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引
用
論
に
お
け
る
所
謂

「
準
間
接
引
用
句
」
の
解
消

―
―

「話
法
」
の
論
の
た
め
に
―
―

一

こ
の
稿
は
、
筆
者
の
引
用
論
に
お
け
る

「話
法
」
に
つ
い
て
の
所
論
に
補
注

を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

典
型
的
な

「引
用
」
の
表
現
と
し
て
こ
れ
ま
で
主
に
考
察
さ
れ
て
き
た
の
は
、

「米
谷
は
対
司
劃
引
ｄ
言
っ
た
」
「中
本
は
対
刻
測
こｌ
ｄ
目
潤

つ―
測
Ｊ
思
っ
た
」

の
よ
う
な
、
文
中
引
用
句

「～
卜
」
が
述
部
と
結
び
つ
く
引
用
構
文
の
表
現
で

賜
¨
〔
ｒ
剃
い
け

つ 「』
囃
け
睦
嚇
衛
舞
熱
れ
』

め っ
“
』
ぐ
「
用
構
文
の
文
中
引

筆
者
は
、
そ
う
し
た
引
用
構
文
に
お
け
る

「話
法
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
概

略
次
の
よ
う
な
考
え
方
を
と

っ
て
い
る
。

①
　
従
来

「
間
接
話
法
」
。
「
直
接
話
法
」
と
い
う
用
語
で
一
括
し
て
論

じ

ら
れ
て
き
た
、
「
引
用
」
に
お
け
る
変
容
―
非
変
容
の
現
象
は
、
多

様

で

異
質
な
も
の
を
含
む
。
そ
こ
で
、
い
っ
た
ん

「話
法
」
と
い
う
用
語
で
一

括
す
る
こ
と
を
避
け
た
い
。

②
　
こ
う
し
た
変
容
―
非
変
容
の
現
象
を
生
み
だ
す
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
次

元
で
の

（引
用
構
文
全
文
の
）
「
話
し
手
」
（
引
用
者
）
の
解
釈
の
関
与
で

あ
る
。
こ
の
点
を
強
調
し
、
引
用
に
際
し
て
の

「話
し
手
」
（引

用
者
）

藤

田

保

幸

の
解
釈
の
関
与
と
い
う
表
現
機
構
を
、
「
話
し
手
投
写
」
と

（広

義

に
）

呼
び
、
「
引
用
」
に
お
け
る
多
様
な
変
容
―
非
変
容
の
現
象
を

「話

し
手

投
写
」
の
所
産
と
ま
ず

一
括
し
て
位
置
づ
け
る
。

③

　
（広
義
の
）
「
話
し
手
投
写
」
の
所
産
と
し
て
の

コ
引
用
」
に
お
け

る

変
容
―
非
変
容
の
現
象
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
、
文
法
論
の
問
題
と
し
て
扱

え
る
も
の
と
、
語
用
論
的
に
扱
う
べ
き
も
の
と
に
区
別
す
る
見
方
が
必
要

で
あ
る
。

④
　
こ
の
う
ち
、
語
用
論
的
に
扱
う
べ
き
も
の
は
、

「話
し
手
」
（引
用
者
）

の
ケ
ー
ス
・
バ
イ

・
ケ
ー
ス
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
意
図

・
解
釈
を
介
し
た
、

（狭
義
の
）
「
話
し
手
投
写
」
に
よ
る
変
容
―
非
変
容
の
現
象
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
。
現
象
を
文
法
的
規
則
性
と
し
て
侃
地
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
そ
の
契
機
を
語
用
論
的
に
整
理
は
で
き
る
。

⑤
　
一
方
、
「
話
法
」
と
い
う
用
語
は
、
文
法
論
的
に
規
則
的
現
象
と

し
て

扱
え
る
も
の
に
つ
い
て
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
。
「
話
法
」
に
は
、
「
直
接

話
法
」
と

「
間
接
話
法
」
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
区
別
は
、
基
本
的

に
引
用
句

「～
卜
」
に
お
い
て
、
引
用
さ
れ
た
コ
ト
バ
が
伝
達
の
ム
ー
ド

（
３
）

を
帯
び
た
も
の
と
読
ま
れ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
「
話
法
」

と

は
、
「
直
接
話
法
」
と

「
間
接
話
法
」
の
対
立
よ
り
成
る
一
つ
の
文
法

カ



テ
ゴ
リ
ー
と
い
ぇ
る
。

以
上
、
詳
細
は
藤
田

（
死
奎
）
に
述
べ
た
。
日
本
語
の

「話
法
」
を
め
ぐ

っ

て
は
、
三
上
章

（
死
垂
）
以
来
い
く
つ
か
の
考
察
が
あ
る
。
そ
の
展
開
を
跡
づ

け
る
試
み
は
別
稿

（藤
田

（未
刊
と

に
譲
る
が
、
筆
者
の
以
上
の
よ
う
な
所

論
は
、
そ
う
し
た
展
開
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
も
、
新
た
な
段
階
を
目
指
し
た
も

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
の
見
方
と
は
異
な
る
注
目
す
べ
き

「話
法
」
論
を
展
開
し

て
い
る
の
が
、
鎌
田
修
で
あ
る
。

鎌
田
の
所
論
は
、
鎌
田

（
冗
全
）
全
大
Ｏ

に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

こ
に

見
ら
れ
る
の
は
、
「
話
法
」
を

「直
接
話
法
」
―

「
間
接
話
法
」
と
単

に
三
分

せ
ず
、
文
法
的
な
観
点
か
ら
そ
の
中
間
も
し
く
は
亜
種
的
タ
イ
プ
を
立
て
る
考

え
方
で
あ
る
。

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
文
法
的
な
区
分
と
し
て

「話
法
」
を

「直
接
話
法
」

と

「
間
接
話
法
」
に
三
分
す
る
筆
者
の
考
え
方
と
は
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
ど
う
見
る
か
、
筆
者
な
り
の
見
解
を
示
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
稿
は
、
そ
う
し
た
問
題
に
つ
き
私
見
を
述
べ
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
下
、
ま
ず
鎌
田
説
の
要
点
を
筆
者
な
り
の
言
い
方
で
紹
介
す
る

（
用
語

。

用
例
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
筆
者
の
も
の
を
用
い
る
）
。
そ
し
て
、
そ
の
問
題

点
を
論
じ
て
、
筆
者
の
立
場
を
聞
明
に
し
て
み
た
い
。

二

既
述
の
如
く
、
鎌
田
は

「話
法
」
を
単
に
二
分
す
る
見
方
を
と
ら
な
い
。
鎌

田

公
火
３

で
は
、

一鞠畔劉州胸句

一
間
接
引
用
句

の
三
分
法
の
考
え
方
が
示
さ
れ
、
更
に
鎌
田

（
冗
灸
）
で
は
、

一］中̈̈一̈）

と
四
つ
に
区
別
す
る
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
問
題
と
な
る
の
は
、

鵞

嗜
詞
嘲
和
」
射

薪

勇

褻

護

華

れ

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
筆
者
は
、
「
～
卜
」
を

（文
中
）
引
用
句
と
呼

ぶ
が
、
鎌

田
が
、
直
接
引
用
句
等
と
呼
ぶ
の
は
、
「
～
卜
」
の

「
卜
」
に
導
か
れ
る

「～
」

の
部
分
の
み
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
筆
者
の
用
語
法
で
統

一
し
て
述
べ
、
鎌
田

の
用
語

。
叙
述
を
引
く
場
合
は
、
「準
間
接
引

用

句
」
等
と
、
カ
ギ
カ
ッ
コ
を

付
す
こ
と
に
す
る
）。

で
は
、
「準
間
接
引
用
句
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
？
　
鎌
田
に
よ
れ

ば
、
「
同
じ
引
用
句
の
中
に
第

一
の
話
者

〔註

・
引
用
さ
れ
た
コ
ト
ゃハ
の
も

と

も
と
の
話
し
手
〕
と
第
二
の
話
者

〔註

一
引
用
構
文
全
文

の
話

し
手

（引
用

者
と

の
視
点
が
入
り
混
じ
る
」
も
の
だ
と
い
う
。
具
体
的
に
は
、
以
下

の
よ

う
な
現
象
が
そ
れ
だ
と
さ
れ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
感
情
形
容
詞
が
基
本
形
で
言
い
切
り
述
語
に

用
い
ら
れ
る
場
合
、　
一
人
称
主
語
し
か
と
れ
な
い
。

①
ｌ
ａ
　
私
は
さ
み
し
い
。

０
１
ｂ

＊
彼
は
さ
み
し
い
。

鎌
日
の
位
置
づ
け
に
よ
れ
ば
、
「
伝
達
文
』
雀
３
０
Ｒ
”【く
ｏ
８
ユ
０
月
ヽ
）
で

は
、
話
者
の
感
情
を
表
わ
す
形
容
詞
、
『
あ
つ
い
』
『
さ
む
い
』
『
さ
み
し

い
』



な
ど
は
、
話
者
の
視
点
か
ら
の
み
使
用
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、
同
じ
く
感
情
を
叙
述
す
る
述
語

で
も
、
「～

ガ
ッ
テ
イ

ル
」
の
形

（仮
に

「感
情
動
詞
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
で
は
、
三
人
称
な
ど
非

一
人
称

主
語
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。

②
ｌ
ａ
？
私
は
さ
み
し
が

っ
て
い
る
。

②
ｌ
ｂ
　
彼
は
さ
み
し
が

っ
て
い
る
。

逆
に
い
う
と
、
「
つ
ま
り
、
感
情
形
容
詞
は
、
第

一
人
称
を
主
語
に
で
き

る

が
、
そ
れ
以
外
で
は
、
『
が

っ
て
い
る
』
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け

で

あ
る
」
と
い
う
こ
と
が

一
応
で
き
る
。
な
お
、
願
望
表
現
の

「～
シ
タ
イ
」
↓

「～
シ
タ
ガ
ッ
テ
イ
ル
」
に
も
、
同
様
の
使
い
分
け
が
観
察
で
き
る
。

以
上
を
整
理
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
共
起
制
約
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

蒜
時動誂爛詢鍛
録
疵
】万
月
刊
肝一人赫緯編動
がなた。Ｃ

と
こ
ろ
が
、
鎌
田
に
よ
れ
ば
、
ア
」
の
共
起
関
係
は
、
直
接
引
用
句
の
み

に

適
用
す
る
が
、
間
接
引
用
句
内
で
は
、
全
く
逆
の
も
の
に
な
る
」
と
い
う
。

例
え
ば
、
「
米
谷
」
と
い
う
男
が
、
誰
か
に
次
の
よ
う
に
言

っ
た
と
す

る
。

③
ｌ
ａ
　
藤
田
が
さ
み
し
が

っ
て
い
る
。

こ
れ
を
耳
に
し
た
藤
田
自
身
が
ａ
の
発
話
を
引
い
て
述
べ
る
場
合
に
、
も
ち

ろ
ん
直
接
話
法
的
に
ｂ
の
よ
う
に
も
で
き
る
。

③
ｌ
ｂ
　
米
谷
は
、
藤
田
が
さ
み
し
が
●
て
い
る
と
言

っ
た
。

し
か
し
、
ａ
を
間
接
話
法
化
し
て
伝
え
る
場
合
、
藤
田
が
自
分
自
身
を
指
す

「藤
田
」
を
自
ら
の
立
場
か
ら
代
名
詞
化
し
て
引
く
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に

な
る
。

③
ｌ
ｃ

＊
米
谷
は
、
私
が
さ
み
し
い
と
言

っ
た
。

③
ｌ
ｄ
　
米
谷
は
、
私
が
さ
み
し
が

っ
て
い
る
と
言

っ
た
。

「私
」
＝

「藤
田
」
の
読
み
で
は
、
ｃ
の
文
は
不
適
格
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

ｄ
の
よ
う
な
形
が
自
然
な
間
接
化
と
感
じ
ら
れ
る
。
鎌
日
は
、
ｃ
の
よ
う
な
場

合
、
「
私
」
が
感
情
形
容
詞
と
共
起
し
て
い
る
の
だ
か
ら
当
然
適
格
で
あ

る

は

ず
で
、
ｄ
は
、

「
私
」
が
感
情
動
詞

（「～
ガ
ッ
テ
イ
ル
し

と
共
起
し
て
不
適

格
に
な
り
そ
う
な
の
に
、
実
際
は
逆
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
大
変
興
味
深
い

現
象
と
し
て
問
題
視
す
る
。

そ
し
て
、
ｄ
の
引
用
句
内
の

「私
が
さ
み
し
が

っ
て
い
る
」
の
よ
う
な
形
に

つ
い
て
、
「
私
」
は
全
文
の
話
し
手

（
こ
こ
で
は

「藤
日
し

の
視
点
に
立

っ
た

言
い
方
、

「
さ
み
し
が

っ
て
い
る
」
は
も
と
も
と
の
話
し
手

（
こ
こ
で
は

「米

谷
し

の
視
点
に
よ
る
も
の
と
、
鎌
日
は
考
え
る
。
つ
ま
り
、

一
つ
の
引

用

句

の
中
に
、
全
文
の
話
し
手

（引
用
者
）
の
視
点
と
も
と
も
と
の
話
し
手
の
視
点

（
６
）

と
が
混
在
す
る
言
い
方
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

③
ｌ
ｄ
の
よ
う
な
場
合
、
引
用
句
の
中
に
終
助
詞
等
が
生
起
し
な
い
。
強
い

て
生
起
さ
せ
る
と
、

③
ｌ
ご

＊
米
谷
は
、
私
が
さ
み
し
が

っ
て
い
る
よ
と
言

っ
た
。

混
清
し
た
ね
じ
れ
た
表
現
と
で
も
と
ら
な
い
限
り
、
「
私
」
＝

「藤

田
」

の
読

み
が
で
き
な
く
な
り
、
意
味
が
違

っ
て
し
ま
う
。
「～
卜
」
の
中
に
終

助

詞
の

よ
う
な
伝
達
の
ム
ー
ド
を
担
う
要
素
が
生
じ
得
な
い
点
で
、
ｄ
の
よ
う
な
引
用

句
は
、
明
ら
か
に
間
接
話
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
鎌
田
の
見
方
が
正
し
い

と
す
れ
ば
、
も
と
も
と
の
コ
ト
パ
を
改
編

。
間
接
化
し
て
引
く
全
文
の
話
し
手

の
視
点
に
統

一
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
は
、
純
粋
な

「
間
接
話

法
」
の
表
現
と
も
い
え
な
い
。
故
に
、
こ
の
よ
う
な
表
現
を
、
「
準
間
接
引

用

句
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

共
起
制
約
と
い
う
よ
う
な
文
法
的
な
観
点
か
ら
、
直
接
引
用
と
間
接
引
用
の



他
に
、
「準
間
接
引
用
句
」
の
よ
う
な
話
法
表
現
の
タ
イ
プ
を
別
立
て
し

よ
う

と
す
る
の
は
、
独
自
の
見
方
だ
と
い
え
ょ
う
。

三
三
１
１

以
上
が
、
「準
間
接
引
用
句
」
を
た
て
る
鎌
田
修
の
所
論
の
中
心
と
な

る
部

分
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
筆
者
は
、
以
上
の
論
は
、
論
理
の
展
開
の
仕
方
か
ら
し

て
も
、
事
実
の
認
識
に
お
い
て
も
、
誤
り
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
下
に
、
そ
の

批
判
を
述
べ
る
。三

１
２

ま
ず
、
論
理
的
に
右
の
所
論
が
お
か
し
い
の
は
、
未
検
証
の
事
柄
を
暗
黙
の

う
ち
に
真
と
す
る
前
提
に
立

っ
て
、
論
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
。

間
接
引
用
の
引
用
句

「～
卜
」
に
お
い
て
、
「
私
が
さ
み
し
が

っ
て

い
る
」

（③
ｌ
ｄ
）
と
い
う
ょ
う
な
、
感
情
述
語
と
人
称
主
語
と
の
共
起
制

限
―
―

「～
ガ
ッ
テ
イ
ル
」
は
一
人
称
主
語
を
と
ら
な
い
―
―
が

一
見
守
ら
れ
て
い
な

い
よ
う
な
形
が
生
じ
る
こ
と
を
、
鎌
日
は
予
想
に
反
す
る
興
味
深
い
こ
と
と
う

け
と
め
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
事
実
に
つ
い
て
、
「
私
」
は
、
も
と
の
文

を

間
接
化
し
た
全
文
の
話
し
手

（引
用
者
）
の
視
点
か
ら
の
言
い
方
、
「
さ

み
し

が

っ
て
い
る
」
は
、
も
と
の
話
し
手
の
視
点
か
ら
の
言
い
方
で
あ
る
と
す
る
。

「
さ
み
し
が

っ
て
い
る
」
は
、
本
来
共
起
制
約
か
ら
し
て

「私
」
と
結
び
つ
か

な
い
も
の
だ
か
ら
、
こ
こ
に
現
わ
れ
て
い
て
も

「私
」
の
視
点

（
＝
全
文
の
話

し
手
の
視
点
）
と
相
容
れ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
も
と
の
話
し
手
の
視
点
に
よ
る
も

の
だ
と
す
る
論
理
で
あ
る
。
従

っ
て
、
「
視
点
が
入
り
混
じ
る
」
と

い
っ
た
よ

う
な
主
張
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
鎌
日
の
立
論
に
お
い
て
は
、
間
接
引
用
の

「～
卜
」
に

お
い
て
も

（
ど
ん
な
場
合
で
も
？
）
、
本
来
は
感
情
述
語
の
主
語
に
対
す

る
共

起
制
約
が
成
り
立
つ
べ
き
も
の
だ
と
の
見
方
が
暗
黙
の
前
提
と
な

っ
て
い
る
こ

と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
い
う
見
方
を
前
提
と
す
る
か
ら
、
右
の
よ
う
な

事
実
を
殊
更
興
味
深
い
も
の
と
し
て
問
題
に
す
る
し
、
ま
た
、
現
象
の
解
釈
に

お
い
て
も
、
あ
く
ま
で
も
そ
う
い
う
見
方
を
前
提
に
―
―

つ
ま

り
、
「
～

ガ
ッ

テ
イ
ル
」
は
共
起
関
係
か
ら

「私
」
と
本
来
相
容
れ
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と

か
ら
―
―

「視
点
が
入
り
混
じ
る
」
と
い
っ
た
判
断
を
下
し
て
い
る
と
見
ざ
る

を
得
な
い
。

し
か
し
、
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
感
情
述
語
の
主
語
に

対
す
る
共
起
制
約
は
、
そ
れ
が
基
本
形
で
言
い
切
り
文
の
述
語
に
用
い
ら
れ
た

時
に
認
め
ら
れ
る
現
象
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
切
り
文
で
そ
う
し
た
制

約
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
間
接
引
用
の
引
用
句
内

に
お
い
て
も
、
や
は
り
同
じ
共
起
制
約
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
保
証
は
、

ど
こ
に
も
な
い
。
間
接
引
用
の
引
用
句

「～
卜
」
は
、
そ
れ
自
体
は
文
の
一
部

分
で
あ

っ
て
、
言
い
切
り
文
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
共
起
制
約
が
あ

る
は
ず
だ
と
い
う
見
方
を
前
提
に
間
接
引
用
句
の
問
題
を
論
じ
る
こ
と
は
、
実

は
未
検
証
の
事
柄
を
前
提
に
立
論
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
結
論
の
真
理
性
は
、

保
証
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

三
１
３

そ
こ
で
、
鎌
田
説
の
検
証
の
た
め
に
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
暗
黙
の
前
提
に

あ
る
事
柄
―
―
間
接
引
用
の

「～
卜
」
に
お
い
て
も
、
感
情
述
語
の
主
語
に
対

す
る
共
起
制
約
が
本
来
成
り
立
つ
は
ず
だ
と
見
る
こ
と
が
妥
当
か
否
か
を
検
証

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
い
っ
た
ん
こ
こ
で
、
こ
う
し
た

「共
起



制
約
」
が
何
故
に
存
在
す
る
の
か
と
い
う
本
質
的
な
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る

こ
と
が
大
切
だ
ろ
う
。

感
情
形
容
詞
の
場
合
、
言
い
切
り
文
の
述
語
と
し
て
は
一
人
称
主
語
し
か
と

ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
基
本
形
言
い
切
り
の
場
合
で
あ

っ
て
、

周
知
の
と
お
り
、
夕
形
で
は
、
こ
う
し
た
制
約
は
解
除
さ
れ
て
、
非

一
人
称
主

語
も
と
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
問
題
の
本
質
を
端
的
に
示
し
て
い

２つ
。①

ｌ
ａ
　
私
は
さ
み
し
い
。

①
ｌ
ｂ

＊
彼
は
さ
み
し
い
。

①
ｌ
ｃ
　
彼
は
さ
み
し
か
っ
た
。

形
容
詞
の
よ
う
な
静
的
述
語
に
お
い
て
は
、
基
本
形
は
、
現
在
時
制
の
表
現

と
な
る
。
従

っ
て
、
感
情
形
容
詞

・
基
本
形
の
言
い
切
り
文
は
、
そ
の
発
話
が

な
さ
れ
る
そ
の
時
点

。
そ
の
場
面

（
＝

「発
話
の
場
し

で
の
、　
リ
ア
ル
タ
イ

ム
の
心
内
感
情
の
報
告
と
な
る
。
し
か
し
、
あ
る
時
点

。
あ
る
場
面
で
リ
ア
ル

タ
イ
ム
に
直
接
知
り
得
る
の
は
、
自
己
の
内
面
以
外
に
あ
り
得
な
い
。
他
人
の

内
面
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
の
ぞ
き
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

感
情
形
容
詞

・
基
本
形
の
言
い
切
り
文
の
主
語
と
し
て
は
、
そ
の
発
話
者
自
身

を
指
す

一
人
称
主
語
し
か
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
感
情
動
詞

（「～
ガ
ッ
テ
イ
ル
し

の
場
合
、
確
か
に

一
人
称

主
語
は
不
自
然
な
印
象
が
あ
る
。

②
ｌ
ａ
？
私
は
さ
み
し
が

っ
て
い
る
。

②
ｌ
ｂ
　
彼
は
さ
み
し
が

っ
て
い
る
。

「～
ガ
ッ
テ
イ
ル
」
は
、
「
～
テ
イ
ル
」
形
の
状
態
表
現
と
い
え
る
も

の
で

あ
り
、
静
的
述
語
で
あ
る
。
従

っ
て
、
現
在
時
の
感
情
を
い
う
状
態
表
現
と
い

え
る
。
し
か
し
、
「
～
ガ
ッ
テ
イ
ル
」
は
、
感
情
表
現
で
は
あ

っ
て
も
、
感

情

を
い
わ
ば
外
的
な
様
子
と
し
て
と
ら
え
て
述
べ
る
間
接
的
表
現
で
あ

る
。
（
例

え
ば
、
手
許
の

『新
選
国
語
辞
典

第
七
版
』
（
小
学
館
）
で
は
、
感
情

動

詞

を
つ
く
る

「―
が
る
」
を
、
７
・と
思

っ
て
い
る
よ
う
す
を
示
す
。
ふ
り
を
す

る
」
と
説
明
し
て
い
る
。）
し
か
し
、
あ
る
時
点

。
あ

る
場
面

（
＝

「発
話
の

場
し

で
は
、
発
話
者
は
、
自
分
自
身
の
感
情
で
あ
れ
ば
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に

直
接
把
握
し
て
報
告
で
き
る
。
そ
れ
を
、
わ
ざ
わ
ざ
間
接
的
な
迂
遠
な
言
い
方

で
述
べ
る
こ
と
は
、
自
然
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
「～
ガ
ど
ア
イ
ル
」
は
、　
一

人
称
の

「私
」
を
主
語
と
し
て
あ
る
時
点

。
あ
る
場
面
で
の
発
話
者
自
身
の
感

情
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
は
使
い
に
く
い
の
で
あ
る
。

も

っ
と
も
、
次
の
よ
う
に
、
自
分
自
身
を
客
体
化
し
、
そ
れ
を
説
明
す
る
よ

う
な
言
い
方
で
は
、　
一
人
称
主
語
も
自
然
に
と
れ

る
。
「
～
ガ
ッ
テ
イ
ル
」
は

一
人
称
主
語
を
と
ら
な
い
と
い
っ
た
共
起
制
約
も
、
決
し
て
絶
対
で
は
な
い
。

④
　
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
私
は
、
清
実
と
会
え
な
く
な
っ
た
こ
と
を

さ
み
し
が

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
事
実
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
発
話
が
な
さ
れ
る
あ
る
時

点

。
あ

る
場
面

（
＝

「発
話
の
場
し

で
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
報
告
で
き
る
心
事
は
自
己
の
内
面

の
み
で
あ
り
、
自
己
の
内
面
の
感
情
な
ら
迂
遠
な
言
い
方
を
し
な
く
と
も
リ
ア

ル
タ
イ
ム
に
直
接
報
告
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
う
し
た
感
情
述
語
の
人
称

主
語
と
の
共
起
制
約
を
生
ん
で
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た

「共
起

制
約
」
は
、
そ
の
文
の

「発
話
の
場
」
と
結
び
つ
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

三
１
４

だ
と
す
る
と
、
こ
う
し
た

「共
起
制
約
」
は
、
間
接
引
用
の
引
用
旬
に
は
、

も
と
も
と
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
と
の

「発
話
の
場
」

の
秩
序
を
再
現
し
て
二
重
の

「場
」
を
形
づ
く
る
直
接
引
用
の
引
用
句
に
対
し
、

そ
う
し
た
も
と
の

「発
話
の
場
」
の
秩
序
が
改
編
さ
れ
て
地
の
文
に
従
属
す
る



も
の
と
な
っ
た
が
、
間
接
引
用
の
引
用
句
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
ａ

の

「～
卜
」
は
直
接
話
法
で
あ
り
、
ｂ
は
ａ
を
聞
接
話
法
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

③
ｌ
ａ
　
昨
日

（
４
日
）
真
吾
は
、
語
劉
『

伊
賀
上
野

へ
行
き

ま
す
」
と

一言
っ
た
。

③
ｌ
ｂ
　
昨
日

（
４
日
）
真
吾
は
、
引
酬
伊
賀
上
野

へ
行
く
と
言

っ
た
。

ａ
の
場
合
、
「
明
日
」
は
、
５
日
を
指
す
。
地
の
文
の

「昨
日
」
が
４

日
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
６
日
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
直
接
引
用
で
は
、
地
の
文
と
は

別
の
、
引
用
さ
れ
た
コ
ト
．ハ
が
発
話
さ
れ
た
時
点

・
場
面
で
の
秩
序
が
、
地
の

文
の
秩
序
と
は
別
に
生
き
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る

「
場
の
二
重
性
」
で
あ
る
。
し

か
し
、
間
接
引
用
の
ｂ
で
は
、
同
じ
５
日
の
こ
と
を
、
地
の
文
の

「昨
日
」
に

対
し

「今
日
」
と
、
同
じ
時
間
の
秩
序
づ
け
に
の
っ
た
言
い
方
で
表
わ
す
。
こ

ち
ら
は
、
も
と
の

「発
話
の
場
」
が
解
消
さ
れ
て
、
引
用
さ
れ
た
コ
ト
バ
が
地

の
文
と
同
じ
秩
序
づ
け
に
改
編
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も

よ

い
。
っ
ま

り
、

「
場
」
は
、
全
文
の
発
話
の
時
点

・
場
面
の
秩
序
に
従

っ
た

一
重
の
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
間
接
引
用
の
引
用

句

に
お

い
て

は
、
も
と

の

「
場
」
が
消
え
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
も
と
の

「場
」
と
結

び

つ
い
た

「共
起
制
約
」
な
ど
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

「共
起
制
約
」
が
も
と
も
と
な
い
の
だ
か
ら
、
「
私
」
と

「～
ガ
ッ
テ
イ
ル
」

が
相
容
れ
な
い
も
の
と
考
え
る
理
由
は
な
く
、
従

っ
て
、
別
々
の
視
点
に
よ
る

言
い
方
だ
と
す
る
論
拠
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
「
私
が
さ

み
し

が

っ
て
い
る
」
の
よ
う
な
間
接
引
用
形
も
、
引
用
に
際
し

「
私
」
と
い
う
間
接

的
な
言
い
方
が
と
ら
れ
る
と
と
も
に
、
「
～
ガ
ッ
テ
イ
ル
」
と
い
う
言
い
方
も

全
文
の
話
し
手
に
よ
っ
て
選
び
と
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
と
も
に
同
じ
全
文
の

話
し
手
の
視
点
に
よ
る
も
の
と
言

っ
て
も
い
い
は
ず
で
、
そ
の
点
通
常
の
間
接

引
用
と
何
ら
変
わ
り
な
く
、
特
別
視
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

三
１
５

更
に
、
事
実
の
認
識
に
お
い
て
も
、
鎌
田
の
観
察
は
、
む
し
ろ
大
切
な
事
実

を
お
さ
え
ら
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
鎌
田
は
、
先
の
③
の
よ
う
な
例
で
間

接
引
用
形
が

「
私
が
さ
み
し
い
」
と
な
ら
な
い
こ
と
を
予
想
に
反
す
る
こ
と
と

う
け
と
め
る
。
そ
の
論
理
の
誤
り
は
、
前
節
ま
で
に
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
ま

た
、
こ
れ
を

「
さ
み
し
い
」
と
変
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
理
由
も
あ
る
。
あ

る
種
の
意
味
が
全
く
違

っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
を
考
え
る
た
め
に
、
こ
こ
で
文
の
類
型
的
意
味
と
い
う
事
柄
に
目
を

向
け
る
必
要
が
あ
る
。

０
１
ａ
　
私
は
さ
み
し
い
。

⑥
ｌ
ｂ
　
彼
は
さ
み
し
が

っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
問
題
に
し
て
き
た
こ
の
二
文
は
、
文
表
現
の
タ
イ
プ
と
し
て
も
異

な
る
も
の
で
あ
る
。
ａ
は
発
話
者
自
ら
の
内
面
を
主
体
的
に
表
出
す
る
も
の
で

あ
る
の
に
対
し
、
ｂ
は
事
柄
を
対
象
的
に
と
ら
え
て
客
体
的
に
叙
述
す
る
も
の

で
あ
る
。
従

っ
て
、
例
え
ば
ｂ
は
、
「
さ
み
し
が

っ
て
い
た
」
と
し
て
も
事

柄

の
客
体
叙
述
と
い
う
点
で
は
変
わ
ら
な
い
―
―

つ
ま
り
、
テ
ン
ス
の
分
化
す
る

タ
イ
プ
の
文
で
あ
る
の
に
対
し
、
ａ
を

「
さ
み
し
か
っ
た
」
と
す
る
と
、
内
面

の
主
体
的
な
表
出
で
は
も
は
や
な
く
な
る

（
だ
か
ら
、
「
彼
は
さ
み
し
か
っ
た
」

と
非

一
人
称
主
語
も
と
れ
る
）。
　
ａ
の
よ
う
な
文
は
、
従

っ
て
、
テ
ン
ス
の
分

化
し
な
い
タ
イ
プ
の
文
で
あ
る
。
文
の
表
現
の
タ
イ
プ
の
違
い
は
、
こ
の
よ
う

に
文
の
文
法
性
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
文
の
表
現
の
タ
イ
プ

（表

嘲【型）げ「い」無にいは肇なな嚇いわ』瑯一〔̈
律』封森「ない

と
め
た
表
を
ひ
い
て
お
こ
う
。



[表 文の表現類型(仁田義雄による)〕

主
語
に
お
け
る
人

称
制
限
の
あ
り
方

文
類
型
―

自
称
詞
の
み

対
称
詞
の
み

他
称
詞
の
み

・一̈赫赫｝

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ａ
の

「
私
は
さ
み
し
い
」
は
表
出
型
、
ｂ
の

「彼
は
さ
み

し
が

っ
て
い
る
」
は
演
述
型

（判
断
文
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
文
の
表
現
類
型
も
、
文
の
表
現
性
、
つ
ま
り
広
義
に

は
意
味
の
問
題
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
の
別
は
、　
一
応
こ
れ
ら
の

例
で
は
述
語
用
言
に
よ

っ
て
決
ま
る
と
み
ら
れ
る
の
で
、
基
本
的
に
は
述
語
が

担
う
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ａ
に
お
い
て
は
表
出
タ
イ
プ
の

意
味
が

「
さ
み
し
い
」
に
よ

っ
て
担
わ
れ
、
ｂ
に
お
い
て
は
演
述
タ
イ
プ
の
意

味
は

「
さ
み
し
が

っ
て
い
る
」
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
意
味
を

「類
型
的
意
味
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

そ
し
て
、
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
を
逆
に
見
る
と
、
「
さ
み
し
い
」
の
形

は

蟻
制
卿
“
〕

つ の
雌
朔
”
麹
い
ぼ
蓉

姫

夭

賽

わ
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
、
基
本
的
に
一
つ
の

タ
イ
プ
の
意
味
表
示
専
用
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、　
一
つ
の
形
が
、
場
合
に
よ

文
末
構
造
の

あ
り
方

ヴ
オ
イ
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト

ヴ
ォ
イ
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト

ヴ
ォ
イ
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
・
テ
ン
ス

ヴ
ォ
イ
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
ー
ア
ン
ス
・
判
断
の
ム
ー
ド

り
異
な
っ
た
類
型
的
意
味
を
担
う
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
例

え
ば
、
「
行
く
」

は
、
次
の
と
お
り
、
ａ
で
は
意
志
表
明
の
表
出
タ
イ
プ
の
意
味
、
ｂ
で
は
事
実

叙
述
の
演
述
タ
イ
プ
の
意
味
を
託
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

０
１
ａ
　
よ
し
、
私
が
そ
こ
に
引
ｄ
‘

０
１
ｂ
　
あ
す
の
便
で
、
山
本
は
中
国
に
行
く
。

三
１
６

さ
て
、
以
上
に
文
の
類
型
的
意
味
に
つ
い
て
見
て
み
た
が
、
こ
の
稿
で
の
間

題
に
関
連
し
て
、
こ
う
し
た
類
型
的
意
味
と
引
用
表
現
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、

注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
述
語
に
託
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
類
型

的
意
味
は
、
間
接
化
に
際
し
て
も
残
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次

の
よ
う
な
例
を
見
て
は
し
い
。

③
ｌ
ａ
　
中
畠

「
よ
し
、
わ
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
私
が
引
ｄ
ピ

③
ｌ
ｂ
　
中
畠
氏
は
、
そ
こ
に
は
私
が
行
く
と
言

っ
た
。

③
ｌ
ｃ
　
中
畠
氏
は
、
そ
こ
に
は
彼
が
行
く
と
言

っ
た
。



ａ
の

「中
畠
氏
」
の
発
話
を
直
接
引
用
し
た
の
が
、
ｂ
で
あ

る
。
「
行

く
」

は
、
意
志
表
明
の
表
出
タ
イ
プ
の
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
ｂ

の
引
用
句
を
聞
接
化
し
た
も
の
と
し
て
、
Ｃ
の
よ
う
な
言
い
方
が
可
能
で
あ
る
。

こ
の
場
合
も
、
述
語
の

「行
く
」
は
、
「
行
く
」
と
い
う
意
向
の
表
現
で
あ

る

と
解
さ
れ
る
か
ら
、
表
出
タ
イ
プ
の
意
味
を
相
変
ら
ず
維
持
し
て
い
る
。
間
接

化
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
も
、
文
の
タ
イ
プ
と
し
て
の
意
味
は
残
る
の
で
あ
る
。

文
の
表
現
類
型
と
伝
達
の
ム
ー
ド
は
、
密
接
に
結
び
つ
い
た
も
の
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
間
接
引
用
で
は
、
引
用
さ
れ
た
コ
ト
バ

か
ら
伝
達
の
ム
ー
ド
的
要
素
は
失
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
類
型
的
意
味
は

残
る
と
す
る
観
察
は
、
そ
う
し
た
通
念
か
ら
す
る
と
抵
抗
が
な
く
も
な
い
が
、

以
上
の
と
お
り
、
文
の
類
型
的
意
味
と
伝
達
の
ム
ー
ド
と
は
、
切
り
離
し
得
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
考
え
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
言
い
方
も
、
混

潜
な
ど
と
い
わ
な
い
で
も
、
あ
り
得
る
間
接
引
用
の
形
と
し
て
理
解
で
き
る
。

③
ｌ
ａ
　
湖
測
ｄ
劇
剰
割
劇
「
∃
釧
司
期
日
仰
せ
で
す
の
で
、
恥
か
し
な
が
ら

詠
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

③
ｌ
ｂ
　
側
洲
徊
引
ｄ
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
…
…

∩
日
本
文
法
事
典
』
「話
法
」
の
項

〔仁
田
義
雄
執
筆
〕
よ
り
）

三
１
７

以
上
の
観
察
を
ふ
ま
え
て
、
こ
の
稿
の
問
題
に
立
ち
帰
れ
ば
、
先
の
③
の
よ

う
な
場
合
、
「藤
田
が
さ
み
し
が
っ
て
い
る
」
を
藤
田
自
身
が
間
接
引
用
す

る

際
、
「
私
が
さ
み
し
が
っ
て
い
る
」
と
せ
ず

「私
が
さ
み
し
い
」
と
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
さ
み
し
が
っ
て
い
る
」
は
も

っ
ば
ら
演
述
タ
イ
プ
の
意
味
を
担
う
形
で
あ
り
、
「
さ
み
し
い
」
は
表
出

タ
イ

プ
の
意
味
を
担
う
　
・
形
待
あ
る
。
間
接
引
用
の
引
用
句
で
も
そ
う
し
た
類
型
的
意

味
が
維
持
さ
れ
る
以
上
、
「
さ
み
し
が
っ
て
い
る
」
を

「さ
み
し
い
」
と
し
た

の
で
は
、
類
型
的
意
味
が
全
く
違

っ
て
き
て
不
適
切
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
さ
み
し
が

っ
て
い
る
」
は
、
や
は
り

「
さ
み
し
が

っ
て
い
る
」
と
引
か
な

（
け

¨
燎
「
』
臓
い
わ
な
聯
当
ゲ
一
“
い
“
畑
備
わ
鯨
刹
動
鄭
岬
は

、つ
嘲

「 に
つ
利

し
が

っ
て
い
る
」
が

「
さ
み
し
い
」
と
変
え
ら
れ
な
い
理
由
づ
け
が
、
な
お
十

分
で
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
点
を
掘
り
下
げ
て
み
た
も

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
く
り
返
す
な
ら
、
「
藤
田
が
さ
み
し
が

っ
て
い
る
」
が
当
人

に
よ

っ
て
間
接
化
さ
れ
て
引
か
れ
れ
ば
、
「
私
が
さ
み
し
が

っ
て
い
る
」
と
な

る

の

が
当
然
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
何
ら
特
別
視
す
る
必
要
の
な
い
、
あ
た
り
ま

え
の
間
接
引
用
の
形
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
。

三
１
８

鎌
日
は
、
感
情
述
語
と
人
称
主
語
の
共
起
制
約
の
内
実
を
問
う
こ
と
な
く
、

そ
れ
を
形
式
的
に
パ
タ
ン
化
し
て
扱
う
う
ち
に
、
無
意
識
に
錯
誤
に
陥

っ
て
、

そ
れ
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
立
論
し
、
そ
し
て

「準
間
接
引
用
句
」
な
る
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
―
―
大
変
失
礼
な
言
い
方
か
も
し
れ

な
い
が
、
筆
者
に
は
そ
の
よ
う
に
思
え
る
。
以
上
で
は
、
そ
の
論
理
の
構
成
と

事
実
の
と
ら
え
方
の
問
題
点
を
論
じ
て
み
た
。

「準
間
接
引
用
句
」
な
る
概
念
は
解
消
す
べ
き

で
、
「
直
接
話
法
」
と

「
間

接
話
法
」
と
い
う
と
ら
え
方
で
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の

「話
法
」
は
十
分

で
あ
る
と
い
う
の
が
、
筆
者
の
見
方
で
あ
る
。

四
四
１
１

「準
間
接
引
用
句
」
に
関
し
て
の
鎌
日
の
所
論
に
つ
い
て
、
今
少
し
述
べ
て



お
き
た
い
。
鎌
国
は
、
以
上
の
他
、
受
給
動
詞
な
ど
の
ダ
イ
ク
シ
ス
述
語
の
文

を
引
い
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
「準
間
接
引
用
句
」
が
み
と
め
ら
れ
る
と
す
る
。

こ
こ
で
は
、
鎌
田
が
例
を
あ
げ
て
論
じ
て
い
る

「
や
る
」
「
く
れ
る
」
の
場
合

に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

鎌
田
は
、
「
共
感

（ｏ
日
０
摯
す
じ

な
ど
の
要
素
を
除
い
た
状
況

で
は
、
『
や

る
』
『く
れ
る
』
は
次
の
様
に
使
わ
れ
る
」
と
し
て
、
次
の
例
を
あ
げ
る
。

⑩
ｌ
ａ
　
私
が
子
供
に
お
金
を
や
る
。

⑩
ｌ
ｂ

＊
君
が
子
供
に
お
金
を
や
る
。

⑩
ｌ
ｃ

＊
子
供
が
私
に
お
金
を
や
る
。

ロ
ー
ａ

＊
私
が
子
供
に
お
金
を
く
れ
る
。

ｍ
ｌ
ｂ
　
君
が
私
に
お
金
を
く
れ
る
。

ｍ
ｌ
ｃ
　
子
供
が
私
に
お
金
を
く
れ
る
。

そ
し
て
、
「
や
る
』
は
、
第

一
人
称
を
主
語
と
し
、
第
二
・
三
人
称
を
間
接

目
的
語
に
す
る
。
『
く
れ
る
』
は
そ
の
逆
で
、
第
二
・
三
人
称
を
主
語

と

し
、

第

一
人
称
を
間
接
目
的
語
に
す
る
」
と
パ
タ
ン
化
し
て
と
ら
え
る
。
か
な
り
強

引
な

一
般
化
の
よ
う
に
思
え
る
―
―
そ
も
そ
も
、　
∫
日
０
鮮

，
■

の
こ
と
を
別

に
し
て
こ
の
よ
う
な
問
題
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
―
―
が
、
こ
う
し
た
共

起
制
限
が
あ
る
と
主
張
し
た
う
え
で
、
こ
れ
が
間
接
引
用
さ
れ

る
際

に

は
、

「
や
る
」
と

「く
れ
る
」
の
書
き
換
え
が
義
務
的
で
な
い
と
す
る
。
つ
ま
り
、

次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

⑫
ｌ
ａ
　
息
子

「
お
金
を
親
父
に
や
る
よ
」

⑫
ｌ
ｂ
　
　
ｌ
ｌ

ａ
を
父
親
当
人
が
引
い
て
、

息
子
が
、
お
金
を
私
に
や
る
／
く
れ
る
と
言

っ
て
い
た
。

「私
に
」
と
い
う

一
人
称
の
間
接
目
的
語
に
対
し
て
は
、
共
起
関
係
か
ら
し

て
、
「
く
れ
る
」
と
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
な
の
に
、
「
や
る
」
の
ま
ま

で
も
不
適
格
に
な
ら
な
い
。

次
の
０
は
、　
そ
の
逆
の
例
で
、
「
く
れ
る
」
の
ま

ま
で
不
自
然
で
は
な
い
。

０
１
ａ
　
　
ｌ
ｌ
近
所
の
子
に

息
子

「親
父
が
お
金
を
く
れ
る
よ
」

⑬
ｌ
ｂ
　
　
ｌ
ｌ

ａ
を
父
親
当
人
が
引
い
て
、

息
子
が
近
所
の
子
に
、
私
が
お
金
を
劇
引
／
劇
測
ｄ
と
言
っ
て
い

た
。

全
文
の
話
し
手
を
指
す

「
私
」
に
対
し
て
、
共
起
関
係
か
ら
す
る
と

一
見
お

か
し
い
ロ
ー
ｂ
の

「
や
る
」
や
⑬
ｌ
ｂ
の

「く
れ
る
」
は
、
も
と
の
話
し
手
の

視
点
か
ら
の
言
い
方
で
、
こ
れ
ら
は
視
点
の
混
在
し
た

「準
間
接
引
用
句
」
で

あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

「
や
る
」
「く
れ
る
」
を
述

語

と

す
る
場
合
に
は
、
間
接
化
に
際
し
て
相
互
に
書
き
換
え
は
任
意
で
、
「準

間
接

引
用
句
」
の
形
と
と
も
に
、
共
起
関
係

（従

っ
て
視
点
）
に
お
い
て
矛
盾
の
な

い

「
間
接
引
用
句
」
の
形
も
両
方
可
能
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
１
２

既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
鎌
日
は
先
と
同
様
の
論
法
で
、
通
常
の

文
表
現
に
お
け
る
共
起
関
係
を
、
間
接
引
用
の
引
用
句
で
も
成
り
立
つ
べ
き
も

の
と
し
、
そ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
そ
れ
を
逸
脱
し
た

「準
間
接
引
用
句
」

が
現
わ
れ
る
と
主
張
す
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
共
起
関
係
が
間
接
引
用
の

引
用
句
で
成
り
立
つ
は
ず
の
も
の
と
考
え
て
は
た
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

仮
に
、
鎌
日
の
言
う
よ
う
な
共
起
関
係
の
整
理
を
い
っ
た
ん
認
め
る
と
し
て

も
、
こ
れ
が
こ
の
よ
う
に
な
る
の
は
何
故
な
の
か
？

｛郡ヽ
彼一（人動
・）コｒ相）。商ヽ
（にや一一鳳赫｝一日
「智濃朴」

受
給
動
詞
に
つ
い
て
は
、
従
来
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
畢



克
右
の
よ
う
な
共
起
制
約
的
傾
向
が
生
じ
る
こ
と
も
、
本
質
的
に
は
、
共
感
度

の
問
題
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
動
詞
を
使

っ
て
通
常
の
文
表

現
を
形
成
し
た
場
合
、
「
や
る
」
で
は
ガ
格
に
、
「
く
れ
る
」
で
は
二
格
に
、
共

感
度

（
つ
ま
り
、
そ
の
文
の
話
し
手
に
と

っ
て
の
自
己
同
化
の
し
や
す
さ
）
の

高
い
項
目
が
く
る
と
い
う
制
約
が
あ
る
。
そ
し
て
、
話
し
手
に
と

っ
て
最
も
自

己
同
化
し
や
す
い
の
は
、
自
己
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
時
点

。
あ
る
場

面

（
つ
ま
り

「発
話
の
場
し

に
お
い
て
は
、
「
や
る
」
の
ガ
格

及
び

「く
れ

る
」
の
二
格
に
立
つ
も
の
と
し
て
は
、
そ
の
文
を
生
み
出
す
話
し
手
自
身
を
そ

の

「
場
」
に
お
い
て
指
し
示
す

「私
」
が
最
優
先
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
あ
る
文
の

「発
話
の
場
」
に
お
い
て
、
そ
の
文
の

本
来
の
話
し
手
に
と

っ
て
最
も
自
己
同
化
し
や
す
い
自
分
自
身
を
指

す

の
が

「私
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
共
起
制
約
的
な
傾
向
が
あ
る
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
共
起
制
約
的
な
傾
向
は
、
「
発
話
の
場
」
と
結

び
つ

い
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
、
そ
れ
が
間
接
引
用
さ
れ
て

「発

話
の
場
」
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
な
ら
、
そ
う
し
た
共
起
関
係
が
生
ま
れ
る
必
然

性
は
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
も
と
の

「発
話
の
場
」
の
秩
序
が
捨
象
さ
れ
た
間

接
引
用
の
引
用
句
の
中
で
、
こ
う
し
た
共
起
関
係
を
前
提
に
考
え
る
論
法
自
体

が
、
妥
当
な
も
の
で
は
な
い
。

「
お
金
を
親
父
に
や
る
よ
」
の
、
親
父
自
身
に
よ
る
間
接
引
用
の
形
と
し
て
、

「
お
金
を
私
に
や
る
」
は
、
別
段
特
別
の
も
の
と
い
う
べ
き
理
由
は
な
い
。
通

常
の
間
接
引
用
の
形
と
考
え
て
十
分
な
の
で
あ
る
。

四
１
３

の
み
な
ら
ず
、
鎌
田
が
正
当
な
間
接
引
用
の
形
と
み
な
し
て
い
る
、
動
詞
を

書
き
換
え
た
形
の
方
が
、
か
え

っ
て
特
別
の
言
い
方
と
み
る
べ
き
も
の
の
よ
う

で
あ
る
。

鎌
田
は
、
間
接
引
用
に
際
し
て
は
、
「
や
る
」
「
く
れ
る
」
の
書
き
換
え
は
任

意
だ
と
す
る
が
、
実
は
、
書
き
換
え
ら
れ
な
い
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

ロ
ー
ａ
　
息
子

「
は
し
た
金
を
親
父
に
や
っ
た
ぜ
」

回
ｌ
ｂ
　
　
ｌ
ｌ

ａ
を
父
親
当
人
が
間
接
引
用
し
て

息
子
は
、
は
し
た
金
を
私
に
や
っ
た
と
言

っ
て
い
た
。

い
ｌ
ｃ
　
　
ｌ
ｌ
同
右

？
息
子
は
、
は
し
た
金
を
私
に
く
れ
た
と
言

っ
て
い
た
。

「
や
る
」
「
く
れ
る
」
な
ど
の
受
給
動
詞
は
、
恩
恵
授
受
の
意
味
が
あ
る
が
、

書
き
換
え
が
可
能
な
の
は
、
も
と
も
と
の
話
し
手
の
用
い
た
恩
恵
授
受
の
意
味

に
、
引
用
者
も
得
心
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
回
の
場
合
、
「
息
子
」
の
言
葉

を
引
く
父
親
と
し
て
も
、
「
は
し
た
金
」
を
与
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
恩
恵

と

は

感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
、

〈
恩
恵
フ
与

エ
ル
〉
含
み
の

「
や
る
」
を
、

自
ら
の
立
場
に
即
し
て

〈
恩
恵
フ
受
ケ
ル
〉
含
み
の

「く
れ
る
」
に
書
き
換
え

る
こ
と
は
し
な
い
。
そ
う
し
た
書
き
換
え
た
形
は
、
こ
の
場
合
の
父
親
の
引
用

の
仕
方
と
し
て
は
お
か
し
く
な
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
「
や
る
」
「
く
れ
る
」
は
補
助
動
詞
と
し
て
も
使
わ
れ
る
が
、
同

様
の
傾
向
が
あ
る
。

的
ｌ
ａ
　

「
お
ま
え
に
加
勢
し
て
や
る
」

的
ｌ
ｂ
　
　
ｌ
ｌ

ａ
を
間
接
引
用
し
て
、

ヒ
ゲ
の
男
は
、
私
に
加
勢
し
て
や
る
／
く
れ
る
と
言

っ
た
。

ｍ
ｌ
ａ
　

「
お
ま
え
に
反
対
し
て
や
る
」

ｍ
ｌ
ｂ
　
　
ｌ
ｌ
ａ
を
間
接
引
用
し
て
、

ヒ
ゲ
の
男
は
、
私
に
反
対
し
て
釧
刻
／
Ъ
・ｑ
測
利
と
言
っ
た
。

有
難
く
な
い
場
合
、
つ
ま
リ
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な

「～
て
や
る
」
の
用
法
な
ど

は
、
書
き
換
え
ら
れ
な
い
。



つ
ま
り
、
こ
う
し
た
書
き
換
え
は
常
に
可
能
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
言
い
換

え
れ
ば
、
特
定
の
場
合
に
し
か
許
さ
れ
な
い
と
も
い
え
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

こ
れ
を
以

っ
て
正
当
な
間
接
引
用
の
形
と
す
る
こ
と
が
不
自
然
で
あ
り
、
考
え

て
み
れ
ば
既
述
の
と
お
り
根
拠
も
な
い
。
む
し
ろ
、
動
詞
が
書
き
換
え
ら
れ
な

い
形
の
方
を
正
当
な
間
接
引
用
形
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

間
接
引
用
に
際
し
て
の

「
や
る
」
「
く
れ
る
」
の
書
き
換
え
は
、
筆
者
の
見

る
と
こ
ろ
、
引
用
者
の
解
釈
に
よ
る
副
次
的
な
任
意
の
書
き
直
し
で
あ
り
、
文

法
的
な

「話
法
」
の
問
題
と
い
う
よ
り
、
∩
話
し
手
投
写
」
に
よ
る
）
ケ
ー
ス

・
バ
イ

・
ヶ
ｌ
ス
の
変
容
現
象
で
あ

っ
て
、
む
し
ろ
語
用
論
的
に
扱
う
べ
き
も

の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四
１
４

と
こ
ろ
で
、
右
に
も
少
し
ふ
れ
た
が
、
「
や
る
」
「く
れ
る
」
に
は
、
恩
恵
授

受
の
意
味
に
か
か
わ
る
含
み
が
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
発
話
が
あ

っ
た

と
す
る
。

ｍ
ｌ
ａ
　
米
谷

「藤
田
に
金
を
や
る
」

こ
の
発
話
に
は
、
「藤
田
に
金
を
与
え
る

〈
ソ
ノ
コ
ト
デ
、
藤
ロ
ニ
恩
恵

ヲ

与

エ
ル

（有
難
ガ
ラ
レ
テ
然
ル
ベ
キ
コ
ト
フ
ス
ル
ノ
グ
し

」
と

い
っ
た
、

話

し
手

（米
谷
）
の
、
自
ら
の
行
為
に
つ
い
て
の
評
価
的
な
判
断
の
合
み
が
加
わ

っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
間
接
引
用
し
た
次
の
ｂ
は
、
そ
う

し
た
も
と
も
と
の
話
し
手
の
評
価
的
な
含
み
も
含
め
て
、
も
と
の
文
の
内
容
を

再
現
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ｍ
ｌ
ｂ
　
　
ｌ
ｌ
藤
田
自
身
が
ａ
を
引
い
て
、

米
谷
が
、
私
に
金
を
や
る
と
言

っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
次
の
よ
う
に

「
や
る
」
を

「く
れ
る
」
と
改
め
た
場
合
、
こ

れ
は
、
「
米
谷
」
の
行
為
に
つ
い
て
、
引
用
者

「藤
日
」
自
身
が
自
分
な

り

に

解
釈

・
評
価
を
加
え
直
し
て
、
「
藤
田

（
自
分
）
に
米
谷
が
金
を
与
え

る

〈
ソ

ノ
コ
ト
デ
、
藤
田

（
自
分
）

ハ
恩
恵
ガ
得
ラ
レ
ル

（有
難
イ
コ
ト
ダ
》

」
と

い
っ
た
評
価
の
合
み
を
添
え
る
も
の
と
い
え
よ
う

（従

っ
て
、
そ
う
し
た
評
価

が
で
き
な
い
場
合
は
、
書
き
換
え
不
可
）
。

ｍ
ｌ
ｃ
　
　
ｌ
ｌ
ｂ
と
同
じ
く
、

米
谷
が
、
私
に
金
を
く
れ
る
と
言

っ
た
。

と
す
る
と
、
も
と
の
文
の
内
容
の
再
現
と
い
う
点
で
は
、
厳
密
に
は
違

っ
て

く
る
。
こ
れ
は
、
引
用
に
際
し
て
の
文
意
の
解
釈
の
し
直
し

。
変
更
な
の
で
あ

２一
。さ

て
、
ｍ
ｌ
ｂ
で
は
、
も
と
の
話
し
手
の
評
価
的
な
判
断
内
容
が
加
味
さ
れ

て
い
る
と
述
べ
た
。
で
あ
る
な
ら
、
も
と
の
話
し
手
の
も
の
の
見
方
が
生
き
て

い
る
の
だ
か
ら
、
も
と
の
話
し
手
の

「視
点
」
に
よ
る
表
現
が
残

っ
て
い
る
の

だ
と
い
う
見
方
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
考
え
方
は
妥

当
で
は
な
い
。

間
接
引
用
に
際
し
て
、
も
と
の
話
し
手
の
評
価
的
判
断
内
容
が
再
現
さ
れ
る

の
は
、
む
し
ろ
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

０
１
ａ
　
北
村

「昨
日
半
日
、
藤
日
の
奴
と
無
駄
話
を
し
て
た
ん
や
」

と
い
う
発
話
を
、
藤
日
本
人
が
引
い
た
と
す
る
。
藤
田
自
身
は
、
無
駄
話
と
思

っ
て
い
な
く
て
も
、
北
村
氏
の
言

っ
た
言
葉
の
内
容
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
ふ
つ
う
は
北
村
氏
の

「無
駄
話
」
と
い
う
判
断

。
評
価
の
加
わ
っ
た
言
い

方
も
そ
の
ま
ま
に
引
用
す
る
。

⑬
ｌ
ｂ
　
北
村
さ
ん
は
、
昨
日
半
日
私
と
無
駄
話
し
た
と

言

っ
て
た
だ

ろ

う

？

・

も
と
の
話
し
手
の
評
価

・
判
断
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

「視
点
」

の
混
在
と
い
う
見
方
が
な
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
強
く
割
り
切

っ
て
言
う
と
、
ｍ



ｌ
ｂ
の
よ
う
な
事
例
ま
で
含
め
て
、
視
点
の
入
り
混
じ
り
と
い
う
の
と
大
差
な

い
も
の
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
そ
ん
な
見
方
が
な
さ
れ

か
ね
な
い
の
で
あ
る
。　
一
つ
に
は
、
「
視
点
」
と
い
う
用
語
自
体
が
、
さ

ま
ざ

ま
に
使
わ
れ
て
多
義
的
で
あ
る
こ
と
が
、
問
題
を
混
乱
さ
せ
て
い
る
。

五

そ
れ
で
は
、
「
話
法
」
に
関
し
て
問
題
と
な
る

「視
点
」
と
は
何
だ
ろ
う

か

？
・　
そ
の
点
に
つ
い
て
答
え
る
に
は
、
文
法
の
問
題
と
し
て
の

「話
法
」
の
本

質
に
つ
い
て
今

一
度
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「直
接
話
法
」
と

「
間
接
話
法
」
の
違
い
を
、
文
針
「
用
句

「～
卜
」
内
の

引
用
さ
れ
た
コ
ト
バ
が
、
伝
達
の
ム
ー
ド
的
な
も
の
を
帯
び
た
も
の
と
読
ま
れ

る
か
否
か
の
違
い
と
し
た
。

で
は
、
伝
達
の
ム
ー
ド
的
な
も
の
を
帯
び
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ

う
か
？
　
伝
達
の
ム
ー
ド
と
は
、
あ
る
時
点

。
あ
る
場
面
で
の
発
話
者
の
間
き

手
め
あ
て
の
心
態

（
の
言
語
的
表
わ
れ
）
で
あ
る
。
こ
の
伝
達
の
ム
ー
ド
を
帯

び
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
文
が
あ
る

「発
話
の
場
」
で
実
際
に
発
せ
ら
れ
た

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
文
は
あ
る

「発
話
の
場
」
に
お
け
る

一
回
的
な
発
話
の
所
産
で

あ
る
か
ら
、
ふ
つ
う
は
一
通
り
の
伝
達
の
ム
ー
ド
を
全
体
と
し
て
帯
び
る
だ
け

で
あ
る
。
し
か
し
、
文
の
一
部
分
の
み
が
、
全
体
と
は
別
の
伝
達
の
ム
ー
ド
を

帯
び
て
い
る
と
し
た
ら
ど
う
な
る
の
か
？
　
全
体
の
構
成
素
材
と
し
て
の
部
分

は
、
全
体
に
先
行
す
る
は
ず
だ
か
ら
、
文
の
一
部
分
の
み
が
全
体
と
は
異
な
る

伝
達
の
ム
ー
ド
を
帯
び
て
い
る
と
読
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
先
行
す
る

別
の

「
場
」
で
発
話
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
徴
証
と
な
る
。

全
文
に
先
行
し
て
ど
こ
か
別
の

「
場
」
で
発
せ
ら
れ
た
と
と
れ
る
引
用
さ
れ

た
コ
ト
バ
は
、
当
然
そ
の
も
と
も
と
の

「
発
話
の
場
」
の
秩
序
、
つ
ま
り
、
そ

の

「
場
」
で
の
も
と
も
と
の
話
し
手
を
中
心
と
す
る
時
空
の
関
係
づ
け
に
即
し

て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
読
ま
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
人
称
詞

・
指
示
詞

・
時
制

表
現
な
ど
、
Ｂ

・
ラ
ッ
セ
ル

（Ｕ
ｑ
一３
ａ

”
，
３
こ

の
い
わ
ゆ
る

「
自
己
中

心
的
特
定
語
」
の
指
示
対
象
の
決
ま
り
方
が
、
も
と
も
と
の

「発
話
の
場
」
で

の
も
と
も
と
の
話
し
手
中
心
と
な
り
、
地
の
文
の
そ
れ
と
は
別
体
系
に
な
る
。

こ
れ
が
、
「
場
の
二
重
性
」
で
あ
る
。
発
話
者
は

（引
用
さ
れ
た
コ
ト
パ

の
も

と
も
と
の
話
し
手
で
あ
れ
、
そ
れ
を
引
く
全
文
の
話
し
手
で
あ
れ
）、
そ

の
文

の

「発
話
の
場
」
で
の
、
そ
う
し
た

「
自
己
中
心
的
特
定
語
」
の
指
示
内
容
決

定
の
中
心
で
あ
り
、
そ
れ
が
い
わ
ば

″定
点
″
と
な
っ
て
、
文
表
現
の
秩
序
が

決
ま
る
。

筆
者
は
、
「
視
点
」
と
い
う
便
利
な
用
語
を
、
そ
の
多
義
性
故
に
避
け

て
き

た
が
、
も
し

「話
法
」
に
つ
い
て

「視
点
」
の
統

一
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を

い
う
な
ら
、
以
上
の
よ
う
な
発
話
者
を
中
心
と
す
る
時
空
の
秩
序
づ
け
に
つ
い

て
い
う
べ
き
か
と
考
え
る
。

そ
し
て
、
直
接
引
用
を
含
む
文
で
は
、
右
の
よ
う
に
そ
う
し
た
秩
序
が
二
重

に
な
る
の
に
対
し
、
伝
達
の
ム
ー
ド
を
失

っ
た
間
接
引
用
の
引
用
さ
れ
た
コ
ト

パ
を
含
む
場
合
、
そ
れ
は
、
ど
こ
か
別
の

「
場
」
で
発
せ
ら
れ
た
と
の
徴
証
を

失

っ
て
、
も
と
の

「発
話
の
場
」
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
や
む
な
く
全
文
の
秩
序

づ
け
に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
「
場
の
二
重
性
」
を
失

っ
て
秩

序
が

一
重
に
な
る
の
で
あ
る
。

文
法
的
な
規
則
性
と
し
て
と
り
出
せ
る

「
話
法
」
の
現
象
の
本
質
は
そ
ん
な

と
こ
ろ
に
あ
る
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。



エ
ハ

こ
の
稿
で
は
、
鎌
田
修
の

「準
間
接
引
用
句
」
と
い
う
考
え
方
を
批
判
的
に

検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
い
く

つ
か
の
事
実
に
ふ
れ
、
ま
た
筆
者
自
身
の
話

法
観
を
聞
明
に
す
る
よ
う
努
め
た
。

も
と
も
と
、
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
他
の
論
者
の
批
判
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に

は
無
関
心
で
き
た
。
論
の
微
妙
な
相
違
点
に
拘
泥
し
て

「
様
々
な
る
意
匠
」
を

争
う
よ
り
、
言
語
事
実
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
を
こ
そ
重
視
し
て
き
た
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
自
身
の

「話
法
」
の
論
を
ま
と
め
る
段
階
に
至

っ
て
、
こ
れ

ま
で
の
諸
説
を
検
討
し
、
従
う
べ
き
は
従
い
、
批
判
す
べ
き
は
批
判
す
べ
き
と

の
必
要
を
感
じ
、
あ
え
て
こ
う
し
た
稿
を
ま
と
め
た
次
第
で
あ
る
。
も
し
不
当

な
言
辞
が
あ

っ
た
な
ら
御
海
容
を
乞
う
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
御
批
正
賜
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。

（
一
九
九
五

。
一
〇

。
一
〇
稿
）

圧̈（
１
）
　
「話
法
」
の
問
題
は
、
基
本
的
に

「～
卜
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
十
分

と
思
わ
れ
る
が
、
「自
由
間
接
話
法
」
な
ど
の
問
題
と
の
か
か
わ
り
は
、
別

に

考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
２
）

例
え
ば
、
次
の
ａ
を
と
り
つ
い
で
ｂ
の
よ
う
に
言
っ
た
場
合
、

い
ｌ
ａ

「
お
い
、
山
太
に
間
い
て
み
て
く
れ
」

０
１
ｂ

「『山
本
に
電
話
し
ろ
』
っ
て
言
っ
て
る
よ
」

も
と
の
言
葉
が
変
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
も
と
の
話
し
手
の
意
図
を
引

用
者
が
解
釈
し
て
、
そ
の
場
面
で
よ
り
必
要
な
情
報
の
形
に
改
め
て
示
し
た
も

の
と
え
い
る
。
こ
う
し
た
変
容
現
象
は
、
文
法
の
問
題
と
し
て
規
則
的
な
形
で

と
ら
え
る
こ
と
は
難
し
い
ケ
ー
ス
・
パ
イ
・
ケ
ー
ス
の
出
来
事
で
あ
る
が
、
そ

の
契
機
を
語
用
論
的
に
記
述

・
説
明
は
で
き
る
。

（３
）

例
え
ば
、
次
の
ａ
の
場
合
、
「私
」
＝
「真
吾
」
の
直
接
話
法
読
み
と

「私
」
＝

〔全
文
の
話
し
手
〕
の
間
接
話
法
読
み
の
両
方
が
可
能
で
あ
っ
て
、
両
義
的
で

あ

る
。

０
１
ａ
　
真
吾
は
、
私
が
正
し
い
と
思
っ
た
。

し
か
し
、
次
の
よ
う
に
終
助
詞
が
加
え
ら
れ
て
引
用
句
の
中
に
伝
達
の
ム
ー

ド
が
は
っ
き
り
出
る
と
、
読
み
は
、
「私
」
＝
「真
吾
」
の
直
接
話
法
読
み
し
か

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

０
１
ｂ
　
真
吾
は
、
創
劉
祠
∃
引
冽
Ｊ
思
っ
た
。

一
方
、
次
の
よ
う
に
終
助
詞
が
出
て
く
る
こ
と
が
な
く
、
伝
達
の
ム
ー
ド
が

生
起
で
き
な
い
引
用
句
内
で
は
、
読
み
は
、
「私
」
＝

〔全
文
の
話
し
手
〕
の
間

接
話
法
読
み
に
決
ま
っ
て
く
る
。

０
１
ｃ
＊
真
吾
は
、
そ
れ
が
正
し
い
潤
と
知
っ
た
。

０
１
ｄ

真
五
晟

、
私
が
正
し
い
と
知
っ
た
。

以
上
の
事
実
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
引
用
句

「
～
卜
」
に
お
け
る

直
接
話
法
と
間
接
話
法
の
別
は
、
引
用
さ
れ
た
コ
ト
パ
が

（有
形
無
形
に
か
か

わ
ら
ず
）
伝
達
の
ム
ー
ド
を
帯
び
た
も
の
と
読
ま
れ
る
か
ど
う
か
で
決
ま
る
。

（
４
）

な
お
、
「準
直
接
引
用
句
」
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
を
い
う
。

②
ｌ
ａ
　
彼
は
、
そ
■
嘔
行
き
た
い
な
菫
一一口
っ
た
。

０
１
ｂ
　
彼
は
、
そ
こ
に
行
き
た
い
と
言
っ
た
。

ａ
ｂ
の
引
用
句
を
比
べ
た
場
合
、
鎌
田
は
、
後
者
は
直
接
話
法
で
あ
っ
て
も

書
き
言
葉
的
で

「劇
的
効
果
」
に
欠
け
る
と
い
う
。
「劇
的
効
果
」
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
、
明
確
な
定
義
が
な
い
が
、
ど
う
や
ら
、
ａ
の

「行
き
た
い
な
」

に
比
べ
て
ｂ
の

「行
き
た
い
」
の
方
が
、
実
際
に
発
話
さ
れ
た
ら
し
い
リ
ア
リ

テ
ィ
に
乏
し
い
と
い
う
点
を
問
題
に
す
る
ら
し
い
。
「劇
的
効
果
」
を
欠
く
ｂ

の
方
は
、
直
接
話
法
と
し
て
も
完
全
と
は
い
え
な
い
の
で
、
「準
直
接
引
用
句
」

と
し
て
区
別
す
る
と
い
う
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
区
別
は
文
体
論
的
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
も
っ
ば
ら
文
法

論
的
観
点
か
ら

「直
接
引
用
句
」
「準
間
接
引
用
句
」
「間
接
引
用
句
」
を
立
て

よ
う
と
す
る
こ
と
と
並
べ
て
、
文
体
論
的
観
点
か
ら
の
区
別
と
い
え
る

「準
直

接
引
用
句
」
を
立
て
る
こ
と
は
、
次
元
の
混
同
の
よ
う
に
思
え
る
。
少
な
く
と

も
、
文
法
論
的
な
も
の
と
し
て

「話
法
」
を
考
え
る
筆
者
の
立
場
か
ら
は
、
必

要
な
区
別
で
は
な
い
。

（
５
）

「準
間
接
引
用
句
」
に
つ
い
て
は
、
鎌
田

（
冗
全
）
の
方
が
詳
し
い
の
で
、

以
下
、
必
要
な
所
見
の
引
用
は
こ
ち
ら
に
拠
る
。

（
６
）

鎌
田
は
あ
げ
て
い
な
い
が
、
次
の
ａ
を
問
接
化
し
て
引
い
た
場
合
、
ｂ
の
よ

う
な
言
い
方
が
可
能
で
、
こ
れ
も

「共
起
制
限
」
に
一
見
反
す
る
形
で
あ
る
。



０
１
ａ
　
中
畠

「な
の
方
が
そ
こ
へ
行
き
た
い
よ
」

０
１
ｂ

中
畠
氏
は
そ
の
時
、
彼
の
方
が
そ
こ
に
行
き
た
い
と
言
っ
た
。

鎌
日
の
見
方
に
従
え
ば
、
こ
れ
も

「準
間
接
引
用
句
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
（も
ち
ろ
ん
、
筆
者
は
、
後
述
の
と
お
り
、
そ
う
し
た
区
別
を
非
と
し
、

こ
れ
も
ぶ
つ
う
の
間
接
話
法
の
形
と
考
え
る
。）

（
７
）

こ
れ
に
関
し
て
は
、
仁
田

（
死
合
）
以
下
研
究
が
重
ね
ら
れ
、
近
く
は
仁
田

（
元
空
）
に
整
備
さ
れ
た
形
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
も
と
の
整
理
に

拠
っ
た
。
こ
の
稿
の
限
り
で
は
、
こ
れ
で
十
分
と
思
う
。

（８
）

「私
は
こ
こ
で
さ
み
し
が
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
向
表
現
や

「
（お
ま
え
は
）

そ
こ
で
す
っ
と
さ
み
し
が
っ
て
い
る
」
の
よ
う
な
命
令
表
現
は
、
よ
ほ
ど
特
殊

な
状
況
で
な
け
れ
ば
無
理
で
あ
る
。
ま
た
、
「さ
み
し
い
」
は
、
場
所
の
あ
り

様
を
述
べ
る
状
態
形
容
詞
と
し
て
使
う
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
装
定
用
法

（
ｅｘ
「さ
み
し
い
場
所
」
な
ど
）
が
ぶ
つ
う
だ
ろ
う
。

（
９
）

こ
う
し
た
類
型
的
意
味
は
、
用
言
が
文

（引
用
さ
れ
た
も
の
を
含
む
）
に
お

い
て
、
述
語
の
位
置
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
託
さ
れ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
奥

田
靖
雄
流
に
言
え
ば
、　
″文
の
中
で
は
た
す
機
能
に
し
ば
ら
れ
た
意
味
″
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（１０
）

砂
川

（
死
《
）
の
注
５

（
９０
頁
）
参
照
。

（ｎ
）

「伝
達
の
ム
ー
ド
」
を
担
う
終
助
詞
・
間
投
助
詞
な
ど
の
他
、
「聞
き
手
」
へ

の
敬
意
表
現
と
さ
れ
る

「
で
す
」
「
ま
す
」
な
ど
も
、
話
法
決
定
に
同
様

の
役

割
を
は
た
せ
る
。

【
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献
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〔付
記
〕こ

の
稿
は
、
藤
田

（未
刊
）
の
一
部
と
し
て
準
備
し
た
も
の
を
、
独
立
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せ

て
一
篇
と
し
た
も
の
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あ
る
。
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た
、
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の
稿
の
前
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平
成
七
年

十
月
初
に
二
重
大
学
人
文
学
部
に
集
中
講
義
で
出
講
し
た
際
、
講
じ
た
も
の
で

あ
る
が
、
受
講
生
諸
君
の
反
応
に
は
、
大
い
に
力
づ
け
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

謝
し
て
記
し
て
お
き
た
い
。

末
筆
な
が
ら
、
山
口
尭
二
先
生
に
は
、
教
養
部
に
お
い
て

「国
語
学
Ｓ
」
の

講
義
を
受
講
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
十
七
、
八
年
前
、
イ
号
館
の
イ
４４
講
義
室

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
以
来
の
学
恩
に
対
し
、
拙
い
な
が
ら
一
編
を
草
し
、
御
礼

申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

―
―
滋
賀
大
学
助
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―
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鎌
田
　
修

砂
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有
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子
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２
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１４
）

藤
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奎
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け
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し
手
投
写
の
概
念
」
合
宮
地
裕
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子

先
生
古
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記
念
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語
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治
書
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