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一

標
題
に
就
い
て
、
卒
直
に
私
の
現
在
の
疑
い
を
記
し
て
、
些
か
私
見
を
整
理

原

田

芳

巳

一

二
た

し
、
後
の
考
え
の
資
と
し
よ
う
と
思
う
。

分
類
原
理
は
一
貫
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
原
理
が
幾
つ
も
混
質
的
に
な
さ
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
、
形
態
を
重
視
し
て
、
こ
れ
を
以
て
一
貫
ｔ

詞
辞
の
分
類
並
び
に
そ
の
下
位
分
類

に
於

け

る
原

理

的

な

問

題

23
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た
分
類
原
理
と
し
た
の
は
、
橋
本
文
法
の
尊
敬
す
べ
き
点
で
あ
る
。

時
枝
博
士
の
文
法
理
論
も
分
類
原
理
の
明
快
さ
に
お
い
て
甚
だ
魅
力
的
な
学

説
で
あ
る
。
極
め
て
深
く
言
語
事
実
の
本
質
を
描
き
出
し
て
、
示
唆
に
富
む
点

で
随

一
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
解
説
的
な
記
述
を
避
け
て
、
直
に
問
題
に
到
達
す
る
た
め
に
、

主
と
し
て
博
士
の
御
説
の
線
に
添
う
て
、
私
見
を
述
べ
る
方
法
を
と
り
た
い
と

思
う
。

問
題
に
入
る
に
先
だ
つ
て
、
私
は
過
程
説
に
依
る
に
し
て
も
′
形
態
原
理
に

依
る
に
し
て
も
、
国
語
を
全
一
な
る
体
系
と
し
て
、
そ
の
文
法
を
記
述
す
る
限

り
、
そ
の
究
極
に
は
一
致
す
べ
き
も
の
が
あ
る
は
ず
で
は
な
い
か
、
と
い
う
素

朴
な
、
し
か
し
な
が
ら
、
極
め
て
重
要
な
疑
間
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
告
げ
て

お
き
た
い
と
思
う
。
た
だ
観
点
を
変
え
る
に
従
つ
て
、
他
の
観
点
か
ら
は
、
透

視
し
え
な
か
つ
た
視
野
が
開
け
て
来
る
、
そ
れ
は
他
の
視
点
に
お
い
て
も
、
当

然
透
視
し
得
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
事
象
が
隠
微
で
あ
つ
た
た
め
に
見

落
さ
れ
た
の
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
過
程
説
に
よ
つ
て
把
握
さ

れ
た
言
語
の
表
現
機
能
は
、
し
か
し
言
語
形
式
と
な
つ
て
い
る
限
り
に
於
て
言

語
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
過
程
原
理
も
形
態
原
理
も
、
究
極
に
お
い
て
背
離
す
べ

き
で
は
な
い
と
い
う
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

構
成
的
言
語
観
も
、
そ
れ
が
根
本
的
に
誤
つ
て
い
る
と
見
て
し
ま
う
べ
き
も

の
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
問
題
が
あ
り
そ
う
に
思
う
。
ま
た
、
言
語
研
究
を
共

時
態
の
研
究
と
通
時
的
研
究
と
に
分
つ
た
ソ
ッ
シ
ュ
ー
ル
的
方
法
も
、
ま
だ
捨

て
ヽ
は
し
ま
え
な
い
イ
．あ
ろ
う
。
言
語
の
社
会
性
歴
史
性
の
重
視
は
、
言
語
形

式
の
社
会
的
成
立
や
歴
史
的
変
遷
進
化
を
考
え
る
上
に
、
ソ
ッ
シ
ュ
ー
ル
的
な

ラ
ン
グ
と
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ユ
の
分
別
も
、
観
察
的
立
場
の
徹
底
の
た
め
に
、
重
要

で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

本
稿
で
は
、
時
枝
理
論
の
内
か
ら
考
え
て
行
つ
て
、　
考
え
か
た
は
、　
自
由

に
、
た
だ
混
質
的
な
つ
き
ま
ぜ
に
だ
け
は
落
ち
な
い
よ
う
に
と
心
が
け
て
記
述

を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

問
題
は
詞
辞
分
類
の
原
理
で
あ
る
が
、　
一
応
時
枝
理
論
の
肯
定
か
ら
出
発
す

る
こ
と
に
す
る
。
即
ち
、
本
稿
に
お
け
る
詞
辞
の
分
別
は
、
言
語
過
程
観
に
立

ｙ

蜆

／

亜

霙

を

グ

法
瑯
』
［
串
鞣

独
立
を
以
て
詞
辞
を
分
類
す
る
と
い
う
立
場
は
一
応
保
留
し
て
お
く
も
の
で
あ

ス一。

二

こ
れ
ら
は
詞
辞
の
機
能
上
の
特
性
で
あ
る
。

し
か
し
、
辞
に
よ
る
総
括
形
式
と
、
詞
の
人
子
型
構
造
の
統
合
形
式
の
あ
る

も
の
と
が
近
づ
く
場
合
が
あ
り
、
用
言
の
活
用
現
象
と
、
助
動
詞
の
活
用
現
象

に
、
相
通
じ
る
点
が
あ
る
点
や
、
い
わ
ゆ
る
接
尾
語
に
よ
る
人
子
型
統
合
は
詞

の
世
界
に
属
す
る
が
、
絡
表
現
と
相
通
し
た
言
語
形
式
と
見
な
さ
れ
る
も
の
も

少
く
な
い
点
等
、
こ
の
附
随
す
る
詞
辞
の
特
性
の
分
析
は
、
詞
辞
分
類
の
原
理

的
問
題
に
帰
つ
て
ゆ
く
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

右
の
様
な
問
題
は
、
詞
辞
二
大
別
に
関
連
し
て
起
つ
て
来
る
細
論
的
な
項
目

で
あ
る
が
、
こ
ヽ
で
は
、
ま
ず
、
詞
辞
の
下
位
分
類
の
原
理
は
何
で
あ
る
か
之



い
う
事
か
ら
先
に
考
え
て
見
た
い
。

時
枝
学
説
で
は
詞
辞
の
分
別
は
、
言
語
の
過
程
的
構
造
に
基
づ
い
て
な
さ
れ

た
。
国
語
原
論
三
二
九
頁
以
下
に
は
、

単
位
と
し
て
の
単
語
を
規
定
す
る
も
の
は
、
思
想
内
容
に
あ
る
の
で
も
な

く
、
又
音
声
形
式
に
あ
る
の
で
も
な
く
体
験
せ
ら
れ
る
言
語
過
程
に
存
す

る
も
の
で
あ
る
。

と
説
か
れ
、
ま
た
、

構
成
的
言
語
観
に
立
つ
限
り
、
総
て
の
単
語
は
齊
し
く
思
想
内
容
と
音
声

と
の
結
合
か
ら
成
つ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
於
い
て
、
分
類
の
基
準

を
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

と
も
説
か
れ
て
る
。
　
ァ

さ
て
そ
の
下
位
分
類
に
関
し
て
も
、
原
論
二
四
二
頁
に
は
、

詞
と
辞
と
の
二
人
別
の
原
理
は
、
詞
辞
の
下
位
分
類
に
つ
い
て
も
、
常
に

厳
重
に
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
詞
の
中
に
は
絶
対
に
辞
の
概
念

を
含
め
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
の
べ
ら
れ
て
あ
る
。
詞
辞
分
類
の
原
理
が
、
そ
の
下
位
分
類
に
も

一
貫
す
べ

き
だ
と
い
う
事
は
、
ま
さ
に
然
る
べ
き
事
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
が
、
詞
の
中

に
は
辞
の
概
念
が
含
ま
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
に
と
ゞ
ま
る
ら
し
い
の
が
、
私

の
些
か
理
解
し
か
ね
る
点
で
あ
る
。

′右
の
御
説
は
、
下
位
分
類
を
な
す
に
当
つ

て
も
、
詞
辞
二
大
別
は
常
に
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
、
下
位

分
類
の
原
理
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
詞
を
更
に
分
け
て
体
言
用
言
代
名
詞
等
と
す
る
場
合
、
体
言
と

用
言
を
認
定
す
る
原
理
が
何
で
あ
る
べ
き
か
、
名
詞
と
代
名
詞
を
い
か
に
分
別

す
る
か
、
副
詞
と
そ
の
他
の
詞
と
は
、
い
か
な
る
原
理
に
よ
つ
て
分
別
さ
れ
る

か
と
い
う
意
味
の
分
類
原
理
は
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
か
に
思
わ
れ
る
。

事
実
、
国
語
学
原
論
で
は
、
詞
辞
の
下
位
分
類
に
お
い
て
、
原
理
的
解
明

を
試
み
て
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。．詞
の
含
む
べ
き
範
囲
も
原
理
的
説

明
以
外
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
副
詞
接
続
詞
感
動
詞
を
詞
辞

の
一
一
大

（
分
調
ユ
両
分
す
る
試
み
も
、
原
論
に
は
ま
だ
示
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
よ
う
で
場

′つ
。詞

の
下
位
分
類
に
つ
い
て
は
、
原
論
の
中
で
は
、
体
言
用
言
の
別
だ
け
が
出

て
い
る
が
下
位
分
類
の
具
体
的
な
問
題
は
あ
ま
り
説
か
れ
て
は
い
な
い
。

そ
の
体
言
用
言
の
分
類
に
つ
い
て
も
、過
程
的
形
式
の
差
、即
ち
表
現
性
の
上

い』コ嵯「闘利姜動輝“数̈
げ̈喘畔脚け〔〕颯あヵ、れ『準ゆ醍『衆

態
原
理
を
以
て
体
言
用
言
を
分
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
過
程
的
構
造
は
、

単
に
詞
と
辞
と
の
区
別
を
明
ら
か
に
す
る
上
位
原
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か

と
思
わ
れ
る
。

日
木
文
法
国
語
篇
に
於
い
て
は
、
詞
の
下
位
分
類
が

一　
体
　
　
一百

（名
詞
を
含
む
）

一
一　
用
　
　
一言

イ
　
動

　

詞

口

形

容

詞

一二

代

名

詞

イ
　
名
詞
的
代
名
詞

口
　
連
体
詞
的
代
名
詞

ハ
　
副
詞
的
代
名
詞

四

連

体

詞

五
が
８「

と
さ
れ
て
い
る
。



詞
を
〔
攣
暉
［
論
端
臓
諏
ｒ

す
「樺

『
ｒ
鵡

力ヽ 柄
¨
嘩
赫
『
に
調
購
詢
喉
嚇
許
』
』

狭
二
義
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、　
一
方
で
は
代
名
詞
以
下
と
対
立
す
る

品
詞
と
し
て
、　
一
方
で
は
詞
を
三
分
す
る
概
念
と
し
て
。

さ
て
体
言
用
言
の
分
別
の
原
理
は
、

「詞
が
他
の
語
と
の
接
続
関
係
に
於
い

は̈
″胸調勒暉戯）とへ赦〔〔̈
崚称咋一、いけ度］疇けつ式）崚らへれ

る
も
の
で
あ
る
。

代
名
詞
は
右
の
定
義
か
ら
す
れ
ば
、　
広
義
の
体
言
に
属
す
る
か
と
思

わ
れ

』要
霧
卦
隷
内鰊
雉
餃
夏
轟
楓
』

る
の
で
、
最
初
体
言
を
事
物
の
概
念
的
表
現
で
あ
る
と
説
か
れ
た
の
と
、　
一
致

し
な
い
点
が
あ
る
が
、

「概
念
」
と

「関
係
の
概
念
」
と
を
区
別
し
て
も
、
代

名
詞
は
広
義
の
体
言
に
属
す
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

形
容
詞
の
語
幹
、
形
式
名
詞
、
活
用
し
な
い
接
尾
語
接
頭
語
等
は
、
名
詞
な

ら
ざ
る
体
言
と
さ
れ
る
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
中
で
、
形

【
轟
『
議

の 「
「

名
『

独
（
と

爺
』
マ
』
が
薇
「
ポ
は
い
一
律
護
】
螺
け
刹
¨
動
神
軸
け

と
の
区
別
は

一
語
を
構
成
す
る
か
し
な
い
か
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
下
位
分
類
の

原
理
は
主
と
し
て
形
態
原
理
に
従
わ
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。

屋
一一一口
の
中
で
の
動
詞
と
形
容
詞
と
の
分
別
の
原
理
も
、
活
用
の
型
に
よ
る
の

し（でぼ鳴疇あげ「産態の螂力ヽ本嘲臓岬曜】』』誦〕型】はい』疎いい期唯

副
詞
連
体
詞
の
認
定
は
、　
二

語
に
し
て
概
念
と
同
時
に
修
飾
的
陳
述
を
含

塾ヽ
醜
一
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。　
こ
れ
は
過
程
的
構
造
に
基
づ
い
た
分
別
で
あ

る
。
副
詞
連
体
詞
は
体
言
の
内
か
外
か
、
仝
書

一
三
七
頁
に
、

「あ
る
日
」
の

こ
と
で
す
」
の
文
例
に
つ
い
て
、

「あ
る
」
は
、
語
形
が
変
ら
な
い
と
い
ふ
点
で
は
一
往
体
言
と
す
る
こ
と

が
出
来
る
が
、
云
云
、
そ
の
用
法
が
限
定
さ
れ
た
特
殊
の
語
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
文
構
成
上
の
職
能
を
も
含
め
て
連
体
詞
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
の

で
あ
る
。

と
説
か
れ
て
お
る
の
は
、
体
言
の
外
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
前
に
体

言
用
言
は
詞
の
形
態
的
二
大
別
と
さ
れ
る
か
ら
、
当
然
そ
こ
で
は
広
義
の
体
言

の
内
に
包
含
さ
れ
る
語
類
で
あ
ろ
う
。

こ
ゝ
で
、
詞
辞
の
分
類
に
於
い
て
過
程
的
構
造
に
よ
る
分
類
が
な
さ
れ
、
そ

の
下
位
分
類
た
る
体
言
用
言
の
分
類
で
は
形
態
観
的
分
類
が
採
用
さ
れ
、
広
義

の
体
言
の
中
で
、
代
名
詞
、
連
体
詞
、
及
び
副
詞
の
分
別
に
は
、
再
び
過
程
的

構
造
が
原
理
と
さ
れ
て
い
る
が
、
形
式
名
詞
及
び
接
続
詞
認
定
の
原
理
に
は
、

独
立
非
独
立
の
原
理
が
導
入
さ
れ
て
い
る
か
と
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸

原
理
を
す
べ
る
原
理
相
互
間
の
秩
序
は
如
何
に
あ
る
の
で
あ
ら
う
‐。

三

辞
の
下
位
分
類
に
就
い
て
、
原
論
の
方
は
や
は
り
、
具
体
的
な
説
は
見
え
て

い
な
い
。
接
続
詞
感
動
詞
が
辞
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
日
本
文
法
口
語
篇

に
至
つ
て
は
つ
き
り
し
て
来
る
の
で
、
原
論
で
は
、
辞
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
も
十

分
に
は
察
知
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
辞
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
原
理

的
な
問
題
だ
け
が
あ
る
。

辞
の
下
位
分
類
が
は
つ
き
り
な
さ
れ
た
の
は
、
日
本
文
法
の
方
で
、
そ
こ
に



至
る
ま
で
に
は
、　
〓

一の
学
説
の
推
移
が
見
ら
れ
る
。

最
も
大
き
な
点
で
は
、
助
詞
と
助
動
詞
と
の
本
質
的
差
別
に
、
過
程
観
的
な

嘲糊輩〔』れ】“に卿調は執諏「け赫漿̈
げ「は輸岬〔．』一れな臓

つ す
』
〔
¨
章
あ
脚

、
・シ
％
資
ヽ
」
喧
鷹
漕
寧
助
動
詞
は
多
く
の
場
合
に
活
用
を
持

みたわ鎌れ一同輛け嘲赫̈
嘲「財証嘲は興計』は』疎にど群瑚̈
雌

所
動
れ
“
「
ぁ
り
、　
日
本
文
法
の
中
で
も
、
そ
の
よ
う
な
説
き
か
た
を
さ
れ
た

原
諭
で
は
陳
述
と
い
う
述
語
に
つ
い
て
ま
と
ま
つ
た
説
は
あ
げ
て
い
ら
れ
な

い
が
、
判
断
的
陳
述
と
い
う
語
が
あ
り
、
装
定
的
陳
述
と
い
う
語
が
あ
り
、
ま

た
述
語
的
陳
述
と
い
う
語
も
あ
る
。
推
量
的
、
否
定
的
、
疑
問
的
等
の
名
を
冠

し
た
陳
述
も
説
か
れ
て
い
る
。

陳
述
は
、
総
括
作
用
乃
至
統
覚
作
用
と
同
一
な
も
の
と
認
め
ら
れ
、

総
括
機
能
は
、
辞
の
持
う
特
右
の
機
能
で
あ
つ
て
、
そ
の
点
助
詞
助
動
詞

は
全
く
共
通
し
て
ゐ
る
。
用
言
に
累
加
さ
れ
る
陳
述
作
用
が
、
機
能
的
に

見
て
助
詞
助
動
詞
と
同
様
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
し
か
も
こ
の

三
者
助
詞
助
動
詞
陳
述
作
用
は
、
そ
れ
に
よ
つ
て
総
括
さ
れ
る
語
及
び
語

群
の
直
下
に
接
続
し
、
整
然
た
る
一
体
糸
を
形
造
る
の
で
あ
る
。
国
語
に

於
け
る
文
の
統

一
の
意
識
よ
り
見
て
も
、
重
要
な
の
は
主
語
述
語
で
は
な

く
、
辞
及
び
陳
述
の
表
現
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
を
除
い
て
は
、
文
の
統

一

の
成
立
し
な
い
こ
と
が
明
か
に
な
つ
た
と
思
ふ
。
助
詞
、
助
動
詞
の
陳
述

を
、
総
括
機
能
の
表
現
と
し
て
見
る
時
、
陳
述
の
表
現
が
単
に
用
言
に
の

み
寓
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
見
解
の
誤
で
あ
る
こ
と
は
、
従
つ
て
明
か
に

な
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
助
詞
、
助
動
詞
は
共
に
陳
述
の
変
容
し
た
も
の
と

考
へ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
山
田
孝
雄
博
士
も
、
終
助
詞
を
文

・
旬
の
陳
述
に
関
す
る
も
の
と
い
ひ
、
複
語
尾
の
あ
る
も
の
を
、
陳
述
の

し
か
た
に
関
す
る
も
の
と
い
ぶ
様
に
述
べ
て
ゐ
ら
れ
る
が
、
こ
の
論
理
は

氏
の
文
法
体
系
に
於
い
て
は
、
未
だ
一
貫
し
て
ゐ
る
と
は
い
ひ
難
い
の
で

あ
つ
て
、
陳
述
は
専
ら
用
言
に
の
み
寓
せ
ら
れ
て
あ
る
と
い
ふ
の
が
、
氏

の
根
本
的
立
場
で
あ
る
。
（国
語
学
原
論
三
五
二
頁
以
下
）

と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、
助
詞
に
も
陳
述
を
認
め
る
の
が
、
む
し
ろ
原
論
に
於

け論』Ｃ“為％』肝‰」鶴魏町唱耀製↓ぼ雛出一̈
汁脚」̈
計̈
嘲『

い
ら
れ
る
。

し
か
し
日
本
文
法
口
語
篇
の
統

一
し
た
立
場
と
し
て
は
、
陳
述
性
は
専
ら
助

動
詞
に
属
し
、
助
詞
に
は
陳
述
性
な
く
、
感
動
を
表
わ
す
助
詞
は
、
陳
述
の
表

現
で
は
な
く
て
、
陳
述
に
附
し
て

「感
動
」
を
累
加
す
る
も
の
と
見
ら
れ
た
と

考
えヽ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
陳
述
性
の
所
在
に
就
い
て
の
時
枝
博
士
の
学
説
が
、
右
に
指
摘
し
た
よ

う
な
、
原
論
と
日
本
文
法
で
重
要
な
推
移
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
が
、
日
本
文
法
の
方
で
、助
動
詞
と
助
詞
の
過
程
構
造
上
の
相

違
を
、
陳
述
性
の
面
か
ら
説
か
れ
た
と
い
う
事
は
、
時
枝
学
説
の
発
展
の
上
か

“
¨
嚇
陣
な
い
中
講
麻
』
”
螂
］
邸
ゆ
ま
あ
』
崚
輔
廟
密
囃
螂
¨
匈
熱
熱
沖
か

て
居
り
、
用
言
の
活
用
が
陳
述
の
変
容
と
す
べ
き
で
あ
る
と
か
。
助
詞
の
陳
述

性
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
か
い
う
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る

が
、
こ
ゝ
で
は
し
ば
ら
く
さ
し
措
い
て
、
辞
の
下
位
分
類
を
表
現
機
能
の
相
違

E
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，

を
原
理
と
し
て
説
明
さ
れ
た
点
を
注
目
し
て
お
き
た
い
。　
　
　
，

助
詞
助
動
詞
以
外
の
辞
、
感
動
詞
接
続
詞
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
辞
で
あ
る

所
以
が
過
程
的
構
造
の
上
か
ら
力
説
さ
れ
て
あ
る
こ
と
は
当
然
の
事
で
、
問
題

は
、
辞
の
下
位
分
類
の
原
理
と
し
て
は
、
接
続
詞
な
り
、
感
動
詞
な
り
が
、
他

の
辞
か
ら
区
別
さ
れ
る
原
理
が
ど
こ
に
お
か
れ
た
か
に
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
品

詞
に
つ
い
て
は
、
原
論
で
は
触
れ
る
所
が
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
、

日
本
文
法
口
語
篇
に
就
い
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
ゝ
で
は
、
む
し
ろ
形
態
論
的
原
理
が
採
ら
れ
て
い
る
事
が
認
め
ら
れ
る
。

接
続
助
詞
と
接
続
詞
と
の
区
別
点
に
就
い
て
、

助
詞
は
、
常
に
詞
と
結
合
し
て
句
を
構
成
し
、
詞
に
よ
つ
て
表
現
さ
れ
る

事
柄
に
対
す
る
話
手
の
立
場
の
表
現
で
あ
る
が
、
接
続
詞
は
、
そ
れ
に
先

行
す
る
表
現
に
対
す
る
話
手
の
立
場
の
表
現
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
助
詞

と
通
ず
る
が
、
常
に
詞
と
結
合
し
て
句
を
構
成
せ
ず
、
形
式
上
そ
れ
だ
け

で
独
立
し
て
ゐ
る
。
２

六
六
頁
）

即
ち
、
過
程
的
構
造

（表
現
機
能
）
の
上
か
ら
は
両
品
詞
に
は
区
別
す
べ
き

も
の
は
な
く
、
両
者
の
区
別
は
形
態
上
の
差
に
よ
る
の
で
あ
る
。
詞
の
下
位
分

類
に
於
い
て
体
言
と
用
言
の
差
を
説
か
れ
た
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

「螺『『マ嘲かな嶽」姓暉喘蒔一≒権は同詢蒔朔籐錦論れい膨蛛″

も
の
で
あ
る
か
ら
、
過
程
観
的
分
類
原
理
に
よ
つ
た
も
の
と
見
る
を
妨

げ
な

四

前
数
項
か
ら
観
察
す
る
と
、
時
枝
学
説
に
於
け
る
品
詞
分
類
の
原
理
は
過
程

観
的
分
類
と
形
態
論
的
分
類
と
の
両
原
理
を
と
り
あ
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
過

程
観
的
分
類
原
理
を
第

一
原
理
と
す
る
と
い
う
意
味
で
過
程
観
的
分
類
と
見
な

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
文
法
国
語
篇
六
八
頁
に
、
東
条
義
門
の
体
用
の
分

類
を
、

「そ
れ
ま
で
の
詞
と
辞
の
二
大
別
に
対
し
て
、
活
用
す
る
か
し
な
い
か

と
い
ふ
こ
と
を
第

一
分
類
基
準
と
し
て
特
に
強
調
し
た
も
の
」
と
評
し
て
い
ら

れ
る
が
、　
博
士
の
分
類
は
、　
過
程
的
構
造
を
第

一
分
類
基
準
と
さ
れ
た
も
の

で
、
必
ず
し
も
、
そ
れ
を
下
位
分
類
で
一
貫
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
氏
の
学
説
の
体
系
か
ら
は
、
体
言
と
用
言
と
の
木
質
差
は
、
過
程
的
構

造
の
上
か
ら
は
区
別
で
き
ず
、
名
詞
と
形
式
名
詞
、
助
詞
と
接
続
詞
の
区
別
も

同
様
第

一
分
類
基
準
で
は
区
別
が
な
い
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第

一
分
類

基
準
で
分
別
さ
れ
た
の
は
、

一
、
詞

イ
　
概
念
を
表
現
す
る
詞
　
（体
言
用
言
）

二
、
辞

イ

感

動

詞

口

助

動

詞

ハ
　
助
詞
及
び
接
続
詞

と
な
り
、
こ
の
次
の
段
階
に
、
形
態
的
原
理
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
体

言
、　
用
言
、　
接
続
詞
が
分
出
す
る
こ
と
に
な
る
。　
導
入
さ
れ
た
形
態
的
原
理

は
、
独
立
非
独
立
と
い
う
原
理
と
、
活
用
非
活
用
と
い
う
原
理
で
あ
る
。
活
用

句
罐
れ
ｒ
呻
¨
“
申
】
い
い
践
裁
嚇
鰤
¨
輌
時
霞
〔
』
』
一
『
“
勁
藤
難
「
ぃ

前
に
述
べ
た
如
く
、
原
論
の
下
位
分
類
を
論
ぜ
ら
れ
た
所
で
は
、
冒
頭
に
原

副 連 代

体 名

詞 詞 詞



理
の
一
貫
が
強
調
さ
れ
て
あ
つ
た
に
抱
ら
ず
、
過
程
的
構
造
の
原
理
は
、
第

一

分
類
原
理
と
は
な
つ
た
が
、
下
位
分
類
ま
で
を
一
貫
す
る
原
理
と
な
ら
な
か
つ

た
。
ま
た
、
助
詞
助
動
詞
の
区
別
と
し
て
著
し
い
活
用
現
象
の
有
無
を
、
表
現

機
能
の
上
か
ら
解
釈
さ
れ
る
た
め
に
、
陳
述
作
用
の
表
現
に
就
い
て
、
重
大
な

学
説
の
進
展
を
示
さ
れ
た
。

助
詞
に
陳
述
性
が
有
る
か
無
い
か
の
論
は
、
今
後
ま
だ
論
議
を
尽
さ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
若
し
有
る
と
認
め
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
助
詞
に
於
け

る
陳
述
表
現
と
、
助
動
詞
に
於
け
る
陳
述
表
現
の
差
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き

で
、
助
動
詞
に
存
す
る
如
き
陳
述
性
は
助
詞
に
は
無
い
と
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
そ
の
意
味
で
、
陳
述
性
の
有
無
が
活
用
現
象
の
有
無
と
結
ん
で
説
明
さ
れ

た
こ
と
は
、
妥
当
な
方
向
へ
の
進
展
で
あ
つ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

助
詞
に
も
陳
述
性
が
あ
る
と
い
う
見
解
を
と
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
助
詞

の
陳
述
性
の
特
質
も
同
時
に
明
か
に
す
べ
き
で
あ
る
。
原
論
に
於
い
て
は
、
陳

述
作
用
と
い
う
事
は
、
極
め
て
ひ
ろ
く
定
義
さ
れ
て
い
る
。。
そ
こ
で
は
辞
の
機

能
イ
コ
ー
ル
陳
述
作
用
と
い
つ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
定
義
か
ら
す
れ

ば
、
助
詞
に
も
陳
述
作
用
の
表
現
が
存
す
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
日
本
文
法

口
語
篇
の
方
で
は
、
助
詞
は
陳
述
を
表
現
し
な
い
と
い
う
見
解
を
取
る
に
至
つ

て
い
ら
れ
る
か
ら
。
陳
述
と
い
う
概
念
の
内
容
が
限
定
さ
れ
て
来
て
い
る
と
見

ら
れ
る
。
陳
述
と
は
何
か
と
い
う
限
界
を
は
つ
き
り
さ
せ
な
い
で
、
論
議
し
て

も
無
益
で
あ
る
よ
う
に
思
ふ
。
こ
ゝ
に
も
問
題
が
存
す
る
。

次
に
助
動
詞
に
お
け
る
活
用
現
象
を
、
陳
述
の
変
容
と
し
て
理
解
さ
れ
ら
，事

に
時
枝
学
説
の
向
う
べ
き
方
向
が
示
さ
れ
て
い
る
と
私
は
考
え
る
の
だ
が
、
然

ら
ば
当
然
、
用
言
の
活
用
現
象
の
表
現
機
能
上
の
本
質
、
つ
ま
り
過
程
的
構
造

と
い
う
も
の
が
明
か
に
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
大
野
晋
氏
の
批
判
と
修
正
の
説

に
そ
の
方
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

若
し
、
用
言
の
語
尾
変
化
、
即
ち
活
用
現
象
を
陳
述
の
変
容
と
し
て
認
め
ら

る
見
解
を
取
れ
ば
、
助
詞
助
動
詞
を
過
程
観
的
に
分
別
し
た
と
同
様
に
、
第

一

分
類
基
準
を

一
貫
し
て
体
言
用
言
を
規
定
す
る
事
が
で
き
る
。

接
続
詞
に
つ
い
て
も
、
私
は
助
詞
と
は
違
つ
た
表
現
上
の
差
が
含
ま
れ
て
い

る
と
考
え
る
。
こ
の
事
は
独
立
し
て
論
ず
べ
き
で
、
簡
単
に
片
づ
け
ら
れ
な
い

が
、
た
ゞ
主
体
的
表
現
と
だ
け
い
い
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
だ
け
言

及
し
て
お
く
。
先
行
す
る
陳
述
を
承
け
て
、
こ
れ
を
指
す
機
能
が
必
ず
含
ま
れ

て
い
る
。
客
体
的
表
現
、
詞
の
表
現
す
る
概
念
内
容
が
、
形
式
化
さ
れ
て
、　
一

語
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
純
な
る
辞
で
は
な
く
て
、
先
行
す
る
陳
述
を
形
式

化
し
て
自
己
の
中
に
持
つ
て
い
る
。

「け
れ
ど
も
」
「
と
」
「
が
」

の
よ
う
に
接

続
助
詞
を
そ
の
ま
ゝ
な
も
の
も
、
時
枝
博
士
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

雨
‐ ‐

‐ ‐

面

国

（
日

本

文

法

国

語

篇

一
七

八

頁

）

の
よ
う
な
形
で
持
つ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
過
程
観
的
分
類
基
準
を
一
貫
せ
し
め

る
方
針
か
ら
、
右
の
点
か
ら
十
分
接
続
助
詞
と
助
詞
と
の
本
質
差
を
説
明
し
得

る
の
で
あ
つ
て
、　
一
度
斥
け
ら
れ
た
独
立
非
独
立
の
見
地
で
説
明
す
べ
き
で
は

な
い
か
に
思
わ
れ
る
。

五

更
に
次
の
よ
う
な
可
能
性
を
考
え
る
。
活
用
現
象
と
い
う
言
語
形
態
上
の
現

象
を
、
陳
述
の
変
容
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
活
用
の
有
無
と
陳
述
性
の
有
無
と
を

調
和
さ
れ
た
方
向
は
、
形
態
的
原
理
と
過
程
観
的
表
現
機
能
の
原
理
と
が
、
当

然
調
和
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
、　
一
が
他
を
斥
け
る
性
質
の
も
の
で
は
あ
り
え
な

い
と
い
う
事
で
あ
る
。



時
枝
博
士
は
、
独
立
非
独
立
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
到
底
語
の
本
質
を
規

定
す
る
事
は
で
き
な
い
と
論
ぜ
ら
れ
た
が
、
し
か
も
独
立
非
独
立
に
よ
つ
て
区

別
さ
れ
た
場
合
が
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
右
の
接
続
詞
に
就
い

て
の
考
察
で
も
触
れ
た
よ
う
に
接
続
詞
に
は
、
そ
の
言
語
形
式
の
中
に
、
先
行

の
陳
述
を
指
す
と
こ
ろ
の
記
号
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ
独
立
す
る

の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
考
え
る
と
、
形
態
原
理
と
過
程
観
的
原
理

（職
能
原
理
）
は
、
全

き
も
の
の
両
面
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
両
原
理
は
相
斥
け
る
も
の
で
は
あ
り
え

な
い
は
ず
で
あ
る
。
具
体
的
な
る
言
語
現
象
は
、
こ
の
二
つ
の
面
か
ら
眺
め
る

こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
第

一
原
理
と
第
二
原
理
の
ち
が
い
で
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
る
。
上

位
原
理
と
下
位
原
理
と
で
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
る
。
両
面
的
な
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
上
下
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
ｃ

原
理
が
混
質
的
に
な
る
事
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　
形
態
論
的
原

理

は
、
下
位
分
類
ま
で

一
貫
し
得
る
観
点
を
保
た
ね
ば
な
ら
な
い
如
く
、
言
語
の

過
程
的
構
造
を
原
理
と
す
る
な
ら
ば
、
下
位
分
類
ま
で

一
貫
し
得
る
体
系
が
必

要
で
あ
る
。

時
枝
学
説
が
、
右
の
二
つ
の
原
理
を
上
位
下
位
の
秩
序
で
併
用
さ
れ
た
か
の

如
く
見
ら
れ
る
事
は
、
理
解
し
難
い
点
で
あ
る
し
、
形
態
原
理
が
斥
け
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
も
、
ま
た
そ
れ
が
斥
け
ら
れ
な
が
ら
下
位
基
準
と
し
て

採
用
さ
れ
る
と
い
う
理
由
も
理
解
し
が
た
い
点
で
あ
る
。
両
原
理
は
、
具
体
的

言
語
現
象
を
観
察
す
る
表
裏
二
個
の
視
点
で
あ
る
な
ら
ば
、
片
側
か
ら
観
察
し

て
は
把
捉
し
え
な
か
っ
た
事
象
の
特
質
を
、
半
面
か
ら
修
正
す
る
事
が
で
き
る

と
い
う
関
係
に
あ
る
の
で
、
両
視
点
を
つ
き
ま
ぜ
る
る
こ
と
は
、
視
点
を
動
か

す
こ
と
で
あ
つ
て
、
視
点
の
統

一
を
失
う
事
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

両
原
理
は
批
判
し
あ
う
も
の
で
、
究
極
は
事
象
の
本
質
に
到
達
す
べ
く
、　
一

致
点
を
求
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
は
最
後
に
こ
の
両
原
理
の
一
致
の

可
能
性
を
も
言
及
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
稿
の
始
め
に
記
し
た
疑
間
に

相
応
じ
た
も
の
で
あ
る
。

（
二
八
、　
一
、　
一
五
）

追
記

国
語
学
第
六
号

（昭
和
二
十
六
年
六
月
）
に
永
野
賢
氏
が
論
及
し
て
お
ら
れ

る
よ
う
に
、

「詞

・
辞
な
る
も
の
を
、
単
語
分
類
の
原
理
と
し
て
で
は
な
く
、

た
と
え
ば
意
義
素

・
形
態
素
の
よ
う
な
単
語
内
部
に
お
け
る
意
義
機
能
の
対
応

部
と
し
て
の
要
素
的
な
も
の
と
考
え
る
、
と
い
つ
た
方
向
の
も
の
に
転
換
さ
せ

な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
」
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
問
題
と
し
て

残
さ
れ
る
。
形
態
素
と
い
う
点
に
な
る
と
、
接
尾
語
の
中
に
は
形
態
素
と
見
る

べ
き
も
の
が
か
な
り
あ
つ
て
、
客
体
的
主
体
的
と
い
つ
た
過
程
観
的
な
立
場
と

そ
む
く
も
の
と
な
り
そ
う
で
あ
る
し
、
構
成
的
言
語
観
に
転
回
し
そ
う
で
も
あ

る
の
で
、
問
題
が
混
乱
し
て
来
る
の
を
免
れ
な
い
。
結
局
は
零
記
号
の
問
題
、

陳
述
性
の
問
題
を
十
分
読
み
切
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
品
詞
認
定
の
原
理
と
し
て

の
一
貫
性
を
克
ち
得
る
こ
と
が
、
過
程
観
的
国
語
学
の
将
来
の
方
向
で
あ
る
べ

く
思
わ
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

主
体
表
現
即
ち
辞
と
い
つ
た
出
発
が
や
は
り
困
難
の
原
因
に
な
つ
て
い
る
。

主
体
表
現
と
か
客
体
表
現
と
か
い
う
の
は
、
明
か
に
要
素
的
な
も
の
で
あ
る
。

詞

・
辞
は
具
体
的
統

一
体
で
あ
る
語
の
類
別
で
あ
る
。
も
し
、
永
野
氏
の
仮
説

さ
れ
る
如
く
、
形
容
詞
の
語
幹
と
語
尾
を
分
離
し
て
、
詞

・
辞
に
ふ
り
あ
て
て

も
、
氏
も
云
わ
れ
る
如
く
、
動
詞
の
場
合
が
割
り
切
れ
な
い
し
、
接
続
詞
、
副

詞
の
場
合
も
残
つ
て
来
る
。
副
詞
は
時
枝
博
士
も
認
め
ら
れ
た
如
く
、
辞
的
機



能
を
一
語
の
内
に
融
化
せ
し
め
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
私
は
更
に
辞

に
類
別
さ
れ
た
接
続
詞
に
も
、
詞
的
な
も
の
が
形
式
化
さ
れ
て
附
し
て
い
る
、

こ
れ
が
形
態
的
に
独
立
の
文
節
を
な
す
原
因
で
あ
る
と
解
釈
す
べ
き
だ
と
解
釈

す
る
し
、
感
動
詞
に
つ
い
て
も
同
様
の
事
が
論
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ

れ
は
、
本
稿
の
中
で
も
些
か
は
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
詞
・
辞
を
要
素
的

な
対
応
部
と
す
る
よ
う
な
方
向
は
、
時
枝
博
士
の
立
場
の
中
に
か
な
り
認
め
ら

れ
る
所
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
実
際
的
処
理
に
当
つ
て
困
難
を
感
ぜ
じ
め
る
一
因

に
な
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
、
原
論
二
四
九
頁
に
、

か
く
の
如
く
、
国
語
に
於
け
る
単
語
は
、
具
体
的
な
も
の
の
分
析
に
よ
つ

て
認
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
単
語
の
認
定
が
抽
象
的
と
な
る
の
は
止

む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
つ
て
、
従
つ
て
そ
こ
に
独
立
非
独
立
と
い
ふ
こ
と

が
基
準
と
な
り
得
な
い
理
由
が
存
在
す
る
と
思
ふ
。

と
あ
る
の
は
、
詞
辞
要
素
観
の
方
向
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
方
で

は
、

単
語
は
寧
ろ
分
析
以
前
に
既
に
認
定
さ
れ
た
処
の
概
念
と
し
て
考
え
ら
れ

て
ゐ
る

（原
論
二
一
六
頁
）

と
主
張
さ
れ
て
い
て
、
矛
盾
す
る
所
が
あ
る
。
時
枝
学
説
の
基
木
的
立
場
と
し

て
は
、
後
者
が
採
ら
る
べ
き
は
申
す
ま
で
も
あ
る
ま
い
と
思
う
。

・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
八
、　
一
、　
一
七
）

護

・・
国
語
学
原
論
二
三
一
頁
以
下
。
日
本
文
法
口
語
篇
六
〇
頁
以
下

設

２

日
本
文
法
回
語
篇
論
六
六
頁
。
仝
一
六
二
頁
。

議

３

原
論
三
五
二
頁
以
下
。

設

４

全
二
五
二
頁
。

議

５

一二
一
一
頁
以
下
。

証

αυ
原
論
の
索
引
を
検
し
て
も
接
続
詞
、
感
動
詞
の
項
は
見
出
さ
れ
な
い

註

ワ・
原
論
二
四
四
頁
。

誌

８
・
日
本
文
法

一
六
〇
頁
以
下
。

誌

９

仝
六
六
頁
。

護

１０

全
六
六
頁
以
下
。

議

ｎ

全
七
四
頁
以
下
。

議

・２

仝
九
〇
頁
。

議

・３

仝
九
九
頁
。

護

・４

企

一
三
九
頁
。

護

・５

全
二
一
六
頁
。

護

・６

仝

一
八
二
頁
。

証

・７

仝

一
三
七
買
。

議

・８

国
語
と
国
文
法
昭
年
二
五
、
五
月
号

護

・９

国
語
・
国
文
昭
和
二
七
、　
一
一
月
。

議

２０

日
本
文
法
、　
一
七
九
頁
。

議

２．

２２

但
し
、
日
本
文
法

一
〇

一
頁
以
下
で
は
、
Ｆ
」
の
よ
う
に
活
用
現

象
は
、
云
は
ば
、
語
、
特
に
辞
の
機
能
に
相
当
す
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
来

る
」
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。
用
言
の
陳
述
性
は
否
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
活

用
現
象
を
用
言
の
詞
的
性
格
か
ら
分
離
し
て
辞
的
機
能
を
認
め
る
方
向
に

推
移
し
て
い
ら
れ
る
め
で
あ
ろ
う
か
。

―

大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
教
授

―
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