろ
か
ら
お
借
り
し
て
み
ま

・
'

ほ
と
と
ぎ
す
鳴
-
峰
(
を
)
　
の
上
の
卯
の
花
の
厭
(
ラ
)
　
き
事
あ
れ
や
君
が
来
ま
き
ぬ
八
万
一
五
〇
一
)

と
あ
り
ま
す
。
「
解
説
」
に
は
'
こ
れ
に
つ
い
て
の
'
「
こ
れ
は
『
君
が
来
ま
さ
ぬ
[
ハ
]
・
・
廠
き
こ
と
あ
れ
や
』
の

倒
置
で
あ
る
。
」
と
の
説
明
が
見
え
ま
す
。
こ
れ
に
し
た
が
え
ば
、
「
や
」
の
、
文
表
現
を
括
着
す
る
訴
え
こ
と
ば
で

あ
る
こ
と
が
'
い
よ
い
よ
明
ら
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

1
般
に
は
'
上
代
に
あ
っ
て
も
'
話
し
こ
と
ば
の
中
で
、
「
ヤ
」
は
、
自
在
に
つ
か
わ
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う

か
。時

代
を
-
だ
っ
て
み
ま
す
。

『
枕
草
子
』
を
見
ま
し
ょ
う
。
謂
柵
監
『
畑
草
野
(
尚
学
図
書
昭
和
五
十
五
年
五
月
)
の
『
枕
草
子
』
に

は
、○

女
房
「
歌
は
歌
ふ
や
」

け
ふ

○
中
宮
「
さ
て
'
雪
は
、
今
日
ま
で
あ
り
や
」

9
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な
ど
の
事
例
が
見
え
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
言
わ
ば
目
上
の
人
か
ら
、
そ
う
で
は
な
い
人
に
問
う
こ
と
ば
に
な
っ
て
い

ま
す
。
と
も
あ
れ
へ
会
話
で
の
'
問
い
の
「
ヤ
」
の
'
気
や
す
い
用
い
か
た
が
見
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
今
日
の
諸
方
言

で
の
、
問
い
の
「
ヤ
」
　
に
お
な
じ
も
の
が
あ
り
ま
す
。

『
源
氏
物
語
』
を
見
ま
す
。
松
尾
聴
氏
の
『
沌
源
氏
物
語
新
講
　
　
顔
・
若
紫
-
』
(
武
蔵
野
書
院
昭
和
三

十
l
年
九
月
)
　
に
は
'

な
に
ぴ
と

○
こ
の
西
な
る
家
に
は
、
何
人
の
住
む
ぞ
。
間
ひ
き
き
た
り
や
。

と
の
事
例
が
見
え
ま
す
。
こ
れ
は
、
「
源
氏
」
が
「
惟
光
」
に
聞
-
こ
と
ば
で
す
。

-
r
r
i
n

o
隣
の
家
々
、
あ
や
し
き
蔑
男
の
声
々
'
目
さ
ま
し
て
、
「
あ
は
れ
へ
い
と
寒
L
や
。
今
年
こ
そ
な
り
は
ひ
に
も
頼

む
所
少
上
　
田
舎
の
通
ひ
も
思
ひ
か
け
ね
ば
、
い
と
心
ぽ
そ
け
れ
。
北
殿
こ
そ
、
聞
き
給
へ
や
」

と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
の
会
話
の
と
こ
ろ
は
'
「
通
釈
」
で
は
、

「
あ
ゝ
と
て
も
寒
い
よ
。
今
年
は
殊
に
家
業
に
も
あ
て
が
少
-
、
田
舎
の
行
商
も
す
る
気
が
な
い
か
ら
へ
た
い
そ

う
心
細
い
こ
と
だ
。
北
隣
り
さ
ん
。
(
私
の
言
う
こ
と
を
)
聞
い
て
-
だ
さ
い
よ
。
」

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
後
の
二
つ
の
「
や
」
が
、
「
よ
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
会
話
で
の
「
や
」
が
'
ま
さ
に
、
文
末

訴
え
こ
と
ば
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
ば
あ
い
は
、
あ
と
の
「
や
」
な
ど
、
明
ら

か
に
目
下
と
は
言
え
な
い
人
へ
の
こ
と
ば
づ
か
い
に
な
っ
て
い
ま
し
ょ
う
。
前
の
「
や
」
も
、
身
分
に
は
関
係
が
あ

08
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り
ま
す
ま
い
。

さ

ぶ

ら

　

　

　

　

　

ふ

び

ん

　

　

　

　

　

　

　

　

　

む

つ

ま

　

し

も

げ

い

し

　

　

　

　

　

　

　

　

ま

つ

O
「
御
供
に
人
も
侍
は
ざ
り
け
り
。
不
便
な
る
わ
ざ
か
な
」
と
て
'
睦
じ
き
下
家
司
に
て
、
殿
に
も
仕
う
奉
る
も

の
な
り
け
れ
ば
'
参
り
よ
り
て
、
「
さ
る
べ
も
八
召
す
べ
き
に
や
」
な
ど
申
さ
す
れ
ど
、

と
な
る
と
'
こ
れ
は
へ
源
氏
と
い
う
長
上
へ
の
問
い
の
「
や
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
源
氏
が
目
下
の
も
の
に
つ
か
っ

た
「
や
」
　
の
例
は
、

も

　

　

こ

O
「
な
は
持
て
来
や
。
所
に
従
ひ
て
こ
そ
」
と
て
'

で
す
。
こ
こ
は
命
令
の
表
現
に
な
っ
て
い
ま
す
。
『
源
氏
物
語
』
　
に
あ
っ
て
も
、
会
話
に
「
や
」
の
出
て
-
る
こ
と

は
、
め
ず
ら
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

(
以
上
の
例
は
、
す
べ
て
、
「
夕
顔
」
に
あ
る
も
の
で
す
。
)

つ
ぎ
に
は
、
『
晴
輪
日
記
』
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
2
0
　
(
岩
波
書
店
　
昭
和
三
十
二
年
十

二
月
)
　
の
川
口
久
雄
氏
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
に
よ
り
ま
す
。
会
話
に
'
し
ば
し
ば
「
ヤ
」
が
出
て
き
ま
す
。

を
の
こ
(
ち
)
　
　
(
ゐ
)

O
「
男
ど
ん
は
ま
い
り
に
た
り
や
」
な
ど
い
ひ
て
'

な
ど
と
あ
り
ま
す
。
歌
に
、

こ

ひ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

き

み

○
と
こ
な
つ
に
恋
し
き
こ
と
や
な
ぐ
さ
み
ん
と
君
が
か
き
ほ
に
を
る
と
し
ら
ず
や

と
あ
り
ま
す
。
地
の
文
の
思
い
が
た
り
に
は
、

100



○
-
-
-
へ
　
い
と
つ
ら
き
や
。

が
あ
り
ま
す
。

:ゥ:

○
さ
き
な
る
を
の
こ
ど
ん
、
「
と
う
へ
う
な
が
せ
や
」
な
ど
お
こ
な
ふ
。

o
「
う
ち
ひ
き
す
ご
す
と
き
-
ぞ
か
ら
か
な
る
や
」
な
ど
い
ふ
を
き
-
に
'

こ
れ
ら
は
'
ま
た
、
会
話
の
例
で
す
。
つ
ぎ
の
情
景
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

さ

き

(

や

ま

ぶ

き

)

さ

き

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

し

　

　

　

こ

(

ゆ

く

)

○
い
か
ゞ
崎
、
山
吹
の
崎
な
ど
い
ふ
と
こ
ろ
ぐ
み
や
り
て
、
畳
の
な
か
よ
り
漕
ぎ
行
。
ま
だ
物
た
し
か
に
も
み

か

ぢ

ォ

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ふ

ね

え
ぬ
ほ
ど
に
、
は
る
か
な
る
梶
の
を
と
し
て
、
心
ほ
そ
-
う
た
ひ
-
る
舟
あ
り
。
ゆ
き
ち
が
ふ
ほ
ど
に
'
「
い
づ

い
し
(
や
ま
)

く
の
ぞ
や
」
と
と
ひ
た
れ
ば
'
「
石
山
へ
'
人
の
御
む
か
へ
に
」
と
ぞ
こ
た
ふ
な
る
。

こ
こ
に
へ
作
者
の
こ
と
ば
、
「
い
づ
-
の
ぞ
や
」
が
あ
り
ま
す
。
女
性
も
'
こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
を
し
た
の
で
し

ょ
う
か
。
「
ぞ
や
」
の
こ
と
ば
づ
か
い
が
'
私
ど
も
に
も
、
身
に
ち
か
い
も
の
に
思
わ
れ
ま
す
。
(
じ
っ
は
、
私
は
、

こ
こ
の
「
や
」
を
見
て
、
や
が
て
へ
『
か
げ
ろ
ふ
』
の
「
や
」
を
広
-
見
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
た
。
)
『
か
げ
ろ
ふ
』

の
世
界
に
'
現
代
諸
方
言
に
わ
た
る
「
ヤ
」
の
生
活
の
'
一
つ
の
ふ
る
さ
と
見
る
よ
う
な
思
い
が
し
ま
す
。

28

『
か
げ
ろ
ふ
』
に
つ
い
て
へ
「
や
」
を
考
え
る
う
え
で
の
'
好
個
の
事
例
を
、
な
お
1
つ
、
引
用
し
て
み
ま
L

s
x
a
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あ
な
か
ま
へ
　
こ
～
に
な
し
と
こ
た
へ
よ
。

と
の
l
文
が
見
え
ま
す
.
こ
琴
で
あ
っ
て
'
な
お
、
他
に
は
、

ぎ

う

し

き

お

の

こ

(

ち

)

　

　

　

　

　

　

(

わ

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ゑ

大
夫
の
雑
色
の
男
ど
ん
'
な
び
す
と
て
さ
は
ぐ
を
き
け
ば
、
や
う
や
う
酵
ひ
す
ぎ
て
、
「
あ
な
か
ま
や
」

こ
ゑ

な
ど
い
ふ
聾
き
こ
ゆ
る
。

と
の
表
現
が
見
え
ま
す
。
「
や
」
が
'
自
由
に
つ
け
そ
え
ら
れ
た
文
末
特
定
成
分
で
あ
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。
「
-
-
-
や
。
」
は
'
感
嘆
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
他
に
は
、
「
あ
な
か
ま
ノ
＼
」

と
の
言
い
か
た
も
見
え
ま
す
。
「
あ
な
か
ま
や
」
で
の
'
「
や
」
の
特
定
性
が
、
い
よ
い
よ
明
ら
か
で
あ
り
ま
し

よ
う
0

く
だ
っ
て
は
、
中
世
以
降
を
見
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
で
は
'
畏
友
佐
々
木
岐
氏
の
労
作
に
し
た
が
わ
せ
て
い
た
だ
き

X
S
S
k氏

に
、
「
拙
票
虎
明
本
に
お
け
る
文
末
特
定
要
素
(
文
末
詞
)
に
つ
い
て
の
基
礎
的
研
究
」
(
『
方
言
研
究
叢
書
』

第
1
0
巻
　
三
弥
井
書
店
　
昭
和
五
十
七
年
七
月
)
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
論
文
の
「
1
　
虎
明
本
狂
言
に
お
け
る
、
文

末
特
定
要
素
(
文
末
詞
概
観
)
」
に
は
、

b
　
ヤ
行
音
文
末
詞

3

C
O



ヤ
　
　
　
ゾ
ヤ

ヤ
イ
　
　
カ
ヤ
イ
　
ゾ
ヤ
イ
　
イ
ヤ
イ
　
ワ
ヤ
イ
　
ワ
イ
ヤ
イ

ヤ
レ
　
　
カ
ナ
ヤ
レ
a
>

ヨ
　
　
　
イ
ヨ
　
ゾ
ヨ
　
ゾ
ト
ヨ
　
マ
デ
ヨ
　
カ
シ
ラ
メ
ヨ
　
ゾ
シ
ラ
メ
ヨ

と
い
う
の
が
見
え
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
私
ど
も
は
'
「
ヤ
」
　
の
通
行
を
視
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

同
論
文
の
「
三
　
諸
他
の
文
献
と
の
比
較
」
か
ら
'
な
お
へ
氏
の
労
作
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

実
例
の
掲
示
は
割
愛
し
、
当
該
事
象
の
有
無
と
い
う
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
、
以
下
、
箇
条
書
ふ
う
に
整
理

し
て
み
る
。

Ⅲ
　
天
草
版
平
家
物
語
は
'
同
エ
ソ
ポ
物
語
に
比
べ
て
、
ナ
行
音
文
末
詞
が
多
彩
で
あ
る
が
、
虎
明
本
に
は

遠
-
及
ば
な
い
。
(
「
ナ
」
「
ヤ
ナ
」
「
ヨ
ナ
」
、
「
ナ
ウ
」
、
「
ノ
」
「
ヨ
ノ
」
が
認
め
ら
れ
る
。
(
以
下
略
)

廟
　
閑
吟
集
に
は
、
「
ナ
」
「
ヤ
ナ
」
の
他
、
虎
明
本
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
ト
ナ
」
が
あ
る
。
ま
た
へ
　
「
ナ
ウ
」

「
ヨ
ナ
ウ
」
「
カ
ナ
ウ
」
「
ゾ
イ
ナ
ウ
」
が
あ
り
、
虎
明
本
に
無
い
　
「
ガ
ナ
ナ
ウ
」
「
カ
ナ
ウ
サ
テ
」
「
ー
ヨ

ナ
ウ
」
、
「
ヨ
ノ
」
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
(
以
下
略
)

㈲
　
大
文
典
に
は
、
「
ナ
」
「
ヨ
ナ
」
、
「
ナ
ウ
」
「
ヤ
ナ
ウ
」
「
ヨ
ナ
ウ
」
が
見
ら
れ
る
。
虎
明
本
に
無
い
も
の

で
は
、
「
ノ
」
　
の
複
合
形
「
ヤ
ノ
」
が
あ
る
。
(
以
下
略
)

4
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㈲
　
『
周
易
抄
の
国
語
学
的
研
究
』
に
は
'
ナ
行
音
文
末
詞
と
見
ら
れ
る
例
と
し
て
、
「
ヤ
ナ
」
の
一
形
が
あ

る
の
み
で
あ
る
。

『
室
町
時
代
1
1
露
の
研
究
』
で
は
、
単
純
形
の
「
ナ
」
の
み
で
あ
る
が
'
『
徳
川
時
代
言
語
の
研
究
』
と

な
る
と
ヘヤ

ナ
　
ヨ
ナ
　
カ
ナ
　
ガ
ナ
　
　
ナ
ウ
　
ワ
ナ
ウ
　
　
ノ

な
ど
'
虎
明
本
に
見
え
る
も
の
の
他
に
、

イ
ナ
　
カ
イ
ナ
　
ワ
イ
ナ
　
　
ワ
イ
ナ
ウ
　
　
ヤ
ノ
　
カ
イ
ノ
　
ゾ
イ
ノ
　
イ
ノ
　
ト
イ
ノ
　
ノ
イ

ノ
　
ガ
ノ
　
ヤ
イ
ノ
　
ゾ
ヤ
イ
ノ

な
ど
、
虎
明
本
に
無
い
多
数
の
語
形
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
他
、

ナ
ア
　
カ
イ
ナ
ア
　
ゾ
イ
ナ
ア

な
ど
の
「
ナ
ア
」
形
の
見
ら
れ
る
こ
と
も
、
注
目
に
値
す
る
。

一
方
で
、
「
ナ
」
「
ゾ
ナ
」
、
「
ヤ
ナ
ウ
」
「
ヨ
ナ
ウ
」
「
カ
ナ
ウ
」
「
ガ
ナ
ウ
」
「
ト
ナ
ウ
」
へ
「
ヨ
ノ
」
「
カ
ノ
」

「
ト
ノ
」
な
ど
が
見
え
な
い
の
は
'
単
な
る
偶
然
な
の
か
ど
う
か
。

虎
明
本
と
の
如
上
の
相
違
は
、
時
代
差
と
い
う
こ
と
で
済
む
こ
と
な
の
か
、
或
い
は
、
そ
の
他
の
理
由

も
あ
っ
て
の
こ
と
な
の
か
。
今
後
は
'
室
町
時
代
の
文
献
を
広
-
見
渡
し
て
、
そ
れ
ら
の
語
形
の
有
無
を

58



確
か
め
る
必
要
が
あ
る
。

佐
々
木
氏
は
'
む
す
ん
で
こ
う
説
か
れ
る
。

虎
明
本
に
於
け
る
賀
末
詞
の
多
彩
さ
は
'
と
り
も
な
お
さ
ず
へ
そ
の
対
話
性
の
顕
著
で
あ
る
こ
と
を
証
し
て

い
る
。
虎
明
本
の
本
文
に
関
し
て
へ
　
固
定
化
・
改
変
と
い
う
こ
と
が
'
し
ば
し
ば
問
題
に
さ
れ
る
。
文
末
詞
に

関
し
て
、
虎
清
本
と
殆
ん
ど
異
文
の
存
し
な
い
こ
と
を
考
え
合
せ
れ
ば
、
虎
明
本
の
文
末
詞
は
、
決
し
て
古
典

的
・
固
定
的
な
も
の
で
は
な
-
'
当
期
に
、
ま
さ
に
生
き
て
働
-
姿
を
写
し
た
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
把
握

し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

68

長
い
近
世
期
に
関
し
て
は
'
な
お
1
　
つ
、
い
わ
ゆ
る
切
れ
字
の
「
や
」
　
の
こ
と
を
、
述
べ
そ
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

古
池
や
蛙
と
び
こ
む
水
の
音

と
あ
る
の
で
は
う
　
文
章
論
的
に
は
、
「
古
池
や
。
」
を
一
文
表
現
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
見
た
ば
あ
い
の
「
や
」
は
'
詠
嘆
の
文
末
特
定
要
素
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
　
-
　
も
の
は
、
文
末
詞
と

さ
れ
ま
し
ょ
う
。

菜
の
花
や
月
は
東
に
日
は
西
に

こ
れ
に
あ
っ
て
も
、
「
菜
の
花
や
。
」
が
'
「
や
」
止
め
の
1
文
表
現
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
「
切
れ
字
」
と
は
、
よ
-
ち
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言
い
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
、
私
は
考
え
た
い
の
で
す
。

夕
立
や
家
を
め
ぐ
り
て
あ
ひ
る
な
く

で
の
「
夕
立
や
。
」
も
ま
た
へ
同
様
の
「
-
-
-
や
。
」
表
現
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
「
や
」
は
、
人
に
よ
び
か
け
て
,
1
た
と
え
ば
老
女
が
孫
小
男
に
二
一
即
や
o
〃
と
言
う
の
に
お
な

じ
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
や
」
は
遊
離
独
立
の
文
成
分
で
あ
り
'
特
定
文
末
要
素
で
あ
り
ま
す
。
も
の

は
、
よ
び
か
け
用
の
文
末
詞
と
さ
れ
ま
す
。

人
が
,
話
し
の
途
中
で
、
〝
何
々
や
　
こ
れ
こ
れ
や
〟
と
列
挙
し
た
時
も
、
そ
の
「
や
」
は
、
列
挙
で
、
「
何
々
」

「
こ
れ
こ
れ
」
を
言
い
さ
だ
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
も
と
に
は
、
表
現
上
の
心
理
的
ポ
ー
ズ
が
'
か
な
ら
ず
存
在

し
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
ポ
ー
ズ
に
よ
っ
て
さ
さ
え
ら
れ
る
「
や
」
は
'
や
は
り
へ
よ
び
か
け
的
な
も
の
と
解
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
「
や
」
が
、
や
は
り
、
Ⅰ
来
の
文
末
特
定
要
素
「
ヤ
」
に
通
う
も
の
(
性
分
)
を

示
し
て
い
ま
す
。

古
来
、
同
塵
の
「
や
」
が
、
か
な
り
自
在
に
用
い
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
「
や
」
が
、
本
来
、
叫
び
ご
え
的
な
も

の
、
感
声
的
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
こ
れ
は
、
自
由
聞
達
な
使
用
の
ま
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
文
末
の
「
ヤ
」

に
つ
い
て
,
係
助
詞
理
解
の
た
ち
ば
か
ら
の
諸
種
の
解
釈
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
ょ
う
と
も
、
そ
の
よ
う
に
解
さ
れ
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る
「
ヤ
」
が
'
現
に
、
訴
え
作
用
・
よ
び
か
け
作
用
の
つ
よ
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
随
時
へ
認
め
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
「
ヤ
」
の
始
源
的
本
性
は
、
生
き
て
永
-
保
存
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う

m
「
ヤ
」
に
は
か
ぎ
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
訴
え
作
用
の
特
定
要
素
を
な
す
感
声
的
な
も
の
は
'
本
来

が
叫
び
ご
え
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
も
ふ
さ
わ
し
く
そ
れ
自
体
が
、
一
個
独
自
の
完
結
体
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
点
を
凝
視
し
て
も
私
は
'
「
ヤ
」
な
ら
「
ヤ
」
を
'
「
文
表
現
的
性
格
の
も
の
」
(
こ
の
性
格
を
、
私
は
'
旧
来
、

「
文
的
性
格
」
と
約
言
し
て
き
ま
し
た
。
)
と
も
規
定
し
て
み
ま
す
。
文
表
現
的
性
格
の
も
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
も
の

は
'
ど
こ
へ
も
自
由
に
持
ち
あ
る
か
れ
へ
き
っ
そ
-
に
、
文
末
に
膨
着
せ
し
め
ら
れ
て
き
た
の
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。

以
上
、
「
ヤ
」
を
と
り
た
て
て
'
1
片
の
史
的
考
察
に
し
た
が
い
ま
し
た
。
つ
ぎ
に
は
'
「
ヤ
」
の
歴
史
を
、
現
代

語
界
に
た
ど
り
ま
す
。

O
G

8

第
二
節
　
現
代
日
本
語
方
言
状
態
上
の
「
ヤ
」
文
末
詞

古
典
的
な
「
ヤ
」
文
末
詞
の
世
界
を
、
適
時
的
に
観
察
し
て
の
ち
、
現
代
日
本
語
の
方
言
状
態
に
'
「
ヤ
」
の
生
態

を
見
る
に
つ
け
て
も
、
「
ヤ
」
は
な
る
ほ
ど
こ
の
よ
う
に
も
、
今
日
、
共
時
的
に
よ
-
生
き
て
い
る
の
か
と
'
痛
感
さ
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せ
ら
れ
ま
す
。
今
日
に
あ
っ
て
,
「
ヤ
」
文
末
詞
は
、
口
頭
語
世
界
の
有
力
な
文
末
詞
で
す
。

こ
と
が
現
代
事
象
で
あ
る
だ
け
に
、
私
ど
も
は
、
「
ヤ
」
に
関
し
て
、
そ
の
用
法
の
具
体
を
精
細
に
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
概
括
し
ま
す
な
ら
ば
,
「
ヤ
」
に
、
よ
び
か
け
の
用
法
が
あ
り
、
感
嘆
の
用
法
が
あ
り
、
問
い
の
用
法
が
あ

り
、
命
令
の
用
法
が
あ
り
、
誘
い
の
用
法
が
あ
り
、
奨
め
の
用
法
が
あ
り
、
推
量
の
用
法
が
あ
り
へ
願
望
の
用
法
が

あ
り
,
依
頼
の
用
法
が
あ
り
、
説
明
・
表
明
の
用
法
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
受
け
ひ
き
(
受
け
あ
っ
て
自
己
に
引
き

あ
て
る
)
の
用
法
が
あ
り
、
応
答
の
用
法
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
単
純
に
,
「
何
」
の
用
法
と
の
言
い
か
た
を
し
ま
し
た
が
へ
こ
の
か
ん
た
ん
な
言
い
か
た
は
、
じ

つ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
「
命
令
の
表
現
」
に
つ
い
て
言
う
な
ら

ば
,
こ
う
で
す
。
1
「
文
表
現
の
末
尾
に
立
っ
て
、
そ
の
表
現
の
全
体
を
命
令
表
現
た
ら
し
め
る
、
『
ヤ
』
の

機
能
」
。
か
ん
た
ん
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
問
い
の
用
法
の
「
ヤ
」
で
あ
れ

ば
,
「
問
い
の
表
現
に
役
だ
つ
『
ヤ
』
」
。
ま
た
、
「
問
い
の
表
現
の
形
成
に
あ
ず
か
る
『
ヤ
』
」
と
も
言
い
あ
ら
わ

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
問
い
の
表
現
を
形
成
す
る
『
ヤ
』
」
と
言
い
あ
ら
わ
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。
さ
き

の
拙
著
『
方
言
文
末
詞
〈
誤
)
の
研
究
　
(
上
)
』
で
は
、
p
.
5
9
1
に
、

「
命
令
の
『
ヤ
』
」
は
'
命
令
の
表
現
を
完
結
さ
せ
る
強
力
効
果
の
「
ヤ
」
で
あ
る
。

と
の
言
い
か
た
を
し
て
い
ま
す
。

S
B
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現
代
諸
方
言
上
の
「
ヤ
」
は
、
総
じ
て
へ
非
上
品
の
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
　
-
　
例
外
の
あ
る
こ
と
は
'
言
う

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
古
文
献
上
の
「
ヤ
」
表
現
の
事
例
に
関
し
て
は
、
そ
の
表
現
品
位
の
精
細
を
追
求
す
る
こ
と

が
不
可
能
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
さ
ま
で
非
上
品
み
の
つ
よ
い
も
の
は
'
兄
い
だ
さ

れ
に
く
い
か
の
よ
う
に
も
感
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。
じ
つ
さ
い
、
そ
う
い
う
品
位
上
の
こ
と
は
'
ど
う
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。『

日
本
古
典
文
学
大
系
本
』
九
の
『
竹
取
物
語
　
伊
勢
物
語
　
大
和
物
語
』
　
(
岩
波
書
店
　
昭
和
三
十
二
年
十
月
)

の
中
で
'
『
伊
勢
物
語
』
　
の
一
二
七
を
見
ま
す
と
、

ゆ

　

*

<

-

'

　

み

イ

　

　

　

と

こ

ろ

　

　

　

c

,

　

　

　

　

　

　

J

J

む
か
し
へ
女
を
ぬ
す
み
て
な
ん
行
-
道
に
'
水
の
あ
る
所
に
て
、
「
飲
ま
ん
と
や
」
と
間
ふ
に
'
う
な
づ
き
け

つ

ぎ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

て

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ゐ

　

　

　

　

　

　

　

　

を

れ
ば
、
杯
な
ど
も
具
せ
ざ
り
け
れ
ば
'
手
に
む
す
び
て
食
は
す
。
率
て
の
ぼ
り
(
け
り
。
お
と
こ
、
な
-
な
り

と

こ

ろ

　

　

　

　

ゆ

　

　

　

　

　

み

づ

の

に
)
　
け
れ
ば
'
も
と
の
所
に
か
へ
り
行
-
に
ち
　
か
の
水
飲
み
し
と
こ
ろ
に
て
、

お

は

は

ら

　

　

　

　

　

み

づ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

と

大
原
や
せ
か
ひ
の
水
を
む
す
び
つ
～
あ
-
や
と
間
ひ
し
人
は
い
づ
ら
は

き

と
い
ひ
て
衆
に
け
り
。
(
あ
)
　
は
れ
ノ
(
㌔
.

と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
の
'
「
飲
ま
ん
と
や
」
の
「
や
」
は
、
ど
の
程
度
の
表
現
品
位
の
「
や
」
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

も
と
よ
り
、
こ
の
「
や
」
は
'
頭
注
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
へ
　
「
『
飲
ま
ん
と
や
す
る
』
　
の
略
」
と
さ
れ
る
も
の
か

0

9
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も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
,
本
文
の
こ
こ
は
'
現
に
「
と
や
」
の
む
す
び
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
私
ど
も
は

読
者
と
し
て
,
「
や
」
に
よ
っ
て
言
い
き
ら
れ
て
い
る
会
話
文
と
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
の
み
か
'
受
け
と
ら

ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
本
源
は
係
助
詞
と
見
ら
れ
る
も
の
が
'
本
文
の
現
実
態
で
は
、
か
な
り

単
純
な
よ
び
か
け
こ
と
ば
の
「
や
」
に
な
っ
て
い
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
表
現
品
位
は
、
こ
の
さ
い
、
男
が
盗

ん
で
つ
れ
て
い
-
女
に
よ
び
か
け
た
こ
と
ば
と
し
て
見
た
時
,
か
な
り
-
つ
ろ
い
だ
程
度
の
も
の
か
と
察
せ
ら
れ
ま

す
。
し
か
し
、
本
文
の
、
あ
と
に
出
て
-
る
歌
に
見
え
る
「
あ
-
や
と
間
ひ
し
人
は
」
と
あ
る
「
あ
く
や
」
に
い
た

っ
て
は
、
歌
の
こ
と
ば
の
「
や
」
と
し
て
'
品
位
は
さ
ま
で
低
-
は
な
い
も
の
と
受
け
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
大
野
晋
氏
が
、
「
万
葉
集
の
助
詞
『
ヤ
』
に
つ
い
て
」
(
『
文
学
』
第
五
十
六
巻
第
六
号
　
昭
和
六
十
三
年

六
月
)
の
中
で
,
「
(
二
)
文
末
に
来
る
ヤ
」
を
と
り
あ
げ
て
い
ら
れ
ま
す
。
そ
の
最
後
の
引
例
歌
は
、

と
や

神
な
び
の
　
山
下
と
よ
み
　
行
-
水
に
　
か
は
づ
鳴
-
な
る
　
秋
と
い
は
む
鳥
屋

(
行
-
水
に
カ
バ
ヅ
が
鳴
い
て
い
る
の
は
、
も
う
秋
だ
と
い
お
う
と
す
る
ん
だ
な
?
)

で
あ
り
ま
す
。
氏
は
、
「
こ
の
歌
の
場
合
ト
ヤ
は
、
つ
き
か
え
す
気
持
を
表
し
て
い
る
と
い
う
ほ
ど
強
い
も
の
で
は
な

く
、
『
き
っ
と
、
も
う
秋
だ
と
い
お
う
と
し
て
い
る
ん
だ
な
』
程
度
の
意
味
と
思
わ
れ
る
。
単
純
な
問
い
か
け
で
あ
る
。
」

と
言
わ
れ
ま
す
。
単
純
な
問
い
か
け
と
さ
れ
る
「
と
や
」
は
,
も
は
や
、
感
動
表
現
に
役
だ
っ
て
い
る
も
の
と
も
言

え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
さ
て
、
こ
こ
の
「
と
や
」
な
い
し
は
「
や
」
が
、
ど
う
い
う
表
現
品
位
の
も
の
か

19



問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
-
　
さ
き
の
伊
勢
の
「
あ
く
や
」
の
「
や
」
の
ば
あ
い
に
、
お
よ
そ

等
し
な
み
の
も
の
が
'
こ
こ
に
も
あ
る
の
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

古
文
に
つ
い
て
へ
こ
の
よ
う
な
た
ど
り
か
た
を
し
て
み
ま
す
と
も
現
代
諸
方
言
上
の
「
ヤ
」
表
現
の
大
勢
は
,
や

は
り
、
非
上
品
本
位
の
も
の
と
言
わ
な
く
て
は
な
り
ま
す
ま
い
。

こ
こ
に
7
つ
の
、
お
も
し
ろ
い
問
題
が
あ
り
ま
す
.
現
代
諸
方
言
上
で
の
ナ
行
音
文
末
詞
、
こ
れ
に
属
す
る
「
ナ
」

と
「
ノ
」
と
で
は
'
共
通
語
感
覚
か
ら
は
、
後
者
よ
り
も
前
者
の
ほ
う
が
上
品
と
の
受
け
と
り
か
た
が
な
さ
れ
て
い

ま
し
ょ
う
。
だ
の
に
ヘ
ヤ
行
音
文
末
詞
の
「
ヤ
」
と
「
ヨ
」
と
の
品
位
対
応
で
は
、
共
通
語
感
覚
に
生
き
る
人
の
多

く
が
'
「
ヨ
」
表
現
を
'
晶
等
の
よ
り
高
い
も
の
と
見
る
こ
と
か
と
察
せ
ら
れ
ま
す
。
尾
母
音
へ
〔
a
〕
と
〔
。
〕
と
の

対
応
と
い
う
点
で
'
ナ
行
音
文
末
詞
と
ヤ
行
音
文
末
詞
と
の
ば
あ
い
へ
品
位
観
が
逆
転
す
る
の
は
,
ま
こ
と
に
お
も

し
ろ
い
こ
と
で
す
。

現
代
日
本
語
方
言
状
態
の
趨
勢
か
ら
す
れ
ば
、
「
ヤ
」
表
現
は
'
品
位
の
向
上
を
き
た
す
こ
と
が
な
さ
そ
う
で
あ
り

ま
す
。
共
通
語
人
士
の
間
に
も
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
が
ち
の
「
何
々
し
よ
う
　
ヤ
。
」
の
ば
あ
い
な
ど
は
,
た
い
て

い
へ
人
が
や
や
お
ど
け
ぎ
み
に
、
「
ヤ
」
を
用
い
て
い
る
で
し
ょ
う
。
「
ヤ
」
は
'
あ
え
て
非
上
品
表
現
(
い
わ
ば
下

品
表
現
)
　
支
持
の
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
し
ょ
う
。

29
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以
下
に
は
'
現
代
日
本
語
方
言
共
時
態
の
う
え
に
さ
か
ん
な
、
「
ヤ
」
表
現
生
活
の
'
ひ
と
わ
た
り
の
見
か
た
を
し

て
み
ま
す
。「

ヤ
」
に
は
'
「
ヤ
イ
」
「
ヤ
ン
」
の
異
形
も
あ
り
ま
す
。
「
ナ
」
に
「
ナ
イ
」
「
ナ
ン
」
が
あ
る
と
同
様
で
あ
り

ま
す
。
こ
う
し
た
へ
　
約
束
の
異
形
と
も
言
え
る
よ
う
な
も
の
さ
え
も
分
岐
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
ま
た
、
「
ヤ
」

の
流
通
の
盛
大
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

「
ヤ
」
に
関
す
る
複
合
形
文
末
詞
の
こ
と
も
'
こ
こ
で
と
り
あ
げ
て
し
か
る
べ
き
で
も
あ
り
ま
す
。
が
'
こ
れ

は
、
文
末
詞
の
繁
栄
の
だ
い
じ
な
説
明
の
た
め
に
、
の
ち
の
節
を
も
っ
て
持
説
す
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

九
州
で
は
'
南
部
の
鹿
児
島
県
下
に
、
南
島
域
に
関
連
す
る
、
注
目
す
べ
き
現
象
が
見
ら
れ
ま
す
。
大
隅
東
岸
の

誘
い
の
「
ヤ
」
　
の
例
と
し
て
、

○
ゴ
バ
ン
刈
　
イ
ッ
叫
朝
刊
　
夕
雲
っ
叫
　
ヤ
。

ご
は
ん
を
い
っ
し
ょ
に
た
べ
ま
し
ょ
う
よ
。

な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
う
し
た
　
「
ヤ
」
は
'
け
っ
し
て
、
下
品
な
文
表
現
の
　
「
ヤ
」
　
で
は
あ
り
ま
す

ま
い
。
同
地
の
、

.

.

～

○
イ
カ
ン
パ
ッ
テ
ン
　
ヨ
カ
　
ヤ
。

〟
行
か
ん
で
も
い
い
で
す
か
。
″

S
K
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上
斗

に
し
て
も
、
人
は
、
こ
の
「
ヤ
」
を
'
〟
「
カ
」
と
い
う
調
子
よ
り
は
て
い
ね
い
な
問
い
。
″
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
ま

た
へ
　
〝
念
を
お
す
問
い
か
た
″
で
'
〟
目
上
ま
た
は
子
が
お
や
に
言
う
。
″
と
の
説
明
も
あ
り
ま
し
た
。
鹿
児
島
県
下
で

注
目
さ
れ
る
'
こ
う
し
た
品
位
の
も
の
が
'
南
島
方
面
の
同
趣
品
位
の
も
の
に
よ
-
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

鹿
児
島
県
下
を
出
は
な
れ
る
と
、
問
い
や
誘
い
そ
の
他
に
「
ヤ
」
の
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
い
ち
じ
る
し
-
て
、

そ
の
表
現
品
位
は
'
概
し
て
非
上
品
の
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
態
勢
が
'
中
国
・
四
国
へ
と
つ
づ
い
て
い
ま

す
。さ

て
、
中
国
で
は
、
鳥
取
県
下
に
特
異
な
「
ヤ
」
表
現
を
あ
げ
て
お
-
こ
と
と
し
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
で
は
'
「
あ
る

で
し
ょ
う
よ
。
」
と
い
う
の
も
、
「
ア
ル
デ
叫
到
.
-
サ
ー
。
」
で
す
。
「
・
・
・
-
-
で
し
ょ
う
　
刊
(
よ
)
O
」
の
言
い
か

た
が
、
外
来
者
の
耳
柔
を
う
ち
ま
す
。

○
刊
ウ
刃
ダ
ラ
ー
　
刊
-
0

大
梅
だ
ろ
う
よ
。
(
私
が
、
〟
こ
の
梅
は
大
き
い
で
す
ね
。
″
と
た
ず
ね
た
の
に
対
す
る
返
事
で
す
。
)

の
よ
う
な
'
「
-
-
-
だ
ろ
う
　
よ
。
」
も
あ
り
ま
す
。

四
国
へ
　
愛
媛
県
下
の
'

○
オ
ッ
‖
可
シ
　
ャ
。

や
れ
、
お
そ
ろ
し
や
。
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は
'
慣
用
の
感
嘆
表
現
で
す
。

近
畿
で
は
'
大
阪
府
下
の
、

_

I

V

一

〇
シ
ー
　
ヤ
。

し
な
さ
い
よ
。

○
シ
ト
キ
　
ヤ
ー
。

し
て
お
き
な
さ
い
よ
。

な
ど
を
あ
げ
て
お
き
ま
す
。
や
さ
し
み
を
持
っ
た
「
ヤ
」
表
現
が
特
色
で
す
。

中
部
地
方
の
愛
知
県
下
と
な
る
と
、

○
夕
べ
引
　
ヤ
。

お
あ
が
り
な
さ
い
よ
。

○
ヒ
.
i
-
キ
ガ
　
キ
列
ニ
ミ
　
ヤ
ー
。

飛
行
機
が
き
た
か
ら
お
見
よ
。

と
な
り
ま
す
。

関
東
地
方
で
の
「
ヤ
」
を
'
神
奈
川
県
下
に
見
ま
す
。
問
い
の
「
ヤ
」
の
ば
あ
い
、

○
引
」
ダ
　
ヤ
ー
。
刈
シ
ャ
-
0
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〟
な
に
用
か
。
お
ま
え
は
。
″

S
I

69

○
オ
チ
ャ
　
ド
-
　
ヤ
。
ヤ
ッ
テ
　
ィ
キ
ナ
。

お
茶
は
ど
う
?
飲
ん
で
お
行
き
よ
。

な
ど
と
あ
り
ま
す
。
関
東
地
方
の
東
北
部
と
な
っ
て
も
、

○
ク
の
~
ロ
~
　
サ
ー
。

く
れ
ろ
よ
。

な
ど
の
言
い
か
た
が
お
こ
な
わ
れ
い
て
、
関
東
域
に
'
い
わ
ば
非
上
品
の
「
ヤ
」
　
の
流
通
が
明
ら
か
で
す
。

と
こ
ろ
で
へ
奥
羽
の
福
島
県
下
と
な
っ
て
は
、
命
令
の
「
ヤ
」
で
、
「
判
セ
　
ヤ
.
」
(
よ
せ
よ
o
)
、
「
シ
叫
　
ヤ
o
」

(
し
ろ
よ
。
)
　
な
ど
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
て
、
か
つ
'
て
い
ね
い
に
は
、

○
カ
~
刊
.
T
ズ
[
且
へ
オ
イ
[
T
]
テ
　
ク
[
U
]
ダ
サ
イ
　
ヤ
o

か
ま
わ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
-
だ
さ
い
よ
。

な
ど
の
言
い
か
た
も
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
秋
田
県
下
の
男
鹿
半
島
で
聞
い
た
も
の
に
は
、

○
オ
レ
ノ
　
オ
カ
　
キ
ョ
-
　
イ
ネ
タ
[
t
l
]
　
チ
　
ャ
ー
。

お
れ
の
女
房
は
き
ょ
う
は
い
な
-
て
ね
え
　
(
よ
お
)
0

が
あ
り
ま
す
。
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北
海
道
で
の
一
例
は
、

○
ア
叫
　
7
J
レ
　
ヤ
。

あ
れ
を
見
ろ
よ
。

で
す
。用

法
の
一
般
相
を
、
こ
の
よ
う
に
た
ど
っ
て
き
て
'
非
上
品
表
現
の
広
汎
な
世
界
を
想
察
し
へ
　
ひ
る
が
え
っ
て
'

南
島
方
面
を
見
ま
す
。
沖
縄
本
部
那
覇
市
の
例
に
は
'

_̂
7>

○
エ
ー
ピ
ー
有
効
ペ
-
　
ヒ
-
サ
イ
　
ピ
ー
タ
サ
　
ヤ
1
0

昨
夜
は
た
い
へ
ん
寒
か
っ
た
で
す
ね
。

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
奄
美
諸
島
の
沖
之
永
良
部
島
の
例
は
、

〇
日
討
っ
ヤ
　
ヒ
ギ
ユ
ル
叫
　
列
ヤ
ヨ
つ
　
ヤ
。

き
ょ
う
は
さ
む
う
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

な
ど
で
あ
り
ま
す
。
さ
き
に
、
鹿
児
島
県
下
を
言
う
さ
い
に
ふ
れ
た
と
お
り
へ
南
島
に
、
特
異
の
「
ヤ
」
が
あ
り
ま

す
。
「
ヤ
ー
」
が
、
「
で
す
ね
」
　
と
言
い
か
え
ら
れ
る
よ
う
な
あ
り
さ
ま
な
の
で
し
ょ
う
か
。

日
本
語
の
「
ヤ
」
文
末
詞
が
、
過
去
の
長
い
歴
史
を
へ
て
'
今
日
へ
南
島
方
面
に
も
　
上
例
の
よ
う
な
形
で
輝
い
て

い
る
の
は
、
注
目
に
あ
た
い
し
ま
し
ょ
う
。
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以
上
,
全
国
状
況
の
記
述
に
あ
た
っ
て
は
,
前
引
の
拙
著
『
方
言
文
末
詞
〈
誤
〉
の
研
究
(
上
)
』
か
ら
,
諸
所
9

の
事
例
を
採
択
し
ま
し
た
。

*
　
　
　
　
*
　
　
　
　
*

*
　
　
　
　
*

文
末
詞
「
ヤ
」
に
つ
い
て
も
'
私
ど
も
は
'
日
本
語
文
末
詞
の
生
成
発
展
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
ヤ
」
は
'
原
生
的
な
文
末
詞
の
l
者
に
す
ぎ
ま
せ
ん
.
同
類
項
の
も
の
多
数
が
'
き
そ
い
あ
う
が
ご
と
-
に
'
日

本
語
の
歴
史
の
う
え
に
群
生
し
て
い
ま
す
。
文
末
詞
の
温
動
の
、
な
ん
と
さ
か
ん
で
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ

は
,
日
本
語
の
文
表
現
構
造
の
本
性
に
か
か
わ
る
こ
と
と
は
判
断
さ
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
も
の
の
、
現
に
へ
諸
言

語
に
ぬ
き
ん
で
て
、
か
く
文
末
詞
の
活
動
・
繁
栄
が
い
ち
じ
る
し
い
の
は
'
ま
さ
に
副
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
ま

す
。次

節
・
次
々
節
で
は
、
な
お
へ
観
点
を
か
え
て
、
日
本
語
文
末
詞
の
繁
栄
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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第
三
節
　
日
本
語
文
末
詞
の
繁
栄

繁
栄
を
い
ま
言
わ
し
め
る
特
定
の
事
項
に
'
文
末
詞
転
成
と
文
末
詞
新
生
と
が
あ
り
ま
す
。

文
末
詞
転
成
　
(
転
生
)

ヤ
行
音
そ
の
他
の
感
声
系
の
原
生
文
末
詞
の
、
広
域
に
わ
た
る
大
発
展
が
あ
る
う
え
に
、
な
お
諸
系
流
の
転
成
文

末
詞
の
大
繁
栄
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
繁
栄
は
'
日
本
語
の
文
表
現
構
造
の
も
と
に
あ
っ
て
の
、
当
然
の
傾
向
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

諸
系
流
の
転
成
の
事
実
が
'
い
ず
れ
も
'
そ
う
あ
っ
て
し
ぜ
ん
と
、
了
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
以
下
に
、
そ

の
実
態
を
'
分
類
し
っ
つ
述
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

①
ま
ず
、
文
表
現
に
あ
っ
て
、
構
造
上
、
単
語
独
自
で
文
要
素
を
な
す
も
の
が
、
文
末
詞
に
転
成
し
て
い
ま
す
。

感
動
詞
が
文
末
詞
に
な
っ
て
い
ま
す
。
「
も
し
へ
ち
ょ
っ
て
待
っ
て
-
だ
さ
い
。
」
と
い
っ
た
よ
う
な
文
表
現
で
の

感
動
詞
「
も
し
」
が
、
文
末
に
は
た
ら
-
文
末
詞
に
な
っ
て
い
ま
す
。

○
サ
イ
刃
ラ
　
モ
シ
O
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さ
よ
う
な
ら
ね
。

と
あ
れ
ば
,
こ
れ
の
「
モ
シ
」
は
'
す
な
わ
ち
文
末
詞
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
(
こ
れ
が
、
当
文
表
現
で

は
、
文
末
部
と
い
う
文
要
素
へ
す
な
わ
ち
文
成
分
に
な
っ
て
い
ま
す
。
)
さ
て
、
こ
う
し
た
「
モ
シ
」
が
'
文
末
詞
と

し
て
慣
用
さ
れ
る
こ
と
が
い
ち
じ
る
し
-
な
っ
て
は
'
た
と
え
ば
群
馬
県
北
部
に
お
い
て
な
ど
、
そ
の
形
が
「
ム
シ
」

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
は
'
も
の
の
文
末
詞
と
し
て
の
安
定
を
い
ち
じ
る
し
-
示
す
も
の
で
あ
り
ま
し

よ
う
。副

詞
も
、
文
構
造
上
、
一
語
単
独
で
、
文
の
直
接
成
分
と
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
が
ま
た
、

自
由
に
文
末
に
も
と
り
用
い
ら
れ
、
や
が
て
は
文
末
詞
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
も
う
へ
お
し
ま
い
に
し
よ
う
。
」
と
い

う
よ
う
な
「
も
う
」
が
あ
る
と
'
こ
れ
は
へ

○
ヤ
刃
ロ
ー
　
モ
1
 
0

や
め
な
い
か
I

の
よ
う
な
言
い
か
た
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
「
モ
ー
」
が
、
文
末
詞
と
し
て
定
着
し
て
い

ま
し
ょ
う
。

人
称
代
名
詞
の
「
わ
た
し
」
や
「
あ
な
た
」
、
こ
う
し
た
も
の
も
、
文
表
現
上
、
独
自
に
一
成
分
と
な
っ
て
い
ま

す
。
「
わ
た
し
、
し
ま
す
。
」
な
ど
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
こ
う
い
う
も
の
が
、
文
末
に
も
自
由
に
と
り
用
い
ら
れ
、

001
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や
が
て
は
'
そ
う
い
う
も
の
が
文
末
詞
化
し
ま
す
。
「
イ
刊
　
ツ
タ
シ
。
」
(
い
や
よ
わ
た
し
は
。
)
な
ど
の
言
い
か
た

が
な
さ
れ
ま
す
。
「
ワ
タ
シ
」
は
変
じ
て
「
ワ
シ
」
「
ワ
イ
」
の
よ
う
な
言
い
か
た
に
な
り
、
つ
い
に
は
'
「
バ
イ
」
に

も
な
り
ま
す
。
こ
う
な
っ
て
'
九
州
弁
に
い
ち
じ
る
し
い
「
バ
イ
」
文
末
詞
が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
「
わ
た

し
」
系
の
、
す
な
わ
ち
人
代
名
詞
自
称
系
の
文
末
詞
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

名
詞
系
の
「
こ
と
」
や
「
も
の
」
が
文
末
詞
化
し
て
い
る
こ
と
は
'
多
-
言
う
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
「
お
み
ご

と
で
す
　
コ
ト
。
」
の
よ
う
な
言
い
か
た
は
、
も
と
も
と
へ
「
こ
と
」
を
修
飾
す
る
よ
う
に
、
「
お
み
ご
と
」
が
言
わ
れ

た
も
の
で
し
ょ
う
。
い
つ
と
は
な
く
、
「
コ
ト
」
が
、
文
末
で
の
や
わ
ら
か
な
訴
え
こ
と
ば
に
な
り
ま
し
た
。

動
詞
も
、
し
ば
し
ば
、
一
語
の
一
活
用
形
が
、
文
構
造
上
へ
単
独
に
は
た
ら
き
ま
す
。
「
早
-
こ
こ
へ
　
来
い
。
」

な
ど
。
「
来
い
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
、
上
来
の
単
独
分
子
と
同
様
、
文
末
詞
化
せ
し
め
ら
れ
て
も
よ
い
運
命
の
も

と
に
あ
り
ま
す
。
動
詞
は
、
こ
と
に
'
文
表
現
末
部
に
立
つ
こ
と
が
原
則
の
も
の
な
の
で
、
文
末
詞
に
転
化
せ
し
め

ら
れ
や
す
い
と
も
考
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
「
行
こ
う
よ
。
」
と
す
す
め
る
こ
と
ば
が
'

○
イ
刺
　
可
ィ
。

と
,
出
雲
方
言
下
で
表
現
さ
れ
て
い
て
、
「
T
T
イ
」
は
も
は
や
文
末
詞
と
見
ら
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
o
動
詞
が

助
詞
そ
の
他
と
結
託
し
た
も
の
、
た
と
え
ば
「
と
思
い
な
さ
い
」
が
'
「
ト
モ
イ
ン
サ
イ
」
な
ど
の
形
に
な
っ
た
も
の

も
、
文
末
詞
に
な
っ
て
い
ま
す
。
広
島
弁
で
は
、

10

H
H
H
リ



○
キ
ョ
ー
ワ
　
イ
刺
~
レ
ン
　
ト
モ
イ
ン
サ
イ
。

き
ょ
う
は
行
か
れ
な
い
ん
で
す
よ
。

な
ど
の
言
い
か
た
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

②
文
構
造
上
、
文
末
の
成
分
を
な
す
も
の
は
'
文
末
詞
化
せ
し
め
ら
れ
や
す
い
運
命
の
も
と
に
あ
り
ま
す
。

右
の
動
詞
が
す
で
に
そ
う
い
う
も
の
で
し
た
。
-
も
っ
と
も
へ
動
詞
は
、
助
動
詞
を
と
も
な
っ
て
は
た
ら
く
こ

と
も
多
い
の
で
'
つ
ね
に
は
'
動
詞
が
単
独
で
文
末
成
分
を
な
す
と
は
言
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

助
動
詞
は
'
動
詞
に
随
伴
し
て
、
お
お
よ
そ
つ
ね
に
'
文
末
に
た
ち
は
た
ら
き
ま
す
。
(
さ
ら
に
そ
の
下
に
文
末
詞

も
く
る
こ
と
は
,
今
、
別
に
し
て
考
え
る
と
'
右
の
言
い
か
た
は
、
た
だ
に
「
つ
ね
に
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
)

東
北
弁
の
'

○
ド
コ
イ
　
イ
ク
　
ダ
ー
。

ど
こ
へ
行
-
ん
だ
い
-

の
よ
う
な
表
現
形
態
で
は
、
助
動
詞
「
ダ
」
が
'
文
末
詞
化
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

-
そ
れ
ゆ
え
上
例
で
は
、
「
ダ
ー
」
を
分
別
し
て
表
記
し
ま
し
た
。
関
西
弁
の
う
ち
で
も
、
た
と
え
ば
岡
山
県
下

で
、

201

○
モ
ー
　
ヤ
メ
ニ

ス
ル
　
ジ
ャ
ー
。
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も
う
や
め
に
し
よ
う
よ
。
(
も
う
や
め
に
す
る
ん
だ
な
。
)

の
よ
う
な
言
い
か
た
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
ジ
ャ
ー
」
が
、
文
末
詞
ふ
う
の
も
の
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

③
文
構
造
上
へ
　
そ
の
成
分
の
末
部
に
立
つ
助
詞
が
、
や
は
り
、
自
在
に
'
文
末
詞
化
せ
し
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
文

構
造
末
部
の
成
分
の
末
尾
の
助
動
詞
が
文
末
詞
化
せ
し
め
ら
れ
る
の
に
も
似
て
、
文
構
造
上
へ
中
途
そ
の
他
の
成
分

の
末
部
の
助
詞
も
ま
た
、
文
末
詞
化
せ
し
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
「
今
日
は
い
い
お
天
気
で
す
ね
。
」
、
「
今

日
は
ご
用
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
」
な
ど
の
　
「
今
日
は
」
が
、
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
と
し
て
　
「
今
日
は
。
」
と
言
わ
れ
て
'

「
は
」
が
文
末
詞
ふ
う
の
も
の
と
さ
れ
て
も
い
ま
す
。
私
ど
も
の
言
語
生
活
に
、
助
詞
の
使
用
の
な
ん
と
多
い
こ
と
で

し
ょ
う
か
。
こ
の
た
め
、
多
様
多
彩
の
助
詞
が
'
文
末
詞
化
せ
し
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
電
話
で
の
こ
と
ば
に
は
'
「
私

ケ

　

　

ド

は
山
崎
で
す
ケ
ド
。
」
な
ど
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
な
に
も
、
「
け
れ
ど
も
」
な
ど
と
言
う
必
要
は
な
さ
そ
う

な
と
こ
ろ
で
'
人
は
、
多
少
と
も
ひ
か
え
る
よ
う
な
気
分
で
か
、
「
ケ
ド
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
特
定
作

用
の
や
ど
さ
れ
た
　
「
ケ
ド
」
は
、
も
は
や
'
単
純
な
逆
接
の
　
「
ケ
ド
」
と
は
ち
が
い
ま
す
。
文
末
詞
の
性
格
を
持
た

し
め
ら
れ
た
「
ケ
ド
」
が
こ
こ
に
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
人
は
'
助
詞
を
採
っ
て
は
'
こ
れ
を
文
末

詞
と
し
て
も
活
用
し
て
い
る
あ
り
さ
ま
で
す
。

助
詞
系
の
文
末
詞
の
根
づ
よ
い
使
用
が
、
諸
地
方
で
さ
か
ん
で
あ
り
ま
す
。
先
日
は
テ
レ
ビ
で
'
つ
ぎ
の
こ
と
ば

づ
か
い
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
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○

だ

め

だ

ク

サ

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

4

こ
れ
は
、
一
人
の
中
年
男
性
が
、
自
分
の
う
ま
-
や
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
述
懐
し
て
、
頭
を
か
-
よ
う
な
気
も
ち
で
,
1
0

こ
と
の
あ
と
、
す
ぐ
に
述
べ
た
こ
と
ば
で
し
た
。
「
ク
サ
」
は
九
州
北
部
の
方
言
に
生
き
て
い
ま
す
。
「
こ
そ
は
」
か

ら
き
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。
共
通
語
の
表
現
に
心
を
用
い
て
い
た
、
右
の
九
州
人
士
も
、
思
わ
ず
「
ク
サ
」
と
言
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

瀬
戸
内
海
中
部
に
あ
る
大
三
島
へ
そ
の
北
端
に
、
私
の
郷
里
が
あ
り
ま
す
。
郷
里
方
言
で
の
一
つ
の
こ
と
ば
づ
か

い
に
、○

ソ
リ
ヤ
　
ウ
ツ
ラ
カ
ヤ
ー
タ
　
ナ
-
0

そ
れ
ご
ら
ん
、
ひ
っ
く
り
か
え
し
た
じ
ゃ
な
い
の
。
　
(
老
女
1
孫
幼
男
)

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
「
-
・
-
じ
ゃ
な
い
の
。
」
に
相
当
す
る
へ
相
手
を
責
め
る
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と

は
、
私
に
も
、
早
-
か
ら
よ
-
わ
か
っ
て
い
た
の
で
す
が
'
ナ
行
音
文
末
詞
を
言
わ
な
い
郷
里
方
言
で
の
こ
の
「
ナ

-
」
は
,
何
だ
ろ
う
か
と
、
こ
れ
を
私
は
'
つ
い
こ
の
あ
い
だ
ま
で
疑
問
視
し
て
き
ま
し
た
。
ふ
と
気
づ
い
た
の
で

す
。
こ
の
「
ナ
-
」
は
「
の
は
」
で
は
な
い
の
か
へ
と
。
「
の
は
だ
れ
か
?
」
と
い
っ
た
よ
う
な
句
法
で
も
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

以
上
①
②
③
に
わ
た
っ
て
、
現
代
日
本
語
諸
方
言
で
の
'
文
末
詞
転
成
の
道
を
見
て
き
ま
し
た
。
文
末
詞
化
の
可
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能
性
は
,
こ
の
と
お
り
、
整
然
と
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
文
末
詞
活
動
の
旺
盛
を
、
合
理
的
に
も

の
が
た
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

考
え
て
み
ま
す
と
、
転
成
(
転
生
)
の
あ
る
こ
と
は
,
ま
こ
と
に
当
然
と
さ
れ
ま
す
。
対
話
の
文
表
現
に
あ
っ
て

は
、
相
手
へ
の
訴
え
か
け
が
つ
ね
に
緊
要
で
あ
る
の
に
し
た
が
っ
て
,
人
は
へ
そ
の
手
段
を
求
め
へ
文
末
詞
の
世
界

を
ひ
ろ
げ
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
、
文
末
詞
形
成
の
自
在
さ
が
よ
-
見
ら
れ
る
と
い
う
し
だ
い
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
転
成
(
転
生
)
は
、
け
っ
し
て
,
現
代
日
本
語
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
ど
も
は
'
国
語
史

上
の
事
実
と
し
て
、
こ
の
事
実
を
通
観
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
前
引
の
、
松
尾
聡
氏
の
『
晋
氏
物
語
新
講
碁
顔
・

若
紫
』
に
見
ま
す
と
、
つ
ぎ
の
事
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

『
右
近
の
君
こ
そ
.
ま
づ
物
見
給
へ
。
中
将
殿
こ
そ
、
こ
れ
よ
り
渡
り
給
ひ
ぬ
れ
o
』
(
p
.
3
6
)

こ
れ
の
通
釈
は
'

童
が
急
い
で
行
っ
て
,
『
右
近
の
君
様
、
何
は
さ
て
お
き
御
覧
な
さ
い
ま
せ
。
中
将
さ
ま
が
こ
～
を
通
っ
て
お

出
か
け
な
さ
い
ま
す
。
』

と
な
っ
て
い
ま
す
O
松
尾
氏
は
、
「
右
近
の
君
こ
そ
o
」
の
と
こ
ろ
で
は
、
「
。
」
を
打
っ
て
い
ら
れ
ま
す
.
1
「
こ

そ
」
は
,
文
末
の
こ
と
ば
と
見
て
い
ら
れ
ま
す
。
通
釈
で
は
、
「
右
近
の
君
様
」
の
下
に
「
、
」
が
打
た
れ
て
い
ま
す

が
,
こ
こ
の
こ
の
言
い
あ
ら
わ
し
か
た
は
,
や
は
り
よ
び
か
け
の
こ
と
ば
に
な
っ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
、

5

s
m

H
H



私
ど
も
は
、
「
こ
そ
」
と
い
う
特
定
文
末
部
を
見
と
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
「
こ
そ
」
は
文
末
詞
ふ
う
の
も
の

に
な
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
ま
し
ょ
う
O
 
I
よ
び
か
け
の
「
こ
そ
」
で
す
。
右
の
本
の
p
A
8
に
は
'

「
-
-
-
。
　
　
。
北
殿
こ
そ
聞
き
給
へ
や
。
」
な
ど
言
ひ
か
は
す
も
聞
こ
ゆ
。

と
の
事
例
が
見
え
ま
す
。
こ
こ
の
通
釈
の
「
北
殿
」
の
部
分
が
、

北
隣
り
さ
ん
へ
　
(
私
の
言
う
事
を
)
聞
い
て
下
さ
い
よ
。

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
北
隣
り
さ
ん
、
」
の
よ
び
か
け
と
さ
れ
て
い
る
「
北
殿
こ
そ
へ
」
の
「
こ
そ
」
は
'
よ
び
か
け
の

文
末
詞
に
ち
か
-
と
り
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ
ま
し
ょ
う
か
。

「
こ
そ
」
さ
え
こ
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
前
に
述
べ
た
「
や
」
が
'
よ
び
か
け
用
に
も
な
っ
て
い
る
の
は
'
当
然
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。

つ
ぎ
に
は
'
前
引
'
稲
賀
敬
二
氏
の
　
『
枕
草
子
』
　
か
ら
事
例
を
お
借
り
し
て
み
ま
す
。
清
女
の
こ
と
ば
に
、

「
か
れ
見
給
へ
。
か
1
る
見
え
ぬ
者
の
あ
め
る
は
」

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
の
言
い
か
え
は
'

「
あ
れ
御
覧
な
さ
い
よ
。
あ
ん
な
普
通
見
か
け
ぬ
男
が
来
て
い
る
よ
う
よ
。
」

と
な
っ
て
い
ま
す
。
「
あ
め
る
は
」
の
と
こ
ろ
が
、
「
来
て
い
る
よ
う
よ
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
よ
」
と
さ
れ
て
い
る

「
は
」
は
、
も
は
や
文
末
詞
ふ
う
の
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
助
詞
「
は
」
の
文
末
詞
転
化
と
い
う
こ

601



展罪成坐の詞未文請本∩
ロ章五第

と
で
し
ょ
う
か
。
な
お
一
例
を
ひ
き
ま
す
な
ら
、

r
a
i
p
n
c
g

中
宮
「
な
ほ
'
例
の
大
の
や
う
に
'
こ
れ
な
か
-
言
ひ
笑
ひ
そ
。
い
と
勤
厚
な
る
者
を
。
」

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
へ

中
宮
が
「
や
は
り
へ
並
み
の
人
の
よ
う
に
'
生
昌
を
な
ぶ
り
者
に
し
な
い
よ
う
に
.
ま
じ
め
1
方
の
男
な
ん

だ
か
ら
」

と
言
い
か
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
を
」
が
、
「
な
ん
だ
か
ら
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
ど
も
は
、
こ
こ
に
、
「
を
」
の
文

末
詞
化
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
-
　
「
を
」
の
こ
う
し
た
用
法
は
'
よ
-
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

つ
ぎ
に
は
、
前
引
、
川
口
久
雄
氏
の
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
を
見
ま
す
。

あ

め

　

　

　

　

(

お

)

　

　

　

　

　

　

　

　

(

火

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

み

な

み

お

も

て

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ぁ

し

(

お

)

雨
の
あ
し
、
を
な
じ
や
う
に
て
'
ひ
と
も
す
ほ
ど
に
も
な
り
ぬ
。
南
面
に
、
こ
の
ご
ろ
-
る
人
あ
り
。
足
を

(沸)

と
す
れ
ば
,
さ
に
ぞ
あ
な
る
。
「
あ
は
れ
、
を
か
し
-
き
た
る
は
」
と
う
わ
き
た
ぎ
る
こ
～
ろ
を
ば
か
た
は
ら
に

(

お

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ぁ

め

を
き
て
、
う
ち
い
へ
ば
,
と
し
ご
ろ
み
し
り
た
る
人
へ
む
か
ひ
ゐ
て
'
「
あ
は
れ
へ
こ
れ
に
ま
さ
り
た
る
雨
風
に

な
み
だ

も
,
い
に
L
へ
は
,
人
の
さ
は
り
た
ま
は
ざ
め
り
し
物
を
」
と
い
ふ
に
つ
け
て
ぞ
'
う
ち
こ
ぼ
る
ゝ
涙
の
、
あ

っ
-
て
か
～
る
に
'

と
の
文
章
が
見
ら
れ
ま
す
。
「
を
か
し
-
き
た
る
は
」
と
い
う
の
が
あ
り
へ
「
-
-
-
、
人
の
さ
は
り
た
ま
は
ぎ
め
り
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し
物
を
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

ひ
る
が
え
っ
て
'
一
例
へ
万
葉
の
事
例
を
見
ま
し
ょ
う
。
前
引
、
大
野
晋
氏
の
ご
論
文
に
、
「
(
≡
)
　
文
中
に
あ
る

ヤ
」
　
の
条
の
、

H

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

運

E

ォ

'

う
つ
そ
み
の
　
人
に
あ
る
吾
哉
　
明
日
よ
り
は
　
二
上
山
を
　
弟
背
と
吾
が
見
む
　
(
万
葉
1
六
五
)

や

　

　

　

　

や

が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
の
「
人
に
あ
る
吾
哉
」
の
「
哉
」
は
'
ど
う
い
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。
大
野
氏
は
'

私
一
人
が
現
世
に
生
き
残
っ
て
し
ま
っ
た
人
間
で
あ
る
と
い
う
強
い
思
い
が
、
こ
の
「
現
世
の
人
に
あ
る
吾
」

を
承
け
る
ヤ
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

と
説
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
う
感
懐
の
「
ヤ
」
は
、
文
末
詞
ふ
う
の
も
の
に
な
っ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、

こ
の
歌
が
'
表
現
構
造
上
へ
前
後
の
二
文
か
ら
な
る
と
も
見
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

文
献
を
た
ど
っ
て
国
語
史
を
考
察
し
て
も
、
私
ど
も
は
、
そ
の
長
い
世
代
に
わ
た
っ
て
、
転
成
(
転
生
)
文
末
詞

ふ
う
の
も
の
の
へ
広
大
な
活
動
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
へ
あ
ら
た
め
て
、
私
は
'
転
成
　
(
転
生
)
　
の
自
在
さ
を
問
題
に
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
自
在
世
界
に
は
、

言
語
主
体
の
転
成
(
転
生
)
発
想
の
お
も
し
ろ
さ
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
人
の

独
自
の
対
話
心
理
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
'
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
た
対
話
心
理

の
-
さ
ぐ
さ
は
、
私
ど
も
に
'
日
本
人
の
精
神
史
を
語
ら
せ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

801



展ォ成隻の詞・文語本H
I

サ五第

さ
て
、
そ
の
対
話
心
理
が
'
ま
た
、
次
節
に
述
べ
る
、
文
末
詞
の
諸
多
の
複
合
形
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
の
で
も
あ

り
ま
す
。

文
末
詞
新
生

私
が
、
従
来
、
文
末
訴
え
音
と
し
て
き
た
も
の
、
こ
れ
は
、
文
末
詞
の
新
生
を
思
わ
し
め
る
(
言
わ
し
め
る
)
、
あ

ら
わ
な
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

文
末
訴
え
音
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
方
言
文
末
詞
〈
誤
)
の
研
究
(
上
)
』
で
述
べ
る
と
こ
ろ
が
あ
。
ま
し
た
。

な
か
ん
ず
く
注
目
さ
れ
る
の
は
'
「
文
末
訴
え
ア
音
」
で
あ
り
ま
す
。
方
言
の
人
は
、
文
表
現
内
容
を
相
手
が
た
に
訴

え
か
け
よ
う
と
し
て
も
表
現
の
し
め
-
-
り
に
'
「
ア
」
音
を
発
L
へ
こ
れ
を
も
っ
て
、
「
相
手
の
注
意
を
ひ
-
結
果

と
な
る
」
発
言
効
果
を
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
わ
か
り
や
す
い
例
は
、
奥
羽
方
言
内
の
'

○
ア
パ
当
州
パ
ー
シ
ァ
。

あ
の
ね
。

の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
「
あ
の
」
と
の
言
い
か
け
は
、
ほ
と
ん
ど
万
人
に
共
通
の
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
奥

羽
地
方
で
は
、
こ
の
言
い
か
た
を
と
る
時
に
、
末
尾
へ
「
シ
」
を
お
き
が
ち
で
す
0
(
「
も
し
」
か
ら
の
も
の
)
さ
て

こ
の
「
シ
」
〔
i
〕
が
'
狭
母
音
の
も
の
で
、
こ
れ
と
し
て
は
、
聞
こ
え
の
効
果
が
よ
わ
い
あ
り
さ
ま
で
す
。
人
は
し

S
S

01



ぜ
ん
に
、
〔
i
〕
母
音
を
ひ
ろ
げ
て
〔
a
〕
に
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
、
シ
ァ
　
〔
f
i
a
〕
>
〔
l
a
〕
の
音
形
が
お
こ
り
ま
し

た
。
受
け
と
り
手
は
'
〔
a
〕
の
広
母
音
ゆ
え
に
、
相
手
の
訴
え
の
大
き
さ
・
明
確
さ
を
知
得
す
る
し
だ
い
で
あ
り
ま

す
。こ

う
し
た
訴
え
「
ア
」
音
　
-
　
〔
a
〕
音
効
果
　
-
　
の
利
用
・
活
用
は
、
出
雲
方
言
の
中
に
も
認
め
ら
れ
ま
す
。
今

日
も
、
そ
の
利
用
・
活
用
の
さ
か
ん
な
あ
り
さ
ま
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

○
ツ
刃
タ
ー
イ
デ
ス
　
利
ア
O

つ
め
た
い
で
す
ね
ぇ
。

こ
れ
は
へ
　
二
十
歳
代
の
若
い
男
性
が
'
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
「
つ
め
た
い
で
し
ょ
う
?
」
と
の
ね
ぎ
ら
い
の
こ
と
ば
に

答
え
た
も
の
で
す
。
田
の
中
か
ら
の
こ
と
ば
で
し
た
。
こ
の
男
性
は
'
「
メ
リ
ッ
ト
」
な
ど
の
洋
語
を
も
っ
か
い
な
が

ら
へ
共
通
語
で
の
会
話
に
と
け
こ
ん
で
い
る
よ
う
で
し
た
の
に
、
ひ
と
た
び
「
ネ
」
の
所
に
-
る
と
へ
そ
の
発
言
は
'

「
利
ア
」
と
な
っ
た
の
で
し
た
.
若
い
人
に
も
、
「
文
末
訴
え
ア
音
」
の
習
性
が
'
深
-
し
み
こ
ん
で
い
る
の
で
し
ょ

う
0

私
が
こ
れ
ま
で
に
指
摘
し
て
き
た
へ
特
異
な
文
末
詞
の
1
つ
に
、
感
声
的
文
末
詞
の
「
ダ
」
が
あ
り
ま
す
。
(
『
方

言
文
末
詞
入
渠
)
の
研
究
(
中
)
』
)
(
「
特
異
な
文
末
詞
『
ダ
』
」
　
『
嘉
の
世
界
』
第
壷
第
二
号
昭
和
五
十

八
年
)
四
国
東
部
域
か
ら
は
じ
ま
っ
て
'
淡
路
南
部
を
へ
、
紀
州
に
お
よ
ぶ
範
囲
の
中
に
、
こ
れ
が
あ
り
ま
す
。
四

011
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国
例
を
あ
げ
ま
す
な
ら
ば
、

ト
旧
柑
騨

○
モ
引
　
列
ル
ン
州
当
刊
1
　
ダ
ー
O

も
み
が
あ
る
ん
で
す
よ
。

_
、
ゝ

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
「
も
み
が
あ
る
の
だ
。
」
と
言
い
さ
だ
め
て
お
き
、
し
か
も
こ
れ
を
受
け
て
「
ダ
ー
」
と
言
い
、

こ
の
訴
え
で
も
っ
て
へ
発
言
者
は
文
表
現
を
む
す
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
「
ダ
」
が
、
指
定
断
定
助
動
詞
の
「
ジ
ャ
」

や
「
ダ
」
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
し
ょ
う
。

○
ソ
-
ヤ
　
ン
ー
ダ
。

そ
う
だ
よ
。

と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
さ
い
へ
　
「
ダ
」
は
、
「
ン
ダ
」
と
あ
り
ま
す
。
「
ダ
」
の
前
に
「
ン
」
が
あ
る
の
は
'
「
ダ
」

の
性
質
を
よ
く
示
す
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
文
末
訴
え
用
の
「
ダ
」
は
'
「
7
T
ダ
」
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
な
性
質
の

発
言
要
素
で
あ
り
ま
す
。
方
言
の
人
は
、
そ
の
日
常
の
言
語
生
活
の
中
で
、
し
ぜ
ん
に
'
こ
う
し
た
発
音
に
も
な
る

「
ダ
」
文
末
詞
を
産
み
だ
し
た
の
で
し
ょ
う
。
ほ
か
に
語
源
を
推
想
L
が
た
い
だ
け
に
、
こ
こ
に
は
'
「
ダ
」
文
末
詞

の
新
生
が
言
え
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
指
定
断
定
助
動
詞
「
ヤ
」
の
常
用
さ
れ
る
和
歌
山
県
下
に
例
を
見
る
な
ら
ば
、

○
ア
タ
リ
可
引
ヤ
　
ダ
ー
。

あ
た
り
ま
え
だ
よ
。

H
H

H
H

H
H



の
よ
う
な
の
が
あ
り
ま
す
。
「
ワ
」
と
い
う
文
末
詞
に
連
合
し
た
「
ワ
ダ
」
も
あ
り
ま
す
。

○
カ
シ
ン
ノ
　
可
ダ
　
イ
ッ
.
i
モ
　
引
　
ワ
ダ
ー
。

菓
子
な
ん
て
'
ち
っ
と
も
な
い
わ
よ
。

の
よ
う
な
言
い
か
た
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
の
を
聞
い
て
い
て
'
私
は
'
「
ダ
」
は
ど
ん
な
「
ダ
」
な
の
だ
ろ

う
と
い
ぶ
か
り
ま
す
。
さ
し
あ
た
り
へ
淵
源
が
見
つ
か
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
思
わ
れ
て
-
る
の

で
あ
り
ま
す
。

私
が
、
早
-
か
ら
鹿
児
島
県
下
で
注
視
し
て
き
た
も
の
に
は
'
「
ヲ
」
〔
w
o
〕
文
末
詞
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
'
淵

源
・
起
源
が
不
詳
で
、
私
に
は
文
末
詞
新
生
を
思
わ
せ
る
好
例
と
も
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
早
期
に
、
耳
に

し
め
た
著
例
は
、

○
ヒ
到
刊
判
功
の
<
>
s
*
-
ヲ
1
.

ひ
ら
き
き
神
社
で
す
よ
。

で
あ
り
ま
す
。
薩
摩
半
島
南
部
の
海
岸
で
、
一
人
の
老
翁
と
対
話
し
て
い
た
時
へ
私
は
、
開
聞
岳
の
麓
に
見
え
た
鳥

居
を
指
さ
し
て
へ
　
〟
あ
れ
は
な
ん
と
い
う
洛
宮
で
す
か
?
″
と
た
ず
ね
た
の
で
し
た
O
そ
れ
に
対
す
る
老
翁
の
答
え

が
、
右
の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
ん
な
に
は
っ
き
り
と
し
た
「
文
末
訴
え
こ
と
ば
」
の
「
ヲ
-
」
を
聞
い
て
、
私

は
'
い
か
に
も
特
異
な
訴
え
こ
と
ば
が
あ
る
も
の
だ
な
と
、
感
じ
い
っ
た
の
で
し
た
。
「
オ
」
の
形
も
見
え
て
へ
た
と

2

11
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え
ば
屋
久
島
こ
と
ば
な
ど
で
は
'

○
ヨ
カ
ー
　
テ
ン
キ
列
可
　
刃
オ
.

い
い
天
気
で
す
ね
。

と
あ
り
ま
す
。
他
地
域
に
も
、
「
ナ
オ
」
は
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
オ
」
と
あ
っ
て
も
、
「
ヲ
」
と
あ
っ
て
も
、
私
に
は
、
起
源
不
詳
の
語
で
あ
り
ま
す
。
古
語
に
は
感
動
の
「
ヲ
」

が
あ
り
も
し
ま
す
け
れ
ど
も
へ
薩
隅
方
言
下
で
の
「
ヲ
」
　
の
自
在
な
使
用
ぶ
り
は
'
そ
う
い
う
特
定
の
も
の
を
思
わ

せ
る
よ
う
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。
や
は
り
、
土
地
が
-
ー
方
言
風
土
が
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
こ
う
い
う
も
の
を
、

し
ぜ
ん
に
産
み
だ
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
が
、
与
論
島
方
言
に
関
す
る
問
い
聞
き
の
さ
い
に
'
早
-
聞
き
と
め
得
た
も
の
に
'
「
ヤ
ン
」
「
ヒ
ン
」
が
あ
り

s
k
U
K
s
Z
M

○
ヒ
ユ
ー
ヤ
　
ピ
ー
ソ
-
　
ヤ
ン
。

き
ょ
う
は
寒
い
ね
。

と
い
っ
た
よ
う
な
「
ヤ
ン
」
が
あ
り
、

○
ワ
-
チ
ヤ
ガ
　
ウ
プ
ン
チ
ャ
ー

イ
ッ
チ
ョ
ン
メ
イ
　
ヒ
ン
。

私
た
ち
の
お
じ
さ
ん
と
行
き
あ
わ
な
か
っ
た
か
ね
。



と
い
っ
た
よ
う
な
　
「
ヒ
ン
」
が
あ
り
ま
す
。
「
ヒ
ン
」
は
　
「
ね
」
　
に
あ
た
る
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
〟
目
下
に
対

す
る
と
「
ヒ
ン
」
が
つ
-
。
″
 
、
〝
「
ヤ
ン
」
が
つ
-
と
、
目
上
に
対
す
る
こ
と
ば
に
な
る
。
″
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

私
の
調
査
は
'
昭
和
十
七
年
十
二
月
の
こ
と
で
す
。
こ
の
せ
つ
へ
　
町
博
光
氏
の
教
示
を
乞
う
た
と
こ
ろ
へ
氏

は
、
「
ヤ
ン
」
と
「
バ
ン
」
な
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
与
論
島
出
身
の
町
氏
は
、
「
バ
ン
」
と
「
ヒ

ン
」
と
が
対
応
す
る
と
説
か
れ
ま
し
た
。

私
と
し
て
は
ヘ
　
ヤ
行
音
文
末
詞
の
「
ヤ
」
に
は
ま
ざ
れ
な
い
「
バ
ン
」
の
ほ
う
が
、
「
ヤ
ン
」
以
上
に
注
目
す

べ
き
も
の
に
思
わ
れ
ま
す
。
氏
の
説
か
れ
る
と
お
り
の
対
応
二
者
へ
　
「
バ
ン
」
と
　
「
ヒ
ン
」
と
が
、
そ
ろ
っ
て
、

411

新
生
の
文
末
詞
の
よ
う
に
想
察
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

高
橋
恵
子
氏
の
教
示
に
よ
れ
ば
'
沖
縄
本
島
内
の
言
い
か
た
に
'

○
マ
ー
サ
　
ミ
　
ヒ
-
 
。

お
い
し
い
ネ
。

○
ド
-
シ
　
ウ
ト
ウ
チ
ェ
-
シ
ャ
　
ル
ー
ク
ル
　
ト
ゥ
レ
-
ヒ
ヤ
ー
。

自
分
で
落
と
し
た
の
は
自
分
で
取
れ
ヒ
ヤ
ー
。

な
ど
の
言
い
か
た
が
あ
。
ま
す
。
(
拙
著
『
方
言
文
末
詞
入
渠
)
の
研
究

や
「
ヒ
ヤ
ー
」
も
'
新
生
的
な
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

(
中
)
』
の
第
六
章
)
こ
う
し
た
「
ヒ
-
」
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金
田
章
宏
氏
の
「
山
形
県
置
賜
方
言
述
語
に
付
属
す
る
指
示
接
辞
に
つ
い
て
」
(
『
日
本
方
言
研
究
会
　
第
三
十
九

回
研
究
発
表
会
　
発
表
原
稿
集
』
　
(
昭
和
五
十
九
年
十
月
)
　
に
は
、

㈲
　
指
示
接
辞
に
は
'
コ
ソ
ア
ド
の
う
ち
の
コ
ソ
ア
に
対
応
す
る
-
k
o
,
-
s
o
,
-
r
a
お
よ
び
-
d
e
k
o
,
-
d
e
s
o
,
-
d
e
r
a
が

あ
る
　
(
方
言
の
実
態
に
し
た
が
っ
て
コ
ソ
ラ
と
よ
ぶ
)
。
ド
に
対
応
す
る
形
は
存
在
し
な
い
。

と
あ
っ
て
'

①
E
z
u
m
o
 
o
r
e
n
a
d
a
d
e
k
o
.
(
あ
れ
も
私
の
だ
)

④
n
o
r
a
r
e
q
d
e
s
o
.
の
れ
る
じ
ゃ
な
い
.
)

⑨
e
d
a
d
e
r
a
.
(
い
る
じ
ゃ
な
い
。
)

な
ど
の
事
例
が
見
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
「
コ
」
「
ソ
」
「
ラ
」
は
、
や
が
て
へ
文
末
詞
的
な
も
の
と
も
解
し
う
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
0
-

-
新
生
の
文
末
詞
か
と
受
け
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

が
'
1
般
に
'
純
粋
な
新
生
を
認
め
る
こ
と
は
、
容
易
で
あ
り
ま
せ
ん
O
新
生
の
よ
う
で
も
'
転
生
の
極
端
な
も

の
に
は
か
な
ら
な
い
こ
と
が
'
す
-
な
-
あ
り
ま
せ
ん
。



第
四
節
　
日
本
語
文
末
詞
の
繁
栄
　
つ
づ
き

611

繁
栄
を
言
わ
し
め
る
特
定
事
項
に
'
な
お
、
複
合
形
文
末
詞
の
成
立
が
あ
り
ま
す
。
現
代
日
本
語
方
言
状
態
の
全

般
に
、
複
合
形
文
末
詞
の
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
へ
　
ま
こ
と
に
さ
か
ん
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
さ
か
ん
な
ら
し
め
て

い
る
の
は
、
じ
つ
に
'
本
然
の
文
末
詞
要
請
に
は
か
な
り
ま
す
ま
い
。
日
本
語
表
現
の
、
会
話
の
文
表
現
生
活
で
は
'

だ
れ
し
も
つ
ね
に
'
文
末
特
定
の
訴
え
こ
と
ば
に
依
拠
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
り
ま
す
。

文
末
詞
複
合
の
方
法
は
'
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。
し
か
し
、
根
本
的
に
は
'
「
感
声
系
文
末
詞
+
非
感
声
系
文
末
詞
」

の
形
式
が
'
重
き
を
な
し
て
い
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
に
は
、
本
来
的
な
文
末
詞
と
も
言
え
る
感
声
系
の
文
末
詞
世
界
の
、

し
だ
い
に
拡
充
さ
れ
て
き
た
　
(
さ
れ
て
い
-
)
　
あ
り
さ
ま
が
見
と
ら
れ
ま
す
。

複
合
の
結
果
へ
長
形
・
長
大
形
の
文
末
詞
が
で
き
ま
す
。
感
声
系
の
ナ
行
音
文
末
詞
の
「
ノ
」
が
あ
り
ま
す

と
'
こ
れ
が
'
お
な
じ
-
感
声
系
の
ヤ
行
音
文
末
詞
の
「
ヤ
」
と
結
合
し
て
、
「
ノ
ー
ヤ
ー
」
と
い
う
複
合
形
の
文
末

詞
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
相
手
に
訴
え
よ
う
と
す
る
時
、
人
は
'
ま
た
、
「
ノ
ー
ヤ
ー
ア
ン
タ
」
と
言
う
よ

う
に
も
し
ま
す
.
こ
れ
が
熟
せ
ば
、
こ
の
長
大
な
も
の
が
1
文
末
詞
に
な
り
ま
す
O
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文
末
で
の
訴
え
の
強
化
は
へ
し
ぜ
ん
'
文
末
詞
複
合
形
の
生
産
と
な
っ
て
き
ま
す
.
拙
著
『
方
言
文
末
詞
(
敗
轡

の
研
究
』
　
(
上
)
二
中
)
・
(
下
)
の
三
巻
に
つ
い
て
、
お
の
お
の
巻
末
の
方
言
事
象
索
引
を
ご
ら
ん
い
た
だ
け
れ
ば
さ

い
わ
い
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
で
は
、
音
別
に
わ
た
っ
て
、
複
合
形
文
末
詞
の
諸
相
を
見
て
い
た
だ
-
こ
と
が
で
き

ま
す
。
「
バ
ナ
タ
」
は
そ
の
一
例
で
す
。
こ
れ
は
へ
　
「
バ
イ
」
と
「
ア
ナ
タ
」
と
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。
　
「
タ
ナ
(
-
)

チ
コ
」
「
チ
コ
タ
ナ
」
と
い
う
の
は
'
大
分
県
内
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
す
。
「
タ
ナ
」
は
'
「
あ
な
た
ナ
-
」
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。
「
チ
コ
」
は
'
「
チ
コ
ソ
」
「
ト
コ
ソ
言
へ
」
な
ど
と
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
ナ
モ
シ
」
は
世
に
有
名
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
-
　
「
ナ
も
し
」
　
の
組
み
た
て
に
な
っ
て
い
ま
す
。

瀬
戸
内
海
中
部
の
島
に
育
っ
た
私
自
身
の
特
定
の
文
末
詞
に
は
'
「
ワ
イ
ノ
ー
ヤ
ー
」
が
あ
り
ま
す
。
「
私
」
系
の

「
ワ
イ
」
文
末
詞
に
、
「
ノ
ー
ヤ
ー
」
を
結
合
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
己
れ
を
言
っ
て
他
に
よ
び
か
け
る
と
い
っ

た
態
の
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
ワ
イ
」
か
ら
「
ノ
ー
ヤ
ー
」
へ
の
な
が
れ
が
、
自
己
を
主
張
し
て
他
の
共
感
を
求

め
る
と
い
う
し
く
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

阿
蘇
山
南
麓
で
の
調
査
の
さ
い
に
受
け
と
れ
た
'
長
大
形
の
文
末
詞
を
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

○
ホ
ン
T
　
刃
-
ア
刊
シ
O

ほ
ん
と
に
ね
え
あ
な
た
。

7
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な
ど
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
女
性
こ
と
ば
で
す
。
「
ナ
-
」
の
よ
び
か
け
が
、
「
あ
な
た
」
の
「
ア
タ
」
に
移
り
、

な
お
こ
れ
が
「
刊
シ
」
と
言
い
お
さ
め
ら
れ
て
い
ま
す
o
(
こ
れ
以
上
に
徹
底
す
る
こ
と
は
、
む
ず
か
し
い
で
あ
り

811

ま
し
ょ
う
。
)
　
「
ア
タ
モ
ー
シ
」
が
「
ア
-
タ
モ
ー
シ
」

と
も
言
い
あ
ら
わ
さ
れ
ま
す
。
ま
た
へ
　
「
ナ
ア
タ
モ
ー
シ
」
「
ナ

ア
タ
モ
シ
」
と
も
言
い
あ
ら
わ
さ
れ
ま
す
。

長
野
県
南
部
の
う
ち
に
は
、
「
ナ
ム
」
と
い
う
文
末
詞
が
あ
り
、
「
ガ
ン
(
ム
)
ホ
イ
」
と
い
う
文
末
詞
も
あ
り
ま

す
。
後
者
の
1
例
は
'

○
ソ
ー
ダ
　
ナ
ン
ホ
ィ
。

そ
う
で
す
ね
。

で
す
。
同
地
方
で
、
人
の
名
の
「
む
つ
」
を
よ
ん
で
は
'
「
勾
ツ
.
F
I
叫
ィ
.
」
と
言
っ
て
も
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の

言
い
か
た
は
、
今
日
、
い
ち
じ
る
し
-
お
と
ろ
え
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

関
東
に
行
っ
て
、
埼
玉
県
西
部
の
秩
父
市
の
事
例
を
見
ま
す
o
老
女
た
ち
の
こ
と
ば
に
'
「
勾
シ
ァ
-
」
と
い
う
文

末
詞
が
聞
か
れ
ま
す
。

○
サ
ン
奇
利
可
-
ダ
イ
デ
　
勾
シ
ァ
1
0

三
人
兄
弟
で
し
て
ね
。
　
(
老
女
1
藤
原
)

ム
シ

な
ど
と
あ
り
ま
す
。
「
勾
シ
ァ
-
」
の
内
わ
け
は
、
「
も
し
+
ァ
」
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
秋
田
県
南
の
矢
島
町
に
行
き
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ま
す
と
二
可
シ
ョ
」
が
聞
か
れ
ま
す
。
「
何
々
だ
　
可
シ
ョ
.
」
の
よ
う
な
言
い
か
た
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
ン
ダ
　
モ

シ
ョ
.
」
は
「
何
々
で
す
ね
え
。
」
だ
と
の
こ
と
で
す
。
r
i
F
シ
ョ
」
は
'
「
も
し
+
ヨ
」
の
複
合
形
で
は
な
い
で
し
ょ

^
m私

に
、
一
つ
の
興
味
ぶ
か
い
事
項
が
あ
り
ま
す
。
文
末
詞
の
複
合
形
の
長
大
な
も
の
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、

国
の
西
半
地
方
に
兄
い
だ
さ
れ
が
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
複
合
形
の
長
い
文
末
詞
を
つ
-
る
の
は
、
そ
の
よ

う
な
思
い
か
た
、
考
え
か
た
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
た
思
い
か
た
へ
考
え
か
た
が
、
国
の
西
が

わ
に
片
よ
っ
て
い
ち
じ
る
し
い
、
と
言
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
東
国
地
方
に
行
-
と
、
複
合
形
も
、
比
較

的
簡
潔
な
、
「
思
い
き
り
の
よ
い
言
い
か
た
」
と
も
言
っ
て
み
た
い
よ
う
な
文
末
詞
が
聞
か
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
思
考
の
粘
着
と
短
直
と
い
っ
た
よ
う
な
類
型
差
は
、
た
し
か
に
存
在
し
う
る
こ
と
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。

複
合
形
文
末
詞
,
あ
る
い
は
長
大
形
の
文
末
詞
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
論
定
し
う
る
こ
と
は
'
そ
れ
ら
の
形
の
下

部
に
表
現
重
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
ガ
ン
(
ム
)
ホ
イ
」
と
い
う
の
で
は
'
「
ホ
イ
」
が
重
点
部
に
な
っ
て

い
ま
し
ょ
う
。
「
カ
ー
ア
列
前
日
シ
」
で
は
'
「
モ
ー
シ
」
の
よ
び
か
け
が
'
最
後
的
に
重
要
な
も
の
に
な
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
文
末
詞
の
形
態
の
長
大
化
に
応
じ
て
、
表
現
重
点
は
下
方
に
推
移
し
ま
す
。

911



*
　
　
　
　
*
　
　
　
　
*

方
言
界
に
あ
っ
て
'
人
は
、
表
現
欲
求
に
応
じ
へ
文
末
詞
を
累
加
し
て
き
ま
し
た
。
-
-
複
合
形
文
末
詞
を
創
作

し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
'
人
々
は
'
文
末
詞
運
用
の
簡
便
を
忘
れ
ま
せ
ん
。
元
来
へ
文
表
現
の
最
後
の
し
め
-
-
り
こ
と

ば
が
'
あ
つ
か
う
の
に
不
自
由
な
ほ
ど
に
長
い
も
の
で
あ
っ
た
り
し
て
は
、
特
定
の
ば
あ
い
の
ほ
か
に
は
、
ふ
っ
ご

う
で
も
あ
り
ま
す
.
　
-
　
(
も
の
に
よ
っ
て
は
、
ふ
っ
ご
う
な
ど
は
感
じ
な
い
で
へ
　
そ
の
長
い
ま
ま
を
運
用
し
て
'

そ
れ
で
へ
文
末
詞
の
効
果
を
よ
-
発
揮
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
。
)

「
ナ
-
+
モ
シ
」
は
「
ナ
モ
シ
」
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
'
「
ナ
ン
シ
」
や
「
ナ
ッ
シ
」
な
ど
と
も
さ
れ
ま
し
た
。

つ
い
に
は
「
ナ
シ
」
と
も
さ
れ
ま
し
た
。

「
ナ
-
・
あ
な
た
」
は
'
「
ナ
-
タ
」
や
「
ナ
ン
タ
」
に
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
ナ
タ
」
と
も
さ
れ
ま
し
た
。

複
合
さ
せ
て
も
'
そ
れ
が
'
右
の
よ
う
に
、
縮
約
形
に
も
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
へ
　
こ
の
さ
い
も
'
縮
約
は

縮
約
、
複
合
の
精
神
は
生
き
て
い
ま
す
。

文
末
重
点
を
な
す
長
大
形
文
末
詞
が
'
文
末
本
位
に
'
縮
約
さ
れ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
も
あ
り

ま
し
ょ
う
。

0

サ1
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と
こ
ろ
で
,
尾
張
方
面
の
、
「
ナ
モ
シ
」
な
ら
ぬ
「
エ
モ
シ
」
は
、
「
エ
モ
」
に
さ
れ
ま
し
た
。
複
合

形
の
末
端
の
「
シ
」
が
落
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
ば
あ
い
,
「
エ
モ
」
こ
と
ば
は
二
モ
」
に
よ
っ
て
「
モ
シ
」
を
保
有
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
0

長
形
文
末
詞
の
下
部
重
点
を
す
て
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
「
モ
シ
」
の
「
シ
」
の
尾

母
音
は
、
「
モ
」
の
〔
。
〕
母
音
よ
り
も
小
さ
い
〔
i
〕
で
あ
り
ま
す
。
「
モ
シ
」
に
つ
い
て
へ
人
々
は
し

ぜ
ん
に
、
よ
り
小
さ
な
(
聞
こ
え
の
よ
わ
い
〓
i
〕
母
音
の
「
シ
」
を
す
て
た
と
い
う
わ
け
で
し
ょ
う

m

長
形
化
が
短
形
化
を
よ
ん
だ
と
し
て
も
も
　
-
そ
の
短
形
化
に
諸
相
が
あ
る
と
し
て
も
う
こ
こ
に
だ
い
じ
な
の
は
'

短
形
の
諸
相
が
、
長
形
化
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
,
文
末
詞
の
世
界
は
'
さ
ま
ざ
ま
の
生
産
方
向
を
見
せ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
す
べ
て

が
、
要
す
る
に
、
私
ど
も
に
、
文
末
詞
の
繁
栄
を
考
え
さ
せ
ま
す
。

繁
栄
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
、
そ
れ
は
'
ひ
と
え
に
へ
日
本
語
表
現
法
の
本
性
と
い
う
も
の
に
は
か
な
り
ま
す

ま
い
。



第
五
節
　
現
代
の
文
末
抑
揚

22

HHHHHl

日
本
語
文
末
詞
の
繁
栄
の
一
態
と
し
て
、
現
代
の
文
末
抑
揚
な
る
も
の
も
と
り
た
て
ら
れ
ま
す
か
。
私
は
'
こ
の

も
の
が
'
や
は
り
へ
　
文
末
詞
繁
栄
の
一
証
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
す
。

文
末
詞
の
と
り
用
い
ら
れ
る
本
場
へ
　
口
頭
表
現
は
、
言
う
ま
で
も
な
-
'
音
声
相
を
と
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
中
に
あ
っ
て
、
と
-
に
'
文
末
の
こ
と
ば
調
子
が
、
今
、
注
目
さ
れ
ま
す
。

.

.
_
f

例
を
'
近
江
湖
北
の
方
言
に
借
り
ま
し
ょ
う
。
「
何
々
だ
ケ
ド
」
と
言
う
時
、
人
は
'
「
-
-
-
ケ
ド
1
、
」
と
の
言

=
腰
川
巴

い
か
た
を
し
が
ち
で
す
。
「
ど
う
ど
う
し
テ
」
と
い
う
ば
あ
い
に
も
、
「
-
-
-
テ
I
へ
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
表
現
者

は
'
話
し
を
つ
づ
け
る
文
表
現
の
う
え
で
、
話
部
の
切
れ
め
の
所
(
句
読
点
相
当
の
休
止
の
前
)
　
で
特
異
の
上
昇
調

子
を
見
せ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
文
表
現
の
中
で
は
あ
り
ま
す
が
'
こ
う
し
た
こ
と
ば
調
子
の
表
示
は
'
無
意
図
的
に

も
せ
よ
へ
し
ぜ
ん
の
訴
え
を
示
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
人
は
、
こ
う
し
て
、
文
表
現
の
途
中
で
も
、
相
手
へ
の
訴
え

か
け
　
(
よ
び
か
け
)
を
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
へ
　
「
ぎ
ょ
う
は
あ
た
た
か
い
で
す
　
ネ
。
」
と
い
っ
た
よ
う
な
ば

_
t
、
＼

あ
い
の
「
ネ
」
の
訴
え
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
極
言
す
る
な
ら
ば
へ
「
-
-
-
チ
-
」
の
言
い
か
た

を
、
表
現
者
は
す
で
に
へ
一
個
の
文
表
現
相
当
の
も
の
に
し
て
も
い
る
の
だ
と
言
え
そ
う
で
す
。
「
何
々
ヤ
サ
カ
イ
'
」
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(
何
々
だ
か
ら
,
)
の
よ
う
な
も
の
に
し
て
も
、
人
は
,
こ
う
言
っ
た
所
で
'
ひ
と
息
つ
き
ま
す
。
つ
い
て
い
る
の

は
、
「
何
々
ヤ
サ
カ
イ
」
を
,
文
表
現
な
み
に
持
ち
だ
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
じ
つ
さ
い
、
他
の

言
い
か
た
で
,
l
中
年
男
性
が
、
お
な
じ
-
中
年
の
l
女
性
に
'
バ
ス
中
で
、

・

‥

　

　

　

T

何
々
と
思
う
と
。
(
と
言
っ
て
へ
い
っ
た
ん
話
し
を
と
め
る
。
)

-
_
ー
ゝ

の
よ
う
に
も
言
い
ま
し
た
。
「
ト
-
」
で
、
セ
ン
テ
ン
ス
は
お
わ
り
で
す
。
こ
の
ば
あ
い
、
読
点
を
打
っ
て
-
ぎ
っ
て

も
よ
い
よ
う
な
言
い
か
た
が
'
き
れ
い
に
文
表
現
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

文
表
現
の
末
尾
に
、
き
わ
だ
た
し
い
上
昇
調
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
つ
よ
い
訴
え
か
け
に
な
っ
て
い
る
ば
あ
い
な
ど

に
は
,
言
う
ま
で
も
な
く
,
文
末
声
調
の
文
末
訴
え
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
例
を
、
茨
城
県
下
の
方
言
の
中

か
ら
借
り
て
き
ま
す
。
県
東
北
の
多
賀
郡
の
一
地
で
聞
い
た
も
の
に
は
'

ltヽ

○
モ
ー
　
サ
イ
ナ
ス
ッ
ペ
-
0

も
う
へ
　
さ
よ
な
ら
し
ま
し
ょ
う
ね
。

の
よ
う
な
の
が
あ
り
ま
す
。
当
地
方
に
は
、
よ
り
低
い
音
を
単
純
に
長
-
連
続
さ
せ
て
'
末
部
あ
る
い
は
末
部
ち
か

く
で
、
一
昔
を
急
に
高
-
発
音
す
る
習
慣
が
つ
よ
い
あ
り
さ
ま
で
す
。
無
ア
ク
セ
ン
ト
な
ど
と
言
わ
れ
る
ア
ク
セ
ン

WSi

ト
状
況
の
地
域
に
、
こ
れ
は
、
あ
り
が
ち
の
傾
向
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
さ
て
、
上
例
で
、
「
ペ
-
」
と
あ
る
と
、
助
動

321



て

ロ

^

s

a

詞
「
ペ
」
の
言
い
か
た
が
、
か
-
べ
つ
つ
よ
い
訴
え
こ
と
ば
に
な
り
ま
す
。
「
ペ
-
」
の
言
い
か
た
は
'
お
の
ず
か

ら
、
訴
え
作
用
の
文
末
抑
揚
に
な
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

共
通
語
1
般
に
、
「
わ
か
り
ま
し
た
か
。
」
な
ど
と
言
わ
れ
'
質
問
文
が
と
か
く
上
げ
調
子
に
お
え
ら
れ
る
の
は
'

「
か
」
の
訴
え
こ
と
ば
を
用
い
な
が
ら
も
、
な
お
、
質
問
意
図
を
明
確
に
し
よ
う
と
、
そ
こ
に
上
げ
調
子
を
胎
生
さ

せ
た
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
.
さ
き
の
茨
城
県
下
の
一
地
の
ば
あ
い
に
も
'

○
ソ
-
デ
ヤ
ン
シ
タ
ッ
ペ
　
⇒
-
0

そ
う
だ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
え
。
(
推
し
は
か
る
ば
あ
い
)

の
よ
う
な
言
い
か
た
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
人
は
'
文
末
詞
「
ニ
ー
」
を
用
い
た
う
え
で
、
さ
ら
に
そ
こ
へ
、
高
音
調
、

そ
れ
ま
で
の
平
音
調
か
ら
画
然
と
は
な
れ
た
高
音
調
を
つ
け
加
え
て
い
ま
す
。

421

現
代
と
は
か
ぎ
ら
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
他
時
代
は
お
き
へ
現
代
で
'
文
末
詞
の
活
動
に
該
当
す
る
か
と
思
わ

れ
る
文
末
抑
揚
の
活
動
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
'
文
末
詞
そ
の
も
の
に
か
ぶ
さ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
(
こ
の
ば
あ

い
は
文
末
詞
の
活
動
を
補
強
増
強
す
る
)
こ
と
が
あ
る
と
と
も
に
へ
文
末
詞
で
は
な
い
も
の
が
文
表
現
末
尾
・
末
方

に
あ
る
ば
あ
い
に
あ
ら
わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
の
発
展
と
で
も
見
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
も
文
末
以
外
の
文
中
に
も
　
-
　
文
中
の
ポ
ー
ズ
(
句
読
点
)
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直
前
に
も
　
-
　
同
趣
の
抑
揚
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
'
文
末
抑
揚
に
発
展
し
て
い
-
性
質
の
抑
揚
と
見
る
こ
と
が

で
き
ま
し
ょ
う
。第

六
節
　
文
末
詞
の
隆
替

文
末
詞
の
繁
栄
の
中
に
、
栄
枯
・
隆
替
も
あ
り
ま
す
。
新
し
い
も
の
が
で
き
る
と
と
も
に
、
存
在
す
る
も
の
の
衰

亡
も
あ
り
ま
す
。

鈴
木
規
夫
氏
の
『
名
古
屋
方
言
の
語
法
』
　
(
土
俗
趣
味
社
　
昭
和
四
年
九
月
)
　
に
は
、
つ
ぎ
の
記
述
が
見
え
ま
す
。

㈲
　
「
キ
ョ
ン
」
「
ヨ
ン
」
　
敬
譲
の
名
詞
を
つ
-
る
「
ソ
ン
」
と
と
も
に
残
る
士
族
語
の
代
表
的
な
も
の
で
あ

る
が
'
今
は
殆
ど
聞
か
れ
な
い
。

ホ
ー
　
キ
ョ
ン
　
　
さ
う
か
え

読
メ
ル
　
キ
ョ
ン
　
　
読
め
る
か
え

マ
-
　
イ
ク
　
ヨ
ン
、
マ
ッ
ト
ユ
ッ
タ
ラ
　
シ
テ
　
ゴ
ゼ
ァ
-
　
も
う
行
-
つ
て
、
も
っ
と
紗
っ
く

り
し
て
お
い
で
な

な
る
ほ
ど
へ
　
文
末
詞
「
キ
ョ
ン
」
や
「
ヨ
ン
」
　
は
、
今
日
へ
　
通
用
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う

5

a
r

r
:



い
え
ば
'
尾
張
方
言
に
よ
-
生
き
て
き
た
「
ナ
モ
」
な
ど
も
'
当
今
へ
若
い
年
層
の
人
た
ち
に
は
、
お
こ
な
わ
れ
に

-
-
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
ナ
モ
シ
」
の
松
山
で
'
今
は
へ
　
こ
れ
が
ず
い
ぶ
ん
聞
か
れ
な
-

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

隆
替
は
'
中
国
語
で
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
今
の
北
京
語
の
、
「
あ
'
ほ
ん
と
だ
。
」
　
の
意
の

「
真
　
的
o
」
に
し
て
も
、
こ
れ
は
へ
　
五
十
年
く
ら
い
前
に
は
'
あ
ま
り
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
「
的
」
の
文
末
詞
化
が
発
展
し
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
別
事
で
は
あ
り
ま
す
が
、
旧
時

の
私
ど
も
は
'
「
吃
了
飯
了
公
。
」
と
の
言
い
か
た
を
習
い
ま
し
た
o
今
日
、
北
京
語
で
は
へ
　
こ
の
こ
と
が
、
「
吃
飯
了

喝
。
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
ょ
う
か
。
(
文
字
も
ち
が
い
ま
す
。
)

62

日
目

文
末
詞
の
繁
栄
と
い
え
ば
'
こ
れ
も
、
人
々
の
表
現
生
活
上
の
こ
と
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
表
現
生
活
に
あ
っ
て
'

人
々
が
文
表
現
を
発
す
る
へ
そ
の
さ
ま
ざ
ま
の
発
揚
に
あ
っ
て
、
し
ぜ
ん
に
と
り
用
い
ら
れ
る
の
が
文
末
詞
で
あ
り

ま
す
。表

現
は
生
活
上
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
生
活
は
時
代
的
な
も
の
へ
歴
史
的
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
時
の
推
移
と
と

も
に
生
活
は
推
移
し
'
生
活
の
推
移
と
と
も
に
、
文
末
詞
表
現
の
生
活
も
変
動
を
生
じ
ま
す
。

将
来
は
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。
日
本
語
の
存
す
る
か
ぎ
り
'
将
来
と
も
に
、
文
末
詞
表
現
の
生
活
は
、
変
動
の
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中
に
も
へ
　
長
-
栄
え
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
文
末
詞
な
-
し
て
は
う
　
日
本
語
に
生
き
る
も
の
だ
れ
し
も
、
自
由
な
口

頭
表
現
に
し
た
が
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

た
だ
し
へ
　
口
頭
の
共
通
語
生
活
は
別
で
あ
り
ま
す
。
共
通
を
旨
と
す
る
本
質
に
応
じ
て
'
口
頭
の
共
通
語
生
活
で

は
、
い
わ
ゆ
る
文
末
詞
の
存
立
が
、
す
で
に
ず
い
ぶ
ん
限
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、
標
準
語
樹
立
と
い
う
見
地
で
は
、
そ
の
口
頭
語
部
門
に
関
し
て
、
し
か
る
べ
-
文
末
詞
を
用
意

す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
り
ま
す
。
文
末
詞
の
標
準
語
桑
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
が
、
考

究
問
題
に
な
り
ま
す
。
文
末
詞
の
繁
栄
と
隆
替
と
に
か
え
り
み
つ
つ
、
私
ど
も
は
、
こ
の
考
究
に
あ
た
ら
な
-
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
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詞V
-

文と動活請読章i
f第

第
六
章
　
談
話
活
動
と
文
末
詞

現
代
日
本
語
の
文
末
詞
活
動
を
'
い
わ
ゆ
る
談
話
に
つ
い
て
み
ま
す
。
談
話
に
あ
っ
て
こ
そ
へ
文
末
詞
活
動
の
し

ぜ
ん
さ
が
、
よ
-
わ
か
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

「
談
話
語
」
と
の
言
い
か
た
に
つ
い
て
は
へ
す
こ
し
-
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
「
口
頭
語
」
と

い
う
の
も
そ
う
で
す
が
、
談
話
語
I
と
言
い
き
る
と
'
「
漢
語
」
な
ど
と
も
お
な
じ
く
'
も
の
が
静
的
に
と
ら

え
ら
れ
た
か
た
ち
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
が
、
私
に
は
'
気
が
か
り
な
の
で
す
。
談
話
そ
の
も
の
は
、
ま
っ
た
く

動
的
と
言
う
の
も
お
ろ
か
な
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
い
う
点
で
は
、
私
は
、
世
の
談
話
語
に
か
え

て
、
む
し
ろ
「
会
話
」
の
語
を
と
り
た
い
と
思
う
の
で
す
。
会
話
と
言
え
ば
、
こ
れ
は
、
現
場
の
活
動
を
よ
く

さ
す
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

方
言
の
現
場
は
'
ま
さ
に
会
話
の
現
場
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
一
人
が
長
ば
な
し
を
し
て
も
'
相
手
が
あ
る

か
ぎ
り
、
そ
こ
は
へ
　
い
き
い
き
と
し
た
会
話
の
現
場
で
あ
り
ま
す
。

談
話
-
談
話
活
動
-
は
う
文
末
詞
ま
た
は
文
末
詞
的
な
も
の
を
-
さ
び
に
し
て
、
個
々
の
セ
ン
テ
ン
ス
を
順
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置
し
て
い
く
作
業
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
談
話
活
動
で
'
個
々
の
セ
ン
テ
ン
ス
が
つ
ぎ
つ
ぎ

に
し
た
て
て
い
か
れ
ま
す
。
そ
の
セ
ン
テ
ン
ス
の
配
置
に
あ
っ
て
'
文
末
詞
が
そ
こ
そ
こ
の
け
じ
め
と
し
て
活
用
さ

れ
ま
す
。
文
末
詞
は
、
談
話
活
動
の
、
あ
る
い
は
談
話
と
い
う
段
落
で
の
'
か
な
め
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
て
い
ま

す
。

こ
の
ゆ
え
に
へ
言
え
ま
し
ょ
う
。
談
話
と
と
も
に
へ
文
末
詞
は
、
ま
す
ま
す
繁
栄
の
道
を
た
ど
る
で
あ
ろ
う
、

と
。
談
話
の
無
限
の
生
成
に
応
じ
て
、
文
末
詞
が
無
限
に
活
用
さ
れ
ま
す
。

人
間
の
会
話
に
だ
い
じ
な
の
は
、
文
末
詞
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
会
話
で
の
、
対
話
の
か
ん
ど

こ
ろ
に
な
る
の
が
、
文
末
詞
で
あ
り
ま
す
。

文
表
現
本
位
に
文
末
詞
を
考
え
る
の
も
だ
い
じ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
談
話
活
動
(
1
達
文
)
本

位
に
文
末
詞
を
考
え
て
い
-
こ
と
も
重
要
で
あ
り
ま
す
。
談
話
活
動
の
1
態
、
二
文
の
必
然
的
連
関
と
い
う
連
文
体

に
あ
っ
て
も
、
私
ど
も
は
直
下
に
'
文
末
詞
活
動
の
重
要
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
必
然
的
に
連
関
す
る
二

文
は
'
両
文
の
呼
応
関
係
の
明
ら
か
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
呼
応
関
係
を
強
力
に
支
持
す
る
の
が
'
双
方
の
文

末
詞
ど
う
L
で
あ
り
ま
す
。

人
が
談
話
活
動
に
し
た
が
っ
た
ば
あ
い
、
広
-
言
っ
て
文
章
表
現
に
し
た
が
っ
た
ば
あ
い
へ
そ
の
前
後
三
文
の
間
に
、

必
然
的
連
関
の
認
め
ら
れ
な
い
ば
あ
い
は
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
0
双
方
に
、
ゆ
る
い
関
係
し
か
認
め
ら
れ
な
い
ば
あ
い

031
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に
も
う
　
そ
こ
に
は
、
そ
う
い
う
必
然
的
連
関
の
相
が
あ
る
と
し
な
-
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

前
後
二
文
の
関
係
の
ゆ
る
い
ば
あ
い
へ
あ
る
い
は
粗
で
あ
る
ば
あ
い
へ
文
末
詞
活
動
に
も
ま
た
へ
何
か
の
変
わ
っ
た
こ

と
が
見
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
で
は
'
そ
こ
で
な
り
に
、
文
末
詞
活
動
で
の
呼
応
の
事
実
が
認
め
ら
れ
る
は
ず
で
す
。

佐
藤
虎
男
氏
教
示
の
文
例
に
よ
っ
て
へ
　
そ
の
間
の
事
情
を
観
察
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

○
ホ
ソ
イ
　
カ
ネ
デ
　
ナ
-
。
ス
ル
ノ
ガ
　
ア
ン
利
ヤ
　
ワ
1
.

わ
ず
か
な
お
金
で
ね
。
す
る
の
が
あ
る
ん
だ
わ
。
　
　
(
青
女
1
母
)

第
一
文
の
「
ナ
-
」
と
第
二
文
の
「
ワ
-
」
と
が
呼
応
し
て
い
ま
す
。
単
純
に
つ
よ
-
相
手
に
言
い
か
け
て
い
-
「
ナ

-
」
と
'
は
っ
き
り
と
つ
よ
-
自
己
を
言
う
「
ワ
-
」
と
の
対
応
索
引
で
、
前
後
二
文
は
か
っ
ち
り
と
し
た
も
の
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
右
の
、
二
文
か
ら
な
る
談
話
活
動
に
、
文
末
詞
活
動
が
顕
著
で
あ
り
ま
す
。
つ
ぎ
の
例
は

ど
う
で
し
ょ
う
。

サ

○
刈
-
ソ
-
。
刈
ヤ
　
ナ
o
刈
ン
ナ
テ
ワ

_̂
lV

ゝ

ユ
ワ
　
ヘ
ン
　
ナ
。
ソ
ン
ナ
　
コ
ト
　
セ
ン
　
ヤ
テ
　
コ
-
　
ユ
ー

そ
う
そ
う
。
そ
う
だ
ね
O
「
刈
ン
ナ
O
」
と
は
言
わ
な
い
ね
.
「
ソ
ン
ナ
　
コ
ト
　
セ
ン
o
」
な
ん
て
'
こ
う

言
う
ね
。
　
　
(
老
女
)

文
末
の
「
ナ
」
が
連
続
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
へ
談
話
活
動
で
の
、
展
叙
の
一
態
相
が
'
よ
-
あ
ら
わ
さ
れ

13

日
リ



て
い
ま
す
。
「
ナ
」
が
、
こ
の
談
話
の
す
な
お
な
展
開
を
可
能
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

談
話
に
つ
い
て
へ
文
末
詞
の
活
動
を
見
る
時
、
「
談
話
は
、
文
末
詞
の
ふ
-
よ
か
な
棲
息
地
で
あ
る
。
」
と
も
言
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。
談
話
の
世
界
は
'
文
末
生
存
の
沃
野
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
'
文
末
詞
の
複
合
形
も
'
お
お
い

に
お
こ
っ
て
よ
い
わ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

231

い
わ
ゆ
る
談
話
語
の
研
究
が
、
今
日
の
一
つ
の
重
要
研
究
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

談
話
研
究
は
む
ず
か
し
い
'
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
　
-
　
と
も
す
れ
ば
、
談
話
研
究
が
'
常
識
論
に
な

っ
て
い
き
ま
す
。

談
話
構
造
を
分
析
す
る
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
談
話
構
造
が
'
人
に
無
限
に
造

出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
に
あ
っ
て
'
地
域
差
な
ど
を
求
め
る
こ
と
は
'
難
中
の
難
事
で
あ
り
ま
す
。

ど
う
す
れ
ば
、
談
話
の
研
究
を
、
科
学
的
な
も
の
に
し
て
い
-
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

談
話
と
い
う
活
動
態
を
'

表
現
態
と
し
て
見
る
こ
と

構
造
態
と
し
て
見
る
こ
と

こ
の
両
方
が
必
要
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
両
種
の
処
理
の
調
和
統
合
に
成
功
し
た
時
、
談
話
は
や
や
科
学
的
に
処
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理
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。

右
の
二
方
向
の
調
和
統
合
を
は
か
る
た
め
に
は
'
二
方
向
に
あ
い
わ
た
っ
た
、
肝
心
な
着
眼
点
を
見
つ
け
る
こ
と

が
肝
要
で
あ
り
ま
す
。
私
に
し
て
は
、
そ
の
　
「
肝
心
な
着
眼
点
」
が
'
じ
つ
に
'
談
話
上
の
文
末
詞
で
あ
り
ま
す
。

私
は
'
文
表
現
論
に
あ
っ
て
も
う
　
表
現
態
を
全
的
に
把
握
す
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
文
末
詞
を
と
り
た
て
ま
し
た
。

ど
の
よ
う
な
表
現
論
の
ば
あ
い
に
も
'
　
⊥
表
現
を
表
現
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
っ
て
も
へ
　
た
だ
全
的
に
と
ら
え
る

と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
'
こ
と
が
す
ま
さ
れ
ま
せ
ん
。
表
現
の
実
質
に
は
い
っ
て
い
-
こ
と
は
、
で
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
に
も
表
現
論
で
の
'
私
の
文
末
詞
把
握
が
あ
り
ま
し
た
。

談
話
と
い
う
複
雑
な
構
造
態
・
表
現
態
も
、
要
は
、
文
表
現
の
集
積
滞
成
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
談
話
(
文

章
表
現
)
　
の
ば
あ
い
に
あ
っ
て
も
、
表
現
熟
視
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
や
は
り
文
末
詞
に
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
除
い
て
'
他
に
ど
の
よ
う
な
有
力
視
点
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
文
末
詞
把
握
が
'
談
話
解
析
上
の
不
可
欠
な

手
段
に
な
る
と
も
へ
　
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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請a外-と詞・文章七第

第
七
章
　
文
末
詞
と
諸
外
国
語

第
一
節
　
「
文
末
詞
お
よ
び
文
末
詞
的
な
も
の
」
の
世
界

「
訴
え
心
意
の
普
遍
性
」
の
こ
と
は
、
序
章
の
第
四
節
で
述
べ
ま
し
た
。

こ
こ
に
、
一
定
の
言
語
が
あ
る
と
し
ま
す
。
た
と
え
ば
英
語
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
'
人
々
に
用
い
ら
れ
て
、
言

語
生
活
に
な
り
ま
す
。
い
ず
れ
の
言
語
の
言
語
生
活
に
あ
っ
て
も
、
生
活
の
実
際
で
は
、
個
々
の
文
表
現
が
表
出
さ

れ
ま
す
。
そ
の
文
表
現
は
、
し
ょ
せ
ん
、
対
他
の
訴
え
怪
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
-
文
表
現
が
表
出

さ
れ
お
わ
っ
た
時
、
そ
の
完
結
体
が
'
訴
え
性
を
発
揮
し
ま
す
。
話
し
こ
と
ば
に
あ
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
書

き
こ
と
ば
に
あ
っ
て
も
、
訴
え
性
が
言
え
ま
す
。
さ
て
'
訴
え
る
時
に
、
話
し
こ
と
ば
(
口
こ
と
ば
)
に
あ
っ
て
は
'

訴
え
性
を
表
徴
す
る
'
な
ん
ら
か
の
要
素
が
出
が
ち
で
あ
り
ま
す
。
す
-
な
-
と
も
へ
文
末
の
声
調
と
い
っ
た
よ
う

な
音
声
相
が
あ
ら
わ
に
な
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
必
然
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
O
そ
れ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
I

と
も
言
い
ま
し
ょ
う
か
-
 
'
文
表
現
一
般
に
あ
っ
て
(
書
き
こ
と
ば
の
ば
あ
い
に
も
)
へ
な
ん
ら
か
の
訴
え
表
徴
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が
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
ま
す
。

「
文
末
詞
お
よ
び
文
末
詞
的
な
も
の
」
の
'
「
文
末
詞
的
な
も
の
」
は
、
広
-
、
世
界
の
諸
言
語
上
に
認
め
ら
れ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
(
あ
り
う
る
こ
と
が
'
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
)

私
は
'
文
表
現
の
訴
え
性
ゆ
え
に
へ
　
-
　
こ
と
に
口
こ
と
ば
の
う
え
で
は
　
-
、
い
ず
れ
の
言
語
に
あ
っ
て
も
'

文
表
現
の
結
末
に
、
「
文
末
詞
的
な
も
の
」
が
あ
っ
て
当
然
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

631

第
二
節
　
ド
イ
ツ
語
の
ば
あ
い

文
末
詞
に
関
し
て
へ
広
島
女
学
院
大
学
の
藤
本
正
幸
氏
の
教
え
て
-
だ
さ
っ
た
諸
文
例
は
こ
う
で
す
。

O
E
s
i
s
t
d
o
c
h
s
e
h
r
s
c
h
o
n
h
i
e
r
,
n
i
c
h
t
w
a
h
r
?

J
i
f
c
T
伊
ヰ
玩
6
L
ぐ
レ
弓
ヰ
h
。

O
H
e
r
r
l
i
c
h
e
s
W
e
t
t
e
r
,
n
i
c
h
t
w
a
h
r
?

ヰ
荘
6
L
i
/
-
淵
卸
ベ
叫
声
,

O
D
u
k
o
m
m
s
t
d
o
c
h
m
i
t
,
n
i
c
h
t
w
a
h
r
?

渦
か
淋
h
^
t
l
h
-
-
j
t
^
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o
D
a
s
i
s
t
d
o
c
h
d
e
i
n
B
r
u
d
e
r
,
n
i
c
h
t
?

餅
き
罷
瑚
ゥ
f
t
事
t
l
X
U
o

O
B
a
l
d
i
s
t
N
e
u
j
a
h
r
,
n
i
c
h
t
?

謁
閲
I
S
I
遡
圃
t
M
*
*

o
B
e
i
d
e
i
n
e
n
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
m
a
c
h
s
t
d
u
m
a
n
c
h
m
a
l
F
e
h
l
e
r
,
n
i
c
h
t
?

・
.
.
 
'
・
=
'
'
]
・
'
'
i
・
.
;
・
.
.
.
'
1
.
I
.
 
・
'
:
.
I
:
・
.

ODasistbillig,ne?

蝣
:
n
i
-
珊
L
レ
蝣
i
f
a
o

O
D
a
s
i
s
t
j
a
m
o
g
l
i
c
h
,
n
e
?

巾
~
>
i
p
{
j
 
L
t
L
%
<
∵
c
f
c
f
a
o

O
K
o
m
m
e
n
S
i
e
m
a
l
w
i
e
d
e
r
,
n
e
?

i
w
a
s
は
i
i
:
通
E
a
S
K
S

7

s
>

1



O
S
i
e
m
i
i
s
s
e
n
f
r
i
i
h
e
r
a
u
f
s
t
e
h
e
n
,
i
a
?

佃
〈
置
噛
S
d
i
:
穏
h
o

こ
れ
ら
の
例
文
は
、
『
ド
イ
ツ
語
表
現
辞
典
』
な
ど
か
ら
の
も
の
と
の
こ
と
で
し
た
。

こ
れ
よ
り
さ
き
へ
氏
の
ご
教
示
を
乞
う
た
時
へ
端
的
に
言
わ
れ
た
の
は
'
〟
「
n
i
c
h
t
w
a
h
r
」
が
お
も
な
も
の
で
は

な
い
で
す
か
。
″
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

私
と
し
て
は
'
「
,
n
i
c
h
t
w
a
h
r
」
に
対
し
て
、
「
,
n
i
c
h
t
」
の
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
が
'
興
味
ぶ
か
く
思
わ
れ
ま

す
o
さ
ら
に
は
'
「
.
n
e
」
　
(
n
i
c
h
t
の
俗
語
)
　
の
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
が
'
い
っ
そ
う
興
味
ぶ
か
く
思
わ
れ
ま
す
。

「
,
j
a
」
の
こ
と
は
お
き
ま
す
O
今
は
、
お
も
し
ろ
い
　
「
n
e
」
に
つ
い
て
へ
　
す
こ
し
の
こ
と
を
つ
け
そ
え
て
み
ま
す
。

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
十
日
間
へ
滞
在
し
た
時
の
こ
と
で
す
。
　
-
　
第
二
回
世
界
方
言
学
者
会
議
の
時
で
し
た
。
私
ど
も

は
'
会
の
斡
旋
を
受
け
て
'
民
家
、
ワ
ラ
ウ
エ
ル
さ
ん
の
家
に
寄
宿
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
経
済
学
博
士
で
も

あ
る
と
い
う
、
こ
の
初
老
婦
人
が
、
英
語
で
の
朝
夕
の
会
話
に
'
し
き
り
に
「
-
・
・
・
-
,
斗
o
」
と
の
言
い
か
た
を
し

た
の
で
す
。
私
ど
も
は
'
そ
れ
を
聞
-
た
び
に
'
'
日
本
語
の
「
ネ
」
を
知
っ
て
い
る
の
か
な
㍉
と
い
う
よ
う
な
お
ど

ろ
き
を
お
ぼ
え
ま
し
た
。
こ
の
「
ネ
」
こ
そ
は
'
じ
つ
に
「
n
e
」
で
あ
っ
た
の
か
と
、
今
ご
ろ
頒
得
す
る
し
だ
い
で

あ
り
ま
す
。

「
ロ
i
c
h
t
」
が
、
し
だ
い
に
単
純
な
も
の
に
考
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
単
純
に
あ
つ
か
わ
れ
て
'
し
だ
い
に
そ
の
語

C
O

3F
:
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形
も
変
え
ら
れ
、
つ
い
に
「
n
e
」
に
な
る
と
、
こ
れ
は
,
や
や
感
声
的
な
も
の
に
も
な
っ
た
か
。
(
あ
る
い
は
へ

も
っ
と
も
単
純
な
つ
け
そ
え
こ
と
ば
に
も
な
っ
た
か
。
)
そ
こ
で
へ
ワ
ラ
ウ
エ
ル
夫
人
の
よ
う
に
、
人
は
、
英
会

話
の
中
で
も
、
こ
れ
を
わ
け
な
-
流
用
し
て
の
け
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
の
か
。

と
い
う
こ
と
が
、
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
に
し
て
も
、
藤
本
氏
が
表
記
せ
ら
れ
た
よ
う
に
二
n
e
」
は
、
「
,
]
の
も
と
に
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

_
^
T

日
本
語
の
、
「
き
の
う
　
ネ
。
」
な
ど
の
よ
う
に
、
「
,
J
を
必
要
と
し
な
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
o
(
も
っ
と
も
、

ワ
ラ
ウ
エ
ル
夫
人
の
英
会
話
で
の
「
n
e
」
の
ば
あ
い
へ
そ
の
前
の
ポ
ー
ズ
が
明
瞭
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
こ

そ
,
私
の
記
憶
に
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
.
-
そ
ん
な
に
ポ
ー
ズ
ら
し
い
も
の
は
な
か
っ
た
発
言
も
、
か
な
り
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
回
想
し
て
も
お
り
ま
す
。
)

ド
イ
ツ
語
の
ば
あ
い
、
日
本
語
に
群
生
し
て
い
る
文
末
詞
に
類
し
た
文
末
詞
と
そ
の
群
生
と
は
'
見
ら
れ
な
い
と

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
日
本
語
の
文
表
現
構
造
と
、
ド
イ
ツ
語
の
文
表
現
構
造
と
に
'
差
異
・
懸
隔
が
あ
り

ま
す
。



第
三
節
　
フ
ラ
ン
ス
語
の
ば
あ
い

041

広
島
大
学
の
原
野
昇
氏
は
、
文
末
詞
に
関
す
る
私
の
種
々
の
愚
問
に
、
多
-
の
賢
注
を
加
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

か
つ
、
氏
自
身
、
文
末
詞
的
な
も
の
を
追
求
せ
ら
れ
て
へ
そ
の
研
究
結
果
を
私
に
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

氏
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
、
い
-
ら
か
の
こ
と
を
し
る
し
て
み
ま
す
。

O
F
a
i
t
e
s
a
t
t
e
n
t
i
o
n
a
u
x
g
r
e
n
a
d
e
s
l
a
c
r
y
m
o
g
e
n
e
s
,
h
e
i
n
.

藤
対
報
　
蝣
'
f
r
L
3
c

l

'

"

:

"

'

　

'

蝣

蝣

　

蝣

　

　

　

蝣

'

'

)

'

.

I

I

-

蝣

　

'

蝣

'

.

-

-

'

.

,

'

.

蝣

　

I

こ

1

,

感
声
的
な
「
h
e
i
n
」
が
文
末
に
立
っ
て
い
ま
す
。
日
本
語
の
文
末
詞
に
ち
か
い
も
の
が
こ
こ
に
あ
る
と
,
言
え
ば
言

ぇ
な
い
こ
と
も
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
'
こ
こ
は
、
「
,
h
e
i
n
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、

フ
ラ
ン
ス
語
の
会
話
表
現
に
こ
う
い
う
も
の
も
あ
る
の
が
、
私
に
は
興
味
ぶ
か
く
思
わ
れ
ま
す
。

っ
ぎ
に
、
「
e
h
」
と
い
う
'
や
は
り
感
声
的
な
語
が
あ
る
よ
う
で
す
。
原
野
氏
は
、
こ
れ
を
、
文
末
に
聞
い
た
こ
と

が
あ
る
よ
う
に
思
う
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

O
O
i
i
g
a
?
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「
t
*
;
　
収
o
」
「
i
f
i
 
h
o
」

f
s
:
a
」
は
、
本
来
、
指
示
代
名
詞
の
「
そ
れ
」
と
の
こ
と
で
す
が
へ
上
文
で
は
'
「
O
d
J
の
「
ど
こ
」
の
下
に
立
ち

は
た
ら
い
て
い
ま
す
。
こ
の
「
G
a
」
の
、
「
さ
」
や
「
よ
」
と
言
い
か
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
へ
私
の
興
味
を
よ
び
ま

す
。O

C
e
l
a
s
e
r
a
g
a
l
a
n
t
,
o
u
i
.

n

u

^

-

j

*

や

i

^

r

j

r

z

^

/

u

T

.

7

.

7

.

1

(
輩
斗
j
j
蔀
知
f
J
t
 
r
M
o
l
i
f
e
r
e
"
L
e
b
o
a
r
g
e
o
i
s
g
e
n
t
i
l
h
o
m
m
e
L
 
p
.
5
0
)

O
C
密
a
i
t
g
e
n
t
i
l
,
n
o
n
?

思
鼠
m
s
k
腰
間
函
g
R
g
g
g
r
f

(
T
L
e
f
r
.
e
t
l
a
v
i
e
.
1
.
J
 
p
.
1
7
5
)

「
,
O
u
l
」
や
「
,
n
o
n
」
が
見
え
ま
す
.
「
は
い
」
と
か
「
い
い
え
」
と
か
い
う
も
の
は
、
こ
う
し
て
文
末
に
特
用
さ

れ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
(
私
ど
も
の
日
常
生
活
の
中
に
も
、
「
何
々
何
々
。
は
い
。
」
と
い
っ
た
よ
う
な
こ

と
ば
づ
か
い
、
「
は
い
。
」
の
し
ぜ
ん
に
出
て
-
る
こ
と
ば
づ
か
い
が
、
と
き
お
り
聞
か
れ
ま
す
。

O
V
o
u
s
b
u
v
e
z
d
e
l
'
a
l
c
o
o
l
,
j
e
p
e
n
s
e
?

7
)
V
3
-
J
L
,
巾
f
,
.
界
&
M
&
-
S
A
/
T
L
i
,

141



(
[
L
e
f
r
.
e
t
l
a
v
i
e
.
1
.
J
 
p
.
2
3
3
)

「
,
j
e
p
e
n
s
e
」
は
'
英
語
の
文
表
現
で
の
「
I
t
h
i
n
k
L
 
T
l
b
e
l
i
e
v
e
」
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
o

原
野
氏
は
'
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
も
と
り
た
て
て
-
だ
さ
い
ま
し
た
。

O
D
o
n
n
e
z
v
o
t
r
e
m
a
n
t
e
a
u
,
s
'
i
l
v
o
u
s
p
l
a
i
t
.

伊
丹
t
z
(
D
=
i
-
丁
畔
　
:
%
*
>
吊
J
:
i
L
&
幼
く
)
o

(
f
L
e
f
r
.
e
t
l
a
v
i
e
.
1
.
J
 
p
.
1
5
)

「
s
'
i
l
 
v
o
u
s
 
p
l
a
i
t
J
も
'
文
後
尾
に
立
て
ば
、
こ
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
も
よ
い
は
た
ら
き
の
も
の
に
な
る
の
で
し

ょ
う
か
。
　
-
　
あ
る
慣
用
的
な
も
の
が
文
末
に
立
つ
と
、
そ
れ
が
特
用
成
分
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
を
私
流
に
受
け
と
り
ま
す
と
、
そ
の
特
用
成
分
が
'
多
少
と
も
、
文
末
詞
的
な
も
の
に
ち
か
い
も
の
に
な
っ
て

い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

以
上
、
原
野
氏
の
'
多
-
の
教
示
例
の
中
か
ら
'
比
較
的
へ
私
に
わ
か
り
や
す
い
も
の
を
と
り
た
て
て
み
ま
し
た
。

241

日
本
語
の
文
末
詞
に
比
肩
し
う
る
も
の
を
'
直
下
に
と
っ
て
-
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
点
で
は
へ
　
こ
の
フ
ラ
ン
ス

語
の
ば
あ
い
も
へ
　
英
語
の
ば
あ
い
に
よ
-
似
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
訴
え
心
意
の
普
遍
性
」
の
ま
に
ま

に
へ
諸
種
の
訴
え
方
法
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
も
の
の
へ
　
フ
ラ
ン
ス
語
で
の
こ
う
し
た
世
界
は
'
な
お
へ
　
日
本
語
で
の
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文
末
詞
群
生
の
世
界
と
は
'
お
お
い
に
ち
が
っ
た
あ
り
さ
ま
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

日
本
語
で
の
文
表
現
構
造
と
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
文
表
現
構
造
と
に
、
差
異
・
懸
隔
が
あ
り
ま
す
。

第
四
節
　
英
語
の
ば
あ
い

カ
ナ
ダ
英
語
な
ど
に
h

O
Y
o
u
a
r
e
h
a
p
p
y
e
i
?

と
の
言
い
か
た
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
「
e
i
」
は
'
「
a
r
e
n
'
t
y
o
u
」
に
か
か
わ
る
も
の
と
、
私
は
'
教
え
ら

れ
た
か
と
思
い
ま
す
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
'
「
e
…
」
が
「
o
i
」
だ
と
の
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
た
か
。
「
e
i
」
な
り
「
O
i
」

な
り
は
、
も
は
や
,
感
声
的
な
も
の
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
'
こ
こ
に
、

文
末
訴
え
の
特
定
要
素
が
見
ら
れ
ま
す
。
(
「
e
i
」
や
「
o
i
」
の
直
前
に
二
,
]
が
い
る
の
か
ど
う
か
へ
不
明
な
の
で

あ
り
ま
す
。
)

草
島
時
介
氏
の
『
な
ん
で
も
試
そ
う
』
(
オ
リ
オ
ン
社
　
昭
和
三
十
九
年
)
に
は
、
そ
の
p
・
2
謡
、

O
l
'
v
e
o
n
l
y
j
u
s
t
a
r
r
i
v
e
d
,
m
u
n
!

蒔
〈
罷
汁
i
t
z
ぐ
レ
押
収
汁
h
Z
.
h
t
J
h
,
穏
j
:
。

3

4

日
目



の
事
例
が
見
え
ま
す
O
(
拙
著
『
方
言
文
末
詞
入
渠
)
の
研
究
　
(
上
)
』
P
.
1
4
)
こ
の
「
マ
ン
」
(
m
u
n
)
が
ま

た
へ
　
「
き
も
ち
が
幾
分
感
動
し
た
時
に
、
話
の
後
へ
軽
-
つ
け
る
も
の
だ
と
言
っ
て
い
た
。
」
そ
う
で
す
。
右
の
拙
著

の
p
.
1
5
に
は
'
ハ
ワ
イ
英
語
の
例
も
あ
げ
て
い
ま
す
。
神
島
武
彦
氏
が
'
現
地
で
と
ら
え
ら
れ
た
も
の
で
す
o

O
Y
o
u
j
u
s
t
a
r
r
i
v
e
d
d
a
t
o
n
a
r
i
c
o
u
n
t
r
y
,
y
a
h
!

O
Y
o
u
g
o
H
a
o
l
e
m
o
v
i
e
t
o
n
i
g
h
t
,
y
a
h
!

な
ど
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
も
、
感
声
的
な
「
y
a
h
」
が
見
ら
れ
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
へ
　
「
m
u
n
」
や
「
y
a
h
」
の
直
前
に
は
、
「
,
]
が
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
.
日
本
語
の
文
表
現
と
は
ち

が
っ
た
構
造
の
英
語
の
文
表
現
で
は
、
文
末
に
感
声
的
も
な
の
が
た
ち
は
た
ら
い
て
も
'
そ
れ
は
'
「
L
の
も
と
に

立
つ
と
い
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

昭
和
六
十
二
年
七
月
二
日
の
N
H
K
ラ
ジ
オ
　
『
続
基
礎
英
語
』
　
で
'
私
が
聞
き
と
め
た
も
の
に
'
つ
ぎ
の
セ
ン
テ

ン
ス
が
あ
り
ま
す
。

O
I
h
a
v
e
n
o
m
a
g
a
z
i
n
e
h
e
r
e
,
t
h
o
u
g
h
.

私
は
'
こ
れ
を
聞
き
と
っ
た
時
、
「
t
h
o
u
g
h
」
に
こ
の
よ
う
な
文
末
詞
的
用
法
が
あ
る
の
か
と
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。

「
t
h
o
u
g
h
」
も
、
こ
の
よ
う
に
自
由
に
つ
か
わ
れ
る
の
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
日
本
語
で
'
電
話
の
こ
と
ば
に
、
「
も

441
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し
も
し
へ
　
わ
た
し
は
山
崎
で
す
け
ど
。
」
と
い
う
ふ
う
な
慣
用
文
が
あ
り
ま
す
。
接
続
助
詞
の
「
け
ど
」
が
へ
　
こ
の
さ

い
、
か
-
べ
つ
逆
接
を
意
味
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
日
本
語
で
の
こ
の
「
け
ど
」
の
ば
あ
い
に
も
似
て
、

英
語
で
も
'
「
t
h
o
u
g
h
」
が
文
末
に
特
用
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
へ
　
日
本
語
の
「
け
ど
」
の
前
に
は
、
何

の
ポ
ー
ズ
も
な
い
の
に
対
し
て
、
上
の
英
文
表
現
の
ば
あ
い
に
は
、
「
こ
　
の
お
か
れ
る
こ
と
が
必
定
で
す
。

日
本
語
の
文
末
詞
「
ね
」
な
ど
に
相
当
す
る
も
の
を
'
英
語
の
文
表
現
に
求
め
る
と
な
れ
ば
'
通
常
　
(
お
お
か
た

は
)
、
例
の
t
a
g
q
u
e
s
t
i
o
n
が
持
ち
だ
さ
れ
ま
し
ょ
う
。

O
l
t
'
s
v
e
r
y
f
i
n
e
t
o
d
a
y
,
i
s
n
'
t
i
t
?

「
ね
」
相
当
の
も
の
と
は
い
い
な
が
ら
、
「
i
s
n
、
こ
t
」
は
、
「
主
・
述
」
構
造
の
も
の
で
す
。
日
本
語
の
文
末
詞
「
ね
」

と
は
、
実
態
が
お
お
い
に
異
な
り
ま
す
。

O
L
e
t
'
s
s
t
u
d
y
E
n
g
l
i
s
h
,
s
h
a
l
l
w
e
?

こ
れ
で
の
「
s
h
a
l
l
w
e
」
も
ま
た
、
「
主
・
述
」
構
造
の
も
の
で
し
ょ
う
。

文
頭
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
る
「
y
o
u
k
ロ
O
W
」
や
「
y
o
u
s
e
e
」
が
、
ま
た
、
文
尾
に
も
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
a
s
y
o
u
k
n
o
w
」
、
「
a
s
y
o
u
s
e
e
」
が
「
y
o
u
k
n
o
w
」
、
「
y
o
u
s
e
e
」
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
省
略

構
造
体
は
'
す
で
に
文
表
現
上
の
特
定
分
子
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
も
さ
れ
ま
し
ょ
う
か
。
英
文
和
訳
で
'
人
々
は
、
541

文
末
の
「
y
o
u
k
n
o
w
」
な
ど
を
'
単
純
に
「
ね
」
と
訳
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
で
は
あ
り
ま
す
が
、
「
y
o
u
k
n
o
w
」



な
ど
の
あ
り
よ
う
は
、
や
は
り
「
主
・
述
」
構
造
の
も
の
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

文
末
の
「
,
I
t
h
i
n
k
L
「
,
I
b
e
l
i
e
v
e
」
な
ど
が
ま
た
、
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

私
は
'
英
語
の
こ
う
い
う
世
界
に
つ
い
て
、
広
島
女
学
院
大
学
の
小
川
清
氏
に
教
示
を
乞
い
ま
し
た
。
氏
は
'
参

考
書
も
貸
与
せ
ら
れ
て
、
多
-
の
こ
と
を
教
示
し
て
-
だ
さ
い
ま
し
た
。
以
下
へ
氏
の
教
示
例
・
教
示
事
項
を
引
用

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「
,
I
b
e
l
i
v
e
」
な
ど
に
類
す
る
も
の
へ
　
「
,
I
h
e
a
r
L
「
,
I
s
u
p
p
o
s
e
」
が
あ
り
ま
す
.

な
お
、
「
,
I
m
u
s
t
s
a
y
」
が
あ
り
ま
す
O
「
,
s
o
t
h
e
y
s
a
y
」
が
あ
り
ま
す
.
「
,
d
o
n
'
t
y
o
u
t
h
i
n
k
?
J
が
あ
り
ま

す
。
い
ず
れ
も
、
も
の
は
'
「
主
・
述
」
構
造
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

さ
ら
に
、
氏
の
教
示
せ
ら
れ
た
も
の
に
、
「
,
s
o
r
t
o
f
」
や
「
,
s
a
d
t
o
s
a
y
」
が
あ
り
ま
す
ー
J
A
M
E
S
K
I
R
K
U
P

641

氏
と
K
O
J
I
W
A
T
A
N
A
B
E
氏
と
の
共
著
『
T
R
E
N
D
S
A
N
D
T
R
A
D
I
T
I
O
N
S
-

E
x
e
r
c
i
s
e
s
　
-
　
』
　
(
成
美
堂
　
昭
和
六
十
1
年
一
月
)
　
の
中
に
、

o
l
t
m
e
a
n
s
"
R
a
n
d
o
m
A
c
c
e
s
s
M
e
m
o
r
y
.
"
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
o
r
a
g
e
,
s
o
r
t
o
f
.

が
見
え
ま
す
。
ま
た
へ

E
s
s
a
y
s
,
D
i
a
l
o
g
u
e
s
a
n
d

O
Y
e
s
.
I
r
e
h
e
a
r
s
e
d
l
i
k
e
m
a
d
.
B
u
t
l
d
i
d
n
'
t
w
i
n
a
p
r
i
z
e
,
s
a
d
t
o
s
a
y
.

が
見
え
ま
す
。
「
,
s
a
d
t
o
s
a
y
」
の
よ
う
な
の
も
'
上
来
の
文
末
特
定
要
素
に
と
り
た
て
る
と
な
っ
た
ら
'
文
末
訴
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え
表
現
の
世
界
は
、
い
よ
い
よ
広
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

会
話
の
中
で
は
、
文
表
現
末
瓢
の
し
め
-
-
り
に
あ
た
っ
て
も
う
　
い
ろ
い
ろ
に
自
由
な
-
ふ
う
の
な
さ
れ
る
こ
と

が
想
像
さ
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
中
に
へ
　
た
し
か
に
、
「
ね
」
や
「
よ
」
な
ど
と
訳
し
て
よ
い
も
の
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
へ
文
末
特
定
要
素
の
構
造
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
れ
ぼ
り
　
日
本
語
の
文
末
詞
が
、
ま
っ
た
-
早

純
な
「
ネ
」
や
「
ヨ
」
の
単
詞
構
造
で
あ
る
の
に
対
し
て
'
英
語
で
は
、
と
か
-
複
雑
構
造
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。

も
の
は
お
お
い
に
ち
が
う
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
英
語
の
文
表
現
構
造
と
日
本
語
の
文
表
現
構
造
と
に
、
明

ら
か
な
差
異
・
懸
隔
が
あ
り
ま
す
。

第
五
節
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
の
ば
あ
い

ジ
ャ
カ
ル
タ
か
ら
来
日
し
て
'
広
島
大
学
に
留
学
し
て
い
る
E
d
i
z
a
l
氏
　
(
C
e
n
t
e
r
 
f
o
r
 
J
a
p
a
n
e
s
e
 
S
t
u
d
i
e
s

U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
s
N
a
s
i
o
n
a
l
　
に
勤
め
て
い
る
人
)
の
教
示
を
得
て
、
す
こ
し
の
こ
と
を
か
か
げ
て
み
ま
す
。
〟
語
序
は

転
倒
式
で
す
。
″
と
あ
り
ま
し
た
。
　
-
　
日
本
語
を
理
解
し
て
の
発
言
で
し
ょ
う
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
は
'
「
助
詞
無
へ
741

動
詞
活
用
無
」
だ
そ
う
で
す
。
(
私
は
、
I
中
国
語
も
お
な
じ
だ
な
あ
。
.
と
、
ふ
と
思
い
ま
し
た
。
)



「
き
ょ
う
は
寒
い
で
す
ね
。
」
と
い
う
の
を
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
は
ど
う
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。
氏
の
答
え
は
こ

う
で
す
。

O
H
A
R
I
 
I
N
I
D
I
N
G
I
N
,
B
U
K
A
N
?

84

r
:

B
　
:
t
i
　
-
I
 
I

仙
」
o
　
　
　
載
t
J
J
　
　
訂

「
そ
う
で
す
ね
。
」
は
t

O
B
E
G
I
T
U
,
B
U
K
A
N
?

「

巾

5

」

　

　

h

だ
そ
う
で
す
。
こ
こ
で
へ
　
「
B
U
K
A
N
」
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
「
わ
た
し
は
知
り
ま
せ
ん
わ
。
」
に
あ
た
る
セ
ン
テ
ン
ス
を
書
い
て
も
ら
お
う
と
す
る
と
へ
　
「
わ
」
に
相

当
す
る
も
の
は
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。
つ
ぎ
の
セ
ン
テ
ン
ス
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

O
S
A
Y
A
 
T
I
D
A
K
 
M
E
N
G
E
R
T
I

声
　
　
f
i
T
 
J
r
*
j
」

こ
れ
は
、
英
語
で
の
セ
ン
テ
ン
ス
構
造
と
お
な
じ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
'
前
の
「
H
A
R
I
I
N
I
」
の
ば
あ
い

は
'
こ
と
か
わ
っ
た
転
倒
式
で
す
。
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つ
ぎ
に
、
「
こ
れ
は
あ
な
た
の
本
で
す
か
。
」
　
の
「
か
」
を
'
私
は
問
題
に
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
へ
　
〟
「
か
」
相
当

の
も
の
も
な
い
。
〟
と
の
こ
と
で
し
た
。
つ
ぎ
の
セ
ン
テ
ン
ス
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

O
A
P
A
K
A
H
 
I
N
I
 
B
U
K
U
 
A
N
D
A
?

z
.
x
i
 
S
 
h
t
e
t
z

こ
の
「
A
P
A
K
A
H
」
に
つ
い
て
は
、
「
w
h
a
t
L
 
T
i
s
」
　
の
説
明
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
文
の
抑
揚
は
、
一
般
に
、
平
調
主
体
だ
そ
う
で
す
。
た
と
え
ば
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」
も
、

O
T
E
R
I
M
A
K
A
S
I
H
　
(
ま
た
は
T
E
R
I
M
A
K
A
S
I
H
)

の
よ
う
に
発
言
さ
れ
ま
し
た
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
が
「
転
倒
式
」
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
-
だ
さ
っ
た
事
例
に
は
'
つ
ぎ
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

S
A
Y
A
 
M
A
K
A
N
 
N
A
S
I

1　　　　　2

i

_

.

*

.

-

i

　

;

・

-

ハ

　

・

・

1

　

　

　

3

　

　

　

2

な
る
ほ
ど
、
〟
語
順
は
英
語
と
お
な
じ
。
″
で
'
「
s
I
P
I
O
」
形
式
が
見
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
へ

941



釧
融
t
z
(
D
潮
　
B
U
K
U
 
A
N
D
A

2
　
　
1
　
　
　
1
　
　
　
2

珊
d
引
剰
　
R
U
M
A
H
B
A
R
U

051

2　　1　　　1　　　　2

と
い
う
複
合
も
示
さ
れ
ま
し
た
。
さ
き
の
「
H
A
R
I
 
I
N
I
」
も
、
こ
れ
と
同
類
の
も
の
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
転
倒

式
は
、
英
語
の
ば
あ
い
と
は
異
な
り
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
転
倒
式
の
は
な
は
だ
し
さ
が
、
こ
の
言
語
の
特
性
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
た
言
語
に
へ

さ
き
の
「
B
U
K
A
N
」
が
見
ら
れ
ま
す
。

さ
て
Y
 
E
d
i
z
a
民
は
'
『
H
O
W
T
O
M
A
S
T
E
R
I
N
D
O
N
E
S
I
A
N
L
A
N
G
U
A
G
E
』
を
見
と
お
し
て
く
だ
さ

っ
て
、
こ
の
中
に
'
私
が
問
題
に
す
る
文
末
詞
に
類
す
る
も
の
が
、
三
つ
だ
け
あ
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
'

「
B
U
K
A
N
」
と
「
Y
A
」
と
「
Y
A
B
U
K
A
N
」
と
の
よ
う
で
す
。
主
と
し
て
と
り
た
て
る
べ
き
は
、
「
B
U
K
A
N
L

T
Y
A
」
の
二
者
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
二
者
に
つ
い
て
へ
E
d
i
z
a
民
は
'
お
こ
な
わ
れ
る
頻
度
を
、

B
U
K
A
N
　
9
0
%

Y
A
　
　
　
9
9
%

と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
説
明
の
し
か
た
に
は
、
わ
か
り
か
ね
る
も
の
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
「
Y
A
」
の
ほ
う
が
よ
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く
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
明
ら
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

「
あ
す
は
会
議
が
あ
り
ま
す
ね
。
」
が
、

.

-

　

　

＼

1

1

O
B
E
S
O
K
A
D
A
R
A
P
A
T
,
B
U
K
A
N
?

o
B
E
S
O
K
A
D
A
R
A
P
A
T
,
Y
A
.

と
言
わ
れ
ま
す
。
「
Y
A
」
の
ほ
う
は
、
言
い
き
る
お
も
む
き
の
も
の
だ
そ
う
で
す
。
(
ア
ク
セ
ン
ト
も
そ
う
な
っ
て
い

る
で
し
ょ
う
か
。
)
「
B
U
K
A
N
」
の
ほ
う
は
'
あ
ず
け
た
よ
う
な
言
い
か
た
に
な
る
ら
し
い
の
で
す
。
そ
こ
で
、
「
こ

も
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
o
ア
ク
セ
ン
ト
も
し
調
子
で
す
。

″
「
B
U
K
A
N
」
よ
り
も
「
Y
A
」
の
方
が
も
っ
と
強
調
。
″

と
の
説
明
も
あ
り
ま
し
た
。
〟
「
Y
A
」
が
'
や
や
(
ち
ょ
っ
と
)
て
い
ね
い
。
〃
と
の
説
明
も
あ
り
ま
し
た
。

早
-
話
す
時
は
、
〝
「
B
U
K
A
N
」
よ
り
も
「
K
A
N
」
が
よ
-
出
る
。
〟
と
も
あ
り
ま
し
た
。
″
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
に

は
敬
語
は
な
い
。
″
そ
う
で
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
B
U
K
A
N
L
 
T
Y
A
」
と
も
に
、
〟
会
話
で
″
の
も
の
と
さ
れ
ま
す
。
「
B
U
K
A
N
」
は
'
何
な

の
で
し
ょ
う
か
。
「
こ
れ
は
本
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
の
意
の
セ
ン
テ
ン
ス
は
、
「
I
N
I
B
U
K
A
N
B
U
K
U
」
だ
と
の

こ
と
で
す
。
こ
れ
の
「
B
U
K
A
N
」
は
、
〟
否
定
の
意
味
と
し
て
″
は
た
ら
い
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。

さ
き
に
か
か
げ
た
「
Y
A
B
U
K
A
N
」
は
、
や
は
り
話
し
こ
と
ば
の
中
で
、
「
Y
A
K
A
N
」
と
も
な
る
そ
う
で
す
。

r
:

5日
目



(
〝
話
す
時
は
1
つ
に
つ
づ
け
る
が
、
二
つ
の
こ
と
ば
。
″
と
の
こ
と
で
し
た
。
)

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
に
'
文
末
特
定
の
こ
と
ば
、
「
B
U
K
A
N
」
と
「
Y
A
」
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う

か
。
「
Y
A
B
U
K
A
N
」
を
と
り
た
て
て
、
も
の
を
三
つ
と
か
ぞ
え
て
も
、
こ
れ
は
極
少
の
数
で
す
。
特
別
の
も
の

が
'
特
用
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
(
そ
れ
に
し
て
も
へ
こ
う
し
た
こ
と
ば
が
産
み
だ
さ
れ
な
く
て
は
す
ま
な
か

っ
た
と
こ
ろ
に
、
私
ど
も
は
、
諸
言
語
を
通
じ
て
の
、
言
語
上
の
這
自
適
的
性
質
と
も
言
え
る
も
の
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
)

E
d
i
z
a
民
は
、
上
の
三
つ
を
言
わ
れ
た
時
、
〟
他
の
友
人
に
聞
い
て
も
、
こ
れ
ぐ
ら
い
で
す
。
〟
と
も
つ
け
そ
え
ら
れ

ま
士
た
。
い
わ
ゆ
る
転
倒
式
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
に
は
、
日
本
語
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
文
末
詞
族
生
は
'
見
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

第
六
節
　
タ
イ
語
の
ば
あ
い

タ
イ
語
に
つ
い
て
は
へ
ウ
ィ
-
ラ
ワ
ン
さ
ん
か
ら
、
い
-
ら
か
教
え
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
人
は
'

現
在
、
広
島
大
学
に
留
学
し
て
い
る
女
性
で
す
。

華
僑
出
身
と
の
こ
と
で
す
。

25
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タ
イ
語
の
語
順
は
「
s
l
V
I
O
」
で
'
〟
英
語
と
お
な
じ
だ
。
″
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
「
私
は
家
を
持
っ
て
い
ま

す
。
」
は
'
「
私
は
・
持
つ
　
(
持
っ
て
い
ま
す
)
・
家
を
。
」
と
な
る
の
だ
そ
う
で
す
。
〟
活
用
は
な
い
。
〟
と
の
こ
と
で

し
た
.
〟
活
用
し
な
い
。
1
つ
の
こ
と
ば
が
l
　
つ
.
中
国
語
と
お
な
じ
.
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
o
〟
と
も
あ

り
ま
し
た
。

語
順
の
説
明
の
た
め
、
つ
ぎ
の
セ
ン
テ
ン
ス
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

○
赤
い
花
が
た
-
さ
ん
咲
い
て
い
る
。

こ
れ
を
タ
イ
語
で
書
き
あ
ら
わ
せ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
と
の
こ
と
で
す
。

葺I ll
恥f

i

巨
i
巨

戦
　
果
(

(
〝
「
咲
い
て
い
る
」
の
時
も
'
右
の
で
よ
い
。
″
と
の
こ
と
で
し
た
。
)

私
は
、
文
末
詞
を
問
題
に
し
て
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
文
例
を
あ
げ
ま
し
た
。

○
き
ょ
う
は
寒
い
で
す
ネ
。

○
わ
た
し
は
知
ら
な
い
ワ
　
(
ワ
ヨ
)
0

こ
れ
ら
を
、
タ
イ
語
で
は
ど
う
言
い
ま
す
か
へ
　
と
た
ず
ね
た
の
で
す
。
答
え
は
こ
う
で
し
た
。
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、br
J

・
灘
ぐ
レ
　
　
h

○
斗
寸
ヾ
　
V
'
f
　
)
V
-
　
ロ
ー
P
 
j
・

b
汁
b
　
&
v
レ
　
哲
h
 
f
c
>
　
　
　
X

タ
イ
語
で
は
、
セ
ン
テ
ン
ス
の
お
わ
り
に
も
'
い
わ
ゆ
る
句
点
は
つ
け
な
い
の
だ
そ
う
で
す
。
私
が
つ
け
た
の
に

対
し
て
も
、
ウ
ィ
ー
ラ
ワ
ン
さ
ん
は
、
そ
れ
を
否
定
し
ま
し
た
。

右
の
二
例
を
教
え
ら
れ
た
時
、
私
は
'
た
と
え
ば
へ
「
ね
」
の
「
ナ
」
な
ど
'
タ
イ
語
に
も
、
文
末
詞
と
言
え
そ
う

な
も
の
が
あ
る
な
と
思
い
ま
し
た
。
右
の
二
文
と
も
、
文
末
に
「
ナ
」
を
持
っ
て
い
ま
す
。
(
こ
れ
は
、
タ
イ
語
で
、

「
u
‥
」
と
表
記
さ
れ
る
の
だ
そ
う
で
す
。
さ
て
'
日
本
語
の
「
ワ
」
と
さ
れ
た
'
タ
イ
語
の
「
ロ
ー
ク
」
と
い
う
の

は
'
ど
う
い
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
)

後
日
ま
た
へ
ウ
ィ
-
ラ
ワ
ン
さ
ん
が
、
自
分
で
し
ら
べ
て
き
て
-
れ
ま
し
た
。
そ
の
書
き
も
の
に
は
、
ウ
ィ
-
ラ

ワ
ン
さ
ん
が
、
「
文
末
詞
の
見
ら
れ
る
も
の
」
と
す
る
十
一
の
例
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
、
つ
ぎ
に
掲
出

し
て
み
ま
す
。
(
タ
イ
語
の
文
字
は
特
別
な
も
の
な
の
で
'
こ
こ
で
は
、
そ
の
表
記
を
は
ぶ
-
こ
と
に
し
ま
す
o
I

印
刷
上
の
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。
)

-
　
ロ
ー
ヾ
　
斗

蜘
丁
　
　
斗

4

5

1
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(
こ
の

・

　

‥

v
ア

w
m

「
ナ
」
は
'
〟
相
手
を
賛
成
さ
せ
る
も
の
″
だ
と
の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
文
の
発
音
抑
揚
は
'
「
b

j
[ナ

」
の
よ
う
に
聞
か
れ
ま
し
た
。
)

i
/
斗
　
S
/
I

u

(
こ
の
セ
ン
テ
ン
ス
の
発
音
抑
揚
は
、
「
レ
オ
　
レ
オ
　
シ
ー
」

-

?

A

　

　

　

　

　

　

7

＼

　

　

　

　

　

□

ヾ

9

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
)

I

・

!

.

'

(
〝
「
ロ
ッ
ク
」
の
「
だ
ろ
う
」
は
'
「
ね
・
よ
」
に
あ
た
ら
な
い
。
″
と
の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
文
の
発
音
抑

-

′

!

　

　

　

　

　

　

1

/

揚
は
、
「
マ
イ
　
タ
ン
　
ロ
ッ
ク
」
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
)

i
f
.
-
　
　
　
　
f
寸
I

f
j
.
醤
小
^
　
t
i
.
%
.

(
こ
の
、
「
ね
え
」
に
あ
た
る
「
チ
ャ
ー
」
は
、
″
動
物
に
で
も
い
い
。
″
と
の
こ
と
で
し
た
。
「
チ
ャ
ー
」

は
'
〟
よ
ぶ
ば
あ
い
、
よ
び
か
け
。
〟
だ
そ
う
で
す
。
〟
や
わ
ら
か
い
ち
か
わ
い
い
感
じ
。
″
だ
そ
う
で
す
。

さ
て
,
こ
の
文
の
発
音
抑
揚
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
し
た
。
「
ツ
ナ
j
f
.
」
)

*

1

　

1

ヾ

?

　

?

斗

J

f
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-

^

a

s

　

　

　

　

週

ノ

(
「
エ
ン
グ
」
は
「
自
身
」
だ
と
の
こ
と
で
す
。
こ
の
文
の
抑
揚
は
'
つ
ぎ
の
と
お
り
で
し
た
.
「
力
行
-
エ

_

_

_

　

＼

1

勺

!

/

＼

ン
グ
　
ウ
オ
イ
」
　
「
ウ
オ
イ
」
は
'
〟
怒
る
感
じ
″
で
、
「
私
は
よ
お
!
」
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
に
な

る
そ
う
で
す
。
)

P
ヾ
　
H
j

伊
丹
f
c
f
c

(
こ
れ
は
へ
〟
「
あ
な
た
あ
な
た
、
ち
ょ
っ
と
聞
い
て
下
さ
い
。
」
と
い
う
感
じ
。
〟
と
の
こ
と
で
す
。
「
列
ゾ

け
酎

エ
イ
」
)

斗
寸
j
 
L
J
斗
　
　
心

神
　
　
　
%
(
t
z
)
　
o
j

(
答
え
る
ば
あ
い
、
説
明
の
ば
あ
い
と
の
こ
と
で
す
。
男
女
が
こ
う
言
う
と
の
こ
と
で
す
。
ウ
ィ
ー
ラ
ワ
ン

さ
ん
は
、
右
の
「
ラ
」
を
,
中
国
語
の
「
了
」
だ
と
説
明
さ
れ
ま
し
た
。
「
チ
、
〃
{
*
㌢

洗

L

　

斗

a

.

7

　

?

1

-

*

　

7

7

ヾ

7

h

t

!

!

I

・

(
発
音
の
明
細
は
、
上
来
、
す
べ
て
省
略
し
て
い
ま
す
.
単
純
な
カ
タ
カ
ナ
書
き
1
遍
に
と
ど
め
て
お
り
ま

65
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′
＼
、

す
。
「
ポ
ム

白
訂
り
タ
ナ
カ
ク
ラ
ッ
プ
」
さ
て
、
こ
の
文
に
も
,
文
末
詞
ま
た
は
文
末
詞
的
な
も

.
I
_
～
-
-
-
>

し

　

　

＼

ノ

!

ノ

の
は
見
え
ま
せ
ん
。
が
、
こ
れ
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
女
性
の
ば
あ
い
は
、
「
デ
ィ
チ
ャ
ン
　
チ
ェ
ア

′
/

カ
　
カ
」
と
言
わ
れ
る
そ
う
で
す
。
)

タ
ナ

e

n

~

?

4

　

i

o

斗

　

斗

寸

4

　

7

哨
和
讃
　
(
t
j
t
)
-
h
)
　
　
i
.

t
c
^
　
　
　
　
t
o
t
)
-

(
「
ワ
」
は
、
〟
男
女
と
も
つ
か
う
け
れ
ど
も
、
て
い
ね
い
で
は
な
い
。
し
た
し
い
間
の
こ
と
ば
。
″
と
の
こ

と
で
す
。
「
ワ
」
　
の
か
わ
り
に
　
「
ヤ
」
も
き
ま
す
。
こ
れ
は
女
だ
け
の
も
の
と
の
こ
と
で
す
。
〟
「
ワ
・
ヤ
」

は
'
命
令
に
は
つ
か
わ
な
い
。
″
と
の
こ
と
で
す
。
発
音
抑
揚
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
し
た
。
「
7
4
　
*
斗

-
I
-
・
・
・
I
-
-
I
_
I
_
_
I
,
1

f
-
W
　
7
」
)

1

 

0

　

＼

n

M

 

i

3

ヾ

　

塙

　

斗

寸

1

7

噛

　

沖

L

a

5

　

f

a

1

1

-

_

-

　

　

・

　

　

　

　

　

1

-

・

1

-

ヾ

(
「
＼
M
 
i
J
ヾ
　
塙
　
≠
寸
」
)

＼
N
-
-
f
　
ア
1
ヾ
　
鳩
　
斗

f
T
W
　
紬
「
i
.
o
 
t
o
.
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s
i

(
「
＼
^
4
　
j
}
ヾ
　
9
　
斗
」
)

文
末
詞
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
、
文
末
詞
相
当
の
も
の
の
出
て
き
て
い
る
の
が
'
み
な
へ
短
文
の
ば
あ
い
で
す
。

こ
う
し
た
、
特
定
の
表
現
の
ば
あ
い
に
'
何
か
特
定
詞
が
、
文
末
に
出
て
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
会
話
表
現
一

般
の
ば
あ
い
が
、
わ
か
り
か
ね
ま
す
。
ウ
ィ
-
ラ
ワ
ン
さ
ん
は
'
こ
れ
ら
の
文
末
詞
的
な
も
の
　
(
文
末
詞
相
当
の
も

の
)
　
に
つ
い
て
、

会
話
だ
け
。
短
い
文
に
つ
け
る
。

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
別
に
、
〝
長
か
っ
た
ら
よ
-
な
い
。
短
い
の
が
す
な
お
な
文
章
。
″
と
の
こ
と
ば
も
あ
り
ま
し
た
。

会
話
文
一
般
に
、
「
短
い
の
が
す
な
お
な
文
章
。
」
な
の
か
ど
う
か
、
こ
こ
で
は
わ
か
り
か
ね
ま
す
。

ウ
ィ
ー
ラ
ワ
ン
さ
ん
は
'
以
上
の
事
例
を
示
さ
れ
た
う
え
で
'
〝
考
え
て
み
る
と
'
(
文
末
詞
は
)
多
-
な
い
。
″
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
1
日
本
語
の
文
末
詞
に
つ
い
て
の
私
の
説
明
は
'
か
ね
て
よ
-
理
解
し
て
い
て
-
れ
た
の
で
す
。

(
日
本
語
で
の
会
話
が
よ
-
で
き
る
ウ
ィ
-
ラ
ワ
ン
さ
ん
の
こ
と
で
す
。
)

851

文
構
造
が
、
〟
英
語
と
お
な
じ
。
″
と
も
言
わ
れ
る
タ
イ
語
で
の
こ
と
で
す
。
簡
潔
な
特
定
表
現
の
ば
あ
い
を
除
い

て
は
'
一
般
に
へ
　
-
　
日
本
語
流
に
は
'
文
末
詞
的
な
も
の
は
出
に
-
い
の
で
し
ょ
う
か
。
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第
七
節
　
ア
ラ
ビ
ア
語
の
ば
あ
い

ア
ラ
ビ
ア
語
に
つ
い
て
は
,
'
広
島
大
学
に
留
学
し
て
い
る
ア
ハ
マ
ド
氏
(
カ
イ
ロ
大
学
日
本
語
科
卒
)
か
ら
、
も

の
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ア
ラ
ビ
ア
語
の
語
順
と
し
て
は
、

v
-
^
s
^
o

s
^
v
^
o

が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
〟
方
言
で
は
後
者
の
ほ
う
が
多
い
。
″
と
の
こ
と
で
し
た
0

日
本
語
の
、
「
き
ょ
う
は
暑
い
で
す
ネ
。
」
、
「
ぼ
-
は
知
ら
な
い
ヨ
。
」
へ
「
い
い
サ
。
」
の
よ
う
な
言
い
か
た
を
、
ア

ラ
ビ
ア
語
で
は
、
ど
の
よ
う
に
言
い
あ
ら
わ
す
の
で
し
ょ
う
か
。
「
ぼ
-
は
知
ら
な
い
ヨ
。
」
の
「
ヨ
」
に
つ
い
て
も
、

ア
ハ
マ
ド
氏
は
'
(
-
す
で
に
日
本
語
の
知
識
が
豊
富
で
)
、
〟
(
「
ヨ
」
と
言
う
ば
あ
い
に
も
)
い
ろ
い
ろ
な
ば
あ
い

が
あ
る
。
〟
と
言
え
る
く
ら
い
な
の
で
す
が
、
さ
て
ア
ラ
ビ
ア
語
で
は
と
な
る
と
、
「
ヨ
」
相
当
の
も
の
は
'
示
さ
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。
〟
「
ヨ
」
に
あ
た
る
こ
と
ば
は
な
い
。
″
と
も
あ
り
ま
し
た
。
〟
言
い
か
た
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
(
音
声
表

覗
)
に
よ
っ
て
、
「
ヨ
」
相
当
の
も
の
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
″
と
も
あ
り
ま
し
た
。
〟
か
た
ち
に
あ
た
る
も
の
は
な
い

951



が
、
表
現
の
し
か
た
は
あ
る
。
″
と
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
あ
と
、
私
は
、

「
ヨ
」
や
「
ネ
」
　
に
あ
た
る
形
態
素
は
な
い
。
が
、
文
表
現
で
は
'
そ
れ
ら
に
あ
た
る
も
の
へ
　
そ
れ
ら
に
よ
っ

て
あ
ら
わ
さ
れ
る
も
の
を
、
他
の
諸
方
法
で
言
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

と
し
る
し
て
い
ま
す
。

ア
ハ
マ
ド
氏
は
、

ア
ラ
ビ
ア
語
に
'
英
語
の
　
「
i
s
n
'
t
i
t
」
相
当
の
も
の
は
あ
る
。

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
'

K
A
Z
A
L
I
K
A
 
L
A
I
S
A
 
A

と
い
う
も
の
だ
そ
う
で
す
。

061

ア
ラ
ビ
ア
語
に
、
日
本
語
の
　
「
ネ
」
「
ヨ
」
「
サ
」
な
ど
に
あ
た
る
も
の
は
な
い
よ
う
で
す
。
英
語
的
語
順
の
中
で

は
、
そ
う
し
た
も
の
が
'
あ
り
得
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
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第
八
節
　
蒙
古
語
の
ば
あ
い

私
が
'
は
じ
め
て
蒙
古
語
に
接
し
た
の
は
'
昭
和
十
年
ご
ろ
の
こ
と
で
す
。
広
島
文
理
科
大
学
国
語
国
文
学
研
究

室
の
助
手
に
な
っ
た
私
は
、
さ
い
わ
い
、
廊
下
を
お
い
て
向
か
い
が
わ
の
東
洋
史
学
研
究
室
の
戸
田
茂
喜
助
手
さ
ん

に
、
も
の
を
教
え
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
戸
田
さ
ん
は
、
当
時
、
す
で
に
へ
蒙
古
語
に
通
じ
て
い
ら
れ
た

よ
う
で
す
。
〟
日
本
語
と
、
語
順
は
お
な
じ
だ
。
″
と
い
う
わ
け
で
、
戸
田
さ
ん
は
'
手
を
と
る
よ
う
に
し
て
'
私
に
、

蒙
古
語
を
教
え
て
-
だ
さ
い
ま
し
た
。
な
る
ほ
ど
そ
う
な
の
か
と
、
私
も
、
語
順
の
お
な
じ
で
あ
る
の
を
へ
実
感
し

た
こ
と
で
し
た
。

(
当
時
、
ま
た
、
朝
鮮
語
を
か
じ
る
こ
と
に
も
や
や
熟
を
あ
げ
た
こ
と
は
へ
　
の
ち
に
述
べ
ま
す
。
)

昭
和
十
年
代
の
中
ご
ろ
ち
か
-
に
な
り
ま
す
と
、
私
は
、
内
蒙
古
か
ら
の
留
学
生
二
君
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
こ
れ
が
、
な
ま
の
蒙
古
語
に
ふ
れ
た
最
初
で
す
。

当
時
へ
学
会
に
'
日
本
語
系
統
論
、
あ
る
い
は
日
本
語
成
立
論
が
さ
か
ん
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
、
今
も
よ
-
忠

い
か
え
さ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
時
流
の
中
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
私
ご
と
き
も
'
ア
ル
タ
イ
語
系
と
い

っ
た
も
の
に
'
目
を
向
け
よ
う
と
し
た
の
で
し
た
。
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そ
の
ご
の
こ
と
は
、
何
も
へ
　
し
る
す
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
短
期
の
情
熱
で
、
蒙
古
語
は
'
ど
こ
か
へ
消
え
き
っ

た
の
で
し
た
.
近
来
へ
文
末
詞
な
る
も
の
を
'
諸
言
語
上
の
、
あ
る
い
は
言
語
学
上
の
へ
　
1
大
好
テ
ー
マ
で
は
な
い

か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
も
　
心
は
ま
た
へ
　
ア
ル
タ
イ
系
諸
言
語
に
も
向
い
て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
二
二
二
の
蒙
古
語
文
法
書
に
ふ
れ
て
み
ま
し
て
も
'
ど
う
も
へ
　
文
末
詞
め
い
た
も
の
が
つ
か
め
ま
せ

ん
。
　
-
　
蒙
古
語
　
(
モ
ン
ゴ
ル
語
)
　
の
「
カ
タ
カ
ナ
」
も
知
ら
な
い
私
が
'
何
も
と
ら
え
得
ぬ
の
は
、
ま
っ
た
-
当

然
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
。
広
島
で
、
モ
ン
ゴ
ル
語
に
つ
い
て
へ
　
も
の
ご
と
を
教
え
て
も
ら
お
う
と
し
て
も
、
現
状

で
は
、
に
わ
か
に
は
こ
と
が
か
な
い
ま
せ
ん
。
勉
強
は
、
す
べ
て
あ
き
ら
め
る
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
最
近
、

思
い
き
っ
て
開
い
て
み
た
の
が
、
小
沢
重
男
氏
編
『
モ
ン
ゴ
ル
語
会
話
練
習
帳
』
(
大
学
書
林
　
昭
和
三
十
九
年
九
月
)

で
す
。私

は
'
会
話
文
例
の
中
に
'
「
か
」
と
か
「
ね
」
と
か
「
よ
」
と
か
に
お
わ
る
文
例
を
求
め
て
へ
　
こ
の
本
の
p
1
2
か
ら

p
A
l
ま
で
を
通
覧
し
ま
し
た
。

見
ま
す
と
'
「
か
」
　
に
お
わ
る
文
例
が
移
多
で
す
。
そ
れ
に
反
し
て
'
「
ね
」
や
　
「
よ
」
　
の
文
例
は
、
ご
-
す
-
な

い
の
で
す
　
(
p
.
4
1
ま
で
に
'
「
ね
」
の
文
例
は
、
お
そ
ら
-
1
　
つ
で
し
ょ
う
。
「
よ
」
の
文
例
も
ま
た
一
つ
で
し
ょ
う
。
)

こ
こ
に
へ
私
の
感
じ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
会
話
練
習
帳
に
'
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
、
「
・
-
-
・
・
ね
。
」
や
「
-
-
-

よ
。
」
の
文
例
が
す
-
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
'
わ
り
と
う
多
-
の
会
話
練
習
帳
に
見
ら
れ
る
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現
象
だ
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
へ
　
1
　
つ
の
考
え
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
O
)

と
も
あ
れ
へ
第
1
に
は
'
多
数
を
制
す
る
「
か
」
　
の
文
例
を
お
っ
か
け
ま
し
た
。
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
で
い
る

も
の
が
'
あ
た
ま
か
ら
機
械
的
な
処
理
を
し
て
み
ま
す
。

ど
ち
ら
へ
お
出
か
け
で
す
か
。

l
a
 
x
a
a
　
9
B
貴
t
f
a
t
f
f
a
a

と
い
う
の
が
出
て
い
ま
す
。
ま
た
、

税
関
は
ど
こ
で
す
か
。

「
a
a
A
T
M
!
」
　
X
o
p
o
o
 
X
a
a
　
6
&
K
H
P

と
い
う
の
が
出
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
ば
あ
い
、
問
い
の
「
か
」
に
あ
た
る
も
の
が
'
蒙
古
語
で
は
ど
う
い
う
表
現

要
素
な
の
か
'
私
に
よ
-
わ
か
り
ま
せ
ん
。
「
か
」
に
関
し
て
、
こ
う
い
う
事
例
が
相
当
に
多
-
見
つ
か
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
「
か
」
ら
し
い
も
の
が
、
比
較
的
推
察
の
つ
け
や
す
い
形
で
出
て
く
る
こ
と
も
、
多
い
あ
り
さ
ま
で

す
。
そ
れ
を
へ
　
い
-
種
か
に
わ
け
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
　
-
　
ま
っ
た
-
の
機
械
的
処
理
で
す
。

一
つ
に
、

新
潟
発
の
列
車
は
ど
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
つ
き
ま
す
か
。

エ
て
云
「
a
T
d
-
「
a
a
C
ミ
U
X
 
T
3
P
3
T
 
a
/
T
主
　
l
a
-
B
u
a
H
/
l

O
P
O
 
X

H
K

6

!
　
1



と
い
う
の
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
種
の
も
の
が
多
く
出
て
き
ま
す
。

二
つ
に
は
、

こ
れ
は
下
関
直
通
列
車
で
す
か
。

3

m

3

6

0

.

/

[

⊆

主

-

C

3

K

M

X

Y

P

T

5

/

T

 

E

y

y

f

i

£

a

x

 

T

U

P

5

>

T

y

y

の
よ
う
な
の
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
例
文
堂
上
引
の
実
例
の
直
下
に
あ
る
も
の
で
す
が
、
文
末
語
は
「
′
「
Y
」
の

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
「
Y
Y
」
の
例
は
そ
ん
な
に
多
-
あ
り
ま
せ
ん
。
「
今
支
払
う
の
で
す
か
。
」
は
、
「
O
A
O

o
X
o
f
t
 
T
①
曽
x
r
r
?
j
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
が
、
「
受
警
下
さ
い
。
」
の
ば
あ
い
も
ま
た
へ
「
I

a
c
a
A
d
d
?
　
「
工
の
　
Y
Y
.
」
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
〇

三
つ
に
は
'

461

汽
車
は
ど
の
-
ら
い
の
間
こ
こ
に
停
車
し
ま
す
か
。

「
缶
/
I
T
 
T
9
P
3
>
「
　
X
3
4
1
'
五
　
言
p
 
y
A
a
a
工

呈

n

　

3

0

「

C

O

X

 

B

3

　

7

の
よ
う
な
の
が
あ
り
ま
す
。
文
末
に
「
B
j
」
が
見
ら
れ
ま
す
.
こ
れ
の
出
て
-
る
例
文
が
、
か
な
り
あ
り
ま
す
。

四
つ
に
は
、
「
る
Y
」
の
出
て
-
る
六
例
が
見
ら
れ
ま
す
。

英
語
で
書
い
た
時
間
表
が
あ
り
ま
す
か
。

A
H
「
A
h
 
X
9
/
T
9
3
P
　
呈
L
I
C
呈
　
y
a
r
n
ぎ
　
x
/
B
H
a
P
6
エ
n
 
T
O
Y
?
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座
席
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

L
y
y
A
d
.
1
¥
(
i
l
^
M
 
H
O
Y

五
つ
に
は
'
「
T
O
ヱ
」
の
出
て
-
る
二
例
が
見
ら
れ
ま
す
。

こ
の
箱
に
は
何
が
は
い
っ
て
い
ま
す
か
。

B
f
t
B
 
X
監
p
u
a
r
t
 
T
o
y
^
a
M
r
a
a
 
f
-
o
三
へ
?

以
上
,
問
い
の
「
か
」
の
出
て
-
る
例
文
に
つ
い
て
の
観
察
で
し
た
。

つ
ぎ
に
、
「
ね
」
の
文
例
を
見
ま
す
。

飛
行
機
が
施
回
し
て
い
ま
す
ね
。

吾
C
9
X
 
O
H
f
O
U
　
3
?
「
買
　
6
a
芋
,
l
l

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
は
,
「
ね
」
相
当
の
も
の
が
,
モ
ン
ゴ
ル
語
で
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

つ
ぎ
は
「
よ
」
の
例
で
す
。

き
っ
と
着
陸
す
る
の
で
す
よ
。

E
c
t
o
h
 
n
 
r
a
.
3
a
P
　
6
i
n
告
3
　
/
f
3
3
.

と
あ
り
ま
す
。
「
よ
」
に
あ
た
る
も
の
は
'
「
/
T
3
3
J
な
の
で
し
ょ
う
か
ど
う
で
し
ょ
う
か
o
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蒙
古
語
に
'
文
末
詞
の
成
立
な
い
し
繁
栄
は
'
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
服
部
四
郎
氏
は
、

『
蒙
古
語
と
そ
の
言
語
』
　
(
湯
川
弘
文
社
　
昭
和
十
八
年
四
月
)
　
で
、

文
を
構
成
す
る
成
分
の
排
列
順
序
は
日
本
語
の
そ
れ
に
酷
似
し
て
い
る
。

と
述
べ
て
い
ら
れ
ま
す
。
「
主
語
は
述
語
に
先
行
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
(
略
)
。
」
へ
　
「
修
飾
語
は
被
修
飾
語
に
先
行
す

る
の
が
普
通
で
あ
る
。
」
へ
「
複
文
に
お
い
て
も
同
様
で
、
主
語
節
は
主
語
と
、
修
飾
節
は
修
飾
語
と
同
じ
位
置
を
占
め

る
。
」
へ
　
「
蒙
古
文
語
の
打
消
の
助
詞
が
動
詞
に
先
行
す
る
点
は
'
現
代
日
本
語
と
趣
を
異
に
す
る
。
」
と
も
述
べ
て
い

ら
れ
ま
す
。

6

¥
D

1

「
日
本
語
の
そ
れ
に
酷
似
し
て
い
る
」
と
さ
れ
る
蒙
古
語
に
も
　
日
本
語
で
の
よ
う
な
文
末
詞
の
繁
栄
が
'
見
ら
れ
る

の
で
し
ょ
う
か
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

や
は
り
へ
　
日
本
語
と
同
語
順
と
言
わ
れ
る
朝
鮮
語
に
'
日
本
語
流
の
文
末
詞
が
さ
ま
で
多
-
は
見
ら
れ
ず
、
し
た

が
っ
て
へ
　
文
末
詞
の
繁
栄
な
ど
は
言
い
に
-
い
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
の
と
う
　
豪
古
語
の
文
表
現
法
と
を
思
い
あ
わ
せ

ま
す
の
に
'
蒙
古
語
の
文
末
は
'
は
た
し
て
ど
う
い
う
あ
り
さ
ま
な
の
か
と
、
対
比
の
興
味
は
深
ま
る
ば
か
り
で
す
。
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第
九
節
　
朝
鮮
語
の
ば
あ
い

朝
鮮
語
に
あ
っ
て
の
文
末
詞
の
存
立
は
、
日
本
語
の
比
で
は
な
く
す
-
な
い
よ
う
で
す
。

は
じ
め
、
私
が
朝
鮮
語
に
接
し
た
の
は
、
や
は
り
昭
和
十
年
ご
ろ
の
こ
と
で
し
た
。
留
学
生
の
某
君
(
じ
っ
は
そ

の
名
も
失
念
し
て
い
る
あ
り
さ
ま
で
す
。
)
か
ら
、
私
は
,
ほ
ん
の
す
こ
し
ば
か
り
へ
朝
鮮
語
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
ま

し
た
。
君
が
直
下
に
発
言
し
た
こ
と
は
'

朝
鮮
語
と
日
本
語
と
は
よ
-
似
て
い
る
。
朝
鮮
語
の
「
カ
」
は
、
日
本
語
の
「
カ
」
に
ま
っ
た
-
お
な
じ
だ
。

と
い
う
こ
と
で
し
た
。

ふ
し
ぎ
な
こ
と
に
、
「
カ
」
の
こ
と
だ
け
は
忘
れ
な
い
で
'
思
い
つ
づ
け
て
き
ま
し
た
。

こ
の
ご
ろ
に
な
っ
て
、
と
き
お
り
、
N
H
K
ラ
ジ
オ
の
『
ハ
ン
グ
ル
講
座
』
を
聞
-
と
、
や
た
ら
に
と
い
っ
て
も

よ
い
ほ
ど
に
,
文
末
の
「
ヨ
」
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
私
は
'
あ
ら
た
め
て
、
「
ヨ
」
を
お
っ
か
け
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。『

ハ
ン
グ
ル
講
座
』
で
,
個
々
の
対
話
文
に
、
文
末
の
「
ヨ
」
が
よ
-
出
て
き
ま
す
。
(
こ
れ
に
-
ら
べ
れ
ば
'
「
カ
」

は
あ
ま
り
出
て
こ
な
い
は
う
だ
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
か
。
)
「
ヨ
」
は
'
男
性
女
性
の
雪
口
に
頻
発
す
る
と
い
っ
て
よ

761



い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
類
似
の
は
た
ら
き
の
も
の
が
'
今
へ
別
に
は
'
私
に
見
あ
た
り
ま
せ
ん
。

「
ヨ
」
　
の
出
て
く
る
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
へ

-
わ
し
-
は
文
末
声
調
と
い
う
の
を
見
ま
す
。
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○
-
-
-

○
-
-
-

○
-
I
I

○
-
-
-

○
-
-
-

○
-
-
-

㌔

-

ノ

〆

m
-
c

ヨ
ゥ

t
、
、
.
I

ヨ

-

0

_
ー
ヽ
＼

ヨ
I
o

l
~
Ⅷ
肌
り

r
↓

ヨ
l
。

と
い
っ
た
あ
り
さ
ま
で
す
。

こ
れ
以
外
に
は
'
文
末
声
調
の
あ
り
よ
う
が
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
っ
た
あ
り

さ
ま
を
と
っ
て
'
「
ヨ
」
は
頻
出
し
ま
す
。
こ
れ
ら
総
体
を
受
け
と
っ
た
時
、
私
ど
も
は
、
こ
こ
に
へ
「
ヨ
」
の
明
確

な
訴
え
性
を
-
み
と
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
「
ヨ
」
が
文
末
詞
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
'
こ
こ
に
は
'
「
『
ヨ
』
で
の

訴
え
」
の
厳
然
と
存
立
し
て
い
る
こ
と
が
'
明
白
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

抑
揚
論
的
に
も
'
こ
こ
で
へ
私
ど
も
は
'
「
文
末
訴
え
抑
揚
」
と
い
う
も
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
「
ヨ
」
が
、
青
山
秀
夫
氏
松
尾
勇
氏
著
『
実
用
朝
鮮
語
会
話
』
(
大
学
書
林
　
昭
和
五
十
六
年
三
月
)
で
は
ピ

う
な
っ
て
い
る
か
を
'
私
は
、
見
と
お
し
ま
し
た
。
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ま
ず
へ
こ
の
本
に
も
'
問
い
の
「
か
」
の
文
例
が
多
-
出
て
い
ま
し
た
。
(
p
.
い
か
ら
p
.
∽
①
ま
で
を
通
覧
し
て
の
こ
と

で
す
。
)
(
朝
鮮
語
は
「
K
'
a
l
と
な
っ
て
い
ま
す
.
日
本
語
ど
お
り
の
発
音
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
)

'
j
i
-
:
浄
亜
丁
帥
小
n
S
.
1
t
z
h
>

上
A
帥
T
r
粗
可
。
「
1
-
r
.
1
。

I
"
r
;

r
i
k
s
'
a
h
a
j
b
s
'
u
i
m
n
i
k
'
a

な
ど
で
す
。
こ
の
種
の
も
の
の
多
例
を
ほ
か
に
し
て
、
問
い
の
「
か
」
の
「
匝
」
が
あ
り
ま
す
.
こ
れ
は
へ
「
ヨ
」
〔
j
o
〕

に
は
か
な
り
ま
せ
ん
。

○
徴
収
帥
<
b
*
5
沖
洲
4
ヰ
#
>
o

I
.
.
I
・
・
'
蝣
'
/

p
u
i
n
k
'
e
s
c
d
o
a
n
n
j
c
g
h
a
s
e
j
o

な
ど
と
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
受
け
ひ
き
の
「
か
」
の
文
に
も
、
「
ヨ
」
(
」
_
)
の
む
す
び
が
見
え
ま
す
。

O
h
h
.
巾
n
t
f
r

-
h
臣
且
、
エ
1
r
¥
。

な
ど
。
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さ
そ
い
の
文
の
「
か
」
も
あ
り
ま
す
。
-
た
だ
し
こ
れ
も
'
問
い
の
T
種
と
見
る
こ
と
も
で
き
ま
し
ょ
う
0

、
・
・
-
蝣
-
1
蝣
,
「
I
∴

・
I
詛
∴
∴
一
二
・
:
'
.
[
-
v
J
-
'
/
j
A
'
!
-
'
?

や
は
り
「
的
」
が
出
て
き
ま
す
O

い
つ
か
へ
N
H
K
テ
レ
ビ
の
『
ハ
ン
グ
ル
講
座
』
を
聞
い
て
い
ま
し
た
ら
、
「
わ
」
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
へ

こ
れ
を
文
尾
に
つ
け
れ
ば
、
て
い
ね
い
な
言
い
か
た
に
な
る
。

と
あ
り
ま
し
た
o
そ
し
て
、
「
B
L
」
が
、
「
ね
」
と
訳
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
は
、
「
F
。
」
の
文
末
詞
ら
し

さ
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

つ
ぎ
に
は
、
『
実
用
朝
鮮
語
会
話
』
に
つ
い
て
へ
日
本
語
文
へ
「
-
I
I
ね
。
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
見
ま
し
ょ
う
。
こ

う
い
う
ふ
う
な
実
例
が
出
て
き
ま
す
。

O
'
P
L
剖
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T
-
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t
f
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L
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¥
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∵
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∴
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蝣
-
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¥
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'
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蒲
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諸
例
み
な
、
「
ね
」
の
と
こ
ろ
が
「
☆
」
と
あ
り
ま
す
.
「
i
l
」
の
訴
え
機
能
は
'
歴
然
と
し
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
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か
。つ

ぎ
に
,
日
本
語
文
の
「
よ
」
で
お
わ
る
も
の
を
見
ま
す
。
と
り
あ
え
ず
、
つ
ぎ
の
二
例
が
見
ら
れ
ま
す
。

0
-
i
t
u
*
節
付
「
紬
ヰ
A
,
X
L
t
z
h
O

・ ''.:'[:・・(・'.・:　:・・!　[';.. ・・t..I.;..

1

-

蝣

'

:

'

-

'

.

)

'

.

 

'

.

 

'

'

'

蝣

'

・

蝣

-

蝣

∴
.
.
∴
∴
∵
㌣
　
1
.
I
∴
.
;
.

第
二
例
に
は
「
9
.
」
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

以
上
、
し
め
く
く
り
ま
す
と
、
文
末
の
「
的
」
が
、
じ
つ
に
よ
-
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
.
私

ど
も
が
、
『
ハ
ン
グ
ル
講
座
』
を
聞
い
て
い
て
も
ち
な
る
ほ
ど
、
「
ヨ
」
(
ヨ
-
)
が
よ
-
聞
こ
え
る
は
ず
で
す
。
そ
の

1
々
が
、
日
本
語
の
文
末
声
調
に
も
似
た
、
い
か
に
も
訴
え
の
明
ら
か
な
声
調
で
発
言
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
紬
」
は
、

た
し
か
に
訴
え
要
素
な
の
だ
と
受
け
と
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
'
韓
国
か
ら
来
日
し
た
学
友
(
広
島
大
学
留
学
生
)
二
氏
は
t
か
な
ら
ず
L
も
す
ぐ
に
は
'
「
E
J
を
文
末

詞
と
し
て
は
く
れ
ま
せ
ん
.
金
潤
出
貫
は
、
の
ち
に
か
か
げ
ま
す
よ
う
に
'
「
日
本
語
の
よ
う
な
完
全
な
文
末
詞
」
を

指
摘
し
て
-
れ
な
が
ら
も
へ
そ
の
中
へ
は
、
「
細
」
を
入
れ
て
い
ま
せ
ん
.
安
乗
恋
氏
は
'
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0
8
1
r
恒

什
Z
h

上
且
車
「
了
,
1
T

課
t
J
J
r
n
t
f
j
T

叫
車
噌

辞
岸
ヰ
か

也
7
>
O
]

卸t)>

271

i
W
-
上
担
.

.
&
!
/
レ
＼
c
T
.
ヰ
i

と
の
例
文
に
つ
い
て
、
最
後
の
「
☆
」
を
'

〟
敬
語
を
あ
ら
わ
す
文
末
詞
″
と
し
な
が
ら
も
、
や
が
て
ま
た
、
こ
れ
を

文
末
詞
と
し
て
と
り
わ
け
る
こ
と
に
'
首
を
か
し
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
た
。
「
切
り
は
な
し
て
い
い
か
。
切
り
は
な

し
て
は
な
ら
な
い
か
。
」
　
に
つ
い
て
の
判
断
が
'
定
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

o
L
J
5
L
鴫
‡
工
匠
豊
富
7
}
A
吉
.

芦
i
J
奇
人
(
-
j
{
j
D
t
z
)
7
^
6
曲
R
f
r
9
c
i
'

-
i
^
e
T
J
t

と
い
う
例
文
に
つ
い
て
も
、
最
後
の
「
O
I

J
J
-
I
を
分
立
さ
せ
る
こ
と
に
は
'
否
定
的
だ
っ
た
よ
う
で
す
o
(
安
氏
に
は
'

っ
ぎ
の
こ
と
ば
が
あ
り
ま
し
た
。
〟
的
[
j
o
]
の
前
に
敬
語
の
語
幹
が
来
る
と
へ
そ
の
的
[
j
o
]
を
離
し
て
考
え
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
″
)

右
の
二
例
文
は
、
石
原
六
三
氏
青
山
秀
夫
氏
共
編
の
『
朝
鮮
語
の
学
習
』
(
養
徳
社
昭
和
三
十
七
年
十
月
)
か

ら
の
も
の
で
す
。
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ち
な
み
に
、
『
朝
鮮
語
の
学
習
』
　
の
「
感
嘆
詞
」
の
条
に
は
'
「
B
.
」
が
見
え
て
い
ま
せ
ん
o

そ
れ
に
し
て
も
、
私
が
聞
き
と
っ
た
'

0
7
Ⅵ
亙
　
叫
I
o

t
z
t
b
X
-
ヰ
=
t
o

○
-
・
・
・
-
f
山
I
T
P
Y
r
　
3
-
c

芦
T
.
,
t
t
t
E
,′

.

.
也

○
-
　
　
・
^
-
*

苛
々
ヰ
か
t
L
抽
ヰ
O

な
ど
で
は
'
「
ヨ
」
が
と
り
は
な
せ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
聞
い
た
現
場
で
も
'
「
ヨ
」
の
は
た
ら
き
ざ
ま
が
、

い
か
に
も
「
文
末
詞
の
は
た
ら
き
」
と
思
わ
れ
る
も
の
で
し
た
。
第
三
例
の
「
ヨ
」
に
つ
い
て
は
、
〟
て
い
ね
い
な
表

現
に
な
る
。
″
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
-
　
「
ヨ
」
が
、
そ
う
い
う
特
定
の
は
た
ら
き
を
示
す
と
い
う
こ
と
な
の

で
し
ょ
う
か
。

日
本
語
と
同
語
順
と
さ
れ
る
朝
鮮
語
に
'
ど
の
よ
う
に
か
、
文
末
詞
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
は
な
い
の
か
、

と
の
思
い
よ
り
で
、
私
は
'
留
学
生
の
か
た
た
ち
に
、
検
討
を
請
う
た
の
で
し
た
。
金
潤
需
氏
は
、
ご
自
身
、
熱
心

H
R

71



な
考
究
を
進
め
ら
れ
'
結
果
を
'
私
の
た
め
へ
1
枚
の
プ
リ
ン
ト
に
し
て
-
だ
さ
い
ま
し
た
。

金
氏
は
言
わ
れ
ま
す
。
「
韓
国
語
の
文
末
詞
は
、
文
法
書
に
は
な
い
。
」
と
。
さ
て
'
プ
リ
ン
ト
で
は
'
「
①
日
本
語

の
よ
う
な
完
全
な
文
末
詞
へ
②
動
詞
の
語
幹
に
つ
-
文
末
詞
へ
③
体
言
に
つ
-
文
末
詞
」
と
の
分
類
を
示
さ
れ
、
①

②
③
お
の
お
の
の
に
つ
き
へ
実
例
と
せ
ら
れ
る
も
の
を
あ
げ
て
-
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

「
①
日
本
語
の
よ
う
な
完
全
な
文
末
詞
」
と
さ
れ
た
の
は
'
左
記
の
と
お
り
の
も
の
で
す
。
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㊥
醇
荘
^
a
j
叫
o
z
t
Z
f
f
l
f
r
跨
ぐ
蝣
A
,
t
d
苧
E
B
o

い
j
l
v
.
V
'
-
:
-
-

・
I
u
!
V
.
モ
ニ

ち
か
ご
ろ
へ
私
は
'
広
島
大
学
の
、
留
学
生
の
研
究
室
で
、
新
進
の
朝
鮮
語
学
者
、
深
見
兼
孝
氏
に
会
う
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
氏
は
、
右
の
諸
例
を
見
ら
れ
、
か
な
ら
ず
L
も
、
こ
れ
を
肯
定
せ
ら
れ
る
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
氏
と
た
の
し
ん
だ
会
話
の
中
で
、
私
は
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
有
意
義
な
教
示
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
ず
へ
文
末
詞
的
な
も
の
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
h

Z
且

両、旦

'
巾
蝣
5
-
C
L
k
‥
巾
蝣
5
*
?
小
'

B
E
t

ぶ
o
X
'
h
z
'

が
あ
げ
ら
れ
よ
う
か
'
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
「
匝
」
に
つ
い
て
は
、
保
留
の
意
を
示
さ
れ
ま
し
た
。
三
者
と
も
'
「
終

結
語
尾
の
後
に
来
る
要
素
。
語
幹
に
は
接
続
し
な
い
。
」
も
の
の
よ
う
で
す
。

つ
ぎ
に
'
深
見
氏
は
言
わ
れ
た
の
で
す
。
〟
文
末
詞
で
な
-
と
も
、
い
ろ
い
ろ
な
ム
ー
ド
を
あ
ら
わ
す
も
の
が
豊
富

だ
。
〟
 
〟
語
尾
に
密
着
し
て
不
離
の
'
文
末
詞
的
方
向
の
も
の
が
、
だ
ん
だ
ん
あ
る
。
″

571



氏
は
、
さ
ら
に
言
わ
れ
ま
し
た
。
〟
文
末
詞
的
関
係
の
研
究
は
こ
れ
か
ら
と
い
う
と
こ
ろ
。
″
〟
文
末
で
独
立
す
る
要

素
が
あ
り
は
す
る
が
'
す
-
な
い
。
″
 
〟
文
末
に
離
れ
て
立
つ
も
の
が
'
一
方
で
は
'
語
尾
に
付
着
し
て
い
る
。
″
 
〟
文

末
詞
的
で
あ
り
、
文
末
詞
成
立
の
方
向
の
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
'
い
つ
も
付
着
不
分
離
の
も
の
が
あ
る
。
″

私
と
し
て
は
、
「
ヨ
」
　
　
　
が
こ
れ
だ
け
頻
用
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
「
文
末
訴
え
」
が
明
ら
か
で
あ
る
の
に
、
こ

れ
に
つ
い
て
の
、
文
末
詞
と
し
て
独
立
的
な
も
の
と
見
る
見
か
た
が
、
す
こ
し
も
成
立
し
て
い
な
い
の
が
'
ふ
し
ぎ

に
思
わ
れ
ま
す
。
日
本
語
で
は
、
非
文
末
詞
も
'
た
と
え
ば
「
も
し
」
や
「
あ
な
た
」
「
わ
た
し
」
が
、
し
だ
い
に
、

文
末
詞
と
し
て
も
転
成
せ
し
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
転
成
と
と
も
に
へ
　
そ
れ
が
'
分
明
な
文
末
詞
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
文
末
詞
成
立
事
情
が
、
朝
鮮
語
に
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

thU
71

文
末
詞
上
へ
　
日
本
語
と
朝
鮮
語
と
に
、
そ
の
成
立
・
衆
生
の
大
き
な
差
異
が
あ
る
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
へ
　
語
族
の

い
ち
じ
る
し
い
ち
が
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
し
ょ
う
。
双
方
は
'
同
系
の
言
語
で
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
言
語

類
型
に
は
'
相
当
の
差
異
が
あ
る
と
も
言
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。

同
系
を
考
え
る
上
の
必
要
条
件
、
語
順
に
関
し
て
も
、
1
つ
、
考
え
て
み
ま
す
.
朝
鮮
語
で
は
、
日
本
語
の
'

「
タ
バ
コ
は
喫
み
ま
せ
ん
。
」
が
、
「
タ
バ
コ
は
喫
ま
ナ
イ
マ
ス
。
」
　
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
つ
ま

り
、
「
ナ
イ
」
否
定
辞
と
「
マ
ス
」
敬
語
法
要
素
と
が
、
日
本
語
で
の
逆
に
な
っ
て
い
ま
す
。
双
方
同
一
語
順
と
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言
わ
れ
て
い
る
中
で
、
こ
ん
な
こ
と
も
あ
る
朝
鮮
語
に
、
文
末
詞
の
成
立
の
し
か
た
も
'
お
お
い
に
、
日
本
語

で
の
と
は
相
違
し
た
も
の
が
あ
る
ら
し
い
の
を
へ
私
は
'
興
味
ぶ
か
-
思
い
ま
す
。

第
十
節
　
中
国
語
の
ば
あ
い

中
国
語
、
文
構
造
(
　
-
　
語
順
　
-
　
)
は
英
語
に
似
て
い
て
〝
日
本
語
に
も
似
て
い
る
。
″
な
ど
と
言
わ
れ
る
中
国

語
へ
　
こ
れ
に
つ
い
て
へ
文
末
詞
の
問
題
は
'
ど
の
よ
う
に
整
理
せ
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
漢
字
言
語
の
中
国
語
の
'
会
話
表
現
に
へ
.
漢
字
表
記
も
明
確
な
文
末
詞
が
へ
　
た
し
か
に
成
立
し
て
い
る
と

見
ま
す
。
以
下
へ
初
心
の
私
が
、
「
文
末
詞
と
し
て
の
は
た
ら
き
の
認
め
ら
れ
る
も
の
」
と
し
た
い
も
の
を
、
項
目
で

列
挙
し
て
い
き
ま
す
。

各
項
内
の
挙
例
で
は
'
し
ば
し
ば
へ
　
N
H
K
テ
レ
ビ
　
『
中
国
語
講
座
』
か
ら
、
文
例
を
お
借
り
し
ま
す
。
記
し
て

こ
こ
に
謝
意
を
表
し
ま
す
。

1

　

喝



○
行
喝
?よ

ろ
し
い
で
す
か
7

0
干
喝
?ど

う
し
て
な
の
7

0
好
喝
?い

い
で
す
か
7

0
好
一
点
凡
了
鳴
-

す
こ
し
よ
-
な
り
ま
し
た
か
7

0
這
全
車
去
北
京
飯
店
鳴
?

こ
の
車
は
北
京
飯
店
に
行
き
ま
す
か
7

0
橡
能
数
清
二
j
ハ
有
多
少
房
子
喝
?

き
み
全
部
で
い
-
つ
建
物
が
あ
る
か
数
え
き
れ
る
か
い
?

喝
が
つ
け
ら
れ
て
'
疑
問
文
が
つ
-
ら
れ
て
い
ま
す
。
単
純
質
問
に
、
こ
れ
が
よ
-
用
い
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
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○
給
我
昭
。私

に
下
さ
い
。

〇
滴
看
昭
。ど

う
ぞ
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

〇
滴
吃
昭
。ど

う
ぞ
お
あ
が
り
く
だ
さ
い
。

○
休
先
走
咽
。

あ
な
た
お
先
に
。

C
請
用
普
通
話
説
咽
。

ど
う
ぞ
普
通
語
で
話
し
て
-
だ
さ
い
。

○
那
、
我
旧
開
始
昭
。

で
は
'
私
た
ち
は
は
じ
め
ま
し
ょ
う
。

○
好
、
那
沌
旧
升
飯
嶋
o

さ
あ
へ
そ
れ
じ
ゃ
食
事
に
し
ま
し
ょ
う
。

n
p
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○
遂
是
〟
煎
餅
″
昭
?

こ
れ
「
お
せ
ん
べ
い
」
で
し
ょ
?

∩
係
累
了
昭
。

つ
か
れ
た
で
し
ょ
う
。

○
対
咽
?そ

う
で
し
ょ
う
?

諸
用
法
が
あ
る
よ
う
で
す
。
「
請
、
積
肥
。
」
と
か
者
昭
。
請
昭
。
」
と
か
、
咽
は
、
ご
く
む
ぞ
う
さ
に
つ
か
わ

れ
て
い
る
あ
り
さ
ま
で
し
ょ
う
か
。

081

三
　
唱

○
休
沢
?あ

な
た
は
-

○
在
瑚
凡
見
好
喝
?

ど
こ
で
会
え
ば
い
い
で
す
か
?
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○
休
間
我
岬
へ
我
間
堆
喝
?

き
み
が
ぼ
く
に
聞
く
ん
な
ら
へ
　
ぽ
-
は
誰
に
聞
こ
う
か
ね
7

0
据
説
辻
去
迂
二
置
屋
頂
的
顔
色
都
不
同
鳴
。

話
に
よ
る
と
、
昔
は
こ
の
三
重
の
屋
根
の
色
は
み
な
同
じ
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
だ
。

○
孟
凡
述
没
摘
喝
。

ふ
た
　
(
写
真
機
の
)
が
ま
だ
と
っ
て
い
ま
せ
ん
よ
。

や
は
り
、
諸
用
法
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
相
談
を
持
ち
か
け
る
時
に
も
、
よ
-
つ
か
わ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

四
　
珂

・

・

・

'

.

!

'

-

'

"

あ
あ
そ
う
で
す
か
。
(
受
け
ひ
き
)
　
(
抑
揚

.
-
.
.
～
}

そ
う
だ
よ
　
(
で
す
よ
)
0
(
抑
揚
　
是
岬
。
)

○
体
吃
得
真
快
岬
.

た
べ
る
こ
と
が
早
い
の
ね
。

_

＼

I

T

r

'
.
-
 
'
:
・
蝣
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○
在
噸
凡
?
　
我
思
え
看
不
見
噺
?

ど
こ
に
あ
る
の
?
　
わ
た
し
ど
う
し
て
見
え
な
い
の
-

○
看
見
了
o
那
ム
小
研
。

見
え
た
わ
。
あ
ん
な
に
小
さ
い
の
。

や
は
り
,
諸
用
法
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
簡
潔
文
の
ば
あ
い
は
、
こ
と
に
'
文
末
声
調
(
抑
揚
の
文
末
部
分
)
が
'

く
っ
き
り
と
へ
　
そ
の
独
自
の
訴
え
ぶ
り
を
示
し
ま
す
。

281

五
　
臓

○
唆
!
　
別
1
今
朝
凡
往
上
抱
了
へ
等
我
l
下
痢
!

ね
え
o
 
l
気
に
駆
け
の
ぼ
ら
な
い
で
'
私
を
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
よ
。

・

川

:

.

 

-

.

;

'

-

1

r

-

i

-

'

i

l

.

 

'

こ
こ
か
ら
遠
い
じ
ゃ
な
い
か
。

「
嚇
」
は
'
当
然
を
あ
ら
わ
す
と
の
こ
と
で
す
。

〝
き
ま
り
き
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
の
!
″
 
'
〟
も
と
も
と
き
ま
っ

て
る
じ
ゃ
な
い
の
!
〃
と
い
っ
た
よ
う
な
ば
あ
い
に
、
こ
れ
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
ふ
う
で
す
。
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六
　
耶

こ
れ
の
例
で
、
私
が
最
初
に
だ
れ
か
か
ら
教
え
ら
れ
た
例
は
、
つ
ぎ
の
も
の
で
す
。

○
現
在
東
北
更
冷
邸
。

今
、
東
北
は
さ
ら
に
寒
い
で
す
よ
。

こ
の
訳
も
、
教
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。

そ
の
あ
と
、
「
刷
」
の
例
を
得
る
こ
と
が
す
く
な
か
っ
た
の
で
'
私
は
、
友
人
の
妻
国
昌
氏
に
、
「
榔
」
の
例
を
質

問
し
ま
し
た
。
以
下
は
、
妾
氏
の
教
え
に
よ
っ
て
し
る
し
ま
す
。

第
一
に
へ
「
鞘
」
は
感
嘆
文
の
お
わ
り
に
き
て
、
感
動
・
賛
美
な
ど
の
語
気
を
あ
ら
わ
す
と
の
こ
と
で
す
。
「
嚇
」

は
「
哨
」
と
お
な
じ
だ
そ
う
で
す
。
(
「
岬
」
の
音
が
転
ず
る
の
だ
そ
う
で
す
.
)
例
は
こ
う
で
す
o

o
多
久
美
瑚
!

な
ん
と
美
し
い
こ
と
か
!

第
二
に
'
「
瑚
」
は
、
疑
問
を
あ
ら
わ
す
そ
う
で
す
。

相
手
の
答
え
を
'
ど
う
か
と
待
っ
て
い
る
よ
う
な
語
気

を
あ
ら
わ
す
と
の
こ
と
で
す
。
「
喝
」
と
お
な
じ
だ
、
と
も
あ
り
ま
し
た
。
例
は
'
つ
ぎ
の
も
の
で
す
。



○
休
到
邸
凡
去
那
?

あ
な
た
は
ど
こ
へ
行
き
ま
す
か
?

481

七
　
呼

こ
れ
に
つ
い
て
も
'
私
が
と
ら
え
た
例
は
わ
ず
か
で
す
。

○
真
美
呼
!

ほ
ん
と
に
美
し
い
な
あ
!

○
貴
呼
?高

い
ん
だ
ろ
う
?
　
(
ね
だ
ん
)

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

「
冴
」
が
'
感
嘆
や
疑
問
に
つ
か
わ
れ
て
い
ま
す
。

講
座
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、

○
体
在
這
凡
胡
説
什
ム
冴
!

こ
ん
な
と
こ
ろ
で
何
を
出
ま
か
せ
言
っ
て
る
の
!
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と
い
う
の
な
ど
が
見
ら
れ
ま
す
。

さ
き
の
蓑
氏
は
、
「
啄
」
に
つ
い
て
、
″
よ
-
つ
か
う
。
″
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
-
　
感
嘆
文
に
よ
-
つ
か
う
と
も
あ

り
ま
し
た
。

○
休
到
耶
凡
去
呼
?

あ
な
た
は
ど
こ
へ
行
き
ま
す
か
。

の
よ
う
な
例
も
示
さ
れ
ま
し
た
。

八
　
了

私
は
、
こ
れ
が
、
一
つ
の
だ
い
じ
な
文
末
詞
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
す
。
講
座
で
も
'
〟
文
末
の
助
詞
″
と

の
説
明
の
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
、
「
了
」
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
、
〝
一
般
的
に
そ
う
な
っ
て
い
る

こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
〟
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
〟
そ
う
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
″
と
の
説
明

も
あ
り
ま
し
た
。

○
我
三
十
三
夢
了
。

私
は
三
十
三
歳
に
な
り
ま
し
た
。

581



○
明
白
了
。わ

か
り
ま
し
た
。
(
わ
か
っ
た
。
)

○
知
道
了
。わ

か
り
ま
し
た
。

○
嘆
へ
看
見
　
了
。

あ
、
見
え
た
。

た
ま
た
ま
の
こ
と
へ
講
座
本
に
、
右
の
最
後
の
例
が
見
え
て
'
「
了
」
は
'
は
な
し
て
印
刷
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
私

と
し
て
は
'
こ
う
あ
っ
て
'
「
了
」
が
'
文
末
詞
ら
し
-
て
よ
い
と
思
う
の
で
す
。

「
-
-
-
そ
う
な
っ
て
い
る
」
こ
と
を
あ
ら
わ
す
点
で
は
'
「
了
」
に
'
完
了
を
意
識
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
こ
の
意
味
で
は
、
日
本
語
流
に
言
っ
て
'
「
了
」
を
'
助
動
詞
系
の
文
末
詞
と
し
う
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、
か
ん
た
ん
な
「
対
了
。
」
の
よ
う
な
も
の
に
な
り
ま
す
と
「
そ
う
だ
わ
。
」
の
意
の
ば
あ
い
な
ど
、
か

な
ら
ず
L
も
、
こ
れ
を
'
「
-
-
-
そ
う
な
っ
て
い
る
」
と
か
「
完
了
」
と
か
ま
で
は
言
わ
な
-
て
も
よ
い
か
の
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。

○
好
了
。
好
了
。

わ
か
っ
た
。
わ
か
っ
た
。

681
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と
い
う
よ
う
な
語
気
の
ば
あ
い
な
ど
で
も
、
「
い
い
よ
。
い
い
よ
。
」
と
い
っ
た
よ
う
な
気
分
の
こ
と
も
'
あ
る
の
で

/

T

　

　

　

　

.

.

〓

」

イ

-

叫

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
抑
揚
と
し
て
も
、
「
好
了
。
」
の
ば
あ
い
が
あ
。
、
ま
た
、
「
好
了
。
」
の
ば
あ
い
も
あ
り
ま
す
。

○
太
好
了
。す

ば
ら
し
い
わ
。

と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。

○
大
鹿
々
体
仰
了
。

ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
と
う
。

と
の
ば
あ
い
に
も
,
「
了
」
が
、
文
末
詞
と
し
て
よ
-
お
ち
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

た
ま
た
ま
テ
レ
ビ
で
聞
い
た
こ
と
ば
に
、

○

去

好

了

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

-

∫

_

㌔

と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
娘
さ
ん
が
、
他
の
娘
さ
ん
を
見
お
-
る
こ
と
ば
で
し
た
。
抑
揚
は
、
「
去
好
了
。
」
で
し

^

、
山

○
走
了
。

は
、
私
が
、
北
京
で
の
遠
足
の
お
り
に
聞
い
た
こ
と
ば
で
す
。
「
帰
り
ま
し
ょ
う
。
」
と
い
う
の
で
し
た
。
中
国
語
の

学
者
の
説
明
に
、
〝
軽
い
命
令
〟
と
い
う
の
も
あ
り
ま
し
た
。

7

(XU
1



rJ息.壬--rf-*
ど
う
し
た
の
?

こ
れ
は
疑
問
文
に
な
り
ま
す
。

8

rXj
1

九
　
的

私
が
も
っ
と
も
問
題
視
し
て
い
ま
す
の
は
へ
　
こ
の
文
末
詞
で
す
。

「
的
」
に
は
'
準
体
助
詞
そ
の
他
の
'
大
切
な
用
法
が
あ
る
ら
し
-
、
「
的
」
は
、
私
ご
と
き
に
は
、
歯
も
立
た
な

い
ほ
ど
の
大
問
題
対
象
で
す
。
が
'
今
は
あ
え
て
、
「
的
」
に
文
末
詞
用
法
を
見
と
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

テ
レ
ビ
の
中
国
語
講
座
も
、
そ
の
気
に
な
っ
て
'
と
-
に
「
的
」
に
注
意
し
て
き
ま
し
た
。
さ
い
わ
い
へ
私
の
と

ぽ
し
い
経
験
で
の
1
度
だ
け
(
昭
和
六
十
二
年
九
月
二
日
)
、
講
師
の
、
″
こ
の
「
的
」
は
、
表
現
を
断
定
的
に
言
う

文
末
の
助
詞
で
す
ね
。
″
と
言
わ
れ
る
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
は
'
「
是
的
。
是
的
。
」
(
そ
う
で
す
。
そ

う
で
す
。
)
　
で
し
た
。

別
の
機
会
に
'
「
不
要
禁
　
的
。
」
(
大
丈
夫
で
す
。
)
が
出
ま
し
た
。
こ
の
「
的
」
に
つ
い
て
、
〟
文
末
の
助
詞
で
す
。
〟

と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
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以
前
か
ら
の
聞
き
お
ぼ
え
の
こ
と
ば
に
、
「
快
々
的
。
」
「
慢
々
的
。
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
「
早
-
行
け
。
」
と

か
「
ゆ
っ
く
り
行
け
。
」
と
か
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
「
的
」
が
'
す
で
に
へ
私
の
言
う
文
末
詞
を

認
め
し
め
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

○
好
的
。

こ
れ
が
'
「
的
」
文
末
詞
の
存
立
を
、
認
め
さ
せ
る
'
い
ち
ば
ん
、
わ
か
り
や
す
い
例
で
は
な
い
か
と
、
私
は
考
え
る

の
で
す
。
テ
レ
ビ
劇
で
は
'

○
好
。
好
的
。

と
い
っ
た
よ
う
な
の
が
、
わ
り
に
よ
く
聞
か
れ
ま
し
た
。
応
諾
の
こ
と
ば
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
、
こ
の
よ
う
な
二
文

に
な
っ
て
い
る
の
で
、
第
二
文
で
の
「
的
」
文
末
詞
が
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
北
京
内
で
、
「
好

的
。
」
に
つ
い
て
、
〟
「
的
」
は
文
末
の
語
気
詞
だ
。
″
と
の
説
明
を
聞
-
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
う
で
あ
れ
ば
'
も

の
は
も
は
や
、
私
の
言
お
う
と
す
る
文
末
詞
で
も
あ
り
ま
す
。

「
好
的
。
」
の
例
を
'
な
お
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
や
は
り
テ
レ
ビ
劇
で
の
こ
と
で
す
。
初
老
の
男
性
が
中
年
の
婦

し
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
-
-
=
r

人
に
'
「
清
坐
。
」
と
言
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
婦
人
は
、
「
好
的
。
」
と
答
え
ま
し
た
。
つ
ぎ
の
例
は
'
中
年
の
医
者



で
す
。
こ
れ
は
、
看
護
婦
さ
ん
へ
の
応
諾
の
こ
と
ば
で
し
た
。

「
真
的
。
」
の
時
も
'
「
的
」
の
文
末
詞
ら
し
さ
が
明
ら
か
だ
と
思
い
ま
す
。

○
喚
-
割
判

(
お
や
ほ
ん
と
-
こ
　
と
言
っ
て
お
ど
ろ
-
。

と
い
う
ぐ
あ
い
で
す
。

一
腰
旧
し
馳

○
真
的
?ほ

ん
と
か
い
?
　
　
(
中
年
男
性
)

な
ど
と
も
あ
り
ま
し
た
。

テ
レ
ビ
で
は
h

I

1

-

-

十

〇
是
的
。

と
い
う
抑
揚
(
低
平
調
)
　
の
応
答
も
聞
-
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
-
　
初
老
の
男
性
が
中
年
の
男
性
に
言
っ
た
も
の

で
す
。ノ

L
y

O
真
的
!
　
謝
々
伽
。

と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。

や
や
長
い
文
の
一
例
は
こ
れ
で
す
。

091
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-

-

ノ

　

　

　

　

・

-

*

7

0
体
什
ゑ
時
候
私
日
本
回
来
約
7

あ
な
た
は
い
つ
日
本
か
ら
帰
っ
て
き
た
の
で
す
か
?

こ
の
「
的
」
も
'
対
話
の
現
実
で
は
'
文
末
詞
ふ
う
に
な
っ
て
い
よ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
似
た
よ
う
な
、

H

^

^

5

^

^

5

"

h

一

〇
我
仇
日
本
来
的
o

私
は
日
本
か
ら
来
た
の
で
す
。

も
あ
り
ま
す
。

一
つ
の
こ
と
を
つ
け
そ
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
「
的
」
は
'
日
本
流
に
言
う
と
「
ダ
」
で
、
〔
a
〕
の
音
が
ひ
び
き
ま

す
。
「
了
」
も
'
日
本
流
に
言
う
と
「
ラ
」
で
、
こ
れ
ま
た
〔
a
〕
の
音
が
ひ
び
き
ま
す
。
と
も
に
へ
相
手
へ
の
訴
え

か
け
の
明
瞭
音
が
出
て
い
る
、
と
も
考
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。

十
　
恋

感
謝
の
こ
と
ば
に
'

○
粛
々
恋
O

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
「
灘
々
。
」
を
通
常
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
「
恋
」
を
文
末
に
お
い
た
言
い
か
た
も
あ
る
と
い
う

F
:

91



わ
け
で
す
。
「
謝
々
o
」
の
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
い
ち
じ
る
し
い
の
で
、
私
は
'
は
じ
め
て
「
謝
々
恋
。
」
を
聞
い
た

時
へ
　
「
恋
」
を
へ
　
ま
こ
と
に
つ
け
そ
え
こ
と
ば
ら
し
い
も
の
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
「
恋
」
を
、
思
い
き
っ
て
、
日
本

語
流
の
代
名
詞
系
文
末
詞
と
と
っ
て
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

よ
り
て
い
ね
い
に
は
'
つ
ぎ
の
言
い
か
た
も
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

○
太
謝
々
称
書

こ
う
あ
る
時
へ
　
「
称
と
は
'
何
々
の
つ
け
そ
え
こ
と
ば
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
忽
」
が
つ
ね

_
.
I
-
u

に
「
恋
」
の
調
子
で
発
言
さ
れ
る
の
で
、
私
ど
も
は
、
こ
れ
を
特
定
の
表
現
要
素
と
思
い
と
り
や
す
い
の
で
す
。

と
も
あ
れ
、
「
恋
」
を
、
右
の
よ
う
な
位
置
に
お
い
た
と
こ
ろ
に
は
、
文
末
詞
論
上
、
は
な
は
だ
注
目
す
べ
き
も
の

が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
主
部
に
立
つ
　
「
恋
」
と
'
文
末
部
に
立
つ
　
「
恋
」
と
で
は
'
位
格
が
ち
が
う
と
言
わ
な
-
て
は

な
り
ま
す
ま
い
。

日
本
語
で
は
'
「
い
い
ワ
。
」
の
「
ワ
」
な
ど
、
「
私
」
系
の
語
が
'
形
の
は
な
は
だ
し
い
変
貌
を
き
た
し
て
、
文
末

に
立
ち
ま
し
た
。
そ
れ
が
へ
　
ま
ご
う
か
た
な
き
文
末
詞
と
な
り
ま
し
た
。

2

s
*

日
日

中
国
語
は
、
意
字
の
漢
字
の
言
語
で
す
。
文
表
現
で
は
へ
　
こ
の
意
字
が
つ
づ
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
見
た
ば
あ
い
、

一
字
一
字
の
独
立
性
　
(
1
分
離
性
・
分
自
性
)
　
が
受
け
と
ら
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
言
語
表
現
・
言
語
表
記
の
中
で
、



語国外請と詞未文章七第

訴
え
用
と
さ
れ
る
語
詞
が
'
意
字
と
し
て
'
文
末
に
光
っ
て
い
ま
す
。

中
国
語
の
文
構
造
　
(
語
順
)
　
が
'
日
本
語
的
・
英
語
的
な
特
性
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
も
、
こ
こ
に
ま
た
思
い
お

こ
し
た
い
こ
と
で
す
。
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詞末文と語言草
つ
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i
"
u第

第
八
章
　
言
語
と
文
末
詞

-
　
日
本
語
に
は
な
ぜ
文
末
詞
が
栄
え
て
い
る
の
か

第
一
節
　
諸
言
語
の
口
頭
語
の
世
界

上
乗
の
小
究
に
よ
れ
ば
、
言
う
と
こ
ろ
の
文
末
詞
は
、
お
よ
そ
口
頭
語
の
世
界
の
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
ま
す
。

す
べ
て
は
会
話
上
の
問
題
だ
t
と
も
言
っ
て
み
た
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

諸
多
の
言
葉
に
'
会
話
上
、
文
表
現
で
の
文
末
詞
的
要
求
が
あ
り
ま
す
。
(
こ
の
さ
い
へ
「
文
末
詞
」
と
言
う
こ
と

を
ひ
か
え
ま
す
な
ら
へ
「
文
末
詞
的
な
も
の
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
)

世
界
の
諸
言
語
に
、
口
頭
上
(
会
話
上
)
、
文
末
詞
的
な
も
の
が
さ
ま
ざ
ま
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
へ
な
ん
と
も
興
味
ぶ
か
い
こ
と
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
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第
二
節
　
対
話
文
の
世
界

69

r
:

口
頭
語
上
の
対
話
文
に
は
'
文
末
詞
的
な
も
の
(
1
文
末
詞
)
が
で
き
て
当
然
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
抽

象
論
的
に
は
'
諸
言
語
に
関
し
て
へ
こ
の
当
然
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
対
話
文
は
'
つ
よ
-
相
手
に

訴
え
て
い
-
の
を
本
質
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
対
話
文
は
'
直
接
に
相
手
を
予
想
し
ま
す
。
-
相
手

に
直
画
し
ま
す
。
「
文
は
訴
え
の
表
現
で
あ
る
。
」
と
言
え
る
文
が
'
対
話
文
に
あ
っ
て
は
、
お
の
ず
か
ら
へ
強
度
の

訴
え
文
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
訴
え
る
時
へ
訴
え
の
言
語
心
意
が
'
お
の
ず
か
ら
へ
特
定
の
訴
え
要
素

を
よ
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
特
定
の
訴
え
要
素
は
'
す
な
わ
ち
「
文
末
詞
的
な
も
の
」
で
あ
り
ま
す
。

私
は
、
そ
の
明
ら
か
な
特
定
の
要
素
を
、
品
詞
論
上
、
文
末
詞
と
名
づ
け
た
の
で
し
た
。

会
話
(
あ
る
い
は
口
頭
語
)
は
、
一
方
に
、
書
記
さ
れ
る
ば
あ
い
も
あ
っ
て
、
他
方
に
'
音
声
化
さ
れ
る
こ
と
が

一
般
的
で
す
。

対
話
文
が
、
音
声
表
現
と
し
て
'
相
手
に
訴
え
か
け
ら
れ
る
時
は
'
文
末
に
'
声
調
上
の
訴
え
が
色
濃
-
(
音
声

あ
ざ
や
か
に
)
出
て
き
ま
す
。
諸
言
語
に
あ
っ
て
'
た
と
え
、
文
末
詞
ま
た
は
文
末
詞
的
な
も
の
の
出
現
し
な
い
ば

あ
い
に
も
へ
そ
の
文
表
現
音
声
に
、
文
末
声
調
の
諸
傾
向
が
出
て
-
る
こ
と
は
'
多
言
を
要
し
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
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し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
文
表
現
音
声
に
あ
っ
て
も
'
各
文
の
文
末
に
へ
　
そ
の
文
表
現
ご
と
の
文
末
声

調
が
出
る
は
ず
で
す
.
　
-
　
そ
こ
に
'
も
と
よ
り
、
類
型
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
り
ま
し
ょ
う
0

「
文
末
の
声
調
は
ヘ
　
ビ
の
言
語
に
あ
っ
て
も
、
文
末
詞
の
代
理
者
に
な
り
う
る
。
」
と
の
1
則
が
存
立
し
ま
す
o

第
三
節
　
日
本
語
で
の
文
末
詞
生
成
発
展
の
因

諸
言
語
を
見
と
お
す
時
、
日
本
語
に
は
'
ぬ
き
ん
で
て
文
末
詞
が
発
展
し
て
い
る
と
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
、
理
由
の
あ
る
こ
と
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
に
理
由
を
求
め
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

文
末
詞
は
、
一
つ
の
形
態
素
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
と
す
れ
ば
、
私
ど
も
は
、
こ
れ
の
生
成
発
展
の
因
由
を
、
文
法

上
に
求
め
る
べ
き
こ
と
に
な
り
ま
す
。

日
本
語
の
語
順
　
(
語
序
)
　
-
　
構
文
法
　
-
　
の
ば
あ
い
に
あ
っ
て
、
文
末
詞
が
よ
-
で
き
て
い
ま
す
。
英
語
の
語

順
の
ば
あ
い
に
は
'
日
本
語
の
文
末
詞
に
相
当
す
る
も
の
が
'
ほ
と
ん
ど
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
中
国
語
に
は
も
　
ー

(
ど
の
よ
う
な
語
順
の
も
の
と
言
え
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
)
　
-
　
若
干
の
文
末
詞
が
で
き
て
い
ま
す
。

日
本
語
の
文
末
詞
へ
　
「
ネ
」
や
「
ヨ
」
な
ど
の
生
成
を
、
ゆ
る
す
言
語
と
ゆ
る
さ
な
い
言
語
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
し
ょ
う
。
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構
文
差
(
語
順
差
)
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
'
第
一
に
は
、
「
s
l
V
I
O
」
の
形
式
を
と
る
か
、
「
S
↓
0
↓
Ⅴ
」

の
形
式
を
と
る
か
と
い
う
こ
と
が
'
問
題
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
第
二
に
は
'
日
本
語
に
即
応
し
て
言
え
ば
'
「
体
言
十

助
詞
」
の
格
助
詞
と
さ
れ
る
も
の
が
、
ま
さ
に
体
言
の
あ
と
に
お
か
れ
て
後
置
詞
で
あ
る
の
と
、
英
語
で
の
よ
う
に
'

格
助
詞
相
当
の
も
の
が
前
置
詞
に
な
っ
て
い
る
の
と
の
差
異
が
問
題
に
さ
れ
ま
し
ょ
う
か
。

「
s
l
V
I
O
」
の
英
語
で
は
、
口
頭
語
世
界
で
も
、
「
ネ
」
的
な
も
の
が
成
り
た
ち
得
て
い
ま
せ
ん
。
-
　
ど
ん

な
に
く
だ
け
た
言
い
か
た
の
ば
あ
い
に
も
。

「
S
↓
o
l
V
」
の
日
本
語
は
、
か
ね
て
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ま
た
へ
右
の
構
文
差
(
語
順
差
)
の
論
か
ら
推
知

さ
れ
る
よ
う
に
へ
そ
の
文
表
現
構
造
が
、
文
末
決
定
性
の
表
現
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
明
白
で
あ
る

言
語
に
、
文
末
詞
は
繁
栄
し
て
い
る
と
さ
れ
ま
し
ょ
う
か
。
文
末
詞
繁
栄
の
根
拠
は
、
文
表
現
構
造
の
文
末
決
定
性

と
い
う
本
性
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
す
。

文
表
現
構
造
の
文
末
決
定
性
と
い
う
も
の
が
'
日
本
語
ほ
ど
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
な
い
言
語
に
は
、
文
末
詞
は
繁

栄
し
て
い
な
い
の
が
道
理
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

891

文
末
詞
生
成
発
展
の
困
由
に
つ
い
て
は
へ
す
で
に
へ
本
書
の
諸
所
で
'
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
所
論
・
考
察
の
、
お
の
ず
か
ら
の
展
開
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
-
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
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左
に
、
ご
参
照
を
写
っ
を
得
ば
と
思
い
よ
り
ま
す
個
所
の
ペ
ー
ジ
を
連
記
し
ま
す
。
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学語言詞・文章結

結
　
章
　
文
末
詞
言
語
学

文
表
現
の
末
部
は
、
言
語
研
究
上
の
一
ポ
イ
ン
ト
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
対
話
文
の
文
末
と
も
な
れ
ば
、
そ
こ
の
、

言
語
研
究
上
の
一
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
が
'
い
っ
そ
う
明
ら
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

す
べ
て
、
文
表
現
末
は
,
対
他
の
作
用
の
発
揮
さ
れ
る
重
要
箇
所
で
す
。
こ
こ
に
、
私
ど
も
は
、
文
末
法
と
で
も

言
う
べ
き
、
生
き
た
文
法
(
表
現
法
)
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
話
文
の
ば
あ
い
、
こ
こ
に
、
文
末
詞
的
な
も
の
の
世
界
が
開
け
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
、
文
末

詞
法
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

_
_
ち

○
ワ
列
叫
ニ
デ
ス
ッ
テ
O

私
に
で
す
か
?

こ
れ
に
,
「
テ
」
と
い
う
文
末
詞
的
な
も
の
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
文
末
詞
法
の
は
た
ら
き
が
明
ら
か
で
あ
り
ま
し
ょ

う
0

0
そ
こ
に
立
ち
ど
ま
ら
な
い
で
-
だ
さ
い
。
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と
い
う
の
に
あ
っ
て
さ
え
も
'
「
-
だ
さ
い
」
が
'
文
末
詞
的
な
も
の
に
ち
か
い
は
た
ら
き
を
示
そ
う
と
し
て
い
ま

す
。
「
そ
こ
に
立
ち
ど
ま
ら
な
い
で
　
ネ
。
」
と
い
う
の
を
思
い
お
こ
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
文
末
詞
的
な
も

の
の
世
界
の
ひ
ろ
が
り
が
見
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
い
え
ば
、
中
国
語
に
も
'

○
伽
笛
疋
中
国
人
へ
　
是
不
是
。

あ
な
た
は
中
国
人
で
す
か
。

な
ど
の
言
い
か
た
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
の
最
後
の
「
是
不
是
」
も
'
文
末
詞
的
な
は
た
ら
き
を
し
よ
う
と
し
て
い
る

も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

文
末
詞
的
な
も
の
の
世
界
が
、
広
-
見
わ
た
さ
れ
ま
す
。
文
末
詞
法
と
も
言
う
べ
き
文
法
　
(
表
現
法
)
　
の
は
た
ら

-
世
界
が
、
広
-
見
わ
た
さ
れ
ま
す
。

20

サ

文
末
詞
問
題
は
'
言
語
研
究
上
の
'
一
般
言
語
学
的
沃
野
を
な
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
対
話

あ
る
い
は
談
話
の
研
究
に
あ
っ
て
も
う
　
こ
う
し
た
沃
野
に
、
核
心
的
な
テ
ー
マ
を
兄
い
だ
す
こ
と
に
、
ぬ
か
り
が
あ

っ
て
は
な
り
ま
す
ま
い
。

元
来
、
文
末
詞
は
へ
そ
の
存
否
か
ら
し
て
、
す
で
に
、
全
言
語
界
で
の
主
要
研
究
問
題
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
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ま
す
。文

末
詞
言
語
学
の
名
は
、
じ
つ
に
望
み
多
い
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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きがとあ

あ
と
が
き

「
ま
ね
び
」
・
「
ま
な
び
」
へ
こ
れ
の
限
り
な
い
た
の
し
さ
を
味
わ
わ
せ
て
-
だ
さ
る
何
か
に
、
私
は
、
つ
つ
し
ん
で

感
謝
し
ま
す
。

町
博
光
さ
ん
に
は
、
多
-
を
助
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

三
弥
井
書
店
社
長
吉
田
栄
治
さ
ん
。
私
に
「
ま
ね
び
」
を
に
こ
に
こ
と
お
す
す
め
-
だ
さ
い
ま
し
て
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
本
を
お
手
に
し
て
-
だ
さ
る
か
た
が
た
に
、
伏
し
て
お
礼
を
申
し
あ
げ
ま
す
。

平
成
元
年
三
月
三
十
一
日

藤
原
与
一

50
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著
者
　
略
歴

明
治
四
十
二
年
一
月

昭
和
十
二
年
三
月

昭
和
四
十
七
年
三
月

現
　
在

愛
媛
県
に
う
ま
れ
る

広
島
文
理
科
大
学
卒
業

広
島
大
学
定
年
退
職

広
島
方
言
研
究
所
を
い
と
な
む

主
要
著
者

昭
和
四
十
七
年
八
月

昭
和
四
十
八
年
四
月

昭
和
四
十
九
年
十
月

昭
和
五
十
1
年
　
1
　
月

昭
和
五
十
二
年
十
二
月

昭
和
五
十
六
年
七
月

昭
和
六
十
一
年
二
月

『
方
言
研
究
の
回
顧
と
展
望
』
(
方
言
研
究
叢
書
第
1
巻
)
(
三
弥
井
書
店
)

『
昭
和
日
本
語
方
言
の
記
述
』
(
昭
和
日
本
語
の
方
言
第
1
巻
)
　
(
三
弥
井
書
店
)

『
四
国
三
要
地
方
言
対
照
記
述
』
(
昭
和
日
本
語
の
方
言
第
2
巻
)
　
(
三
弥
井
書
店
)

『
瀬
戸
内
海
三
要
地
方
言
』
(
昭
和
日
本
語
の
方
言
第
3
巻
)
　
(
三
弥
井
書
店
)

『
中
国
山
陽
道
三
要
地
方
言
』
(
昭
和
日
本
語
の
方
言
第
4
巻
)
　
(
三
弥
井
書
店
)

『
中
国
山
陰
道
二
要
地
方
言
』
(
昭
和
日
本
語
の
方
言
第
5
巻
)
(
三
弥
井
書
店
)

『
九
州
東
部
域
三
要
地
方
言
』
(
昭
和
日
本
語
の
方
言
第
6
巻
)
(
三
弥
井
書
店
)
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言
語
の
学
　
シ
リ
ー
ズ
　
　
(
広
島
方
言
研
究
所
)

第
一
冊
　
私
の
言
語
の
学

第
二
冊
　
言
語
研
究
　
方
法
と
方
法
論

第
三
冊
　
　
文
末
詞
の
言
語
学
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