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接
続
助
詞

の
用
法
と
意
味

「と」

本
稿
の
目
的

現
代
語
の
条
件
表
現
に
関
す
る
研
究
は
、
日
本
語
教
育
の
立
場
か
ら
の
発
言

も
得
て
、
近
年
と
み
に
益
ん
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
主
に

「
ば
」
「
と
」
「
た
ら
」
「
な
ら
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

m
各
条
件
表
現
形
式
の
持
つ
用
法
の
多
様
性
と
そ
の
分
類
。

③
条
件
表
現
形
式
間
の
用
法
の
差
異
と
そ
の
使
い
分
け
の
実
態
。

岡
個
々
の
形
式
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
的
意
味
。

な
ど
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
い
に
指
摘
さ
れ
た
多
様
な
用
法
間
の
相
互
関
係
や
、
切
の

用
法
の
差
異
の
化
じ
る
理
由
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
と
③
の
基
本
的
意
味
と
の
関

係
な
ど
に
つ
い
て
は
、
未
だ
十
分
な
解
釈
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
つ
ま
り
、
個
々
の
現
象
の
記
述
に
つ
い
て
は
か
な
り
細
か
い
と
こ
ろ
ま

て
網
羅
的
に
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
現
象
間
の
内
面
的
な
関
係
や
根
拠
に
関

し
て
は
、
論
ず
ぺ
き
余
地
が
大
い
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
研
究
の
現
状
に
お
い
て
、
条
件
法
の
体
系
化
へ
の
指
向
が
見
ら

れ
な
か
っ
た
の
も
、
ま
た
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
条
件
法
の
体
系
と
し
て
は

鈴

木

義

和

(
1
)
 

っ
と
に
松
下
大
三
郎
氏
の
も
の
が
あ
る
が
、
近
年
の
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
れ

を
無
反
省
に
適
用
す
る
か
無
視
す
る
ば
か
り
で
、
根
本
的
な
見
直
し
や
新
た
な

体
系
の
捉
示
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
条
件
法
の
体
系
の
見
直
し
は
、

今
後
に
残
さ
れ
た
大
き
な
課
題
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

本
稿
の
目
的
は
、
「
と
」
の
条
件
法
を
論
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の

問
題
を
解
く
た
め
の
糸
口
を
探
る
こ
と
に
あ
る
。
条
件
法
の
体
系
的
な
研
究
の

た
め
に
は
、
「
ば
」
「
た
ら
」
「
な
ら
」
は
も
ち
ろ
ん
、
「
て
は
」
「
た
な
ら
」
「
時

に
は
」
等
を
含
め
た
条
件
表
現
全
体
を
対
象
と
す
る
の
が
望
ま
し
い
の
だ
が
、

現
代
語
の
条
件
表
現
は
極
め
て
複
雑
、
多
岐
に
亘
っ
て
お
り
、
そ
の
全
て
に
つ

い
て
統
一
的
な
狸
解
を
示
す
こ
と
は
、
現
段
階
で
は
不
uJ
能
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
体
系
化
を
目
指
す
と
い
う
立
場
に
立
っ
た
上
で
、

ま
ず
、
対
象
を
限
定
し
、
そ
の
範
囲
の
中
で
言
語
事
実
を
丁
寧
に
観
察
し
て
、

そ
れ
を
解
釈
す
る
と
共
に
、
部
分
的
に
せ
よ
体
系
化
へ
の
発
言
を
試
み
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
同
様
の
理
由
か
ら
、
「
1
か
ら
言
う
と
」
「
ー
に
く
ら
べ
る
と
」
な
ど
、

前
お
き
的
用
法
、
後
附
詞
化
し
た
用
法
等
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
お
よ
び
、
「
す

る
と
」
の
よ
う
に
接
続
詞
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
本
稿
で
は
取
り
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ト
；
！
な
、
°

な
お
、
本
稿
て
は
、
条
件
法
の
体
系
と
し
て
松
ド
氏
の
「
確
定
」
「
現
然
仮

(
2
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定
」
「
木
然
仮
定
」
の
ー
ー
一
者
を
桔
本
に
お
く
こ
と
に
し
だ
い
。
名
称
、
内
容
罪

に
関
し
て
、
改
ば
、
追
補
す
へ
玉
点
は
多
く
残
さ
れ
て
い
る
か
、
基
本
的
に
は
、

松
下
氏
の
ポ
し
た
り
川
は

Ir
し
く
、
こ
れ
を
継
ボ
兌
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
|

け
な
忍
義
か
あ
る
と
考
え
る
か
ら
て
あ
る
。

接
続
助
詞
「
と
」
の
墓
本
的
意
味

は
し
め
に
接
続
助
詞
一
と
ー
の
心
味
の
基
本
的
な
性
格
を
規
定
し
て
わ
く
。

こ
れ
ば
、
本
来
「
と
」
の
川
仏
の
総
体
を
検
討
し
だ

K
て
●
村
苔
出
さ
れ
る
へ

Xl

も
の
て
あ
る
か
、
誨
述
の
部
合
ヒ
本
節
て
あ
ら
か
じ
め
吐
へ
て
お
く
こ
と
に
し

•-\

0 

t
l
 

本
稿
て
は
、
接
続
助
叫
「
と
j

の
状
本
的
意
味
を
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

4

．つ

Ol
て
f
こ
と
を
何
ら
か
の
闇
連
性
を
持
つ
二
者
と
し
て
、
そ
の
関
述

件
の
内
~
の
い
か
ん
を
問
わ
す
に
、
か
つ
そ
の
関
連
性
の
内
~
に
つ
い
て

栢
枠
的
に
表
規
す
る
こ
と
な
く
、
結
ひ
つ
け
る
。

こ
の
よ
う
に
．
―
つ
の
て
＼
）
こ
と
い
関
連
性
の
内
丈
に
立
ち
人
ら
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
す
な
わ
ち
、
＿
と
L

か
二
つ
の
て
苔
こ
と
関
係
を
見
だ
ま
ま
、
見
ら
れ

る
ま
ま
に
表
況
す
る
と
い
う
こ
と
て
あ
る
。
接
続
助
詞
口
と
」
は
、
て
つ
の
て

き
こ
と
を
客
体
世
界
に
お
け
る
て
き
こ
と
間
の
秩
ボ
（
偶
発
的
一
阿
的
な
も
の

て
あ
れ
、
炉
常
的
な
も
の
て
あ
れ
）
に
沿
っ
て
結
ひ
つ
け
る
も
の
て
あ
ろ
と
パ

う
こ
と
か
て
き
る
の
て
あ
る
。

と
こ
ろ
か
、
こ
れ
に
対
し
て
「
と
」
の
桔
本
的
意
味
は
時
間
的
前
後
関
係
を

表
す
も
の
て
あ
る
と
す
る
兄
Ij
か
あ
る
。
例
え
ば
、
国
広
丙
弥
氏
は
、
「
と
」

の
意
義
索
の
一
っ
と
し
て
、

Pl
、
ぃ
は
時
間
的
に
前
後
し
て
起
こ
り
、
統
一
的
関
連
性
て
結
ば
れ
て

(
1
)
 

る

を
あ
げ
、
松
田
剛
史
氏
は
、
「
と
」
の
意
義
を
、

前
件
の
動
作
、
作
用
や
状
態
か
完
了
•
成
立
し
次
に
現
れ
る
後
件
の
動

作
・
作
用
ゃ
状
態
に
連
続
し
て
ゆ
く
が
、
前
件
と
後
件
の
動
作
・
作
川
ゃ

状
態
の
間
に
は
、
明
確
な
切
れ

11
か
存
在
す
る
。

と
規
定
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
時
間
的
前
後
関
係
と
い
う
愁
味
か
ら
は
、
次
の
例
の
上
う
に
、

う
ま
く
説
明
て
苔
な
い
と
111
心
わ
れ
る
も
の
か
か
な
り
あ
る
。

1

よ
く
見
る
と
、
そ
れ
は
小
さ
な
石
の
か
け
ら
た
っ
た
。

2

そ
の
野
球
チ
ー
ム
は
、
厖
年
投
了
か
い
い
と
打
者
か
悪
く
、
打
者
か
い

い
と
投

rか
悪
い
と
い
う
こ
と
の
繰
り
返
し
て
、
こ
ま
ま
て
す
っ
と
悦
勝

て
ぎ
な
い
て
い
だ
。

ま
だ
、

3

夜
か
明
け
だ
ら
、
出
発
し
ま
し
ょ
う
。

の
よ
う
な
例
を
「
と
」
で

1

●
ム
り
い
か
え
る
こ
と
か
て
苔
な
い
即
由
も
、
時
間
的
前

後
閲
係
と
い
う
こ
と
か
ら
だ
け
で
は
説
明
て
き
な
い
の
て
あ
る
。

確
か
に
「
と
」
か
時
間
的
前
後
関
係
を
表
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
か
て
苔
る

例
は
多
く
、
ま
だ
、
語
源
論
的
に
は
そ
れ
か
接
続
助
詞
「
と
」
の
本
来
の
意
味

(
6
)
 

て
あ
っ
た
こ
と
も
ほ
ば
疑
い
な
い
よ
う
て
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
か
現
代
語
の

接
続
助
詞
「
と
」
の
用
広
の
全
て
を
説
明
て
き
る
も
の
て
な
い
以
上
、
基
本
的

な
忍
味
の
規
定
と
し
て
は
失
格
て
あ
ろ
う
。

接
続
助
詞
「
と
L

か
様
々
な
用
仏
を
持
ち
、
時
間
的
前
後
閲
係
を
合
め
た
様

々
な
関
係
を
表
現
し
得
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
用
法
か
そ
れ
だ
け
に
限
ら
れ

る
こ
と
の
巾
情
は
、
先
に
述
べ
た
本
稿
て
の
意
味
の
性
格
規
定
に
よ
っ
て
、
全
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て
説
明
し
得
る
も
0
と
考
え
る
。

個
別
的
事
態
を
表
す
「
と
」

本
節
て
は
、
個
別
的
巾
態
を
表
す
「
と
」
、
す
な
わ
ち
、

4
山
頂
か
ら
見
ド
す
と
、
神
戸
の
街
は
さ
な
か
ら
宝
石
を
骰
り
は
め
た
よ

う
て
あ
っ
た
。

5
ト
ア
を
ノ
ノ
ク
す
る
と
、
部
屋
の
中
か
ら
返
巾
が
か
え
っ
て
き
た
。

の
よ
う
に
接
続
助
詞
「
と
」
か
既
定
の
一
阿
的
な
|
態
関
係
を
表
す
場
合
を
取

り
卜
げ
る
。

こ
の
場
介
の
「
と
」
の
用
法
は
、
前
後
匂
小
態
と
そ
れ
を
認
識
す
る
祝
＇
訊
と

の
関
係
か
ら
、
大
全
く
一
．
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
る
こ
と
か

nJ
能
て
あ
る
。

1

つ

は
、
後
句
ポ
態
を
忍
識
す
る
も
の
か
前
匂
の
主
語
に
限
ら
れ
る
場
合
て
あ
っ
て
、

祝
点
か
飢
り
の
主
語
に
置
か
れ
る
と
い
う
意
味
て
こ
れ
を
「
前
匂
内
視
点
型
」

と
名
つ
け
る
。
も
う
；
つ
は
、
そ
の
よ
う
な
制
限
か
無
い
場
合
て
あ
っ
て
、
視

瓜
か
伯
後
匂
巾
態
か
ら
狐
立
し
て
い
る
と
い
う
意
味
て
こ
れ
を
「
視
点
独
立

刑
じ
し
と
名
つ
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
侃
者
の
関
係
を
図
に
よ
っ
て
．
小
し
て
お
け
ば
、
卜
段
の
よ
う
に
な
る
。

三
の
|
「
前
句
内
視
点
型
」

「
前
伺
円
視
息
型
」
に
は
、
前
jlJ
述
語
か
動
作
性
て
、
後
匂
述
語
か
込
態
件

（
ま
だ
は
あ
る
状
態
を
詔
識
す
る
と
意
味
を
持
つ
も
の
）
て
あ
る
場
合
と
、
前

可
辿
語
か
動
作
の
継
続
て
後
句
述
語
か
動
作
性
て
あ
る
場
介
の
一
．
タ
イ
。
フ
か
あ

(
7
)
 

る。
i

則
者
を
「
発
見
」
、
後
者
を
「
発
現
」
と
名
づ
け
れ
ば
、
そ
の
例
に
は
次

の
よ
う
な
も
の
か
あ
け
ら
れ
る
。

宿
に
帰
る
と
、
食
~
の
用
意
か
て
き
て
い
た
。

窓
を
開
け
る
と
、
日
の
前
に
淡
路
島
か
見
え
た
。

6
 

7
 

八
前
匂
内
視
点
型

V

八
視
点
独
汀
刑

V

□
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8

教
え
ら
れ
た
と
お
り
タ
ハ
コ
屋
の
角
を
右
に
曲
か
る
と
、
小
さ
な
＂
化
屋

が
あ
っ
た
。

9

よ
く
考
え
て
み
る
と
、
彼
の
．

1
•

パ
っ
た
こ
と
は

f
盾
だ
ら
け
だ
っ
た
。

（
以
上
「
発
見
」
）

10

昨
日
梅
田
の
街
を
歩
い
て
い
る
と
、
変
な
lJJ
に
占
を
か
け
ら
れ
だ
。

1
1
家
て
け
寝
を
し
て
い
る
と
、
友
人
か
ら
屯
請
か
か
か
っ
て
き
だ
。

12

難
し
い
誦
文
を
読
ん
て
い
る
と
、
頭
か
痛
く
な
っ
て
苔
た
。

13

近
に
迷
っ
た
化

f
ち
ゃ
ん
か
一
人
て
泣
い
て
い
る
と
、
親
切
な
お
し
さ

ん
が
来
て
迎
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
（
以
上
「
兌
現
」
）

「
兌
見
L

の
場
合
に
つ
い
て
後
llJ
巾
態
を
認
識
す
る
も
の
か
前

1
主
話
に
限

ら
れ
る
こ
と
は
、
既
に
叩
翠
川
恨

f
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
て
あ

(
8
)
 

る
か
、
＿
発
現
」
の
場
合
て
も
、
全
く
I
P
l様の
こ
と
か

1
1
•げ
え
る
の
て
あ
る
。
そ

れ
は
、
前
句
の
主
語
か
匝
川
と
し
て
人
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
現
れ
て
い

る
し
、
ま
た
、

14

私
の
部
屋
て
山
田
く
ん
か
本
を
"[PJLA
て
い
る
と
、
田
中
さ
ん
か
部
屋
に

入
っ
て
き
た
。

と
い
う
例
て
後
llJ
れ
態
の
認
識
者
か
「
私
」
て
な
く
「
山
田
く
ん
」
と
な
る
こ

と
、
つ
ま
り
、
「
私
」
も
そ
の
部
屋
に
居
て
後
匂
巾
態
を
認
識
し
た
と
い
う
意

味
に
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。

松
田
剛
史
氏
は
、
「
状
態
性
述
語
と
動
作
性
述
語
の
組
み
合
せ
」
の
文
と
い

う
点
て
木
稿
の
「
発
見
」
「
発
現
」
を
一
括
し
、
こ
の
場
合
に
「
話
し
了
の
視

(
9
)
 

点
」
と
い
う
観
点
か
屯
視
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ろ
か
、
本
稿
の
立
場
は
、

こ
の
松
田
氏
の
考
え
に
近
い
も
の
と
．．．
 

：
え
よ
う
。
た
だ
し
、
松
川
氏
は
、
「
●
ロ

し
下
の
視
点
」
か
「
元
々
前
件
の
側
に
置
か
れ
て
い
る
」
と
し
、
と
り
わ
け
そ

(10) 

の
視
点
の
置
か
れ
る
場
所
を
巾
視
し
て
い
る
点
て
、
前
句
の
石
為
主
体
そ
の
人

に
視
点
か
昭
111
か
れ
る
と
い
う
本
稿
の
考
え
と
巽
な
っ
て
い
る
。
松
田
氏
の
見
fj

て
は
、
例
14
て
後
句
巾
態
の
詔
識
者
か
「
私
」
と
な
ら
な
い
こ
と
の
説
明
は
て

き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
松
田
氏
は
こ
こ
て
「
請
し
手
の
視
点
」
と

•
1
•
C
I

っ
て
い
る
か
、
「
祝
点
」

と
は
本
来
店
し

f
自
身
の
視
点
と
考
え
る
点
て
は
本
稿
も
同
し
立
場
を
取
る
。

例
え
ば
例
6
、
10
の
前
句
主
語
を
話
し

f
以
外
に
変
え
た
場
合
、
日
常
公
砧

に
お
い
て
は
、

1
5
島
村
さ
ん
か
宿
に
帰
る
と
、
食
巾
の
用
意
か
て
き
て
い
た
そ
う
だ
。

16

彼
女
、
昨
日
梅
田
の
街
を
歩
い
て
い
る
と
、
変
な
川
に
出
を
か
け
ら
れ

た
ん
で
す
っ
て
。

の
よ
う
に
必
す
伝
間
の
形
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
愈
覚
、
感
情

形
容
詞
か
述
語
て
あ
る
場
合
の
主
語
か
本
来
晶
し

T
自
身
て
あ
っ
て
、
そ
れ
以

外
の
場
合
に
は
伝
間
の
形
を
と
る
こ
と
と
類
同
て
あ
り
、
「
前
句
内
視
点
型
」

翌
印
句
主
語
か
本
来
話
し
手
自
身
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
例
13
や
次
の
例
、

1
7
あ
る
叫
、
ゲ
レ
ゴ
ー
ル
・
ザ
ム
ザ
が
な
に
か

9

べ
か
か
り
な
炒
か
ら
見
を

さ
ま
す
と
、
自
分
か
寝
床
の
中
て
一
匹
の
い
大
な
晶
虫
に
変
っ
て
い
る
の

を
発
見
し
た
。
（
カ
フ
カ
『
笈
身
』
、
高
橋
義
芋
訳
）

の
よ
う
な
場
合
も
あ
る
か
、
こ
れ
は
、
あ
く
ま
て
小
説
や
お
は
な
し
の
よ
う
に

店
し
丁
の
視
点
を
自
由
に
他
者
に
転
移
さ
せ
る
こ
と
か
て
苔
る
文
脈
に
お
い
て

許
さ
れ
る
こ
と
て
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
て
は
、
感
覚
、
感
情
形
容
詞
文
に

お
け
る
上
語
の
制
約
も
無
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、

．．
 一

•
C
I
う
ま
て
も
な
い
。

次
に
、
「
発
見
」
と
「
発
現
」
ニ
タ
イ
プ
の
相

Ii
関
係
に
つ
い
て
述
へ
る
。

訓
者
の
関
係
は
、
次
貞
の
よ
う
に

IXl．
小
す
る
こ
と
が
で
苔
る
。
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後句＇釦態の {f-在

く発現＞

前1,J事態
（行為の継続）

「
発
見
」
と
「
発
現
」
の
間
に
は
、
対
称
的
な
相
異
と
共
に
あ
る
共
通
の
構
造

が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
前
句
内
視
点
型
」
て
は
、
前
句
行
為
の
主
体
か
前
句
の
行
為
に
お
い
て
後

匂
巾
態
を
認
識
す
る
。
そ
の
認
識
か
成
立
す
る
た
め
に
は
、
前
句
行
為
と
後
句

巾
態
の
間
に
時
間
的
な
重
な
り
が
必
佐
て
あ
っ
て
、
か
つ
、
そ
れ
か
継
続
的
な

認
識
な
ら
ぬ
新
た
な
認
識
の
成
立
て
あ
れ
ば
、
前
句
行
為
と
後
句
巾
態
は
、
一

つ
か
時
間
の
幅
を
持
っ
た
状
態
・
継
続
で
あ
り
、
一
っ
か
あ
ろ
時
点
に
お
け
る

動
苔
で
あ
る
他
は
な
い
。
「
前
匂
内
視
点
型
」
が
右
の
図
の
よ
う
な
関
係
に
あ

る
「
発
見
」
と
「
発
現
」
の
ニ
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
ニ
タ
イ
プ

し
か
無
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
ト
背
に
よ
る
も
の
て
あ
る
。

さ
て
、
前
節
て
「
と
」
は
「
何
ら
か
の
関
連
性
を
持
つ
」
―
―
ト
態
を
結
び
つ

け
る
と
し
た
が
、
こ
の
二
則
句
視
点
型
」
て
は
、
そ
の
関
連
性
は
認
識
す
る
前

句
と
認
識
さ
れ
る
後
句
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
ろ
こ
と
か
て
苔
る
。
つ
ま
り
、

視
点
に
よ
っ
て
前
後
句
間
の
関
連
性
か
保
証
さ
れ
て
い
る
の
て
あ
る
。

そ
の
結
果
、
前
川
中
態
と
後
句
ト
態
の
て
き
こ
と
と
し
て
の
閲
係
は
、
そ
も

そ
も
問
題
と
さ
れ
る
必
要
が
な
い
。
例
え
ば
、
「
発
見
」
の
次
の
例
、

1
8
公
場
に
人
る
と
、
中
に
は
既
に
大
勢
の
人
か
集
ま
っ
て
い
だ
。

て
バ
え
ば
、
公
場
に
入
ろ
う
か
入
る
ま
い
か
、
大
勢
の
人
か
集
ま
っ
て
い
た
て

あ
ろ
う
と
い
う
意
味
て
、
て
き
こ
と
間
の
内
容
上
の
関
係
は
皆
無
て
あ
る
。

M

様
の
こ
と
は
、
「
発
現
」
の
次
の
例
て
も
合
え
る
。

1
9
本
を
読
ん
て
い
る
と
、
眠
だ
く
な
っ
て
苔
た
。

こ
の
場
合
に
は
、
本
を
読
ん
だ
か
ら
眠
く
な
っ
た
と
も
と
れ
る
か
、
別
に
そ
の

よ
う
な
関
係
は
無
い
と
も
と
れ
る
。
と
言
う
よ
り
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
関

係
の

H
無
は
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
と
」
か
前
後
句
の
関
連
性
の
内
実
に
立
ち
人
ら
な
い
と
し
た
こ
と
は
、

「
前
句
内
視
点
型
」
て
は
こ
の
よ
う
に
現
わ
れ
る
の
て
あ
っ
た
。

＝
一
の
②
「
視
点
独
立
型
」

「
視
点
独
立
型
」
の
場
合
て
も
、
そ
の
「
視
点
」
か
本
来
活
し
手
自
身
の
も

の
て
あ
る
こ
と
は
、
「
前
句
内
視
点
型
」
と
同
様
の
作
業
て
確
か
め
ら
れ
る
。

こ
の
詰
し
手
の
視
点
か
ら
前
後
匂
事
態
が
認
識
さ
れ
る
の
だ
か
、
そ
の
視
点
は
、

前
後
句
事
態
と
は
独
立
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
た
か
っ
て
、
前
句
の
王
語
か

人
に
限
ら
れ
る
と
い
っ
た
制
限
は
、
こ
の
「
視
点
独
立
型
」
に
は
無
い
。

視
点
の
独
立
と
い
う
こ
と
は
、

20

私
か
名
前
を
呼
ふ
と
、
彼
女
は
さ
っ
と
振
り
向
い
た
。
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の
よ
う
に
話
し
手
自
身
が
前
句
の
主
語
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
も
↓

1

・
・
ロ
え
る
も
の

で
あ
る
。
例
20
は
、
闘
一
の
文
型
で
前
句
主
語
を
入
れ
替
え
て
、

21

中
島
く
ん
が
名
前
を
呼
ぶ
と
、
彼
女
は
さ
っ
と
振
り
向
い
た
（
の
を
私

は
見
た
）
。

と
す
る
こ
と
が
で
善
る
。
例
20
で
は
、
前
句
主
語
と
後
句
巾
態
の
認
識
者
が
た

ま
た
ま
一
致
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
「
前
句
内
視
点
型
」
の
よ
う
に
前
句

、
、
、
、

行
為
に
お
い
て
後
り
巾
態
が
認
識
さ
れ
る
と
い
う
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

例
20
の
よ
う
な
も
の
も
、
「
視
点
独
立
型
」
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
視
点
独
立
型
」
て
は
、
こ
の
よ
』
ア
に
話
し
手
の
視
線
が
前
後
句
巾
態
の
そ

れ
ぞ
れ
に
対
し
て
別
箇
に
、
・
-
．
9

わ
ば
公
平
に
向
け
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
「
前

句
内
視
点
塑
ー
の
よ
う
に
話
し
下
の
祝
糾
に
よ
っ
て
前
後
hJ
間
の
関
連
性
が
保

証
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
無
い
。
そ
の
結
果
‘
[
と
」
の
結
ぶ
前
後
句
間
に
必

吸
と
さ
れ
る
「

fnj
ら
か
の
関
連
性
」
は
、
前
後
句
巾
態
間
の
内
容
上
の
関
係
性

に
求
め
ら
れ
る
他
な
い
の
で
あ
る
。

巾
態
間
の
内
容

K
の
関
係
と
し
て
は
様
々
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
が
、
で
き

こ
と
間
の
関
連
性
の
内
だ
の
い
か
ん
に
は
積
椛
的
に
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な
い

と
い
う
「
と
」
の
埜
本
的
性
格
か
ら
、
そ
こ
に
は
自
ず
と
制
限
が
あ
る
。
そ
の

制
限
を
一
パ
で
．
→
1
•
1
1
え
ば
、
そ
の
関
連
性
が
見
た
目
で
そ
れ
と
わ
か
る
よ
う
な
関

連
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
視
点
独
立
型
」
の
前
後
句
述
語
は
動
作
性
の
も
の
に
限
ら
れ
る
の
だ
が
、

こ
れ
か
そ
の
制
限
の
―
つ
の
現
れ
で
あ
る
。
で
き
ご
と
間
の
先
後
関
係
が
暖
昧

で
あ
れ
ば
、
見
た
日
で
両
者
の
関
連
性
を
認
識
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

前
後
句
巾
態
間
の
時
間
的
前
後
関
係
が
明
日
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
た
め

に
、
前
後
句
述
語
は
共
に
動
作
性
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
時
間
的
に
前
後
し
て
成
立
し
、
見
た
目
で
そ
れ
と
わ
か

る
関
連
性
を
有
す
る
一
―

t
態
に
は
、
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
が
考
え
ら
れ
る
。
以

下
で
は
、
こ
の
タ
イ
プ
の
違
い
に
よ
っ
て
「
視
点
独
立
型
」
の
内
部
を
細
分
し

て
、
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
前
後
句
事
態
の
関
連
性
が
同
一
主
体
の
連
続
的
な
動
作
と
い
う
点
に

求
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

22

彼
は
部
屋
に
入
る
と
、
ソ
フ
ァ
ー
に
腰
か
け
た
。

2
3
そ
の
ジ
ェ
ッ
ト
機
は
轟
音
を
愕
か
せ
る
と
、
大
空
へ
と
雄
い
上
が
っ
て

'
,
o
 

t
 

(11) 

こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
を
豊
田
股

f
氏
に
従
っ
て
、
「
連
続
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す

る。
次
に
、
あ
る
巾
態
が
成
立
す
れ
ば
そ
れ
に
反
応
し
て
も
う
―
つ
の
巾
態
か
成

立
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
知
識
を
前
捉
と
し
て
、
前
後
句
巾
態
間

の
関
連
性
が
理
解
さ
れ
る
場
合
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
「
反
応
」
と
名
づ
け

る
こ
と
に
し
よ
う
。

2
4
ス
ト
ー
プ
を
消
す
と
、
部
居
の
温
度
が
忌
激
に
下
が
っ
た
。

25

白
い
ボ
タ
ン
を
押
す
と
、
赤
い
ラ
ン
プ
が
光
っ
た
。

こ
の
タ
イ
プ
の
前
後
句
間
に
は
、
例
2
4
の
よ
う
に
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
場

合
が
多
く
、
そ
れ
が
こ
の
タ
イ
プ
の
意
味
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

「
と
」
自
身
が
そ
の
よ
う
な
関
係
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。

あ
る
"
態
と
そ
れ
に
反
応
し
て
成
立
し
た
と
見
え
る
小
態
の
間
に
は
視
央
に
因

果
関
係
が
あ
る
も
の
が
多
く
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
「
と
」
の
文
か
ら
読
み
取

ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
と
」
は
、
そ
の
よ
う
な
関
係
の
内
央
に

ま
で
立
ち
入
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
前
句
が
時
の
推
移
を
表
し
て
い
る
も
の
が
一
タ
イ
プ
と
し
て
あ
げ

ら
れ
る
。
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26

午
後
に
な
る
と
、
大
分
気
温
も
上
が
っ
て
き
た
。

27

し
ば
ら
く
す
る
と
、
臼
こ
う
か
ら
大
勢
の
人
が
や
っ
て
苔
た
。

こ
れ
は
、
「
時
」
と
名
づ
け
る
の
か
適
門
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
時
か
あ

ら
ゆ
る
巾
態
の
"
i
起
、
変
化
、
消
滅
の
根
底
に
流
れ
て
お
り
、
あ
る
意
味
て
常

に
そ
の
吸
囚
と
な
っ
て
い
る
と
パ
え
る
こ
と
か
ら
、
時
の
推
移
を
表
す
前
川
は

後
伺
小
態
と
閲
連
性
を
持
つ
も
の
と
認
識
さ
れ
る
の
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
，
こ
タ
イ
。
フ
て
「
祝
点
独
立
型
L

の
ほ
と
ん
ど
の
例
を
投
う
か
、
な
お
、

少
数
な
か
ら
次
の
よ
う
な
タ
イ
。
フ
の
も
の
も
詔
め
ら
れ
る
。

28

サ
ノ
カ
ー
の
試
合
か
始
ま
る
と
、
に
わ
か
に
激
し
い
雨
か
降
り
出
し
だ
。

29

叫
食
の
用
意
か
て
ぎ
る
と
、
ち
ょ
う
ど
良
い
具
合
に
皆
か
起
き
出
し
て

苔
だ
。

例
28
て
は
降
雨
か
試
合
に
店
欄
を
及
ば
す
と
い
う
関
係
、
例
29
て
は
て
苔
た
叫

食
を
食
へ
る
の
に
特
か
起
き
た
の
か
好
都
合
て
あ
っ
た
と
い
う
関
係
か
二
巾
態

間
に
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
場
面
に
お
い
て
前
後
句
巾
態
間
に
何
ら

か
の
出
愕
関
係
か
あ
る
と
い
う
忍
味
て
前
後
匂
巾
態
間
の
関
連
性
か
認
め
ら
れ

て
い
る
わ
け
て
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
タ
イ
゜
フ
は
、
「
場
面
」
と
名

つ
け
る
こ
と
か
て
き
る
だ
ろ
う
。

「
視
点
独
汀
型
」
の
「
と
」
の
用
仏
は
、
以
上
の
四
タ
イ
。
フ
に
分
類
さ
れ
、

こ
れ
以
外
の
タ
イ
プ
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
四
タ
イ
プ
に
限
ら
れ
る
こ
と
か
、

先
に
述
へ
だ
制
限
の
結
果
な
の
て
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
四
タ
イ
プ
か
相
互
に

柚
め
て
異
質
な
内
容
の
も
の
て
あ
る
こ
と
も
、
汗
目
さ
れ
る
点
て
あ
る
。
巾
態

間
の
関
連
性
の
内
丈
の
い
か
ん
に
立
ち
入
ら
な
い
と
い
う
「
と
」
の
性
格
が
、

こ
こ
に
如
L
~に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
て
あ
る
。

本
節
て
は
、
個
別
的
巾
態
を
表
す
「
と
」
を
「
前
匂
内
祝
点
型
」
と
「
祝
点

(12) 

狐
立
型
」
に
二
大
別
し
、
そ
の
用
法
と
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
苔
た
か
、
こ
こ

て
、
こ
れ
と
条
件
法
の
体
系
と
の
関
係
に
簡
屯
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ら

の
「
と
」
の
用
法
か
確
定
条
件
法
に
属
す
る
こ
と
は

11・・=う
ま
て
も
な
く
、
ま
た
、

(13) 

そ
れ
を
「
偶
然
確
定
条
件
法
」
と
す
る
こ
と
に
も
問
坦
は
な
い
。
と
言
う
よ
り
、

む
し
ろ
こ
の
「
と
」
の
用
法
こ
そ
が
そ
う
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
て
あ

る
と
考
え
る
。
「
偶
然
」
と
い
う
こ
と
意
味
は
、
「
と
」
の
「
（
前
後
匂
れ
態
の
）

関
連
性
の
内
~
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
か
つ
そ
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
積
栂
的

に
表
現
す
る
こ
と
」
か
な
い
と
い
う
基
本
的
性
格
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
へ
き
も

の
て
あ
ろ
う
。

ま
だ
、
「
連
続
」
を
条
件
法
の
中
に
食
め
な
い
考
え
が
多
く
見
ら
れ
る
か
、

本
稿
の
考
寮
の
範
間
て
は
、
他
の
用
仏
と
の
本
質
的
な
差
迎
は
見
ら
れ
な
か
っ

だ
。
「
連
続
」
を
条
件
法
に
介
め
な
い
考
え
は
、
「
ば
」
や
「
た
ら
」
を
こ
そ
条

件
法
て
あ
る
と
し
、
そ
れ
ら
に
「
連
続
」
の
用
法
か
無
い
こ
と
を
根
閃
と
す
る

も
の
て
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
日
本
語
の
条
件
法
と
は
ど
う
い
う
も
の
て
あ
る
の

か
、
何
を
も
っ
て
条
件
法
と
パ
う
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
木
解
決
の
問
題
て
あ

る
。
本
稿
と
て
特
に
定
見
は
持
た
な
い
か
、
未
解
決
て
あ
る
以
上
、
考
寮
の
範

叫
は
広
く
考
え
る
パ
か
有
益
て
あ
ろ
う
と
考
え
て
、
「
連
続
L

を
条
件
法
の
中

に
入
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

57 ~-・一

四
非
個
別
的
事
態
を
表
す
「
と
」

非
個
別
的
事
態
を
表
す
「
と
」
の
用
仏
に
は
、

3
0
f供
の
こ
ろ
は
、
夏
に
な
る
と
‘
]
出
日
の
よ
う
に
泳
き
に
臼
っ
た
も
の

ゞ
—

-
}
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つ
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な
と
の
よ
う
に
文
だ
か
過
去
形
て
、
過
去
の
村
伯
を
表
す
等
と
パ
わ
れ
る
も
の

と



31

こ
の
辺
は
、
母
年
夏
に
な
る
と
、
海
水
浴
客
て
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。

な
と
の
よ
う
に
文

K
か
現
在
形
て
、
和
常
的
な
関
係
を
表
す
等
と
・
パ
わ
れ
る
も

の
と
か
あ
る
が
、
本
節
て
は
、
ひ
と
ま
ず
血
者
を
区
別
せ
す
に
扱
う
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
指
摘
て
芸
ろ
の
は
、
個
別
的
巾
態
を
表
す
「
と
」
の
用
怯
か
全
て
そ
の

ま
ま
こ
の
非
個
別
巾
態
を
表
す
川
江
へ
と
転
換
て
き
る
こ
と
て
あ
る
。
試
み
に

前
節
ま
て
に
じ
げ
だ
各
タ
イ
プ
の
用
例
に
少
し
下
を
加
え
て
、
非
個
別
的

t
態

を
表
す
と
」
の
用
例
を
作
っ
て
み
よ
う
。

32

こ
の
部
屋
は
窓
を
開
け
る
と
、
日
の
前
に
淡
路
島
か
見
え
る
と
て
も
景

色
の
い
い
部
呈
て
す
。
（
発
見
）

33

家
て
け
寝
を
し
て
い
る
と
、
決
ま
っ
て
と
こ
か
か
ら
屯
晶
か
か
か
っ
て

く
る
。
（
兌
現
）

34

彼
は
室
に
入
る
と
、
い
つ
も
ソ
フ
ァ
ー
に
腰
を
か
け
だ
。
（
連
続
）

35

ス
ト
ー
プ
を
消
す
と
、
宰
内
の
温
度
は
忍
激
に
ド
か
り
ま
す
。
（
反
応
）

36

私
の
ド
宿
は
西
日
か
入
っ
て
、
午
後
に
な
る
と
、
ひ
と
く
温
度
か
じ
か

る
。
（
時
）

37

昨
ン
ー
ス
ノ
ぱ
、
と
う
い
う
わ
け
か
試
合
か
始
ま
る
と
雨
か
降
り
だ
し

た
も
の
だ
っ
た
。
（
場
面
）

こ
の
よ
う
な
虹
換
か

ilI能
な
の
は
、
非
個
別
的
|
態
を
表
す
「
と
」
の
用
法

と
は
、
個
別
的
巾
態
の
一
屈
的
な
関
係
の
集
積
し
た
も
の
を
表
す
か
ら
て
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
「
家
て
け
寝
を
し
て
い
る
と
、
屯
砧
か
か
か
っ
て
苔
だ
」
と

い
う
経
験
か
積
み
市
な
っ
た
時
、
例
33
の
よ
う
な
表
現
か
成
立
す
る
と
考
え
る

の
て
あ
る
。

そ
れ
は
、
「
犬
か
吠
え
た
c
」
と
い
う
「
か
」
の
文
と
「
犬
は
、
吠
え
る
。
」

と
い
う
は
」
の
文
と
の
関
係
に
類
似
す
る
も
の
と

•
1
•
9
え
よ
う
。
し
か
し
、

「
は
」
の
判
断
は
、
過
去
の
紆
験
を
根
底
に
置
彦
な
か
ら
も
、
結
屈
は
そ
れ
と

独
ir一
し
た
砧
し
手
目
身
の
山
任
に
よ
る
判
断
を
表
す
点
て
、
「
と
」

は
堤
な
っ
て
い
ろ
。

井
個
別
的
巾
態
を
表
す
「
と
」
は
、
個
別
的
|
態
を
表
す
「
と
」
の
用
仏
か

ら
転
換
し
て
作
ら
れ
る
例
3
2
1
3
7
の
よ
う
な
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な

関
係
を
持
た
な
い
、

38

彼
は
ひ
ま
か
付
る
と
、
マ
ン
ガ
の
本
を
読

A
て
い
る
。

39

湿
度
か
高
い
と
、
カ
ビ
か
小
え
や
す
い
。

の
よ
う
な
場
合
も
食
め
て
、
あ
く
ま
て
巾

t
関
係
の
集
積
に
密
行
し
た
表
現
を

す
る
と
考
え
る
の
て
あ
る
。

以
卜
の
よ
う
な
巾
情
は
、
つ
と
に
松
ド
人
．
二
郎
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

も
の
て
あ
る

C

松
ド
氏
は
、

乙
こ
ん
な
日
に
外
へ
出
る
と
濡
れ
て
し
ま
ふ
。

乙
私
は
酒
を
飲
む
と
眠
く
な
る
。

の
例
を
あ
げ
て
、
次
の
よ
う
に
述
へ
て
い
る
。

口
は
兜
論
て
は
な
い
。
~
際
て
あ
る

C

濡
れ
る
だ
け
の
押
由
か
有
る
か
無

い
か
は
別
問
題
て
あ
っ
て
、
刑
由
は
と
に
か
く
だ
際
濡
れ
る
の
て
あ
る
。

経
験
の
結
果
を
表
し
て
も
経
験
か
ら
狐
立
し
て
居
な
い
。
経
験
を
背
景
と

(14) 

し
て
働
い
て
ゐ
る
。

非
個
別
的
巾
態
を
表
わ
す
「
と
」
の
用
払
の
性
杞
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ

と
は
、
前
節
の
述
へ
た
「
と
」
の
状
本
的
意
味
か
ら
も
容
易
に
導
き
出
さ
れ
る

は
ず
で
あ
る
。

さ
て
、
本
節
て
は
、
非
個
別
的
ト
態
を
表
す
「
と
」
の
用
法
を
個
別
的
ポ
態

を
表
す
「
と
」
の
用
法
と
の
関
係
に
お
い
て
、
前
者
を
後
者
か
ら
展
開
さ
れ
た

も
の
と
考
え
て
き
た
。
前
者
の
用
法
の
分
類
は
、
後
者
の
そ
れ
と
対
応
し
て
考

え
る
こ
と
か
て
き
る
で
あ
ろ
う
。
例
38
、
39
の
よ
う
に
前
後
匂
述
語
に
状
態
の

の
場
合
と
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も
の
を
取
り
、
個
別
的

t
態
を
表
す
「
と
」
の
文
に
転
換
で
き
な
い
場
合
に
も
、

前
節
の
分
類
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
ilJ
能
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
例
3
8
、
3
9
の
よ
う
な
も
の
が
個
別
的
＂
態
を
表
す
場
合
に
は
無
く
、

非
個
別
的
ポ
態
を
表
す
場
合
に
は
ilJ
能
で
あ
る
こ
と
の
理
由
は
、
考
え
て
お
く

必
要
が
あ
る
。

一
回
的
な
で
き
ご
と
の
関
係
を
表
現
す
る
場
合
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に

「
と
」
前
後
句
に
は
、
こ
と
に
「
視
点
独
立
型
」
に
お
い
て
、
巾
態
間
の
明
瞭

な
時
間
的
前
後
関
係
が
必
要
と
さ
れ
た
。
こ
れ
か
、
個
別
的
ボ
態
を
表
す
場
合

の
「
視
点
独
立
型
」
の
文
の
前
後
句
述
語
が
動
作
性
の
も
の
に
限
ら
れ
た
狸
由

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
非
個
別
的
巾
態
を
表
す
「
と
」
の
用
法
で
は
、
多
数
の

で
き
ご
と
関
係
の
集
積
を
基
礎
に
お
い
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
関
係
成
立
の
多

数
性
に
支
え
ら
れ
て
、
前
後
句
ポ
態
間
の
関
連
性
が
一
回
的
な
場
合
よ
り
も
強

力
な
も
の
と
意
識
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
非
個
別
的
事
態
を
表
す
場
合
の
「
視

点
独
立
型
」
に
対
応
す
る
文
に
お
い
て
も
、
市
態
間
の
時
間
的
な
関
係
な
厳
密

さ
が
要
求
さ
れ
な
く
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
市
情
で
、
時
間
的
関
係
性
を
表
示
し
な
い
た
め
に
個
別
的
ポ
態

を
表
す
場
合
に
は
「
発
見
」
の
後
句
に
し
か
成
り
得
な
か
っ
た
形
容
祠
述
語
の

句
さ
え
も
が
、
非
個
別
的

t
態
を
表
す
場
合
に
は
、
広
く
前
後
句
述
語
た
り
得
、

例
3
8
、
3
9
の
よ
う
に
表
現
が
ilJ
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

五

「
と
」
の
一
般
条
件
法
と
仮
定
条
件
法

前
節
で
は
、
非
個
別
的
＂
態
を
表
す
「
と
」
の
文
末
が
過
去
形
で
あ
る
場
合

と
現
在
形
で
あ
る
場
合
と
を
一
括
し
て
扱
っ
た
。
両
者
に
は
、
一
括
さ
れ
る
だ

け
の
共
通
性
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
だ
か
、
条
件
法
の
体
系
と
の
関
係
か
ら
パ
え

ば
、
こ
の
両
者
の
間
に
一
線
を
画
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

例
え
ば
、

40

（
以
前
住
ん
で
い
た
家
は
）
大
雨
が
降
る
と
、
雨
漏
り
が
し
た
。

4
1
（
こ
の
家
は
）
大
雨
が
降
る
と
、
雨
漏
り
が
す
る
。

の
間
に
は
、

40
の
例
が
過
去
の
事
実
関
係
の
集
積
だ
け
し
か
表
し
て
い
な
い
の

に
対
し
て
、
4
1
の
例
で
は
そ
れ
に
加
え
て
新
た
な
事
実
関
係
の
成
立
の
予
想
を

合
ん
で
い
る
点
で
根
本
的
な
差
異
が
あ
る
。
例
40
の
よ
う
な
も
の
は
、
既
然
の

ボ
夷
関
係
を
述
べ
る
も
の
で
し
か
な
く
、
そ
の
無
味
に
お
い
て
非
個
別
的
事
態

を
表
す
「
と
」
の
諸
例
と
同
一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
例

40
の
よ
う
な
用
法
を
確
定
条
件
法
の
側
に
位
骰
づ
け
た
い
と
考
え
る
。
か
つ

「
と
」
の
意
味
個
性
か
ら
し
て
、
こ
の
場
合
も
非
個
別
的
ポ
態
を
表
す
「
と
」

同
様
、
偶
然
確
定
条
件
法
と
見
る
ぺ
き
も
の
と
考
え
る
。

例
4
1
は
、
「
（
こ
れ
ま
で
）
大
雨
が
降
る
と
、
雨
漏
り
か
し
た
」
と
「
（
こ
れ

か
ら
も
）
大
雨
が
降
る
と
、
雨
降
り
が
す
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
云
一
種
類
の
関
係

を
合
意
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
こ
そ
、
松
下
大
三
郎
氏
の
「
現
然
仮
定

条
件
法
」
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
現
然
仮
定
条
件
法
」
と
は
、
確

定
条
件
法
と
仮
定
条
件
法
の
中
間
に
位
骰
し
、
両
者
の
意
味
を
合
わ
せ
持
つ
こ

と
に
よ
っ
て
、
両
者
を
仲
介
す
る
も
の
と
規
定
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
か

ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
松
下
氏
の
「
現
然
仮
定
条
件
法
」
を
「
一
般
条
件
法
」
と

呼
び
か
え
る
こ
と
に
す
る
。
「
一
般
条
件
法
」
と
い
う
言
い
方
は
、
既
に
広
く

使
わ
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
本
稿
が
こ
の
名
称
を
と
る
こ
と
は
、
以
下
の
理
由

に
よ
る
。
ま
ず
、
「
現
然
仮
定
」
の
「
仮
定
」
が
右
の
規
定
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ

と
、
「
現
然
」
と
い
う
'
'
"
:
い
月
が
現
在
に
の
み
項
点
を
附
い
た
も
の
で
あ
る
の

が
必
ず
し
も
適
当
で
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
名
称
を
そ
の
ま
ま
使
う
こ
と
は
し

な
い
。
ま
た
、
「
杞
常
条
件
法
」
「
釘
時
条
件
法
」
と
い
う
名
称
を
と
ら
な
い
の

59 



は
、
そ
れ
か
過
去
か
ら

K
来
ま
て
永
久
に
木
変
の
関
係
を
示
唆
す
る
も
の
た
か

ら
て
あ
る
。
一
般
条
件
止
に
は
、

42

近
煩
は
哀
不
足
て
ヘ
ノ
ト
に
人
る
と
、
す
く
疫
入
っ
て
し
ま
う
。

4
3
島
川
さ
ん
の
家
に
遊
ひ
に
り
く
と
、
時
々
奥
さ
ん
の
手
料
刑
か
出
て
く

る。

の
よ
う
な
例
も
介
ま
れ
、
「
柘
常
」
「
い
時
」
と
い
っ
た

1̂
.
.
 

I

い
fj
は
そ
く
わ
な
い

の
て
あ
る
。

「
と
」
の
一
般
条
件
仏
と
は
、
非
偲
別
的
巾
態
を
表
す
「
と
」
の
中
て
、
文

末
に
現
在
形
を
取
り
、
既
然
の
巾

t
関
係
の
集
積
と
人
然
の
巾
態
関
係
へ
の
予

想
を
含
む
も
の
て
あ
っ
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
と
」
の
仮
定
条
件
広
と
は
、

そ
の
よ
う
に
一
般
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
関
係
を
特
定
さ
れ
だ
木
然

の
て
き
こ
と
に
適
用
し
だ
も
の
と

．．
 

げ
う
こ
と
か
て
き
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
条

件
仏
の
ヘ
ー
ロ
意
す
る
二
つ
の
意
味
の
う
ち
、
既
然
の
巾

t
関
係
の
集
積
の
り
を
括

象
し
、

f
想
の

fj
の
み
を
残
し
た
も
の
か
「
と
」
の
仮
尤
条
件
法
な
の
て
あ
る
。

だ
た
し
、
括
象
し
た
と
.
・
,•
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
忘
れ
さ
れ
ら
わ
る
の
て
は
な
く
常

に
そ
の

f
思
の
基
盤
と
し
て
意
識
さ
れ
、
動
い
て
い
る
の
て
あ
っ
て
、
そ
れ
か

ま
だ
「
と
L

の
仮
定
条
件
法
の
件
格
を
規
ず
し
て
い
る
の
て
あ
る
。

命
令
、
意
志
、
要
求
等
の
表
現
か
「
と
」
の
仮
定
条
件
法
に
は
無
い
と
い
う

し
は
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
ポ
実
は
、
：
と
」
の
仮
定
条
件
法
の
性
格
を
こ
の

よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
て
き
る
た
ろ
う
。
命
令
、
意
志
、
佐
求
等

の
ム
ー
ト
は
、
.
,●

1
9

わ
ば
話
し
手
の
考
え
．
つ
て
決
め
ら
れ
る
も
の
て
あ
る
。
そ

れ
は
、
世
界
の
一
般
的
な
て
苔
ご
と
の
関
係
と
は
一
日
．
切
り
離
さ
れ
だ
表
現
て

あ
っ
て
、
常
に
こ
と
の
一
般
的
な
あ
り
方
を
背
景
と
し
て
負
っ
て
い
る
「
と
L

の
仮
定
条
件
法
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
な
の
て
あ
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
推
培
の
場
〈
11

に
は
、
「
と
L

の
仮
定
条
件
広
か
使
い
得

る
か
、
そ
れ
は
、
推
〗
一
中
か
「
命
令
」
等
と
は
異
な
り
世
界
の
一
般
的
な
て
き
こ

と
関
係
に
拮
盤
を
置
く
と
い
う
一
面
を
持
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

本
節
て
は
、
非
個
別
的
巾
態
を
表
す
「
と
」
の
用
仏
を
一
ベ
JJ
し
、
さ
ら
に
、

そ
れ
と
仮
定
条
件
仏
の
「
と
」
と
の
関
係
を
辿
へ
だ
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
前
節
に
辻
へ
だ
個
別
的
巾
態
を
表
す
場
合
か
ら
非
個
別
的
れ
態

を
表
す
場
合
へ
の
展
開
の
関
係
は
、
確
定
条
件
法
の
個
別
か
ら
非
桐
別
へ
、
確

定
条
件
法
か
ら
一
般
条
件
払
へ
、
そ
し
て
、
一
般
条
付
法
か
ら
仮
定
条
件
払
ヘ

の
展
開
と
し
て
と
ら
え
IIII
し
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
か
て
き
る
の
て
あ
る
。

本
稿
て
辿
へ
だ
苔
だ
こ
の
「
と
」
の
用
法
の
関
係
を
ま
と
め
て
例
に
よ
っ
て

-
小
せ
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

4
4
あ
る
年
暖
か
く
な
ろ
と
、
ツ
ハ
メ
か
飛
ん
て
き
て
軒
ド
に
出
を
作
っ
だ
。

45

以
前
は
暖
か
く
な
ろ
と
、
ツ
バ
メ
か
飛
ん
て
き
て
軒
ド
に

1
を

11
つ
だ

も
の
だ
っ
だ
。

46

暖
か
く
な
る
と
、
ツ
ハ
メ
か
飛
ん
て
苔
て
軒
ド
に
史
を
作
る
。

47

来
年
も
暖
か
く
な
る
と
、
ツ
ハ
メ
か
飛
A
て
き
て
軒
下
に
集
を
作
る
た

ろ
う
。
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本
稿
て
は
、
接
続
助
詞
「
と
」
の
意
味
と
諸
用
法
、
お
よ
ひ
、
そ
れ
ら
相
万

の
閃
係
を
め
く
っ
て
考
察
し
、
そ
の
中
か
ら
現
代
語
の
条
件
払
の
体
系
に
つ
い

て
も
兌
言
し
た
。
特
に
条
付
法
の
体
系
に
関
す
る
考
察
は
極
く
部
分
的
な
も
の

て
あ
っ
た
か
、
そ
れ
も
、
他
の
条
件
表
現
形
式
を
検
村
ず
る
中
て
変
史
す
る
必

吸
か
あ
る
か
も
し
れ
な
い

olru様
の
こ
と
は
、
「
と
」
の
意
味
、
用
広
に
つ
い

て
も

1い
え
ろ
だ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
だ
意
味
を
含
め
て
、
「
と
」
以
外
の
条
件
表

現
形
式
を
丁
寧
に
考
空
し
て
い
く
こ
と
を
今
後
の
課
類
と
し
た
い
。



1

松
ド
人
．
一
郎
，
改
撰
控
A
五
日
本
文
仏
」
（
中
文
館
、

―
ぺ
—
ジ
。

2
c
i
l右。

3

接
続
助
叫
「
て
」
と
の
迎
い
は
、
こ
こ
に
士
し
る
。
二
て
」
も
、
て
き
こ
と
と
て

当
こ
と
と
の
関
係
の
内

X
を
表
現
し
な
い
点
て
は
と
」
と

Inl
し
だ
か
、
と
の
よ
う

な
こ
と
て
あ
っ
て
も
、
客
休

lit界
の
秩
序
と
か
か
わ
り
な
く
、

rい
し

T
の
考
え
―
っ

て
結
ひ
つ
け
ら
れ
ろ
点
て
了
こ
」
と
界
な
る
。
て
」
の
場
介
、
と
の
よ
う
な
”
"
]
味

て
結
ひ
つ
け
て
い
る
か
は
表
規
さ
れ
な
い
か
、
何
と
何
を
結
ひ
つ
け
る
か
と
い
う
と

こ
ろ
に
ー
叩
し

rの
怠
図
か
反
映
て
き
る
か
ら
、

r段
、
状
況
訪
、
囚
果
関
係
、
並
列

等
、
ー
と
」
よ
り
は
る
か
に
多
様
な
関
係
か
、
結
ひ
つ
け
ら
れ
た
も
の
の
間
に
読
み

取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
て
あ
る
。

4

国
広
哲
弥
「
時
間
接
続
表
現
の
意
味

1忍
我
素
の
、
刀
析
ー
ー
」
（
『
国
詔
と
国
文

学
』
五
万
巻
万
け
、
一
几
じ
八
）
一

L
O
ペ
ー
ン
。

5

松
田
剛
史
「
]
•
卜
、
テ
、
タ
フ
』
に
つ
い
てL
(
「
人
谷
女
子
大
国
文
』
一
四
り
、

一
九
八
四
）
一
二
九
ペ
ー
ン
。

6
安
田
心
旱
「
助
訓
切
＿
（
冨
い
波
謁
沖

11
本
話

7
』
岩
放
甚
比
、
一
九
じ
し
）
、
お

よ
び
、
岡
鯰
化
継
「
順
態
接
続
助
詞
『
と
』
の
成
化
に
つ
い
て
」
（
は
内
学
院
碓
ぷ
』

八
一
巻
，
こ
[
9
、
一
几
八

O
)
。

7

吸
田
血

)r
「
発
見
の
「
と
』
」
（
：
日
本
詔
教
育
』

．． 

ぃ
ハ
り
、
―
几

L
I
i
)
の
IIJ
詔

こ
足
う
。

ー＇（

8

柱
7
の
文
献
几

．．
 

ペ
ー
ジ
°

9

注

5
の
文
献
―
-
．
四
I

.. —
托
ペ
ー
ン
。

1
0
同
右
。

11

隙
田
皿

"
f
「
接
続
助
詞
：
と
』

Ul
用
法
と
磯
能
m
L
(
J
l
l
木
訊
ッ
了
校
誦
庄
』
村
り
9
、

一
九
に
八
）
に
よ
る
。

12

こ
の
分
類
は
、
高
低
太
郎
氏
の
外
的
関
係
」
と
「
内
的
関
係
j

と
い
う
粂
付
払

一
几
．
一
八
）

Hi.
：
四

I
I
L
圧

の
．．
 

分
類
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
も
の
て
あ
る
。
ぢ
臼
怜
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
へ
て
い
る
。

外
的
な
関
係
と
い
う
の
は
、
主
節
か
現

t
の
て
¥
こ
と
や
あ
り
ざ
ま
を
あ
ら
わ

し
て
い
て
、
条
件
節
（
り
）
か
、
そ
れ
を
認
識
し
だ
り
表
現
し
た
り
す
る
活
動

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
て
あ
る
。

内
的
な
関
係
と
い
う
の
は
、
条
件
節
（
り
）
と
上
節
の
あ
ら
わ
す
こ
と
か
ら
か

そ
れ
そ
れ
現

t
の
て
芦
こ
と
や
あ
り
ざ
ま
の
内
部
娑
索
と
し
て
か
か
わ
っ
て
い

る
よ
う
な
関
係
で
あ
ろ
。

（
翡
抵
人
郎
「
動
訓
の
矢
件
形
の
後
置
詞
化
」
贔
叩
用
語
cJJ
研
究
↑
明
冶
内
院
、

一
九
八
．
．
．
ヽ
．
；
九
九
ペ
ー
ジ
）

本
稿
の
ハ
jJ
類
は
、
こ
の
靡
僑
氏
の
分
類
を
、
祝
点
と
い
う
観
点
を
根
底
に
お
い
て
と

ら
え
直
し
、
接
続
助
詞
「
と
」
い
用
法
に
適
用
し
た
も
い
と

1
•

口
う
こ
と
も
て
苔
る
。

こ
ー
ゞ
9

0

3

主
l

1

.

1

1

1
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松
ド
人
．
こ
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控
dir
日
本
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（
中
文
餡
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．
九

1
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0
ペ
ー
ジ
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