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一　

蘇
っ
た
六
十
数
年
前
の
西
田
幾
多
郎
「
主
客
合
一
」

　

小
論
の
論
題
に
「
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』
に
見
る
」
を
冠
す
る
か

ど
う
か
、
少
々
悩
ん
だ
期
間
が
あ
っ
た
。
筆
者
が
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研

究
』
の
研
究
者
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
小
論
が
こ
れ
か
ら
取
り

立
て
る
、
活
用
語
を
承
け
る
準
体
助
詞
「
の
」
が
西
田
の
そ
の
著
作
に
し

か
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
明
治
四
十
四
年
刊
行
の
当

代
に
は
、
西
田
で
な
く
て
も
そ
の
よ
う
な
表
現
を
す
る
人
は
巷
に
も
相
応

に
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
現
代
に
あ
っ
て
も
い
っ
そ
う
多
く
見
ら
れ
る
表
現

西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』
に
見
る

活
用
語
を
承
け
る
準
体
助
詞
「
の
」
に
つ
い
て中

村
　
幸
弘

で
あ
る
。
た
だ
、
筆
者
が
漠
然
と
認
識
し
て
い
る
著
作
物
の
な
か
で
、
こ

れ
ほ
ど
に
こ
の
種
の
準
体
助
詞
「
の
」
を
頻
用
す
る
著
者
は
そ
う
多
く
は

な
い
と
思
う
。

　

令
和
六
年
八
月
旧
盆
、
平
生
は
空
き
家
に
し
て
い
る
実
家
へ
一
人
で
帰

省
す
る
。
そ
の
漁
師
町
の
駅
待
合
室
に
、
部
活
の
登
校
か
、
高
校
生
数
人

が
屯
ろ
し
て
い
た
。
北
総
の
旧
制
中
学
か
ら
の
初
任
高
校
で
二
回
り
六
年

を
経
て
、
町
の
人
か
ら
は
、
下
駄
屋
の
先
生
と
呼
ば
れ
て
の
二
十
八
歳
の

教
務
主
任
だ
っ
た
。
男
性
教
員
の
多
く
が
筆
者
と
同
じ
く
副
業
教
員
だ
っ

た
。
何
が
そ
の
場
面
を
思
い
出
さ
せ
た
の
か
、
西
田
幾
多
郎
の
主
客
合
一

を
借
り
て
、
全
校
生
徒
に
愛
校
の
誓
い
を
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
主
た
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る
Ａ
が
客
た
る
Ｂ
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
Ｂ
の
痛
み
が
Ａ
に
わ
か
る
と

い
う
こ
と
だ
。
Ｄ
さ
ん
が
好
き
な
Ｃ
く
ん
、
誰
か
が
Ｄ
さ
ん
に
暴
力
を
振

る
お
う
と
し
た
ら
、
Ｃ
く
ん
は
守
っ
て
や
る
よ
ね
。
Ｄ
さ
ん
が
殴
ら
れ
た

ら
、
Ｃ
く
ん
に
は
そ
の
痛
み
が
わ
か
る
よ
ね
。
み
ん
な
学
校
が
好
き
だ
よ

ね
、
愛
し
て
い
る
よ
ね
。
だ
っ
た
ら
、
図
書
館
の
本
も
、
教
室
の
机
も
、

柔
道
場
の
畳
も
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
も
、
み
ん
な
大
事
に
し
よ
う
。
校
名
の

看
板
の
か
か
っ
て
い
る
門
柱
を
蹴
っ
た
り
し
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
い
う

生
徒
が
い
る
と
、
私
の
膝
は
痛
み
を
感
じ
る
ん
だ
。
そ
う
言
っ
て
、
蹴
ら

れ
た
膝
を
抱
え
る
仕
草
を
見
せ
て
、朝
礼
講
話
を
終
わ
っ
た
日
が
あ
っ
た
。

　

生
徒
会
を
指
導
し
て
い
た
久
我
利
男
と
い
う
、
二
十
歳
ぐ
ら
い
年
長
の

社
会
科
の
先
生
が
い
た
。そ
の
朝
礼
講
話
が
契
機
と
な
っ
て
、『
善
の
研
究
』

を
読
も
う
、
と
誘
わ
れ
た
。
岩
波
文
庫
本
だ
っ
た
。
三
一
書
房
か
ら
『
一

日
一
日
の
人
生
論
』
な
ど
、
著
書
も
数
点
刊
行
し
て
い
る
方
だ
っ
た
。
初

任
高
校
時
代
に
も
、『
善
の
研
究
』
は
眺
め
る
程
度
に
は
見
て
い
た
。
そ

こ
で
、「
直
覚
」
と
い
う
漢
語
を
覚
え
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。「
直
覚

的
判
断
」
な
ど
と
い
う
「
直
覚
」
で
あ
る
。
久
我
先
生
と
は
、
先
生
の
最

晩
年
ま
で
、
賀
状
の
交
換
程
度
は
し
て
い
た
と
思
う
。

二�　

準
体
助
詞「
の
」と
準
体
法
と
、形
式
名
詞「
こ
と
」「
も

の
」
と
、
併
せ
て
「
と
い
う
」
も

　

ど
う
い
う
こ
と
を
調
査
す
る
か
、
そ
の
対
象
が
ほ
ぼ
決
ま
っ
た
ら
、
そ

の
対
象
周
辺
の
、殊
に
術
語
を
手
掛
か
り
に
、近
年
新
た
に
発
表
が
な
か
っ

た
か
な
ど
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。そ
う
い
う
準
備
作
業
が
、

研
究
機
関
と
し
て
の
職
場
を
離
れ
て
し
ま
う
と
で
き
な
く
な
る
。
も
と
も

と
情
報
に
疎
い
筆
者
で
あ
る
。
先
行
研
究
の
確
認
が
で
き
な
い
ま
ま
の
、

不
安
を
抱
え
て
の
観
察
発
進
で
あ
る
。

　

小
論
が
調
査
研
究
の
対
象
と
す
る
準
体
助
詞
「
の
」
の
、
そ
の
準
体
助

詞
と
い
う
術
語
は
、
橋
本
進
吉
の
命
名
（「
国
語
法
要
説
」
─
『
国
語
法

研
究
』
所
収
、
一
九
四
八
年
）
で
あ
る
。
そ
の
準
体
助
詞
「
の
」
に
つ
い

て
は
、
吉
川
泰
雄
先
生
の
「
形
式
名
詞
「
の
」
の
成
立
」（
日
本
文
学
懇

話
会
編
「
日
本
文
学
教
室
」
三
号
、
一
九
五
〇
年
九
月
）
と
い
う
ご
論
考

が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
形
式
名
詞
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
も
し
て
い
た
で

あ
ろ
う
が
、
現
在
一
般
に
は
準
体
助
詞
と
呼
ん
で
取
り
扱
っ
て
い
る
。
吉

川
先
生
が
追
跡
な
さ
っ
て
発
掘
な
さ
っ
た
、
そ
れ
ら
の
「
の
」
は
全
用
例

が
名
詞
に
接
続
す
る
用
例
に
限
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
小
論
が
こ
れ

か
ら
取
り
立
て
る
準
体
助
詞
「
の
」
は
、
全
該
当
用
例
が
活
用
語
の
連
体
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形
に
接
続
す
る
。動
詞
の
連
体
形
に
接
続
す
る
用
例
が
殆
ど
で
あ
ろ
う
が
、

助
動
詞
の
連
体
形
に
接
続
す
る
用
例
、
ま
た
、
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
連

体
形
に
接
続
す
る
用
例
も
若
干
は
あ
ろ
う
か
と
思
う
。

　

そ
も
そ
も
、
準
体
助
詞
「
の
」
の
活
用
語
連
体
形
接
続
は
、
準
体
法
用

例
と
の
関
係
が
背
景
に
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
い
る

が
、
そ
う
い
う
研
究
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
、
以
前
か
ら
探
し
て
い
た
よ

う
に
思
い
返
さ
れ
る
。
と
に
か
く
、
準
体
助
詞
「
の
」
の
活
用
語
連
体
形

へ
の
接
続
は
急
激
に
発
達
し
て
広
ま
っ
た
も
の
と
感
じ
て
い
る
。
こ
こ
を

研
究
す
る
人
が
い
て
ほ
し
い
と
授
業
で
呟
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
う
。

　

準
体
助
詞
「
の
」
が
ど
う
し
て
活
用
語
の
連
体
形
に
も
接
続
す
る
よ
う

に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
準
体
法
と
い
う
用

法
の
用
例
が
背
景
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
感
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
ち
ゃ

ん
と
し
た
文
法
書
に
は
、
準
体
法
と
い
う
術
語
は
見
ら
れ
な
い
。
山
田
孝

雄
の
い
う
準
体
言（『
日
本
文
法
論
』一
九
〇
八
年
）が
こ
れ
に
相
当
す
る
。

昭
和
四
十
年
代
、
角
川
書
店
の
「
国
語
科
通
信
」
と
い
う
教
科
書
宣
伝
雑

誌
に
古
典
文
の
構
文
の
学
習
に
つ
い
て
書
け
と
言
わ
れ
て
、
そ
の
準
体
法

に
つ
い
て
触
れ
た
記
憶
が
あ
る
が
、
そ
の
時
に
は
ま
だ
そ
う
い
う
呼
び
方

を
し
て
い
な
か
っ
た
。
時
枝
誠
記
の
古
典
解
釈
の
た
め
の
と
い
う
、
あ
の

至
文
堂
の
学
習
参
考
書
に
い
う
、
連
体
形
の
用
法
の
何
番
め
か
に
相
当
す

る
用
法
で
あ
る
。
筆
者
は
、
も
と
も
と
教
育
現
場
で
の
教
材
づ
く
り
の
な

か
で
そ
う
呼
ん
で
い
た
一
人
で
、
は
っ
き
り
意
識
し
て
「
準
体
法
」
を
立

項
し
た
の
は
、『
ベ
ネ
ッ
セ
全
訳
古
語
辞
典
』（
一
九
九
六
年
初
版
）
で
あ

る
。
体
言
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
連
体
形
の
用
法
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
準
体
法
を
背
景
に
し
て
そ
こ
に
準
体
助
詞「
の
」が
採
用
さ
れ
て
い
っ

た
よ
う
に
漠
然
と
思
え
て
い
る
の
で
あ
る
。「
聞
く
は
一い
っ
と
き時
の
恥
、
知
ら

ぬ
は
一
生
の
恥
」
な
ど
か
ら
そ
う
推
測
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
そ
の
準
体
助
詞
「
の
」
は
、
そ
の
多
く
が
、
形
式
名
詞
と
し
て

の
コ
ト
か
モ
ノ
か
に
一
旦
は
言
い
換
え
ら
れ
る
よ
う
に
感
じ
た
り
し
た
。

ま
た
、
コ
ト
に
し
か
言
い
換
え
ら
れ
な
い
用
例
の
な
か
に
は
、
そ
れ
が
名

詞
化
す
る
た
め
だ
け
の
働
き
だ
か
ら
か
と
気
づ
か
さ
れ
た
。
形
式
名
詞
は

松
下
大
三
郎
に
始
ま
る
術
語（『
改
撰
標
準
日
本
文
法
』一
九
二
八
年
）だ
っ

た
ろ
う
か
。
こ
の
西
田
の
『
善
の
研
究
』
に
は
、
そ
の
準
体
助
詞
「
の
」

の
言
い
換
え
と
は
別
に
、
と
に
か
く
形
式
名
詞
の
「
こ
と
」「
も
の
」
が

頻
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

追
っ
て
紹
介
す
る
が
、
令
和
の
時
代
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
筆
者
は
既

に
小
坂
国
継
本
を
手
に
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
問
題
の
準
体
助
詞
「
の
」

も
、ま
た
、準
体
法
の
表
現
も
見
ら
れ
る
。そ
し
て
、「
こ
と
」「
も
の
」が
、

ま
た
多
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
準
体
助
詞
「
の
」
に
は
「
と
い
う
」
が
大
き

く
関
係
す
る
。
早
速
、
活
用
語
の
連
体
形
に
接
続
す
る
準
体
助
詞
「
の
」

の
現
代
語
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
。「
知
る
の
（
は
・
も
・
が
）」
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と
「
知
る
と
い
う
の
（
は
・
も
・
が
）」
と
、
と
も
に
各
用
例
が
直
ち
に

作
例
で
き
る
。「
と
い
う
」
の
「
い
う
」
は
、
引
用
の
格
助
詞
「
と
」
で

引
用
し
た
内
容
に
つ
い
て
説
明
す
る
姿
勢
を
示
す
働
き
を
も
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
「
と
い
う
の
（
は
・
も
・
が
）」
は
、
語
も
語
句
も
文

も
引
用
し
て
、「
知
識
と
い
う
の
（
は
・
も
・
が
）」、「
外
国
語
の
知
識
と

い
う
の
（
は
・
も
・
が
）」、「
彼
が
知
と
愛
と
を
兼
ね
備
え
て
い
る
と
い

う
の
（
は
・
も
・
が
）」
の
よ
う
な
用
例
を
見
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
活
用

語
の
連
体
形
に
直
接
す
る
準
体
助
詞
「
の
」
も
、「
行
く
の
（
は
・
も
・
が
）」

な
ど
か
ら
始
ま
っ
て
、「
外
国
語
を
学
ば
せ
る
の
（
は
・
も
・
が
）」、「
知

力
と
体
力
と
を
兼
ね
備
え
な
い
の
（
は
・
も
・
が
）」
な
ど
と
い
う
よ
う

な
用
例
ま
で
存
在
可
能
で
あ
る
。

　

以
上
、
現
代
語
の
卑
近
な
用
例
を
引
い
て
準
体
助
詞
「
の
」
の
紹
介
を

試
み
た
が
、
西
田
の
『
善
の
研
究
』
に
見
る
そ
れ
は
、
明
治
末
年
の
表
現

に
見
る
そ
れ
ら
を
見
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
既
に
あ
る
程
度
の

見
え
て
き
た
活
用
語
を
承
け
る
準
体
助
詞
「
の
」
に
は
、
名
詞
化
す
る
働

き
だ
け
の
用
法
群
と
実
質
名
詞
相
当
概
念
を
代
行
す
る
用
法
群
と
の
、
二

群
の
別
が
見
え
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
代
語
で
は
、
そ
の
前

者
は
、
特
定
の
概
念
を
担
い
、
表
現
形
式
の
定
型
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
も
き
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
小
論
は
、
国
語
科
の
実
践
を
背
景
に

し
た
近
代
語
論
説
の
読
解
試
論
で
あ
る
。

三　

小
坂
国
継
全
注
釈
の
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』

　

本
章
の
章
タ
イ
ト
ル
ど
お
り
の
書
物
を
手
に
す
る
こ
と
に
し
た
。

二
〇
〇
六
年
刊
行
の
講
談
社
学
術
文
庫
本
で
あ
る
。
併
せ
て
、
小
坂
国
継

氏
の
『
西
田
幾
多
郎
の
思
想
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）
／
『
西
田
哲
学
の

基
層
』（
岩
波
教
養
文
庫
）
／
『
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
』（
岩
波
新
書
）
も

手
許
に
置
い
た
が
、
現
段
階
で
は
少
し
素
養
を
深
め
た
と
い
う
程
度
で
、

小
論
に
直
接
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
た
だ
、『
西
田
幾
多
郎
の
思
想
』
巻

末
の
西
田
幾
多
郎
年
譜
は
一
瞥
し
た
。
鈴
木
大
拙
と
の
交
流
に
つ
い
て
は

知
り
及
ん
で
い
た
こ
と
だ
が
、
改
め
て
世
界
的
思
想
家
の
出
会
い
に
思
い

を
致
し
た
。
こ
れ
も
ま
た
知
り
及
ん
で
い
た
が
、
お
身
内
の
ご
不
幸
が
続

い
た
、
そ
の
年
々
を
順
に
追
っ
て
確
か
め
、
西
田
の
強
さ
に
敬
服
し
た
。

終
戦
、
い
や
、
西
田
に
は
敗
戦
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
に
か
く
第

二
次
大
戦
が
終
結
す
る
昭
和
二
十
年
の
六
月
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の

終
戦
の
日
で
も
敗
戦
の
日
で
も
あ
る
八
月
十
五
日
よ
り
二
か
月
と
八
日
ほ

ど
早
く
亡
く
な
っ
て
い
る
。
筆
者
が
小
学
校
六
年
生
の
年
で
、
当
時
と
し

て
の
七
十
五
歳
は
長
命
の
ほ
う
だ
っ
た
。

　

小
坂
国
継
本
『
善
の
研
究
』
の
目
次
を
開
い
た
。
第
一
編
四
章
、
第
二

編
十
章
、
第
三
編
十
三
章
、
第
四
編
五
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
四
編
第
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五
章
は
、
後
か
ら
追
加
さ
れ
た
「
知
と
愛
」
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
れ
ま
た

改
め
て
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
ど
の
編
も
、
各
章
と
も
、
同
じ
姿
勢
で
繰

り
返
さ
れ
て
い
た
な
と
い
う
古
い
記
憶
が
蘇
っ
た
。
ど
の
章
も
慎
重
で
容

易
に
は
前
進
し
な
い
の
で
あ
る
。
今
回
は
、
ま
ず
通
読
し
た
。
そ
の
印
象

は
変
わ
ら
な
い
。

　

続
い
て
、
こ
の
小
坂
国
継
本
を
認
識
す
る
た
め
に
、
凡
例
を
追
う
こ
と

に
し
た
。段
落
ご
と
の
通
し
番
号
は
、も
う
そ
の
恩
恵
に
浴
し
て
い
た
が
、

こ
れ
は
、
用
例
検
出
作
業
に
入
っ
て
か
ら
の
出
典
表
示
に
も
採
用
す
る
こ

と
に
し
た
。
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
て
く
れ
て
あ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と

で
あ
る
。
漢
字
の
字
体
を
改
め
た
の
も
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
一
項
飛

ん
で
、
ル
ビ
を
施
し
て
く
れ
た
人
名
そ
の
他
が
あ
る
の
も
問
題
な
い
。
あ

り
が
た
い
こ
と
だ
。
読
点
も
補
っ
た
、
と
い
う
の
も
、
問
題
は
な
か
ろ
う
。

気
に
な
っ
た
の
は
、
四
の
項
目
で
、
一
部
の
漢
字
を
平
仮
名
に
直
し
た
、

逆
も
あ
る
、
と
い
う
項
目
で
あ
る
。
コ
ト
と
モ
ノ
と
が
、
そ
れ
に
関
わ
っ

て
い
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
回
の
こ

の
調
査
対
象
に
「
こ
と
」「
も
の
」
は
、
小
坂
国
継
本
の
一
つ
の
姿
勢
と

思
お
う
と
思
っ
た
。

　

早
速
に
そ
の
小
坂
国
継
本
を
通
読
し
た
。
形
式
名
詞
「
こ
と
」「
も
の
」

が
適
切
に
そ
う
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
僅
か
し
か
見
ら
れ
な
い
「
事
」、

ま
た
「
物
」「
者
」
の
用
例
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
実
に
適
切

で
あ
る
。
か
つ
て
筆
者
は
長
き
に
わ
た
っ
て
文
科
省
検
定
教
科
書
の
教
材

化
に
際
し
て
、
そ
の
表
記
の
取
り
扱
い
を
体
験
し
て
き
て
い
た
。
中
学
校

一
社
、
高
等
学
校
二
社
で
長
く
編
集
に
関
わ
っ
て
と
い
う
か
、
お
手
伝
い

し
て
き
た
。
そ
の
眼
で
見
て
も
、
実
に
適
切
で
あ
る
。
以
下
に
、
そ
の
該

当
例
を
紹
介
す
る
。

○
我
々
は
愛
す
る
花
を
見
、
ま
た
親
し
き
動
物
を
見
て
、
た
だ
ち
に
全

体
に
お
い
て
統
一
的
或
者
を
捕ほ
そ
く捉

す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
そ
の
物
の

自
己
、
そ
の
物
の
本
体
で
あ
る
。
美
術
家
は
か
く
の
如
き
直
覚
の
最
も

す
ぐ
れ
た
人
で
あ
る
。
彼
ら
は
一
見
、
物
の
真
相
を
看か
ん
ぱ破
し
て
統
一
的

或
者
を
捕
捉
す
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
現
わ
す
所
の
も
の
は
表
面
の
事

実
で
は
な
く
、
深
く
物
の
根こ
ん
て
い柢
に
潜
め
る
不
変
の
本
体
で
あ
る
。（
二
・

八
・
五
・
207
ペ
・
③
～
⑦
）

　

具
象
的
な
目
に
見
え
る
モ
ノ
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
「
物
」
と
い
う

漢
字
を
も
っ
て
表
記
し
て
い
る
。
こ
の
一
書
の
な
か
に
見
る
モ
ノ
は
、
殆

ど
が
、
抽
象
的
な
存
在
と
し
て
の
「
も
の
」
で
あ
る
。
そ
こ
を
見
事
に
書

き
分
け
て
く
れ
て
あ
る
。

　

既
に
問
題
意
識
を
も
っ
て
準
体
助
詞「
の
」を
含
む
文
を
摘
出
す
る
カ
ー

ド
へ
の
書
き
込
み
作
業
に
入
っ
て
い
た
。
作
業
に
先
立
っ
て
、「
知
る
の
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（
は
・
も
・
が
）」
グ
ル
ー
プ
を
Ａ
型
と
し
て
整
理
し
て
い
た
。「
知
る
と

い
う
の
（
は
・
も
・
が
）」
な
ど
の
グ
ル
ー
プ
は
Ｂ
型
と
し
て
取
り
扱
う

こ
と
と
し
た
。
Ｂ
型
に
つ
い
て
は
、
作
業
を
始
め
て
暫
く
し
て
か
ら
、「
一

単
語
＋
と
い
う
の
（
は
・
も
・
が
）」
型
と
「
連
体
修
飾
語
付
き
名
詞
＋

と
い
う
の
（
は
・
も
・
が
）」
型
や
「
複
合
名
詞
＋
と
い
う
の
（
は
・
も
・

が
）」
型
と
を
区
別
し
て
い
る
う
ち
に
、「
一
文
＋
と
い
う
の
（
は
・
も
・

が
）」
型
や
「
一
文
相
当
表
現
＋
と
い
う
の
（
は
・
も
・
が
）
型
も
現
れ

て
き
て
、ａ
・
ｂ
・
ｃ
・
ｄ
な
ど
小
分
け
を
試
み
た
り
も
し
た
。
Ａ
グ
ル
ー

プ
に
は
、実
は
、い
ま
、作
例
を
も
っ
て
い
え
ば
、「
知
ら
せ
ら
れ
る
の（
は
・

も
・
が
）」
と
い
う
よ
う
な
用
例
が
意
外
な
ほ
ど
に
存
在
す
る
こ
と
に
気

づ
か
さ
れ
て
、
こ
う
い
う
概
念
を
名
詞
と
し
て
捉
え
る
た
め
に
は
、
準
体

助
詞
「
の
」
と
形
式
名
詞
「
こ
と
」
の
力
を
借
り
る
よ
り
ほ
か
な
い
こ
と

を
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。

　

第
一
編
（
純
粋
経
験
）
と
第
二
編
（
実
在
）
と
で
、
30
ペ
ー
ジ
か
ら
235

ペ
ー
ジ
ま
で
と
な
る
。
各
章
末
尾
に
解
説
が
入
っ
て
い
る
し
、
各
段
落
ご

と
に
注
釈
が
入
っ
て
は
い
る
が
、
大
勢
は
見
え
て
き
た
の
で
、
こ
こ
ま
で

の
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
準
体
助
詞
「
の
」
と
文
構
造
の
関
係
を
手
掛
か
り

に
、
準
体
助
詞
「
の
」
が
担
う
用
法
や
概
念
を
捉
え
て
み
る
方
向
へ
と
進

め
る
こ
と
に
し
た
。
カ
ー
ド
の
分
量
か
ら
も
、
Ａ
型
・
Ｂ
型
の
、
そ
れ
ぞ

れ
の
読
解
の
手
掛
か
り
も
十
分
に
見
え
て
き
て
い
た
し
、
筆
者
自
身
の
体

力
の
限
界
も
見
え
て
き
て
、
せ
め
て
ど
こ
か
に
報
告
し
た
い
思
い
が
強

ま
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

　

小
論
に
お
い
て
報
告
す
る
読
解
の
手
順
は
、
い
ま
改
め
て
思
う
と
、
体

験
を
経
た
実
践
報
告
な
の
で
あ
る
。筆
者
は
、数
年
前
ま
で
の
七
、八
年
か
、

勤
務
先
・
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
で
科
目
の
偏
り
を
避
け
る
意
図
か

ら
「
論
理
的
文
章
の
読
解
」
と
い
う
科
目
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

そ
の
折
の
教
材
は
、
多
く
が
自
身
が
教
材
化
し
た
検
定
教
科
書
（
学
校
図

書
『
中
学
校
国
語
』
／
右
文
書
院
『
精
選
現
代
文
』
な
ど
全
点
、
旺
文
社

『
高
等
学
校
国
語
総
合
』
な
ど
）
か
ら
借
用
し
た
が
、
時
に
は
新
聞
社
説

な
ど
も
採
り
入
れ
て
い
た
。
そ
の
教
材
コ
ピ
ー
や
ノ
ー
ト
類
は
、
荊
妻
緊

急
入
院
直
後
の
混
乱
で
す
べ
て
廃
棄
し
て
し
ま
っ
た
が
、
勤
務
先
に
は
、

そ
の
シ
ラ
バ
ス
は
残
っ
て
い
よ
う
。
こ
の
準
体
助
詞
「
の
」
の
読
解
は
、

そ
の
折
の
学
習
項
目
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四�　

活
用
語
の
連
体
形
に
接
続
し
た
準
体
助
詞「
の
」が「
の

は
」
な
ど
と
な
っ
て
主
部
・
主
語
を
構
成
し
て
い
る
用
例

（
Ａ
型
）

　

右
の
章
タ
イ
ト
ル
に
示
し
た
と
お
り
の
該
当
用
例
に
、
実
は
長
く
悩
ま

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
小
論
の
な
か
で
最
も
悩
ん
だ
の
は
、
和
語
動
詞
と
二
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字
漢
語
サ
変
動
詞
と
で
、
そ
れ
を
承
け
る
準
体
助
詞
に
働
き
の
違
い
が
あ

る
か
に
見
え
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

⑴
こ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
即
ア
ー
ト
マ
ン
な
る
こ
と
を
知
る 

の
が
、
哲
学

お
よ
び
宗
教
の
奥お
う

儀ぎ

で
あ
っ
た
。（
二
・
一
・
一
・
126
ぺ
・
②
）

　

右
の
主
部
末
尾
の
「
知
る
の
が
」
の
「
の
」
は
名
詞
化
す
る
機
能
だ
け

で
、
実
質
名
詞
の
代
行
を
担
っ
て
い
る
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
敢
え
て
い

え
ば
「
奥
儀
」
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
現
代
人
の
読
解
の
よ
う
に
思
え

る
の
で
あ
る
。「
こ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
即
ア
ー
ト
マ
ン
な
る
こ
と
の
知
得
が
」

ぐ
ら
い
に
言
い
換
え
て
よ
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

〇
視
覚
に
て
外
物
の
変
化
を
知
る 

の
も
、
筋
覚
に
て
自
己
の
身
体
の

連
動
を
感
じ
る 

の
も
同
一
で
あ
る
、
外
界
と
い
え
ば
両
者
と
も
に
外

界
で
あ
る
。（
一
・
三
・
四
・
92
ぺ
・
⑩
⑪
）

　

複
数
主
部
の
文
構
造
で
あ
る
。
第
一
主
部
は
「
視
覚
に
よ
る
外
物
変
化

の
知
得
も
」、
第
二
主
部
は
「
筋
覚
に
よ
る
自
己
身
体
運
動
の
感
得
も
」

ぐ
ら
い
に
読
み
取
れ
る
。
後
者
は
、
一
字
漢
字
を
語
幹
と
す
る
ザ
行
上
一

段
活
用
動
詞
連
体
形
を
承
け
る
準
体
助
詞
「
の
」
で
あ
る
。
名
詞
化
す
る

た
め
だ
け
の
準
体
助
詞
「
の
」
で
あ
る
。

〇
過
去
と
感
じ
る 

の
も
現
在
の
感
情
で
あ
る
。（
一
・
一
・
二
・
32
ぺ
・
④
）

　

右
の
主
部
も
、「
過
去
と
し
て
の
感
得
も
」
と
読
み
取
れ
る
。
述
部
「
現

在
の
感
情
で
あ
る
」
に
つ
い
て
、
現
代
人
は
「
現
在
の
感
情
に
よ
る
感
得

で
あ
る
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
準
体
助

詞
「
の
」
に
上
接
す
る
動
詞
は
、
一
字
漢
字
を
語
幹
と
す
る
サ
行
変
格
活

用
動
詞
の
連
体
形
で
あ
る
。

⑵
普
通
に
は
欲
求
の
外
に
超
然
た
る
自
己
が
あ
っ
て
自
由
に
動
機
を
決

定
す
る
よ
う
に
い
う
の
で
あ
る
が
、
か
く
の
如
き
神
秘
力
の
な
い 

の

は
い
う
ま
で
も
な
く
、
も
し
か
か
る
超
然
的
自
己
の
決
定
が
存
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
偶
然
の
決
定
で
あ
っ
て
、
自
由
の
決
定
と
は
思
わ
れ
ぬ

の
で
あ
る
。（
一
・
三
・
五
・
95
ぺ
・
⑪
）

　

右
の
「
か
く
の
如
き
神
秘
力
の
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
」
は
挿
入

句
性
の
表
現
で
、
主
語
「
か
く
の
如
き
神
秘
力
の
な
い
の
は
」
は
「
か
く

の
如
き
神
秘
力
不
在
は
」に
言
い
換
え
ら
れ
る
。こ
の
準
体
助
詞「
の
」も
、

形
容
詞
連
体
形
「
な
い
」
を
名
詞
化
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
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⑶
た
だ
両
者
の
異
な
る 

の
は
、
一
は
自
己
の
理
想
に
従
う
て
客
観
的

事
実
を
変
更
し
、
一
は
客
観
的
事
実
に
従
う
て
自
己
の
理
想
を
変
更
す

る
に
あ
る
の
で
あ
る
。（
一
・
三
・
四
・
91
ぺ
・
⑤
）

　

右
の
傍
線
部
は
一
文
の
主
部
で
、「
両
者
の
異
同
は
」
に
言
い
換
え
ら

れ
る
。
そ
の
述
部
は
複
数
述
部
と
な
っ
て
い
て
、
ど
う
取
り
扱
っ
た
ら
よ

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
「
異
な
る
」
は
古
典
語
で
は
形
容
動
詞
だ
っ
た

が
、近
現
代
語
で
は
自
動
詞
化
し
て
い
て
、こ
こ
も
完
全
に
動
詞
で
あ
る
。

⑴
と
⑶
と
は
、
共
に
和
語
動
詞
を
承
け
る
準
体
助
詞
「
の
」
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
い
ず
れ
も
、
名
詞
化
す
る
た
め
の
準
体
助
詞
「
の
」
で
あ
る
。

⑵
も
含
め
て
、
和
語
用
言
を
承
け
る
準
体
助
詞
「
の
」
は
、
名
詞
化
す
る

働
き
の
用
法
で
あ
っ
た
と
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

〇
た
だ
意
識
の
発
展
に
つ
れ
て
、
一
方
よ
り
見
れ
ば
種
々
な
る
体
系
の

衝
突
の
た
め
、
一
方
よ
り
見
れ
ば
さ
ら
に
大
な
る
統
一
に
進
む
た
め
、

理
想
と
事
実
と
の
区
別
が
で
き
、
主
観
界
と
客
観
界
と
が
分
か
れ
て
く

る
、
そ
こ
で
主
よ
り
客
に
行
く 

の
が
意
で
、
客
よ
り
主
に
来
る 

の
が

知
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
も
出
て
く
る
。（
一
・
三
・
六
・
96
ぺ
・

⑦
⑧
）

　

西
田
に
は
、
小
文
と
で
も
い
っ
た
ら
い
い
よ
う
な
読
点
で
切
ら
れ
る
文

が
あ
り
、
そ
れ
が
複
数
あ
っ
て
大
文
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ

こ
も
、
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
右
の
主
部
は
、「
意
識
の
発
展
に
つ
れ
て
」

か
ら
「
客
よ
り
主
に
来
る
の
が
知
で
あ
る
」
ま
で
を
「
と
い
う
よ
う
な
」

で
受
け
た
、
そ
の
す
べ
て
を
受
け
た
「
考
え
も
」
ま
で
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
、「
主
よ
り
客
へ
行
く
の
が
」
も
「
客
よ
り
主
に
来
る

の
が
」も
、そ
れ
ぞ
れ
主
語
で
あ
る
。と
も
に「
主
よ
り
客
へ
の
到
着
」「
客

よ
り
主
へ
の
到
着
」
ぐ
ら
い
に
言
い
換
え
ら
れ
る
。

⑷
種
々
の
欲
求
の
争
い
の
後
一
つ
の
決
断
が
で
き
た 

の
は
、
種
々
の
思

慮
の
後
一
つ
の
判
断
が
で
き
た
よ
う
に
一
つ
の
内
面
的
統
一
が
成
立
し
た

の
で
あ
る
。（
一
・
三
・
七
・
99
ぺ
・
⑤
）

　

右
に
見
る
よ
う
に
準
体
助
詞
「
の
」
は
助
動
詞
の
連
体
形
に
も
接
続
す

る
。
そ
の
主
部
は
、「
種
々
の
欲
求
の
争
い
後
の
一
つ
の
決
断
到
達
は
」

ぐ
ら
い
に
言
い
換
え
ら
れ
る
。
そ
の
「
到
達
」
は
「
成
立
」
な
ど
で
も
よ

く
、
原
文
は
和
語
「
で
き
る
」
に
完
了
の
意
を
表
す
た
め
助
動
詞
「
た
」

の
力
を
借
り
て
い
る
。
現
代
人
は
、
述
部
「
一
つ
の
内
面
的
統
一
が
成
立

し
た
の
で
あ
る
」
の
断
定
「
で
あ
る
」
の
上
の
「
の
」
を
カ
ラ
と
感
じ
、

主
部
の
準
体
助
詞
「
の
」
を
「
理
由
」
な
ど
と
感
じ
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
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る
。
現
代
語
か
ら
の
誤
解
で
あ
る
。

〇
我
々
の
自
己
は
常
に
創
造
的
で
自
由
で
無
限
の
活
動
と
感
ぜ
ら
る
る

の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。（
二
・
九
・
五
・
220
ぺ
・
⑧
）

　

現
代
人
は
、
右
冒
頭
の
「
我
々
の
自
己
は
」
の
「
は
」
を
「
が
」
と
表

現
す
る
。
こ
こ
は
、「
我
々
の
自
己
は
常
に
創
造
的
で
自
由
で
無
限
の
活

動
と
感
ぜ
ら
る
る
」
で
言
い
切
ろ
う
と
し
た
発
想
を
急
遽
、
主
部
に
切
り

替
え
よ
う
と
し
た
と
も
見
え
よ
う
が
、
類
例
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

「
が
」
に
置
き
換
え
て
「
感
ぜ
ら
る
る
の
は
」
ま
で
読
ん
だ
と
き
、
そ
の

準
体
助
詞
「
の
」
が
ま
た
、「
理
由
」
な
ど
の
意
に
読
み
取
ら
れ
て
し
ま

う
よ
う
で
あ
る
。
当
代
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
「
の
」
は
、
名
詞
化
を
担
当

す
る
用
法
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

⑸
し
か
し
、
か
つ
て
い
っ
た
よ
う
に
、
意
識
外
に
独
立
の
物
体
を

仮
定
す
る 

の
は
意
識
現
象
の
不
変
的
結
合
よ
り
推
論
し
た
の
で
、
こ

れ
よ
り
も
意
識
内
容
の
直
接
の
結
合
と
い
う
統
一
作
用
が
根
本
的
事
実

で
あ
る
。（
二
・
六
・
三
・
184
ぺ
・
④
）

　

冒
頭
か
ら
「
推
論
し
た
の
で
」
ま
で
で
接
続
部
と
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
傍
線
部
は
主
語
と
い
っ
て
よ
く
、「
意
識
外
に
お
け
る
独
立
物
体
の

仮
定
は
」
と
読
み
取
れ
る
。
そ
の
「
仮
定
」
は
、「
仮
定
す
る
」
を
名
詞

化
し
た
結
果
の
「
仮
定
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
字
漢
語
を
語
幹
と
す
る

サ
行
変
格
活
用
動
詞
連
体
形
に
接
続
す
る
準
体
助
詞
「
の
」
は
、
述
部
・

述
語
の
表
現
に
支
配
さ
れ
て
い
て
、
何
ら
か
の
名
詞
の
代
行
も
し
て
い
る

か
に
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

⑹
こ
の
故
に
、
我
々
が
自
然
の
意
義
目
的
を
理り

か
い会

す
る 

の
は
自
己
の

理
想
お
よ
び
情
意
の
主
観
的
統
一
に
よ
る
の
で
あ
る
。（
二
・
八
・
六
・

208
ぺ
・
⑦
）

　

右
の
主
部
末
尾
の
「
…
…
理
会
す
る
の
は
」
に
つ
い
て
は
、
現
代
人
の

多
く
が
「
…
…
理
会
す
る
理
由
は
」
な
ど
と
読
み
取
っ
て
し
ま
う
の
で
は

な
い
か
と
危
惧
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
述
部
「
自
己
の
理
想
お
よ
び
情
意
の

主
観
的
統
一
に
よ
る
の
で
あ
る
」
が
そ
う
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
、
現
代
語

で
は
、「
〇
〇
す
る
の
は
、
△
△
だ
か
ら
で
あ
る
」
が
定
着
し
て
き
て
い

る
の
で
あ
る
。
現
に
⑷
と
そ
の
類
例
と
で
見
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

の
主
部
は
、「
我
々
の
自
然
に
つ
い
て
の
意
義
目
的
の
理
会
は
」
で
十
分

で
あ
ろ
う
。
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〇
し
か
る
に
、
我
々
は
無
生
物
と
生
物
と
を
分
か
ち
、
精
神
の
あ
る
も

の
と
な
い
物
と
を
区
別
す
る 

の
は
何
に
よ
る
の
か
。（
二
・
九
・
四
・
217

ぺ
・
③
）

　

冒
頭
の
「
我
々
は
」
は
、
現
代
語
で
は
「
我
々
が
」
で
あ
る
。
こ
の
準

体
助
詞
「
の
」
直
上
の
動
詞
は
、「
…
…
分
か
ち
、
…
…
区
別
す
る
の
は
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
今
回
は
そ
の
指
摘
に
と
ど
め
て
お
く
。
い
ま
注

目
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
準
体
助
詞
「
の
」
が
ど
う
読
み
取
ら

れ
る
か
で
あ
る
。
述
部
「
何
に
よ
る
の
か
」
か
ら
は
、「
基
準
」
な
ど
と

読
ま
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
だ
が
、
こ
の
主
部
は
、
や
は
り
「
無
生
物

と
生
物
と
の
分
別
や
精
神
の
有
無
の
区
別
は
」ぐ
ら
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

〇
自
ら
己お

の
れを

発
展
完
成
す
る 

の
が
そ
の
自
然
の
状
態
で
あ
る
、
し
か
も

そ
の
発
展
の
行
路
に
お
い
て
種
々
な
る
体
系
の
矛
盾
衝
突
が
起
こ
っ
て

く
る
、反
省
的
思
惟
は
こ
の
場
合
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。（
一
・
二
・
六
・

66
ぺ
・
⑦
）

　

右
の
主
部
は
、「
自
ら
の
自
己
発
展
完
成
は
」
で
十
分
で
あ
る
。
そ
の

準
体
助
詞「
の
」を「
状
態
」と
特
定
し
た
い
向
き
も
あ
ろ
う
が
、で
あ
る
。

〇
実
在
の
統
一
作
用
な
る
我
々
の
精
神
が
自
分
を
意
識
す
る 

の
は
、

そ
の
統
一
が
活
動
し
お
る
時
で
な
く
、
こ
の
衝
突
の
際
に
お
い
て
で

あ
る
。（
二
・
九
・
三
・
216
ぺ
・
⑫
）

　

右
の
主
部
は
、「
実
在
の
統
一
作
用
と
し
て
の
我
々
の
精
神
の
自
己
意

識
は
」
で
よ
い
。
そ
の
準
体
助
詞
「
の
」
に
「
時
」「
際
」
な
ど
を
担
わ

せ
て
読
み
た
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
ろ
う
が
、
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
述
部

は
、
修
飾
部
「
そ
の
統
一
が
活
動
し
お
る
時
で
は
な
く
」「
こ
の
衝
突
の

際
に
お
い
て
」
の
次
に
、「
自
分
を
意
識
す
る
の
」
を
補
っ
た
「
自
分
を

意
識
す
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
読
ん
で
い
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

以
上
の
、「
と
い
う
」
を
介
さ
な
い
で
活
用
語
を
直
ち
に
承
け
る
準
体

助
詞
「
の
」
は
、
も
っ
ぱ
ら
名
詞
化
す
る
働
き
の
用
法
で
あ
っ
た
、
と
見

え
て
き
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
二
字
漢
語
を
語
幹
と
す
る
サ
行
変
格
活
用

動
詞
を
承
け
る
準
体
助
詞
「
の
」
に
つ
い
て
は
、
後
続
す
る
述
部
に
含
ま

れ
る
特
定
の
概
念
と
結
び
つ
く
用
例
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
述
部
に
支

配
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
し
て
、
和
語
動
詞
や

形
容
詞
「
な
い
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
下
接
す
る
準
体
助
詞
「
の
」
は
、

名
詞
化
す
る
機
能
を
見
せ
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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五�　

語
・
語
句
・
文
を
引
用
し
た
「
と
い
う
」（
引
用
の
格

助
詞
＋
引
用
内
容
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
示
す
動

詞
「
い
う
」）
を
承
け
た
準
体
助
詞
「
の
」
が
「
の
は
」
な

ど
と
な
っ
て
主
部
・
主
語
を
構
成
し
て
い
る
用
例
（
Ｂ
型
）

　

章
タ
イ
ト
ル
に
い
う
「
語
・
語
句
・
文
」
の
う
ち
、
語
句
を
引
用
し
た

用
例
か
ら
認
識
し
て
い
く
と
、
そ
の
準
体
助
詞
「
の
」
の
担
う
概
念
が
最

も
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
筆
者
自
身
、
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
そ

う
感
じ
る
人
々
が
多
か
っ
た
こ
と
を
漠
然
と
だ
が
、
記
憶
し
て
い
る
。
既

に
久
し
い
以
前
か
ら
実
践
し
て
い
る
読
解
法
を
、
今
回
、
西
田
の
『
善
の

研
究
』
読
解
に
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑴
普
通
に
は
我
々
の
意
識
現
象
と
い
う 

の
は
、
物
体
界
の
中
、
特
に

動
物
の
神
経
系
統
に
伴
う
一
種
の
現
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
二
・
二
・
二
・
141
ぺ
・
①
）

　

引
用
語
句
の
「
我
々
の
意
識
現
象
」
の
う
ち
の
、
連
体
修
飾
語
「
我
々

の
」
が
ま
ず
削
ら
れ
る
。
残
っ
た
複
合
名
詞
「
意
識
現
象
」
の
前
項
「
意

識
」
が
次
に
削
ら
れ
る
。
複
合
名
詞
の
前
項
は
、
大
方
が
連
体
修
飾
関
係

に
あ
る
。「
普
通
に
…
…
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
に
包
ま
れ
る
、
そ
の
一

文
は
、
名
詞
文
と
い
わ
れ
る
主
・
述
文
で
あ
る
。
そ
の
述
部
の
究
極
の
名

詞
は
、
長
い
連
体
修
飾
語
を
冠
し
た
「
現
象
」
で
あ
る
。
主
部
か
ら
読
み

取
っ
て
い
た
「
現
象
」
と
一
致
し
て
、
こ
れ
が
正
解
で
あ
る
。
こ
の
準
体

助
詞
「
の
」
は
、
そ
の
「
現
象
」
と
い
う
概
念
を
担
っ
て
い
る
と
見
え
て

き
た
の
で
あ
る
。
次
の
二
用
例
も
、
主
部
か
ら
直
ち
に
読
み
取
れ
る
用
例

で
あ
る
。

〇
物
体
現
象
と
い
う 

の
は
そ
の
中
で
各
人
に
共
通
で
不
変
的
関
係
を

有
す
る
も
の
を
抽
象
し
た
の
に
す
ぎ
な
い
。（
二
・
二
・
二
・
142
ぺ
・
②
）

〇
精
神
現
象
と
い
う 

の
は
統
一
的
方
面
す
な
わ
ち
主
観
の
方
か
ら
見

た
の
で
、
物
体
現
象
と
は
統
一
せ
ら
る
る
も
の
す
な
わ
ち
客
観
の
方
か

ら
見
た
の
で
あ
る
。（
二
・
七
・
二
・
193
ぺ
・
③
）

　

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
前
二
例
と
も
、
そ
の
準
体
助
詞
「
の
」
は
、「
現

象
」
と
し
て
読
ん
で
い
く
。
取
り
立
て
た
事
柄
を
包
含
す
る
大
概
念
で
、

そ
の
事
柄
を
確
認
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

〇
意
識
の
体
系
と
い
う 

の
は
有
機
物
の
よ
う
に
、
統
一
的
或
者
が
秩

序
的
に
分
化
発
展
し
、
そ
の
全
体
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。（
一
・
一
・
五
・
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39
ぺ
・
②
）

　

右
の
主
部
は
「
意
識
の
体
系
と
い
う
体
系
は
」
と
読
み
取
れ
よ
う
。

〇
す
な
わ
ち
、
真
に
純
粋
経
験
の
事
実
と
い
う 

の
は
い
か
な
る
も
の

で
あ
る
か
。（
二
・
三
・
一
・
153
ぺ
・
②
）

　

右
の
主
部
は
、「
真
に
純
粋
経
験
の
事
実
と
い
う
事
実
は
」
と
読
み
取

れ
る
。
併
せ
て
、
そ
の
準
体
助
詞
「
の
」
を
モ
ノ
と
読
み
取
っ
て
い
る
で

あ
ろ
う
。
述
部
「
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
」
の
「
も
の
」
が
そ
う
感
じ

取
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

〇
純
粋
経
験
の
上
よ
り
見
れ
ば
、
意
識
現
象
の
不
変
的
結
合
と
い
う 

の
が
根
本
的
事
実
で
あ
っ
て
、
物
の
存
在
と
は
説
明
の
た
め
に
設
け
ら

れ
た
仮
定
に
す
ぎ
ぬ
。（
二
・
二
・
三
・
143
ぺ
・
⑤
）

　

右
の
「
意
識
現
象
の
不
変
的
結
合
と
い
う
の
が
」
は
、
接
続
部
の
な
か

に
見
る
主
語
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
の
準
体
助
詞
「
の
」
は
、
結

合
と
い
う
概
念
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

⑵
因
果
律
と
い
う 

の
は
、
我
々
の
意
識
現
象
の
変
化
を
本も
と

と
し
て
、

こ
れ
よ
り
起
こ
っ
た
思
惟
の
習
慣
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
因
果
律
に
よ

り
て
宇
宙
全
体
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、
す
ぐ
に
自じ

か家
撞ど
う
ち
ゃ
く

着
に
限
る

の
を
も
っ
て
み
て
も
分
か
る
。（
二
・
二
・
六
・
148
ぺ
・
⑧
）

　

右
の
主
部
か
に
見
え
る
主
語
「
因
果
律
と
い
う
の
は
」
の
「
の
」
は
、

「
律
」
と
い
う
概
念
を
担
っ
て
い
る
。
そ
の
述
部
、
い
や
述
語
「
こ
れ
よ

り
起
こ
っ
た
思
惟
の
習
慣
で
あ
る
」
ま
で
を
「
こ
と
は
」
が
受
け
て
い
る

が
、
こ
こ
ま
で
が
こ
の
文
の
主
部
で
あ
る
。
そ
の
「
律
」
は
規
則
の
意
で
、

こ
こ
で
は
、「
思
惟
の
習
慣
」
に
相
当
す
る
。

〇
い
わ
ゆ
る
思
惟
の
必
然
性
と
い
う 

の
は
こ
れ
よ
り
出
で
く
る
の
で

あ
る
。（
一
・
二
・
一
・
57
ぺ
・
⑮
）

　

右
の
主
部
「
い
わ
ゆ
る
思
惟
の
必
然
性
と
い
う
の
は
」
の
「
の
」
は
、

「
性
質
」
と
い
う
概
念
を
担
っ
て
い
る
。
こ
の
文
構
造
で
、
そ
こ
に
接
尾

語
「
性
」
が
付
い
て
い
た
ら
、
そ
の
「
の
」
は
「
性
質
」
を
担
っ
て
い
る

と
見
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。

⑶
し
か
る
に
、
こ
の
統
一
作
用
す
な
わ
ち
統と

う
か
く覚

と
い
う 

の
は
、
類
似
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せ
る
観
念
感
情
が
中
枢
と
な
っ
て
意
識
を
統
一
す
る
と
い
う
ま
で
で

あ
っ
て
、
こ
の
意
識
統
一
の
範
囲
な
る
も
の
が
、
純
粋
経
験
の
立
場
よ

り
見
て
、彼ひ

が我
の
間
に
絶
対
的
分
別
を
な
す
こ
と
は
で
き
ぬ
。（
二
・
二
・

五
・
146
ぺ
・
①
）

　

右
の
主
部
は
、
そ
の
主
部
の
な
か
で
、「
統
一
作
用
」
を
「
統
覚
」
に

言
い
換
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
準
体
助
詞
「
の
」
に
つ
い
て
は
、
そ

の
「
作
用
」
と
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

〇
今
日
の
進
化
論
に
お
い
て
無
機
物
、
植
物
、
動
物
、
人
間
と
い
う
よ

う
に
進
化
す
る
と
い
う 

の
は
、
実
在
が
漸ぜ

ん
ぜ
ん々

そ
の
隠
れ
た
る
本
質
を

現
実
と
し
て
現
わ
し
来
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。（
二
・
九
・

四
・
219
ぺ
・
①
）

　

右
に
見
る
「
無
機
物
、
植
物
、
動
物
、
人
間
と
い
う
よ
う
に
進
化
す
る

と
い
う
の
は
」の
準
体
助
詞「
の
」が
担
う
概
念
に
つ
い
て
、直
ち
に「
論
」

が
見
え
て
き
た
。
冒
頭
の
「
今
日
の
進
化
論
に
お
い
て
」
の
「
進
化
論
」

の
「
論
」
が
そ
う
思
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
外
枠
「
今
日
の
進
化

論
に
お
い
て
…
…
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
を
外
し
て
、
述
部
「
実
在
が

漸
々
そ
の
隠
れ
た
る
本
質
を
現
実
と
し
て
現
わ
し
来
る
の
で
あ
る
」
と
い

う
抽
象
的
論
述
が
何
を
い
っ
て
い
る
の
か
、
主
部
末
尾
に
い
う
「
進
化
す

る
」
の
抽
象
論
か
と
思
え
た
り
し
て
「
進
化
」
と
思
え
た
り
し
て
き
て
し

ま
う
よ
う
で
あ
る
。こ
こ
は
、ど
う
読
み
取
っ
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

外
枠
か
ら
だ
が
、
前
者
が
穏
や
か
か
。

⑷
普
通
に
は
、
我
々
が
自
己
の
理
想
ま
た
は
情
意
を
も
っ
て
自
然
の
意

義
を
推
断
す
る
と
い
う 

の
は
単
に
類
推
で
あ
っ
て
、
確
固
た
る
真
理

で
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。（
二
・
八
・
六
・
209
ぺ
・
⑧
）

　

右
の
「
と
い
う
の
は
」
の
「
と
」
は
、
文
「
我
々
が
自
己
の
理
想
ま
た

は
情
意
を
も
っ
て
自
然
の
意
義
を
推
断
す
る
」
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
こ

で
、
そ
の
準
体
助
詞
「
の
」
が
担
う
概
念
は
、
引
用
文
の
述
語
動
詞
「
推

断
す
る
」
の
語
幹
が
そ
れ
と
読
み
取
れ
て
く
る
。
著
者
・
西
田
は
、
そ
の

「
推
断
」
を
「
単
に
類
推
で
あ
っ
て
」
と
い
っ
て
い
る
。

〇
し
か
し
、
意
識
は
必
ず
誰
か
の
意
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う 

の
は
、
単
に
意
識
に
は
必
ず
統
一
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
意
に

す
ぎ
な
い
。（
二
・
二
・
五
・
145
ぺ
・
⑨
）

　

右
の
主
部
と
思
わ
れ
る
「
意
識
は
必
ず
誰
か
の
意
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
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ぬ
と
い
う
の
は
」
だ
け
か
ら
は
、
そ
の
準
体
助
詞
「
の
」
が
担
う
概
念
を

捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
後
続
す
る
表
現
の
末
尾
に
「
と
い
う
の
意
に

す
ぎ
な
い
」
と
あ
っ
て
、
そ
こ
に
も
引
用
内
容
を
説
明
す
る
姿
勢
を
示
す

「
と
い
う
」
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
「
い
う
」
は
終
止
形
で
あ
ろ
う
か
。
そ

こ
で
、
そ
の
「
意
」
が
「
文
意
」
と
読
み
取
れ
て
、
求
め
て
い
た
準
体
助

詞
「
の
」
の
担
う
概
念
を
そ
の
「
文
意
」
と
読
み
取
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。

⑸
経
験
す
る
と
い
う 

の
は
事
実
そ
の
ま
ま
に
知
る
の
意
で
あ
る
。（
一
・

一
・
一
・
30
ぺ
・
①
）

　

右
の
表
現
の
末
尾
に
見
ら
れ
る
「
の
意
で
あ
る
」
の
「
の
」
は
、「
と

い
う
」
の
意
で
あ
る
。
右
の
文
の
主
部
「
経
験
す
る
と
い
う
の
は
」
の
準

体
助
詞
「
の
」
が
担
う
概
念
は
、「
意
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
「
事

実
そ
の
ま
ま
に
知
る
の
意
で
あ
る
」は
、そ
の
一
文
の
述
部
と
見
て
よ
く
、

こ
の
場
合
は
、述
部
か
ら
読
解
の
手
掛
か
り
を
得
た
こ
と
に
な
る
。た
だ
、

こ
の
場
合
、
執
筆
し
て
い
た
著
者
は
、
そ
の
主
部
「
経
験
す
る
と
い
う
の

は
」
の
「
の
」
を
書
い
て
い
る
段
階
で
、「
意
」
と
い
う
概
念
を
そ
こ
に

託
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

〇
思
惟
と
い
う 

の
は
心
理
学
か
ら
見
れ
ば
、
表
象
間
の
関
係
を
定
め

こ
れ
を
統
一
す
る
作
用
で
あ
る
。（
一
・
二
・
一
・
57
ぺ
・
①
）

　

右
の
主
部
「
思
惟
と
い
う
の
は
」
の
準
体
助
詞
「
の
」
が
担
う
概
念
は
、

述
部
「
表
象
間
の
関
係
を
定
め
こ
れ
を
統
一
す
る
作
用
で
あ
る
」
の
「
作

用
」
が
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
著
者
・
西
田
が
執
筆
し
た
段
階

を
考
え
た
と
き
、
そ
の
「
作
用
」
に
先
行
し
て
準
体
助
詞
「
の
」
を
書
き

終
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
た
と
き
、
そ
の
「
思
惟
と
い
う
の
は
」

と
書
い
た
瞬
間
に
お
い
て
、
著
者
・
西
田
が
そ
の
準
体
助
詞
「
の
」
に
「
作

用
」
と
い
う
概
念
を
担
わ
せ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
直
後
に
は
、
も
う

「
作
用
」
と
い
う
概
念
を
担
わ
せ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
同
時
で
は

な
か
っ
た
ろ
う
。
同
時
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
著
者
の
執
筆
動

作
が
鈍
く
、
た
ま
た
ま
同
時
並
行
し
た
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
う
考
え
た
と
き
、
そ
の
準
体
助
詞
「
の
」
は
、「
行
為
」「
営
み
」

な
ど
で
も
よ
く
、
あ
る
い
は
無
概
念
の
名
詞
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
か
っ

た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

⑹
例
え
ば
、
種
々
の
観
察
よ
り
推
し
て
地
球
が
動
い
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
い
う 

の
も
、
つ
ま
り
一
種
の
直
覚
に
も
と
づ
け
る
論
理
法
に

よ
り
て
判
断
す
る
の
で
あ
る
。（
一
・
二
・
一
・
58
ぺ
・
⑨
）
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右
の
用
例
文
の
主
部
末
尾
に
見
る
準
体
助
詞
「
の
」
も
、
文
頭
か
ら
読

む
と
、
文
頭
の
副
詞
「
例
え
ば
」
が
ヒ
ン
ト
と
な
っ
て
、「
例
」
と
か
「
文

例
」
と
か
が
相
当
す
る
よ
う
に
読
み
取
れ
て
く
る
。
し
か
し
、
文
末
ま
で

読
む
と
、
述
部
末
尾
で
も
あ
る
、
そ
の
文
末
に
「
判
断
す
る
の
で
あ
る
」

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
判
断
」
が
そ
の
準
体
助
詞
「
の
」
が
担
う
概
念

と
い
う
よ
う
に
も
見
え
て
き
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
、
結

果
と
し
て
そ
れ
と
結
び
つ
く
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
や
は
り
、「
文
例
」
と

し
て
読
み
取
っ
て
い
く
ほ
う
が
適
切
な
よ
う
に
思
え
て
く
る
。

〇
思
想
と
い
う 

の
も
我
々
が
客
観
的
事
実
に
対
す
る
一
種
の
要
求
で

あ
る
、
い
わ
ゆ
る
真
理
と
は
事
実
に
合
う
た
実
現
し
得
べ
き
思
想
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。（
一
・
三
・
六
・
97
ぺ
・
①
）

　

右
の
主
部
「
思
想
と
い
う
の
も
」
の
準
体
助
詞
「
の
」
は
、
そ
こ
ま
で

の
と
こ
ろ
で
幾
ら
考
え
て
も
、
そ
の
担
う
概
念
は
見
え
て
こ
な
い
。
暫
く

し
て
、
前
文
「
意
志
に
お
け
る
欲
求
も
知
識
に
お
け
る
思
想
も
と
も
に
思

想
が
事
実
と
離
れ
た
不
統
一
の
状
態
で
あ
る
。」
の
存
在
に
気
づ
い
た
の

で
あ
る
。
前
文
に
見
る
「
も
」
は
並
立
関
係
を
い
う
も
の
だ
が
、
こ
の
「
思

想
と
い
う
の
も
」
の
「
も
」
は
、
前
文
の
趣
旨
を
受
け
て
同
趣
の
姿
勢
を

示
し
て
い
る
。
そ
の
前
文
を
受
け
て
、「
思
想
と
い
う
場
合
も
」
と
か
「
思

想
と
い
う
例
も
」
と
か
と
感
じ
て
し
ま
っ
て
も
い
る
。「
と
い
う
の
も
」

と
い
う
よ
う
に
係
助
詞
「
も
」
で
主
部
・
主
語
が
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
す
べ
て
そ
う
感
じ
る
だ
ろ
う
と
感
じ
る
。
そ
こ
で
、
文
末
、
そ
の

文
末
は
読
点
で
切
ら
れ
て
い
て
小
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
文
末

の
語
句
「
要
求
で
あ
る
」
か
ら
、「
思
想
と
い
う
要
求
も
」
と
も
感
じ
ら

れ
て
き
た
。も
ち
ろ
ん
、こ
れ
ま
で
の
考
察
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、そ
れ
は
、

結
果
と
し
て
そ
れ
に
相
当
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

⑺
意
味
と
か
判
断
と
か
い
う 

の
は
現
在
意
識
と
他
と
の
関
係
を
示
す
も

の
で
、
す
な
わ
ち
意
識
系
統
の
中
に
お
け
る
現
在
意
識
の
位
置
を
現
わ

す
に
す
ぎ
な
い
。（
一
・
一
・
六
・
43
ぺ
・
⑦
）

　

右
の
主
部
「
意
味
と、

、か
判
断
と、

、か
い
う
の
は
」
は
、
取
り
立
て
よ
う
と

す
る
対
象
が
「
意
味
」
と
か
「
判
断
」
と
か
い
わ
れ
て
い
る
、
や
や
漠
然

と
し
た
対
象
だ
と
い
う
こ
と
を
自
ら
い
っ
て
い
る
表
現
で
あ
る
。こ
の『
善

の
研
究
』
に
は
、
こ
の
よ
う
な
類
例
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
主
部

の
段
階
で
は
、
そ
の
準
体
助
詞
「
の
」
の
担
う
概
念
も
、
そ
の
よ
う
な
特

定
で
き
な
い
段
階
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ま
ま
述
べ
る

と
、
や
や
曖
昧
な
概
念
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
は
「
現
在
意
識
と
他
と
の

関
係
を
示
す
概
念
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
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〇
真
理
を
知
る
と
か
こ
れ
に
従
う
と
か
い
う 

の
は
、
自
己
の
経
験
を
統

一
す
る
謂い
い

で
あ
る
。（
一
・
三
・
四
・
91
ぺ
・
⑫
）

　

右
の
主
部
「
真
理
を
知
る
と、

、か
こ
れ
に
従
う
と、

、か
い
う
の
は
」
か
ら
、

そ
の
準
体
助
詞
「
の
」
が
担
う
概
念
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
。
概
念

に
幅
が
あ
っ
て
漠
然
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
述
部
を
見
た
と
き
、
そ
の

末
尾
に
「
謂
で
あ
る
」
と
あ
る
。
そ
の
「
謂
」
を
当
て
る
と
、
そ
れ
で
読

め
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

　

以
上
の
各
用
例
か
ら
、「
と
い
う
」
を
介
し
て
少
し
長
め
な
連
体
修
飾

語
を
受
け
る
準
体
助
詞
「
の
」
が
担
う
概
念
の
追
跡
を
試
み
て
き
た
。
引

用
の
格
助
詞
「
と
」
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
る
表
現
が
、
語
で
あ
る
か
語
句

で
あ
る
か
、
ま
た
文
で
あ
る
か
の
視
点
の
目
安
は
あ
ら
か
じ
め
設
け
て
い

た
が
、
や
は
り
、
そ
こ
に
も
準
体
助
詞
「
の
」
に
担
わ
せ
る
概
念
を
読
み

取
る
手
順
に
違
い
の
あ
る
こ
と
が
見
え
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま

た
、
用
例
⑹
の
類
例
と
し
て
引
い
た
（
一
・
三
・
六
・
97
ぺ
・
①
）
に
見
た

用
例
に
お
い
て
確
認
で
き
た
よ
う
に
、
前
文
と
の
関
係
が
存
在
す
る
こ
と

に
も
気
づ
か
さ
れ
る
。

六　

活
用
語
の
連
体
形
に
接
続
す
る
準
体
助
詞
「
の
」
の
発

生
を
推
測
さ
せ
る
用
例

　

も
は
や
、
明
治
四
十
四
年
刊
行
の
『
善
の
研
究
』
か
ら
は
、
活
用
語
の

連
体
形
に
接
続
す
る
準
体
助
詞
「
の
」
の
発
生
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
れ
は
、
し
か
る
べ
き
時
代
の
資
料
に
拠
っ
て
の
調
査
報
告
に
期
待

し
た
い
し
、
発
表
さ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
幸
い
に
も
、

こ
の
『
善
の
研
究
』
の
な
か
に
は
、
そ
の
活
用
語
の
連
体
形
に
接
続
す
る

準
体
助
詞
「
の
」
の
発
生
を
推
測
さ
せ
て
く
れ
る
用
例
に
は
、
幾
つ
か
出

会
え
た
の
で
あ
る
。
彷
彿
と
さ
せ
て
く
れ
る
程
度
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に

準
体
助
詞
「
の
」
が
登
場
し
て
く
る
過
程
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

〇
も
し
こ
れ
が
一
状
態
に
固
定
し
て
さ
ら
に
他
の
対
立
に
移
る〔
ノ
ガ
・

コ
ト
ガ
〕
能
わ
ざ
る
時
は
死
物
で
あ
る
。（
二
・
五
・
四
・
176
ぺ
・
⑪
）

　

右
の
「
移
る
〔
ノ
ガ
・
コ
ト
ガ
〕
能
わ
ざ
る
」
の
〔
ノ
ガ
・
コ
ト
ガ
〕
は
、

読
解
の
た
め
に
補
っ
た
も
の
で
、
そ
の
原
文
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
移

る
能
わ
ざ
る
」で
あ
る
。そ
の「
移
る
」は
、終
止
形
で
は
な
く
連
体
形
で
、

準
体
法
の
表
現
で
あ
る
。
も
し
、
そ
の
述
語
「
能
わ
ざ
る
」
が
現
代
語
「
で
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き
な
い
」
に
言
い
換
え
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
主
語
の
「
移
る
」
も
表
現
の

均
衡
を
と
る
う
え
か
ら
、「
移
る
の
が
」
と
か
「
移
る
こ
と
が
」
ぐ
ら
い

に
言
い
換
え
た
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
準
体
助
詞
「
の
」
が
、
そ

の
よ
う
に
採
用
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、と
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
活
用
語
の
連
体
形
に
接
続
す
る
準
体
助
詞
「
の
」
は
、
口

頭
語
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
名
詞
の
必
要
性
を
感
じ
な
が
ら
適
切
な
名
詞

が
存
在
し
な
い
場
面
で
の
代
行
語
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
し
、
活
用
語

の
連
体
形
を
受
け
た
被
修
飾
語
と
し
て
の
名
詞
を
失
念
し
た
り
難
解
だ
っ

た
り
し
た
と
こ
ろ
か
ら
の
代
行
語
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
既
に
引
い

た
「
聞
く
は
一
時
の
恥
聞
か
ぬ
は
一
生
の
恥
」
や
「
負
け
る
が
勝
ち
」
と

い
っ
た
よ
う
な
準
体
法
が
残
っ
て
い
る
一
方
に
、「
長
生
き
す
る
の
も
芸

の
う
ち
」
な
ど
と
い
う
表
現
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
を
感
じ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
そ
の
「
移
る
能
わ
ざ
る
」
だ
が
、
こ
の
口
調
は
、
漢
文
訓
読

の
訓
読
調
で
あ
る
。
そ
の
訓
読
調
文
章
に
は
、
そ
の
準
体
法
表
現
が
多
く

残
っ
て
い
た
。
そ
の
訓
読
調
文
章
は
、
い
わ
ゆ
る
論
説
・
評
論
な
ど
、
論

理
的
文
章
と
し
て
採
用
さ
れ
て
現
代
に
至
っ
て
い
る
こ
と
は
、
改
め
て
言

う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ま
筆
者
が
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
と

こ
ろ
は
、
文
章
表
現
の
う
え
に
活
用
語
の
連
体
形
に
付
く
準
体
助
詞
「
の
」

が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
そ
の
準
体
法
表
現
を
ど
う
現

代
語
化
さ
せ
て
い
く
か
の
過
程
に
お
い
て
登
場
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
述

べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

○
水
を
動
か
す
の
は
水
の
性
に
従
う
の
で
あ
る
。（
二・九・六
・
222
ぺ・
②
）

　

右
の
一
文
か
ら
は
、
訓
読
調
の
文
語
体
と
し
て
の
「
水
を
動
か
す
は
水

の
性
に
従
ふ
な
り
。」
と
い
う
表
現
が
直
ち
に
見
え
て
く
る
。
そ
の
文
末

の
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
を
、
ま
ず
、「
の
で
あ
る
」
に
言
い
換
え
た
後
、

準
体
法
表
現
を
残
し
て
「
水
を
動
か
す
は
」
の
ま
ま
に
す
る
か
、
そ
こ
に

準
体
助
詞
「
の
」
を
採
用
す
る
か
、
迷
っ
た
末
の
準
体
助
詞
「
の
」
の
採

用
だ
っ
た
よ
う
に
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
文
章
表
現
の
現
代
語
化
は
、

殊
に
論
理
的
文
章
に
あ
っ
て
は
、
概
し
て
こ
の
よ
う
な
推
移
の
過
程
が

あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

○
し
か
し
、
我
々
は
決
し
て
単
に
決
意
ま
た
は
解
決
と
い
う
如
き
内
面

的
統
一
の
状
態
に
の
み
止
ま
る
の
で
は
な
い
、
決
意
は
こ
れ
に
実
行
の

伴
う
は
言
を
ま
た
ず
、
思
想
で
も
必
ず
な
ん
ら
か
の
実
践
的
意
味
を

も
っ
て
い
る
、
思
想
は
必
ず
実
行
に
現
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
す
な
わ
ち

純
粋
経
験
の
統
一
に
達
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。（
一
・
二
・
六
・
67
ぺ
・
⑤
）

　

長
い
一
文
で
あ
る
。そ
の
第
二
小
文
に
見
る「
伴
う
は
」は
、「
伴
う〔
ノ
・
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コ
ト
〕
は
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
「
伴
う
」
は
連
体
形
で
あ
る
。
準
体

法
の
連
体
形
で
あ
る
。
連
体
形
だ
か
ら
準
体
法
に
な
る
の
だ
が
、
現
代
人

に
は
準
体
法
だ
か
ら
連
体
形
だ
と
説
明
し
た
ほ
う
が
理
解
し
や
す
い
よ
う

で
あ
る
。

○
花
を
研
究
し
て
そ
の
本
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
は
、
自
己
の
主

観
的
臆お
く
だ
ん断

を
す
て
て
、
花
そ
の
物
の
本
性
に
一
致
す
る
の
意
で
あ
る
。

（
二
・
九
・
六
・
221
ぺ
・
⑦
）

　

既
に
、「
と
い
う
の
は
」
を
十
分
に
見
て
き
て
い
る
が
、
こ
の
『
善
の

研
究
』
に
は
、「
と
い
う
（
は
・
も
）」
も
幾
用
例
か
見
ら
れ
る
。
や
は
り
、

こ
の
用
例
も
、
文
末
の
「
の
意
で
あ
る
」
な
ど
か
ら
感
じ
ら
れ
る
文
語
調

が
そ
の
バ
ラ
ン
ス
と
し
て
残
る
こ
と
に
な
っ
た
文
語
調
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
『
善
の
研
究
』
の
表
現
の
大
勢
と
し
て
は
、
活
用
語
の

連
体
形
に
接
続
す
る
準
体
助
詞
「
の
」
を
そ
こ
に
採
用
す
る
時
代
と
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
律
儀
な
性
格
の
西
田
は
、
そ
の
準
体
助
詞
「
の
」
を

主
部
・
主
語
と
し
て
意
識
し
た
と
き
、
そ
の
「
…
の
は
」「
…
の
も
」「
…

の
が
」が
直
ち
に
浮
か
ん
で
き
た
か
の
よ
う
に
頻
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

七　
『
善
の
研
究
』
研
究
者
へ
の
お
願
い
と
呼
び
か
け

　

自
身
の
読
解
力
に
自
信
の
な
い
筆
者
は
、
小
論
の
発
表
に
躊
躇
を
覚
え

て
も
い
る
。
殊
に
小
論
は
、
取
り
立
て
た
用
例
ご
と
に
、
そ
の
準
体
助
詞

「
の
」
が
ど
の
よ
う
な
用
法
の
も
の
か
、
ど
の
よ
う
な
概
念
を
担
っ
て
い

る
か
、
解
答
を
示
し
て
い
る
。
誤
解
し
て
い
な
い
か
、
実
に
不
安
で
あ
る
。

長
く
国
語
科
教
員
と
し
て
文
章
読
解
を
生
業
と
し
て
き
て
い
る
だ
け
に
、

そ
の
正
答
率
に
よ
っ
て
は
、
か
つ
て
の
勤
務
先
の
、
と
り
わ
け
て
卒
業
生

か
ら
は
糾
弾
さ
れ
る
こ
と
と
も
な
ろ
う
。

　

た
だ
、
許
さ
れ
た
の
に
甘
え
て
斯
の
世
界
だ
け
で
生
き
て
き
て
し
ま
っ

て
い
る
。
長
き
に
わ
た
っ
て
そ
の
文
章
読
解
を
も
っ
て
生
か
し
て
く
れ
た
関

係
世
界
へ
の
お
礼
も
申
し
上
げ
た
い
。
小
論
の
、
こ
の
読
解
法
で
、
僅
か

な
り
と
読
解
力
を
高
め
て
く
だ
さ
る
読
者
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ら
、
至
上

の
喜
び
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』
等
ご
研
究
の

先
生
方
に
、
是
非
と
も
そ
の
解
答
に
採
点
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
機

会
に
、で
き
る
こ
と
な
ら
、以
下
の
お
願
い
も
お
聞
き
届
け
い
た
だ
き
た
い
。

　
『
善
の
研
究
』
に
は
、
大
量
の
準
体
助
詞
「
の
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

準
体
法
表
現
の
箇
所
に
も
、
そ
こ
に
想
定
さ
れ
る
名
詞
に
つ
い
て
も
確
認

し
た
い
。
こ
の
著
作
に
は
、
そ
の
準
体
助
詞
「
の
」
と
関
係
す
る
と
こ
ろ
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の
あ
る
形
式
名
詞
コ
ト
・
モ
ノ
の
確
認
も
必
要
で
あ
る
。
準
体
助
詞
「
の
」

に
は
直
結
し
な
い
形
式
名
詞
「
こ
と
」「
も
の
」
は
、
い
っ
そ
う
大
量
に
存

在
す
る
。
そ
れ
ら
形
式
名
詞
「
こ
と
」「
も
の
」
は
、
各
文
章
の
な
か
で
、

そ
れ
ぞ
れ
、実
質
名
詞
と
し
て
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
。

　

こ
の
お
願
い
は
、
お
願
い
で
あ
る
と
同
時
に
、
呼
び
か
け
で
も
あ
る
。

六
十
何
年
か
前
、
久
我
利
男
先
生
と
こ
う
い
う
読
解
が
で
き
て
い
た
ら
少

し
は
世
の
お
役
に
立
て
た
か
と
後
悔
し
な
が
ら
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。
あ

ま
り
に
幼
い
作
業
だ
が
、
本
文
理
解
に
先
立
っ
て
必
須
と
い
っ
て
よ
い
本

文
読
解
の
作
業
で
あ
る
。
そ
の
共
同
作
業
の
呼
び
か
け
で
あ
り
、
普
遍
的

正
解
の
確
認
で
あ
る
。

　

西
田
の
主
格
合
一
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
た
の
は
、
あ
の
駅
待
合
室
の

生
徒
た
ち
だ
っ
た
。
改
め
て
年
譜
を
確
認
し
な
く
て
も
、
西
田
の
家
に
は

重
く
苦
し
い
空
気
が
漂
っ
て
い
て
悲
壮
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
小
坂
国
継
本

の
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』
と
は
、
そ
う
い
う
出
会
い
だ
っ
た
。
折
し

も
、
最
後
の
勤
務
先
と
な
っ
た
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
の
募
集
停
止

の
声
が
届
い
た
。そ
の
日
か
ら
作
業
を
開
始
し
た
こ
と
だ
け
記
し
て
お
く
。

〔
補
記
１
〕
小
論
執
筆
に
際
し
て
参
看
す
る
こ
と
が
で
き
た
学
術
図
書
は

明
治
書
院
『
日
本
語
文
法
大
辞
典
』（
山
口
明
穂
・
秋
本
守
英
編
／
平
成

十
三
年
三
月
十
五
日
初
版
発
行
）
に
限
ら
れ
た
。
筆
者
の
現
状
か
ら
確
認

で
き
な
い
事
項
が
多
々
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
活
用
語
を
承
け
る
準

体
助
詞
「
の
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
の
確
認
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
悔

や
ま
れ
る
。
そ
の
『
日
本
語
文
法
大
辞
典
』
に
は
そ
の
事
項
に
つ
い
て
の

記
事
が
全
く
存
在
し
な
い
。
そ
の
編
集
時
期
ま
で
に
は
活
用
語
を
承
け
る

準
体
助
詞
「
の
」
に
取
り
組
ん
だ
研
究
が
全
く
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
ス
マ
ホ
検
索
を
続
け
る
と
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
信
太

知
子
氏
の
報
告
な
ど
が
数
点
存
在
す
る
。

〔
補
記
２
〕
小
論
の
四
章
以
降
に
見
る
主
部
と
い
う
文
の
成
分
名
称
の
他

に
、
主
語
と
呼
ん
で
取
り
扱
う
文
節
・
連
文
節
名
が
存
在
す
る
。
筆
者
は
、

文
を
直
接
構
成
す
る
文
の
意
味
の
ま
と
ま
り
を
部
と
呼
び
、
文
節
・
連
文

節
相
互
の
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
、
そ
の
文
節
・
連
文
節
は
語
と
呼
ん

で
取
り
扱
っ
て
い
る
。

〔
後
記
〕

　

小
論
は
、
荊
妻
の
病
状
悪
化
が
続
く
令
和
六
年
九
月
か
ら
十
月
に
か
け

て
執
筆
し
、
碁
石
雅
利
氏
に
入
力
を
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
触

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
く
が
、
荊
妻
は
そ
の
十
一
月
六

日
に
永
眠
し
た
。
ま
た
筆
者
自
身
も
、
令
和
四
年
七
月
か
ら
独
居
生
活
と

手
術
後
の
荊
妻
と
の
同
居
生
活
と
が
続
い
た
が
、
家
事
に
限
界
を
感
じ
、

令
和
五
年
十
一
月
か
ら
介
護
施
設
に
入
居
し
て
い
る
。


