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対
立
的
契
機
に
立
つ
国
語
教
育
の
方
法

ま
え
お
き

言
語
の
木
質
に
見
ら
れ
る
対
立
の
諸
相

言
語
の
伝
達
面
に
見
ら
れ
る
対
立
の
諸
相

文
に
見
ら
れ
る
対
立
の
諸
相

修
辞
法
に
見
ら
れ
る
対
立
的
発
想
の
謂
相

ま
え
お
き

学
習
指
導
上
行
き
詰
ま
っ
て
指
導
要
領
を
ひ
も
ど
い
て
も
大
体
そ
の
抽
象
的

な
の
に
'
い
つ
も
軽
い
失
望
を
感
じ
る
.
試
み
に
昭
和
3
6
年
4
月
発
行
の
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「
目
的
に
・
応

じ
て
、
各
種
の
書
物
を
選
ん
で
読
み
へ
教
養
を
高
め
る
態
定
を
身
に
つ
け
る
こ

と
」
と
か
、
ウ
「
文
章
を
読
ん
で
'
主
題
や
要
旨
を
つ
か
み
へ
ま
た
へ
人
生
や

社
会
の
間
瓢
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
こ
と
」
な
ど
の
文
言
が
羅
列
さ
れ
て
い

る
。
い
か
に
し
て
「
数
社
里
向
め
る
態
度
を
身
に
つ
け
」
さ
せ
る
か
'
「
人
生
や

社
会
の
開
田
に
つ
い
て
考
え
を
決
め
」
さ
せ
る
か
と
い
っ
た
仕
事
は
'
所
詮
は

●

冬

現
場
で
埋
め
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
中
白
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
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式
面
ば
か
り
を
云
々
し
て
'
何
を
、
内
容
面
で
如
何
に
教
え
る
か
と
い
う
核
心
を

避
け
て
い
る
と
い
う
等
で
あ
る
O
推
術
面
の
釦
戊
を
軽
視
す
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
そ
う
し
た
形
式
的
技
術
は
内
容
面
で
の
技
術
と
相
供
っ
て
は
じ
め
て
成
果

を
お
さ
埼
る
は
ず
で
あ
る
Q
形
式
的
方
法
論
ば
か
り
隆
盛
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
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宅
性
は
こ
ゝ
に
淵
源
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
く
の
憤
れ
た

現
場
の
教
授
者
が
'
依
然
と
し
て
'
契
情
に
即
し
た
技
術
と
し
て
、
芦
田
慰
之

介
氏
の
七
変
化
を
踏
襲
L
へ
拠
り
所
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
に
'
そ
の
不

毛
性
は
証
明
さ
れ
る
。
逆
に
ま
た
へ
氏
の
損
術
が
何
故
今
も
っ
て
そ
の
生
命
を

失
わ
な
い
か
と
い
う
点
に
思
い
を
ひ
そ
め
る
と
、
垣
内
氏
の
内
容
主
義
的
方
法

論
人
の
扱
い
結
び
つ
き
に
思
い
当
た
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
宕
味
に
お
い
て
、

現
代
の
H
i
'
M
-
Y
-
C
i
^
S
に
t
 
H
内
代
か
[
J
-
即
c
r
-
j
o
r
*
け
K
'
倍
C
.
た
よ
う
に
'

国
語
学
・
田
文
学
と
決
-
結
び
つ
-
串
が
喫
緊
の
要
事
で
あ
る
O
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以
下
は
こ
の
隣
い
を
実
現
す
る
た
妙
に
、
言
語
の
隣
随
と
、
発
想
と
い
う
言

語
文
化
の
根
底
に
梢
た
わ
る
二
つ
の
契
機
の
中
に
'
対
立
の
諸
相
を
発
見
さ

せ
'
自
覚
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
'
国
語
教
育
の
拠
り
所
と
な
る
堰
輯
理
念
を
求
め

よ
-
と
す
る
'
極
め
て
幼
い
堕
頴
の
あ
と
で
あ
る
。

H
　
言
語
の
本
質
に
見
ら
れ
る
対
立
の
諸
相

言
語
の
本
質
真
裏
間
借
成
諭
に
と
ろ
か
'
言
語
過
程
説
に
と
る
か
に
拘
ら

ず
'
言
語
の
詔
側
面
を
種
々
な
対
立
の
相
に
お
い
て
把
揺
す
る
覇
が
可
能
で
あ

る
。
近
時
注
目
を
あ
つ
め
て
い
る
信
号
索
の
問
題
に
し
て
も
、
言
語
の
営
み
を

第
二
信
号
系
と
し
て
事
物
の
剰
戦
で
あ
る
第
一
信
号
系
と
2
<
1
左
別
し
て
考
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
も
、
視
点
を
準
え
れ
ば
'
事
物
と
違
っ
て
'
言
語
は
表
象
で
あ
り
概

念
で
あ
る
と
い
-
こ
と
と
同
じ
で
あ
っ
て
'
言
語
は
事
物
に
非
ざ
る
も
の
に

よ
っ
て
、
事
物
を
写
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
矛
盾
と
対
立
を
、
含
ん
で
い
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言
‥

の
紹
介
に
し
て
も
、
子
供
の
言
語
の
発
洗
過
程
に
お
い
て
、
第
一
に
琵
指
さ
れ

た
力
学
的
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
は
'
新
し
い
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
出
現
に
よ
り
制

限
さ
れ
'
分
析
と
総
合
を
通
し
て
'
刺
俄
条
件
全
体
に
応
じ
る
新
し
い
力
学
的

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
発
展
に
及
ぶ
と
い
う
指
摘
の
中
に
'
や
は
り
弁
証
法
的
対

立
の
姿
を
見
う
そ
の
で
あ
る
。

u
T
T
　
言
F
.
E
の
伍
遠
田
に
見
ら
れ
る
対
立
の
諸
相

転
じ
て
伝
達
の
両
で
こ
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
も
そ
も
言
語
表
現
そ

の
も
の
に
徴
妙
な
対
立
の
あ
る
こ
と
に
気
付
く
O
言
語
は
流
通
す
る
と
い
う

点
か
ら
見
る
と
普
遍
性
を
も
つ
。
し
か
し
'
表
課
さ
れ
た
言
語
は
概
念
だ
け
で

辞
し
ら
れ
な
い
、
徴
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
異
を
も
ち
'
宕
味
を
超
え
た
個
性
的

両
軍
竺
試
す
。
そ
こ
に
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
い
-
言
語
ラ
ン
グ
)
と
言
(
バ
ロ
ル
)
と

の
対
立
に
お
い
て
こ
と
ば
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
言
語
紋
も
不
可
避
な
も
の

と
な
る
理
由
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
の
矛
盾
を
超
克
せ
ん
と
し
て
'

時
枝
氏
の
音
韻
と
文
字
を
媒
介
と
し
た
行
為
と
い
う
微
妙
な
言
語
硯
も
生
ま

れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
わ
け
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
メ
ロ
　
ル
と

い
う
も
ち
時
枝
氏
の
行
為
と
い
う
も
、
項
す
る
に
、
伝
達
と
い
う
一
点
に
絞

っ
て
考
え
て
み
る
と
'
言
語
の
意
味
概
念
と
し
て
の
普
遍
的
一
面
と
'
主
体
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超
克
し
よ
-
と
す
る
努
力
の
あ
ら
わ
れ
と
見
る
等
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ち

ょ
う
ど
こ
の
言
語
の
性
質
は
光
の
謎
に
包
ま
れ
た
性
柘
に
似
て
い
る
と
い
え

る
O
光
は
職
か
に
あ
る
場
合
に
は
物
質
と
し
て
の
粒
子
の
性
質
を
示
す
が
'

ま
た
あ
る
時
に
は
運
動
と
し
て
の
渡
と
孝
之
な
け
れ
ば
説
明
の
つ
か
な
い
性
状
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エ
ネ
ル
ギ
ー
に
両
者
を
還
元
す
る
覇
に
よ
っ
て
、
統
一
さ
れ
る
よ
-
に
'
言
語

観
の
こ
の
対
立
も
'
主
体
的
行
動
の
中
に
止
揚
さ
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
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つ
も
の
が
技
術
に
威
し
た
国
語
教
育
の
必
要
を
説
く
の
も
'
そ
れ
ん
＼
必
然

性
は
あ
る
が
、
し
か
し
言
語
の
反
面
ず
つ
を
解
明
し
た
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ

な
い
。
こ
の
対
立
を
超
克
す
る
た
め
に
は
'
一
望
l
豊
川
の
惟
界
の
外
に
出
て
'

人
間
主
体
の
反
映
と
し
て
言
語
を
見
な
お
す
所
に
き
て
い
る
と
思
う
の
で
あ

!
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糾
さ
せ
る

の
は
、
巧
み
な
言
語
の
あ
や
で
は
な
く
て
'
話
す
'
書
く
主
体
の
誠
意
如
何
に

か
1
つ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
し
て
も
、
ま
た
感
極
ま
っ
た
未
の
、
言
葉
に
な
ら

な
い
言
斑
が
、
そ
の
身
振
り
や
衷
情
が
'
名
扶
し
難
い
迫
力
を
も
っ
て
迫
っ
て
く
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っ
て
い
る
か
が
知
れ
よ
う
と
い
う
も
の
だ
O
そ
の
場
合
言
語
は
'
無
言
や
、
身

振
り
や
'
表
情
や
'
動
作
に
よ
っ
て
'
そ
の
本
来
の
機
能
を
制
的
さ
れ
も
否
定

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
そ
の
機
能
を
十
全
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
そ
こ
に
ま
た
、
伝
達
上
に
お
け
る
別
種
の
対
立
の
相
を
見
出
だ
す
こ
と

が
で
き
f
>
-

さ
て
こ
1
ら
へ
ん
で
言
語
主
体
の
表
現
の
過
程
を
辿
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た

い
。
そ
こ
に
も
ま
た
複
雑
な
対
立
の
止
揚
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
へ
言
語
主
体
は
相
手
の
理
解
を
つ
ね
に
前
提
と
す
る
こ
と
を
侠
た
な
い

が
'
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
主
体
は
'
つ
ね
に
他
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
逆
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?
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,
*
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・
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,
ふ
仁
章

で
伴
っ
て
お
り
へ
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
'
言
語
主
体
は
い
つ
も
他
を
制
約

し
.
否
定
せ
ん
と
す
る
衝
動
を
内
政
し
て
い
る
。
こ
の
対
立
は
'
文
体
の
奥
に
、
発

想
法
と
か
へ
テ
ー
マ
と
か
へ
モ
テ
イ
ー
プ
と
か
プ
ロ
ッ
ト
と
か
い
っ
た
も
の
に

変
身
し
て
'
深
く
淀
み
、
潜
ん
で
お
り
へ
そ
う
し
た
内
面
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
ま

V
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。
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い
う

シ
ナ
ュ
エ
イ
シ
m
ン
と
は
違
-
の
で
あ
っ
て
'
例
え
ば
話
す
に
あ
た
っ
て
大

衆
を
前
に
す
る
か
'
一
人
を
相
手
に
す
る
か
、
ま
た
厳
封
な
式
場
で
か
、
く
だ

け
た
テ
ー
ブ
ル
・
ス
ピ
ー
チ
か
へ
そ
の
場
面
場
面
に
応
じ
て
話
し
方
も
変
わ

る
。
そ
う
し
た
意
味
で
の
場
面
な
の
で
あ
る
。
哲
-
に
当
た
っ
て
も
、
親
し
い
友

人
へ
の
手
紙
と
、
敬
す
べ
き
恩
師
へ
の
手
紙
と
で
は
、
ま
っ
た
-
異
な
っ
た
主
体

の
覚
悟
が
い
る
の
で
あ
る
。
表
現
主
体
は
そ
の
場
両
か
ら
つ
ね
に
制
約
さ
れ
へ

激
し
-
対
立
し
て
い
る
と
い
え
る
o
こ
う
し
た
対
立
は
形
式
的
に
固
定
し
た
も

の
で
は
な
-
て
'
相
手
や
場
面
や
あ
る
い
は
自
ら
の
発
し
た
言
芳
自
体
か
ら
絶

え
ず
制
的
さ
れ
た
り
'
似
き
か
け
た
り
し
な
か
ら
形
象
を
つ
む
ぎ
出
す
と
こ
ろ

◆

に
表
現
迫
程
の
弁
証
法
的
対
立
の
構
造
が
あ
る
の
で
あ
る
6

読
む
こ
と
の
中
に
こ
の
関
係
を
探
っ
て
み
る
と
'
真
の
理
解
を
期
待
す
る
た

め
に
は
'
自
己
を
控
し
う
し
て
所
与
の
表
現
に
投
入
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

一
且
の
無
条
件
の
肯
臣
の
過
程
を
経
て
、
所
与
表
現
に
対
す
る
疑
問
や
'
批
判

は
生
ま
れ
'
所
与
表
現
は
否
定
さ
れ
る
に
い
た
る
。
そ
の
肯
定
と
否
定
の
交
互

に
行
な
わ
れ
る
対
立
を
と
お
し
て
'
読
書
に
お
い
て
'
自
己
を
形
成
し
、
確
立

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

次
に
書
く
こ
と
の
中
に
そ
の
関
係
を
扱
っ
て
み
る
と
'
書
く
と
い
う
現
象
は

決
し
て
頭
の
中
に
'
一
糸
乱
れ
ぬ
テ
ー
マ
が
確
立
さ
れ
て
'
表
現
が
生
み
出
さ

れ
る
の
で
は
な
い
。
書
く
過
程
の
内
に
'
思
わ
ぬ
構
想
や
テ
ー
マ
の
改
変
を
幾

度
も
重
ね
て
完
成
さ
れ
る
.
苦
く
こ
と
と
考
え
る
こ
と
と
が
書
-
行
動
の
中
で

否
足
し
た
り
'
さ
れ
た
り
し
な
か
ら
'
発
展
す
る
と
こ
ろ
に
創
作
の
秘
密
が
あ

る
。
少
し
で
も
習
く
と
い
-
解
放
を
も
っ
た
人
な
ら
'
考
え
た
だ
け
で
は
は
っ

き
り
し
な
か
っ
た
こ
と
が
開
明
さ
れ
た
り
、
逆
に
わ
か
っ
た
つ
も
り
が
少
し
も

わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
召
く
.
こ
と
の
過
程
で
発
見
す
る
。
あ

ら
ゆ
る
認
識
力
の
直
観
的
総
合
で
あ
る
行
動
一
般
と
し
て
の
書
く
こ
と
を
通
じ

て
人
間
の
理
性
や
悟
性
や
感
情
や
感
覚
や
意
志
は
さ
ま
ざ
ま
な
対
立
の
局
面

を
経
て
止
揚
さ
れ
、
高
め
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
間
-
と
い
う
両
か
ら
考
え
て
み
て
も
、
よ
い
聞
き
手
は
'
相
手
に
よ
く

話
さ
せ
る
人
で
あ
っ
て
'
聞
く
こ
と
は
単
な
る
静
的
な
状
態
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
と
い
う
こ
と
は
聞
き
手
は
'
ま
ず
自
己
を
空
し
う
し
相
手
の
意
見
を
う
け

入
れ
る
と
同
時
に
、
紐
設
的
な
意
見
で
相
手
と
対
立
す
る
串
に
よ
っ
て
、
話
を
沼

気
あ
る
発
展
に
持
ち
込
む
こ
と
を
幣
心
味
L
t
先
ほ
ど
の
　
む
こ
と
に
見
ら
れ
る

弁
証
法
的
対
立
と
同
じ
関
係
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
聞
-
こ
と
、
話

す
こ
と
は
ま
っ
た
く
同
じ
作
用
・
機
能
と
は
言
え
な
い
。
開
-
こ
と
は
一
に
生
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身
の
人
間
と
の
対
立
で
あ
り
'
又
多
人
数
を
対
象
と
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う

点
で
'
読
む
こ
と
が
'
一
に
、
あ
-
ま
で
も
'
作
者
と
読
者
の
一
対
一
の
対
立

で
あ
り
'
二
に
あ
く
ま
で
も
思
酔
的
の
営
み
で
あ
る
と
い
う
点
と
鋭
-
対
立
し

て
い
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
f
l
:
i
3
む
こ
と
に
よ
っ
て
へ
,
M
体
は
'
個
人
的
へ

隅
神
的
に
高
ま
る
け
れ
ど
も
'
開
-
こ
と
は
社
<
h
性
の
陶
冶
と
い
う
'
よ
り

現
実
的
側
面
に
大
き
な
力
を
発
揮
す
る
と
い
え
る
o
そ
れ
は
生
身
の
話
し
手

に
接
し
て
'
大
き
な
人
格
的
影
響
を
う
け
て
感
化
さ
れ
た
り
'
逆
に
反
省
さ
せ

ら
れ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

話
す
こ
と
に
お
い
て
も
書
-
こ
と
に
お
け
る
と
同
様
へ
話
す
と
い
う
主
体
的

行
動
に
よ
り
'
自
己
の
思
想
を
統
一
的
に
把
損
す
る
と
い
う
点
は
相
似
て
い
る

が
'
話
す
こ
と
は
聞
く
こ
と
と
同
様
'
社
会
的
な
営
み
で
あ
る
一
方
、
そ
の
表

現
の
反
応
が
即
時
的
で
あ
り
、
話
し
手
、
聞
き
手
の
問
に
時
々
刻
々
へ
対
立
を

契
機
と
す
る
'
発
想
の
訂
正
や
改
変
が
行
な
わ
れ
る
点
に
静
止
的
な
書
く
こ
と

と
の
相
違
が
あ
る
の
で
あ
る
。

書
-
こ
と
'
詑
む
こ
と
は
'
本
質
的
に
よ
り
多
-
個
人
的
・
断
定
的
・
裁
断

的
・
形
式
的
・
思
惟
的
で
'
聞
-
こ
と
・
話
す
こ
と
は
社
会
的
・
協
調
的
・

流
動
的
・
行
動
的
で
あ
る
と
言
え
る
.
時
枝
氏
が
言
文
一
致
の
不
可
能
を
説
か

れ
る
の
も
'
こ
の
辺
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
る
o
　
ギ
-
シ
丁
の
習
字
者
達
が

弁
証
と
い
う
形
式
を
好
ん
で
執
っ
た
理
由
も
'
話
し
聞
く
こ
と
の
妥
当
性
と
発

展
性
に
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
　
み
書
く
こ
と
を
軽
祝
し
て
は
思
想
の
高
揚

は
望
め
ず
'
い
た
ず
ら
に
外
面
的
に
社
<
M
に
適
応
す
る
輯
両
の
人
相
を
形
成
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
o
詑
み
'
誓
-
こ
と
に
よ
り
へ
.
高
く
悟
り
'
話
し
聞
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
俗
に
還
る
真
の
全
人
教
育
こ
そ
肝
要
で
あ
る
。

項
す
る
に
'
誹
み
'
召
き
、
話
し
、
聞
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
に
対
立
を
契
機

と
し
て
主
体
を
弁
証
法
的
に
高
め
る
働
き
の
あ
る
と
同
時
に
'
読
み
'
書
く
こ

と
と
'
話
し
'
閏
-
こ
と
と
の
'
二
垣
の
行
動
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
中
に
'
調
和
・

の
:
蝣
蝣
'
i
-
j
八
〇
-
'
蝣
-
;
る
こ
-
J
-
n
'
r
-
p
め
　
れ
る
"
;
¥
J
為
る
。
こ
こ
に
対
立
を

契
機
と
す
る
国
語
教
育
の
拠
っ
て
立
つ
一
つ
の
基
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。

肖
　
安
に
見
ら
れ
る
対
立
の
諸
相

さ
き
に
こ
と
ば
の
中
に
'
普
泊
的
地
思
味
欄
念
の
面
と
、
主
体
の
意
志
と
場
面

と
の
有
機
的
対
立
に
よ
/
一
て
生
ま
れ
て
く
る
、
個
性
的
表
現
の
ニ
ュ
ア
ン
ス

と
の
対
立
を
見
て
き
た
が
、
文
に
も
l
.
定
の
思
想
を
伝
達
す
る
側
面
と
'
発
細
心

の
差
異
を
前
提
と
す
る
、
表
現
の
個
性
的
1
こ
ア
ン
ス
の
対
立
の
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
る
。
後
者
を
私
は
文
体
と
呼
び
た
い
。
こ
の
文
体
こ
そ
私
は
国
語

教
育
の
対
象
と
す
べ
き
も
の
だ
と
確
信
す
る
o
そ
の
点
で
単
な
る
意
味
学
や
'

思
湖
心
の
学
と
'
国
語
教
育
は
鋭
く
対
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
私
は
こ

の
文
体
を
現
前
さ
せ
る
カ
で
あ
る
糞
憩
の
内
に
「
ま
え
お
き
」
で
い
っ
た
と
お

り
'
積
々
な
対
立
の
契
撃
h
J
見
出
だ
す
こ
と
を
'
太
稿
の
主
目
標
と
し
た
わ
け

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
後
に
譲
る
と
し
て
、
ま
ず
当
面
は
'
そ
れ
以
前
の
文
の

叙
述
そ
の
も
の
の
中
に
メ
ス
を
加
え
て
み
た
い
o

そ
こ
に
は
、
言
語
に
見
ら
れ
た
普
遍
性
と
主
体
性
と
の
対
立
に
相
関
し
た
対

立
の
相
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
そ
れ
は
'
江
戸
時
代
以
来
の
国
語

学
者
の
説
を
敷
柑
し
た
へ
文
に
見
ら
れ
る
「
詞
」
と
「
辞
」
の
対
立
の
現
象
で

あ
る
o
　
「
詞
」
は
、
普
遍
的
な
意
味
に
対
応
し
'
「
辞
」
は
'
表
現
者
の
主
体

的
意
志
に
対
応
す
る
.
こ
の
両
者
の
対
立
の
止
揚
を
と
お
し
て
'
入
子
型
の
文

構
造
は
把
捉
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
意
味
学
的
国
語
学
へ
言
語
構
成
諭
に

立
つ
国
語
学
の
'
文
節
を
と
お
し
て
の
文
把
捉
の
'
形
式
的
・
機
械
的
分
割
方

式
を
完
全
に
被
っ
た
意
味
で
剤
目
す
べ
き
仮
説
と
い
え
る
。
こ
ゝ
に
真
に
看
概

的
・
,
三
体
的
な
文
把
紐
の
遠
は
切
り
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
を
基
と

し
て
文
学
の
'
と
く
に
古
典
の
襲
甥
主
体
に
鋭
く
泊
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と

と
も
に
、
生
き
た
文
法
指
導
や
言
某
づ
か
い
の
指
導
が
可
位
と
な
る
に
い
た
r
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た
の
で
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
口
語
助
詞
の
「
ノ
デ
」
と
「
カ
ラ
」
の
後
妙
な
相

違
な
ど
も
'
旧
来
は
見
逃
が
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
'
「
ノ
デ
」
は
補
助
動
詞

に
だ
け
接
続
し
'
「
カ
ラ
」
は
助
動
詞
に
だ
け
撰
続
す
る
O
そ
の
こ
と
は
前
者

は
比
較
的
客
観
的
な
穏
当
さ
の
抑
き
を
も
つ
に
反
し
て
'
後
者
は
後
続
の

「
辞
」
た
る
助
動
詞
に
ひ
か
れ
て
'
主
観
的
・
高
圧
的
な
弾
き
を
叩
び
る
こ
と

.
J
J
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
意
味
と
し
て
は
と
ら
え
難

い
'
放
妙
な
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
ま
で
'
先
程
の
仮
説
に
照
ら
し
て
甲
b
か
と

な
る
。
か
-
し
て
言
茸
の
生
き
た
指
導
も
旧
来
の
文
法
で
は
到
達
不
能
の
世
界

に
'
無
限
に
細
密
化
し
な
が
ら
迫
っ
て
ゆ
け
る
道
は
切
り
開
か
れ
た
の
で
あ

る
。

脚
　
修
辞
法
に
見
ら
れ
る
対
立
的
発
想
の
諸
相

言
語
や
、
言
語
表
現
上
に
　
こ
う
し
た
対
立
の
諸
相
を
見
て
き
た
の
で
あ
る

が
'
更
に
根
源
的
な
発
想
の
底
に
も
'
ま
た
様
々
の
対
立
的
契
機
を
見
出
さ
な

い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

そ
も
そ
も
言
語
文
化
に
と
ゞ
ま
ら
ず
、
人
類
文
化
全
体
の
庶
流
と
し
て
'
有

限
な
も
の
へ
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
主
体
が
'
無
限
な
る
も
の
へ
永
遠
な

る
も
の
に
麗
し
く
'
但
し
-
対
決
し
、
あ
る
い
は
、
鋭
妙
に
触
発
さ
れ
る
姿
を

見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
脆
弱
な
主
体
が
そ
の
苦
悶
の
は
て
に
'
見
事
に

普
遍
性
と
永
遠
性
を
垣
碍
し
た
崇
高
な
姿
に
も
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
.
そ
こ
に
文
化
遺
産
に
鼓
す
.
る
喜
び
も
あ
る
の
で
あ
る
o
し
か
し
、
こ
う
し

た
抽
象
論
に
'
今
'
時
を
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
下
'
国
語
教
育
の
対

象
と
す
る
修
辞
法
の
上
に
'
具
体
的
に
対
立
的
発
慾
の
跡
を
辿
っ
て
み
る
こ
と

と
す
る
o
ま
す
そ
の
こ
と
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
'
断
わ
っ
て
`
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
'
古
代
文
学
の
発
想
を
開
題
せ
す
る
か
ら
に
は
'
民
俗
学
の

●

成
果
を
あ
る
程
度
、
と
り
入
れ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

枕
詞
'
序
、
縁
語
'
掛
け
詞
'
対
句
の
発
生
に
、
鋭
い
洞
察
を
示
し
、
ま
た
へ

そ
う
し
た
修
辞
法
の
問
の
関
連
を
見
出
す
と
い
-
困
難
な
仕
事
に
糸
口
を
つ
け

た
も
の
は
折
口
氏
の
他
に
は
な
い
わ
け
で
'
以
F
の
私
の
作
業
に
も
'
そ
れ
を

大
い
に
援
用
さ
せ
て
い
た
だ
-
こ
と
と
す
る
。

折
口
氏
の
所
説
に
よ
れ
ば
'
対
句
'
枕
詞
へ
序
詞
'
縁
語
'
掛
詞
は
す
べ

て
、
神
浸
き
の
狂
乱
に
そ
の
端
を
発
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
'
対
句
・
堅
詠

は
'
神
の
啓
示
に
至
る
'
心
意
の
た
ゆ
た
い
に
あ
る
と
説
か
れ
る
。
口
か
ら
出

ま
か
せ
の
文
言
を
-
り
返
し
な
が
ら
、
し
だ
い
に
核
心
に
近
づ
く
方
法
な
の

で
'
古
代
歌
託
や
祝
詞
等
に
見
ら
れ
る
混
沌
た
る
文
言
の
繰
り
返
し
は
す

べ
て
こ
こ
に
淵
源
す
る
。
こ
れ
は
ま
た
へ
古
代
人
の
心
を
交
配
し
て
い
た
'
た

ゞ
一
回
の
呪
畠
で
は
完
全
な
効
果
を
期
待
で
き
な
い
と
す
る
心
意
、
す
な
わ

ち
へ
直
ら
ひ
'
直
び
の
思
想
と
も
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
枕

詞
'
序
詞
へ
縁
語
'
掛
詞
は
、
こ
-
し
た
古
代
人
の
神
意
の
核
心
を
求
め
て
の

模
索
が
'
嘱
目
の
も
の
を
'
出
ま
か
せ
に
語
り
つ
ゞ
け
る
-
ち
に
'
一
つ
の
言

群
を
契
機
と
し
て
'
突
如
、
解
決
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
発
生
の
動
機
を
も
つ
と
氏

は
説
明
さ
れ
る
。
対
句
・
毘
句
と
の
大
き
な
相
違
点
を
'
響
憶
の
契
機
を
含
む

か
'
否
か
に
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
響
愉
表
現
の
中
で
t
は
(
香
)

の
核
心
に
'
突
如
.
触
れ
る
動
機
を
な
す
こ
と
ば
が
'
縁
語
で
あ
り
'
掛
け
詞

で
あ
る
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
'
注
意
す
べ
き
こ
と
は
'
こ
れ
ら
の

修
辞
法
は
'
た
ゞ
発
生
の
動
機
だ
け
で
も
っ
て
そ
の
全
般
を
律
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
氏
も
対
句
・
毘
句
の
形
式
的
完
成
を
人
聴
呂

に
見
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
う
な
る
と
'
整
斉
菜
を
求
め
る
個
人
意
識
に
広
胎

す
る
へ
芸
術
上
の
価
値
紋
が
田
讃
す
る
の
で
あ
っ
て
'
発
生
の
動
機
は
、
し
だ

い
に
忘
れ
去
ら
れ
る
の
が
人
生
の
定
め
で
あ
る
。
す
べ
て
の
文
化
現
象
は
、
一
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旦
難
生
す
る
と
へ
そ
れ
は
フ
ォ
ル
ム
と
化
し
'
第
二
の
日
照
と
し
て
'
フ
ォ
ル

ム
そ
の
も
の
の
価
値
の
容
認
を
人
間
に
強
い
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
o
枕
詞
'

序
'
縁
語
へ
掛
詞
も
こ
の
例
外
で
は
あ
り
え
な
い
。
当
初
に
見
ら
れ
た
'
祭
把

的
'
信
仰
的
な
契
機
は
し
だ
い
に
失
わ
れ
て
'
古
今
環
な
ど
で
は
全
-
異
質

の
'
殻
巧
的
佃
M
を
詳
わ
に
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
.
氏
自
身
も
後
世
の
自

然
描
写
は
こ
の
序
に
見
ら
れ
る
「
ほ
」
に
照
応
す
る
、
嘱
目
の
嬰
愉
表
現
に

起
瀕
す
る
こ
と
を
説
い
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
-
し
た
配
蛇
を
忘
れ
な
い

よ
-
に
心
が
け
な
が
ら
へ
個
別
に
'
そ
れ
〈
の
修
辞
法
に
見
ら
れ
る
対
立
の

契
機
を
追
求
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
.

其
の
一
枕
詞
と
序
詞
に
見
ら
れ
る
対
立
の
諸
相

こ
れ
は
相
当
古
い
起
潤
を
も
つ
も
の
で
'
入
籍
学
的
な
広
い
立
場
か
ら
の
考

察
が
必
要
で
あ
っ
て
、
容
易
に
納
得
の
ゆ
-
理
解
に
到
達
し
難
い
の
で
あ
る

が
'
先
述
の
と
お
り
折
口
将
士
の
お
考
え
に
は
ま
傾
聴
す
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で

あ
る
。
そ
の
説
の
嬰
旨
ほ
、
嘱
目
の
自
然
の
官
職
訳
現
と
い
-
も
へ
そ
の
自
然

そ
の
も
の
が
ア
L
l
ミ
ズ
ム
の
.
親
点
か
ら
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
点
か
ら
み
れ
ば
'

当
然
祭
紀
的
色
あ
い
を
脱
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
き
つ
め
て

み
れ
ば
'
祭
妃
の
に
わ
で
の
神
が
た
り
が
'
序
や
枕
詞
の
起
源
で
あ
っ
た
わ
け

で
'
序
は
そ
う
し
た
神
が
た
り
の
圧
相
さ
れ
た
も
の
'
枕
詞
は
さ
ら
に
そ
れ
の

圧
縮
さ
れ
た
も
の
と
見
て
お
ら
れ
る
。
古
代
人
に
は
'
あ
る
一
つ
の
事
柄
や
'

土
地
の
事
を
述
べ
よ
う
と
す
る
に
あ
た
っ
て
'
必
ず
そ
れ
に
開
運
あ
る
神
の
叙

事
詩
を
ま
ず
語
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
へ
神
が
た
り

が
生
粥
の
全
面
を
覆
っ
て
い
た
問
は
'
序
や
枕
詞
に
見
ら
れ
る
簡
略
化
は
生
じ

な
い
は
ず
で
'
そ
の
表
現
の
全
体
は
神
が
た
り
で
埋
め
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な

い
。
そ
う
し
た
生
柄
の
中
に
し
だ
い
に
政
治
的
な
も
の
を
契
機
と
し
て
'
現
実
的

な
も
の
が
割
り
込
ん
だ
時
点
に
t
m
v
現
の
上
で
も
、
序
詞
や
、
枕
詞
と
'
論
理
的

部
分
と
の
対
立
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
祭
紀
的
な
論
理
が
、
し
だ
い
に
政
治

性
の
も
た
ら
す
'
現
矢
の
あ
ら
し
が
吹
き
す
さ
ぶ
に
及
ん
で
、
形
を
評
-
す
る
に

つ
れ
て
'
人
々
は
自
己
の
内
両
を
の
ぞ
き
こ
む
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
に
野
情
の

誕
生
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
'
そ
の
時
点
に
、
折
口
氏
指
摘
の
と
お
り
'
序

は
、
n
i
-
i
拭
指
へ
L
J
i
^
p
'
^
y
l
:
-
o
　
こ
-
し
た
(
-
;
蝣
'
妃
的
叙
事
か
I
-
。
個
性
的

け
t
-
に
ド
ー
ー
f
l
-
＼
山
f
,
-
*
-
 
'
に
t
 
P
r
誉
し
ぶ
け
る
u
c
'
J
v
」
に
輿
つ
け
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
前
提
が
長
く
な
っ
た
が
、
要
す
る
に
'
序
や
枕
詞
を
含
む
叙
述

の
巾
に
は
、
混
沌
と
し
た
'
諭
班
以
前
の
論
理
と
'
統
一
あ
る
論
理
の
対
立
を

含
む
理
由
が
こ
ゝ
に
在
る
の
で
あ
る
。

近
代
的
な
個
性
主
葬
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
'
ま
っ
た
-
冗
舌
と
し
か
考
え
ら

れ
な
い
'
序
詞
や
枕
詞
の
中
に
'
文
学
以
前
の
古
代
人
の
信
仰
に
根
ざ
し
た
混

沌
を
予
感
L
t
論
理
に
の
み
現
り
き
れ
な
か
っ
た
心
情
の
必
然
性
を
探
索
す
る

・
・
z
S
-
-
f
.
 
'
一
て
C
叫
」
　
に
*
」
.
-
v
-
っ
て
ど
う
し
て
も
屯
.
竹
<
-
>
j
;
-
?
る
の
で
お
る
。

更
に
も
う
一
つ
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
'
枕
詞
は
万
#
L
以
後

衰
亡
の
一
途
を
追
っ
た
こ
と
に
比
す
れ
ば
'
序
詞
の
方
は
古
今
環
な
ど
に
'
相

当
残
存
し
て
命
脈
を
保
ち
続
け
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
枕
詞
と
異
質
な
も
の

が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
割
り
切
れ
な
さ
が
残
る
の
で
あ
る
。
先

述
の
よ
う
に
'
序
は
'
自
然
描
写
が
発
達
し
'
固
着
し
た
平
安
朝
に
い
た
っ

て
、
な
お
そ
の
機
隈
を
'
多
少
の
変
質
は
退
け
ら
れ
な
い
に
し
て
・
d
保
ち
託

け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
嘱
目
の
自
然
を
へ
た
ゆ
た
い
の
う
ち
に
え
が

-
機
能
と
は
異
質
な
も
の
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
い
だ
か
せ
る

に
十
分
で
あ
る
。

其
の
二
　
掛
詞
に
見
ら
れ
る
対
立
の
相

さ
て
'
同
じ
-
序
と
い
っ
て
も
'
同
音
の
繰
返
し
に
よ
る
も
の
や
'
比
倫
に

よ
る
も
の
は
'
平
安
朝
に
は
少
な
-
、
掛
詞
に
よ
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
っ
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て
こ
れ
・
,
:
'
先
・
t
-
q
:
.
:
.
'
-
」
r
準
.
,
問
題
し
;
」
>
(
"
蝣
;
サ
ぺ
,
r
て
　
い
こ
い
て
&

る
。判

っ
て
'
詳
し
く
後
述
す
る
よ
う
に
'
和
歌
は
本
来
、
問
答
に
起
源
を
も
つ

対
詠
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
奈
良
朝
以
後
は
'
旋
頭
歌
に
わ
ず
か
に
そ
の
名
残

り
を
見
出
す
に
過
ぎ
な
い
で
'
新
し
く
奈
良
朝
末
期
に
連
歌
の
形
で
、
そ
の
伝

統
は
復
活
す
る
わ
け
で
あ
る
o
し
か
し
和
歌
自
体
は
'
依
然
、
二
人
称
へ
の
語

り
か
け
を
失
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
私
は
平
安
朝
の
掛
詞
や
掛
詞
に
よ
る

序
を
'
こ
-
し
た
和
歌
の
対
詠
性
の
内
攻
し
て
'
一
首
刀
う
ち
に
自
問
自
答
的

に
二
つ
の
語
り
口
を
含
む
に
い
た
っ
た
形
と
見
る
の
で
あ
る
.
こ
う
し
た
伝
統

的
・
古
代
的
性
柏
が
'
時
の
'
趨
向
を
兎
ん
ず
る
へ
主
知
的
傾
向
に
琴
見
ら
れ

て
学
乙
た
と
い
え
る
。
古
今
蔓
な
ど
の
'
一
首
中
に
'
損
才
や
落
語
に
今
も
っ

て
見
ら
れ
る
'
も
じ
り
や
僧
落
・
地
口
を
駆
使
し
く
の
か
け
あ
い
的
な
も
の
を

見
出
す
の
も
'
あ
な
が
ち
迷
妄
と
は
い
え
ま
い
O

其
の
三
　
縁
語
に
見
ら
れ
る
対
立
の
相

序
の
中
に
す
で
に
掛
詞
と
縁
語
の
兆
を
見
た
の
で
あ
る
が
'
こ
の
二
つ
の
修

辞
法
が
本
当
に
へ
技
巧
的
に
完
成
さ
れ
た
の
は
'
平
安
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の

時
代
の
主
知
主
轟
が
へ
　
こ
の
縁
語
と
い
う
修
辞
を
も
き
わ
め
て
鋭
く
と
ぎ
す
ま

し
た
。
も
ち
ろ
ん
'
掛
詞
に
見
た
と
同
様
の
へ
古
代
的
か
け
あ
い
の
残
映
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
o
そ
の
意
味
で
は
縁
語
は
掛
詞
と
本
質
的
に
対
立
す
る
も
の

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ヽ

　

ヽ

鈴
虫
の
こ
の
ゑ
の
か
ぎ
り
を
つ
-
し
て
も

ヽ

　

ヽ

長
き
夜
あ
か
ず
ふ
る
な
み
だ
か
な

(
源
氏
物
語
)

「
鈴
虫
」
に
「
鈴
」
を
か
け
へ
　
「
ふ
る
」
に
「
振
る
」
を
掛
け
へ
両
者
を
つ

な
ぐ
「
給
を
振
る
」
と
い
う
、
こ
の
和
歌
の
主
怨
と
は
鮮
関
係
な
語
り
口
が
'

▲
r

対
立
的
に
う
か
.
r
j
上
っ
て
-
る
と
こ
ろ
は
、
序
に
見
ら
れ
る
語
り
口
と
全
-
同

一
と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
'
そ
れ
は
あ
-
ま
で
も
'
古
代
的
な
も

C
の
罷
H
I
こ
i
蝣
蝣
-
'
?
:
州
で
i
S
-
1
C
f
>
'
;
 
'
蝣
写
∴
L
 
・
・
＼
て
'
そ
.
、
I
7
*
1
'
-
 
'
.
 
'
*
¥
い
　
　
代
的
苧
豆
1

立
脚
す
る
技
巧
的
硯
念
に
多
く
を
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
'
掛

詞
や
'
枕
詞
も
全
-
同
様
の
過
椛
を
辿
る
の
で
あ
る
。
枕
詞
は
'
あ
ま
り
詳
し

-
は
述
べ
な
か
っ
た
が
'
こ
の
時
代
に
は
い
る
と
'
祭
紀
的
混
沌
は
次
第
に
消

え
て
'
新
し
-
'
「
雨
ふ
れ
ば
か
さ
と
り
山
の
」
と
か
「
花
が
た
み
め
な
ら
ぶ

人
の
」
と
か
い
っ
た
芙
し
い
連
想
を
捕
え
る
枕
詞
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
O
ま

ヽ

た
へ
話
の
筋
を
も
ど
す
と
'
大
体
'
「
朝
露
の
　
　
け
ぬ
べ
き
」
と
か
、
「
株

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

に
よ
る
　
　
　
心
細
-
も
」
と
か
「
白
t
i
の
・
・
・
-
・
・
・
思
ひ
き
ゆ
」
と
い
っ
た
敏

念
の
逗
合
が
成
立
す
る
に
は
'
こ
う
し
た
語
と
語
の
結
合
体
が
一
つ
の
文
学
的

フ
ォ
ル
ム
と
し
て
固
着
化
し
'
同
時
に
流
通
可
能
な
も
の
と
な
る
こ
と
が
前
提

と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
へ
　
そ
の
機
が
熱
す
る
に
は
'
や
は
り
古
今
隻
の
時
点
を

侠
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
へ
縁
語
は
'
主
慾
を
な
す
中
心
的
形
象
に
'
そ
れ
と
内
的
に
は
無

関
係
な
フ
ォ
ル
ム
と
し
て
の
副
次
的
形
象
を
二
束
写
し
的
に
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
も

て
へ
そ
の
両
名
の
磁
妙
な
「
も
て
は
や
し
」
の
中
に
t
か
そ
け
さ
t
h
J
を
表
現
し

よ
-
と
し
た
修
辞
法
で
あ
っ
て
'
そ
こ
に
近
代
的
と
も
い
え
そ
う
な
技
巧
の
観

念
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
批
田
色
紙
氏
の
い
わ
れ
る
'
平
安
朝
文
学

に
見
ら
れ
る
a
J
似
近
代
的
な
珊
熱
と
舛
関
係
で
あ
る
ま
い
。

其
の
四
　
対
句
・
堤
句
に
見
ら
れ
る
対
立
の
諸
相

対
句
と
い
う
と
撰
文
を
す
ぐ
連
想
す
る
。
話
は
飛
躍
す
る
が
、
撰
文
は
日
本
の

名
文
家
と
い
わ
れ
る
人
々
と
き
わ
め
て
.
%
い
関
係
が
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。

近
代
に
限
っ
て
み
て
も
、
相
調
の
高
い
名
文
は
~
浜
文
に
造
詣
の
狭
い
人
々
に
よ

っ
て
の
み
出
さ
れ
た
と
い
え
る
。
瀕
石
然
り
、
門
外
へ
佐
藤
春
夫
、
永
井
荷
風
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然
り
・
近
代
の
名
文
は
漢
文
の
扶
介
な
-
し
て
は
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
あ
る
O
そ
の
原
因
を
探
っ
て
み
る
と
'
洪
文
に
は
極
め
て
明
快
な
レ
ト
リ

ッ
ク
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
'
彼
等
は
こ
の
レ
ト
-
ッ
ク
に
触
発
さ
れ
て
、
日
本

語
の
精
班
に
泊
る
こ
と
が
で
き
た
に
違
い
な
い
O
そ
し
て
そ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の

大
方
は
'
対
立
的
発
想
に
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
'
そ
の
対
立
は
単

純
明
快
'
し
か
も
蛸
在
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
し
て
'
日
本
文
に
お
け
る
修
辞

は
極
め
て
複
雑
'
陰
機
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
和
辻
氏
が
「
風
土
」
の
中

で
ふ
れ
ら
れ
た
よ
う
に
'
単
に
モ
ン
ス
ー
ン
的
と
の
み
裁
断
で
き
な
い
、
筏
多

の
否
定
を
含
み
こ
ん
だ
弁
証
法
的
な
伝
統
と
環
境
に
培
わ
れ
た
'
日
本
人
の
気

質
の
複
雑
さ
と
無
関
係
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
o
彼
等
は
こ
う
し
た
明
快
な
、

文
に
お
け
る
対
立
の
理
法
に
触
発
さ
れ
て
'
日
本
文
の
潜
在
的
な
'
対
立
の

理
性
を
自
覚
し
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
私
は
か
つ
て
、
土
佐
日
記
中
、
入
京
の

夜
の
自
邸
で
'
そ
の
荒
匿
ぶ
り
に
、
あ
ず
か
っ
た
隣
人
の
非
情
を
恨
む
筒
所
等

に
'
相
手
の
要
り
な
さ
を
一
方
で
、
毘
み
重
ね
る
よ
う
に
き
め
つ
け
、
他
方
'

自
分
の
一
点
非
の
う
ち
所
の
な
い
芙
点
を
つ
き
つ
け
る
'
対
比
の
見
事
さ
に
う

た
れ
'
そ
の
対
比
が
逆
接
の
助
詞
で
綴
ら
れ
て
い
る
所
に
着
目
し
、
土
佐
日
記

全
体
の
逆
接
の
数
を
調
査
し
て
'
他
の
物
語
類
と
比
較
し
た
結
果
'
貫
之
に
お

い
て
は
'
「
を
」
　
「
に
」
　
「
も
の
か
ら
」
　
「
も
の
ゆ
ゑ
」
　
「
も
の
を
」
等
の
情

緒
的
逆
接
語
の
使
用
数
に
比
べ
て
「
ど
」
「
ど
も
」
と
い
う
論
理
的
逆
接
語
の

使
用
数
が
き
わ
の
て
高
い
こ
と
を
発
見
し
た
〇
一
方
舌
代
の
法
令
の
洪
文
を
調

べ
た
結
果
へ
文
学
的
洪
文
に
比
し
て
'
「
班
」
と
い
う
逆
接
語
が
極
め
て
多
用

さ
れ
て
い
r
(
・
こ
と
も
発
見
し
た
。
こ
の
二
つ
の
帰
結
を
結
び
つ
け
て
'
さ
ら
に

調
査
を
進
め
て
ゆ
-
と
へ
そ
-
し
た
法
令
に
撰
す
る
機
会
の
多
か
っ
た
は
ず
の

国
司
階
級
に
'
貫
之
の
散
文
と
同
様
の
傾
向
を
発
見
し
て
貫
之
の
文
の
、
主
知
的

の
巧
み
と
'
法
令
的
漢
文
と
が
無
関
係
で
な
い
こ
と
を
立
証
せ
ん
と
し
た
こ
と

が
あ
る
O
こ
れ
な
ど
も
先
程
の
命
題
を
具
体
的
に
裏
付
け
る
こ
と
に
な
る
と
思

う
。
先
述
の
貫
之
の
対
比
的
発
想
は
措
辞
の
上
で
ー
'
対
立
す
る
二
つ
の
内
容

を
逆
接
の
接
続
助
詞
で
つ
な
ぐ
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
'
そ
の
逆
接
と
い
う

こ
と
が
ま
た
'
漢
文
の
論
理
性
に
結
果
さ
れ
て
い
る
と
す
る
と
へ
貫
之
の
文
の

巧
み
さ
け
へ
漢
文
に
負
・
つ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
永
和
安
明
氏
は
'
方

丈
記
が
中
国
の
記
の
文
体
に
つ
な
が
る
も
の
で
へ
そ
の
対
句
が
異
質
な
も
の
の

対
立
で
な
か
っ
た
所
に
'
彼
の
精
神
的
・
思
想
的
限
界
を
指
摘
し
っ
ゝ
も
、
き

わ
め
て
既
密
な
論
理
性
を
恒
得
し
え
た
点
に
価
値
を
見
出
し
て
お
ら
れ
る
の
は

∵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∴
　
　
　
‥
　
　
r
,
i
'

が
,
国
文
の
措
辞
を
著
し
-
変
質
さ
せ
る
と
共
に
'
向
上
さ
せ
た
こ
と
は
疑
い

な
い
。
こ
の
こ
と
は
上
代
か
ら
'
明
治
、
大
正
に
い
た
る
ま
で
'
随
所
に
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
O
し
た
が
っ
て
対
立
的
契
機
に
立
つ
、
国
語
教
習
に
占
め

る
漢
文
修
辞
法
の
地
位
は
き
わ
め
て
重
大
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
そ
の
対
句
・
毘
句
は
洪
詩
の
歴
史
で
は
'
詩
経
・
廷
辞
等
に
起
源
L
t

田
代
に
い
た
っ
て
は
律
詩
に
必
ず
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
定
式
化
さ
れ
、

固
着
し
た
。
散
文
で
は
一
足
早
-
六
朝
の
四
'
六
餅
文
に
、
内
容
と
置
印
し
て
'

リ
ズ
ム
的
快
感
を
目
的
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
弱
廃
の
様
相
を
示
す
o
古
文
の

隆
盛
に
つ
れ
て
、
こ
う
し
た
傾
向
も
す
た
れ
'
対
句
は
「
記
」
の
ジ
ャ
ン
ル
の

中
に
、
新
た
な
装
い
で
驚
場
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
現
実
の
動
き
を
'
き
わ
め

て
通
花
に
'
-
ア
ル
に
展
開
す
る
機
能
を
琵
碍
す
る
。
他
の
各
相
の
古
文
に
も

対
句
は
'
多
-
見
ら
れ
る
が
'
ど
れ
も
'
内
容
と
し
て
の
作
者
の
心
意
を
過
随

に
照
関
す
る
J
^
l
v
、
前
向
き
の
　
翻
心
に
堅
蝣
;
'
J
-
j
て
い
た
と
い
え
る
　
t
:
-
.
t
-
a
-
と
i
'
:
J

辞
に
お
け
る
対
句
は
'
こ
う
し
た
へ
作
為
的
な
リ
ズ
ム
や
論
理
性
で
は
律
す
る

こ
と
の
で
き
な
い
'
異
質
の
窄
憩
に
粁
ざ
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
'

お
こ
る
の
だ
が
'
そ
れ
は
、
詩
経
が
、
あ
る
い
は
廷
辞
が
民
話
で
あ
る
限
り
へ
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当
然
お
こ
る
確
聞
と
い
え
る
o
　
詩
m
に
お
け
る
「
風
」
は
さ
て
お
い
て
'

「
雅
」
や
「
璃
」
が
民
話
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
を
い
だ
-
む
き
も
あ
る
か
も
し

れ
な
い
が
'
「
雅
」
に
つ
い
て
は
'
我
閥
の
催
馬
楽
・
神
楽
歌
が
'
く
に
ぶ
り

の
歌
を
母
胎
と
し
て
い
た
こ
と
'
「
項
」
に
つ
い
て
は
'
祭
妃
が
民
族
の
民
俗

の
基
礎
と
な
り
へ
決
-
結
び
つ
い
て
分
か
ち
難
い
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、
こ

の
こ
と
は
判
然
と
す
る
の
で
あ
る
。

事
契
我
国
の
民
話
を
見
て
も
'
今
も
っ
て
へ
-
フ
レ
イ
ン
は
欠
か
せ
な
い
契

機
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
'
民
伶
学
派
の
説
-
よ
う
に
'
神
愚
き
の
狂
乱
の
中

に
'
神
意
を
求
め
て
た
ゆ
た
う
こ
と
に
、
起
源
す
る
も
の
な
の
か
、
醗
史
社
会

学
派
の
説
く
よ
-
に
、
労
働
の
場
に
お
け
る
掛
け
声
的
の
も
の
に
起
源
す
る
も

の
な
の
か
'
に
わ
か
に
即
断
で
き
な
い
が
'
少
な
-
と
も
へ
詩
経
や
楚
辞
の
対

句
に
は
'
祭
紀
的
な
も
の
や
'
共
同
体
的
な
も
の
に
根
ざ
す
'
幼
な
さ
と
混
沌

が
見
ら
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

靭
っ
て
'
我
が
国
古
代
の
対
句
に
日
を
向
け
て
み
る
と
'
綴
初
は
無
悪
諭

に
'
あ
れ
か
こ
れ
か
と
言
い
代
え
て
い
る
-
ち
に
'
意
識
的
に
言
語
を
対
偶
し

た
り
'
思
想
を
桜
通
り
か
に
言
い
か
え
て
み
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
'
つ
い
に

は
段
々
形
式
本
位
に
な
っ
て
'
無
理
に
対
偶
を
作
る
に
い
た
る
o
そ
の
方
向
l

一
つ
に
は
賦
し
詞
と
な
る
。
こ
れ
は
主
に
民
話
に
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
そ

の
二
に
は
寿
詞
に
結
実
の
場
所
を
得
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
へ
　
と
う
と
う
た

る
形
式
化
の
流
れ
の
中
で
'
つ
ね
に
対
句
の
中
に
内
的
緊
張
を
盛
り
込
む
こ
と

に
成
功
し
た
も
の
が
外
な
ら
ぬ
人
麻
呂
の
長
歌
で
あ
っ
た
o
彼
は
対
句
を
内
容

と
深
-
結
び
つ
け
て
'
生
命
あ
る
も
の
と
し
た
ば
か
り
で
な
-
'
枕
詞
さ
え
、

純
粋
響
境
と
し
て
使
用
し
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
可
能
と
さ
せ
た
も
の
は
'

彼
の
資
質
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
へ
英
雄
時
代
の
精
神
の
高
揚
が
強
く
彼
を
琴
見

て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
O
そ
れ
以
後
の
赤
人
・
憶
艮
ら
の
長
歌
に
お
い
て
は
'

●

若
し
・
＼
V
:
-
y
-
-
1
し
て
、
へ
い
に
沖
<
蝣
蝣
;
/
;
蝣
'
…
P
w
c
y
y
L
j
-
;
:
'
r
7
V
:
ォ
i
　
せ
る
か
い
ご
と

く
和
歌
の
惟
界
か
ら
姿
を
消
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
へ
種
々
な
対
句
や

佳
句
を
眺
め
て
み
た
の
で
あ
る
が
'
頚
す
る
に
'
く
り
か
え
し
の
修
辞
は
、
も

っ
と
も
原
初
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
に
、
発
想
に
お
け
る
対
立
と
い

う
こ
と
が
'
人
間
に
と
っ
て
い
か
に
大
切
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
い
え
ば

足
り
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
そ
れ
を
発
生
の
契
機
に
お
い
て
揮
え
る
に
し
て

も
'
あ
る
い
は
固
定
化
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
に
し
て
も
'
要
す
る
に
'
対

照
'
対
称
'
対
訳
と
い
っ
た
対
立
を
契
機
と
し
て
'
何
ら
か
の
表
現
の
効
果
を

挙
げ
よ
う
と
す
る
発
想
に
'
彼
等
が
立
っ
て
い
た
点
だ
け
は
準
え
な
い
の
で
あ

る
。
個
々
の
問
題
に
あ
た
っ
て
は
'
教
授
者
・
竣
教
授
者
が
一
体
と
な
っ
て
'

こ
う
し
た
斑
点
に
立
ち
な
が
ら
'
創
作
主
体
の
発
怨
に
ま
で
'
掘
り
下
げ
の
メ

ス
を
加
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

縄
文
の
修
辞
法
に
触
れ
た
つ
い
で
に
'
漢
詩
の
起
承
転
結
の
技
法
に
考
察
を

茨
ぽ
し
て
み
た
い
O
　
起
句
・
承
句
と
転
句
の
関
係
を
仔
細
に
点
検
し
て
み
る

と
'
心
理
的
起
伏
と
い
-
か
'
一
柘
の
内
在
符
を
見
出
す
の
で
あ
る
.
起
承
句

が
抽
象
的
説
明
で
あ
れ
ば
'
転
句
は
必
ず
'
具
体
的
な
自
然
描
写
と
な
り
'
逆

に
起
款
が
自
然
描
写
で
あ
れ
ば
転
は
説
明
と
な
る
O
そ
う
し
た
へ
　
理
性
と
感
性

の
せ
め
ぎ
あ
い
の
う
ち
に
'
結
句
の
中
に
テ
ー
マ
は
止
揚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
揖
詩
の
徴
妙
で
'
ダ
イ
ナ
,
,
,
ッ
ク
な
味
わ
い
の
秘
密
が
港
ん
で
い
る
の

函
m
a
t

(
香
川
県
立
蔓
通
寺
第
一
高
等
学
校
教
諭
)

(
こ
れ
に
つ
づ
-

㈲
　
修
辞
法
以
外
の
種
々
な
る
発
想
に
見
ら
れ
る
対
立
の
諸
相

は
'
紙
数
の
つ
ど
う
で
保
留
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
-
　
編
者
)
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