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方

向

・
移

動

の

形

式

を

め

ぐ

っ
て

一
　
は
じ
め
に

動
詞
述
語
の
基
本
的
な
意
味
が
動
き
の
叙
述
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
動
き

の
空
間
的
側
面
を
と
ら
え
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
日
本
語
動
詞
述
語
で
は
、

動
き
の
表
現
に
関
し
て
の
方
向
性

ｏ
移
動
性

（さ
ら
に
広
義
の
場
所
性
）
を
表

す
形
式
と
し
て
、
テ
ク
ル
・
テ
イ
ク
や
そ
れ
に
関
連
し
た
若
千
の
形
式
が
分
化

し
て
い
て
、　
一
つ
の
文
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
な
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
形
態
論

的

・
統
語
論
的

・
語
用
論
的
観
点
か
ら
、
こ
れ
ら
方
向

・
移
動
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
つ
い
て
考
え
る
。

二
　
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
問
題
点

テ
ク
ル
・
テ
イ
ク
の
形
式
自
体
に
つ
い
て
は
、

「
遊
ん
で
く
る

（継
起
的
こ

「
走

っ
て
く
る

（同
時
的
と

の
よ
う
に
、
比
較
的
目
立
つ
現
象
が
あ
る
の
で
、

こ
れ
ま
で
に
多
く
の
研
究
者
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た

（吉
川
８
８
、
８
だ
、

森
田
８
８
、
８
ミ
、
野
沢
８
ぶ
、
成
田
】８
０
、
近
藤
Ｆ口
い
な
ど
）
。

し
か
し
、

張
８
８
を
除
い
て
、
い
ず
れ
も
、
移
動
同
時
的
動
作
か
継
起
的
動
作
か
と
い
う

分
類
や
、
語
彙
的
に
ど
の
よ
う
な
動
き
が
移
動
的
に
な
る
か
、
と
い
っ
た
意
味

森

山

卓

的
な
観
点
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
大
江
８
ぶ
は
、
ク
ル
・
イ
ク

の
方
向
性
の
問
題
を

８
日
ｐ

電

と
の
比
較
に
お
い
て
扱
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
意
味
的
な
問
題
の
ほ
か
に
、
ア
ス
ペ
ク
ト
的
な
形
式
と

の
関
係
は
ど
う
か
、
名
詞
の
素
性
の
問
題
や
ク
ル
・
イ
ク
の
方
向
の
違
い
は
何

を
意
味
す
る
の
か
、
継
起
的
動
作
の
表
現
的
な
意
味
は
何
か
、
な
ど
の
問
題
が

残

っ
て
い
る
。
具
体
的
問
題
は
、
各
個
に
触
れ
て
い
く
。

〓
一　
形
式
の
同
定
―
―
場
所

・
方
向
と
ア
ス
ペ
ク
ト
ー
ー

方
向

・
移
動
を
表
す
テ
ク
ル
・
テ
イ
ク
は
、
前
項
動
詞
と

一
語
と
し
て
発
音

さ
れ
、
テ
形
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
一
部
を
占
め
る
。

「
迫

っ
て
く
る
０
１
０
迫
り
く

る
」
の
よ
う
に
、
複
合
動
詞
と
も
近
い
が
、

「
そ
し
て
２
す
る
」
の
よ
う
に
、

動
詞
が
並
列
的
に
並
ぶ

（
テ
形
の
接
続
形
式
）
と
い
う
形
態
的
な
点
や
生
産
性

の
点
で
大
き
く
違

っ
て
い
る
。　
一
方
、

「―
シ
テ
、
―
ス
ル
」
と
い
う
並
列
的

な
接
続
形
式
に
も
似
て
い
る
が
、
音
韻
的

・
形
態
的
に
一
語
化
し
て
い
る
点
が
、

や
は
り
違

っ
て
い
る
。
例
え
ば

「
遊
ん
で
い
く
」
は
、

「
遊
ん
で
、
行
く
」
と

い
う
意
味
で
も
、

あ
そ
ん
で
い
く
　
（〇
●
●
●
●
●
）

，
“８
８
詳
“
↓
〓
８
一
ｏＦ
“ 良Б
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の
う
に
、
ア
ク
セ
ン
ト
核
は

一
つ
に
な
っ
て
い
る
し
、　
一
語
的
な
発
音
に
も
な

る

（発
音
は
も
ち
ろ
ん
傍
証
に
す
ぎ
な
い
が
）。
　
　
　
一

テ
ク
ル
・
テ
イ
ク
の
諸
用
法
の
分
類

・
整
理
に
つ
い
て
は
、
シ
テ
マ
ワ
ル
な

ど
も
含
め
て
、
後
に
詳
し
く
検
討
す
る
が
、
ま
ず
、
こ
こ
で
は
、
大
き
な
レ
ベ

ル
か
ら
見
て
、
方
向

・
移
動
の
テ
ク
ル
ｏ
テ
イ
ク
等
が
生
産
的
な
形
式
と
し
て
、

す
な
わ
ち
、
文
法
的
な
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

方
向

ｏ
移
動
の
形
式
と
ア
ス
ペ
ク
ト
の
形
式
と
の
関
連
を
ま
ず
見
て
み
る
。

自
然
現
象
な
ど
非
意
志
的
動
き
の
起
動

（「突
然
頭
痛
が
し
て
き
た
」
「
定
数

を
変
え
る
と
答
え
が
違

っ
て
く
る
」
な
ど
―
―
後
者
は
元
々
状
態
的
な
述
語
を

変
化
動
詞
化
す
る
例
―
―
）
を
表
す
テ
ク
ル
は
、
テ
イ
ク
と
い
う
ペ
ア
を
持
た

な
い
の
で
、
視
点
の
変
化
に
よ
っ
て
、
テ
イ
ク
が
使
え
る
か
ど
う
か
で
、
基
本

的
な
テ
ス
ト
が
で
き
る
。
例
え
ば

「臭

っ
て
く
る
」
な
ど
は
、
視
点
を
逆
に
し

て

「
臭

っ
て
い
く
」
な
ど
と
言
え
れ
ば
、　
一
応
、
そ
こ
で
は
方
向

・
移
動
的
な

意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

買
略
と

と
い
う
言
葉
が
、
臓
腑
の
そ
こ
か
ら
苦
い
味
を
も

っ
て
こ
み
あ

げ
て
き
た
。
（自
い
人

・
黄
色
い
人
）

の
よ
う
に
、
方
向

・
移
動
に
関
わ
る
格
成
分
が
共
起
し
て
い
れ
ば
、
意
味
的
な

観
点
か
ら
ア
ス
ペ
ク
ト
形
式
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
方
向

・
移
動
の
テ
ク
ル
・
テ
イ
ク
と
進
展
的
な
ア
ス
ペ
ク
ト
と
の
区

別
で
は
、
双
方
に
テ
イ
ク
も
出
現
す
る
の
で
、
区
別
は
難
し
い
。
例
え
ば
、

（略
）
そ
の
一
部
が
第

一
線
近
く
に
位
置
す
る
歩
兵
団
司
令
部
に
接
近
し

て
き
た
。

（最
後
の
帝
国
軍
人
）

の
テ
ク
ル
は

「
接
近
す
る
」
と
い
う
進
展
的
な
変
化
の
時
澗
的
な
ア
ス
ペ
ク
ト

を
表
す
も
の
か
、
あ
る
い
は
、

「
近
付
い
て
、
や
っ
て
く
る
」
と
い
う
具
体
的

移
動
を
表
す
も
の
か
、
判
断
が
つ
き
に
く
い
。
こ
の
よ
う
な
位
置
変
化
の
場
合
、

位
置
変
化
の
時
間
的
側
面
は
移
動
と
い
う
こ
と
と
中
和
し
て
い
る
と
言
え
る
。

以
上
は
方
向

・
移
動
の
形
式
と
ア
ス
ペ
ク
ト
の
形
式
と
が
、
多
義
的
で
も
あ

り
う
る
例
で
あ
る
が
、
以
前
か
ら
の
、
或
は
以
後
へ
の
、
継
続
を
表
す
テ
キ
タ

（
テ
ク
ル
の
形
は
な
い
）

ｏ
テ
イ
ク
は
、
形
態
的
に
全
く
明
白
に
分
け
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
継
続
の
時
の
成
分
が
共
起
す
れ
ば
、
各
々
、
必
ず
、
継
続
の
意
味

で
解
釈
さ
れ
、

こ
ん
な
靴
で
、
６
年
間
も
向
こ
う
の
町
ま
で
新
聞
配
達
を
し
て
き
た
の
か
。

こ
ん
な
靴
で
、
６
年
間
も
向
こ
う
の
町
ま
で
新
聞
配
達
を
し
て
い
く
の
か
。

向
こ
う
の
町
ま
で
新
聞
配
達
を
し
て
き
た
／
し
て
い
く

の
よ
う
に
、
テ
ク
ル

（
テ
キ
タ
）

・
テ
イ
ク
は
、
ア
ス
ペ
ク
ト
的
な
以
前
か
ら

の
継
続
の
意
味
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同

一
の
形
式
が
多
様
な
意
味
を
担
う

場
合
、

「
２
し
て
き
て
き
た
」
の
よ
う
に
共
起
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
意
味

の
決
定
に
優
先
順
位
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
継
続
の
意
味
は
、
動
き
を
繰
り

返
し
的
に
問
題
に
す
る
も
の
な
の
で
、
副
詞
の
ス
コ
ー
プ
（掛
か
り
先
の
範
囲
）

が
大
き
く
、
優
先
的
解
釈
を
受
―ナ

（従
。

以
上
の
よ
う
に
、
テ
ク
ル
・
テ
イ
ク
は
多
義
的
な
も
の
で
あ
り
、
特
に
、
時

間

一
空
間
の
連
続
的
変
化
と
い
う
点
で
ア
ス
ペ
ク
ト
を
表
す
形
式
と

一
種
連
続

的
と
も
言
え
る
密
接
な
関
係
を
持

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
テ
イ
ク
が
使
え
る
か
、

方
向

ｏ
移
動
に
関
す
る
格
成
分
が
共
起
し
て
い
な
い
か
、
時
間
の
成
分
が
共
起

し
て
い
る
か
、
な
ど
の
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
ア
ス
ペ
ク
ト
と
は
別
な
き
の
と
し

て
、
方
向

ｏ
移
動
の
テ
ク
ル
・
テ
イ
ク
な
ど
の
形
式
が
同
定
さ
れ
る
。

四
　
分
類
と
そ
の
形
態
的

・
意
味
的
根
拠
づ
け

次
に
、
方
向

・
移
動
の
形
式
の
分
類
を
主
に
形
態
論
的
な
観
点
か
ら
考
え
る
。

結
論
は
次
の
通
り
で
あ
る
。



＾
２語

彙
的
形
式
　
　
　
語
彙
的
固
定
　
＊　
　
＊
　
　
＊
　
＊
　
　
＊
　
　
１
　

後

語
彙
的
（方
向
的
）

方
向
固
定
　
　
＊
　
　
＊
　
　
＊
　
＊
　
　
＊
　
　
＊
　
　
前

働
き
掛
け
方
向
　
　
方
向
づ
け
　
　
０
　

０
　

０
　
＊
　
　
＊
　
　
＊
　

前

動
詞
連
合
前
ぎ
ａ

継
起
移
動
　
　
０
　

０
　

０
　
０
　

０
　

０
　

前

動
詞
連
合
後
Ｆ
巳

同
時
移
動
　
　
０
　

０
　

０
　
０
　

０

　

１
　

後

ま
ず
、
語
彙
的
形
式
と
し
て
、

ガ
ロ
ー
ニ
が
偵
察
に
や
っ
て
来
る
。

（
シ
ナ
リ
オ
嗜
序

”
■ｏけｏｏ一０し

の

「
や
っ
て
く
る
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
場
合
、
前
項
動
詞
の

「
や

る
」
と
い
う
意
味
が
特
定
で
き
な
い
以
上
、
語
彙
的
な
結
合
で
あ
り
、
共
通
部

分
の
省
略
や
前
項
動
詞
だ
け
を

「
そ
う
」
な
ど
で
照
応
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な

い

（
い
わ
ゆ
る

目
選
ｇ
Ｈざ
●
〓
一
）。　
全
体
で

一
語
の
動
詞
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
に
連
続
し
て
、
動
き
の
方
向
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。

生
田
大
隊
は
、
生
田
大
隊
で
ま
と
ま
り
、
旭
川
部
隊
の
伝
統
と
栄
光
の
下

に
団
結
し
て
戦
い
死
ん
で
い
こ
う
、

（静
か
な
ノ
モ
ン
ハ
ン
）

生
ま
れ
て
き
た
赤
ち
ゃ
ん

の
よ
う
に
、
働
き
掛
け
を
表
す
わ
け
で
は
な
い
が
、
方
向
性
を
持

っ
て
認
識
さ

れ
る
よ
う
な
、
生
成

・
消
滅
の
動
き
に
共
起
す
る
テ
ク
ル
・
テ
イ
ク
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
ｏぎ
【“
”
一】お

く
一ｏ■
〓
”二

に
よ
る
も
の
で
、
基
本
的

ｏ
正
常
な
在
り

方
を
中
心
と
し
て
ク
ル
・
イ
ク
の

“
ｏ一ｘ
ど
　
の
方
向
設
定
を
し
て
い
る
も
の
で

あ
る

（９
胃
〓
喝
じ
。
語
彙
的
形
式
で
あ
り
、
共
通
部
分
の
省
略
は
で
き
ず
、

彼
は
死
に
／
、
彼
は
消
え
て
い
っ
た
。

な
ど
と
言
え
ず
、
”
目
遥
ぽ
ｏ”ざ
″
】”
●
ヽ
に
も
な
ら
な
い
。

次
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
動
き
の
抽
象
的
な
方
向
づ
け
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

振
り
付
け
師
、
こ
り
ず
に
、
殴
り
か
か
っ
て
い
く
。

（同
右
）

の
よ
う
に
、
対
象
に
対
し
て
影
響
を
与
え
る
動
き

（動
き
掛
け
）
の
方
向
を
表

す
。
働
き
掛
け
を
表
す
動
詞
と
は
、
具
体
的
な
移
動
を
表
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。

言
う
、
怒
る
、
抗
議
す
る
、
攻
撃
す
る
、
責
め
る
、
頼
る
、
連
絡
す
る

紹
介
す
る
、
拒
否
す
る
、
通
知
す
る
、
追
及
す
る
、
求
め
る
、
は
む
か
う

こ
れ
ら
に
つ
い
た
テ
ク
ル
ｏ
テ
イ
ク
は
、
働
き
掛
け
方
向
の
形
式
と
呼
ぶ
こ
と

に
す
る
。
具
体
的
な
移
動
を
表
す
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
、
形
式
化
し
た

一
種
の
派
生
形
態
と
言
え
る
が
、
共
起
す
る
動
詞
に
は
制
限
が
あ
る
。
こ
こ
で

働
き
掛
け
を
表
す
と
し
た
動
詞
の
共
通
の
統
語
論
的
特
徴
に
、

２
に
対
し
て
、
／
言
う
／
連
絡
す
る
／
攻
撃
す
る
／
飛
び
掛
か
る
…
…
…

の
よ
う
な
、
二
対
シ
テ
と
い
う
複
合
格
助
詞
の
共
起
が
あ
り
、

私
は
事
件
を
彼
か
ら
連
絡
さ
れ
た
。

の
よ
う
に
、
受
け
身
の
動
作
主
が
カ
ラ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
現
象
が
あ

る
。
動
作
主
が
源
泉
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
動
き
が
、

対
象
に
対
す
る
方
向
づ
け
を
持
つ

（持
ち
う
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

形
態
と
し
て
は
、

彼
は
抗
議
し
／
、
彼
女
は
攻
撃
し
て
き
た
。

＊
彼
女
は
抗
議
し
て
／
、
彼
も
攻
撃
し
て
き
た
。

の
よ
う
に
、
共
通
部
分
の
省
略
が
裸
の
連
用
形
に
限

っ
て
可
能
で
あ
り
、

彼
は
先
方
へ
抗
議
し
て
い
っ
た
。
彼
女
も
そ
う
し
て
い
っ
た
。

の
よ
う
な
、

「
そ
う

（＝
抗
議
す
る
と

に
よ
る
部
分
要
素
の
照
応
も
可
能
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
形
態
的
に
は
独
立
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ

る
が
、
そ
の
逆
の
現
象
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
と
も
の
受
け
身
に
お
い
て
は
、

私
は
、
敵
に
攻
撃
さ
れ
て
き
た

（継
起
的
な
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
。）

私
は
、
敵
に
攻
撃
し
て
こ
ら
れ
た

（働
き
掛
け
の
方
向
の
意
味
）

の
よ
う
に
、
受
け
身
形
式
が
テ
ク
ル
・
テ
イ
ク
よ
り
も
先
行
す
る
こ
と
が
で
き



な
い
。
こ
の
点
で
結
合
度
が
強
く
、
動
詞
の
表
す
働
き
掛
け
の
方
向
を
決
め
る

形
態
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
　
２

方
、
ラ
レ
テ
ク
ル
／
イ
ク
の
よ
う
な
形
が
あ

る
継
起
的
意
味
の
も
の
は
、
以
下
で
い
う
動
詞
連
合
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。
）

こ
の
タ
イ
プ
の
形
式
で
は
、

＊
攻
撃
し
て
回
ら
れ
る

（動
詞
連
合
タ
イ
プ
の

「攻
撃
し
て
回
る
」
が
迷

惑
受
け
身
に
な
っ
た
と
い
う
形
な
ら
可
能
じ

の
よ
う
に
、
テ
ク
ル
を
ほ
か
の
動
詞
で
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
方
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
、

「
―
し
て
、
来
る
／
行
く
」
の
よ
う
に
、
意
味

的
に
も
機
能
的
に
も
、
前
項
動
詞
と
テ
ク
ル
・
テ
イ
ク
と
が
か
な
り
緩
や
か
に

喘
帖
れ
は
一

へ る
ツ と
い
”
】
畑
）
い
わ
権
げ
嚇

（
合

的
へ 仕
ツ 方
障
ｎ
だ

′レ 前

。 項
襴
「
い
麻

は
保
存
さ
れ
な
い
）
と
、
テ
ク
ル
・
テ
イ
ク
が
意
味
的
中
心
に
な
る
も
の

（後

ヘ
ッ
ド
…
た
だ
し
、

「
学
校
へ
制
服
を
着
て
く
る
」
の
よ
う
に
前
項
動
詞
の
格

成
分
も
保
存
す
る
）
と
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
ク
ル
・
イ
ク
の
実
質
的
な
意
味
が

残
り
、
音
韻
的
に
は
一
語
化
し
て
い
て
も
、
前
項
動
詞
に
半
独
立
的
に
テ
ク
ル
・

テ
イ
ク
が
結
合
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
、
動
詞
連
合
と
呼
ぶ
。

ヘ
ッ
ド
が
何
か
、
と
い
う
と
ら
え
方
を
し
た
理
由
は
、
従
来
の

「
同
時
」
か

「
継
起
」
か
の
規
定
が
、
ア
ス
ペ
ク
ト
的
な
条
件
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
よ

る
。
例
え
ば
、
多
義
で
あ
る

「
着
て
き
た
」
に
お
い
て
、

「
着
て
」
と
い
う
動

作
を

「
同
時
」
と
み
る

翁
着
た
ま
ま
来
る
し

に
し
て
も
、

「着
る
」
動
作
は

完
了
し
た
と
み
る

（「着
た
」
後
で
来
る
）
に
し
て
も
、
ど
ち
ら
も

「着
た
後
」

と
言
え
る
よ
う
に
、

「着
る
」
動
き
は
終
わ

っ
て
い
る
と
も
見
ら
れ
、
厳
密
に

ど
こ
ま
で
を

「
着
る
」
動
作
と
と
る
か
と
い
う
、
解
釈
の
違
い
の
問
題
に
な
る
。

む
し
ろ
、

「
―
で
服
を
着
て
き
た
／
２
へ
服
を
着
て
き
た
」
の
よ
う
に
、
格
を

は
じ
め
、
統
語
論
的
な
意
味
の
中
心
が
ど
ち
ら
に
あ
る
か
と
い
う
見
方
を
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
考
え
方
は

「
同
時
」

「継
起
」
を
も
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
同
時
的
移
動
」
の
後
ヘ
ッ
ド
は
、
ク
ル
・
イ
ク
と
い
う
移
動
の
意
味
が
ヘ
ッ

ド
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
の
前
項
動
詞
の
意
味
は

一

種
の
修
飾
表
現
と
し
て
、
必
然
的
に
移
動
時
の
マ
ナ
ー
的
な
動
作

（同
時
動
作
）

と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。　
一
方
、

「
継
続
的
動
作
」
の
前
ヘ
ッ
ド
で

は
意
味
の
中
心
は
前
項
動
詞
で
あ
り
、
テ
ク
ル
ｏ
テ
イ
ク
は
前
項
動
詞
と
並
列

的
に
並
べ
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
、
動
作
を
す
る
こ
と
と
、
移
動
す
る
こ
と
と
が
、

継
起
的
関
係
で
結
ば
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し
て
、

成
田
で
飛
行
機
に
乗

っ
て
き
た
。

成
田
へ
飛
行
機
に
乗

っ
て
き
た
。

と
い
う
意
味
の
違
い
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
後
ヘ
ッ
ド
の
認
定
に
お
い
て
は
、

ペ
ル
シ
ア
の
品
物
が
渡

っ
て
き
た
。

の

「―
カ
ラ
ー
ニ
渡
る
」

「
？
カ
ラ
ー
ニ
来
る
」
よ
う
に
、
共
通
の
格
パ
タ
ン

を
取
る
も
の
も
含
め
る
。
ク
ル
・
イ
ク
の
意
味
が
保
存
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
意
味
的
に
も

「渡

っ
て
、
来
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
前
項
が
修
飾
的

（後

項
の
マ
ナ
ー
を
限
定
す
る
）
で
あ
る
し
、
意
味
的
に
も
同
時
的
動
作
で
あ
る
。

さ
て
、
形
態
論
的
に
は
、
ど
ち
ら
が
ヘ
ッ
ド
で
も
、
テ
を
含
ん
だ
ま
ま
、

留
学
先
で
は
、
彼
は
遊
ん
で
／
、
彼
女
は
勉
強
し
て
き
た
。
‥
前
ヘ
ッ
ド

彼
は
走
っ
て
グ
、
彼
女
は
歩
い
て
き
た
。
　
　
　
　
　
　
　
…
後
ヘ
ッ
ド

の
よ
う
に
、
共
通
部
分
を
省
略
す
る
こ
と

（も
ち
ろ
ん
、
連
用
形
の
ま
ま

「彼

は
遊
び
、
彼
女
は
勉
強
し
て
き
た
」
の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
で
き
る
）
や
、

彼
は
遊
ん
で
い
っ
た
。
彼
女
も
そ
う
し
て
い
っ
た
。
…
前
ヘ
ッ
ド

彼
は
走
っ
て
い
っ
た
。
彼
女
も
そ
う
し
て
い
っ
た
。
…
後
ヘ
ッ
ド



の
よ
う
に
、

「
そ
う
」
に
よ
る
部
分
的
な
照
応
も
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
現

象
は
、
形
態
的
な
独
立
性
の
強
さ
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ボ
イ
ス
形
態
の
介
在
に
関
し
て
は
、
前
ヘ
ッ
ド
の
も
の
は
、

彼
は
職
員
室
で
殴
ら
れ
て
い
っ
た
。

の
よ
う
に
、
ま
と
も
の
受
け
身
の
形
式
な
ど
、
文
法
的
な
形
式
が
テ
ク
ル
な
ど

の
間
に
自
由
に
介
在
で
き
る

一
方
、
以
降
に
は
ま
と
も
の
受
け
身
の
形
態
が
く

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
後
ヘ
ッ
ド
の
も
の
は
、
前
項
動
詞
の
語
彙
的
意
味
に
よ
っ
て
、
ボ

イ
ス
形
式
の
介
在
の
仕
方
が
違

っ
て
い
る
。

多
く
の
薬
品
が
持

っ
て
こ
ら
れ
た
／
＊
持
た
れ
て
き
た
。

多
く
の
薬
品
が
担
い
で
こ
ら
れ
た
／

＊
担
が
れ
て
き
た

の
よ
う
に
、
前
項
動
詞
が
非
移
動
動
詞
で
あ
り
ヽ
移
動
物

（対
象
）
が
モ
ノ
扱

は謁祖″由「遷戦『いりいしは‐こヵゝ移っ軌勿―こ（鮎鯉漏数つ「喘韓効れに散

移
入

ｏ日
０

，
，

Ч

の
こ
も
っ
た
意
味
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
移
動
物
が
人
扱
い
な
ら
ば
、

「２
さ
れ
て
行
く
」
が
言
え
る
。

赤
い
靴
履
い
て
い
た
女
の
子
、
異
人
さ
ん
に
連
れ
ら
れ
て
い
っ
ち
や
っ
た

赤
い
靴
履
い
て
い
た
女
の
子
、
異
人
さ
ん
に
連
れ
て
い
か
れ
ち
ゃ
っ
た

の
よ
う
に
い
ボ
イ
メ
形
式
が
介
在
す
る
と
、

「連
れ
ら
れ
る
」
が

「行
く
」
を

修
飾
す
る
よ
う
な
意
味
関
係
に
な
り
、

「
行
く
」
こ
と
自
体
に
独
立
性
な
い
し

主
体
性
が
よ
み
こ
ま
れ
る
よ
う、
で
あ
る
。
前
述
の
感
情
移
入
に
よ
る
現
象
で
あ

る
。　
一
方
、

「
連
れ
て
い
か
れ
る
」
と
な
れ
ば
、

「
連
れ
て
」
と

「行
く
」
の

結
合
が
大
き
く
、

「
行
く
」
こ
と
に
主
体
性
が
よ
み
こ
ま
れ
な
く
な
る
。

（
こ

の
意
味
的
対
立
は
、
後
述
す
る
移
動
の
意
志
性
の
問
題
に
も
関
わ
る
。
）

と
こ
ろ
が
、
前
項
動
詞
が
移
動
動
詞
な
ら
ば
、

松
丸
太
が
運
ば
れ
て
き
ま
し
た
の
で

（静
か
な
ノ
モ
ン
ハ
ン
）

＊
松
丸
太
が
運
ん
で
こ
ら
れ
ま
し
た
の
で

の
よ
う
に
、
移
動
動
詞
が
並
列
す
る
こ
と
に
な
り
、
互
い
に
独
立
的
な
関
係
で
、

ボ
イ
ス
形
式
を
介
在
さ
せ
て
連
合
す
る
よ
う
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
意
味
に
よ
っ
て
、
ボ
イ
ス
形
式
が
テ
ク
ル
・
テ
イ
ク
よ
り

後
に
つ
く
現
象
も
あ
る
が
、
大
き
く
ま
と
め
れ
ば
、
こ
の
動
詞
連
合
後
ヘ
ッ
ド

型
に
お
い
て
も
、
前
項
動
詞
と
テ
ク
ル
・
テ
イ
ク
の
間
に
ポ
イ
ス
の
形
式
が
介

在
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
、
移
動
物
に
焦
点
を
あ
て
れ
ば
ポ
イ
ス
形
式
を

介
在
さ
せ
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
テ
ク
ル
・
テ
イ
ク
の
替
わ
り
と
し
て
、
テ
マ
ワ
ル
、
テ
ア
ル
ク
の
よ

う
な
別
の
移
動
動
詞
も
、

コ
ー
ト
を
着
て
回
る

（あ
ち
こ
ち
で
着
る
…
継
起
／
着
た
ま
ま
…
同
時
）

の
よ
う
に
、
両
方
の
意
味
で
共
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
形
態
論
的
特
徴
は
同

じ
で
あ
る
。
　

一　
　
　
　
　
一

さ
ら
に
、
共
起
す
る
名
詞
の
意
味
と
し
て
は
、　
一
般
に
、

彼
の
と
こ
ろ
に
ヽ
”
彼
に
　
連
れ
て
き
た

の
よ
う
に
、
特
に
、
テ
ク
ル
・
テ
イ
ク
が
ヘ
ッ
ド
と
な
る
後
ヘ
ツ
ド
の
場
合
に
、

場
所
名
詞
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

後
ヘ
ッ
ド
の
移
動
同
時
的
意
味
に
対
応
す
る
動
詞
句
の
語
彙
的
意
味
と
し
て

は
、
移
動
同
時
的
な

「
帰
る
」
等
の
移
動
動
詞
、

「
歩
く
」
等
の
移
動
形
態
の

動
詞
、
さ
ら
に
、

「
履
く

・
担
ぐ
」
等
の
移
動
時
の
主
語
態
勢
を
表
す
動
詞
等

が
あ

（
る
が
、
す
べ
て
移
動
と
同
時
的
な
様
子
を
示
す
と
い
う
規
定
だ
け
で
十
分

で
あ
ろ
う
。

以
上
、
主
と
し
て
形
態
論
的
な
観
点
か
ら
、
テ
ク
ル
ｏ
テ
イ
ク
が
四
つ

（五

つ
）
に
分
類
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
意
味
的
な
対
応
も
持
つ
も



の
で
あ
る
。

五
　
移
動
物
の
問
題

以
上
述
べ
た
所
で
は
、
原
則
と
し
て
ク
ル
・
イ
ク
の
方
向
性
は
、
ど
ち
ら
も

同
様
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
、
動
詞
連
合
後
ヘ
ッ
ド
の
タ
イ
プ

で
の
、
他
動
詞
に
つ
い
て
テ
ク
ル
・
テ
イ
ク
で
は
、
ク
ル
と
イ
ク
の
用
法
が
違

う

（張
８
８
に
指
摘
が
あ
る
）。

＊
贈
り
物
を
送

っ
て
い
く
。

贈
り
物
を
送

っ
て
く
る
。

の
よ
う
に
、

「
イ
ク
」
動
作
だ
け
、
対
象
だ
け
の
移
動
が
出
来
な
い
。
こ
れ
は
、

８
】ｏ一ざ
な
視
点
と
主
語
の
関
係
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
一
　
す
な
わ
ち
、
ク
ル

は
、
終
点
が
わ
の
視
点
で
あ
り
、

「
も
と
も
と
ゴ
ー
ル
に
無
か
っ
た
移
動
物
＝

も
と
も
と
ゴ
ー
ル
に
い
な
い
主
語
」
と
い
う
関
係
が
成
立
し
、
対
象
だ
け
の
移

動
で
も
、
移
動
物
は
主
語

（送
り
手
）
と
同
じ
側
に
あ
る
と
言
え
る
。

一
方
、
イ
ク
は
、
出
発
点
が
わ
の
視
点
で
あ
り
、

「起
点
か
ら
離
れ
る
移
動

物
＝
対
象
だ
け
」
と
い
う
意
味
関
係
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
対
象
だ
け
が
移
動

し
、
主
語
は
起
点
に
留
ど
ま
る
と
い
う
よ
う
に
、
対
象
た
る
移
動
物
は
主
語
と

「
別
行
動
」
と
な
る
。

つ
ま
り
、
対
象
移
動
の
テ
ク
ル
は
、

冒
ｏ”ｘ
Ｆ
基
準
］
↑
―
対
象
―
―
主
語

（送
り
手
）

と
い
う
関
係
か
ら
、
対
象
だ
け
が
別
に
さ
れ
る
の
で
な
く
、
主
語
も
別
な
と
こ

ろ
か
ら
、
対
象
は
、
主
語
の

一
種
の
拡
張
と
し
て
次
の
よ
う
に
も
解
釈
さ
れ
る
。

［器
】ｘ
が
基
準
］
↑
―

（対
象
―
―
主
語

（送
り
手
）
）

こ
の
場
合
、
主
語
が
８
オ
オ
基
準
に
向
か
っ
て
影
響
を
与
え
る
と
い
う
働
き
掛

け
の
形
式
の
意
味
・
用
法
に
連
続
し
て
い
る
。　
一
方
、
対
象
移
動
の
テ
イ
ク
は
、

［８
オ
デ
基
準
＝
主
語

（送
り
手
）
］
―
―
対
象
―
↓

の
よ
う
に
、
対
象
だ
け
が
別
行
動
で
、
８
”図
ご
基
準
か
ら
は
対
象
を
主
語
の
拡

張
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
関
係
は
、
ポ
イ
ス
の
転
換
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

贈
り
物
が
送
ら
れ
て
き
た
。

＊
先
生
が
子
供
を
歩
か
せ
て
い
っ
た
。

（子
供
だ
け
の
移
動
な
ら
不
自
然
。

主
語

「先
生
」
も
同
時
に
移
動
す
る
な
ら
可
能
）

の
よ
う
に
、
受
け
身
の
形
式
に
よ
る
移
動
物
が
主
語
化
や
、
使
役
の
形
式
に
よ

る
移
動
者
の
対
象
化
に
よ
り
、
対
象
の
主
語
へ
の
取
り
込
み
具
合
が
変
わ
る
か

ら
で
あ
る
。

一ハ
　
動
詞
連
合
類
と
複
合
動
詞

・
並
列
形
態
と
の
関
係

動
詞
連
合
に
お
い
て
は
、
上
述
の
例
外
は
あ
れ
、
原
則
的
に
は
、
前
項
動
詞

と
後
項
の
テ
ク
ル
・
テ
イ
ク
な
ど
と
は
同

一
の
主
語
と
言
え
る
。
こ
の
構
造
は
、

「
―
シ
テ
、
２
ス
ル
」
と
い
う
テ
形
の
接
続
に
構
造
的
に
連
続
し
て
い
る
。
例

え
ば
、遊

ん
で
、
行
く
↓

［主
語
ｉ
］
が
遊
ん
で
、

［主
語
ｉ
］
が
行
く
。

＝

［主
語
。・
］
が

〈遊
ん
で
、
行
く
）

の
よ
う
に
再
分
析
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
動
詞
連
合
を
テ
形
の
接
続
形
式
に

関
連
さ
せ
る
な
ら
ば
、

「
テ
マ
ワ
ル
、
テ
ア
ル
ク
」
の
よ
う
な
形
式
の
出
現
も

「謝

っ
て
回
る
―
謝

っ
て
、
回
る
」
の
よ
う
に
ヽ
同

一
の
レ
ベ
ル
で
問
題
に
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
触
れ
た
通
り
、
後
ヘ
ッ
ド
は
、

歩
い
て
、
来
る
。

の
よ
う
に
、
前
項
要
素
に
当
た
る
テ
形
動
詞
が
ク
ル
・
イ
ク
を

一
種
の
様
態
修



飾
と
し
て
修
飾
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、
移
動
同
時
的
な
意
味
で
あ
り
、

統
語
論
的
に
は
、
場
所
名
詞
性
の
保
持
に
な
る
。

一
方
、
前
ヘ
ッ
ド
は
、
前
項
の
要
素
が
全
体
を
支
配
す
る
の
で
あ
り
、
ク
ル
・

イ
ク
自
体
は
、
独
立
的
に
並
列
的
に
つ
く
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

彼
は
、
ご
飯
を
食
べ
て
、
行

っ
た
。

の
よ
う
に
、
相
互
に
独
立
に
並
列
な
関
係
に
な
り
、
そ
れ
が
、
継
起
的
意
味
を

も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
後
項
動
詞
の
意
味
が
生
き
て
い
る
動
詞
連
合
類
は
、
単
に

「２
シ
テ
、

２
ス
ル
」
と
い
う
形
が

一
体
化
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
単
に

そ
う
と
は
言
え
な
い
。
ま
ず
、
後
項
動
詞
の
制
限
で
あ
る
。
テ
形
の
結
合
で
音

韻
的
に

一
語
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

て
く
る
、
て
い
く
、
て
回
る
、
て
歩
く
、
て
帰
る

な
ど
で
、
ほ
か
に
は
、

「
飛
ん
で
遊
ぶ
、
泳
い
で
渡
る
」
な
ど
、
用
法
に
よ
っ

て
、　
一
部
に
音
韻
的

一
語
化
を
す
る
形
式
も
あ
る
と
い
う
程
度
で
あ
る
。
同
じ

移
動
動
詞
で
も
、
漢
語
動
詞
は
動
詞
連
合
後
項
に
く
る
こ
と
は
な
い
し
、

移
る
、
走
る
、
は
う
、
泳
ぐ
、
近
付
く
、
遠
ざ
か
る
、

な
ど
も
動
詞
連
合
後
項
に
は
な
ら
な
い
。

「
歩
く
」
「
歩
む
」
は
似
て
い
る
が
、

謝

っ
て
歩
く
／

＊
謝

っ
て
歩
む

の
よ
う
に
、

「歩
む
」
は
連
合
す
る
こ
と
が
な
い
。

さ
ら
に
、
連
合
は
一
回
的
で
、

「
遊
び
回
る
」
「
回
っ
て
い
く
」
に
対
し
、

遊
ぶ
＋
回

っ
て
＋
行
く
＝
＊
遊
ん
で
回
っ
て
い
く

と
な
ら
な
い
。
こ
の
限
り
で
は
統
語
論
的
加
算
関
係
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

ヘ
ッ
ド
の
違
い
は
あ
れ
、
こ
う
し
た
並
列
的
関
係
は
、

歩
き
始
め
る
＝

〔歩
く
こ
と
〕
を
始
め
る

の
よ
う
な
統
語
論
的
な
複
合
動
詞
な
ど
の
統
語
論
的
関
係
と
違
い
、
む
し
ろ
、

泣
き
喚
く

（並
列
的
‥
そ
れ
ぞ
れ
が
ヘ
ッ
ド
…
「
泣
き
、
ま
た
、
喚
く
し

殴
り
倒
す

（修
飾
的
■
・後
項
が
ヘ
ッ
ド
…

「
殴

っ
て
、
倒
す
じ

の
よ
う
に
、
語
彙
的
複
合
動
詞
と
も
連
続
し
て
い
る
。
し
か
し
、
最
初
に
述
べ

た
よ
う
に
、
動
詞
連
合
と
語
彙
的
な
複
合
動
詞
と
は
、
テ
形
の
有
無
と
い
う
形

態
的
特
徴
の
ほ
か
に
、
前
項
動
詞
が
生
産
的
な
こ
と
、
後
項
動
詞
が
限
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
な
ど
の
違
い
が
あ
る
。

ま
之
め
る
と
、
動
詞
連
合
は
、
第

一
に
、
形
態
的
に
は
、
テ
形
の
動
詞
に
後

項
動
詞

（ク
ル
・
イ
ク
な
ど
に
限
定
さ
れ
て
い
る
）
が
つ
い
た
独
立
的
な
形
を

し
て
い
る

一
方
、
音
韻
的
に
は

一
語
化
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
語
彙
的
統

合
性
の
制
約
を
持
た
な
い
ほ
ど
、
独
立
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

形
式
の
介
在
を
許
す
う
え
、
部
分
形
態
だ
け
に
対
す
る
省
略
や
代
名
詞
に
よ
る

取
り
立
て
等
が
可
能
な
こ
と
、
第
二
に
、
語
彙
的
な
複
合
動
詞
と
違
い
、
極
め

て
生
産
的
な
こ
と
、
第
四
に
、
前
項
動
詞
と
後
項
要
素
の
関
係
は
、
並
列
的
な

こ
と

（
こ
こ
か
ら
、
原
則
と
し
て
主
語
を
共
通
に
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
並
列

的
表
現
と
の
連
続
性
も
同
様
に
説
明
で
き
る
）、　
第
五
に
、　
連
合
が

一
回
し
か

お
こ
ら
な
い
こ
と
、
い
う
、
極
め
て
特
異
な
特
徴
付
け
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
複
合
動
詞
と
動
詞
の

（派
生
的
）
形
態

（
い
わ
ゆ
る
助
動
詞
）
と
の

中
間
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。

特
に
、
動
詞
の
並
列
的
な
接
続
形
式
と
い
う
文
法
的
に
構
成
さ
れ
た
関
係
か

ら
、
動
詞
連
合
、
さ
ら
に
、
方
向
性
の
形
態
、
そ
し
て
ア
ス
ペ
ク
ト
の
テ
ク
ル
・

テ
イ
ク
の
よ
う
な
純
粋
に
形
態
と
言
え
る
も
の
へ
、
と
い
う
よ
う
に
、
後
項
動

詞
が
実
質
的
意
味
を
希
薄
に
し
て
、
形
式
化
し
て
い
く
連
続
性
が
、
注
目
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
同
様
の
連
続
性
は
、

「
し
て
み
せ
る
」
の
よ
う
な
別
の
テ
形
の

形
態
に
も
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。



七
　
語
用
論
的
要
請

最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
方
向

・
移
動
の
形
式
が
使
用
さ
れ
る
契
機
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。
特
に
、
形
態
論
的
に
動
詞
連
合
の
よ
う
な
特
異
な
形
が
あ
る

に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
動
詞
連
合
後
ヘ
ッ
ド
類
は
、
基
本
的
に
、
移
動
の
表
現
を
表
す
の
で

あ
り
、歩

い
て
き
た
↓
＊
歩
い
た

の
よ
う
に
、
テ
ク
ル
・
テ
イ
ク
の
形
式
の
意
味
は
明
確
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

移
動
形
態
の
動
詞
は
そ
れ
自
体
で
は
移
動
を
表
さ
な
い
が
、
テ
ク
ル
・
テ
イ
ク

が
つ
く
こ
と
で
、
動
き
が
初
め
て
移
動
的
な
意
味
に
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

敵
機
が
六
機
、
機
首
を
下
げ
て
地
へ
突

っ
込
ん
で
く
る
よ
う
な
恰
好
で
飛

ん
で
き
ま
し
た
。

（静
か
な
ノ
モ
ン
ハ
ン
）

で
は
、
テ
ク
ル
な
し
に

「
飛
び
ま
し
た
」
と
す
る
と
、
意
味
が
違

っ
て
し
ま
う

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
移
動
自
体
も
、
ク
ル
・
イ
ク
の

“
ｏ】図
″

に
よ
っ
て

「
向

こ
う
か
ら
こ
ち
ら
へ
」
と
い
う
格
成
分
を
補
う
に
等
し
い
意
味
が
付
与
さ
れ
る
。

一
方
、
前
ヘ
ッ
ド
の
動
詞
連
合
類
に
お
い
て
は
、
純
粋
に
継
起
的
な
動
き
を

表
す
と
は
言
い
に
く
い
場
合
も
あ
り
、
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、

お
国
の
為
に
、
死
ん
で
こ
い
。

の
よ
う
な
文
は
、
継
起
的
意
味
に
限
定
し
て
解
釈
す
れ
ば
、
極
め
て
ナ
ン
セ
ン

ス
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

「
死
ん
で
」
か
ら

「
来
る
」
と
い
う
わ
け
に
は
い

か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
場
合
、
テ
ク
ル
・
テ
イ
ク
が
な
く
て
も
、

実
質
的
な
意
味
に
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
い
と
も
言
え
る
。
こ
の
場
合
、
テ
ク
ル
・

テ
イ
ク
が
、
厳
密
な
動
き
と
移
動
と
の
継
起
的
生
起
を
表
す
も
の
で
な
く
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
で
は
、
ど
の
よ
う
な

（表
現
的
）
意
味
を
担

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
第

一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
移
動
を
含
意
す
る
こ
と
に
よ
る
、
動
作

の
生
起
場
所
の
設
定
で
あ
る
。
当
然
、
こ
の
基
本
的
条
件
と
し
て
、
主
語
が
同

一
の

お
き
”８
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、

今
の
受
け
持
ち
の
係
員
と
交
替
し
て
く
る
。

と
い
う
場
合
、

「
別
の
係
員
が
交
替
し
て
や
っ
て
く
る
」
と
い
う
意
味
な
ら
、

テ
ク
ル
は
そ
ぐ
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
同

一
の
係
員
が

一
時
的
に
交
替
し
、
ま

た
、
戻
る
」
と
い
う
意
味
で
な
け
れ
ば
文
法
的
に
安
定
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な

特
徴
を
同

一
性

】留
二
】■

保
証
の
条
件
と
呼
ぶ
。
テ
ク
ル
が
、
戻

っ
て
く
る

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
の
は
、
基
本
的
に
こ
の
同

一
性
保
証
の
条
件
に
よ

る
。
前
述
の

「
死
ん
で
こ
い
」
場
合
も
、
基
本
的
な
同

一
性
は
保
証
さ
れ
て
い

る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
テ
ク
ル
の
場
合
、
特
に
、
動
作
が
行
わ
れ
る
場
所
が
発
話
場
所
で
な

い
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

ビ
リ
ー

「
オ
シ
ッ
コ
し
て
く
る
よ
。

（パ
ー
テ
ン
に
）
お
代
わ
り
を
」

（
シ
ナ
リ
オ

嗜
ぼ

”
”３

，
ｏし

に
お
い
て
、
テ
ク
ル
が
な
け
れ
ば
、
別
の
場
所
で
動
作
を
す
る
と
い
う
意
味
が

表
せ
な
い
。
特
に
動
き
を
具
体
的
に
と
り
あ
げ
る
場
合
、
そ
れ
が
、
話
し
手
と

共
通
の
場
で
生
起
す
る
か
ど
う
か
が
、
大
き
な
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
特
定

の
時
空
に
お
い
て
生
起
す
る
具
体
的
な
動
作
を
い
う
場
合
、
三
日
ミ
５
０
な
ら

ば
、
自
動
的
に
話
し
手
の
い
る
場
所
で
、
そ
の
動
作
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

特
定
の
時
空
の
具
体
的
動
作
で
な
い
場
合
は
、
動
き
の
質
的
内
容
的
な
側
面
が

問
題
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

テ
イ
ク
で
も
、
特
に
場
所
を
指
定
し
な
い
限
り
、
発
話
の
場
所
で
の
動
作
を

表
す
。
動
作
の
後
の
移
動
の
方
向
が
違
う
だ
け
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
的
に
も
、
次
の
よ
う
な
現
象
を
も
た
ら
す
も
の
で



あ
る
。
例
え
ば
、
昨
日
の
行
動
を
尋
ね
る
最
も
自
然

目
日
賛
ｒ
ら
な
発
話
は
、

■
１
…

「昨
日
は
何
を
し
た
の
」

で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る

一
般
的
な
答
え
が
、

Ｂ
２
…

「昨
日
は
映
画
を
見
て
き
た
の
」

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
△
の

「
何
を
し
て
き
た
の
」
と
い
う
問
い
は
極
め
て
特

異

日
彎
Ｆ
“
で
あ
る
。
逆
に
、
Ｂ
の

「
見
て
き
た
」
は
、
不
自
然
で
は
な
い
。

「映
画
を
見
る
」
と
い
う
特
定
の
時
空
で
の
動
作
と
発
話
の
特
に
空
間
的
な
関

係
が
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
発
話
場
所
が
そ
の
映
画
館
の
中
な

ら
ば
、
別
場
所
を
し
め
る
テ
ク
ル
な
ど
は
、
も
ち
ろ
ん
使
用
で
き
な
い
。
さ
ら

に
、
習
慣
的
動
作
の
場
合
は
、
続
け
て
、

キ
Ｂ
３
…

「
最
近
、
ず

っ
と
映
画
を
見
て
き
て
い
る
の
」

Ｂ
３
…

「最
近
、
ず

っ
と
映
画
を
見
て
い
る
の
」

の
よ
う
に
、
テ
ク
ル
は
不
自
然
で
あ
る
。
時
空
の
関
連
づ
け

（と
く
に
場
所
）

が
特
定
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
次
に
見
る
映
画
の
内
容
を
間
う
場
合
、

Ａ
４
…

「今
度
、　
一
緒
に
行
こ
う
か
。
ど
ん
な
映
画
を
見
よ
う
」

が

一
般
的
な
の
に
対
し
て
、

Ａ
４
…

「今
度
、　
一
緒
に
行
こ
う
か
。
ど
ん
な
映
画
を
み
て
こ
よ
う
」

で
は
、
明
ら
か
に
移
動
的
な
意
味
が

ヨ
鶴
ざ
口
で
あ
る
。
「
ど
こ
の
映
画
館
で
」

の
よ
う
な
場
所
が
特
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
強
い
文
脈
が
必
要
で
あ
る
。

映
画
の
内
容
は
、
具
体
的
な
特
定
の
時
空
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
ず
、
質
的

・

内
容
的
問
題
だ
け
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
発
話
場
所
と
動
作
の

場
面
の
と
ら
え
方
の
相
対
的
関
係
が
、
こ
の
よ
う
な
形
式
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
逆
に
言
え
ば
、
発
話
の
場
所
は
、
動
作
場
所
か
ら

も
相
対
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
、
話
す
手
と
聞
き
手
が
共
存
す
る
と
い
う
発
話
の

場
所
の

¨
貫
性
が
保
存
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
、
待
ち

合
わ
せ
の
人
を
探
し
に
行
く
と
き
、

ち
ょ
っ
と
調
べ
て
く
る
。

と
い
う
表
現
が
、

「
も
ど
っ
て
く
る
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
み
、
発
話
の

場
所
を
保
全
す
る
と
い
う
機
能
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
場
所
を
か
え
て
動
き
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
典
型
的
に
問
題

に
な
る
の
は
意
志
的
な
動
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、

意
志
性
に
関
す
る
傾
向
的
な
制
約
が
で
き
る
。　
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
女
子
大

生
で
の
調
査

（９。
人
中
お
か
し
い
と
し
た
人
数
を

〔　
〕
で
示
す
。
）
で
は
、

私
は
昨
日
、
六
甲
山
で
空
き
缶
拾
い
を
し
て
き
た
。

〔
０
〕

？
私
は
昨
日
、
六
甲
山
で
足
を
擦
り
む
い
て
き
た
。

〔
１０
〕

”
私
は
昨
日
、
六
甲
山
で
大
怪
我
を
し
て
き
た
。

〔
４２
〕

＊
私
は
昨
日
、
六
甲
山
で
そ
の
こ
と
に
思
い
当
た
っ
て
き
た
。

〔
”
〕

と
、
あ
と
ほ
ど
座
り
が
悪
い
が
、
意
志
的
動
作
に
お
い
て
は
、
不
自
然
と
し
た

組織はいｒ誡̈
動朦副いつい一「“め颯疏稀動隷瑚蹴̈
〔麟、””ゲ

ん
、

「
―
し
に
い
く
／
く
る
」
な
ど
の
形
式
と
対
応
し
て
い
る
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に

「
別
の
場
所
で
動
作
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
こ
と

が
、
第

一
の
重
要
な
契
機
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
第
二
に
は
、
テ
ク
ル
・
テ
イ

ク
に
よ
る
部
分
動
作
化
の
意
味
が
挙
げ
ら
れ
る
。

部
分
動
作
化
と
は
、
前
項
動
詞
の
動
き
を
、
移
動
を
介
し
て
の
動
き
で
あ
る

と
認
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
語
の
動
き
の
一
つ
の
部
分
と
し
て
位
置
付
け

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

「
こ
こ
で
酒
を
飲
ん
で
行
け
」

「
こ
こ
で
酒
を
飲

め
」
の
違
い
は
、
前
者
が

「
酒
を
飲
む
」
と
い
う
動
き
が

「
―
し
て
、
そ
の
後
、

行
く
」
と
い
う

一
連
の
動
き
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
て
、

「
酒
を
飲
む
」



動
き
に
対
す
る
、　
一
種
の

Ｏ
ｏいｏ８
∽〓
”

が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
同
様
に
、
前
述
の

「
お
国
の
為
に
死
ん
で
こ
い
」
に
対
し
て

「
お
国
の
為

に
死
ね
」
と
な
れ
ば
、
絶
対
的
に

「
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
強
制

的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
、
テ
ク
ル
・

テ
イ
ク
に
よ
っ
て
、

「
死
ぬ
」
こ
と
が

一
部
分
的
な
動
き
で
あ
る
と
認
定
し
、

前
項
動
詞

「
死
ぬ
」
の
意
味
的
な
重
要
度
を
あ
る
程
度
や
わ
ら
げ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、
重
要
度
を
や
わ
ら
げ
る
こ
と
と
、
動
作
を
完
遂
さ
せ
る
と
い
う
こ

と
と
は
違

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
、

〔動
作
〕
〔変
化
〕

８
一”〓

■
ｏ●ｏ協

型
の
動
作
で
は
、
動
作
を
移
動
と
継
起
的
に
関
連
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
完
遂
的

な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
く
な
る
。
例
え
ば

「本
を
探
し
て
き
た
」
と
い
う
場
合
、

優
先
的

一
”ｏお
””＆

な
意
味
は
、
そ
の
本
が
見
付
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
の
完
遂
と
い
う
こ
と
と
、
動
作
そ
の
も
の
に
対
す
る
情
報
的
な
重
さ
が

軽
く
な
る
こ
と
と
は
、　
一
見
、
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
部
分
動
作
と

し
て
移
動
と
関
連
づ
け
る
前
提
と
し
て
、
そ
の
動
作
を
完
遂
す
る
と
い
う
こ
と

が
あ
る
の
で
あ
り
、
矛
盾
し
た
意
味
関
係
で
は
な
い
。
動
作
の
完
遂
を
前
提
と

し
て
、
そ
れ
の
部
分
動
作
と
し
て
の
と
ら
え
方
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
前
述
の
調
査
で
は
、

私
は
、
昨
日
六
甲
山
で
足
を
擦
り
む
い
て
き
た
。

を
お
か
し
い
文
と
し
た
人
は
９０
人
中
１０
人
に
す
ぎ
な
い
の
に
、

私
は
、
昨
日
六
甲
山
で
大
怪
我
を
し
て
き
た
。

を
お
か
し
い
文
と
し
た
人
は
∞
人
中
４２
人
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
ど
ち
ら
も
無

意
志
的
な
文
で
は
あ
る
が
、
語
用
論
的
に
小
さ
い
出
来
事
を
述
べ
る
方
が
、
文

の
安
定
が
よ
い
と
い
う
こ
と
を
一不
し
て
い
る
。

（な
お
、
往
々
に
し
て
テ
ク
ル
・

テ
イ
ク
な
ど
は
、

「
ち
ょ
っ
と
」
な
ど
の
副
詞
と
共
起
す
る
場
合
が
多
い
と
い

う
こ
と
も
任
意
の
作
文
か
ら
わ
か
っ
た
。
）

部
分
動
作
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
時
間
的
に
も
、　
一
時
性
的
な
も
の
で
あ
る
。

”
こ
の
会
社
に
永
久
就
職
し
て
い
け
／
こ
い
。

が
、
語
用
論
的
に
不
自
然
な
よ
う
に
、
前
項
動
作
の
発
生
を
、
動
作
を

一
時
性

的
な
も
の
と
し
て
認
定
す
る
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
、
具
体
的
な
場
面
を
想
定
し
て
の
、
継
起
性
と
移
動
性
の
意
味
が
、

こ
の
動
詞
連
合
前
ヘ
ッ
ド
の
語
用
論
的
な
表
現
価
値
を

一
時
的
な
も
の
と
し
て
、

派
生
的
に
、
設
定
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
特
に
、
動
作
場
所
の
相
対
的
位
置
付
け
の
問
題
は
、

発
話
の
場
が
談
話
の
中
で
常
に
確
認
さ
れ
か
つ
継
承
さ
れ
て
い
く
と
い
う

（お

そ
ら
く
、
特
に
日
本
語
に
お
い
て
）

一
般
的
な
現
象
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
こ
こ
か
ら
、
移
動
の
な
か
で
動
作
を
と
ら
え
る
と
い
う
意
味
も
派
生
す
る

の
で
あ
る
。
述
語
の
文
法
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
場
所
性
が
、
語
用
論
的

問
題
な
ど
と
も
絡
み
な
が
ら
、　
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

八
　
お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
、
テ
ク
ル
・
テ
イ
ク
を
中
心
に
、
方
向

・
場
所
に
関
す
る

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
形
態
論
的

ｏ
意
味
論
的

・
語
用
論
的
な
観
点
か
ら
検
討
し
よ

う
と
し
た
。
そ
の
際
、
形
式
の
意
味

・
用
法
の
連
続
性
８
諄
”Ｅ
“
日
に
関
心
を

払
う
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
他
の
言
語
と
の
対
照
や
、
習
得
と
の

関
係
、
さ
ら
に
歴
史
的
研
究
な
ど
と
の
関
連
を
み
る
こ
と
で
、
日
本
語
の
方
向

ｏ
移
動
さ
ら
に
、
場
所
に
関
す
る
認
知
の
在
り
方
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
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注
（
１
）

テ
イ
ル
形
の
解
釈
の
問
題
も
同
様
。

「多
く
の
赤
ん
坊
が
生
ま
れ
て
い
る

（結

果
と

「毎
日
多
く
の
赤
ん
坊
が
生
ま
れ
て
い
る

（
習
慣
ビ

な
ど
。

（
２
）
　
「交
替
」
は
ク
ル
・
イ
ク
の
交
替
を
、
「０
＞
ど

は
、
共
通
部
分
の
逆
行
的
な

省
略
を
、　
コ
ど

は

「そ
う
」
に
よ
る
部
分
要
素
の
と
り
た
て
を
、

「ポ
介
」
は
、

ポ
イ
ス
形
式

（
ま
と
も
の
受
け
身
）
の
介
在
を
、

「歩
く
」
は
、
テ
ク
ル
・
テ
イ
ク

の
代
わ
り
に
テ
ア
ル
ク
が
可
能
か
ど
う
か
を
、
「場
Ｚ
ど

は
名
詞
の
場
所
名
詞
素
性

の
必
要
性
を
表
す

（
中
は
不
可
能
。
０
は
可
能
。
１
は
必
要
）。
最
も
包
括
的
と
思

わ
れ
る
田
窪
じ
曽
に
よ
れ
ば
、
場
所
名
詞
は
次
の
５
つ
の
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
同
定
で

多
ё
Ｚ
り
。「

キ
ノ
ト
コ
ロ
」
と
な
ら
な
い
、

「ど
，と

で
開
け
る
、
移
動
の
”
ｏ
ｐ
ｒ
８
●
８
ｏ

に
な
る
、
動
作
場
所
の

「―
で
」
格
に
な
る
、
存
在
場
所
の

「―
に
」
格
に
な
る

も
っ
と
も
、
「海
岸
で
遊
ん
だ
」
「海
岸
の
と
こ
ろ
で
遊
ん
だ
」
の
よ
う
に
、
場
所
名

詞
に

「と
こ
ろ
」
が
つ
く
場
合
も
あ
る

（
こ
の
場
合
、
場
所
を
よ
り

紹
８
〓
ｏ
に

表
示
す
る
と
い
う
機
能
が
あ
る
）
な
ど
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
は
あ
る
。

（
３
）

ヘ
ツ
ド
は
、
一
般
に
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
（■
〓
Ｆ
３
●８
曽
、

い
ヽ
ぺ
）

害

ｏ

す
ｏ
”
Ｏ

Ｒ

Ｘ

，
３

，
ｏ

３

日
●

●
８

零

『
”【８

（
ら
中●
””
０̈
二
【ｏ
●

２
３

３

Ｘ
・

対
象
を
付
帯
す
る
移
動
な
ど
、
フ
格
も
保
存
さ
れ
る
。
し
か
し
、

「服
を
着
て
な
く

（着
た
ま
ま
の
意
味
ど

で
は
、
イ
ク
の
方
に
意
味
の
中
心
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
、

後
ヘ
ッ
ド
と
す
る
。

（
４
）
　
「持
た
れ
て
い
く
」
が
言
え
な
い
と
い
っ
て
も
、

「持
つ
」
が
働
き
掛
け
を
表

す
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
動
詞
連
合
に
お
い
て
も
、
テ
ク

ル
・
テ
イ
タ
の
後
に
ポ
イ
ス
形
式

（継
起
的
移
動
の
場
合
は
迷
惑
受
け
身
の
意
味

に
な
る
）
が
来
る
こ
と
は
構
わ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
形
態
的
に
一
つ
に
な
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

（
５
）

前
項
動
詞
の
ア
ス
ペ
ク
ト
的
特
徴
か
ら
み
れ
ば
、

［過
程
］
な
い
し

［維
持
］

が

「同
時
」
的
意
味
に
な
る
べ
き
動
作
の
期
間
で
あ
ろ
う
。

（
６
）
　
「彼
は
梅
田
で
財
布
を
落
と
し
て
き
た
」
の
よ
う
に
、
無
意
志
動
作
に
共
起
す

る
テ
ク
ル
・
テ
イ
ク
に
よ
っ
て
、

「
わ
ざ
わ
ざ
、
そ
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
き

た
」
と
い
う
皮
肉
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、

「
わ
ざ
わ

ざ
、
失
敗
し
に
行
っ
た
よ
う
な
も
の
だ
」

の
よ
う
な

（「
よ
う
な
も
の
だ
」
が
あ

る
の
が
普
通
だ
が
）、
見
立
て
に
よ
る
、
意
志
性
の
無
関
与
の
現
象
で
あ
る
。
見

立
て
の
中
で
は
、
動
作
の
現
実
的
な
発
生
の
仕
方
は
問
題
で
は
な
い
。
た
だ
、
意

志
性
の
条
件
も
相
対
的
な
も
の
で
、
別
の
場
所
で
の
動
作
と
い
う
こ
と
を
強
く
示

す
場
合
、　
コ
昼
ス
で
空
襲
に
遭
っ
て
き
た
」
の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ

の
辺
り
の
現
象
で
は
、
語
用
論
的
な
要
請
の
強
さ
に
よ
っ
て
、
個
人
的
な
判
断
が

揺
れ
う
る
。
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七
年
秋
刊
行
予
定
）

の
第
皿
部
第
四
章
場
所
表
現
の
類
型
―
―
場
所

。
方
向
・
移
動
―
―
に
一
部
重
複
す
る
。

併
せ
て
お
読
み
下
さ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

な
お
、
岩
野
靖
則
氏
、
矢
澤
真
人
氏
、
益
岡
隆
志
氏
、
岡
田
袈
裟
男
氏
、
村
木
新
次

郎
氏
、
石
神
照
雄
氏
、
川
口
義

一
氏
、
望
月
通
子
氏
な
ど
か
ら
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
頂

い
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
。

―
本
学
助
手
―


