
Kobe University Repository : Kernel

PDF issue: 2025-05-02

副助詞「など」について : とくに「否定的強調」
「軽視・謙遜」の意味を帯びる場合について

(Citation)
國文論叢,23:1-17

(Issue Date)
1995-04

(Resource Type)
departmental bulletin paper

(Version)
Version of Record

(JaLCDOI)
https://doi.org/10.24546/81011798

(URL)
https://hdl.handle.net/20.500.14094/81011798

加波(三宅), 尚子



副
助
詞

「
な
ど
」

に
つ
い
て

と
く
に
「
否
定
的
強
調
」
「
軽
視
•
謙
遜
」

は
じ
め
に

「
な
ど
」
は
「
だ
け
、
く
ら
い
、
ば
か
り
」
な
ど
と
と
も
に
、
山
田
孝
雄

が
論
じ
る
よ
う
に
、
「
或
る
用
言
の
意
義
に
関
係
を
有
す
る
語
に
附
属
し
て
、

遥
か
に
下
な
る
用
言
の
意
義
を
修
飾
す
る
」
と
い
う
副
助
詞
の
一
っ
と
し
て

扱
う
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
本
稿
で
も
、
「
な
ど
」
を
副
助
詞
と
す
る
立
場

で
考
察
す
る
。
副
助
詞
は
そ
の
機
能
と
し
て
、
連
用
的
機
能
と
体
言
的
機
能

を
持
つ
。
後
に
宮
地
裕
一
九
五
二
は
、
こ
れ
ら
を
、
副
機
能
、
準
体
機
能
と
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名
付
け
た
。

さ
て
、
副
助
詞
の
な
か
で
も
、
「
な
ど
」
の
意
味
は
「
ナ
ド
の
現
れ
る
文

が
肯
定
文
か
否
定
文
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
異
な
る
」
（
植
田
瑞
子
一
九
九

③
 -

）
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
同
じ
副
助
詞
で
も
、
次
の
例
の

よ
う
に
、
「
だ
け
、
く
ら
い
、
ば
か
り
」
に
つ
い
て
は
‘
肯
定
文
で
使
用
さ

れ
て
も
、
否
定
文
で
使
用
さ
れ
て
も
、
文
中
で
あ
ら
わ
す
意
味
は
大
き
く
変

わ
る
こ
と
は
な
い
。

（
太
郎
は
納
豆
だ
け
食
べ
て
い
る
。

ー

太
郎
は
納
豆
だ
け
食
べ
な
い
。

の
意
味
を
帯
び
る
場
合
に
つ
い
て
ー
—
_加

波

尚

子

（
三
宅
）

（
納
豆
ぐ
ら
い
食
べ
た
ら
ど
う
だ
。
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納
豆
ぐ
ら
い
た
べ
な
い
で
ど
う
す
る
ん
だ
。

｀
豆
ば
か
り
食
べ
て
い
る
。

3
 

納
豆
ば
か
り
食
べ
な
い
で
魚
も
食
べ
な
さ
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
「
な
ど
」
の
場
合
は
、
次
の
よ
う
に
文
中
で
あ
ら
わ
す
意

味
に
は
違
い
が
出
る
。

朝
食
に
は
納
豆
な
ど
食
べ
る
。

一
大
阪
人
は
納
豆
な
ど
食
べ
な
い
。
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こ
の
例
で
い
え
ば
、
肯
定
文
の
方
は
「
な
ど
」
の
上
接
要
素
に
対
し
て
、
話

し
手
の
特
別
な
価
値
判
断
は
感
じ
ら
れ
ず
、
「
な
ど
」
は
単
に
「
例
示
」
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
と
感
じ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
否
定
文
の
方
は
‘
「
な
ど
」

の
上
接
要
素
に
対
す
る
話
し
手
の
一
種
の
否
定
的
価
値
判
断
が
感
じ
ら
れ
、

い
わ
ゆ
る
「
否
定
的
強
調
」
や
「
軽
視
・
謙
遜
」
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が

出
る
よ
う
に
思
う
。

そ
れ
で
は
、
肯
定
文
の
場
合
に
は
必
ず
「
例
示
」
の
意
味
に
な
り
、
否
定

文
の
場
合
に
は
必
ず
「
否
定
的
強
調
」
「
軽
視
・
謙
遜
」
の
意
味
に
な
る
の

だ
ろ
う
か
。
実
は
そ
う
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
植
田
自
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身
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
‘
否
定
文
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ず
「
例
示
」
の

意
味
を
持
つ
例
は
次
の
よ
う
に
存
在
す
る
。

マ

マ

5
土
ふ
ま
ず
の
形
式
が
遅
れ
、
遠
足
な
ど
で
長
く
歩
け
な
い
。
〈
植
田

ー
植
田
一
几
几
一
か
ら
の
引
用
例
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
以
ド
、
引

用
文
献
か
ら
の
引
用
例
は
こ
の
よ
う
に
あ
ら
わ
す
こ
と
に
す
る
。
加

波
注
ー
〉

同
じ
よ
う
に
‘
肯
定
文
な
の
に
「
軽
視
・
謙
遜
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
出
る
例

も
ま
た
存
在
す
る
。

6

「
い
ず
れ
ね
」
と
言
わ
れ
て
彼
女
は
も
う
有
頂
天
、
ボ
ー
イ
・
フ
レ

ン
ド
の
ジ
ュ
リ
イ
の
事
な
ど
忘
れ
て
し
ま
う
の
ぱ
せ
方
だ
。
〈
国
立

国
語
研
究
所
〉

こ
の
よ
う
に
、
「
な
ど
」
は
「
だ
け
‘
く
ら
い
、
ば
か
り
」
な
ど
と
は
違

っ
て
、
あ
る
条
件
に
よ
っ
て
、
文
中
で
表
す
意
味
か
違
う
ら
し
い
こ
と
、
そ

し
て
そ
の
条
件
の
大
き
な
要
素
か
‘
肯
定
文
に
用
い
ら
れ
る
か
否
定
文
に
用

い
ら
れ
る
か
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、
他
に
は
ど
の
よ
う
な
条

件
か
効
い
て
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
な
ぜ
、
そ
の
条
件
の
時
に
は

「
な
ど
」
は
そ
の
よ
う
な
紅
味
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
関
し
て
、

「
な
ど
」
と
い
う
語
の
側
に
立
っ
て
、
論
じ
ら
れ
た
研
究
は
従
来
な
か
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
お
も
に
否
定
文
に
つ
い
て
「
否
定
的
強
調
」
「
軽

視
•
謙
遜
」
及
び
「
例
ぷ
」
の
慈
味
が
出
る
条
件
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た

い
と
思
う
。
さ
ら
に
そ
の
関
連
と
し
て
肯
定
文
で
、
「
軽
視
・
謙
遜
」
の
意

味
が
出
る
場
合
の
条
件
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
い
と
思
う
。
方
法
と
し
て
は
‘

否
定
文
に
お
い
て
「
な
ど
」
の
川
い
ら
れ
る
文
即
を
、
基
本
的
に
植
田
一
九

九
一
を
踏
襲
し
て
分
類
し
、
文
型
と
土
息
味
と
の
関
係
を
探
り
た
い
。
そ
の
上

で
文
即
以
外
の
条
件
を
考
察
し
、
文
中
で
の
意
味
の
立
ち
現
れ
方
を
「
な

ど
」
と
い
う
語
の
側
に
た
っ
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

先
行
研
究

、
森

先
行
研
究
と
し
て
は
国
立
国
語
研
究
所
（
水
野
賢
執
筆
）
一
九
五
一
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田
良
行
一
九
八
〇
‘
沼
田
善
子
一
九
八
六
、
そ
し
て
、
植
田
瑞

f
―
九
九
一

が
あ
る
。
植
田
瑞

f
-
J
L
九
一
以
外
は
す
べ
て
、
在
味
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ

て
お
り
、
文
型
的
な
分
類
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

ま
ず
、
国
立
国
語
研
究
所
（
以
下
、
「
国
研
」
と
略
す
る

C

加
波
注
）
一

九
五
一
は
、
「
な
ど
」
の
立
屈
味
を
①
「
例
示
と
総
括
」
②
「
あ
る
事
物
を
例

ポ
し
、
そ
れ
を
軽
し
め
て
扱
う
言
い
方
（
否
定
的
な
内
容
ま
た
は
反
語
的
な

内
容
を
表
現
し
、
も
し
く
は
‘
け
ん
そ
ん
し
た
言
い
方
を
す
る
時
に
用
い
ら

れ
る
。
）
」
の
二
つ
に
分
け
た
。
肯
定
文
に
あ
ら
わ
れ
る
か
、
否
定
文
に
あ
ら

わ
れ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
‘
②
に
つ
い
て
の
「
否
定
的
な
内
容
」
と

い
う
文
言
は
あ
る
も
の
の
、
①
に
つ
い
て
も
②
に
つ
い
て
も
明
確
な
指
摘
は

な
い
。
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例
を
見
て
み
る
と
‘
①
に
は
古
定
の
例
は
な
く
‘

全
部

H
定
文
な
の
に
対
し
て
、
②
に
は
否
定
文
の
例
が
多
い
か
‘
肯
定
文
の

例
（
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
で
引
用
し
た
例

6
)
も
見
ら
れ
る
。

森
田
良
行
一
九
八

0
は
、
基
本
的
に
国
研
一
九
五
一
を
踏
襲
す
る
が
、
田

研
の
①
を
「
取
り
立
て
」
「
例
示
」
の
二
つ
に
、
②
を
「
強
調
」
「
軽
視
・
謙

遜
」
の
二
つ
に
分
け
た
。
杓
定
文
に
あ
ら
わ
れ
る
か
、
否
定
文
に
あ
ら
わ
れ

る
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
‘
「
強
調
」
に
つ
い
て
は
、
「
打
ち
消
し
、
も
し

く
は
打
ち
消
し
的
表
現
と
呼
応
し
て
、
そ
の
否
定
を
強
め
る
働
き
と
な
る
」

と
述
べ
、
「
軽
視
・
謙
遜
」
に
つ
い
て
は
、
「
『
熱
海
な
ど
ち
っ
と
も
よ
く
な

い
』
と
古
定
形
に
変
え
れ
ば
‘
取
り
立
て
た
事
物
を
舌
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
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て
、
そ
の
事
物
が
今
の
話
題
に
適
合
し
な
い
こ
と
の
強
調
と
な
り
、
結
果
的

に
そ
れ
へ
の
無
視
・
軽
視
と
な
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
明
確
に

は
‘
否
定
文
に
限
定
す
る
と
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
が
、
例
に
は
否
定
文
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
取
り
立
て
」
「
例
―
小
」
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
、
文
の

肯
否
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。
「
取
り
立
て
」
に
は
否
定
文
の
例
が
一
例
含

ま
れ
て
い
る
か
、
「
例
示
」
の
例
は
す
べ
て
肖
定
文
で
あ
る
。

沼
田
善
子
一
九
八
六
は
‘
従
来
副
助
詞
や
係
助
詞
と
さ
れ
て
苔
た
も
の
の

一
部
を
、
「
と
り
た
て
詞
」
と
い
う
新
た
な
語
群
と
し
て
扱
う
と
い
う
立
場

か
ら
論
じ
て
い
る
。
「
な
ど
」
に
つ
い
て
は
、
国
研
の
①
の
う
ち
「
例
示
」

の
意
味
を
あ
ら
わ
す
も
の
を
、
奥
津
敬
一
郎
一
几
七
四
に
し
た
が
っ
て
「
並

列
詞
」
と
し
て
分
離
し
て
い
る
。
そ
し
て
国
研
の
①
の
う
ち
「
例
―
小
」
以
外

の
土
は
味
を
あ
ら
わ
す
も
の
—
沼
田
は
「
柔
ら
げ
の
『
な
ど

l

』
」
と
呼
ぷ
ー

お
よ
び
、
国
研
の
②
を
「
否
定
的
強
調
」
「
軽
視
•
謙
遜
」
を
あ
ら
わ
す

「
な
ど

2
」
と
呼
ん
で
、
「
と
り
た
て
詞
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し

「
な
ど
」
に
つ
い
て
は
‘
そ
の
よ
う
な
処
理
す
る
こ
と
か
、
そ
の
用
法
の
解

明
に
決
定
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
あ
た
え
て
い
る
と
は
‘
箪
者
に
は
‘
考
え
に

く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
と
り
た
て
」
と
い
う
概
念
は
も
ち
こ
ま
れ
た
か
、

「
な
ど
」
と
い
う
語
の
用
法
そ
の
も
の
の
解
明
と
い
う
面
か
ら
い
え
ば
、
基

本
的
に
は
同
研
一
几
五
一
と
大
き
く
は
変
わ
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、

肯
定
文
に
あ
ら
わ
れ
る
か
、
否
定
文
に
あ
ら
わ
れ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
‘
「
な
ど

l
」
に
は
行
定
文
か
否
定
文
か
の
指
定
は
な
い
が
、
例
文
に
は

肯
定
文
が
使
わ
れ
て
い
る
。
「
な
ど

2
」
は
「
否
定
文
に
現
れ
る
こ
と
か
多

い
」
と
す
る
が
、
例
文
に
は
「
花
子
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
な
ん
か
に
あ
こ
か

れ
て
い
る
」
の
よ
う
な
肯
定
文
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
上
記
三
論
文
に
対
し
て
、
植
田
一
几
几
一
は
、
新
た
に
次
の
三
点

か
ら
の
考
察
を
加
え
た
点
で
両
期
的
で
あ
っ
た
。
ま
ず
一
点

H
は
「
な
ど
」

の
文
中
で
の
位
置
に
よ
る
分
類
と
い
う
文
法
的
観
点
を
持
ち
込
ん
だ
こ
と
、

二
点

H
は
‘
そ
の
文
型
か
行
定
文
に
あ
ら
わ
れ
る
か
、
否
定
文
に
あ
ら
わ
れ

る
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
三
点

H
は
‘
「
な
ど
」

の
上
接
要
素
が
「
単
独
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
単
数
の
モ
ノ
ゴ
ト
」
か
「
い
く

つ
か
列
挙
さ
れ
た
複
数
の
モ
ノ
ゴ
ト
」
か
（
前
者
を
「
単
独
用
法
」
、
後
者

を
「
並
列
用
法
」
と
植
田
は
呼
ん
で
い
る
）
と
い
う
観
点
を
加
え
た
こ
と
で

あ
る
（
た
だ
し
、
こ
の
三
点

H
は
粘
論
に
は
あ
ま
り
有
効
に
は
働
い
て
い
な

い
よ
う
に
筆
者
に
は
思
え
る
。
理
巾
は
後
述
）
。
植
田
は
、
大
屈
の
実
例
調

任
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
‘
[
ナ
ド
の
文
中
の
位
潰
に

よ
り
用
法
を
分
類
し
、
実
際
の
働
ぎ
と
性
格
を
、
そ
の
構
文
的
位
置
と
意
味

の
面
か
ら
考
察
」
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
「
な
ど
」
が
文
中
に
あ
ら
わ
れ

る
位
置
に
よ
っ
て
次
の

I
i
v
類
に
分
類
し
た
。

I

X

十
ナ
ド
＋
格
助
詞
ー
格
成
分
ー

(
X
は
卜
接
要
素
）

I
I
X
十
格
助
詞
十
ナ
ド
ー
格
成
分
ー

I
I
I
X
十
ナ
ド
ー
格
成
分
ー

I
V
X
十
ナ
ト
ー
非
格
成
分
ー

V

X

十
ナ
ド
＋
ダ
・
デ
ス
ー
述
語
成
分
ー

一
方
、
土
息
味
の
面
か
ら
は
‘
話
し
手
が
「
な
ど
」
の
上
接
要
素
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
価
値
判
断
を
し
て
い
る
か
と
い
う
基
準
で
把
握
し
直
し
、
「
な

ど
」
の
上
接
要
素
に
話
し
手
の
価
値
判
断
か
感
し
ら
れ
な
い
「
例
示
」
と
、

「
な
ど
」
の
上
接
要
素
に
対
し
て
話
し
手
の
な
ん
ら
か
の
価
値
判
断
か
感
じ

ら
れ
る
「
特
示
」
と
に
分
け
た
。

こ
の
よ
う
に
血
期
的
な
研
究
で
は
あ
る
が
、
結
論
と
し
て
は
「
例
―
小
の
ナ

ド
は
肯
定
文
・
否
定
文
に
現
れ
る
。
ナ
ド
は
上
接
要
素
を
示
し
、
準
体
機
能

3
 



を
持
つ
。
特
小
の
ナ
ド
は
否
定
と
呼
応
し
、
否
定
文
に
し
か
現
れ
な
い
。
ナ

ド
は
卜
接
要
素
を
特
示
し
、
副
機
能
を
持
つ
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
た
し
か

に
、
第
二
の
観
点
、
す
な
わ
ち
、
「
例
示
」
及
び
「
特
示
」
の
「
な
ど
」
が
、

肯
定
文
に
あ
ら
わ
れ
る
か
否
定
文
に
あ
ら
わ
れ
る
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は

明
確
な
結
果
が
出
て
い
る
。
し
か
し
、
第
一
の
観
点
と
意
味
と
の
関
係
に
つ

い
て
い
え
ば
、
な
ぜ
そ
の
文
型
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
意
味
が
出
る
の
か
に
つ

い
て
十
分
に
は
論
址
さ
れ
て
お
ら
す
、
不
卜
分
な
結
論
に
留
ま
っ
て
い
る
と

い
わ
ぎ
る
を
得
な
い
。
第
三
の
観
点
は
結
論
に
匝
接
に
は
関
係
し
て
い
な
い

よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
先
行
研
究
は
‘
論
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
に
よ
っ
て
「
な

ど
」
を
扱
っ
て
お
り
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
切
り
日
は
同
じ
で
な
い
の
で
ま

と
め
に
く
い
の
だ
が
‘
こ
こ
で
本
稿
の
、
「
な
ど
」
と
い
う
語
の
側
に
立
っ

て
そ
の
川
法
を
繋
理
し
、
意
味
の
立
ち
現
れ
方
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
察
す
る

と
い
う
立
場
か
ら
‘
は
っ
き
り
し
た
こ
と
と
残
っ
て
い
る
問
題
と
を
整
理
し

て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
意
味
の
面
か
ら
は
、
最
大
限
に
意
味
の
広
か
り
を
と
る
と
「
例

示
」
「
婉
曲
（
柔
ら
げ
）
」
「
否
定
的
強
調
」
云
打
視
•
謙
遜
」
の
四
種
類
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

次
に
‘
甘
定
文
に
あ
ら
わ
れ
る
か
、
否
定
文
に
あ
ら
わ
れ
る
か
と
い
う
問

題
に
関
し
て
は
‘
「
否
定
的
強
調
」
「
軽
視
・
謙
遜
」
は
否
定
文
に
現
れ
や
す

い
傾
向
か
指
摘
さ
れ
、
「
例
示
」
「
婉
曲
（
柔
ら
げ
）
」
は
肯
定
文
に
主
に
あ

ら
わ
れ
る
か
、
否
定
文
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
植
田
が
指
摘
し
た
「
な
ど
」
の
上
接
要
素
が
「
単
独
に
取
り
上
げ

ら
れ
た
単
数
の
モ
ノ
ゴ
ト
（
巾
独
用
法
）
」
か
「
い
く
つ
か
列
挙
さ
れ
た
複

数
の
モ
ノ
ゴ
ト
（
並
列
用
法
）
」
か
と
い
う
観
点
に
つ
い
て
は
‘
「
な
ど
」
に

関
し
て
は
区
別
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
本
稿
で
は
考
え
て
い

る
の
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

「
な
ど
」
か
語
と
し
て

も
と
も
と
持
っ
て
い
る
意
味

OI 

ま
す
、
「
な
ど
」
の
語
源
で
あ
る
が
、
山
田
一
九
一
三
、
一
九
五
二
改
版

に
、
「
『
な
に
』
と
『
と
』
の
熟
合
し
た
る
も
の
な
る
べ
し
。
『
な
に
と
」
が

音
の
便
宜
に
て
『
な
ん
ど
』
と
な
る
べ
き
は
見
易
き
事
に
し
て
、
更
に
『
な

ど
』
と
な
る
べ
ぎ
は
こ
れ
亦
自
然
の
勢
な
り
と
す
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
「
な
に
＋
と
」
が
語
源
で
あ
る
と
い
う
の
か
通
説
で
あ
る
。
実
際

に
次
の
よ
う
な
例
が
、
土
左
日
記
に
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
確
か

な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

7
守
の
は
ら
か
ら
、
ま
た
こ
と
人
こ
れ
か
れ
、
洒
な
に
と
も
て
お
ひ
き

て
、
磯
に
お
り
ゐ
て
、
わ
か
れ
が
た
き
こ
と
を
い
ふ
。
〈
土
左
•
十

―一月―

-t七
日
〉

そ
れ
で
は
‘
「
な
に
＋
と
」
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ど
う
い
う
語
で
あ
る
の
か
、

こ
こ
で
別
々
に
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
「
な
に
」
は
「
不
定
語
」

て
あ
る
。
「
不
定
語
」
に
つ
い
て
、
尾
上
圭
介
一
九
八
三
は
、
「
（
そ
の
物
な

ら
物
、
人
な
ら
人
、
数
な
ら
数
の
）
内
容
が
不
明
、
不
定
で
あ
る
こ
と
」
言

い
か
え
る
と
、
「
空
欄
と
し
て
そ
の
実
質
を
持
た
な
い
特
異
な
語
性
を
持
つ
」

語
で
あ
る
と
す
る
。
本
稿
で
は
‘
尾
上
の
こ
の
よ
う
な
定
義
に
従
っ
て
「
不

定
語
」
の
用
語
を
使
用
す
る
。
さ
て
、
そ
の
よ
う
な
「
不
定
語
」
に
は
‘

「
な
に
」
以
外
に
も
「
だ
れ
」
「
ど
こ
」
「
い
つ
」
な
ど
が
あ
る
の
だ
が
、
実

は
「
な
に
」
と
、
そ
れ
以
外
の
不
定
語
と
の
間
に
は
‘
少
し
性
質
が
違
う
と

こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
な
に
」
だ
け
は
「
空
欄
」
の
枠
組
み
を
、
語
と
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し
て
は
‘
は
じ
め
か
ら
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

「
だ
れ
」
な
ら
、
「
人
」
と
い
う
枠
組
み
は
決
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
身

か
「
空
欄
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
「
ど
こ
」
な
ら
、
「
場
所
」
と
い
う
枠
組

み
は
決
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
身
が
「
空
欄
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
、
と

い
う
具
合
な
の
だ
が
、
「
な
に
」
だ
け
は
、
そ
の
よ
う
な
「
枠
組
み
」
の
よ

う
な
も
の
を
持
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
「
空
欄
」
の
枠
組
み
を
ど
う
持
っ

て
く
る
の
か
は
、
構
文
的
に
決
ま
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
話
し
手
の
主
観
に
ゆ

だ
ね
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
な
に
」
の
空
欄
の
中

に
は
モ
ノ
・
コ
ト
両
方
が
入
り
得
る
し
、
そ
の
「
範
囲
」
を
ど
う
設
定
す
る

か
は
、
話
し
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
と
い
う
性
質
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
輪
郭

を
ぼ
や
か
し
た
曖
昧
な
言
い
回
し
を
形
づ
く
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。次

に
‘
「
と
」
で
あ
る
が
、
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
に
よ
る
と
‘

「
体
言
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
助
詞
の
つ
い
た
文
節
）
二
つ
を
む
す
ん
で
並
列

の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
並
列
に
は
1
ト
ー
・
ー
ト
ー
ト
・

ー
ー
ト
の
形
式
が
あ
る
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
山
田
一
九
一
三
‘

-
J
L
五
四

⑬
 

改
版
は
、
「
と
」
は
「
二
者
相
合
し
て
一
圃
と
す
る
」
働
き
が
あ
る
と
す
る
。

つ
ま
り
、
現
代
語
に
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
「
I
ー
ト
」
の
か
た
ち
も

「
ー
ト
ー
」
・
「
ー
ト
ー
ト
」
同
様
、
並
列
関
係
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る

と
理
解
さ
れ
る
。
実
際
、
万
業
集
に
は
そ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

8
青
柳
梅
割
の
花
を
〈
ガ
八
ニ
―
〉

本
稿
で
も
、
「
と
」
を
、
こ
の
よ
う
な
、
「
並
列
」
の
「
と
」
と
考
え
る
。

以
上
の
よ
う
な
語
源
か
ら
の
検
討
の
結
果
、
「
な
ど
」
の
語
の
構
成
を
次

の
よ
う
に
仮
定
す
る
。

「
洒
な
に
と
」
を
例
に
す
る
と
、
「
酒
」
に
当
た
る
語
（
か
り
に
「
核
」

と
呼
ん
で
お
く
）
と
空
欄
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
な
に
」
か
並
列
関
係
に
あ
り
、

か
つ
、
「
一
―
者
相
合
し
て
二
間
と
す
る
」
と
い
う
関
係
を
あ
ら
わ
し
た
も
の

で
あ
る
。
「
な
に
」
の
範
囲
は
構
文
的
条
件
や
文
脈
的
条
件
で
決
ま
り
、
話

し
手
の
主
観
が
入
り
込
む
余
地
が
あ
る
。
「
な
に
」
は
語
と
し
て
の
枠
組
み

を
持
た
な
い
の
で
、
核
の
語
に
あ
わ
せ
て
そ
の
枠
組
み
は
自
由
に
設
定
で
ぎ

る
。
「
酒
な
に
と
」
な
ら
、
「
酒
」
に
類
す
る
も
の
と
い
う
枠
組
み
が
設
定
さ

れ
る
し
、
「
山
な
に
と
」
な
ら
「
山
」
に
類
す
る
も
の
と
い
う
枠
組
み
が
設

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
核
を
中
心
と
し
て
そ
れ
に
類
す
る
も
の

の
存
在
を
想
定
さ
せ
る
の
が
、
「
な
ど
」
の
意
味
の
中
核
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
な
ど
」
の
性
格
か
ら
、
一
番
ス
ト
レ

ー
ト
に
出
て
く
る
文
中
の
意
味
は
犀
四
示
」
で
あ
っ
て
、
何
か
そ
の
発
現
を

抑
制
す
る
力
が
働
か
な
い
限
り
、
文
中
で
は
「
な
ど
」
は
基
本
的
に
「
例

示
」
の
意
味
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
肯
定
文
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
「
な
ど
」
の
意
味
の
中
核
か
、
ス

ト
レ
ー
ト
に
出
て
、
一
般
的
に
は
「
例
示

l

の
意
味
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。

9
ね
こ
は
ね
ず
み
な
ど
を
食
べ
る
。

9
を
例
に
取
っ
て
い
え
ば
‘
核
「
ね
ず
み
」
と
並
列
す
る
代
入
自
由
の
空
欄

X
が
「
食
べ
る
」
の
成
立
す
る
範
囲
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

X
の
範
囲
は

「
ね
す
み
」
と
並
列
す
る
モ
ノ
と
い
う
制
約
し
か
な
く
‘
範
囲
の
設
定
は
‘

話
し
手
の
裁
械
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
「
ね

ず
み
」
を
例
と
し
て
範
囲
を
ぱ
や
か
し
た
言
い
回
し
と
な
る
。
こ
の
場
合
、

□
い
ず
み
」
と
並
列
す
る
代
入
自
由
の
空
欄
X
に
、
具
体
的
な
モ
ノ
を
い
く

つ
か
想
定
て
ぎ
る
場
合
は
、
文
字
通
り
の
「
例
示
」
と
な
り
、
具
体
的
な
モ

ノ
を
想
定
で
き
な
い
の
に
、
わ
ぎ
と
、
あ
た
か
も
想
定
で
き
る
か
の
よ
う
に
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X
を
設
定
す
る
場
合
、
「
婉
曲
（
采
ら
げ
）
」
の
意
味
が
出
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
構
造
は
核
が
複
数
で
も
同
じ
で
あ
る
と
本
稿
で
は
考
え
る
。

植
田
一
九
几
一
は
実
例
調
在
を
尤
に
し
て
考
察
し
た
際
、
あ
る
タ
イ
プ
に
は

用
例
が
極
端
に
少
な
か
っ
た
り
、
現
れ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
か
あ
っ
た
た

め
、
こ
の
よ
う
な
区
別
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
構
造
的
に
は
‘
決
定
的
な
差
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

10
ね
こ
は
ね
ず
み
、
さ
か
な
、
キ
ャ
ッ
ト
フ
ー
ド

ilを食
べ
る
。

例
10
で
は
‘
核
「
ね
す
み
、
さ
か
な
、
キ
ャ
ゾ
ト
フ
ー
ド
」
と
並
列
す
る
代

人
自
山
の

X
の
設
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
範
囲
は
話
し
手
に
ゆ
だ
ね

ら
れ
、
「
例
示
」
ま
た
は
「
婉
曲
（
柔
ら
け
）
」
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
。
た
だ
、

核
か
複
数
に
な
る
と
、
い
わ
ゆ
る
。
ハ
ラ
テ
ィ
グ
マ
テ
ィ
ソ
ク
な
語
列
に
な
る

た
め
に
、
そ
の
核
の
語
列
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
の

X
を
想
定
し

て
し
ま
い
が
ち
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
核
か
単
数
で
あ
る
と
き

に
比
べ
れ
ば
若

f
‘
X
と
し
て
適
格
に
な
る
も
の
の
範
囲
が
狭
ま
る
こ
と
は

あ
る
が
、
基
本
的
に
は
圃
者
は
卜
述
の
よ
う
に
同
じ
構
造
の
も
の
と
し
て
扱

う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
念
の
た
め
に
、
植
田
が
実
例
か
な
い
、
ま
た
は
先
行
研
究
に
は
例

が
あ
る
が
不
自
然
な
例
で
あ
る
と
し
て
排
除
し
て
い
る
項
目
（
タ
イ
プ
分
け

は
植
田
の
も
の
）
を
挙
げ
て
、
試
み
に
例
を
作
成
し
て
み
る
。

「
I
I
X
十
格
助
詞
十
ナ
ド
ー
格
成
分
ー
」
の
う
ち
、

「
単
独
用
法
」
「
＂
化
ヲ

ri植エ
ル
」
〈
奥
津
〉

「
並
列
用
法
」
花
、
草
を

il植え
る
。

「
I
V
X
十
ナ
ド
＋
非
格
成
分
」
の
「
述
語
割
り
込
み
」
タ
イ
プ
の
う
ち
、

「
肯
定
文
の
単
独
用
法
」
泣
苔
な
ど
す
る
。

「
非
列
用
法
」
関
西
国
際
空
港
や
国
際
リ
ゾ
ー
ト
博
に
行
き
な
ど
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
確
か
に
多
少
不
自
然
な
も
の
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
全
く

の
非
文
だ
と
は
い
え
な
い
。
結
局
こ
れ
ら
は
‘
構
造
上
は
、
実
例
の
存
在
す51 

る
も
の
と
区
別
す
る
必
要
は
な
く
、
同
じ
よ
う
に
扱
え
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

さ
て
次
に
、
肯
定
文
な
の
に
、
「
例
示
」
で
は
な
く
‘
「
軽
視
・
謙
遜
」
を

あ
ら
わ
す
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
が
効
い
て
い
る
の
か
見
て
お
ぎ
た

、。
し

11
気
に
入
ら
な
い
ネ
ク
タ
イ
な
ど
を
買
わ
さ
れ
て
、
四
五
回
締
め
て
お

し
ま
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
一
締
め
の
単
価
は
と
た
ん
に
高
騰

す
る
。
〈
ま
じ
め
ー
阿
刀
田
高
『
ま
じ
め
半
分
』
（
角
川
文
庫
）
か
ら

の
採
取
例
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
以
下
こ
の
よ
う
な
略
号
で
示
す
。

略
号
は
末
尾
の
【
用
例
採
取
資
料
と
略
号
一
覧
】
を
参
照
さ
れ
た
い
。

加
波
注
ー
〉

こ
の
よ
う
な
「
軽
視
＇
謙
遜
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
小
ま
れ
る
事
情
に
つ
い

G
 

て
、
川
村
三
喜
夫
一
九
八
三
は
‘
次
の
例
文
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
。

「
マ
ウ
ン
ト
バ
ゾ
テ
ン
な
ど
と
い
う
戦
争
屋
は
‘
歓
迎
宴
を
ボ
イ
コ

ッ
ト
し
て
み
せ
た
り
、
妙
な
ス
タ
ン
ド
・
プ
レ
イ
を
繰
り
返
し
た
も

の
で
す
。

著
者
は
マ
ウ
ン
ト
バ
ソ
テ
ン
を
ナ
ド
に
伴
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
卑
し
め

て
い
る
が
、
こ
の
効
果
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
ナ
ド
の
〈
任
意

的
例
示
〉
と
い
う
慈
味
特
徴
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
と
ば
の
世
界
で
は
‘

こ
の
人
物
は
そ
の

h
在
を
措
定
さ
れ
た
『
そ
の
他
の
戦
争
屋
た
ち
』
の
中

か
ら
、
著
者
に
よ
る
何
ら
の
価
値
判
断
も
経
ず
に
、
た
ま
た
ま
例
と
し
て

と
り
出
さ
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
無
条
件
に
『
そ
の
他
の
戦
争
屋
た
ち
』
の
各

成
員
と
さ
し
換
え
ら
れ
得
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
」

確
か
に
そ
の
通
り
だ
と
思
う
か
、
こ
の
、
川
村
の
指
摘
す
る
「
仔
意
的
例
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示
」
が
成
り
立
っ
た
め
に
は
、
実
は
も
う
一
っ
条
件
が
あ
る
こ
と
を
本
稿
で

は
主
張
し
た
い
。
そ
れ
は
、
当
該
の
事
態
に
対
し
て
、
話
し
手
が
否
定
的
感

情
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
川
村
の
例
で
い
え
ば
、
「
戦
争
屋
」

と
い
う
語
そ
の
も
の
に
話
し
手
の
否
定
的
感
情
が
こ
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
、
「
任
意
的
例
示
」
が
成
り
立
っ
た
め
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
試
み
に
、
「
戦
争
屋
」
を
プ
ラ
ス
評
価
の
語
「
紳
士
」

に
変
え
る
と
、
こ
の
表
現
は
成
り
立
ち
に
く
い
こ
と
が
わ
か
る
。

？
・
マ
ウ
ン
ト
バ
ッ
テ
ン
な
ど
と
い
う
紳
士
は
‘
歓
迎
宴
を
ポ
イ
コ
ッ
ト

し
て
み
せ
た
り
、
妙
な
ス
タ
ン
ド
・
プ
レ
イ
を
繰
り
返
し
た
も
の
で

す。

も
し
、
こ
の
文
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
「
紳
士
」
に
皮
肉
な
ど
の
何
か
否

定
的
感
情
が
こ
も
っ
て
い
る
時
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
話
し
手
が
、
否
定
的
感
情
を
当
該
の
事
態
に
対
し
て
持
っ
て

い
る
時
に
は
、
取
る
に
足
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
事
態
が
成
り
立
つ
条
件
と

し
て
、
設
定
さ
れ
た
範
囲
の
中
か
ら
、
無
作
為
に
抽
出
さ
れ
た
存
在
が
核
の

語
で
あ
り
、
い
つ
で
も
他
の
要
素
と
交
換
可
能
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
軽
視

•
謙
遜
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
生
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
例1
1の

場
合
で
言
え
ば
、
も
と
も
と
「
気
に
入
ら
な
い
ネ
ク
タ
イ
」
か
ら
の
類
推
で

設
定
さ
れ
た
空
欄

xな
の
に
、
そ
こ
で
は
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
と
し
て
設
定

さ
れ
た
あ
る
範
囲
の
中
か
ら
、
「
気
に
入
ら
な
い
ネ
ク
タ
イ
」
は
無
作
為
抽

出
さ
れ
た
一
例
と
し
て
読
み
か
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

結
局
、
「
軽
視
•
謙
遜
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
以
上
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム

で
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
条
件
は
、
そ
の
事
態
に
対
し
て
話
し

手
が
否
定
的
感
情
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
肯
定
文

n
 

II 

か
否
定
文
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
た
だ
、
肯
定
文
で

否
定
的
感
情
を
あ
ら
わ
す
例
は
、
否
定
文
で
否
定
的
感
情
を
あ
ら
わ
す
例
よ

り
数
少
な
い
た
め
、
目
に
す
る
頻
度
が
低
く
な
る
だ
け
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
軽
視
•
謙
遜
」
の
用
法
は
、
核
の
周
辺
に
曖
昧
な
部
分
を

匂
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
や
は
り
、
極
端
な
形
で
は
あ
る
が
、

「
例
示
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
っ
と
し
て
扱
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
い
つ
で
も
交
換
可
能
の
「
そ
の
他
大
勢
」
の
存
在
を
に
お
わ

せ
て
核
の
語
を
お
と
し
め
る
言
い
方
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
こ
で
検
討
し
た
よ
う
な
「
軽
視
・
謙
遜
」
の
意
味
が
出
る

肯
定
文
は
、
否
定
文
で
「
軽
視
・
謙
遜
」
の
意
味
が
出
る
文
型
と
構
造
上
共

通
点
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
後
で
述
べ
た
い
。

否
定
文
に
お
け
る
「
な
ど
」

6
8
 

し

三
ー
一
否
定
文
に
お
け
る
「
な
ど
」
を
含
む
文
型

否
定
文
に
お
け
る
「
な
ど
」
を
含
む
文
型
は
、
次
の
五
タ
イ
プ
あ
る
。

A

ナ
ド
＋
格
助
詞

12
ね
こ
は
ね
ず
み
な
ど
を
食
べ
な
い
。

13
ね
こ
は
ね
ず
み
、
鰹
節
、
さ
か
な
な
ど
を
食
べ
な
い
。

格
助
詞
＋
ナ
ド

14
銀
座
で
な
ど
買
い
物
を
し
な
い
。

15
銀
座
、
池
袋
で

ii買
い
物
を
し
な
い
。

ナ
ド
（
格
助
詞
な
し
）

16
ね
こ
は
ね
ず
み
な
ど
食
べ
な
い
。

17
ね
こ
は
ね
ず
み
、
昆
虫
、
草

il食べ
な
い
。

ナ
ド
＋
だ

18
ね
こ
が
食
べ
る
の
は
ね
ず
み
な
ど
で
は
な
い
。

-7-

B
 

c
 

D
 



19
ね
こ
が
食
べ
る
の
は
ね
す
み
‘
昆
虫
、

5

早
な
ど
で
は
な
い
。

ナ
ド
か
述
語
に
割
っ
て
は
い
る
タ
イ
プ

20
ね
こ
は
ね
ず
み
を
食
べ
な
ど
し
な
い
。

21
ね
こ
は
ね
ず
み
を
と
っ
た
り
食
べ
た
り
な
ど
し
な
い
。

こ
の
う
ち
、
植
田
一
九
九
一
が
そ
の
実
例
が
な
い
と
し
て
い
る
も
の
は
、

15

お
よ
び

19
に
当
た
る
タ
イ
プ
で
あ
る
が
、
い
す
れ
も
、
多
少
不
自
然
か
も
し

れ
な
い
が
、
非
文
だ
と
は
い
え
な
い
。
結
局
、
肯
定
文
の
時
と
同
様
に
、
否

定
文
の
時
も
‘
「
な
ど
」
の
上
接
要
素
が
単
数
で
あ
る
か
複
数
で
あ
る
か
は
、

そ
の
タ
イ
プ
が
成
立
し
な
い
こ
と
に
決
定
的
に
関
わ
っ
て
い
る
と
は
言
え
な

い
よ
う
だ
。
従
っ
て
、
本
稿
で
は
‘
こ
れ
ら
を
、
特
に
区
別
し
な
い
で
扱
う

こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
否
定
文
の
場
合
は
‘
肯
定
文
の
場
合
と
違
っ
て
、
「
な
ど
」
が
あ

ら
わ
れ
る
文
中
の
位
置
に
よ
っ
て
、
慈
味
の
出
方
に
片
寄
り
を
指
摘
す
る
こ

と
が
て
き
る
。
す
な
わ
ち
、

E

「
死
に
な
ど
せ
ぬ
」
の
よ
う
に
、
述
語
部
分

に
「
な
ど
」
か
割
っ
て
は
い
る
文
型
や
、

B

「
銀
座
で
な
ど
買
い
物
を
し
な

い
」
の
よ
う
な
文
型
ー
つ
ま
り
宮
地
一
几
五
―
一
の
い
う
副
機
能
を
持
つ
タ
イ

プ
ー
に
は
、
「
否
定
的
強
調
」
が
、
典
型
的
に
見
ら
れ
る
（
準
体
機
能
を
持

っ
「
な
ど
」
に
は
そ
の
よ
う
な
意
味
は
発
生
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
‘

否
定
の
範
囲
の
取
り
方
に
よ
っ
て
は
発
生
し
得
る
。
こ
の
点
は
後
述
）
。
そ

れ
に
対
し
て
、

A

「
お
前
な
ど
に
任
せ
ら
れ
な
い
」
や

D

「
そ
の
役
に
適
任

な
の
は
私
な
ど
で
は
な
い
」
の
よ
う
な
準
体
機
能
を
持
つ
タ
イ
プ
に
は
「
軽

視
・
謙
遜
」
の
立
息
味
を
持
つ
も
の
が
、
多
く
発
生
す
る
。
し
か
し

E
や
B
に

は
そ
れ
ら
は
あ
ら
わ
れ
に
く
い
、
と
い
う
よ
う
な
片
寄
り
で
あ
る
。

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
‘
「
な
ど
」
と
否

定
の
種
類
と
の
関
係
で
決
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
提
案
し
た
い
。

E
 

一
般
に
否
定
に
つ
い
て
は
命
題
否
定
と
述
語
否
定
の
―
一
種
類
の
解
釈
が
可

01 n
 

能
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

〔
あ
の
映
画
は
面
白
く
〕
な
い
。
文
叩
題
否
定
]

あ
の
映
画
は
〔
面
白
く
な
い
〕
0
 

[
述
語
否
定
]

こ
の
一
―
つ
の
解
釈
は
、
常
に
両
方
が
可
能
で
あ
る
が
、
あ
る
条
件
が
加
わ
っ

た
と
き
‘
ど
ち
ら
か
の
一
方
の
解
釈
が
優
先
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
か
あ
る
。

は
と
ん
ど
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
‘
命
題
否
定
の
解
釈
が
出
、
述
語
否
定
と

解
釈
さ
れ
る
可
能
性
か
ゼ
ロ
に
近
い
も
の
か
ら
、
そ
の
全
く
逆
の
ケ
ー
ス
ま

で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
も
‘
ど
ち
ら
か
一
方
の
解
釈
か
優

先
的
に
選
択
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
他
方
の
解
釈
が
消
え
て
な
く
な
る
わ

け
で
は
な
い
。

こ
の
命
題
否
定
と
述
語
否
定
の
解
釈
と
、
「
な
ど
」
の
あ
ら
わ
れ
る
文
中

の
位
置
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
上
記
の
「
な
ど
」
の
意
味
解
釈
の
違

い
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
か
本
稿
の
提
案
す
る
仮
説
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
命
題
否
定
の
解
釈
が
成
り
立
つ
時
に
は
、
本
来
の
「
な
ど
」
の

意
味
で
あ
る
「
例
示
」
は
‘
否
定
の
機
構
が
働
い
て
、
そ
の
発
現
が
抑
制
さ

れ
、
結
果
的
に
は
[
否
定
的
強
調
」
の
意
昧
と
な
つ
て
し
ま
う

o

そ
れ
に
対

し
て
、
述
語
否
定
の
解
釈
が
成
り
立
つ
時
に
は
‘
命
題
否
定
の
時
の
よ
う
な

抑
制
の
機
構
が
働
か
な
い
の
で
、
文
法
的
に
は
「
例
示
」
の
意
味
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
否
定
的
感
情
を
も
っ
て
発
話
さ
れ
る
こ
と
が
実
際
に
は
多
い
た

め
、
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
場
合
に
は
「
軽
視
・
謙
遜
」
の
舷
味
が
出
や
す

い
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
文
型
と
の
関
係
に
お
い
て
具
体
的
に
述
べ

る
と
、
以
下
の
よ
う
な
仮
説
と
な
る
。

（
ア
）
副
機
能
を
持
つ
、

B
と
E
の
タ
イ
プ
の
う
ち
、

E
は
‘
「
な
ど
」

m
 

の
構
文

L
の
位
置
か
ら
、
命
題
否
定
の
解
釈
が
卓
越
し
や
す
い
。
そ
の
結
果
‘
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否
定
の
機
構
が
働
い
て
、
「
な
ど
」
の
本
来
の
意
味
の
発
現
が
抑
制
さ
れ
て
、

「
否
定
的
強
調
」
と
な
る
こ
と
が
多
い
。

B
は
、
命
題
否
定
、
述
語
否
定
両

方
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
タ
イ
プ
は
、
実
際
の
用
例
に
は

め
っ
た
に
あ
ら
わ
れ
な
い
上
に
、
あ
と
で
そ
の
事
情
は
述
べ
る
が
、
述
語
否

定
の
解
釈
に
な
る
よ
う
な
場
合
は
、
こ
の
タ
イ
プ
を
避
け
て
、

A
の
タ
イ
プ

を
用
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
え
て

B
で
出
て
く
る
場
合
は
命

題
否
定
の
解
釈
の
場
合
し
か
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
否
定

的
強
調
」
と
な
る
。

（
イ
）
準
体
機
能
を
持
つ

A
、
D
の
タ
イ
プ
は
、
命
題
否
定
、
述
語
否
定

両
方
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
命
題
否
定
の
解
釈
が
成
り
立
つ
時
に
は
「
否

定
的
強
調
」
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
。
述
語
否
定
の
解
釈
が
成
り
立
つ
時
に
は

否
定
の
抑
制
機
構
が
働
か
な
い
の
で
、
「
な
ど
」
本
米
の
意
味
の
発
現
が
抑

え
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
「
例
示
」
の
意
味
に
な
る
。
ま
た
否
定
的
感
情
を
伴

っ
て
い
る
と
き
に
は
、
「
軽
視
・
謙
遜
」
と
な
る
。

（ウ）

C
タ
イ
プ
は
、
格
助
詞
は
消
去
さ
れ
て
い
る
が
、
格
関
係
自
体
は

維
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

A
ま
た
は

B
に
読
み
か

え
て
解
釈
で
き
る
。

以
下
、
（
ア
）
！
（
ウ
）
の
仮
説
を
順
に
検
証
し
て
い
く
。

三
ー
ニ
ー
一
仮
説
（
ア
）
の

E
タ
イ
プ
に
つ
い
て

22
井
伏
鱒
二
は
一
部
の
文
学
者
の
よ
う
に
生
き
急
ぎ

fI決し
て
せ
ず
‘

悠
々
た
る
時
間
を
か
け
て
真
物
を
見
定
め
る
。
〈
真
物
〉

E
は
、
「
生
き
急
ぐ
」
と
い
う
述
語
部
に
、
「
な
ど
」
を
割
り
込
ま
せ
る
タ

イ
プ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
叙
述
内
容
の
な
か
に
一
体
的
に
存
在
し
て
い
た

作
用
的
側
面
（
確
か
に
そ
う
で
あ
る
と
認
め
る
側
面
）
が
、
「
せ
ず
」
と
い

1

“
 

n
 

う
補
助
用
言
の
形
と
な
っ
て
後
ろ
に
出
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
構
造
か
ら
考
え
て
、
例
22
の
場
合
は
‘
否
定
の
解
釈
と
し
て

は
‘
命
題
否
定
が
卓
越
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
命
題
の
外

に
否
定
が
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
例
の
場
合
、
こ
の
解
釈
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
も
う
―
つ
の
要
素
と
し
て
、

陳
述
副
詞
「
決
し
て
」
の
存
在
が
あ
る
。

罰n3 

田
中
敏
生
一
九
八
一
二
は
、
従
米
、
否
定
と
呼
応
す
る
陳
述
副
詞
と
呼
ば
れ

て
い
た
も
の
は
、
「
否
定
の
作
用
面
で
は
た
ら
く
」
も
の
（
「
決
し
て
」
「
断

じ
て
」
な
ど
）
と
「
否
定
の
対
象
面
で
は
た
ら
く
」
も
の
（
「
全
然
」
「
ま
っ

た
く
」
な
ど
）
に
分
け
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
。
田
中
は
「
あ
る
肯
定
的
な
こ

と
が
ら
が
”
そ
う
で
は
な
い
の
だ
“
と
打
ち
消
さ
れ
る
構
造
把
握
」
を
「
打

ち
消
し
と
い
う
作
用
の
面
に
重
き
を
お
い
た
理
解
」
と
し
、
こ
れ
を
「
作
用

構
造
」
と
呼
ぶ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
”
『
こ
の
本
j

が
『
面
白
く
な
い
」
と

い
う
あ
り
か
た
に
お
い
て
あ
る
“
と
い
う
意
味
で
の
、
ひ
と
つ
の
消
極
的
な

コ
ト
ガ
ラ
内
容
を
見
出
す
も
の
」
は
‘
「
文
全
体
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
、
事

態
の
対
象
的
な
あ
り
か
た
の
面
に
重
き
を
お
い
た
理
解
の
し
か
た
」
で
、
こ

れ
を
「
対
象
構
造
」
と
呼
ぶ
。
「
作
用
構
造
」
は
本
稿
の
「
命
題
否
定
」
に
、

「
対
象
構
造
」
は
「
述
語
否
定
」
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
と
、

「
決
し
て
」
は
‘
肯
定
的
な
こ
と
が
ら
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
関
わ
っ
て
働

い
て
い
る
と
い
え
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
図
式
的
に
考
え
る
と
、

決
し
て
〔
生
き
急
ぐ
ナ
ド
〕
し
ナ
イ

と
な
る
。

つ
ま
り
、
「
決
し
て
」
が
入
っ
た
場
合
、
「
ナ
イ
」
は
、
「
生
き
急
ぐ
ナ
ド
」

と
い
う
肯
定
的
事
態
を
打
ち
消
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
こ

と
を
、
側
面
か
ら
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
命
題
否
定
で
あ
っ
た
ら
「
否
定
的
強
調
」
の
ニ
ュ
ア
ン
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ス
が
生
ま
れ
る
の
か
。
こ
の
解
釈
て
は
‘
「
生
き
急
ぐ
」
コ
ト
お
よ
び
並
立

す
る
事
態
ー
つ
ま
り
こ
の
段
階
で
は
肯
定
文
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
範
囲
は
ぱ

や
か
さ
れ
て
い
る
ー
そ
の
も
の
を
、
判
断
と
し
て
の
否
定
が
覆
う
と
い
う
構

造
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
も
そ
も
‘
否
定
と
い
う
も
の
の
あ
り
よ

う
と
し
て
、
否
定
さ
れ
る
範
囲
の
境
界
線
が
ぱ
や
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は

原
理
的
に
あ
り
え
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
‘
否
定
文
「
こ
の
花
が

亦
く
な
い
」
は
「
こ
の
花
が
赤
い
」
こ
と
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
事
態
ー
例
え
ば

「
こ
の
花
が
ピ
ン
ク
色
だ
」
と
か
、
「
あ
の
化
が
青
い
」
な
ど
ー
を
含
み
と

し
て
許
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
こ
の
花
か
赤
い
」
と
い
う
結
び
つ
き
を

”
限
定
“
し
た
否
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
否
定
す
る
以
上
は

必
ず
”
限
定
“
が
つ
い
て
ま
わ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。
こ
の
不
ロ

定
の
限
定
作
用
は
「
生
き
急
ぐ
」
に
ナ
ド
が
つ
い
た
工
エ
き
急
ぐ
ナ
ド
」
に

も
当
然
働
く
か
ら
、
”
核
を
中
心
と
し
て
そ
れ
に
類
す
る
も
の
の
存
在
を
想

定
さ
せ
る
“
と
い
う
ナ
ド
の
本
来
の
慈
味
は
‘
抑
制
さ
れ
ざ
る
を
え
な
く
な

る
。
つ
ま
り
「
生
き
急
ぎ
な
ど
し
な
い
」
は
「
生
き
急
ぎ
な
ど
」
と
い
う
ぱ

や
か
さ
れ
た
あ
い
ま
い
な
―
―
―
口
い
方
を
表
面
的
に
は
取
っ
て
い
な
が
ら
「
小
き

急
く
」
に
並
列
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
は
、
実
は
、
何
―
つ
な
く
‘
ま
さ
に

「
生
き
急
ぐ
」
こ
と
た
だ
―
つ
を
限
定
し
て
、
し
か
も
否
定
す
る
と
い
う
構

造
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
な
ど
」
本
来
の
意
味
は
核
の
周
辺
に
並
列
す
る
事
態
を
想
定
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
‘
曖
昧
に
他
の
存
在
を
に
お
わ
す

こ
と
す
ら
、
も
は
や
し
て
い
な
い
。
言
っ
て
み
れ
ば
‘
「
例
示
」
の
形
骸
の

み
を
残
し
て
、
そ
の
内
実
が
”
空
虚
＂
で
あ
る
タ
イ
プ
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
”
空
虚
＂
な
”
曖
昧
部
分
“
を
ひ
き
ず
り
な
が
ら
、
核

は
、
そ
れ
の
み
に
限
定
さ
れ
て
否
定
と
結
び
つ
く
と
い
う
構
造
を
持
ち
、
そ

の
こ
と
か
ら
、
強
い
否
定
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
す
な
わ
ち
「
否
定
的
強
調
」
が
生

ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
慈
味
で
、
「
否
定
的
強
調
」
は
も
は
や
「
例

示
」
と
は
い
い
に
く
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。こ

の
よ
う
に
、
命
題
否
定
と
い
う
否
定
の
機
構
が
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
な
ど
」
本
来
の
慈
味
の
発
現
が
抑
制
さ
れ
、
粘
果
と
し
て
、
「
否
定
的
強

調
」
の
慈
味
が
生
ま
れ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、

E
タ
イ
プ
は
必
ず
‘
命
題
否
定
の
解
釈
に
な
り
、
述
語
否
定
の

解
釈
が
決
し
て
あ
り
え
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
も
ち
ろ
ん

な
い
。
次
の

23
の
よ
う
に
‘
副
詞
「
全
然
、
ま
っ
た
く
」
な
ど
が
つ
く
よ
う

な
例
で
は
、
「
ー
な
ど
」
の
部
分
を
準
体
言
と
し
て
見
、
「
軽
視
・
謙
遜
」
の

解
釈
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

2
3う
ち
の
タ
マ
は
ね
す
み
を
食
へ
が
い
〗
全
然
／
ま
っ
た
く
し
な
い
。

し
か
し
、
副
詞
が
な
い

24
の
よ
う
な
例
で
は
‘
や
は
り
、
命
題
否
定
の
解

釈
を
す
る
方
が
、
よ
り
自
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
苔
る
よ
う
に
思
う
。

24
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
な
日
戸
し
て
は
い
け
な
い
。
〈
沼
田
〉

こ
れ
は
‘
や
は
り
、

E
タ
イ
プ
て
は
‘
命
題
否
定
の
解
釈
か
卓
越
し
や
す
い

こ
と
か
ら
来
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

三
ー
ニ
ー
ニ
仮
説
（
ア
）
の

B
タ
イ
プ
に
つ
い
て

植
田
一
九
九
一
の
調
査
に
よ
る
と
、
こ
の
タ
イ
プ
は
採
取
例
が
非
常
に
少

41 g
 

な
く
‘
ナ
ド
の
用
例
は
次
の
三
例
を
数
え
る
の
み
と
い
う
。

25
「
ぱ
く
を
ペ
テ
ン
に
か
け
な
い
で
く
だ
さ
い
」
「
ペ
テ
ン
に
な
ど
か

け
ま
せ
ん
わ
」

26
「
も
と
も
と
学
校
に
な
ど
い
く
必
要
が
あ
る
の
か
」

27
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
私
に
な
ど
抱
か
れ
る
は
す
が
な
い
の
だ
。
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こ
れ
ら
の
例
は
‘

A
タ
イ
プ
に
言
い
替
え
る
こ
と
か
可
能
で
あ
る
。

罰
ペ
テ
ン

iiに
か
け
ま
せ
ん
わ
。

樹
も
と
も
と
学
校
な
ど
に
い
く
必
要
が
あ
る
の
か
。

げ
私
な
ど
に
抱
か
れ
る
は
ず
が
な
い
の
だ
。

「
な
ど
」
は
そ
の
出
自
か
ら
考
え
て
も
、
も
と
も
と
準
体
機
能
的
な
性
格

が
強
い
た
め
、
一
般
的
に
は
格
助
詞
の
上
に
来
る
傾
向
に
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
格
助
詞
の
あ
と
に
ど
う
し
て
も
「
な
ど
」
を
持
っ
て
き
た
い
時
以
外
は
‘

ご
な
ど
」
は
、
格
助
詞
の
上
に
位
潰
す
る
力
を
選
択
さ
れ
る
こ
と
が
看
て
取

れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
あ
え
て

B
の
位
置
に
持
っ
て
く
る
場
合
に
は
、
そ

れ
な
り
の
特
別
な
意
図
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
答
る
の
で
は
な
い
か
。

51 
り
3

宮
地
一
九
五
二
は
‘
副
助
詞
は
格
助
詞
の
上
に
く
る
時
は
ご
中
体
機
能
」

を
も
ち
、
格
助
詞
の
下
に
く
る
時
は
副
機
能
を
持
つ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て

「
準
体
機
能
は
‘

t
の
詞
と
共
に
、
全
体
で
体
言
的
に
ま
と
ま
り
、
格
助
詞

に
先
行
し
て
賓
辞
に
対
す
る
修
飾
格
に
た
つ
」
が
、
「
副
機
能
」
は
「
格
関

係
を
明
示
し
た
文
節
に
か
、
は
り
、
格
関
係
を
超
え
て
『
限
定
』
し
う
る
」

と
い
う
よ
う
に
そ
の
違
い
を
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
‘
「

A
、
あ
な
た
を
だ

け
粕
り
に
し
て
る
ん
で
す
よ
」
は
一
見
、
「

B
、
あ
な
た
だ
け
を
頼
り
に
し

て
る
ん
で
す
よ
」
の
例
と
「
極
め
て
類
似
し
た
感
じ
が
す
る
。
」
と
す
る
。

「
し
か
し
厳
密
に
は
や
は
り
差
異
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
『
だ
け
』
が
体
言

か
ら
遠
く
、
従
っ
て
用
言
に
接
す
る
こ
と
が
近
く
な
れ
ば
な
る
程
‘
用
言
ヘ

の
か
、
り
か
た
を
強
く
し
、
そ
れ
だ
け
体
言
を
限
定
す
る
こ
と
が
弱
く
な
る

と
言
ふ
べ
き
て
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

宮
地
の
説
か
ら
す
る
と
、
「
な
ど
」
を
格
助
詞
の
下
に
持
っ
て
く
る

B
タ

イ
プ
は
、
用
言
と
の
関
係
が
強
い
タ
イ
プ
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
か
ら

考
え
て
、
こ
の
タ
イ
プ
は
‘
格
助
詞
の
上
に
「
な
ど
」
か
く
る
タ
イ
プ
よ
り
、

「
な
ど
」
を
”
述
語
部
に
割
り
込
ま
せ
る
＂
意
識
が
強
い
も
の
だ
と
い
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
こ
の

B
タ
イ
プ
の
用
例
が
数
少
な
く
、

A

タ
イ
プ
が
多
い
こ
と
か
ら
考
え
て
、
特
別
な
意
図
つ
ま
り
‘
”
述
語
部
に
割

り
込
ま
せ
る
“
土
息
識
が
あ
る
と
き
に
、
こ
の
タ
イ
プ
を
取
る
と
考
え
ら
れ
る
。

”
述
語
部
に
割
り
込
ま
せ
る
“
「
な
ど
」
に
つ
い
て
は
、

E
タ
イ
プ
で
み
た

よ
う
に
、
命
題
否
定
が
卓
越
し
や
す
い
こ
と
か
看
て
取
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、

B
に
関
し
て
は
論
理
的
に
は
‘

命
題
否
定
〔
ぺ
て
ん
に
か
け
る
ナ
ド
〕
ナ
イ

述
語
否
定
ぺ
て
ん
に
ナ
ド
〔
か
け
ナ
イ
〕

の
両
方
の
解
釈
が
可
能
だ
が
、

B
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
か
す
な
わ
ち
‘
命
題

否
定
の
意
図
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
本
稿
で
は
考
え
る
。
こ

の
よ
う
な
事
情
か
ら
、

B
タ
イ
プ
は
「
否
定
的
強
調
」
の
意
味
か
出
や
す
い

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

三
ー
三
仮
説
（
イ
）
に
つ
い
て

28
決
し
て
大
当
た
り
せ
ず
、
さ
せ
ず
‘
決
し
て
豪
邸
な
ど
に
住
ま
ず
‘

〈
真
物
〉

(
A
タ
イ
プ
）

29
ロ
シ
ア
が
こ
の
先
、
ど
う
い
う
こ
と
に
相
成
っ
て
行
く
も
の
か
な
ど

と
い
う
こ
と
は
‘
私

riに
見
当
の
つ
く
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
、

〈
二
都
〉

(
A
タ
イ
プ
）

30
母
に
分
か
ら
せ
よ
う
と
努
め
た
。
私
は
入
オ

5
日
二
で
は
な
く
‘
私
は

私
だ
っ
て
こ
と
を
。
〈
日
経
〉

(
D
タ
イ
プ
）

31
私
の
よ
う
に
何
も
言
わ
ず
に
す
っ
と
抜
け
て
ゲ
ー
ム
を
下
り
て
し
ま

う
の
は
、
実
は
強
さ
な
ど
で
は
な
く
、
も
ろ
さ
、
弱
さ
の
せ
い
な
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
少
し
も
解
決
に
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

〈
別
れ
〉

(
D
タ
イ
プ
）
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A
D
と
も
に
、
命
題
否
定
、
述
語
否
定
両
方
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
ど

ち
ら
に
解
釈
す
る
か
は
‘
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
だ
か
ら
、
同
じ
文
で
も
、

「
否
定
的
強
調
」
の
土
息
味
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
時
と
、
「
軽
視
・
謙
遜
」
の

意
味
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
時
、
ど
ち
ら
が
強
い
と
特
定
で
き
な
い
時
が
あ
る
。

例
28
の
よ
う
に
「
決
し
て
」
な
ど
の
副
詞
が
入
っ
て
、
命
題
否
定
の
構
造
が

看
て
取
り
や
す
け
れ
ば
、
「
否
定
的
強
調
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
出
る
。
し
か

し
そ
の
よ
う
な
条
件
が
な
け
れ
ば
、
述
語
否
定
の
解
釈
に
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
が
多
い
よ
う
だ
。

さ
て
、
述
語
否
定
の
場
合
の
構
造
で
あ
る
が
、
図
式
的
に
い
う
と
、
「
お

ま
え
な
ど
に
〔
ま
か
せ
ら
れ
ナ
イ
〕
」
を
肯
定
的
に
承
認
し
て
い
る
と
い
う

構
造
に
な
る
。
こ
の
場
合
は
、
「
ま
か
せ
ら
れ
ナ
イ
」
と
い
う
否
定
的
な
事

態
が
成
り
立
つ
条
件
が
、
「
お
ま
え
な
ど
に
」
で
あ
る
と
読
み
か
え
る
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
お
ま
え
」
と
そ
れ
に
類
す
る
空
欄
と
し
て
設
定
さ
れ

た
X
が
、
「
ま
か
せ
ら
れ
ナ
イ
」
が
成
り
立
つ
条
件
と
し
て
、
機
能
す
る
こ

と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
否
定
に
は
、
必
然
的
に

限
定
が
つ
い
て
ま
わ
る
か
ら
、
空
欄
X
を
限
定
的
に
読
む
必
要
が
あ
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
構
造
的
に
は
‘
述
語
否
定
の
場
合
の
「
ー
な
ど
」
の
部
分

は
あ
く
ま
で
、
否
定
的
事
態
が
成
り
立
っ
た
め
の
範
囲
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
。

し
た
が
っ
て
命
題
否
定
の
時
と
は
違
っ
て
、
「
な
ど
」
が
も
と
も
と
持
っ
て

い
る
意
味
の
発
現
を
抑
制
す
る
機
構
が
働
か
な
い
た
め
、
こ
の
構
造
か
ら
は
、

本
来
、
「
例
示
」
の
意
味
し
か
出
な
い
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
次
の
例
の
よ

う
に
「
例
示
」
は
存
在
す
る
。

32
（
こ
の
段
階
で
は
）
機
体

ilに
異
状
は
確
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

〈
ニ
ュ
ー
ス
〉

し
か
し
、
実
際
の
用
例
で
は
、
「
例
示
」
の
も
の
よ
り
、
「
軽
視
・
謙
遜
」

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
出
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う

n

o

 

力
本
稿
の
二
で
論
じ
た
よ
う
に
、
「
な
ど
」
は
、
話
し
手
が
否
定
的
感
情
を

持
っ
て
い
る
場
合
に
は
‘
肯
定
文
か
否
定
文
か
に
か
か
わ
ら
ず
‘
「
軽
視
・

謙
遜
」
の
意
味
に
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
話
し
手
が
述
べ
よ
う
と
す
る
こ
と

に
否
定
的
感
情
を
持
っ
て
い
る
か
否
か
は
、
文
の
肯
否
と
は
直
接
に
は
関
係

の
な
い
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
あ
る
事
態
を
あ
ら
わ
す
の
に
否

定
文
を
使
う
と
き
、
話
し
手
は
何
ら
か
の
否
定
的
感
情
を
込
め
て
い
る
こ
と

が
多
い
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
丹
保
健
一
―
九
八

g
 

0
は
「
否
定
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
に
対
す
る
感
情
的
嫌
悪
感
も
否
定
の
持

つ
性
格
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
一
般
的
傾
向
と
し
て
、
否
定
文
に
は
否
定
的
感
情
が
つ
き

ま
と
い
や
す
い
と
い
う
性
質
に
よ
っ
て
、
こ
の
タ
イ
プ
の
否
定
文
で
「
な

ど
」
が
用
い
ら
れ
た
と
き
に
は
、
「
軽
視
・
謙
遜
」
の
意
味
が
出
る
頻
度
が

高
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
否
定
文
で
も
、
否
定
的
感
情
が

つ
き
ま
と
わ
な
い
場
合
は
当
然
あ
り
、
そ
の
場
合
は
、
本
来
の
「
な
ど
」
の

性
格
が
そ
の
ま
ま
出
る
の
で
、
例
32
の
よ
う
な
「
例
示
」
の
例
が
存
在
す
る

の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
、
述
語
否
定
の
否
定
文
と
、
肯
定
文
が
、
同
じ
「
軽
視
・
謙

遜
」
の
意
味
を
持
ち
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
述
語
否
定
の
否
定

文
と
肯
定
文
に
共
通
の
構
造
が
看
て
取
れ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。

り"9 

石
神
照
雄
一
九
九

0
は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
そ
の
共
通
点
を
説

明
し
て
い
る
。
石
神
は
説
明
上
、
否
定
文
を
、
形
容
詞
ナ
イ
を
述
語
と
す
る

「
ー
が
な
い
」
と
い
う
構
文
と
、
述
語
に
助
動
詞
ナ
イ
を
持
つ
構
文
の
場
合

に
分
け
る
。
そ
し
て
、
形
容
詞
ナ
イ
を
述
語
と
す
る
場
合
は
「
否
定
判
断
を

-12-



対
象
化
し
、
そ
れ
が
非
存
在
を
意
味
す
る
形
容
詞
『
な
い
』
の
枠
の
中
に
含

ま
れ
る
こ
と
を
表
す
」
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
が
存
在
す
る
こ
と
を
表
す

「
ー
が
あ
る
」
と
い
う
肯
定
文
と
同
じ
構
造
だ
と
説
く
。

ま
た
、
述
語
に
助
動
詞
ナ
イ
を
持
つ
構
文
で
は
、
否
定
の
二
通
り
の
解
釈
、

す
な
わ
ち
、
事
態
に
対
し
て
、
否
定
判
断
を
主
体
的
に
行
う
場
合
（
本
稿
の

命
題
否
定
に
あ
た
る
と
解
釈
す
る
）
と
、
「
否
定
判
断
を
対
象
化
し
て
、
眼

前
の
事
態
と
同
列
な
も
の
と
し
て
、
文
の
直
接
の
素
材
と
し
て
取
り
扱
う
」

場
合
（
本
稿
の
述
語
否
定
に
あ
た
る
と
解
釈
す
る
）
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し

て
、
後
者
の
場
合
、
「
『
ポ
チ
は
白
く
な
い
』
と
い
う
否
定
判
断
か
ら
、
こ
の

判
断
を
対
象
化
し
、
『
ポ
チ
は
白
く
な
い
こ
と
』
を
『
ボ
チ
は
黒
い
こ
と
』

と
同
様
に
並
べ
て
考
え
る
こ
と
が
生
ま
れ
る
。
（
中
略
）
つ
ま
り
肯
定
文
で

あ
る
。
『
ポ
チ
は
白
く
な
い
。
』
と
い
う
否
定
判
断
を
対
象
化
し
て
、
眼
前
の

事
態
と
同
列
な
も
の
と
し
て
、
文
の
直
接
の
素
材
と
し
て
取
り
扱
う
の
で
あ

る
。
こ
の
考
え
方
は
、
形
容
詞
文
だ
け
で
は
な
く
動
詞
文
•
名
詞
文
に
も
適

用
さ
れ
る
。

(24)
（
ポ
チ
が
泳
が
な
い
。
／
ポ
チ
が
泳
い
で
い
な
い
。
ポ
チ

は
泳
が
な
い
。
／
ポ
チ
は
泳
い
で
い
な
い
。
の
例
を
指
す
。
以
上
加
波
注
）

で
は
『
泳
が
な
い
』
、

(28)

（
ポ
チ
は
猫
で
な
い
。
の
例
を
指
す
。
以
上
加

波
注
）
で
は
『
猫
で
な
い
』
と
い
う
述
語
が
分
析
さ
れ
、
肯
定
形
式
の
構
文

xガ
／
ハ
泳
ガ
ナ
イ

xガ
／
ハ
猫
デ
ナ
イ

を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

石
神
の
説
に
従
う
な
ら
ば
、
述
語
否
定
は
”
ー
デ
ナ
イ
状
態
に
あ
る
“
こ

と
を
主
張
す
る
と
い
う
そ
の
こ
と
に
お
い
て
、
”
ー
デ
ア
ル
状
態
に
あ
る
“

肯
定
文
と
、
あ
る
状
態
に
”
ア
ル
“
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
共
通
す
る
構

造
を
持
つ
と
言
え
よ
う
。

否
定
的
感
情
が
あ
る
場
合
は
‘
述
語
否
定
の
否
定
文
と
、
肯
定
文
が
共
通

し
て
「
軽
視
・
謙
遜
」
の
意
味
を
持
ち
得
る
の
は
、
実
は
こ
の
よ
う
な
共
通

の
構
造
が
看
て
取
れ
る
か
ら
な
の
で
あ
っ
た
。

＝
―
|
四
仮
説
（
ウ
）
に
つ
い
て

C
タ
イ
プ
は
、
格
助
詞
な
し
の
タ
イ
プ
で
あ
る
が
、
格
関
係
は
維
持
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
の
例
文
の
（
）
内
は
、
格
助
詞
は
消
去
さ
れ

て
い
る
が
、
維
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
格
関
係
を
示
す
。

33
私
た
ち
に
悪
し
き
制
度
を
変
更
し
て
い
く
意
志
が
な
か
っ
た
ら
、
息

子
た
ち
は
何
時
ま
で
た
っ
て
も
一
人
立
ち
如
月
[
‘
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

〈
別
れ
〉
（
ガ
格
）

34
こ
こ
に
は
柚
が

gな
い
だ
ろ
う
。
〈
オ
デ
〉
（
ガ
格
）

35
当
時
は
塩
せ
ん
べ
い
が
日
．
、
は
と
ん
ど
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
時
代

だ
。
〈
オ
デ
〉
（
ヲ
格
）

36
小
説
以
外
で
は
、
モ
ス
ク
ワ
の
こ
と
が
日
'
-
行
も
書
い
た
こ
と
が
な

か
っ
た
。
〈
二
都
〉
（
ヲ
格
）

ガ
格
ま
た
は
、
ヲ
格
が
省
略
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
こ
れ
ら
は
A
タ
イ
プ

に
読
み
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
構
造
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
つ

い
て
は
‘
三
ー
―
―
一
で
述
べ
た
通
り
な
の
で
、
省
略
す
る
。

さ
ら
に
、
数
は
少
な
い
が
、
二
格
を
省
略
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
例
が
、

37
あ
な
た

ii、
ま
だ
何
も
判
り
は
し
な
い
わ
。
黙
っ
て
い
る
の
。

〈
植
田
〉

の
よ
う
に
あ
り
、

る
（
も
ち
ろ
ん
、
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と
も
可
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四

ま

と

め

以
上
の
よ
う
な
考
察
か
ら
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
な
ど
」
が
も
と
も
と
持
っ
て
い
る
慈
味
は
‘
核
の
語
と
並
列
す
る
空
欄

X
を
設
定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
核
を
中
心
と
し
て
そ
れ
に
類
す
る
も

の
の
存
在
を
想
定
さ
せ
る
と
い
う
の
が
最
も
根
尤
的
な
「
な
ど
」
の
慈
味
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
語
源
か
ら
ス
ト
レ
ー
ト
に
巾
る
文
中
の
慈
味
は
「
例

示
」
で
あ
る
。

肯
定
文
に
用
い
ら
れ
た
場
合
、
特
に
「
例
小
」
の
慈
味
が
出
る
こ
と
を
抑

制
す
る
条
件
が
な
い
の
で
、
一
般
的
に
、
「
な
ど
」
は
「
例
示
」
の
慈
味
を

持
つ
。し

か
し
、
肯
定
文
で
も
‘
否
定
的
感
恰
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
よ
う
な
ケ
ー

ス
の
場
合
に
は
、
「
例
示
」
の
極
端
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
軒
視
・

謙
遜
」
の
意
味
か
出
る
。

否
定
文
に
用
い
ら
れ
た
場
合
は
、
否
定
の
抑
制
機
構
が
働
い
て
「
例
示
」

の
舷
味
の
発
現
を
、
栢
極
的
に
抑
制
す
る
ケ
ー
ス
と
、
否
定
の
抑
制
機
構
か

働
か
す
‘
梢
極
的
に
は
「
例
示
」
の
意
味
の
発
現
を
抑
制
し
な
い
ケ
ー
ス
の

二
つ
の
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
‘
否
定
の
範
囲
の
取
り
方
に
関
係
す
る
。

す
な
わ
ち
、
命
題
否
定
と
述
語
否
定
で
あ
る
。

命
題
否
定
の
場
合
、
「
な
ど
」
を
含
ん
だ
背
定
的
な
命
題
全
体
を
作
用
的

に
否
定
す
る
と
い
う
構
造
と
な
る
。
し
か
し
、
原
理
的
に
、
否
定
文
で
は
‘

否
定
さ
れ
る
範
囲
は
曖
昧
で
あ
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
必
ず
限
定
さ
れ
る
と

い
う
性
質
か
あ
る
。
そ
の
性
質
は
「
な
ど
」
が
含
ま
れ
て
い
て
も
変
わ
ら
な

い
か
ら
、
結
果
的
に
「
ぱ
や
か
す
」
機
能
か
抑
制
さ
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、

核
そ
の
も
の
に
”
限
定
＂
す
る
表
現
と
な
っ
て
し
ま
う
。
い
わ
ば
、
”
嘔
虚
“

な
”
曖
昧
部
分
＂
を
ひ
き
す
り
な
か
ら
‘

定
と
結
び
つ
く
こ
と
か
ら
、
強
い
否
定
‘

る。

核
は
そ
れ
の
み
に
限
定
さ
れ
て
否

す
な
わ
ち
「
否
定
的
強
調
」
に
な

そ
れ
に
対
し
、
述
語
否
定
と
取
っ
た
場
合
は
‘
「
な
ど
」
を
含
ま
な
い
否

定
的
事
態
の
成
立
条
件
と
し
て
「

I
な
ど
」
か
働
く
。
こ
の
場
合
は
‘
命
題

否
定
の
と
ぎ
の
よ
う
な
、
否
定
の
抑
制
機
構
か
働
か
な
い
た
め
、
本
来
は

「
例
ぷ
」
の
意
味
を
持
つ
は
す
で
あ
る
。
実
際
、
特
別
な
感
情
が
綿
わ
り
つ

か
な
け
れ
ば
‘
「
例
小
」
の
土
息
味
か
巾
る
。
し
か
し
否
定
的
な
感
情
を
も
っ

て
語
ら
れ
る
と
き
に
は
‘
「
軽
視
・
謙
遜
」
の
紅
味
が
出
る
。
た
だ
‘
こ
の

タ
イ
プ
の
実
例
に
「
軽
視
・
謙
遜
」
の
紅
味
を
持
つ
も
の
が

H
立
つ
の
は
‘

否
定
的
事
態
を
否
定
文
で
表
す
と
き
に
は
ど
う
し
て
も
古
定
的
感
情
か
綿
わ

り
つ
苔
や
す
い
こ
と
に
由
来
す
る
。
具
体
的
に
は
、
文
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
‘

次
の
よ
う
に
否
定
の
解
釈
の
さ
れ
方
に
違
い
が
あ
っ
て
、
し
た
か
っ
て
、
出

や
す
い
意
味
に
も
片
寄
り
か
あ
る
。

B
(
「
な
ど
」
が
格
助
詞
に
下
接
す
る
）
タ
イ
プ
、

E
(
「
な
ど
」
か
述
語

に
割
り
込
む
）
タ
イ
プ
で
は
‘
命
題
否
定
の
解
釈
が
卓
越
す
る
傾
向
か
あ
り
、

哀
口
定
的
強
調
」
の
立
息
味
か
出
や
す
い
。

A

(
「
な
と
」
か
格
助
詞
に

1
接
す
る
）
タ
イ
プ
、

D
(
「
な
ど
」
＋
ダ
）

タ
イ
プ
で
は
、
命
題
否
定
・
述
語
否
定
両
方
の
解
釈
が
可
能
で
、
ど
ち
ら
か

の
解
釈
が
屯
越
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
‘
副
詞
な
ど
の
条
件
に
よ
っ
て
そ

れ
ら
か
決
ま
る
。
命
題
否
定
と
解
釈
さ
れ
る
場
合
は
「
否
定
的
強
調
」
の
音

i

味
が
出
‘
述
語
否
定
と
解
釈
さ
れ
る
場
合
に
は
「
例
示
」
ま
た
は
「
軒
視
・

謙
遜
」
の
紅
味
が
出
る
。

C

（
格
助
詞
な
し
）
の
タ
イ
プ
は
、
格
助
詞
は
消
去
さ
れ
て
い
て
も
‘
格

関
係
そ
の
も
の
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。

A
タ
イ
プ
に
読
み
か
え
て
解
釈
さ
れ

~14 — 



る
こ
と
が
多
い
が
、
ま
れ
に

B
タ
イ
プ
に
読
み
か
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

お
わ
り
に

「
な
ど
」
に
限
ら
ず
、
従
米
副
助
詞
と
呼
ば
れ
て
き
た
助
詞
に
つ
い
て
は
、

係
助
詞
と
さ
れ
て
き
た
助
詞
と
と
も
に
、
近
年
「
と
り
た
て
詞
」
と
す
る
立

閣a
 

場
か
ら
の
議
論
が
活
発
に
出
て
き
て
い
る
。
た
し
か
に
、
副
助
詞
に
も
係
助

詞
に
も
「
と
り
た
て
」
と
い
い
た
く
な
る
よ
う
な
用
法
を
持
つ
も
の
が
あ
る
。

仮
に
そ
の
こ
と
を
認
め
た
と
し
て
も
そ
れ
で
は
‘
副
助
詞
の
「
と
り
た
て
」

と
、
係
助
詞
の
「
と
り
た
て
」
と
は
、
ど
う
い
う
点
が
同
じ
で
ど
う
い
う
点

が
違
う
の
か
、
必
ず
し
も
十
分
に
議
論
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
で

91 
h
 

あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
現
段
階
で
は
、
箪
者
自
身
は
、
十
分
に
論
ず
る
準

備
は
持
た
な
い
。
た
だ
、
副
助
詞
の
「
と
り
た
て
」
は
、
基
本
的
な
性
格
と

⑳
 

し
て
、
”
あ
る
範
囲
を
し
め
す
“
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
本
稿

で
は
「
な
ど
」
の
文
中
で
の
意
味
の
出
方
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
こ
と

に
議
論
を
絞
っ
た
た
め
、
表
だ
っ
て
は
述
べ
な
か
っ
た
が
、
「
な
ど
」
も
や

は
り
、
常
に
”
あ
る
範
囲
を
し
め
し
“
て
い
る
こ
と
が
す
べ
て
の
タ
イ
プ
に

お
い
て
見
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
助
詞
の
側
に
立
っ
て
、
そ

の
用
法
が
出
て
く
る
道
筋
を
丁
寧
に
記
述
し
て
い
く
研
究
は
、
係
助
詞
の

「
と
り
た
て
」
用
法
と
の
異
同
を
見
て
い
く
た
め
に
も
、
璽
要
に
な
る
と
本

稿
で
は
考
え
る
。

以
上
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
本
稿
は
、
「
な
ど
」
が
文
中
で
表
す
意
味

の
違
い
が
出
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

【注】
①
文
献
①

四
三
九
頁

②
文
献
④
二
七
頁

③
文
献
⑧
七
八
頁

④
「
な
ど
」
と
似
た
よ
う
な
意
味
を
表
す
も
の
と
し
て
、
「
な
ん
か
」
「
な
ん
ぞ
」

「
な
ん
て
」
な
ど
が
、
従
来
、
一
緒
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
だ
が
、
本
稿
で
は
‘

「
な
ど
」
の
み
に
絞
っ
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

⑥
文
献
⑤
一
三
一
1
-
―
―
―
―
―
―
頁

⑥
文
献
⑥
三
六
三
ー
三
六
五
頁

⑦
文
献
⑦
ニ
―
四
ー
ニ
―
七
頁

⑧
文
献
⑧
七
七
i
九
三
頁

⑨
文
献
⑫

⑩
「
な
ど
」
の
語
源
に
つ
い
て
は
、
文
献
⑨
に
従
う
。
た
だ
し
、
文
献
⑨
は
「
な

に
」
を
、
「
疑
問
詞
」
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
、
本
稿
は
、
不
定
語
と
す
る

と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
点
、
大
き
く
立
場
を
異
に
す
る
。

皿
文
献
②
三
三
八
頁

⑫
文
献
⑩
四
0
四
1
四
0
五
頁

⑬
文
献
③
四
五
五
頁

⑭
文
献
⑫
一
五
九
頁

⑮
こ
れ
ら
の
タ
イ
プ
に
は
、
古
文
で
は
そ
の
例
が
存
在
す
る
も
の
が
あ
る
。

京
へ
な
ど
む
か
へ
奉
ら
せ
給
へ
ら
む
後
、
〈
源
氏
、
浮
舟
〉

い
に
し
へ
の
事
語
り
出
で
、
う
ち
な
き
な
ど
し
給
ふ
〈
源
氏
、
末
摘
花
〉

⑱
文
献
⑯
五
四
ー
五
五
頁

⑬
さ
ら
に
語
用
論
的
な
条
件
と
し
て
、
一
人
称
、
ま
た
は
、
話
手
の
な
わ
張
り

（
「
な
わ
張
り
」
に
つ
い
て
の
定
義
は
文
献
⑮
に
従
う
）
に
は
い
る
人
物
が
、
核

に
く
る
場
合
は
‘
「
謙
遜
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
生
ま
れ
や
す
く
、
「
お
ま
え
」
の
よ

う
に
、
実
は
唯
一
無
―
一
の
存
在
で
あ
り
な
が
ら
「
無
作
為
抽
出
さ
れ
た
一
例
」
と

し
て
扱
う
と
、
「
軽
視
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
生
ま
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
い
え

る。
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•
こ
の
猫
か
、
話
を
聞
く
だ
け
て
も
私
な
ど
に
は
身
の
毛
が
よ
だ
っ
化
け
猫
な
の

だ
。
〈
別
れ
〉

•
お
ま
え
な
ど
一
豆
腐
の
か
ど
に
頭
ぶ
つ
け
て
死
ん
て
し
ま
え
。

⑱
こ
こ
て
の
「
な
ど
」
を
含
む
文
型
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
文
献
⑧
を
某
本
的
に
継

承
し
、
筆
者
な
り
に
整
理
し
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑲
植
田
一
九
九
]
の
分
類
項

H
の
う
ち
、
本
稿
て
、
項
目
を
立
て
る
必
然
性
を
感
じ

な
か
っ
た
た
め
に
省
い
た
も
の
が
あ
る
。
否
定
文
に
お
い
て
、
植
田
か
実
例
が
な

い
と
す
る
も
の
は
、
本
文
て
扱
っ
た
も
の
の
他
に
次
の
よ
う
な
も
の
か
あ
る
か
‘

い
す
れ
も
、
例
を
作
成
す
る
こ
と
が

Uf能
て
あ
る
。

「
I
V
X
十
ナ
ト
非
格
成
分
、
時
の
名
詞
か
来
る
タ
イ
プ
」

「
否
定
文
の
単
独
用
法
」
こ
の
テ
ザ
イ
ン
自
体
は
幅
の
広
い
も
の
た
か
、
絵
葉
書

に
は
っ
て
出
そ
う
と
す
る
時
な
ど
そ
く
わ
な
い
よ
う
た
。

「
並
列
用
法
」
正
月
や
盆
休
み
な
ど
都
心
に
は
人
は
い
な
い
。

同
じ
く
‘
「
同
格
の
タ
イ
プ
」

「
否
定
文
の
単
独
用
法
」
失
敗
し
た
か
ら
と
い
っ
て
す
ぐ
お
む
つ
す
る
な
ど
、
自

尊
心
を
傷
つ
け
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

「
並
列
用
法
」
幼
稚
園
に
行
っ
て
も
ボ
タ
ン
を
自
分
で
は
め
ら
れ
す
、
一
人
で
済

替
え
が
て
ぎ
な
い
な
ど
、
自
立
か
て
き
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。

⑳
本
稿
の
「
命
題
否
定
」
「
辿
語
否
定
」
の
用
語
の
定
義
は
文
献
⑬
に
従
う
。

仰
下
早
越
」
と
い
う
用
語
は
‘
も
と
も
と
あ
る
も
の
か
、
あ
る
条
件
が
加
わ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
一
方
が
は
っ
笞
り
表
に
出
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
本
稿
で
は
使

用
す
る
。

四
文
献
⑪
が
、
係
助
詞
「
は
」
に
つ
い
て
、
「
き
の
う
教
科
書
を
読
み
は
し
た
。
(
…

読
み
は
し
な
か
っ
た
）
」
「
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
美
し
く
は
あ
る
。
（
…
美
し
く
は

な
い
）
」
の
よ
う
な
例
文
の
説
明
の
中
て
、
「
『
は
』
で
確
品
さ
れ
る
の
は
『
し
か

じ
か
の
内
容
か
成
立
す
る
か
し
な
い
か
』
と
い
う
面
で
の
判
断
で
あ
る
。
結
合
を

確
話
さ
れ
る
．
一
要
素
の
う
ち
、
叙
述
内
容
の
力
は
ま
さ
に
文
の
形
と
し
て
形
態
的

に
把
え
ら
れ
る
か
ら
よ
い
の
だ
が
、
”
認
め
方
“
そ
の
も
の
は
、
通
常
は
文
の
形

の
中
に
分
か
ち
難
く
内
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
特
に
ど
の
語
と
し
て
と
り

出
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
や
む
を
得
す
、
補
助
用
言
『
あ
る
』
「
す
る
』

と
か
『
な
い
』
『
し
な
い
』
と
か
の
形
で
形
態
的
に
分
出
さ
せ
て
、
そ
の
二
者
を

結
合
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え

方
は
、
「
な
ど
」
の
述
語
割
り
込
み
タ
イ
プ
に
も
基
本
的
に
あ
て
は
ま
る
の
で
は

な
い
か
と
本
稿
で
は
考
え
‘
こ
の
よ
う
に
書
い
て
み
た
。

⑬
文
献
⑭
七
七
ー
七
八
頁

⑳
文
献
⑧
八
廿
頁

四
文
献
④
二
人

1
三
四
貞

⑳
文
献
⑰
一
，
了
八
頁

⑰
文
献
⑱
五
八
貞
ー
六

iL
頁

⑳
文
献
⑦
な
ど

⑳
文
献
⑲
は
‘
副
助
詞
の
持
つ
用
法
を
、
戸
仕
度
的
用
法
（
例
え
ば
、
「

X
ぐ
ら
い

Y
」
な
ら
、
『

Y
の
程
度
械
を

X
の
持
つ
植
に
お
い
て
は
か
る
』
用
法
）
」
と
「
取

り
立
て
用
法
（
『
並
列
す
る
事
態
の
中
で
成
立
す
る
範
囲
を
表
す
」
用
法
）
」
の
二

つ
に
分
け
、
両
者
の
つ
な
か
り
を
見
て
い
こ
う
と
す
る
試
み
を
し
て
い
る
。
「
だ

け
‘
く
ら
い
‘
は
か
り
」
な
ど
は
、
両
方
の
用
法
を
持
ち
、
「
な
ど
」
は
後
者
の

み
を
持
つ
タ
イ
プ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
副
助
詞
に
お
け
る
「
と
り
た

て
」
と
‘
係
助
詞
に
お
け
る
そ
れ
と
の
違
い
に
つ
い
て
も
論
し
て
い
る
。

⑳
以
上
の
理
解
は
、
文
献
⑲
に
依
る
。
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【
引
用
文
献
】

①
111
田
孝
雄
「
日
本
文
法
学
概
論
』
（
宝
文
館
一
几
三
六
）

②
ill
田
孝
雄
『
平
安
朝
文
法
史
』
（
宝
文
館
一
九
一
三
一
九
五
二
改
版
）

③
山
田
孝
雄
『
奈
良
朝
文
法
史
』
（
宝
文
館
一
九
一
三
一
九
五
四
改
版
）

④
宮
地
裕
「
副
助
詞
小
孜
ー
主
と
し
て
係
助
詞
と
の
関
連
に
於
い
て
ー
」
（
『
国
語
国



文
』
ニ
―
巻
八
号
一
几
五
二
）

⑤
国
立
国
語
研
究
所
（
永
野
賢
執
筆
）
『
現
代
語
の
助
詞
・
助
動
詞
ー
用
法
と
実
例

ー
』
（
秀
英
社
一
九
廿
一
）

⑥
森
田
良
行
『
基
窮
H
本
語

2
』
（
角
川
書
店
一
九
八

O
)

⑦
沼
田
善
子
「
と
り
た
て
詞
」
（
奥
津
敬
一
郎
・
沼
田
善
子
・
杉
本
武
『
い
わ
ゆ
る

H
本
語
助
詞
の
研
究
』
凡
人
社
一
几
八
六
）

⑧
植
田
瑞
子
「
現
代
語
に
お
け
る
副
助
詞
ナ
ド
の
分
布
と
特
性
」
(
『
H
本
語
学
』
十

巻

五

号

一

九

九

ご

⑨
山
口
尭
二
「
副
助
詞
「
な
ど
」
と
そ
の
周
辺
」
（
『
語
文
』
五
〇
了
几
八
八
）

⑩
尾
上
七
介
「
不
定
語
の
語
性
と
用
法
」
（
渡
辺
実
編
「
副
用
語
の
研
究
」
明
治

書
院

1

九
八
一
こ
）

⑪
尾
上
土
夫
JI

「
「
は
」
の
係
助
詞
件
と
表
現
的
機
能
」
（
『
固
語
と
国
文
学
」
五
八

巻

五

号

一

九

八

ご

⑫
奥
津
敬
一
郎
『
牛
成
日
本
文
法
論
』
（
大
修
館
書
店
一
九
七
四
）

⑬
服
部
匡
「
命
題
否
定
に
関
す
る
覚
書
」
（
『
徳
島
大
学
教
養
部
紀
要
（
人
文
・
社
会

科
学
）
』
二
六
一
九
几
一
）

⑭
田
中
敏
生
「
否
定
述
語
・
不
確
実
述
語
の
作
用
面
と
対
象
面
ー
陳
述
副
詞
の
呼
応

の
内
実
を
求
め
て
ー
」
（
『
日
本
語
学
』
二
巻
十
号
一
九
八
三
）

⑮
神
尾
昭
雄
『
情
報
の
な
わ
張
り
理
論
]
（
大
修
館
書
店
一
九
九

O
)

⑯
川
村
』
一
喜
夫
「
テ
モ
・
ナ
ト
」
（
『
意
味
分
析
』
束
京
大
学
文
学
部
言
語
学
研
究
室

-
J
L
八
三
）

⑰
丹
保
健
一
「
否
定
表
現
の
文
法

(
1
)
ー
否
定
内
容
と
文
構
造
を
め
く
っ
て
ー
」

（
『
三
重
大
学
教
脊
学
部
紀
要
人
文
科
学
』
三
一
巻
二
号
一
九
八

O
)

⑱
石
神
照
雄
「
否
定
と
構
文
」
(
『
H
本
語
学
』
九
巻
―
二
号
一
九
几

O
)

⑲
丹
羽
哲
也
「
副
助
詞
に
お
け
る
程
度
と
取
り
立
て
」
（
『
人
文
研
究
（
大
阪
巾
立
大

学
文
学
部
）
」
四
四
巻
＋
三
分
冊
一
九
几
二
）

【
用
例
採
取
資
料
と
略
号
一
覧
】

中
野
孝
次
「
真
物
の
人
間
」
（
『
ち
く
ま
』

N
O
.
―一七

0

―
几
几
三
）
〈
真
物
〉

吉
岡
達
夫
「
オ
テ
ソ
セ
イ
・
ル
オ
ー
・
聖
甚
」
（
『
ち
く
ま
』

N
O
．
二
七

O

]

九

九
三
）
〈
オ
デ
〉

堀
田
善
衛
「
―
―
都
物
語
」
（
『
ち
く
ま
」

N

o・
 

―一七

0

―
几
九
三
）
〈
1

1

都〉

森
瑶
子
『
別
れ
の
予
感
』
（
角
川
文
庫
）
〈
別
れ
〉

阿
刀
田
高
『
ま
し
め
半
分
』
（
角
川
文
庫
）
〈
ま
じ
め
〉

そ
の
他
日
本
経
済
新
聞
〈
日
経
〉
、

N
H
K
ニ
ュ
ー
ス
〈
ニ
ュ
ー
ス
〉

〈
付
記
〉

本
粕
作
成
に
あ
た
っ
て
は
‘
大
鹿
薫
久
関
囲
学
院
大
学
教
授
に
、
幣
理
の
仕
方
等
、

多
く
の
点
で
貰
重
な
ご
土
品
見
を
賜
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
＂

（
大
阪
府
立
西
浦
高
校
／
関
西
学
院
大
学
大
学
院
博
七
課
程
後
期
課
程
）
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