
文
章
表
現
の
基
底
に
あ
る
も
の

-
　
「
国
語
表
現
」
　
の
授
業
か
ら
の
考
察
　
-

-
　
は
じ
め
に

こ
の
四
月
か
ら
高
等
学
校
の
教
壇
に
立
ち
へ
　
現
在
、
二
年
生
の
国

語
H
と
三
年
生
の
国
語
表
現
を
受
け
持
っ
て
い
る
。
本
稿
は
'
国
語

表
現
の
授
業
(
必
修
2
単
位
・
1
ク
ラ
ス
)
　
に
お
い
て
、
1
学
期
に

行
っ
た
二
つ
の
単
元
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

<
生
徒
の
実
態
>

勤
務
校
は
、
各
学
年
三
ク
ラ
ス
(
普
通
科
二
へ
家
政
科
一
)
、
1
ク

ラ
ス
三
十
名
ほ
ど
の
小
規
模
校
で
あ
る
。
四
月
当
初
へ
担
当
し
た
生

徒
た
ち
の
課
題
を
、
国
語
科
の
立
場
か
ら
次
の
よ
う
に
捉
え
た
。

①
授
業
は
成
立
す
る
が
'
文
字
の
表
記
・
文
章
の
構
成
に
関
す
る
基

礎
的
な
課
題
が
多
い
。
②
授
業
の
内
容
を
介
し
た
、
生
徒
相
互
の
交

流
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
③
テ
ク
ス
ト
に
触
れ
た
と
き
へ
自
分
の

中
に
生
じ
た
感
覚
や
自
分
の
中
に
あ
っ
た
思
い
を
自
分
の
こ
と
ば
で

語
れ
な
い
。
①
に
よ
っ
て
へ
初
め
か
ら
論
理
を
求
め
る
も
の
や
長
い

も
の
を
書
か
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
感
じ
、
②
の
課
題
を
考
え
た

と
き
へ
　
「
自
分
の
こ
と
ば
」
で
表
現
し
た
も
の
が
友
人
た
ち
に
認
め
ら

高
　
橋
　
由
　
美

れ
る
と
い
う
体
験
の
必
要
性
を
感
じ
た
。
③
の
課
題
は
'
他
教
科
や

日
常
生
活
の
中
で
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
自
分
が
考
え
る
過
程

を
意
識
し
ょ
う
と
せ
ず
、
正
解
の
み
を
覚
え
よ
う
と
す
る
、
友
人
や

教
師
の
作
っ
た
正
し
い
答
え
を
借
り
よ
う
と
す
る
、
な
ど
と
な
っ
て

表
れ
て
い
る
。
生
徒
た
ち
は
、
完
成
さ
れ
た
型
の
み
を
求
め
、
身
に

つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

<
国
語
表
現
で
で
き
る
こ
と
>

国
語
表
現
の
授
業
は
'
こ
の
よ
う
な
生
徒
た
ち
の
課
題
を
担
う
こ

と
が
出
来
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
へ
自
己
を
表
現
す
る
こ
と
が

目
標
と
な
り
得
る
L
へ
生
徒
が
表
現
し
た
も
の
を
授
業
の
場
で
出
し

て
い
-
こ
と
に
よ
っ
て
へ
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
の
「
自
分
の
こ
と
ば
」
に

ょ
る
交
流
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
国
語
表
現
で
は
'

生
徒
た
ち
に
、
型
を
用
い
な
が
ら
も
型
に
は
ま
ら
な
い
自
分
を
出
し

て
い
-
こ
と
、
自
分
の
中
を
通
り
抜
け
た
こ
と
ば
で
自
分
の
中
に
あ

る
も
の
を
表
現
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
-
べ
き
で
は
な
い
か
と
感

じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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<
単
元
を
通
じ
て
の
ね
ら
い
>

こ
の
よ
う
な
生
徒
た
ち
の
課
題
を
踏
ま
え
、
稿
者
が
四
月
当
初
に

持
っ
て
い
た
ね
ら
い
は
'
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

①
文
章
を
書
-
こ
と
に
対
し
て
構
え
ず
、
授
業
を
'
何
よ
り
も
楽
し

ん
で
書
-
場
に
す
る
こ
と
。

②
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
が
「
自
分
の
こ
と
ば
」
　
で
書
い
た
作
品
を
通
し
て
、

生
徒
同
士
を
交
流
さ
せ
、
お
互
い
を
認
め
合
え
る
よ
う
な
雰
囲
気

を
つ
-
る
こ
と
。

ね
ら
い
を
こ
の
よ
う
に
持
ち
な
が
ら
も
、
初
め
て
の
体
験
ば
か
り
で

意
図
し
な
い
こ
と
も
多
-
起
こ
っ
た
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
(
-
)

そ
れ
ぞ
れ
の
単
元
で
稿
者
の
ね
ら
い
が
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
た
の

か
に
加
え
、
(
2
)
ね
ら
い
と
し
な
か
っ
た
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
表
れ

た
の
か
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
高
校
生
の
文
章
表
現
は

ど
の
よ
う
な
も
の
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
考
え
て
み
た
い
。

2
　
単
元
の
実
際

-
　
も
の
や
こ
と
が
ら
を
定
義
す
る
-
<
国
語
辞
典
>
づ
-
り
-

初
め
て
の
単
元
で
は
、
身
の
ま
わ
り
の
も
の
や
こ
と
が
ら
を
自
分

た
ち
で
定
義
す
る
<
国
語
辞
典
>
を
作
る
こ
と
に
し
た
。
国
語
表
現

を
、
全
員
が
参
加
で
き
る
、
何
と
か
楽
し
い
時
間
に
し
た
い
と
い
う

願
い
か
ら
出
発
し
た
単
元
で
あ
る
。

<
ね
ら
い
>

四
月
当
初
に
持
っ
て
い
た
ね
ら
い
は
へ
　
こ
の
単
元
で
は
次
の
よ
う

な
形
に
な
っ
た
。

①
辞
書
に
載
せ
た
い
項
目
を
、
生
徒
に
も
自
由
に
選
択
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
へ
自
分
が
表
現
し
た
い
も
の
を
楽
し
ん
で
書
-
0

②
互
い
に
相
談
し
な
が
ら
書
-
こ
と
へ
完
成
し
た
辞
典
を
読
み
合
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
を
通
じ
た
生
徒
相
互
の
交
流
を
は
か
る
。

<
単
元
の
流
れ
>
(
4
月
1
3
日
～
5
月
2
日
6
・
5
時
間
扱
い
)

I
学
習
の
方
法
を
知
る
(
1
時
間
)

・
も
の
や
こ
と
が
ら
の
定
義
集
<
国
語
辞
典
>
を
作
る
こ
と
を
告
げ

る
。

・
「
右
」
「
サ
ッ
カ
ー
」
二
つ
の
こ
と
ば
を
生
徒
に
定
義
さ
せ
'
三
種

類
の
辞
典
の
定
義
と
比
較
す
る
。

・
『
悪
魔
の
辞
典
』
と
他
校
の
生
徒
作
品
と
を
プ
リ
ン
ト
し
た
も
の
を

配
布
し
、
辞
典
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
る
。

<
資
料
-
参
考
プ
リ
ン
ト
の
1
部
>
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H
　
<
国
語
辞
典
>
の
原
稿
を
作
成
す
る
　
(
3
時
間
)

・
<
国
語
辞
典
>
原
稿
カ
ー
ド
に
、
指
導
者
が
項
目
を
書
き
込
ん
だ

も
の
を
シ
ャ
ッ
フ
ル
し
て
7
人
三
枚
ず
つ
配
る
.
さ
ら
に
'
生
徒

自
身
が
辞
典
に
加
え
た
い
と
思
う
こ
と
ば
を
1
つ
選
ば
せ
、
そ
れ

ぞ
れ
が
計
四
枚
の
原
稿
カ
ー
ド
を
作
成
す
る
　
(
友
人
や
指
導
者
と

相
談
し
な
が
ら
作
業
を
進
め
、
カ
ー
ド
は
友
人
と
交
換
し
て
も
よ

い
こ
と
に
し
た
)
0

<
資
料
2
　
国
語
辞
典
原
稿
カ
ー
ド
>

・
<
国
語
辞
典
>
の
項
目
の
中
か
ら
優
秀
作
品
だ
と
思
う
も
の
を
選

び
へ
簡
単
な
コ
メ
ン
ト
を
雷
-
0

Ⅳ
　
投
票
の
結
集
を
知
り
へ
学
習
の
ま
と
め
を
す
る
　
(
1
時
間
)

・
「
優
秀
作
品
へ
の
投
票
」
結
果
の
プ
リ
ン
ト
を
読
む
。

・
学
習
の
ま
と
め
と
し
て
'
宣
伝
コ
ピ
ー
を
作
成
し
'
辞
典
の
「
は

じ
め
に
」
か
「
終
わ
り
に
」
ど
ち
ら
か
一
方
を
選
択
し
て
書
-
0

<
資
料
3
　
国
語
辞
典
「
は
じ
め
に
」
「
お
わ
り
に
」
>

7
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Ⅲ
　
<
国
語
辞
典
>
の
原
稿
を
校
正
し
、
友
人
の
作
品
を
読
む

(
1
時
間
)

・
<
国
語
辞
典
>
の
原
稿
(
生
徒
の
書
い
た
原
稿
を
指
導
者
が
ワ
ー

プ
ロ
で
打
ち
直
し
た
も
の
)
を
校
正
し
っ
つ
友
人
の
作
品
を
読
む
。

・ Ⅴ

じ　表
、表<
辞紙国
ng^B闇
の裏辞
コ　表典

'-ォ':.ら

㍉

十三::
つ　め　っ
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<
資
料
4
　
国
語
辞
典
　
表
紙
>

の
自
分
が
大
切
に
し
て
い
る
も
の
・
・
・
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
/
水
泳
/
校
内

放
送
/
ダ
イ
エ
ッ
ト

細
身
の
ま
わ
り
の
も
の
-
は
ん
か
ち
/
制
服
/
図
古
館
/
消
し
ゴ

ム
/
ガ
ラ
ス
/
国
語
辞
典
/
カ
ラ
オ
ケ

<
資
料
5
　
国
語
辞
典
　
内
容
>

<
分
析
と
考
察
>

(
-
)
　
ね
ら
い
が
ど
う
実
現
さ
れ
た
か

*
ね
ら
い
①
に
つ
い
て

指
導
者
が
指
定
し
た
こ
と
ば
で
は
な
-
、

生
徒
た
ち
が
自
分
で
選
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ん
だ
こ
と
ば
　
(
資
料
5
で
は
★
印
)
　
は
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
に
分

類
で
き
る
。

3
:
時
事
問
題
に
関
す
る
も
の
・
・
・
オ
ウ
ム
真
理
教
/
サ
リ
ン

帥
生
徒
た
ち
の
み
わ
か
る
も
の
・
・
・
安
部
君
の
父
親
/
チ
ョ
コ
冷
え
て

X

X

X

る
/
-
り
/
ウ
ソ
-
/
ぶ
り
ぶ
ち
べ
り

こ
の
よ
う
な
分
類
は
予
想
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
所
属
し
て
い

る
ク
ラ
ブ
　
(
キ
ャ
プ
テ
ン
だ
っ
た
り
熱
心
に
活
動
し
て
い
る
生
徒
に

よ
る
作
品
)
、
お
互
い
の
問
で
話
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
(
糾
仙
)
な

ど
、
生
徒
が
表
現
し
た
か
っ
た
こ
と
ば
は
、
こ
こ
で
見
る
限
り
生
徒

た
ち
の
日
常
生
活
に
関
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
指
導
者
が
指
定
し
た
こ
と
ば
　
(
資
料
5
で
は
☆
印
)
　
に
つ



い
て
は
、
辞
典
に
あ
る
よ
う
な
型
ど
お
り
の
説
明
(
糾
)
を
し
た
も

の
も
あ
っ
た
が
、
自
分
の
体
験
を
書
い
た
り
社
会
現
象
や
そ
の
こ
と

ば
か
ら
想
像
で
き
る
こ
と
　
(
糾
)
　
な
ど
を
書
い
た
も
の
も
多
か
っ
た
。

(
例
)
と
し
て
そ
の
こ
と
ば
の
遣
い
方
を
書
-
0
(
類
)
と
し
て
類
義

語
を
示
す
'
意
味
に
①
②
③
の
番
号
を
つ
け
る
な
ど
は
'
辞
典
に
ヒ

ン
ト
を
得
た
生
徒
の
工
夫
で
あ
る
。

糾
型
通
り
の
説
明
-
バ
イ
ク
/
入
学
/
文
化
祭
/
広
島
弁
/
お
に
ぎ

り
/
車
/
社
会

糾
自
己
の
体
験
-
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
/
酔
っ
ぱ
ら
い
/
給
料
/
ク
リ
ス

マ
ス
/
英
語
/
お
正
月
/
お
弁
当
/
大
人
/
カ
ッ

プ
ラ
ー
メ
ン
/
ガ
ム
/
恋
人
/
生
徒

の
　
糾
十
糾
-
か
き
の
種
/
夏
/
犬
/
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
/
校
則

7
両
的
な
説
明
に
な
っ
て
い
た
り
'
こ
と
ば
が
足
り
な
い
も
の
も
多

い
が
へ
生
徒
た
ち
の
日
常
生
活
が
よ
-
表
れ
た
辞
典
に
仕
上
が
っ
た

と
思
う
。
た
だ
し
、
生
徒
た
ち
の
内
部
に
あ
る
も
の
を
楽
し
ん
で
取

り
出
す
こ
と
は
で
き
た
が
、
自
己
や
社
会
に
対
す
る
深
い
洞
察
や
新

し
い
認
識
を
得
る
と
い
う
楽
し
さ
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

*
ね
ら
い
②
に
つ
い
て

自
分
の
席
で
一
人
で
書
-
と
い
う
こ
と
に
と
ら
わ
れ
な
か
っ
た
た

め
か
、
友
人
と
話
す
中
で
ヒ
ン
ト
を
得
た
り
、
思
わ
ぬ
発
見
も
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
指
導
者
も
'
生
徒
た
ち
と
自
由
に
話
を
す
る
こ
と

が
で
き
、
緊
張
感
も
や
わ
ら
い
で
い
っ
た
。

お
互
い
の
作
品
を
読
み
合
っ
て
優
秀
作
品
を
選
ぶ
時
間
(
m
次
)

や
'
優
秀
作
品
投
票
の
結
果
を
ま
と
め
た
プ
リ
ン
ト
を
読
む
時
間
(
Ⅳ

衣
)
　
で
は
、
名
前
を
出
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
友
人
の
作
品
に

興
味
を
持
ち
、
楽
し
ん
で
読
む
生
徒
た
ち
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き

た
。
ま
た
へ
普
段
あ
ま
り
目
立
つ
こ
と
の
な
い
生
徒
の
作
品
が
高
得

点
を
得
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
お
互
い
に
感
心
し
た
り
さ
れ

た
り
と
い
う
場
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
お
互
い
の
作
品

に
関
心
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
辞
書
に
つ
け
た
「
お
わ
り
に
」

か
ら
も
う
か
が
え
る
。

・
私
の
考
え
も
し
な
か
っ
た
よ
う
な
発
想
が
'
い
ろ
ん
な
人
か
ら
出
て
き

て
'
み
ん
な
の
考
え
と
か
が
わ
か
っ
て
面
白
か
っ
た
。

・
い
ろ
い
ろ
な
'
自
分
で
は
考
え
つ
か
な
い
よ
う
な
表
現
で
書
か
れ
て
い

た
の
で
'
面
白
か
っ
た
o
　
み
ん
な
で
考
え
て
書
い
た
の
で
、
1
つ
l
つ

に
1
人
1
人
の
個
性
が
出
て
い
て
よ
か
っ
た
.

作
品
を
通
し
て
交
流
が
行
わ
れ
へ
　
「
自
分
の
こ
と
ば
」
が
認
め
ら
れ
る

場
が
で
き
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

(
2
)
　
ね
ら
い
と
し
な
か
っ
た
こ
と
が
ど
う
表
れ
た
か

指
導
者
は
'
<
国
語
辞
典
∨
と
い
う
こ
と
で
、
項
目
を
五
十
音
順

に
並
べ
て
冊
子
に
す
る
こ
と
し
か
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
原
稿
を
<
国
語
辞
典
>
と
し
て
冊
子
に
す
る
と
告
げ
る
と
'
あ

る
生
徒
が
、
「
辞
典
の
よ
う
に
す
る
な
ら
へ
辞
典
に
は
帯
が
つ
い
て
い

る
」
と
言
っ
て
き
た
。
「
右
・
サ
ッ
カ
ー
」
　
の
定
義
を
つ
-
つ
た
時
間

(
I
次
)
　
に
三
種
類
の
辞
典
を
見
せ
た
こ
と
、
生
徒
が
使
う
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
'
そ
の
後
も
辞
典
を
教
室
に
持
ち
込
ん
で
い

た
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
発
言
が
出
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の

発
言
が
あ
っ
て
'
全
員
で
<
国
語
辞
典
∨
の
三
百
コ
ピ
ー
を
書
き
、
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帯
に
印
刷
し
て
つ
け
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
単
元
の
終
わ
り
に
感

想
を
書
か
せ
'
今
後
の
参
考
に
し
よ
う
と
予
定
し
て
い
た
が
、
感
想

で
は
な
く
　
辞
典
の
「
巻
頭
言
」
「
お
わ
り
に
」
に
合
わ
せ
て
<
国
語

辞
典
>
の
「
は
じ
め
に
」
「
お
わ
り
に
」
を
書
か
せ
る
こ
と
に
変
更
し

た
。
少
し
で
も
辞
典
の
体
裁
に
近
-
な
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

小
さ
な
発
言
で
は
あ
っ
た
が
、
生
徒
の
意
識
が
、
国
語
辞
典
と
い
う

身
近
に
あ
る
言
語
文
化
へ
向
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。

H
　
広
告
を
よ
む
-
<
広
告
批
評
集
>
づ
-
り
ー

辞
典
づ
-
り
の
単
元
で
、
生
徒
た
ち
が
国
語
辞
典
と
い
う
身
の
ま

わ
り
の
言
語
文
化
に
目
を
向
け
た
こ
と
か
ら
'
次
の
単
元
で
は
'
生

徒
た
ち
の
生
活
の
中
で
最
も
よ
-
目
に
す
る
と
思
わ
れ
る
言
語
文

化
-
⊥
仏
告
-
を
教
材
に
で
き
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
れ
が
こ
の
単
元

で
あ
る
。

<
ね
ら
い
>

こ
の
単
元
で
は
、
四
月
当
初
に
持
っ
て
い
た
ね
ら
い
が
、
次
の
よ

う
に
変
化
し
た
。

①
身
近
に
あ
る
広
告
に
興
味
を
持
ち
へ
表
現
の
面
白
さ
を
考
え
て
広

告
を
批
評
す
る
。

②
一
つ
の
広
告
を
二
人
で
別
々
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
友
人

の
広
告
の
見
方
に
学
ぶ
。

<
単
元
の
流
れ
>
　
(
5
月
7
日
～
6
月
1
6
日
　
8
時
間
扱
い
)

I
　
学
習
の
方
法
を
知
る
Q
時
間
)

・
新
聞
や
雑
誌
の
広
告
を
見
て
い
-
こ
と
を
告
げ
、
自
分
が
気
に

入
っ
た
広
告
を
探
し
て
お
-
こ
と
を
指
示
す
る
。

H
　
広
告
を
見
な
が
ら
分
析
の
観
点
を
考
え
る
　
(
1
時
間
)

・
指
導
者
が
用
意
し
た
数
種
の
広
告
を
見
な
が
ら
へ
好
悪
や
印
象
へ

気
づ
き
な
ど
を
自
由
に
あ
げ
さ
せ
、
広
告
を
分
析
す
る
際
に
、
ど

の
よ
う
な
観
点
で
見
て
い
け
ば
い
い
の
か
を
考
え
さ
せ
る
。
こ
こ

で
作
っ
た
分
析
の
観
点
に
指
導
者
が
手
を
加
え
、
次
時
か
ら
用
い

る
学
習
プ
リ
ン
ト
「
広
告
分
析
表
」
を
作
成
し
た
。

Ⅲ
　
「
広
告
分
析
表
」
を
つ
-
る
　
(
4
時
間
)

・
指
導
者
に
よ
る
広
告
分
析
を
読
む
。

・
各
自
が
持
参
し
た
広
告
を
見
な
が
ら
「
広
告
分
析
表
」
を
作
成
す

る
。
(
「
広
告
分
析
表
」
は
t
 
B
4
用
紙
に
B
5
サ
イ
ズ
で
二
枚
印

刷
し
た
。
一
人
が
分
析
し
た
同
じ
広
告
を
'
別
の
一
人
が
後
で
分

析
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
)

・
左
側
の
「
広
告
分
析
表
」
が
完
成
し
た
ら
'
色
画
用
紙
に
そ
の
表

と
広
告
と
を
貼
っ
て
提
出
す
る
。
全
員
提
出
の
後
へ
指
導
者
が

シ
ャ
ッ
フ
ル
し
て
配
り
、
友
人
の
広
告
と
そ
の
分
析
と
を
見
な
が

ら
へ
自
分
の
分
析
を
右
側
の
表
に
書
き
込
む
。

Ⅳ
　
友
人
の
作
品
を
読
み
合
う
　
(
2
時
間
)

・
表
紙
を
つ
け
、
<
広
告
批
評
集
>
を
製
本
す
る
。
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<
資
料
6
　
広
告
批
評
集
　
表
紙
>

・
二
人
ず
つ
に
よ
る
分
析
表
を
'
そ
れ
ぞ
れ
の
見
方
の
違
い
を
比
較

し
な
が
ら
全
員
で
検
討
す
る
。

Ⅴ
　
学
習
の
ま
と
め
を
す
る
Q
時
間
)

J
A
A
C
　
日
本
広
告
業
協
会
)
の
新
聞
広
告
を
読
み
、
学
習
の
ま
と

め
と
し
て
'
「
自
分
に
と
っ
て
広
告
と
は
何
か
」
「
学
習
を
終
え
て

の
感
想
」
を
書
-
0

<
分
析
と
考
察
>

(
-
)
　
ね
ら
い
が
ど
う
実
現
さ
れ
た
か

*
ね
ら
い
①
に
つ
い
て

広
告
の
コ
ピ
ー
や
文
章
の
効
果
に
つ
い
て
へ
生
徒
た
ち
の
分
析
に

は
'
例
え
ば
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

・
秦
岡
信
也
‥
「
日
産
ミ
ス
ト
ラ
ル
」

商
品
名
(
ミ
ス
ト
ラ
ル
)
を
'
岡
村
孝
子
の
U
Q
　
(
U
Q
の
タ
イ

ト
ル
が
「
ミ
ス
ト
ラ
ル
」
)
の
ラ
イ
ナ
ー
ノ
ー
ツ
を
用
い
て
解
説
し

て
い
る
。

ま
た
へ
学
習
後
の
感
想
か
ら
広
告
へ
の
新
た
な
興
味
が
う
か
が
え
る
。

・
今
ま
で
'
広
告
に
つ
い
て
何
も
考
え
ず
に
見
て
い
た
け
ど
'
こ
の
授
業

を
し
て
送
り
手
が
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て
広
告
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
か

を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
も
っ
と
い
ろ
ん
な
こ
と
を

発
見
し
て
い
き
た
い
。
(
大
森
弥
生
)

・
こ
の
授
業
を
や
る
ま
で
は
'
見
逃
し
て
何
も
感
じ
な
か
っ
た
け
ど
、
こ

れ
か
ら
は
少
し
見
方
が
変
わ
っ
て
-
る
と
思
う
。
こ
の
広
告
の
ね
ら
い

な
ど
、
考
え
て
し
ま
う
。
(
重
信
裕
子
)

・
今
ま
で
広
告
な
ん
て
、
た
だ
見
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
け
ど
、
授
業
で
'

作
者
の
ね
ら
い
を
読
ん
だ
り
し
て
、
け
っ
こ
う
意
味
が
深
い
も
の
な
ん

だ
と
思
っ
た
。
(
池
ノ
迫
信
治
)

生
徒
た
ち
の
「
広
告
分
析
表
」
と
学
習
後
の
感
想
と
か
ら
う
か
が
え

る
の
は
、
広
告
の
コ
ピ
ー
や
文
章
の
持
つ
効
果
、
広
告
の
送
り
手
の

ね
ら
い
を
見
つ
け
出
し
た
こ
と
に
よ
る
面
白
さ
や
楽
し
み
で
あ
る
。

身
の
ま
わ
り
の
言
語
文
化
に
近
づ
き
へ
楽
し
ん
だ
と
い
う
点
で
は
意

味
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
'
こ
れ
は
広
告
そ
の
も
の
に
留
ま

る
問
題
で
あ
る
。
魅
力
的
な
広
告
へ
面
白
い
広
告
、
と
生
徒
た
ち
は

感
じ
て
い
る
が
'
そ
の
よ
う
な
広
告
が
自
分
た
ち
の
欲
望
を
作
り
出

し
て
し
ま
う
こ
と
、
意
識
の
内
部
に
入
り
込
ん
で
自
分
た
ち
の
考
え
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方
ま
で
形
成
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
恐
ろ
し
さ
は
感
じ
て
い
な

い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
社
会
を
変
え
る
力
を
も
持
っ
て
い
る
こ
と
な

ど
に
も
気
づ
い
て
い
な
い
。
今
回
の
単
元
で
は
'
生
徒
に
こ
こ
ま
で

要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
指
導
者
で
あ
る
私
も
、
広
告
が

持
っ
て
い
る
力
の
大
き
さ
に
つ
い
て
単
元
を
進
め
な
が
ら
気
づ
い
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
国
語
の
力
を
言
語
生
活
の
力
と
し
て
と
ら
え
る

と
き
、
広
告
の
コ
ピ
ー
や
表
現
を
分
析
で
き
る
こ
と
だ
け
が
力
な
の

で
は
な
く
広
告
の
こ
と
ば
を
、
自
分
や
社
会
と
広
告
と
の
関
係
と

い
う
次
元
に
お
い
て
意
味
づ
け
る
こ
と
が
重
要
な
力
で
あ
る
と
い
え

る
。
現
在
は
こ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。

*
ね
ら
い
②
に
つ
い
て

友
人
の
作
品
に
対
す
る
反
応
は
、
学
習
後
の
感
想
に
次
の
よ
う
に

表
れ
る
。

・
広
告
を
よ
-
見
る
と
、
こ
ん
な
に
い
ろ
い
ろ
な
事
が
分
か
る
も
の
な
の

か
と
関
心
し
た
。
そ
れ
に
へ
他
の
人
の
広
告
に
つ
い
て
の
見
方
な
ど
が

見
れ
て
、
良
か
っ
た
。
(
佐
川
明
正
)

・
普
段
へ
自
分
が
考
え
て
い
る
の
と
は
全
然
違
う
考
え
を
み
ん
な
が
持
っ

て
い
る
と
い
う
の
が
分
か
っ
て
'
面
白
か
っ
た
。
同
じ
広
告
で
も
、
二

人
が
批
評
す
れ
ば
二
通
り
、
三
人
だ
と
三
通
り
の
ど
こ
か
違
う
考
え
が

あ
っ
て
へ
び
っ
-
り
し
た
り
'
感
心
さ
せ
ら
れ
た
り
し
た
。
(
津
田
歩
)

・
批
評
集
は
結
果
、
一
目
で
一
人
一
人
の
個
性
が
分
か
る
よ
う
に
仕
上

が
っ
た
、
と
思
う
。
(
山
下
梨
江
)

自
分
で
選
ん
で
分
析
し
た
広
告
を
、
別
の
生
徒
が
再
び
分
析
す
る
よ

う
に
し
た
た
め
、
自
分
が
苦
労
し
て
分
析
し
た
広
告
を
友
人
は
ど
う

見
た
の
か
気
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
自
分
に
回
っ
て
き
た
友
人
の

広
告
と
そ
の
分
析
を
見
て
、
感
心
し
た
り
驚
い
た
り
す
る
場
面
も

あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
単
元
で
は
、
完
成
し
た
<
広
告
批
評
集
>
を

二
人
の
分
析
の
違
い
に
注
目
し
な
が
ら
読
む
と
い
う
時
間
を
設
定
し
、

全
員
の
作
品
を
読
ん
だ
。
②
「
友
人
の
見
方
に
学
ぶ
」
の
よ
う
な
ね

ら
い
を
設
け
た
場
合
、
冊
子
を
つ
-
つ
て
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
作

成
後
の
授
業
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
感
じ
た
。

(
2
)
　
ね
ら
い
と
し
な
か
っ
た
こ
と
が
ど
う
表
れ
た
か

こ
の
単
元
の
後
の
中
間
試
験
で
は
、
問
題
の
一
つ
と
し
て
「
二
十

歳
の
献
血
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
(
読
売
ベ
ル
デ
ィ
の
武
田
修
宏
選
手
が
ユ

ニ
フ
ォ
ー
ム
姿
で
献
血
手
帳
を
手
に
持
っ
て
い
る
)
　
の
広
告
分
析
を

出
題
し
た
。
テ
ス
ト
を
返
却
す
る
際
へ
解
答
例
を
示
し
な
が
ら
説
明

す
る
と
'
生
徒
た
ち
の
何
人
か
が
「
私
(
僕
)
も
そ
う
思
っ
た
け
ど
'

う
ま
-
説
明
で
き
な
か
っ
た
」
と
発
言
し
た
。
「
武
田
選
手
が
こ
の
宣

伝
を
す
る
の
は
何
と
な
-
合
っ
て
い
る
」
「
武
田
選
手
を
使
っ
て
い
る

の
が
い
い
」
と
し
か
表
現
で
き
な
か
っ
た
生
徒
た
ち
で
あ
る
。
具
体

的
に
、
「
武
田
選
手
の
明
る
さ
、
力
強
さ
へ
元
気
が
献
血
の
P
R
に
役

立
っ
て
い
る
」
と
説
明
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
が
。
写
真
や
コ
ピ
ー

か
ら
感
じ
た
こ
と
、
そ
れ
ら
が
訴
え
て
-
る
こ
と
を
文
章
に
し
よ
う

と
し
た
こ
の
学
習
は
'
彼
ら
の
中
に
あ
る
「
こ
れ
を
説
明
し
た
い
」

と
い
う
思
い
を
こ
と
ば
に
で
き
な
い
も
ど
か
し
さ
や
心
の
中
に
生
じ

た
思
い
に
こ
と
ば
を
与
え
る
難
し
さ
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、
広
告
の
中
で
も
特
に
コ
ピ
ー
の
短
-
的
確
な
表
現
や
面
白

さ
に
気
づ
-
こ
と
、
広
告
の
こ
と
ば
の
効
果
を
説
明
す
る
こ
と
を
単
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元
で
つ
け
た
い
こ
と
ば
の
力
と
し
て
想
定
し
て
い
た
。
広
告
の
コ

ピ
ー
と
写
真
と
が
切
り
離
せ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
写
真
に
関

し
て
は
、
見
な
-
て
も
わ
か
る
ぐ
ら
い
に
写
真
を
詳
し
-
説
明
さ
せ

る
こ
と
へ
写
真
と
コ
ピ
ー
や
ほ
か
の
文
章
と
の
関
係
を
説
明
さ
せ
る

こ
と
を
予
定
し
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
生
徒
た
ち
の
「
広

告
分
析
表
」
を
見
る
と
、
コ
ピ
ー
よ
り
も
写
真
に
注
目
し
て
広
告
を

分
析
し
た
と
思
わ
れ
る
作
品
が
多
い
。

・
こ
の
狙
い
は
、
ま
だ
幼
い
女
の
子
の
色
け
で
こ
の
水
を
か
わ
そ
う

と
し
て
い
る
。
純
粋
な
か
ん
じ
を
1
6
才
ぐ
ら
い
の
女
の
子
と
ス
ク
ー

ル
水
着
で
表
現
し
て
い
る
。
(
中
略
)
こ
の
広
告
の
給
は
、
女
の
子
た
ち

は
'
か
っ
て
と
い
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
白
黒
で
'
天
然
物
と
い
う
の
が

表
現
さ
れ
て
い
る
。
(
和
田
武
士
・
「
南
ア
ル
プ
ス
の
天
然
水
」
水
着
姿

の
女
の
子
た
ち
の
モ
ノ
ク
ロ
写
真
に
注
目
)

・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
置
か
れ
て
い
る
部
屋
は
'
今
ど
き
の
若
い
女
の
人

の
部
屋
で
、
観
葉
植
物
や
英
語
の
本
が
あ
り
、
雑
誌
に
出
て
-
る
よ
う

な
お
し
ゃ
れ
な
部
屋
を
表
し
て
い
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
い
え
ば
機

械
で
特
別
っ
て
感
じ
だ
け
ど
、
こ
れ
は
受
け
手
に
違
和
感
を
与
え
な
い

よ
う
に
さ
れ
て
い
る
。
若
い
女
の
人
が
中
央
に
い
て
'
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
と
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
与
え
て
い
る
。
女
の
人
が
き
ち
ん
と
し
た
服
じ
ゃ
な
い
の
が
、
若

い
世
代
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
に
は
い
い
方
法
だ
か
ら
。
(
平
仙
奈
穂
・

「
I
B
M
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
ア
プ
テ
ィ
バ
」
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
あ

る
部
屋
の
雰
囲
気
と
女
性
の
服
装
に
注
目
。
)

生
徒
た
ち
は
、
コ
ピ
ー
や
説
明
の
文
章
よ
り
も
、
写
真
や
広
告
の

持
つ
雰
囲
気
か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
感
じ
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
が
、
生
徒
た
ち
の
表
現
し
た
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

3
　
考
察

(
-
)
　
言
語
生
活
へ
の
志
向

当
初
の
ね
ら
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
<
国
語
辞
典
∨
づ
-
り
の
際

に
は
'
生
徒
た
ち
が
目
に
す
る
辞
典
の
装
丁
や
表
記
方
法
を
'
自
分

た
ち
の
辞
典
に
も
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

さ
ら
に
'
報
告
し
た
こ
の
二
つ
の
単
元
の
後
の
「
給
を
見
て
物
語
を

作
ろ
う
」
で
は
'
自
宅
に
あ
る
絵
本
を
参
考
に
表
記
を
工
夫
(
分
か

ち
書
き
に
し
た
り
'
対
象
年
齢
を
考
え
て
漢
字
を
制
限
す
る
な
ど
)

し
た
生
徒
も
い
た
。
い
ず
れ
も
、
授
業
と
い
う
枠
を
こ
え
て
'
身
近

に
あ
る
言
語
文
化
へ
目
を
向
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か

に
も
'
言
語
文
化
か
ら
生
徒
た
ち
が
受
け
と
め
る
こ
と
の
で
き
る
も

の
は
多
-
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
取
り
出
し
、
学
校
で
の
授

業
内
容
と
関
連
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
言
語
生
活
の
中

で
働
-
力
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。

(
2
)
言
語
生
活
の
中
で
働
-
力

身
近
に
あ
る
言
語
文
化
へ
の
志
向
を
見
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
そ

れ
が
言
語
生
活
の
中
で
生
き
て
働
-
力
に
な
り
得
た
の
か
ど
う
か
と

い
う
点
に
お
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
辞
典
づ
-
り
で
は
、
生
徒
た
ち

は
、
自
分
た
ち
の
内
部
に
あ
る
も
の
を
楽
し
ん
で
取
り
出
し
て
は
い

る
が
、
そ
こ
か
ら
自
分
た
ち
に
と
っ
て
の
新
し
い
認
識
を
得
て
は
い
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な
い
。
広
告
批
評
で
は
'
広
告
の
面
白
さ
を
楽
し
ん
だ
が
、
広
告
自

体
が
持
つ
力
や
ト
リ
ッ
ク
の
よ
う
な
も
の
に
は
目
を
向
け
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
か
ら
考
え
る
と
'
二
つ
の
単
元
で
得
た
力
は
生
徒
た
ち
自
身

と
教
材
と
の
間
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
'
外
に
向
か
う
力
と
な
り

得
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
二
つ
の
単
元
で
の
学
習
を
さ
ら
に
進

め
て
、
こ
と
ば
の
学
習
を
通
し
て
社
会
を
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

そ
れ
が
言
語
生
活
の
中
で
生
き
て
働
-
力
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

(
3
)
典
型
と
典
型
を
こ
え
る
も
の

辞
典
づ
-
り
や
広
告
批
評
で
は
'
楽
し
ん
で
表
現
し
ユ
ー
モ
ア
あ

る
と
ら
え
方
を
見
せ
て
く
れ
た
生
徒
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
後
、

二
学
期
に
実
施
し
た
「
高
校
生
活
の
思
い
出
」
　
(
卒
業
文
集
の
た
め
の

作
文
)
　
の
原
稿
を
見
る
と
、
こ
の
二
つ
の
単
元
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
画

一
的
な
文
章
が
並
ん
だ
。
書
い
て
い
る
最
中
に
、
「
雷
-
こ
と
が
な
い
」

「
ど
う
書
い
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
声
を
間
-
こ
と

も
多
か
っ
た
。
こ
の
違
い
は
何
な
の
か
。
文
集
の
原
稿
に
よ
-
見
ら

れ
る
表
現
「
～
が
楽
し
か
っ
た
」
「
～
が
よ
か
っ
た
」
「
こ
れ
か
ら

も
～
を
大
切
に
し
た
い
と
思
う
」
な
ど
は
、
「
作
文
」
の
表
現
の
典
型

と
も
呼
べ
る
も
の
だ
と
思
う
。
「
高
校
生
活
の
思
い
出
」
と
い
う
タ
イ

ト
ル
を
与
え
ら
れ
た
途
端
、
生
徒
の
表
現
は
型
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ

た
。
二
つ
の
単
元
で
生
徒
た
ち
の
表
現
の
個
性
で
あ
り
魅
力
だ
と
感

じ
た
の
は
、
典
型
を
こ
え
る
部
分
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
今

後
の
指
導
で
は
、
典
型
を
守
り
つ
つ
典
型
を
こ
え
る
こ
と
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。

(
広
島
県
豊
田
高
等
学
校
)
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