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釈

疑

問

文

の

解

１
　
は
じ
め
に

疑
間
文
と
呼
ば
れ
る
文
の
現
代
語
に
お
け
る
形
式
は
、
ご
く
単
純
な
も
の
で

あ
る
。
大
雑
把
に
い
っ
て
文
末
に
助
詞

「
か
」
を
持
つ
か
、
文
中
に
不
定
詞
を

持
つ
か
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
を
持
つ
か

（
口
頭
語
の
場
合
、
上
昇
調
イ
ン
ト

ネ
ー
シ
ョ
ン
が
助
詞

「
か
」
に
代
わ
る
こ
と
も
あ
る
）
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
形
式
を
持
つ
文
が
い
つ
も
疑
間
で
あ
る
こ
と
を
直
接
表
す

典
型
的
な
疑
問
文
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
典
型

「
彙
瀬
柵
敵
詢
嘲
卸
肛
れ
は
湘
¨
切
哺
級
唖
綱
は
商
滞
嘩
¨
摯
疇
競
凛
勧
け
」

も
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
疑
問
文
の
基
本
的
な
構
造
に
つ
い
て
知
見
が
必
要
と
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。

い
ま
、
「疑
間
で
あ
る
こ
と
を
直
接
表
す
」
と
言
っ
て
み
た
が
、
文
法
上
の

概
念
と
し
て
の

「疑
問
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
し

た
共
通
理
解
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
意
味
の
上
か
ら
こ
の
用
語
を
使
っ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い

（と
私
に
は
思
わ
れ
る
）
論
考
も
あ
る
。
文
法
概
念
と
し

て
の
疑
間
と
い
う
用
語
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
意
味
の
世
界
に

大

鹿

薫

久

形
を
与
え
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
疑
問
文
の

基
本
的
な
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
小
稿
は
、
概

略
右
の
よ
う
な
立
場
か
ら
疑
問
文
の
基
本
的
な
構
造
を
見
て
み
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
疑
間
と
い
う
概
念
の
文
法
論
的
な
位
置
付
け
、
古
典
語

の

「
や
、
か
」
の
果
た
し
た
機
能
に
つ
い
て
の
見
通
し
、
等
々
に
考
察
を
欠
き
、

さ
ら
に
実
際
の
疑
問
文
の
様
々
な
形
式
上
の
下
位
的
変
容
に
触
れ
て
い
な
い
、

と
い
う
意
味
で
目
論
見
の

一
端
を
示
す
に
と
ど
ま
る
。

２
　
疑
い
と
問
い
と

疑
間
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
意
味
の
上
で
は
文
字

ど
お
り
疑
い
、
ま
た
問
う
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
し
か
し
文
法
的
に
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
。

私
た
ち
は
も
の
を
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
の
は
た
だ
あ
る
だ
け
で
あ
っ

て
、
た
だ
あ
る
だ
け
の
、
も
の
そ
の
も
の
に
は
疑
わ
れ
る
べ
き
契
機
は
存
在
し

な
い
。
疑
う
と
は
ま
ず
、
も
の
の
何
か
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
も
の
が
私
た
ち
に
何
も
の
か
と
し
て
知
ら
れ
る
と
き
、
疑
わ
れ
る
べ
き

契
機
が
成
立
す
る
。
か
ぼ
ち
ゃ
は
そ
れ
だ
け
で
は
疑
い
よ
う
も
な
い
。
あ
る
も



の
を
か
ば
ち
ゃ
と
し
て
捉
え
、
あ
る
い
は
か
ぼ
ち
や
を
馬
車
に
な
っ
た
も
の
と

し
て
知
る
と
き
、
そ
こ
に
疑
う
こ
と
が
成
立
す
る
。
も
の
の
こ
と
に
つ
い
て
の

疑
い
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
も
の
を
何
か
と
し
て
捉
え
る
、
知
る

と
は
正
に
判
断
の
構
造
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
疑
い
と
は
ま
ず
判
断
を
疑
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
判
断
が
、
あ
る
も
の
と
、
知
ら
れ
る
こ
と
と
の
関
係
、

換
言
す
れ
ば
主
語
と
述
語
の
関
係
の
承
認
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
疑
い
は
そ
の
承

認
に
含
ま
れ
る
断
定
、
推
定
の
中
止
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
承
認

の
保
留
と
し
て
の
疑
い
は
、
承
認
と
と
も
に
文
に
お
け
る
判
断
の
二
つ
の
あ
り

赫薇れな）隷れれは二投躊』れず幅嘲ぽ鵡颯ヽ
「主婦障椰臨）肯っ劉或ヵ、

いれｒ時議αれ紅「副雌枷訂嘘］沖趾燎秘いは一鑓や日れい』瑚動

こ一とだ障刊期麟「一るデにはものの何であるかを問うことであろう。

卸燎』湊「″潮［餃詢わな投聾ＦⅧ鰤̈
躾秘議淋われにはけ最い立っ

射
れにはか『赫林々
』ｒ”獄コだ憂

づ
終
舞
距

赫規競
（れに許衣ドａい
「し何「力、何″拌〓た「は螂刹騰緋巌称識̈
雌薇疇。

舞
れが認
埋
】が
絶魏
Ｆ
誕
霙
嘲
が
は制』け難

がけ識
一さ「は、』はいは協“あ““ｒが疑われ得るものだとすれば、

ものの何かであることについての是非を問うことであろう。それは
話
し
手
に
お
い
て
断
定
の
か
な
わ
な
い
判
断
の
形
式
に
、
肯
否
い
ず
れ
に
せ
よ

判
断
を
求
め
、
判
断
に
お
け
る
承
認
を
得
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る

］
［
一
榊
叫

の 要 っ
一
¨
¨

以 「 そ
¨
¨
「
一
¨
［
¨
¨
］
一

る 「 ヵ、
“
］
¨
朴
一
一

も
「

き
一
］

。

従

っ
て
、
「判
定
要
求
」
あ
る
い
は

「
決
定
の
間
」
な
ど
の
問
い
の
文
は
疑

い
が
必
ず
前
提
さ
れ
て
い
る
。
疑
い
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
問
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
「
判
定
」
「
決
定
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
―
―
前
述
の
言
葉
で
言
え
ば
、

断
定

（そ
れ
に
と
も
な
う
承
認
）
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

こ
の
問
い
に
対
す
る
応
答
は
、
典
型
的
に
は

「
は
い
、
い
い
え
」
と
い
う
諾
否

の
形
に
な
ら
ぎ
る
を
得
な
い
。

「
説
明
要
求
」
「
補
充
の
問
い
」
（即
ち
不
定
詞
の
問
い
）
は
、
し
か
し
そ
の

中
に
疑
い
を
持
た
な
い
。
形
式
的
に
せ
よ
主
述
が
承
認
さ
れ
た
上
で
の
問
い
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
も
の
の
何
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

述
語
の
具
体
を
求
め
る
と
前
記
し
た
が
、
現
象
形
態
と
し
て
の
文
が
い
つ
も

「
こ
れ
は
何
か
／
彼
は
誰
か
／
彼
女
は
ど
れ
か
」
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
こ
の
種
の
問
い
の
最
も
直
接
的
な
形
で
あ
ろ
う
が
、
も

の
の
何
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
る
文
は
実
際
に
は
様
々
な
形
を
持
つ
。
例
え
ば

「
誰
か
ら
も
ら
っ
た
時
計
が
壊
れ
た
の
か
／
君
は
何
を
な
く
し
た
か
ら
悲
し
ん

で
い
る
の
か
」
の
よ
う
な
複
雑
な
文
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
疑
問
文
で

あ
り
得
る
の
は
、
「誰
／
何
」
の
指
し
示
す
も
の
が
誰
で
あ
る
か
、
何
で
あ
る

か
が
問
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
極
端
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
右
の
文
は

「
そ
れ
は
誰
か
／
そ
れ
は
何
か
」
と
い
う
形
を
論
理
上
最
後
の
形
と
し
て
持
っ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
種
の
文
が
表
面
上
ど
の
よ
う
な
複

雑
な
構
成
を
も
っ
て
い
て
も
、
求
め
ら
れ
た
述
語

「
（そ
れ
は
）
Ｘ
だ
」
に
よ



る
形
が
、
こ
れ
ら
の
文
に
よ
る
問
い
の
最
も
的
確
な
答
え
と
な
る
の
で
あ
る
。

問
い
と
疑
い
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
疑
間
に
は
三
つ
の

タ
イ
プ
を
取
り
あ
え
ず
区
別
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
①
疑
い
だ
け
で
問
い

の
な
い
も
の
、
②
疑
い
も
問
い
も
あ
る
も
の
、
０
問
い
だ
け
で
疑
い
の
な
い
も

の
、
の
三
種
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
０
は
い
ま
述
べ
た
不
定
詞
の
問
い
に
相
当
す

る
と
い
え
る
し
、
②
は

「判
定
要
求
」、
「決
定
の
問
」
等
に
一
往
相
当
す
る
と

い
え
る
。
し
か
し

「判
定
要
求
」
「決
定
の
問
」
等
と
呼
ぼ
う
と
し
た
時
、
必

ず
し
も
０
を
②
か
ら
分
離
し
て
―
―
従
っ
て
０
を
独
立
し
た
タ
イ
プ
と
し
て
―

―
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
形
式
上
の
こ
と
を
い
え
ば
、
不
定

詞
の
存
在
の
有
無
が
０
０
と
③
を
分
離
す
る
が
、
０
と
②
を
分
離
す
る
形
式

（即
ち
、
疑
い
の
あ
る
文
に
お
い
て
、
問
い
が
あ
る
か
な
い
か
）
は
積
極
的
に

指
摘
し
に
く
い
し
、
意
味
の
上
か
ら
言
っ
て
も
問
い
が
な
い
と
言
い
切
れ
る
よ

う
な
例
は
指
摘
が
困
難
な
の
で
あ
る
。

例
え
ば
宮
地
裕
氏
が

吾
々
は
、
何
か
に
つ
い
て
疑
ひ
問
ひ
た
い
気
持
ち
を
抱
い
て
、
何
よ
り
も

ま
づ
そ
の
気
持
ち
を
表
現
し
た
い
の
で
あ
り
、
―
―
中
略
―
―
、
更
に
つ

き
つ
め
て
ゆ
け
ば
、
そ
の
底
の
疑
ひ
に
対
し
て
、
な
に
か
し
ら
答
へ
が
な

さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
気
持
ち
が
先
行
す
る
の
で
あ
る
。
あ
や
し
い
と
思

ふ
対
象
を
、
あ
や
し
い
と
思
ふ
が
ま
ま
に
表
現
す
る
。
そ
の
こ
と
ば
も
、

実
は
答
へ
の
為
の
仮
の
こ
と
ば
で
あ
る
と
、
比
喩
的
に
言
へ
る
の
で
あ
っ
。

（圏
点
は
大
鹿
）

と
い
う
と
き
、
そ
の
述
べ
方
は
表
現
―
心
理
的
で
は
あ
っ
て
も
、
０
の
タ
イ
プ

が
殆
ど
存
在
し
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
仁
田
義
雄
氏
は
従
来
疑
間
文
と
呼
ば
れ
て
い
た
文
を
、
「疑
い

の
文
」
と

「問
い
掛
け
の
文
」
に
三
分
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
の
文
類
型
に
お
け
る

所
属
を
別
に
し
、
「
疑
い
の
文
」
を

「
聞
き
手

へ
の
問
い
掛
け
を
意
図
す
る
こ

投
綺
娯
婦

「 し
好
¨
剣
爛
『
粒

し へ
勧
「
念
を
述
べ
た
も
の
」
と
し
た
上
で
次
の
よ

あ
ら
、
私
、
瞬
間
湯
沸
器
の
点
火
栓
を
消
し
て
き
た
か
し
ら
？

あ
い
つ
、
ユ
ー
レ
ー
か
な
、
や
っ
ぱ
り
。

も
し
か
し
た
ら
、
お
れ
は
も
う
手
遅
れ
じ
や
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ｉ

煽

箋

髪

罐

妻

疱

麺

跨

に
限
定
さ
れ
る
の
な
ら
、
こ
れ
ら
の
文
は

「
聞
き
手
へ
の
問
い
掛
け
を
意
図
」

し
な
い
文
だ
と
も
解
釈
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
聞
き
手
」
が
話
し

手
自
身
を
含
む
と
す
れ
ば
、
自
身

へ
の
問
い
、
即
ち
自
間
と
い
う
解
釈
も
可
能

で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
も
そ
も
、
こ
れ
ら
の
文
が

「
問
い
掛
け
を
意
図
」
し
て
い

な
い
と
解
釈
さ
れ
る
の
は
、
「
か
し
ら
／
か
な
／
だ
ろ
う
か
」
な
ど
の

「
文
末

形
式
」
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
「あ
ら
、
私
、
…
…
」
の
例
で
あ
れ
ば
、
「
あ

ら
」
と
い
う
、
「
聞
き
手
」
を
想
定
し
な
い
感
動
詞
に
導
か
れ
て
い
る
文
だ
か

ら
で
あ
り
、
ま
た

「あ
い
つ
、
…
…
」
の
例
、
「
も
し
か
し
た
ら
、
…
…
」
の

例
の
場
合
、
「
聞
き
手

へ
の
問
い
掛
け
」
が
本
当
に

「
意
図
」
さ
れ
て
い
な
い

か
ど
う
か
は
、
こ
の
例
文
か
ら
だ
け
で
は
に
わ
か
に
決
し
が
た
く
、
た
だ
適
当

な
文
脈
を
補
っ
て
こ
の
例
文
を
解
釈
す
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
こ
れ
ら
の

例
文
を
次
の
よ
う
に
し
て
も
、
「
問
い
掛
け
を
意
図
」
し
な
い

「
疑
い
の
文
」

と
い
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

ね
え
、
私
、
瞬
間
湯
沸
器
の
点
火
栓
を
消
し
て
き
た
か
し
ら
？

お
い
、
あ
い
つ
、
ユ
ー
レ
ー
か
な
、
や
っ
ば
り
。

な
あ
、
お
ま
え
、
も
し
か
し
た
ら
お
れ
は
も
う
手
遅
れ
じ
や
な
い
だ
ろ
う

か
。



も
と
よ
り
、
問
い
が
な
い
と
言
い
切
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
、
先
に
出
し
た

問
題
と
、
仁
田
氏
の
言
う

「
聞
き
手

へ
の
問
い
掛
け
を
意
図
」
す
る
か
ど
う
か

と
は
、
別
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
仁
田
氏
の
議
論
は
文
の
成
立
を

云
々
す
る
の
で
は
な
く
、
表
現
の
場
を
設
定
し
て
お
き
、
そ
こ
で
の
言
語
行
為

の
成
立
を
問
題
に
す
る

（そ
れ
は

「
問
い
掛
け
の
意
図
」
と
い
う
用
語
に
象
徴

的
で
あ
ろ
う
）、
む
し
ろ
表
現
論
と
し
て
の
性
格
を
色
濃
く
持
っ
て
い
る
も
の

で
あ
り
、
小
稿
で
の
議
論
は
な
る
べ
く
表
現
論
的
な
視
点
と
恣
意
的
な
解
釈
を

遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
立
場
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
確
か
め
て
お

き
た
か
っ
た
の
は
、
用
例
を
拝
借
し
て
、
「
問
い
掛
け
の
文
」
で
は
な
い
と
さ

師
』
攣
獄
』
い
】
邦
ｒ
期
い
か

つ な
い
崚
鶴
わ
期
「
る
よ
う
な
例
、
即
ち
０
が
指

考
え
て
み
れ
ば
、
疑
う
と
は
も
の
の
何
か
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
文
に
即
し
て
言
え
ば
そ
れ
は
主
述
に
お
け
る
断
定
、
推
定
を
中
止
す
る
こ

と
で
あ
り
、
承
認
を
保
留
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
文
は
、
疑
い
の

ま
ま
文
と
し
て
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
承
認
の
保
留
で

あ
れ
ば
当
然
に
肯
否
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
承
認
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い

る
と
考
え
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
承
認
が
予
定
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い

る
限
り
、
こ
れ
ま
た
当
然
に
問
い
と
い
う
構
造
を
裏
に
持
つ
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
疑
い
の
文
は
疑
い
の
文
と
し
て
成
立
す
る
と
き
、
す
で
に
承
認
の
文
が
成

立
す
る
契
機
を
懐
胎
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
承
認
の
文
は
、
疑
い
う
る
判

断
を
宿
し
て
い
る
―
―
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
議
論
は
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
た
だ
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
以
上
は
表
現
心
理
的
な
、
と
い
う
こ
と
は

表
現
者
個
々
人
の
心
情
に
つ
い
て
の
論
議
で
は
な
い
。
個
人
的
な
心
理
か
ら
い

え
ば
、
間
う
つ
も
り
の
な
い
、
た
だ
の
疑
念
の
表
明
に
す
ぎ
な
い
表
現
も
あ
り

得
る
で
あ
ろ
う
し
、
実
際
の
言
語
場
に
お
い
て
自
間
で
さ
え
な
い
よ
う
な
つ
ぶ

や
き
と
解
釈
す
る
方
が
よ
い
場
合
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
こ
う
い
う
言

い
方
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
文
法
の
問
題
で
は
な
い
。

と
す
れ
ば
、
０
は
原
理
的
に
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
０
０
に
つ
い

て
も
、
も
う
少
し
正
確
な
言
い
方
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
実
際
の
表

現
の
場
で
、
問
い
と
い
う
意
味
が
あ
ら
わ
に
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
は
決
し
て
問
い
と
い
う
機
能
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
さ
ら
に

疑
い
の
、
文
と
し
て
の
構
造
に
、
問
い
が
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
な
い
の
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
②
は
、
疑
い
の
文
で
あ

る
が
ゆ
え
に
問
い
を
持
つ
も
の
、
０
は
不
定
の
語
を
持
つ
が
ゆ
え
に
問
い
を
持

つ
も
の
と
い
う
よ
う
に
規
定
す
る
方
が
よ
り
正
確
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

以
上
要
す
る
に
、
先
学
の
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
疑
間
文
に
は
、
疑
い
の
文

で
あ
る
が
ゆ
え
に
問
い
を
持
つ
も
の

（仮
に
疑
い
の
疑
間
文
と
呼
ぶ
）
と
、
不

定
の
語
を
持
つ
が
ゆ
え
に
問
い
を
持
つ
も
の

（仮
に
不
定
の
疑
間
文
と
呼
ぶ
）

の
二
種
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
疑
い
の
疑
間
文
は
主
述
の
関
係
の
断

定
、
推
定
中
止
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
は
承
認
の
保
留
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
、

不
定
の
疑
間
文
は
承
認
さ
れ
た
主
述
の
述
語
の
指
示
対
象
の
不
定
に
よ
る
疑
問

文
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
よ
う
な
構
造
を
持
つ
文
で
あ
る
こ
と
、

を
考
察
し
た
。
な
お
、
不
定
の
疑
間
文
に
つ
い
て
は
、
以
下
触
れ
ら
れ
な
い
。

３
　
い
く
つ
か
の
文
の
解
釈
か
ら

ま
ず
、
次
の
文
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

１
　
二
郎
が
礼
を
言
っ
た
か

こ
の
文
は
、
い
く
つ
か
の
解
釈
を
許
す
で
あ
ろ
う
が
、
疑
問
文
と
し
て
は
解
釈

が
し
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
勿
論
そ
れ
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
こ
の
よ
う
な
文
を
疑
問
文
と
し
て
解
釈
す
る
表
現
の
場
が
設
定
し
に
く
い



と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
な
ぜ
疑
間
文
と
し
て
の
解
釈
が
し
に
く

い
の
か
を
考
え
る
た
め
に
、
有
り
得
る
解
釈
を
検
討
し
よ
う
。

一
つ
の
解
釈
は
、
い
わ
ゆ
る
詠
嘆
の
表
現
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。

何
か
の
経
緯
で
話
し
手
が
、
二
郎
が
礼
を
言
っ
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
、
そ

の
こ
と
に
対
す
る
な
ん
ら
か
の
感
慨
の
吐
露
と
し
て
、
１
の
よ
う
に
発
言
し
た
、

と
い
う
よ
う
な
場
合
を
想
定
し
得
る
。
な
ん
ら
か
の
感
慨
と
説
明
し
た
そ
の
具

体
は
、
二
郎
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
こ
の
事
態
な
い
し
は
事
態
を
含
む
状
況
に

対
し
て
様
々
に
考

そヽ
つ
る
話
し
手
の
心
的
な
態
度
に
よ
っ
て
、
例
え
ば

「
よ
く

や
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
賞
賛
で
あ
っ
た
り
、
「意
外
だ
」
と
い
う
よ
う
な
驚

き
で
あ
っ
た
り
、
「
残
念
だ
」
と
い
う
よ
う
な
嘆
き
で
あ
っ
た
り
す
る
で
あ
ろ

う
け
れ
ど
も
、
総
じ
て
詠
嘆
な
い
し
は
感
動
の
表
現
と
し
て
解
釈
し
う
る
。

二
つ
目
の
解
釈
は
、
反
語
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。
コ
一郎
が
礼
を

言
っ
た
か
、
言
わ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
の
に
、
ど
う
し
て
お
ま
え
は
あ
ん
な

奴
に
礼
な
ど
言
っ
た
の
か
」
と
い
う
よ
う
な
文
脈
に
あ
ら
わ
れ
る
が
、
話
し
手

が

「
二
郎
は
礼
を
言
う
は
ず
が
な
い
」
と
い
う
確
信
な
い
し
は
予
断
を
も
っ
て

言
う
場
合
で
あ
る
。
コ
一郎
」
を
話
し
手
本
人
に
替
え
れ
ば
、
例
え
ば

「
私
が

礼
を
言
っ
た
か
」
の
よ
う
に
な
り
、
反
語
の
解
釈
は
よ
り
鮮
明
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
反
語
の
解
釈
が
で
き
る
の
な
ら
ば
、
反
語
の
解
釈
を
許
す
条

件
と
し
て
、
疑
間
の
解
釈
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
三
つ
目

の
解
釈
で
あ
る
。

し
か
し
、
疑
間
の
解
釈
が
可
能
と
し
て
も
、
１
の
文
は
い
っ
た
い
何
が
疑
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
単
に
二
郎
と
い
う
人
物
の
行
為
と
し
て
、
礼
を
言

っ
た
か
言
わ
な
か
っ
た
か
が
疑
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ

２
　
二
郎
は
礼
を
言
っ
た
か

と
い
う
、
文
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
１
の
文
に
比
べ
て
こ
の
方
が
格
段

に
疑
間
の
文
と
し
て
解
釈
さ
れ
や
す
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

い
ま
、
反
語
と
し
て
の
解
釈
が
し
に
く
く
な
る
よ
う
に

（
こ
れ
も
勿
論
、
反

語
の
解
釈
が
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
）、
１
の
文
の

「
二
郎
」
を
聞

き
手

（
二
人
称
者
）
に
替
え
る
と
、
「
君
が
礼
を
言
っ
た
か
」
と
い
う
形
を
得

る
が
、
反
語
と
し
て
の
解
釈
が
し
に
く
く
な
っ
た
分
疑
間
と
し
て
の
解
釈
の
輸

郭
が
は
っ
き
り
し
て
来
る
。
つ
ま
り
、
本
来
礼
を
言
う
べ
き
は
君
で
あ
り
、
君

の
両
親
で
も
、
友
人
で
も
な
い
、
他
で
も
な
い
そ
の

「
君
が
礼
を
言
っ
た
か
」
、

侵
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浸

る
疑
間
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

「
が
」
に
総
記
の
解
釈
を
し
て
や
れ
ば
、

１
の

「
二
郎
が
…
…
」
も
疑
間
の
解
釈
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「他
で

も
な
い
そ
の
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
が

「
二
郎
が
／
君
が
」
な
ど
に
解
釈
し
得

る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
な
け
れ
ば
、
疑
間
の
文
と
し
て
解

釈
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
単
に
聞
き
手
が
見
た
あ
る
い
は
知
っ
た

事
態
に
つ
い
て
そ
の
ま
ま
に
報
告
を
求
め
る
場
合
の
疑
問
文
で
も
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
例
え
ば
理
科
の
実
験
中
に
先
生
が
生
徒
に

「
日
盛
り
が
７
を
さ
し
ま
し

た
か
」
と
訊
き
、
張
り
込
み
の
刑
事
に

「
ホ
シ
が
立
ち
寄
っ
た
か
」
と
訊
き
、

窓
の
外
を
眺
め
て
い
る
人
に

「
月
が
出
て
い
る
か
」
と
訊
く
よ
う
な
場
合
と
同

様
で
あ
る
。
１
の

「
二
郎
が
…
…
」
も
、
も
と
よ
り
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
得
る
、

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
報
告
を
求
め
る
疑
問
文
の
一
つ
の
特
異
と
し
て
総
記
の
意

味
が
前
面
に
出
て
来
る
こ
と
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

少
し
、
横
道
に
入
る
。
事
態
に
つ
い
て
そ
の
ま
ま
に
報
告
す
る
、
と
い
う
文

は
、
所
謂

「
現
象
文
」
「
現
象
描
写
文
」
と
言
わ
れ
る
も
の
に
等
し
い
。
こ
れ

ら
は
そ
の
事
態
の
現
場
性
に
支
え
ら
れ
て
、
文
と
し
て
成
立
す
る
。

花
が
咲
い
た
／
子
供
達
が
手
を
上
げ
て
い
る
／
壁
が
崩
れ
ま
し
た
／
二
郎



が
礼
を
言
っ
た

右
の
文
の

「花
／
子
供
達
／
手
／
壁
／
二
郎
／
礼
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
そ

の
事
態
の
現
場
の
、
そ
の
現
場
限
り
の
、
そ
の
よ
う
に
咲
い
て
い
る
も
の
と
し

て
の

「花
」
、
そ
の
よ
う
に
手
を
上
げ
て
い
る
も
の
と
し
て
の

「
子
供
達
」
、
そ

の
よ
う
に
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
の

「手
」
…
…
で
あ
ろ
う
。
と
す
る

群

に
胸
期

編

駐

憾
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「
花
／
子
供
達
…
…
」
と
し
て
そ
れ
ら
を
取
り
出
し
た
と
き
、
「
他
で
も
な
い
そ

の
」
と
い
う
総
記
的
意
味
が
常
に
つ
き
ま
と
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
前
に
、　
一
つ

の
特
異
と
言
っ
た
の
は
、
右
の
よ
う
な
例
文
で
は
、
そ
の
意
味
が
隠
れ
て
い
る

が
、
と
も
す
れ
ば
あ
ら
わ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

現
象
文
に
関
連
し
て
、
も
う

一
つ
つ
け
加
え
て
述
べ
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ

２一
。

彼
が
学
生
だ
／
あ
い
つ
が
犯
人
だ
／
こ
れ
が
制
動
装
置
の
ス
イ
ッ
チ
だ
／

向
こ
う
に
見
え
る
山
が
御
岳
だ

等
の
文
は
、
「
現
象
描
写
文
」
等
と
呼
ば
れ
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
に
非
常
に

近
し
い
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「彼
が
学
生
で
あ
る
」
こ

と
、
「あ
い
つ
が
犯
人
で
あ
る
」
こ
と
…
…
は
、
自
ら
の
外
部
に
知
覚
さ
れ
る

こ
と
で
は
な
く
、
知
識
と
し
て
所
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
ら

が
写
し
て
い
る
の
が

「事
態
」
と
呼
び
づ
ら
い
に
し
て
も
、
「
彼
が
学
生
で
あ

る
」
こ
と
、
「あ
い
つ
が
犯
人
で
あ
る
」
こ
と
…
…
を
反
省
を
加
え
ず
そ
の
ま

ま
に
写
し
て
知
ら
せ
る
文
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
所
有
さ
れ
た
生
の
知
識

に
お
い
て
、
例
え
ば
、
「
彼
」
は
学
生
で
あ
る
も
の
と
し
て
の

「彼
」
、
「
あ
い

つ
」
は
犯
人
で
あ
る
も
の
と
し
て
の

「
あ
い
つ
」
で
し
か
有
り
得
な
い
。
つ
ま

り
独
立
し
て
有
り
得
る
よ
う
な

「彼
／
あ
い
つ
」
で
は
な
く
、
前
段
の
現
象
描

写
文
と
同
様
、　
一
体
的
な
ま
ま
写
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
を
知
識
伝
達
文

と
仮
に
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
知
識
伝
達
文
は
、
現
象
描
写
文
が
表
現
の
現
場
に
支

え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
聞
き
手

（そ
れ
が
、
話
し
手
自
身
で
あ
っ
て
も
よ

い
）
に
積
極
的
に
教
え
た
り
、
告
げ
た
り
、
示
唆
し
た
り
と
い
う
働
き
掛
け
の

文
脈
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。

さ
て
、
１
の
文
が
疑
問
文
と
し
て
解
釈
を
受
け
る
の
は
、
そ
れ
が
、
報
告
を

求
め
る
場
合
だ
と
し
た
が
、
こ
の
場
合
の
報
告
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、
も
う
少
し
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
単
純
に
事
態
を
報
告
せ
よ
と
言
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
の
は
、
勿
論
で
あ
る
が
、
例
え
ば

「
月
が
出
て
い
る
か
」

と
い
う
と
き
、
話
し
手
は
当
然

「
月
が
出
て
い
る
」
事
態
を
予
め
想
定
し
て
い

る
筈
で
あ
る
。
そ
の
想
定
と
実
際
の
事
態
と
の

一
致
不

一
致
を
問
う
、
即
ち
そ

こ
が
疑
わ
れ
て
い
る
の
が
こ
の
場
合
の
疑
間
文
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
報
告
を
求

め
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
次
の
よ
う
に
補
っ
て
も
よ
い
。
コ
一郎
が

礼
を
言
っ
た
／
月
が
出
て
い
る
…
…
」
と
い
う
想
定
は
、
予
想
と
し
て
の
事
態

を

一
体
的
に
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
所
謂

「
現
象
文
」
に
あ
た
る
。
と
す
れ
ば
、

そ
の
中
で
形
式
的
に
分
節
し
て
い
る
主
述
は

一
体
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
の
関

係
は
疑
わ
れ
る
べ
き
契
機
を
持
た
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
文
の
内
容
は
常
に
真

で
し
か
な
く
、
そ
の
内
容
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
疑
問
文
と
し

て
の
解
釈
を
許
す
疑
い
の
所
在
は
、
却
っ
て
間
わ
れ
る
者

（聞
き
手
）
に
よ
っ

て
知
覚
さ
れ
る
事
態
と
話
し
手
の
想
定
と
し
て
の
事
態
の
関
係
の
中
に
あ
る
。

疑
い
の
疑
間
は
主
述
の
承
認
の
保
留
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
主
語
と
述
語
の

関
係
が
疑
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
な
ら
ば
、
こ
の
１
の
よ
う
な
疑

問
文
を
文
と
し
て
最
終
的
に
成
立
さ
せ
る
そ
の
主
語
と
述
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
聞

き
手
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
事
態
と
話
し
手
の
想
定
と
し
て
の
事
態
を
句
と
し

て
実
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
１
の

「
二
郎
が
礼
を
言
っ
た
か
」
の



よ
う
な
文
の
構
造
に
つ
い
て
、
当
該
の
文
全
体
を
述
語

（句
）
と
し
、
ま
た
そ

の
主
語
は
そ
の
現
場
性
の
ゆ
え
に
消
去
さ
れ
た
と
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
把
握
の
も
と
で
こ
そ
、
詠
嘆
や
反
語
の
解
釈
が
な
ぜ
可
能
な
の
か
が
、

説
明
さ
れ
、
ま
た
疑
間
の
解
釈
よ
り
そ
れ
ら
の
方
が
な
ぜ
し
や
す
い
の
か
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

１
の
文
に
つ
い
て
、
人
に
よ
っ
て
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
疑
間
の
解
釈
が
あ

ま
り
容
易
と
い
え
な
い
の
は
、
こ
の
文
だ
け
で
は
疑
い
の
所
在
が
主
語
の
不
在

に
よ
っ
て
つ
か
み
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
表
現
の
場
を
様
々
に
設
定
し
て
考
え

て
き
た
の
も
、
こ
の
場
合
の
主
語
が
そ
の
よ
う
な
場
に
依
存
す
る
か
ら
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
疑
間
の
構
造
が
現
象
と
し
て
の
文
に
あ
ら
わ
で
な
い
だ
け
に
、

文
脈
や
場
面
へ
の
依
存
の
度
合
が
高
い
の
で
あ
っ
た
。

疑
い
の
疑
間
文
が
、
疑
問
文
と
し
て
容
易
に
解
釈
さ
れ
る
た
め
に
は
、
主
語

と
述
語
の
顕
在
が
必
要
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
顕
在
の
必
要
の
な
い
こ
と
、
あ

る
い
は
主
述
の
未
分
化
が
む
し
ろ
本
来
の
構
造
で
あ
る
文
が
、
喚
体
の
文
で
あ

る
。
コ
一郎
が
礼
を
言
っ
た
か
／
花
が
咲
い
た
か
…
…
」
等
々
の
文
が
ま
ず
詠

嘆
な
い
し
は
驚
き
の
表
現
と
し
て
解
釈
さ
れ
や
す
い
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ

う
。
形
式
上
疑
わ
れ
る
筈
の
主
述
の
関
係
は
、
詠
嘆
の
表
現
と
し
て
解
釈
さ
れ

る
限
り
、
疑
い
か
ら
離
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
に
こ
れ
が
疑
問
文
だ
と
し

た
ら
、
そ
の
主
語
で
あ
る
事
態
は
す
で
に
話
し
手
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
け
た
述
語
の
内
容
と
は
ま
っ
た
く
全
同
な
の
で
あ
る
。
即

ち
、
こ
の
文
は
自
同
判
断
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
さ
ら
に
喚

体
の
文
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
。
そ
の
時
、
形
式

「
か
」
は
、
も
は

や
疑
間
の
助
詞
で
は
な
く
、
コ
一郎
が
礼
を
言
っ
た
１
／
花
が
咲
い
た
！
…
…
」

な
ど
の

「
！
」
に
等
し
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
反
語
と
し
て
の
解
釈
も
、
主
語
の
不
在
に
よ
っ
て
疑
間
と
し
て
の
解

釈
か
ら
遠
ざ
か
る
分
、
容
易
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
２
の

「
二
郎
は

礼
を
言
っ
た
か
」
と
１
の

「
二
郎
が
礼
を
言
っ
た
か
」
を
比
べ
れ
ば
、
そ
れ
は

一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て

「
二
郎
が
礼
を
言
っ
た
／
花
が
咲
い
た
…
…
」

が
、
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
常
に
真
な
る
内
容
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
そ

う
で
あ
る
ほ
ど
、
当
然
反
語
と
し
て
の
翻
り
は
強
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
述

べ
て
来
れ
ば
、

３
　
こ
れ
が
か
ぼ
ち
や
か
／
彼
が
学
生
か
／
あ
つ
い
が
犯
人
か
／
こ
れ
が

制
動
装
置
の
ス
イ
ッ
チ
か

等
も
、
１
と
同
様
に
詠
嘆
、
反
語
の
表
現
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
理
由
も
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
１
の
文
を

４
　
二
郎
が
礼
を
言
っ
た
の
か

に
代
え
て
み
て
も
、
い
ま
ま
で
の
分
析
と
ほ
ぼ
同
様
の
結
果
に
な
る
。
た
だ
、

１
に
比
べ
て
４
の
方
が
ま
だ
し
も
疑
間
文
と
し
て
の
解
釈
が
容
易
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
を
論
者
の
解
釈
の
恣
意
と
い
う
な
ら
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
認
め

ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
が
容
易
か
は
暫
く
措
く
と
し
て
も
、
さ
し

あ
た
っ
て
４
の
句
構
成
が
二
種
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で

あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
始
め
よ
う
。

４
は
、
勿
論

「
～
の
だ
」
の
文
末
を
持
つ
文
の
疑
間
文
で
あ
り
、
そ
の
意
味

機
能
に
つ
い
て
は
様
々
に
論
議
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
か
し
基
本
的
な

統
語
構
造
に
つ
い
て
は
、
「
の
」
が
そ
れ
ま
で
に
い
く
つ
か
あ
る
分
節
を

一
ま

と
ま
り
に
ま
と
め
て

「だ
」
と
結
合
す
る
、
と
考
え
る
の
が

一
般
的
で
あ
ろ
う
。

も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、
「
の
」
が
ま
と
め
て
い
る
、
逆
に
言
え
ば

「
の
」
に
係
っ
て
い
る
部
分
と

「
の
」
全
体
で
形
式
的
な
体
言
句
を
構
成
し
て
　
３

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
形
式
的
な
体
言
句
を

（　
）
で
示
す
と
４
は
、
２



次
の
二
つ
の
構
成
を
持
つ
こ
と
が
分
か
る
。

４
ａ
　
二
郎
が

（礼
を
言
っ
た
の
）
か

４
ｂ
　

（
二
郎
が
礼
を
言
っ
た
の
）
か

４
ａ
は
、
明
ら
か
に
前
節
最
後
の
３
に
挙
げ
た
例
文
と
同
じ
構
成
で
あ
っ
て
、

従

っ
て
４
は
３
と
同
様
の
分
析
を
許
す
。
勿
論
、
疑
問
文
で
は
な
い

「
の
だ

文
」
は
、
こ
の
場
合
さ
き
に
述
べ
た
知
識
伝
達
文
の

一
種
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

従
っ
て
、
コ
一郎
が
札
を
言
っ
た
の
だ
」
と
い
う
文
は
、
「
の
」
に
よ
る
体
言
句

を
４
ａ
の
よ
う
に
考
え
る
限
り
、
で
」
れ
が
か
ぼ
ち
ゃ
だ
」
と
同
様
に
単
に
話

し
手
に
知
ら
れ
て
い
る
知
識
を
そ
の
ま
ま
写
し
た
文
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

と
い
う
こ
と
は
４
ａ
を
疑
間
と
し
て
解
釈
し
た
場
合
、
「
」
れ
が
か
ぼ
ち
ゃ

か
」
と
同
様
に
、
文
の
主
語
た
る
聞
き
手
の
知
識
と
話
し
手
の
知
識
と
話
し
手

に
よ
っ
て

「
二
郎
が
礼
を
言
っ
た
」
と
想
定
さ
れ
た
知
識
と
の

一
致
が
問
わ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
平
た
く
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
で
」
れ
が
か
ぼ
ち
ゃ
だ
／

二
郎
が
礼
を
言
っ
た
の
だ
」
と
い
う
私

（話
し
手
）
の
知
識
は
正
し
い
か
、
と

問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
呉
々
も
誤
解
の
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
で
」
れ
／
二
郎
」
と

「
か
ば
ち
ゃ
／
礼
を
言
っ
た
の
」
の
関
係
が

畷
局
け
賓
一
』
わ
コ
瞳
鳳
極

を し、
設
¨
“
は
最
｝
あ
』
プ
螂
」
″
紡
蹴
ら

「
こ
れ

一
方
４
ｂ
は
、
体
言
句
を
Ａ
で
表
せ
ば

「
Ａ
か
」
と
い
う
非
常
に
単
純
な
も

の
に
な
り
、
少
な
く
と
も
現
象
形
態
上
、
「
の
」
の
存
在
に
よ
っ
て
述
語
だ
け

が
表
現
さ
れ
た
文
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
文
の
述
語
だ
け
だ
と

い
え
ば
、
４
ａ
も
そ
う
で
あ
る
し
、
１
の
文
に
つ
い
て
の
検
討
も
、
結
局
文
の

主
語
の
不
在
の
も
の
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
文
の
主
語
の
不
在
は
い

ま
ま
で
の
例
文
で
は
そ
れ
と
明
示
さ
れ
ぬ
も
の
で
あ

っ
た
が
、
４
ｂ
で
は
、

「
の
」
が
句
の
主
語

（コ
一郎
が
し

を
含
ん
で
そ
れ
ま
で
の
部
分
を
す
べ
て

一

つ
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
主
語
の
存
在
が
明
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
Ａ
か
」
と
い
う
形
式
は
ま
ず

「〇
〇
は
Ａ
か
」
に
お

け
る
主
語
の
省
略
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
理
解
は
ま
ず
主
語
を
探
す
こ
と
か
ら
始
ま
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
恐
ら
く

一
瞬
の
う
ち
に
、
疑
わ
れ
る
べ
き
関
係
を
探
し
当
て
る
―
―
主
語

対
象
を
見
出
す
―
―
。
実
際
の
表
現
の
場
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
具
体
的
で
あ
ろ
う

し
、
も
し
主
語
対
象
が
分
か
ら
ぬ
場
合
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
間
を
発
す
る
の
か

そ
の
意
図
を
尋
ね
る
か
、
４
ａ
の
理
解
に
戻
し
て
詠
嘆
と
し
て
理
解
す
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
際
、
し
か
し
実
際
の
具
体
的
な
表
現
の
場
の
想
定
は
無
用
で
、
取

り
敢
え
ず
の
文
解
釈
と
し
て
、
話
し
手
が

「
二
郎
が
礼
を
言
っ
た
」
と
想
定
す

る
兆
候
の
よ
う
な
も
の
が
有
り
、
そ
れ
が
主
語
対
象
に
な
る
と
押
さ
え
さ
え
す

れ
ば
よ
い
。
そ
の
時
、
兆
候
と
し
て
の
こ
の
文
の
内
容
外
の
事
態

（具
体
的
に

は
例
え
ば
、
礼
を
言
わ
れ
た
Ａ
さ
ん
の
機
嫌
が
よ
い
こ
と
、
二
郎
が
晴
れ
晴
れ

と
し
た
顔
を
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
）
を
主
語
対
象
と
す
る
疑
間
の
解
釈
が
可

能
で
あ
ろ
う

（
こ
れ
は
二
郎
が
礼
を
言
っ
た
の
か
／
あ
の
顔
は
二
郎
が
礼
を
言

っ
た
の
か
）。
１
の

「
二
郎
が
礼
を
言
っ
た
の
か
」
に
比
し
て
、
４
の

「
二
郎

が
礼
を
言
っ
た
の
か
」
の
方
が
、
ま
だ
し
も
疑
間
と
し
て
の
解
釈
が
容
易
で
あ

る
と
述
べ
た
所
以
は
、
４
ｂ
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
考
え
が
恣
意
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
の
は
、

体
言
句
と
し
て
括
ら
れ
る
範
囲
が
分
析
と
し
て
言
う
限
り
上
記
二
種
あ
る
と
い

え
る
の
み
で
、
実
際
の
意
味
理
解
は
、
４
ａ
と
４
ｂ
が
絢
い
交
ぜ
の
ま
ま
行
わ

れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
な
ら
ば
４
ａ
に
よ
っ
て
ま
ず
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
詠

嘆
乃
至
反
語
の
解
釈
と
、
４
ｂ
に
よ
っ
て
ま
ず
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
疑
間

（勿

論
、
こ
こ
か
ら
詠
嘆
乃
至
反
語
の
解
釈
も
あ
り
う
る
）
と
の
幅
の
中
で
行
わ
れ

る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。



３
　
さ
い
ご
に

さ
て
、
い
ま
ま
で
、
分
析
の
対
象
に
し
て
き
た
例
文
は
す
べ
て
、
文
と
し
て

成
立
す
る
最
終
的
な
主
語
を

（句
の
主
語
で
は
な
い
）、
文
の
中
に
持
た
な
い

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
主
語
の
不
在
と
呼
ん
だ

（主
語
の
不
在
と
い
う
と
き
、

「
七
時
ま
で
に
お
帰
り
に
な
り
ま
す
？
」
の
よ
う
な
所
謂
表
現
上
の
主
語
の
省

略
は
含
ま
な
い
）。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
例
文
に
よ
る
限
り
、
詠
嘆
乃
至
反
語

の
解
釈
へ
の
傾
斜
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
詠
嘆
は
言
う
ま
で
も
な

く
、
反
語
も
表
現
の
場
か
ら
独
立
し
て
有
り
得
な
い
、
言
う
な
れ
ば
現
在
的

・

現
実
的
な
、
あ
る
い
は
感
覚
的
な
表
現
―
―
表
現
さ
れ
て
あ
る
も
の
が
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
表
現
そ
の
も
の
が
―
―
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
に
お
い
て
、

少
な
く
と
も
疑
い
の
疑
間
の
解
釈
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
、
文
の
主
語
を
表
現
の

場
そ
の
も
の
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
疑
い
の
疑
問
文
の
感
覚

的
な

一
面
を
示
し
は
す
る
。
け
だ
し
、
「
は
あ
？
／
え
え
？
／
ん
？
／
は
て
？

／
あ
れ
？
」
等
の
感
動
詞
に
よ
る
文
の
末
裔
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

一

方
で
は
、
そ
う
し
て
得
ら
れ
た
疑
間
文
が
ま
さ
に
疑
間
文
で
あ
る
所
以
、
即
ち

承
認
の
保
留
を
持
つ
以
上
、
そ
の
観
念
性
は
覆
う
べ
く
も
な
い
。
断
定
に
せ
よ
、

推
定
に
せ
よ
、
い
ま
成
立
し
よ
う
と
す
る
文
の
反
措
定
へ
の
反
省
が
保
留
に
他

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

覆
う
べ
く
も
な
い
観
念
性
が
、
例
え
て
言
え
ば
白
日
の
も
と
に
引
き
出
さ
れ

る
と
き
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
典
型
的
な
疑
問
文
と
呼
ぶ
の
で
あ
ろ
う
。
前
節
の

２
の
例
文

「
二
郎
は
礼
を
言
っ
た
か
」
や

「
二
郎
は
礼
を
言
っ
た
の
か
」
は
、

一言
っ
て
み
れ
ば
ご
く
自
然
な
疑
い
の
疑
間
文
の
例
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
さ

え
、
詠
嘆
乃
至
反
語
の
解
釈
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
は
背
後
に
後
退
し

て
い
る
。
文
の
現
象
形
態
に

「
は
」
と
い
う
助
詞
が
入
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て

嘘
巡

ｍ
ｍ

羮

彎

翼

鶴

藤

靴

聾
げ

磐

は
鍔

る
観
念
的
な
操
作
を
持

っ
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
引
き
分
け

て
こ
と
わ
」
ら
れ
よ
う
と
す
る
主
語
と
述
語
に
こ
そ
、
疑
い
と
い
う
、
判
断
に

お
い
て
承
認
と
並
ぶ
絶
対
的
作
用

（対
象
化
し
え
な
い
作
用
）
が
働
く
の
だ
と
、

述
べ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。

注
①
様
々
の
指
摘
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
主
題
と
し
て
扱
っ
た
も
の
に
山
口
尭
二
氏
の
「疑
間
表
現

の
情
意
」
３
大
阪
大
学
教
養
部
研
究
集
録
　
人
文
・
社
会
科
学
』
第
三
二
輯
　
昭
和
五
八
年

一
月
）
が
ぁ
る
。

②
森
重
　
敏
　
『日
本
文
法
通
論
」
（昭
和
三
四
年
一
〇
月
　
風
問
書
房
）
二
二
六
頁

③
川
端
善
明
　
『活
用
の
研
究
Ⅱ
」
（昭
和
五
四
年
二
月
　
大
修
館
書
店
）
三
〇
六
頁

④
宮
地
　
裕
　
「疑
問
表
現
を
め
ぐ
っ
て
」
含
国
語
国
文
」
二
〇
巻
七
号
　
昭
和
二
六
年
七
月
）

四
頁

⑤
森
重
　
敏
　
前
掲
書
二
三
〇
頁

⑥
宮
地
　
裕
　
前
掲
論
文
二
頁
。
な
お
、
当
該
論
文
は
、
「文
論
」
（昭
和
四
六
年

一
一
月
　
明

治
書
院
）、
「新
版
文
論
」
（昭
和
五
四
年

一
一
月
　
明
治
書
院
）
に
加
筆
集
録
さ
れ
て
い
る
が
、

「新
版
文
論
」
に
よ
れ
ば
、
当
該
引
用
部
分
は
若
千
の
字
句
の
変
更
が
な
さ
れ
て
い
る
。
念
の

た
め
に
、
「新
版
文
論
』
か
ら
も
引
用
し
、
変
更
の
部
分
に
傍
線
を
入
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
な
に
か
に
つ
い
て
う
た
が
い
問
い
た
い
気
も
ち
を
い
だ
い
て
、
な
に
よ
り

も
そ
の
気
も
ち
を
表
現
し
た
い
の
で
あ
り
、
―
―
中
略
―
―
、
さ
ら
に
つ
き
つ
め
て
い
け

ば
、
そ
こ
に
あ
る
う
た
が
い
に
対
し
て
、
な
に
か
し
ら
こ
た
え
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
も
と

め
る
気
も
ち
が
内
在
す
る
こ
と
を
み
と
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
あ
や
し
い
と
お
も

う
対
象
を
、
あ
や
し
い
と
お
も
う
が
ま
ま
に
表
現
す
る
、
そ
の
こ
と
ば
も
、
じ
つ
は
、
こ

た
え
の
た
め
の
か
り
の
こ
と
ば
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う

⑦
仁
田
義
雄
　
「現
代
日
本
語
文
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
体
系
と
構
造
」
■
日
本
語
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
」

昭
和
六
四
年
八
月
　
く
ろ
し
お
出
版
）
二
六
頁
～
二
九
頁

③
仁
田
義
雄
　
前
掲
⑦
論
文
二
七
頁

◎

「だ
ろ
う
か
」
に
つ
い
て
、
仁
田
義
雄
氏

「『行
こ
う
か
戻
ろ
う
か
」
―
―
意
志
表
現
の
疑
問

化
―
―
を
め
ぐ
っ
て
」
■
日
本
語
学
」
第
八
巻
第
八
号
　
平
成
元
年
八
月
）
は
、
「相
手
が
い



る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
問
い
掛
け
の
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、

や
は
り

『
～
ダ
ロ
ウ
カ
」
は

『
～
力
」
と
異
な
っ
て
、
本
来
的
に
問
い
掛
け
を
表
す
形
式
で

は
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

「問
い
掛
け
」
と
い
う
行
為
を
よ
り
情
報
量

の
少
な
い
話
し
手
が
よ
り
情
報
量
の
多
い
開
き
手
に
向
か
っ
て
す
る
行
為
、
と
限
定
す
る
場

合
に
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
じ
っ
さ
い
に
私
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
配
慮
し
な

が
ら
言
語
活
動
を
行
う
が
、
「問
い
掛
け
る
」
と
い
う
行
為
自
体
を
こ
の
よ
う
に
限
定
す
る
必

要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
拙
諭
で
は

「だ
ろ
う
か
」
を
さ
し
あ

た
っ
て
、
推
定
の
中
止
と
そ
れ
に
と
も
な
う
承
認
の
保
留
と
押
さ
え
て
お
け
ば
十
分
で
あ
る
。

⑩
久
野
　
障
　
『
日
本
文
法
研
究
」
（昭
和
四
人
年
六
月
　
大
修
館
書
店
）
第
二
章

①
拙
　
稿
　
　
「感
動
文
の
構
造
」
３
こ
と
ば
と
こ
と
の
は
」
第
六
集
　
平
成
元
年

一
二
月

和
泉
書
院
）。
な
お
、
所
謂
現
象
文
に
つ
い
て
、
川
端
善
明
氏

「喚
体
と
述
体
―
―
係
助
詞
と

助
動
詞
と
そ
の
層
―
―
」
３
女
子
大
文
学
」

一
五
号
　
昭
和
四
九
年
三
月
）
は
、
喚
体
の
一

つ
の
形
だ
と
論
定
し
、
句
的
体
言
と
呼
ん
だ
。
ま
こ
と
に
妥
当
な
考
え
方
で
あ
り
、
当
該
拙

稿
も
、
本
稿
も
こ
の
分
析
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
ま
た
、
直
感
的
に
こ
れ
が
喚
体
で
あ
る

こ
と
を
分
か
っ
て
も
ら
う
た
め
に
教
室
で
よ
く
使
う
例

（傍
線
部
）
を
、
こ
こ
で
も
挙
げ
て

お
き
た
い
。
光
君
が
初
め
て
紫
上

（若
紫
）
を
小
柴
垣
の
も
と
か
ら
垣
間
み
る
有
名
な
場
面

３
源
氏
物
語
」
若
紫
）
で
、
祖
母
の
尼
君
が
、
当
時
十
歳
ほ
ど
の
若
紫
が
泣
い
て
顔
を
赤
く

し
て
立
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
「ど
う
し
た
の
か
」
と
問
う
。

「何
事
ぞ
や
ｒ
膳
医
ド
に
に
隆
Ｆ
レ
齢
―へ
膝
―力、
」
と
て
、
尼
君
の
、
見
上
げ
た
る
に
、
―
―

中
略
―
―

「雀
の
子
を
大
君
が
逃
が
し
つ
る
。
伏
籠
の
中
に
籠
め
た
り
つ
る
も
の
を
」
と

て
、
…
…

た
だ

し
、

こ
れ
は
明
ら
か

に
連
体

止

め

の
文

で
あ
り
、
そ
れ
を
現
代

語

の
所
謂

現
象
文

に
引

き
当
て
る
の
は
正
確
で
は
な
い
。
「雀
の
子
を
大
君
が
逃
し
た
の
」
と
、
後
に
述
べ
る
知
識
伝

達
の

「
の
だ
文
」
に
引
き
当
て
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
象
文
の
直
系
の
祖
形
で
あ
る

こ
と
に
は
違
い
が
な
い
。

⑫
こ
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
る
よ
う
な

「
の
だ
文
」
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
な
先
行
す
る
文
脈

に
対
す
る

「説
明
」
（例
え
ば
、
久
野
氏
前
掲
書
の
第

一
人
章
）
や
、
「あ
る
こ
と
が
ら
の
背

後
の
事
情
」
「あ
る
実
状
」
（田
野
村
忠
温
氏

『現
代
日
本
語
の
文
法
Ｉ
」
〈平
成
二
年

一
月

和
泉
書
院
こ

を
表
す
と
は
言
え
な
い
。
堀
口
和
吉
氏

「「
の
だ
」
の
表
現
性
」
η
山
邊
道
」

第
二
九
号
　
昭
和
六
十
年
三
月
）
が
、
「確
実
な
事
態
」
を
表
す
と
述
べ
る
の
が
、
最
も
該
当

し
よ
う
。
知
識
伝
達
文
は
現
象
文
と
同
様
、
そ
の
内
容
が
常
に
真
で
あ
り
疑
わ
れ
る
べ
き
余

地
が
な
い
も
の
と
し
て
の
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
堀
口
氏
の
見
解
に
対
し
て
、
田
野

村
氏
が
前
掲
書
二
二
九
頁
で

「太
郎
は
来
る
の
か
」
と
い
う
例
文
を
挙
げ
て
批
判
し
て
い
る

が
、
堀
口
氏
の

「確
実
な
事
態
」
は
挙
げ
ら
れ
た
例
文
で
言
え
ば

「来
る
」
の
部
分
だ
け
あ

っ
て
、
恐
ら
く
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

⑬
富
士
谷
成
章
　
「あ
ゆ
ひ
抄
」
巻
二
。
な
お
、
引
用
部
分
の
あ
と

「
さ
る
ゆ
ゑ
に
物
を
問
ふ

言
葉
と
も
な
れ
り
」
と
続
い
て
い
る
の
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

―

天
理
大
学
助
教
授
―


