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「
ト
コ
ロ
」

の
意
味
と
機
能

一
　

い
わ
ゆ
る

「
形
式
名
詞
」

の
本
質
と
そ
の
研
究

ト
コ
ロ
、
コ
ト
、　
ハ
ズ
、
マ
マ
と
い
っ
た
こ
と
ば
の
意
味
的

・
構
文
的
特
異

性
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
山
口
孝
雄
が

「名
詞
中
特
別
の
注
意
を
要
す
る
も
の
」

と
し
て
と
り
上
げ
、
ま
た
松
下
大
三
郎
が

「従
来
の
九
品
詞
で
は
説
け
な
い
」

特
殊
な
名
詞
と
し
て

「
形
式
名
詞
」
を
立
て
て
以
来
、
名
詞
の
一
つ
の
下
位
類

の
特
性
と
し
て
、
つ
ま
り
品
詞
論
の
枠
の
中
で
記
述
さ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
に
な

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
名
詞
は
、
そ
の
意
味
的
多
様
さ
が
、
構
文
機
能
の
多
様

さ
と
相
関
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
質
が
あ
り
、
本
質
的
に
品
詞
論
の
レ
ベ

ル
で
扱
い
切
れ
な
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

そ
の
こ
と
は
、
松
下
の

「形
式
的
意
義
ば
か
り
で
実
質
的
意
義
を
欠
」
き
、

先
行
す
る
、
い
い
か
え
る
と
修
飾
す
る
、
語
旬
に
よ
っ
て

「
そ
の
欠
陥
が
補
給

さ
れ
る
」
も
の
だ
と
す
る
定
義

（『
標
準
日
本
口
語
法
』
３０
）
ゃ
、
ょ
り
く
わ
し

い
山
田
の
特
徴
づ
け
に
も
お
の
ず
か
ら
現
れ
て
い
る
。
山
田
は
こ
れ
ら
を
大
き

く
二
種
に
分
け
、
「故

・
為

・
時

・
間

・
処

。
事

。
物

・
ほ
ど

。
位

。
こ
ろ
・条

・
件
」
な
ど
の
よ
う
に
、
「そ
の
意
義
頗
広
汎
に
し
て
、
単
独
に
て
は
い
な
る

意
義
な
る
か
を
仔
細
に
捕
捉
し
難
き
ま
で
見
ゆ
る
も
の
」
と
、
「前
、
後
、
上
、

寺

村

秀

夫

中
、
下
、
左
、
右
、
前
、
後
、
始
、
中
、
終
」
の
よ
う
に
、
「事
物
の
間
あ

関

係
を
抽
象
的
に
あ
ら
わ
せ
る
も
の
」
と
が
あ
る
、
と
し
、
全
部
に
通
ず
る
構
文

的
特
徴
と
し
て
、
「皆
そ
の
概
念
を
あ
ら
わ
し
、
文
の
主
と
な
り
、客
と
な
り
、

補
い
と
な
り
、
又
添
加
語
と
な
る
等
は
他
の
体
言
と
異
な
る
点
な
け
れ
ど
も
、

そ
の
意
義
甚
広
汎
な
れ
ば
必
ず
こ
れ
を
制
限
せ
し
む
る
が
た
め
に
他
の
説
を
上

に
加
へ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
今
日
本
文
法
論
』
０８
）

こ
の
よ
う
な
意
味
的

。
構
文
的
特
徴
を
共
有
す
る
名
詞
に
つ
い
て
の
観
察
を

さ
ら
に
広
げ
た
の
は
佐
久
間
鼎
で
、
そ
の

「
吸
着
語
」
と
い
う
命
名
に
は
、
こ

れ
ら
の
語
の
用
法
を
構
文
論
的
な
角
度
か
ら
記
述
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
う
か

が
わ
れ
る
。
今
現
代
日
本
語
の
表
現
と
語
法
』
６６
）

山
田
、
松
下
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
名
詞
を
文
法
上
ど
う
扱
う

か
は
、
品
詞
分
類
の
根
本
原
理
に
関
わ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
西
洋
の
伝
統
文
法
で
も
、
ま
た
そ
れ
に
影
響
さ
れ

た
国
文
法
で
も
、
品
詞
分
類
の
原
理
は
意
味
的
特
徴
づ
け
で
あ

っ
た
。
例
の
、

「名
詞
は
も
の
の
名
を
」
、
動
詞
は
「事
物
の
動
き
を
」
と
い
う
類
の
定
義
で
あ

る
。
松
下
は
い
う
。
Ｆ
」
れ
ら

〔
こ
と
、
も
の
、
筈
、
為
〕
を
所
謂
る
名

詞

の

中
へ
加
え
る
と
す
れ
ば
、
「名
詞
は
事
物
を
名
づ
け
る
詞
で
あ
る
ご

と
い
う
定

義
は
立
た
な
く
な
る
。
「筈
」
「為
」
な
ど
が
名
で
あ

っ
て

「
此
れ
」
「其
れ
」
な
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ど
が
名
で
な
い
と
は
云
え
な
い
。」
こ
の
こ
と
を
彼
は

「名
詞
」
を

「
本
名
詞
」

「代
名
詞
」
「未
定
名
詞
」
「形
式
名
詞
」
の
四
つ
に
下
位
分
類
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
ｃ
し
か
し
、
重
要
な
こ
と
は
、
従
来
の

伝
統
的
な
定
義
に
合
わ
な
い
の
に
、
な
ぜ
彼
が

「
こ
と
、
も
の
、
筈
」
な
ど
を

「名
詞
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
た
か
、
で
あ
る
。

山
田
も
松
下
も
、
西
洋
文
法
を
安
易
に
日
本
語
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
従
前

の
定
説
な
い
し
俗
説
に
挑
戦
し
な
が
ら
、
な
お
文
法
体
系
を
意
味
を
基
礎
と
し

て
組
み
立
て
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
は
変
わ
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
語
を
名
詞
の

う
ち
の
特
殊
的
な
も
の
と
見
よ
う
と
す
る
底
に
は
、
構
文
論
的
な
考
慮
が
働
い

て
い
た

（あ
る
い
は
優
先
し
て
い
た
）
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
さ
ら
に
付
度

す
る
な
ら
ば
、
名
詞
の
中
で
も

「名
詞
性
」
の
程
度
に
差
が
あ
る
と
い
う
よ
う

な
こ
と
も
感
得
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
代
の
言
語
学
、
た
と
え
ば
生
成
変
形
文
法
で
も
、
シ
ン
タ
ク
ス
と
語
の
意

味
の
か
ら
み
合
い
は
最
も
根
本
的
な
問
題
の
一
つ
で
、
見
解
の
差
も
大
き
い
。

変
形
文
法
の
初
期
に
は
、
シ
ン
タ
ク
ス
の
部
門
で
各
言
語
の
ま
ず
基
本
的
な
文

の
構
造
が
規
定
さ
れ
、
そ
の
構
成
要
素
の
末
端
に
、
辞
書
部
門
か
ら
と
り
出
さ

れ
た
単
語

（そ
の

「
品
詞
」
も
意
味
も
既
に
定
ま
っ
た
も
の
）
が

″挿
入
〃
さ

れ
る
、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る

「深
層
構
造
」
が
で
き
る
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
自
然
言
語
の
仕
組
み
は
も

っ
と
複
雑
で
、
こ
の
よ
う
な

モ
デ
ル
が
単
純
す
ぎ
る
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
一

つ
に
、
語
の
品
詞
も
そ
の
意
味
内
容
も
、
構
文
と
離
れ
た
と
こ
ろ
で
自
立
的
に

存
在
す
る
の
で
な
く
、
構
文
と
の
相
関
の
中
で
確
定
す
る
、
と
い
う
点
が
あ
る

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

漠
然
と

「形
式
名
詞
」
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
一
群
の
名
詞
の
正
体
の

複
雑
さ
は
、
こ
の
よ
う
な

一
般
言
語
学
に
と
っ
て
常
に
古
く
て
新
し
い
問
題
を

考
え
る
上
で
恰
好
の
題
材
だ
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
正
体
に
迫
る
努
力
が

充
分
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
と
は
い
え
ず
、
山
田
、
松
下
、
佐
久
間
以
来
い

か
ほ
ど
も
進
ん
で
い
な
い
と
さ
え
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
第

一
、
「形
式
名
詞
」

と
誰
も
が
口
に
し
な
が
ら
そ
の
内
容
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
れ
が
名
詞
の
階

層
的
な
下
位
分
類
の
一
つ
な
の
か
、
そ
う
と
す
れ
ば
他
に
ど
ん
な
何
々
名
詞
が

あ
る
の
か
、
そ
れ
ら
は
並
立
し
て
い
る
の
か
何
ら
か
の
上
下
関
係
に
あ
る
の
か
、

階
層
的
で
な
い
と
す
れ
ば
名
詞
の

「素
性
」
の
一
つ
と
考
え
る
の
か
、
ま
た
、

上
の
ど
の
立
場
を
と
る
に
せ
よ
そ
の
分
類
の
原
理
が
何
で
あ
る
の
か
、
等
々
と

い
っ
た
こ
と
が
未
解
決
の
ま
ま
、
あ
る
い
は
各
自
が
勝
手
に
解
決
し
て
い
て
共

通
の
理
解
の
な
い
ま
ま
、
漠
然
と
こ
の
名
称
は
使
わ
れ
、
そ
し
て
ど
の
立
場
か

ら
見
て
も
そ
れ
と
認
め
ら
れ
る
ハ
ズ
、
マ
マ
、
モ
ノ
、
ト
ロ
ロ
な
ど
が
そ
れ
ら

の

″代
表
″
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
あ
な
が
ち

言
い
過
ぎ
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
も
う

一
度
山
田
、
松
下
の
出
発
点

Ｌ
戻
っ
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら

一
群
の
こ
と
ば
の
扱
い
は
、
品
詞
論
の
根
本

原
理
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
を
、
山
田
、
松
下
は
理
解
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、

彼
ら
は
明
言
は
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
が
、
意
味
的
に
は

明
ら
か
に

「机
、
太
郎
、
夜
」
な
ど
と
非
常
に
異
な

っ
た
性
質
の
も
の
で
あ
り

な
が
ら
、
な
お
そ
れ
ら
を
同
じ

「名
詞
」
な
い
し

「体
言
」
と
感
じ
さ
せ
る
何

か
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
由
来
す
る
。　
一
方
、
そ
れ
が

「
具
体
物
」
を
指
す

こ
と
ば
か

「抽
象
的
な
概
念
」
を
表
わ
す
こ
と
ば
か
と
い
っ
た
識
別
で
解
決
す

べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
も
気
付
か
れ
て
い
た
と
思
う
。
抽
象
的
概
念
と
い
う
な

ら
、
「愛
情
、
歴
史
、
時
間
、
空
間
、
事
情
、
予
定
」
と
い
っ
た
名
詞
も
抽
象
的

概
念
に
違
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
名
詞
を
コ
ト
、　
ハ
ズ
、
ト
ヨ
ロ
等
々
と

一
緒

に

「形
式
名
詞
」
と
し
て
挙
げ
て
い
る
文
法
家
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
意
味



的
特
徴
づ
け
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
他
に
客
観
的
な
ど
ん
な

規
準
が
考
え
ら
れ
る
か
。
印
欧
語
の
よ
う
な
格
語
尾
変
化
や
単
複
形
の
存
在
と

い
っ
た
形
態
論
的
な
規
準
も
日
本
語
で
は
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
す
る

と
、
さ
し
当
た
り
残
る
の
は
構
文
的

（統
語
的
）
規
準
で
あ
る
。
日
本
語
で
構

文
的
特
徴
と
い
え
ば
、
す
な
わ
ち
語
の

「係
り
係
ら
れ
る
」
さ
ま
に
お
い
て
見

せ
る
特
徴
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
先
に
見
た
山
田
、
お
よ
び
松
下
の
、
「常
に

何
も
の
か
に
よ
っ
て
係
ら
れ
る
必
要
の
あ
る
名
詞
」
と
い
っ
た
定
義
が
出
て
く

る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
す

っ
き
り
す
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
な
い
。
そ
れ

は
山
田
自
身
、
「
し
か
れ
ど
も
又
ま
ま
単
独
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
な
き
に
し
も

あ
ら
ず
」
と
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
何
も
の
か
に
よ
っ
て
係
ら
れ
な
け
れ
ば
決

し
て
自
立
で
き
な
い
も
の

（
ハ
ズ
、
ト
オ
リ
な
ど
）
か
ら
、
何
も
の
か
に
よ
っ

て
係
ら
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
自
身
で
自
立
す
る
こ
と
も
で
き

る
も
の

（
ト
キ
、
ト
コ
ロ
、
前
な
ど
）
ま
で
い
ろ
い
ろ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と

い
う
こ
と
は
、
「自
立
性
」
の
有
無
も
ま
た
決
定
的
な
規
準
に
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
何
か
他
の
規
準
で
括
ら
れ
た
も
の
の
中
に
、
自
立
性
の
強
弱
を

認
め
る
と
い
う
の
が
順
序
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
係
る
語
句
が
必
要
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
少
な
く
と
も
第

一
の
規
準

に
な
り
得
な
い
と
す
る
と
、
考
え
ら
れ
る
の
は
、
係
る
語
句
が
あ
る
場
合
、
そ

の
係
り
の
形
式
を
規
準
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う

一
つ
は
、
そ
の

語
が

（先
行
の
係
り
部
分
と

一
体
と
な
っ
た
―
―
佐
久
間
流
に
い
う
と
そ
れ
を

吸
着
し
て
）
次
に
か
か
っ
て
い
く
、
そ
の
形
式
を
規
準
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
い
ず
れ
の
規
準
に
も
い
く
つ
か
段
階
が
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
と
も
か
く
、
そ
の
語
に
係
る
形
式

（前
接
の
形
式
、
以
下
便
宜
上
「承
」

ま
た
は

「
承
け
る
」
形
と
呼
ぶ
）
と
、
そ
の
語
が
後
に
係

っ
て
い
く
形
式

（後

接
の
形
式
、
便
宜
上

「接
」
ま
た
は

「
（後
に
）接
が
る
」
形
と
呼
ぶ
）
と
の
両

面
に
お
い
て
、
「
ふ
つ
う
の
名
詞
」
（
つ
ま
り

「机
、
太
郎
、
花
、
愛
憎
、
時
間
」

な
ど
）
と
同
じ
様
相
を
呈
す
る
な
ら
、
特
に

「形
式
名
詞
」
あ
る
い
は

「名
詞

の
形
式
化
」
と
い
う
こ
と
を
取
り
立
て
て
い
う
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
問

題
は

「
承
」
か

「接
」
の
い
ず
れ
か
の
面
で
は
他
の
名
詞

（実
質
名
詞
）
と
変

わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
他
の
一
面
で
は
名
詞
と
違

っ
た
動
き
を
見
せ
る
、
あ
る

い
は
一
般
の
名
詞
と
同
じ
に
扱
う
に
は
余
り
に
制
約
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
見

ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。

一
つ
の
語
が
文
中
で
の
使
わ
れ
方
に
よ
っ
て
二
つ
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
品

調
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
自
体
は
ど
の
言
語
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
た
と
え
ば
、
英
語
で
も
、　
■

，
ｐ

〓
〓
一ｏ
Ｆ

ｌ
す
ｏ
●
　
な
ど
が
疑
間
代
名

詞
に
な
っ
た
り
関
係
代
名
詞
に
な
っ
た
り
接
続
詞
に
な
っ
た
り
す
る
し
、
０
´

【●
な
ど
が
前
置
詞
と
し
て
使
わ
れ
た
り
副
詞
と
し
て
使
わ
れ
た
り
す
る
。中
国

語
で
は
同
じ
言
葉
が
名
詞
な
の
か
動
詞
な
の
か
は
文
中
で
の
使
わ
れ
方
を
見
な

け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
、
と
い
っ
た
こ
と
も
よ
く
聞
か
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
日
本
語
の
ハ
ズ
、
マ
マ
、
ト
コ
ロ
な
ど
の

「
二
面
性
」
は
、
こ
れ
ら
の

ど
れ
と
も
性
質
を
異
に
す
る
。

マ
マ
を
例
に
と

っ
て
い
う
と
、
そ
れ
は

「
ソ
ノ

ー
ー
」
「服
ノ
ー
ー
」
「未
熟
ナ
ー
ー
」
「気
ノ
向
ク
ー
ー
」
「靴
フ
ハ
イ
タ
ー
ー

な
ど
と
い
っ
た
環
境
に
現
れ
る
と
い
う
点
で
は
全
く
他
の
名
詞
と
異
な
る
と
こ

ろ
が
な
い
と
い
う

一
面
を
も
つ
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
先
行
の

（限
定
、
修
飾

す
る
）
形
を
承
け
と
め
て
全
体
を
い
わ
ば
副
詞
化
し
、
次
の
用
言
に
か
か
っ
て

い
く
、
つ
ま
り
連
用
修
飾
句
化
す
る

一
面
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
二
面
性
を
し
い
て
英
語
に
求
め
る
と
す
る
と
、
例
え
ば
、　
‘

ｌ
ｏ
日
Ｏ
ｏ
【

１
口
０
　
す
ｏ
　
お
ヽ
の

■
す
ｏ
が
、
従
属
節

く́
す
ｏ
す
ｏ
お
．
の
中
で
は
疑
問
代

名
詞
で
あ
る
が
、
同
時
に
主
節
と
の
関
係
で
は
代
名
詞
節
を
導
く
接
続
詞
の
役

割
り
を
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
の
が
似
て
い
よ
う
。
”́
φ
お
Ｒ
お
●
８
８
．



の

”
∽
な
ど
も
同
じ
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
語
の
接
の
面
だ
け
に
着
目
し
て
、
ト
キ
、
ホ
ド
、
ノ
チ
な
ど
を

「接
続
詞
」
と
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
確
か
に
山
田
の
攻
撃
し
た
よ
う
に

（同

書

一
四
七
七
頁
以
下
）
西
洋
文
法
か
ら
の
思
い
つ
き
で

「皮
相
」
な
見
解
だ
と

い
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
山
田
も
ま
た
、
こ
れ
ら
を
あ
く

ま
で
体
言
と
す
る
根
拠
は
充
分
に
客
観
的
と
は
い
え
ず
、
ま
た
上
の
よ
う
な
名

詞
の
も
つ
重
要
な
二
面
的
機
能
を
軽
視
す
る
結
果
に
も
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
い
わ
ゆ
る
形
式
名
詞
の
一
般
論
を
低
徊
し
す
ぎ
た
嫌
い
が
あ
る
が
、

こ
の
あ
た
り
で

一
応
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
あ
る
語
が
名
詞
で
あ
る
か
否
か
の
認
定
は
、
「承
」
と

「接
」
の
二
面

に
お
け
る
構
文
的
特
徴
を
規
準
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、　
一
応
、

先
に
マ
マ
に
つ
い
て
見
た
よ
う
な
い
く
つ
か
の
形
式
を
承
け
る
か
否
か
を
、
承

に
お
け
る
名
詞
性
の
テ
ス
ト
と
し
、
後
に
格
助
詞
の
ガ
、
フ
、
ノ
、
二
、
カ
ラ

な
ど
が
付
く
か
ど
う
か
を
接
に
お
け
る
名
詞
性
の
テ
ス
ト
と
す
る
。
当
然
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
程
度
の
差
が
出
て
来
よ
う
。
こ
の
両
方
の
面
で
名
詞
性
を
完
全

に
持

っ
て
い
る
も
の
は
、
ふ
つ
う
の
名
詞
と
構
文
的
に
は
一
応
変
わ
ら
な
い
こ

と
に
な
る
。

次
に
、
右
の
よ
う
な
両
面
で
名
詞
性
を
認
め
ら
れ
て
も
、
自
立
性
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
ふ
つ
う
の
実
質
、
独
立
の
名
詞
と
同
じ
と
は
い
え
な
い
も
の
が
あ

る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
「
コ
ン
ハ
／
ガ
ー
ー
ダ
」
と
い
う
よ
う

な
枠
に
入
る
か
ど
う
か
と
か
、

「―
―

ハ
…
…
」
と
裸
で
主
題
と
し
て
持
ち
出

せ
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
テ
ス
ト
が
客
観
的
な
規
準
と
し
て
考
え
ら
れ
る
だ
ろ

第
二
に
、
承
の
面
で
は
名
詞
性
が
高
く
て
も
、
接
の
面
で
い
ろ
い
ろ
な
制
限

を
も
つ
も
の
が
あ
る
場
合
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
実
際
に
従
来
形
式
名
詞

と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
こ
れ
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
大
ざ

っ
ば
に
い
っ

て
二
つ
の
方
向
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
ト
キ
や
、
先
の
マ
マ
の
よ
う

に
、
助
詞

「
・ご

が
な
く
て
も
副
詞
的
に
働
く
こ
と
の
で
き
る
性
質
を
も

っ
て

い
て
、
そ
れ
が
、
前
に
来
る
い
ろ
い
ろ
形
を
承
け
た
後
も
、
下
の
節
に
向

っ
て

（全
体
と
し
て
）
副
詞
的
に
か
か
っ
て
い
く
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
を

「接
続
助

詞
化
、
あ
る
い
は
副
助
詞
化
の
方
向
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、　
二
、

デ
、
フ
、
そ
の
他
の
助
詞
を
使

っ
て
全
体
を

「副
詞
節
」
化
す
る
場
合
も
、
こ

れ
に
含
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
も
う

一
つ
の
方
向
は
、
名
詞
が
ダ
、
デ
ア
ル
、

ガ
ア
ル
、　
ニ
ナ
ル
等
の
形
式
的
な
動
詞
に
伴
わ
れ
て
文
を
し
め
し
く
る
の
に
使

わ
れ
る
、
い
わ
ば

「文
末
心
態

（
ム
ー
ド
）
助
動
詞
化
」
の
方
向
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
、
名
詞
を
、
自
立
性
の
強
い
も
の
か
ら
弱
い
も
の
へ
、
名
詞
性

の
強
い
も
の
か
ら
弱
い
も
の
へ
、
接
続
助
詞
的

・
副
助
詞
的
性
格
を
帯
び
る
も

の
、
心
態
の
助
動
詞
化
す
る
も
の
、
と
い
う
ふ
う
に
仕
分
け
す
る
と
き
、
あ
る

も
の
は
ど
こ
か
に
固
定
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
ま
た
中
に
は
、
形
態
的
に

は
同
じ
で
も
、
い
ろ
い
ろ
な
局
面
に
多
角
的
に
現
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
そ
の
よ
う
な
多
角
的
な
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
そ
の
現
れ
方
に
対
応
し
て

内
容
が
ど
う
変
わ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
観
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が

「
シ
ン
タ
ク
ス
と
意
味
の
相
関
」
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

本
稿
が
、
い
わ
ゆ
る
形
式
名
詞
と
い
わ
れ
る

一
連
の
語
の
本
質
の
研
究
の
一

環
と
し
て
、
ま
ず

「
ト
コ
ロ
」
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
そ
れ
が
右
に
述
べ
た
意

味
で
の

「多
角
的
」
な
機
能
を
も
つ
語
の
典
型
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
同
じ
程
度
に
多
角
的
な
も
の
に
モ
ノ
が
あ
り
、
次
い
で
コ
ト
が
あ
る
。

接
続
助
詞
化
な
い
し
副
助
詞
化
し
た
も
の
や
、
文
末
助
動
詞
化
し
た
も
の
は
い

ず
れ
も
意
味
内
容
が
複
雑
で
、
そ
れ
ら
を
お
互
い
に
対
立
さ
せ
、
ま
た
交
錯
さ

せ
て
い
る
弁
別
的
特
徴
を
拾
い
出
す
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。
そ
れ
は
し
ば
し



ば
話
し
手
の
、
そ
の
発
話
を
包
む
文
脈
や
状
況
に
対
す
る
判
断
や
予
期
、
ま
た

そ
れ
を
聞
き
手
に
暗
示
し
よ
う
と
す
る
意
図
な
ど
に
も
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
以
下
の
観
察
は
、
そ
れ
ら
を
全
体
と
し
て
体
系
づ
け
る
た
め
の
予
備
作

業
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。

以
下
、
ト
コ
ロ
に
つ
い
て
、
右
に
見
て
き
た
よ
う
な
構
文
的
機
能
の
各
段
階

に
お
け
る
意
味
を
見
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
便
宜
上
、
そ
れ
ら
の
段
階
を
大

き
く
二
つ
に
分
け
、
ま
ず
は
じ
め
に
構
文
的
に
は
実
質
的
な
名
詞
と
し
て
の
性

質
を
保
持
し
た
ま
ま
使
わ
れ
る
場
合
と
、
形
式
化
し
た
場
合
―
―
つ
ま
り
接
続

助
詞
化
し
た
場
合
と
文
末
助
動
詞
化
し
た
場
合
―
―
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
見

る
こ
と
に
す
る
。

二
　
実
質
名
詞
と
し
て
の
ト

コ
ロ
の
用
法
と
意
味

ま
ず
比
較
的
簡
単
な
例
か
ら
見
て
い
こ
う
。
実
質
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る
と
い
う
の
は
次
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

０
こ
こ
は
コ
ピ
ー
を
と
る
と
こ
ろ
で
す
。

②
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
行
っ
た
と
こ
ろ
に
野
井
戸
が
あ

っ
た
。

０
何
か
あ

っ
た
ら
、
私
の
と
こ
ろ
へ
来
な
さ
い
。

０
父
は
朱
筆
を
と

っ
て
、
た
だ

一
と
こ
ろ
、
こ
と
ば
を
あ
ら
た
め
た
。

「
こ
れ
で
非
の
う
ち
ど
こ
ろ
は
な
い
」

そ
の
朱
を
入
れ
ら
れ
た
と
こ
ろ
は
、
宗
頼
も
ま
た
迷

っ
た
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。

（石
川
淳

「紫
苑
物
語
し

実
質
名
詞
と
し
て
の
用
法
と
い
う
の
は
、
右
の
よ
う
な
例
の
ト
コ
ロ
は
、
そ

の
後
の
助
詞
を
い
ろ
い
ろ
に
い
い
か
え
た
り
、
「私
の
」
を

「太
郎
の
」
そ
の
他

に
入
れ
か
え
て
も
、
ト
ロ
ロ
の
意
味
は
一
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ト
コ
ロ
の
意
味
は
、
辞
書
に
ぶ
つ
う
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「場

所
」

「位
置
」
つ
ま
り
空
間
の
あ
る

一
点
を
指
す
と

一
応
は
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
も
う
少
し
仔
細
に
見
る
と
、
こ
の
よ
う
な
ト
コ
ロ
に
も
、
具
体
性
の
高

い
も
の
か
ら
か
な
り
抽
象
的
な
も
の
ま
で
色
合
い
が
微
妙
に
異
な
る
こ
と
が
見

ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
構
文
的
な
裏
付
け
を
す
る
一
つ
の
手
段
と
し
て
、
ト
コ

ロ
と
そ
れ
を
修
飾
す
る
部
分
と
の
関
係
を
調
べ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

一
般
に
連
体
修
飾
に
は
、

太
郎
が
拾
ッ
タ
富
ク
ジ

（０
太
郎
が
富
ク
ジ
フ
拾
ッ
タ
）

の
よ
う
に
、
被
修
飾
名
詞

（以
下
三
上
章
の
用
語

「底
」
を
使
う
）
と
修
飾
部

が
単

一
の
文

（◆
の
下
の
文
）
を
構
成
す
る
よ
う
な
関
係

（以
下
「内
の
関
係
」

と
呼
ぶ
）
を
含
む
修
飾
と
、

太
郎
が
富
ク
ジ
フ
拾
ッ
タ
翌
日

彼
女
が
稲
フ
コ
ク
姿

塚
ヲ
掘

ッ
タ
タ
タ
リ

の
よ
う
に
そ
う
で
な
い
場
合

（「外
の
関
係
し

と
が
あ
り
、
前
者
の
底
は
実
質

性
の
あ
る
名
詞
な
ら
何
で
も
な
り
得
る
が
、
後
者
の
底
に
な
る
の
は
一
定
の
意

味
特
性
の
あ
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。

ト
コ
ロ
は
、
コ
ト
や

「結
果
、
姿
、
話
」
な
ど
と
同
じ
く
、
ど
ち
ら
の
型
の

連
体
修
飾
も
承
け
得
る
名
詞
の
一
つ
で
あ
る
。
が
、
コ
ト
が
、
た
と
え
ば

ａ
ア
ナ
タ
ガ
ソ
ノ
時
見
聞
キ
シ
タ
コ
ト
フ
、
ア
リ
ノ
マ
マ
証
言
シ
テ
下
サ
イ
。

ｂ
ア
ナ
タ
ガ
ソ
ノ
場

ニ
イ
タ
コ
ト
ハ
他
ノ
人
ノ
証
言
デ
明
ラ
カ
ニ
ナ
ッ
テ
イ

ル
。

と
い
う
ふ
う
に
、
内
の
関
係

（
ａ
）
の
底
に
な
っ
て
い
る
場
合
と
、
外
の
関
係

（
ｂ
）
の
底
に
な
る
場
合
と
で
意
味
が
や
や
異
な
る

（
ｂ
で
は

，
卜
の
内
容
を

修
飾
部
が
補
充
し
て
い
る
が

ａ
で
は
そ
う
で
な
い
）
の
と
同
じ
よ
う
に
、
ト
コ

ロ
も
ま
た
修
飾
の
さ
れ
か
た
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
内
容
が
影
響
さ
れ
る
こ
と
が



見
ら
れ
る
。
先
の
例
文
０
は
内
の
関
係
の
例
で
あ
り
②
は
外
の
関
係
の
例
で
あ

る
。

一
般
に
内
の
関
係
の
底
に
な
っ
て
い
る
ト
コ
ロ
は

「場
所
」
で
い
い
か
え

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
外
の
関
係
の
底
の
場
合
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ

れ
だ
け
抽
象
度
が
高
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ
の

「抽
象
的
な
ト
コ
ロ
」
は
、
日
本
文
法
全
体
の
中
で
、
あ
る
名
詞
が

「と
こ
ろ
」
を
指
す
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
か
な
り
大
き
い
意
味
を
も
つ
こ

と
に
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
般
に

「
と
こ
ろ
性
」
の
な
い
名
詞
∩
私
、

時
計
、
本
」
な
ど
）
は
コ
コ
、
ソ
コ
、
ア
ソ
コ
で
指
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

「―
―

へ
来
ル
／
行
ク
」
７
１
‐デ
何
々
ス
ル
」
と
い
っ
た
環
境
に
現
れ

る
こ

と
も
で
き
な
い
。
そ
の
場
合
は

「
…
…
ノ
ト
コ
ロ
」
の
よ
う
に
こ
と
ば
を
補
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
先
の
０
は
そ
の
例
で
あ
る
。
英
語
で
は

６
ｏ
日
０
ざ

日
乳

な
ど
と
い
え
る
し
、　
一
方

「
コ
コ
ハ
ー
ー
ダ
」
「
コ
レ
ハ
ー
ー
ダ
」
の
区
別
は
む

ず
か
し
い
。

こ
れ
は
文
法
論
か
ら
や
や
外
れ
る
が
、　
一
体
に
日
本
人
は
動
作
の
主
体
を
と

こ
ろ
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
の
は
よ
く
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

先
の
０
の
よ
う
な
の
は
文
法
的
に
必
要
な
場
合
だ
が
、
そ
う
で
な
く
て
も
た
と

え
ば

「
辰
ん
と
こ
ろ
の
お
か
み
さ
ん
」
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
多
い
の
は
、
こ

の
よ
う
な
日
本
人
の
好
み
か
ら
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
点
は
こ
れ

だ
け
に
し
て
、
ト
コ
ロ
の
意
味
の
拡
が
り
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
み
ょ
う
。

先
の
例
文
四
を
も
う

一
度
見
、
同
じ
よ
う
な
例
と
し
て
同
、
さ
ら
に
０
の
よ
う

な
例
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

同
わ
た
し
は
こ
の
本
か
ら
読
み
と

っ
た
も
の
、
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
を
告
げ
て
、

ケ
ル
ケ
の
教
え
を
求
め
た
。
（臼
井
吉
見

「事
故
の
て
ん
ま
つ
し

０
あ
た
し
は
ね
、
そ
そ

っ
か
し
い
忘
れ

っ
ぼ
い
男
だ
よ
、
で
も
ね
、
今
ま
で
に

嘘
は
、
ひ
と
か
け
ら
も
つ
い
た
こ
と
が
な
い
。
こ
こ
が
わ
た
し
の
い
い
と
こ

ろ
だ
。
（加
太
こ
う
じ

「落
語
し

四
同
は
、
な
お

「
空
間
」
の
一
点
と
い
え
る
が
、
０
で
は
、
人
間
の
性
格
の

一
部
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
を
、
「空
間
」
「性
格

（ま

た
は

「事
柄
し
、
あ
る
い
は
後
に
見
る
よ
う
な
例
か
ら

「時
間
」
に
つ
い
て
い

う
場
合
と
い
う
ふ
う
に
分
類
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
余
り
本
質
的
と
は
思

わ
れ
な
い
。
で
は
０
０
０
に
共
通
す
る
こ
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

「全
体

の
中
の
一
部
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
。

お
よ
そ
具
体
的
な
事
象
の
認
識
は
時
間
と
空
間
の
軸
の
中
で
行
な
わ
れ
る
が
、

空
間
の
一
点
と
い
う
こ
と
は
、
当
り
前
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
を
含
む
線
や
面
が

前
提
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
殊
更
に
哲
学
め
い
た
議
論
を
し
よ
う
と

い
う
の
で
は
な
い
。
い
い
た
い
の
は
、
日
本
人
が
ト
コ
ロ
と
い
う
こ
と
ば
を
使

っ
て
空
間
な
り
時
間
な
り
、
あ
る
い
は
人
の
性
格
な
り
、
お
よ
そ
事
物
の
あ
り

か
を
示
す
と
き
に
は
、
そ
の

「
と
こ
ろ
」
が
全
体
の
中
の
一
点
で
あ

っ
て
全
体

で
は
な
い

（
モ
ノ
や
コ
ト
と
の
違
い
の
一
つ
が
こ
こ
に
あ
る
と
思
う
が
今
は
立

ち
入
ら
な
い
）
と
い
う
含
み
を
も

っ
て
い
る
と
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
合
み
が
、
聞
き
手
に
伝
わ
る
に
は
程
度
の
差
が
あ
る
よ
う
で
、
０
１
０
な
ど

で
は
と
り
立
て
て
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
０
働
な
ど
で
は
そ
の
合
み
が
比
較

的
は
っ
き
り
し
て
い
る
し
、
性
格
描
写
に
使
わ
れ
る
０
や
、
次
の
同
国
で
は
さ

ら
に
大
事
な
含
み
に
な
っ
て
い
る
。

０
彼
は
そ
の
女
を
嫌
い
で
は
な
か
っ
た
。
ち
ょ
っ
と
美
し
い
女
だ
っ
た
ば
か
り

で
な
く
、
ど
こ
か
賢
そ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、　
一
方
食
え
な
い
感
じ
も
あ

っ

た
が
…
…
」

（志
賀
直
哉

「暗
夜
行
路
し

８
自
川
夫
婦
が
東
京
に
居
た
こ
ろ
二
年
近
く
隣
家
に
住
ま

っ
て
懇
意
に
な
っ
て

い
な
が
ら
、
き
ん
な
ど
が
倫
に
気
の
置
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
も
そ
の
重
た

い
眼
ざ
し
と
崩
し
た
と
こ
ろ
の
な
い
言
葉
つ
き
や
動
作
の
せ
い
な
の
で
あ

っ



た
。

（円
地
文
子

「
女
坂
し

「
全
体
の
中
の
一
部
」
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ば
全
体
の
情
景
の
中
の
あ
る

一
点
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
る
こ
と
で
あ
る
。
観
客
は
そ
の
ラ
イ
ト
の
当

た
っ
た
と
こ
ろ
に
注
目
す
る
が
、
同
時
に
ラ
イ
ト
の
当
た
ら
な
い
暗
が
り
も
視

野
に
入
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
表
現
効
果
の
面
か
ら
い
う
と
、
Ｘ
を
Ｙ

だ
と
全
面
的
に
き
め
つ
け
て
し
ま
わ
ず
、
「
Ｙ
で
な
い
」
と
い
う
反
論
に
も
応
え

ら
れ
る
用
心
深
い
表
現
だ
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
。

０

〔大
山
は
〕
山
岳
の
険
阻
な
と
こ
ろ
か
ら
真
言
密
教
の
修
験
道
場
と
な
り
…

…

（松
本
清
張

「大
山
詣
り
し

⑩
ロ
バ
ー
ト
・
ケ
ネ
デ
ィ
上
院
議
員
の
暗
殺
を
は
か
っ
た
犯
人
の
身
元
が
ヨ
ル

ダ
ン
生
れ
の
ア
ラ
ブ
系
移
民
と
確
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
暗
殺
計
画

の
主
な
動
機
は
…
…

（朝
日
新
聞
６８
・
６
●
６
）

こ
の
表
現
は
会
話
で
も
見
ら
れ
る
が
、
７
…
・ト
ア
ッ
テ
」と
並
ん
で
新
聞
で

も
よ
く
使
わ
れ
る
。
「
い
ろ
い
ろ
他
に
理
由
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
」と
い
う

含
み
が
感
じ
ら
れ
、
「…
…
カ
ラ
」
の
断
定
的
な
調
子
よ
り
も
好
ま
れ
る
の
で
あ

ろ
う
。
７
‥
・ト
コ
ロ
フ
」
は
後
に
も
見
る
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
型
が
あ
る
が
、

右
の
よ
う
な
意
味
と
同
じ
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。
例
を

一
つ
だ
け
示
す
。

回

「
う
し
ろ
か
ら
塩
を
撤
か
れ
た
り
、
野
郎
が
ぶ
り
ぶ
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
を

見
る
と
、
よ
っ
ぽ
ど
大
黒
屋
と
は
面
白
く
ね
え
間
柄
に
ち
げ
え
ね
え
。
そ
の

く
せ
に
、
つ
き
合

っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
た
し
か
に
妙
だ
な
。」
（松
本
清
張

「大
黒
屋
し

右
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
表
現
は
巻
間
よ
く
非
難
さ
れ
る

「
日
本
語

の
曖
味
さ
」
の
片
棒
を
か
つ
い
で
い
る
と
い
わ
れ
そ
う
で
、
確
か
に
そ
う
い
う

面
も
あ
る
が
、
し
か
し
英
語
に
で
も
こ
う
い
う
表
現
が
な
い
で
は
な
い
。「…
…

ト
コ
ロ
ガ
ア
ル
」
に
一
応
型
と
し
て
対
応
す
る
の
に
巧

，
ｑ
ｏ
お
８
日
０
多
す
”

”
げ
ｏ
ロ
ミ
【●
・・…
、
と
い
う
い
い
方
が
あ
る
。
し
か
し
、
ト
コ
ロ
が
、
コ
ト
や
モ

ノ
と
対
立
し
て
も

っ
て
い
る
意
味
合
い
を
英
語
で
表
現
す
る
こ
と
は
一
般
に
難

し
い
。
翻
訳
な
ど
に
当
る
と
興
味
あ
る
こ
と
に
出
く
わ
す
が
こ
こ
で
は
日
英
表

現
の
対
照
は
割
愛
す
る
。

以
上
見
た
例
以
外
に
、
ト
コ
ロ
に
か
か
る
部
分
が
動
作
、
出
来
事
の
表
現
で

あ
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
多
く
次
の
よ
う
に
文
の
つ
な
ぎ
や
文
末
に
出
て

く
る
こ
と
が
多
い
の
で
そ
こ
で
そ
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

〓
一　
ト

コ
ロ
の
形
式
化

の
諸
型
と
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味

こ
の
節
で
は
、
ト
コ
ロ
が
、
そ
の
承
け
る
形
式
か
ら
い
え
ば
名
詞
性
を
保
持

し
な
が
ら
、
次
に
か
か
っ
て
い
く
形
式
と
し
て
は
か
な
り
制
限
さ
れ
た
形
で
特

定
の
構
文
的
機
能
を
担
う
場
合
に
つ
い
て
考
え
る
。

ま
ず
、
修
飾
部
全
体
を
包
み
こ
ん
で
、
（
二
を
伴
わ
ず
）副
詞
的
に
次
へ
か
か

っ
て
い
く

「
…
…
（
夕
）
ト
コ
ロ
」
と
ぃ
ぅ
形
が
あ
る
。

回
二
日
夜
、
警
察
に
…
…
（中
略
）…
…
と
い
う
届
け
出
が
あ

っ
た
。
警
察
が
調

べ
た
と
こ
ろ
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
…
…
（中
略
Ｙ
…
。が
は
い
っ
て
い
た
。
（新
聞
）

ω
昨
年
あ
た
り
か
ら
、
若
い
主
婦
の
あ
い
だ
に
花
筵
の
愛
用
者
が
ふ
え
て
き
た
。

（中
略
）
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
面
白
い
の
は
…
…
（中
略
Ｙ
…
。そ
れ
を
知

っ
て

産
地

（
岡
山
）
の
業
者
の
な
か
で
、
若
向
け
の
近
代
模
様
を
作

っ
た
と
こ
ろ
、

意
外
に
そ
れ
が
好
評
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
（毎
日
グ
ラ
フ
）

こ
の
形
と
、
７
‥
・シ
タ
ト
キ
」
７
…
・ス
ル
ト
」
な
ど
と
の
区
別
は
な
か
な

か
難
し
い
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
こ
の
形
の
一
般
的
な
意
味
特
徴
は
、

「あ
る
こ
と
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
状
況
の
中
で
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
…
…
し
て
み
た
。
す
る
と
、
ど
う
こ
う
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。」と
い

う
よ
う
に
い
え
る
だ
ろ
う
。
常
に
過
去
の
事
象
に
つ
い
て
使
わ
れ
る
。



次
に
、
ト
コ
ロ
が
い
ろ
い
ろ
の
助
詞
に
伴
な
わ
れ
て
全
体
と
し
て
副
詞
的
に

下
に
か
か
っ
て
い
く
場
合
を
見
て
い
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の
助
詞
と
の
結
合
が
そ
れ

ぞ
れ
の
意
味
を
伴

っ
て
い
る
場
合
が
対
象
で
あ

っ
て
、
助
詞
が

（後
の
動
詞
と

呼
応
し
て
）

一
般
的
に
格
表
示
の
機
能
に
止
ま
っ
て
い
る
場
合
は
、
前
節
の
実

質
名
詞
の
ト
コ
ロ
＋
助
詞
と
見
た
方
が
よ
い
。
た
だ
そ
の
間
の
判
定
は
か
な
り

難
し
い
。

ま
ず
、
「
…
…
ト
コ
ロ
ヲ
」
と
い
う
形
を
見
て
み
よ
う
。

先
に
二
で
、
ト
コ
ロ
が
、
「全
体
（な
い
し
少
な
く
と
も
前
後
左
右
）
を
視
野

に
入
れ
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て
あ
る

一
点
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
る
」
表

現
で
あ
る
こ
と
を
見
た
。
そ
こ
で
の
全
体
と
い
う
の
は
一
般
に

「静
的
な
状
態
、

な
い
し
状
況
と
し
て
の
全
体
」
だ
っ
た
。
が
、
人
は
あ
る
事
象
の
進
展
を

一
つ

の
全
体
と
し
て
見
、
そ
の
あ
る
一
点
に
焦
台
を
当
て
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

側
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
あ
る
カ
メ
ラ
マ
ン
が
、
ビ
ル
の
窓
か
ら
は
い
り
こ
も
う
と

す
る
男
を
見
つ
け
て
泥
棒
と
直
感
、
盗
ん
だ
品
物
を
も

っ
て
立
去
る
と
こ
ろ

ま
で
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
り
つ
づ
け
た
。
二
十
六
才
に
な
る
こ
の
男
、
そ
ん
な

こ
と
と
は
夢
に
も
知
ら
ず
、
カ
ー
テ
ン
ま
で
し
め
て
行
こ
う
す
る
と
こ
ろ
を

つ
か
ま
っ
た
。
（Ｕ
Ｐ
Ｉ
サ
ン
ー
朝
日
新
聞
）

こ
れ
は
、
時
間
の
流
れ
の
中
で
の
事
象
の
進
展
を
視
覚
化
し
た
表
現
と
い
っ

て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
出
来
事
、
あ
る
い
は
動
作
を
、
あ
る

始
ま
り
が
あ

っ
て
終
わ
り
が
あ
る

一
連
の
で
き
ご
と
の
一
つ
の
過
程
と
し
て
捉

え
る
と
き
、
７
…
・ト
コ
ロ
ヲ
」
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
先
の
、
状

態
的
な
場
合
の
、
舞
台
の
上
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
と
い
う
よ
り
は
、
い
わ
ば
映

画
の
フ
ィ
ル
ム
の
ひ
と
コ
マ
を
止
め
て
、
そ
こ
に
注
意
を
集
め
る
、
と
い
う
ふ

う
に
近
い
だ
ろ
う
。
従

っ
て
、
後
に
続
く
動
詞
は
、
も

っ
と
も
自
然
な
運
動
と

し
て
は

「
見
ル
、
見
セ
ル
、
ウ
ツ
ス
、
描
ク
」
と
い
っ
た
種
類
の
動
詞
が
考
え

ら
れ
る
。

的
そ
の
十
五
番
ホ
ー
ム
の
列
車
に
乗

っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
さ
り
げ
な
く
見
せ
る

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
（松
本
清
張

「黒
い
手
帖
し

の
よ
う
な
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。　
同
じ
感
覚
的
な
動
詞
で
も

「聞
ク
」

と
か

「匂
ウ
、
感
ジ
ル
」
な
ど
は
ト
コ
ロ
フ
は
と
れ
な
い
。
難
し
い
の
は
、
右
の
よ

う
に
特
に

「事
象
の
進
展
」
を
対
象

（
目
的
語
）
と
す
る
と
は
い
え
な
い
種
類

の
動
詞
と
共
に
ト
コ
ロ
フ
が
使
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
先
の
回
の
後
の
方
の

「
…
…
と
こ
ろ
を
つ
か
ま
っ
た
」
が
典
型
的
な
例
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
も
の

を
も
う
少
し
考
え
て
み
る
。

ω
二
日
午
後
五
時
五
十
分
ご
ろ
、
茨
城
県
北
浦
に
航
空
自
衛
隊
の
ヘ
リ
コ
プ
タ

ー
が
不
時
着
水
し
た
。
乗

っ
て
い
た
三
人
は
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
も
ろ
と
も
約
三

メ
ー
ト
ル
の
湖
底
に
沈
ん
だ
が
、
窓
を
あ
け
て
次
々
に
浮
か
び
上
っ
た
と
こ

ろ
を
近
く
で
漁
を
し
て
い
た
人
に
助
け
ら
れ
た
。
（朝
日
新
聞
”
・
２
●
３
）

こ
れ
は
別
に
珍
し
い
例
で
は
な
い
が
、
実
は
私
が
外
国
人
に
日
本
語
を
教
え

始
め
て
間
の
な
い
こ
ろ
、
プ
リ
ン
ト
に
ト
コ
ロ
の
用
例
を
い
ろ
い
ろ
刷

っ
て
説

明
し
て
い
た
と
き
、
学
生
に
、
ト
コ
ロ
の
意
味
は
今
ま
で
の
説
明
で
大
体
分
か

っ
た
が
、
な
ぜ
そ
こ
で

「と
こ
ろ
を
」
と

「
を
」
が
使

っ
て
い
る
の
か
が
分
か

ら
な
い
、
と
質
問
さ
れ
て
説
明
に
窮
し
た
思
い
出
の
例
文
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
例
は
そ
の
後
も
い
ろ
い
ろ
集
め
た
が
、
未
だ
に
す

っ
き
り
し
た
説
明
が
つ
か

な
い
。
最
近
、

（
変
形
載
法
の
枠
の
中
で
、
構
文
的
に
こ
の
フ
を
説
明
し
よ
う
と

い
う
試
み
が
あ
る
が
、
私
に
は
、
こ
の
よ
う
な
、
そ
し
て
ま
た
次
に
も
示
す
よ

う
な
ト
コ
ロ
フ
の
フ
は
、
「格
」
と
い
う
概
念
で
は
押
え
き
れ
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
後
に
出
て
く
る
動
詞
が
類
型
化
し
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
「視
覚

の
対

象
と
し
て
の
事
態
の
進
展
」
と
い
う
の
で
な
い
場
合
の
ト
コ
ロ
フ
に
は
、　
一
般

に
次
の
よ
う
な
意
味
的
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

「事
態
の
自
然
な
進



展
が
あ
る
で
き
ご
と
に
よ
っ
て
さ
え
ぎ
ら
れ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
あ
る

い
は

「あ
る

一
定
の
軌
跡
を
え
が
い
て
き
た
も
の

（あ
る
い
は
こ
と
）
の
進
行

が
何
か
で
さ
え
ぎ
ら
れ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
い
っ
て
も
よ
い
。
「自
然
な
」
と
い

う
の
は
、
話
し
手
が
そ
う
思

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
話
し
手

が
そ
う
思

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
相
手
に
暗
示
す
る
気
持
ち
も
含
ん
で
い
る
。

ｍ
オ
忙
シ
イ
ト
コ
ロ
フ
オ
邪
魔
シ
マ
ス

と
い
う
会
話
表
現
な
ど
に
も
そ
の
こ
と
は
現
れ
て
い
る
。

０
ふ
つ
う
な
ら
九
枚
で
や
め
る
と
こ
ろ
を
、
お
菊
の
幽
霊
は
そ
の
夜
に
か
ぎ

っ

て
、
「十
三
枚
、
十
四
枚
…
…
」
見
物
人
が
あ
き
れ
て

「
も
う
や
め
ろ
、
皿
の

数
が
多
い
」
す
る
と
…
…
　

（加
太
こ
う
じ
）

な
ど
も
そ
う
だ
ろ
う
。
つ
い
で
な
が
ら
、
こ
の

「
フ
」
は
、
た
と
え
ば
、

回

「
ほ
か
を
探
せ
ば
い
い
。
僕
の
こ
と
は
、
諦
め
て
欲
し
い
ね
」

「
そ
こ
を
お
願
い
す
る
の
で
す
。
…
…
」

（大
仏
次
郎

「
帰
郷
し

と
か
、

⑩
折
角
の
幸
運
を
こ
の
ま
ま
埋
も
れ
る
の
は
嫌
だ
。

（松
本
清
張

「顔
し

な
ど
の

「
フ
」
と
同
じ
性
質
の
も
の
だ
と
思
う
。

先
に
、
「事
態
の
自
然
な
進
展
が
不
測
の
で
き
ご
と
に
よ
っ
て
さ
え
ぎ

ら
れ

る
」
と
い
っ
た
が
、
こ
の
合
み
を
少
し
延
長
す
る
と
、
「
ふ
つ
う
な
ら
当
然

こ

う
こ
う
で
あ
る
べ
き
状
況
の
中
で
、
そ
れ
に
反
す
る
で
き
ご
と
が
起
こ
る
」
と

い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

口
友
達
は
か
ね
て
か
ら
国
元
に
い
る
親
達
に
勧
ま
な
い
結
婚
を
強
い
ら
れ
て
い

た
。
彼
は
現
代
の
習
慣
か
ら
い
う
と
結
婚
す
る
に
は
あ
ま
り
年
が
若
過
ぎ
た
。

そ
れ
に
肝
心
の
当
人
が
気
に
入
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ネ
督
藤
Ｔ
Ｔ
膨
書
答
帰
る

べ
き
と
こ
ろ
を
、
わ
さ
と
避
け
て
東
京

の
近
く
で
遊
ん
で
い
た
の
で
あ
る
ｃ

（
夏
目
漱
石

「
こ
こ
ろ
し

次
は
右
の
傍
線
部
の
英
訳
で
あ
る
が
、
日
本
語
の
ト
コ
ロ
フ
の
意
味
を
巧
み

に
伝
え
て
い
る
と
思
う
。
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ト
コ
ロ
は
、
事
態
の
進
展
を

（視
覚
の
）
対
象
と
す
る
動
詞
が
後
に
来
る
場

合
は
、
先
に
見
た
よ
う
に

「
フ
」
を
と
る
が
、
「来
ル
、
呼
ビ
カ
ケ
ル
、
デ
ク
フ

ス
」
と
い
っ
た
動
詞
が
来
る
場
合
は

「
二
」
を
と
る
。
７
‥
・ト
コ
ロ
ニ
」
の
例

は
省
く
。

次
に
副
詞
的
に
後
に
か
か
っ
て
い
く
固
定
し
た
形
と
し
て

「
ト
コ
ロ
デ
」
と

い
う
形
が
あ
る
。

側
も
と
も
と
西
洋
と
日
本
で
は
言
葉
の
ジ
ニ
ア
ス
が
違
う
の
で
あ
る
か
ら
、
模

倣
し
た
と
こ
ろ
で
程
度
は
知
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（谷
崎
潤

一
郎

「文
章
読

本
し

の
よ
う
な
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。
「
か
り
に
あ
る
こ
と
が
実
現
し
て
も
、
そ
れ
は

目
標
に
達
す
る
に
は
不
充
分
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
こ
の
よ
う
な

「
ト
コ
ロ
デ
」
は
、
只
何
々
シ
）
テ
モ
」
で
置
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

逆
は
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
。
こ
の
二
つ
の
違
い
に
つ
い
て
は
立
入
る
余
裕
が

な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
よ
う
な

「
ト
コ

ロ
デ
」
に
は
、

「
イ
ク
ラ
」
と
か

「
ド
レ
ホ
ド
」
と
い
っ
た
先
触
れ
の
こ
と
ば

が
現
れ
る
こ
と
が
多
い
。

ト
コ
ロ
の
右
の
よ
う
な
意
味
の
延
長
と
し
て

「
…
…
ド
コ
ロ
カ
」
と
い
う
い

い
方
が
あ
る
。
が
、
こ
れ
は
す
で
に
副
助
詞
化
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
見
て

（
ソ
レ
ド
コ
ロ
カ
、
ま
た
、
ド
と
い
う
連
濁
現
象
か
ら
も
）
今
回
は
対
象
か
ら



省
く
。

以
上
は
ト
コ
ロ
が
そ
の
ま
ま
で
、
ま
た
は
何
ら
か
の
助
詞
を
伴
っ
て
、
接
続

助
詞
的
機
能
を
も
つ
場
合
で
、
こ
の
点
で
ト
コ
ロ
は
、
ホ
ド
、
ト
キ
、　
マ
マ
な

ど
と
共
通
す
る

一
面
を
も
つ
。

最
後
に
、
ト
コ
ロ
が
「
ダ
」
の
類
を
伴
っ
て
、
文
末
助
動
詞
化
す
る
場
合
を
簡

単
に
見
て
お
こ
う
。
「
ト
コ
ロ
ダ
」
は
、
動
き
の
動
詞
の
「．‥
ス

ル
」
「
・・シ
タ
」

「
…
シ
テ
イ
ル
」
「
・・シ
テ
イ
タ
」
と
い
う
形
を
承
け
て
、
い
ろ
い
ろ
な
ア
ス
ペ

ク
ト
を
表
わ
す
述
語
の
類
型
を
作
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ア
ス
ペ
ク
ト
を

表
わ
し
て
い
る
の
は
、
ト
コ
ロ
の
前
の
四
つ
の
動
詞
の
型
で
あ

っ
て
、
「
ト
コ
ロ

グ
」
は
、
そ
の
い
ろ
い
ろ
な
ア
ス
ペ
ク
ト
的
な
事
実
の
認
定
を
承
け
て
、
や
は

り
、
前
後
の
文
の
流
れ
、
あ
る
い
は
事
態

。
状
況
の
中
で
、
現
在
に
焦
点
を
当

て
る
と
い
う
含
み
を
表
わ
す
の
が
そ
の
機
能
だ
と
思
う
。
↑
…
。ト
コ
ロ
グ
ッ

タ
は
勿
論
、
過
去
の
あ
る
状
況
の
中
の
一
点
を
指
す
）
「
シ
テ
イ
ル
ト
コ
ロ
グ
」

が

「進
行
態
」
と
表
わ
す
と
い
う
だ
け
な
ら
、

「
雨
ガ
降
ッ
テ
イ
ル
」
の
代
り

に

「今
雨
ガ
降
ッ
テ
イ
ル
ト
コ
ロ
デ
ス
」
な
ど
と
い
え
る
は
ず
だ
。

こ
の
型
の

「
ト
コ
ロ
グ
」
で
よ
り
興
味
深
い
の
は
、
や
は
り
右
よ
り
さ
ら
に

含
み
の
幅
の
大
き
い
次
の
よ
う
な
使
い
方
で
あ
ろ
う
。

ｍ
普
通
な
ら
即
座
に
断
わ
る
と
こ
ろ
だ
が
…
…

口

「
よ
か
っ
た
わ
ね
。
東
京
だ
っ
た
ら
、
店
も
何
も
減
茶
減
茶
に
な
っ
て
い
る

と
こ
ろ
だ
わ
」

こ
れ
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
当
然
予
想
さ
れ
る
状
況
が
そ
う
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
必
ず
し
も

「
ト
ロ
ロ
グ
」
と
文

末
に
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
先
に
見
た

「
…
…
ト
コ

ロ
フ
」
の
よ
う
に
後
に
つ
づ
く
と
こ
ろ
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
可

能
だ
ろ
う
。
そ
の
理
解
に
は
、
先
行
す
る

「
…
…
グ

ッ
タ
ラ
」
と
い
っ
た
条
件

づ
け
の
表
現
が
助
け
に
な

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
ト
コ
ロ
の
多
角
性
は
、
先
の
７
‥
・ド

コ
ロ
カ
」
の
ほ
か
に
も
、

「
コ
ノ
ト
コ
ロ
」
と
か
、

「
ト
コ
ロ
デ
」
と
い
っ
た
成
句
化
し
た
と
こ
ろ
に
も

見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
と
類
義
語
と
の
比
較
も
必
要
だ
が
、
今
は
余
裕
が
な
く

な

っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
含
め
て
多
彩
な
用
法
の
中
に
現
れ
る
ト
コ
ロ
の

個
性
は
、
今
ま
で
に
見
て
き
た
本
質
的
な
意
味
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
ト
コ
ロ
に
つ
い
て
の
こ
れ
以
上
の
理
解
は
、
同
じ
よ
う
に
日
本

語
独
特
の

「
抽
象
名
詞
」
と
い
う
べ
き

モ
ノ
、　
コ
ト
と
の
比
較
を
ま
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
２
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