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ノ
ダ
形
式
の
連
文
的
側
面

い
く
ら
か
貸
し
て
く
れ
な
い
か
。
無
一
文
な
ん
だ
。

右
の
文
例
の
「
ん
だ
（
の
だ
）
」
が
果
た
し
て
い
る
役
割
に
は
二
つ
の

側
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
第
一
に
は
、

＂
（
話
手
が
）
無
一
文
で
あ
る
コ
ト
“
と
い
う
話
手
だ
け
が
知
っ
て

い
る
情
報
を
聞
手
に
対
し
て
『
告
白
』
す
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伝

・
え
る

と
い
う
側
面
で
あ
り
、
第
二
に
は
、

前
文
の
表
す
『
依
頼
』
に
対
し
て
そ
の
『
理
由
の
提
出
』
と
し
て
働

＜
 

と
い
う
側
面
で
あ
る
。
第
一
の
側
面
は
「
無
一
文
な
ん
だ
。
」
と
い
う
当
該

文
（
ノ
ダ
形
式
が
実
際
に
属
す
る
文
）
の
内
部
で
指
摘
で
き
る
役
割
で
あ

り
、
第
二
の
側
面
は
当
該
文
と
そ
の
前
後
の
文
と
の
間
に
生
じ
る
役
割
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
第
一
の
も
の
を
文
内
表
現
効
果
、
第
二
の
も
の
を
文
間

表
現
果
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

晶
）
に
お
い
て
、
筆
者
は
、
ノ
ダ
形
式
の
諸
形
態
の
う
ち
「
（
狭
義
の
）

の
だ
」
八
平
叙
・
現
在
時
＞
と
「
の
だ
っ
た
」
＾
乎
叙
•
過
去
時
＞
と
を

吉

田

茂

晃

取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
形
態
が
ど
の
よ
う
な
表
現
効
果
を
実
現
さ
せ
る
か
｀

そ
の
よ
う
な
表
現
効
果
群
の
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
う
い
っ
た
事
情
で
生
じ
て
く

る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
論
じ
た
「
表

現
効
果
」
と
は
こ
こ
に
言
う
文
内
表
現
効
果
の
み
で
あ
り
、
文
問
表
現
効

果
の
ほ
う
に
は
敢
え
て
触
れ
な
か
っ
た
°
ノ
ダ
形
式
の
働
き
に
つ
い
て
考

察
す
る
第
一
段
階
と
し
て
対
象
を
文
内
表
現
効
果
に
し
ぼ
り
、
文
間
表
現

効
果
を
意
識
的
に
排
除
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
別
稿
を
承
け
て
、
本
稿
で
は
、
ノ
ダ
形
式
の
文
間
表
現
効

果
に
つ
い
て
考
察
を
す
す
め
て
ゆ
く
。
な
お
、
本
稿
で
扱
う
対
象
は
「
（
狭

義
の
）
の
だ
」
八
平
叙
・
現
在
時
＞
に
限
定
し
て
お
く
。
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ノ
ダ
形
式
の
本
質
と
文
内
表
現
効
果

文
間
表
現
効
果
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
別
稿
の
結
論
を
繰
り
返
す
こ

と
に
な
る
が
、
ノ
ダ
形
式
の
本
質
と
文
内
表
現
効
果
に
つ
い
て
ひ
と
と
お

り
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

(1) 

ノ
ダ
形
式
の
組
成
と
表
現
の
構
造



一
般
に
ノ
ダ
形
式
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
準
体
助
詞
「
の
」
を
用
い

た
あ
ら
ゆ
る
述
語
形
式
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
「
の
だ
」
や
「
の
で
す

．
の
で
あ
る
．
の
さ
．
の
ね
．
の
よ
・
・
・
」
な
ど
の
ほ
か
、
「
の
だ
ろ
う
・

の
だ
っ
た
．
の
か
」
な
ど
も
そ
れ
に
属
す
る
。
即
ち
、
八
準
体
助
詞
「
の
」

＋
述
語
化
要
素
＞
と
い
う
組
成
を
持
つ
も
の
は
お
し
な
べ
て
ノ
ダ
形
式

と
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
も
そ
れ
と
同
じ
定
義
に
お
い
て
「
ノ
ダ
形
式
」

と
い
う
術
語
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

＾
準
体
助
詞
「
の
」
＋
述
語
化
要
素
＞
と
い
う
組
成
を
持
つ
ノ
ダ
形
式

が
起
用
さ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の
表
現
は
次
の
よ
う
な
構
造
を
持
つ
こ
と

に
な
る
。

◇
叙
述
内
容
を
い
っ
た
ん
句
的
体
言
と
し
、
然
る
後
に
あ
ら
た
め
て

そ
の
体
言
句
を
述
語
形
式
た
ら
し
め
る
。

手
短
か
に
言
う
な
ら
、
ノ
ダ
形
式
を
用
い
る
表
現
（
以
下
、
「
ノ
ダ
表
現
」
）

の
構
造
は
＾
叙
述
内
容
の
体
言
化
と
そ
の
再
述
語
化
＞
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
°
ノ
ダ
表
現
が
八
叙
述
内
容
の
体
言
化
と
そ
の
再
述
語
化
＞

二
句
一
文

と
い
う
構
造
を
持
つ
の
は
ノ
ダ
形
式
が
八
準
体
助
詞
「
の
」
＋
述
語
化
要

素
＞
と
い
う
組
成
を
持
つ
こ
と
か
ら
の
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る
か
ら
、
す

べ
て
の
ノ
ダ
表
現
は
八
叙
述
内
容
の
体
言
化
と
そ
の
再
述
語
化
＞
と
い
う

同
一
の
構
造
を
持
つ
、
と
言
え
よ
う
。

(2) 

「
（
狭
義
の
）
の
だ
」
の
文
内
表
現
効
果

次
に
掲
げ
る
表
は
、
八
乎
叙
・
現
在
時
＞
で
用
い
ら
れ
た
ノ
ダ
形
式

(
「
（
狭
義
の
）
の
だ
」
）
の
文
内
表
現
効
果
の
一
覧
表
で
あ
る
。
以
下
、

こ
れ
ら
の
表
現
効
果
群
を
箇
条
書
き
風
に
概
観
す
る
。
な
お
、
待
遇
性
や

文
体
上
の
差
異
は
無
視
す
る
こ
と
と
し
、
「
の
で
す
．
の
で
あ
る
．
の
さ

．
の
よ
・
の
ね
．
の
…
」
な
ど
の
諸
形
態
は
す
べ
て
こ
の
「
（
狭
義
の
）

の
だ
」
に
含
め
て
扱
う
も
の
と
す
る
。
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A
換
言

V
は
、
主
語
句
の
内
容
事
態
を
異
な
る
観
点
か
ら
述
べ
直
す
述

語
句
に
末
尾
形
式
と
し
て
用
い
ら
れ
た
ノ
ダ
形
式
の
、
そ
の
表
現
効
果
で

A
換

言

V

話
手
に
し
か
判
ら
な
い
こ
と
が
ら
を
ー
—

A
告
白

V

聞

手

に

情

報

を

提

示

す

る

聞

手

が

知

ら

な

い

こ

と

が

ら

を

A
教

示

＞

二
口
聞
手
が
信
じ
て
い
な
い
こ
と
が
ら
を

|
A強
調

＞

聞

手

に

伝

え

る

|

[

聞

手

に

承

諾

を

迫

る

|

ー

占

臼

尺

tt̀

砂`い
IIAA
□

VV

初
め
て
知
っ
た
こ
と
が
ら
を

A
得

心

V

一

句

一

文

話

手

が

受

け

と

め

る

「

忘

れ

て

い

た

こ

と

が

ら

を

A
再
認
識

V

□

そ

の

他

の

特

殊

な

も

の

胃

庄

戸

塁



あ
る
。
従
っ
て
、
八
換
言

V
は
本
質
的
に
主
述
の
二
句
を
も
っ
て
構
成
さ

れ
た
文
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
表
現
効
果
で
あ
り
、
「
；
：
の
は

．．． 
の
だ
」

(2) 

と
い
う
呼
応
を
基
本
形
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
呼
応
を
見
せ
な
い
②
の
よ

う
な
文
例
で
も
、
そ
の
主
語
は
常
に
句
に
匹
敵
す
る
事
態
を
表
わ
し
て
お
り

（
例
え
ば
②
で
は

ll

雨
が
激
し
く
降
る
コ
ト
“
と
い
う
事
態
が
「
大
雨
」

と
い
う
語
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
）
、
文
全
体
と
し
て
は
二
句
構
成
の

も
の
に
準
じ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
僕
が
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
は
、
君
が
心
配
な
ん
だ
。

②
こ
の
大
雨
は
台
風
が
近
づ
い
て
い
る
の
だ
。

①
②
の
よ
う
な
二
句
構
成
の
文
で
は
、
主
述
二
つ
の
句
的
内
容
の
一
致

が
表
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
致
関
係
の
中
で
、
特
に
後
句
の
方
に

は
”
前
句
の
内
容
の
言
い
換
え
“
と
い
う
価
値
が
結
果
的
に
与
え
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
後
句
の
働
き
を
、
後
句
の
末
尾
形
式
で
あ
る

「
の
だ
」
に
全
面
的
に
帰
し
た
も
の
が
、
ノ
ダ
形
式
の
文
内
表
現
効
果
の

―
っ
と
し
て
の
八
換
言

V
で
あ
る
。

こ
の
八
換
言
＞
と
い
う
表
現
効
果
は
こ
れ
以
外
の
表
現
効
果
と
は
ま
っ

た
く
異
質
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
八
換
言
＞
と
そ
れ
以

外
の
表
現
効
果
の
一
っ
と
が
同
一
文
に
共
存
す
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
（
文
間
表
現
効
果
と
の
関
連
に
お
い
て
）
後
に
触

れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

八
告
白

V
は
「
話
手
だ
け
が
知
っ
て
い
る
情
報
を
聞
手
に
対
し
て
提
示

す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
八
教
示

V
は
「
聞
手
の
知
ら
な
い
情
報
を

話
手
が
提
示
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
八
強
調

V
は
「
聞
手

が
納
得
し
な
い
で
い
る
こ
と
が
ら
を
話
手
が
（
再
び
）
提
示
す
る
」
も
の

で
あ
る
。
各
々
の
文
例
を
挙
げ
る
。

③
実
は
私
も
イ
ソ
コ
を
飼
っ
て
い
る
ん
で
す
。
八
告
白
＞

④
こ
の
店
は
、
こ
の
辺
り
で
は
ち
ょ
っ
と
有
名
な
レ
ス
ト
ラ
ソ
な
ん

で
す
。
八
教
示

V

⑤
嘘
じ
ゃ
な
い
よ
ォ
°
ホ
ン
ト
に
ぼ
く
が
ひ
と
り
で
や
っ
た
ん
だ
。

八
強
調
＞

こ
の
三
者
は
、
”
話
手
に
よ
る
聞
手
へ
の
情
報
提
示
の
形
式
“
で
あ
る

と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
末
尾
の
ノ
ダ
形
式
で
八
叙
述
内
容
の
体
言

化
＞
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
叙
述
内
容
は
一
項
目
の
情
報
と
し
て
の
体

裁
を
幣
え
ら
れ
、
聞
手
に
提
示
さ
れ
る
た
め
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
情
報

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
う
ち
だ
さ
れ
る
。
八
告
白
＞
八
教
示
＞
八
強

調

V
は
、
聞
手
へ
情
報
を
提
示
す
る
と
き
の
話
手
の
姿
勢
の
分
類
で
あ
る
。
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八
決
意

V
は
「
あ
る
こ
と
が
ら
を
話
手
自
身
が
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る

意
志
を
、
話
手
が
聞
手
に
対
し
て
表
明
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
八
命
令

V

は
「
聞
手
を
し
て
あ
る
こ
と
が
ら
を
実
現
せ
し
め
よ
う
と
す
る
意
志
を
、

話
手
が
聞
手
に
対
し
て
表
明
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
例
を
挙
げ
る
。

⑥
ど
け
い
。
そ
こ
に
は
俺
様
が
す
わ
る
ん
だ
。
八
決
意

V

⑦
な
ん
だ
と
。
お
前
の
方
こ
そ
向
こ
う
へ
行
く
ん
だ
。
八
命
令

V

こ
の
二
者
は
、
話
手
が
自
身
の
意
志
す
る
内
容
を
一
個
の
体
言
の
形
に

ま
と
め
あ
げ
て
聞
手
に
突
き
付
け
、
強
引
に
聞
手
に
承
諾
を
迫
る
表
現
で

あ
る
、
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ノ
ダ
形
式
に
よ
る
八
叙

述
内
容
の
体
言
化

V
は
、
話
手
の
意
志
の
内
容
を
聞
手
に
対
す
る
一
個
の



要
求
項
目
に
ま
で
仕
立
て
あ
げ
る
、
と
い
う
形
で
働
い
て
い
る
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。

な
お
、
こ
の
八
決
音
i
>
八
命
令
＞
と
さ
き
ほ
ど
の
八
告
白
＞
八
教
示

V

八
強
調

V
ば
、
い
ず
れ
も
「
聞
手
に
伝
え
る
た
め
に
、
聞
手
に
向
か
っ
て

用
い
ら
れ
る
ノ
ダ
形
式
」
で
あ
り
｀
そ
の
点
で
は
大
き
く
一
括
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

八
得
心

V
は
「
何
ら
か
の
情
報
を
自
身
の
知
識
と
し
て
新
し
く
獲
得
し

た
こ
と
を
表
明
す
る
」
も
の
で
あ
り
、

A
再
認
識

V
は
「
失
念
し
て
い
た

こ
と
が
ら
に
再
び
出
会
い
、
そ
れ
を
あ
ら
た
め
て
日
身
の
知
識
に
加
え
た

こ
と
を
表
明
す
る
」
も
の
で
あ
る
。

⑧
な
る
ほ
ど
。
こ
の
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
と
動
き
出
す
ん
だ
。
八
得

心
＞

R
あ
あ
、
そ
う
か
。
物
質
名
祠
に
は

s
を
つ
け
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
。

八
再
認
識
＞

こ
の
二
者
は
、
遭
遇
し
た
こ
と
が
ら
の
内
容
を
―
つ
の
体
言
の
形
に
ま

と
め
上
げ
、
話
手
自
身
が
そ
れ
に
つ
い
て
納
得
す
る
た
め
の
手
掛
り
と
す

る
表
現
で
あ
る
。
八
告
白
＞
八
教
示
＞
八
強
調

V
が
知
識
の
一
項
目
を

，
提
示
“
す
る
た
め
の
形
式
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
八
得
心
＞
八
再
認

識

V
は
知
識
の
一
項
目
を
”
獲
得
“
し
た
こ
と
を
示
す
た
め
の
形
式
で
あ
っ

て
、
そ
の
音
ば
味
で
は
両
群
は
正
反
対
の
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え

る
。
ま
た
、
八
告
白
＞
八
教
示
＞
八
強
調
＞
八
決
意
＞
八
命
令

V
の
五
つ

は
聞
手
に
向
か
っ
て
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
八
得
心
＞
八
再
認
識
＞

の
二
つ
は
「
話
手
自
身
が
受
け
止
め
る
た
め
に
、
独
白
的
に
（
話
手
自
身
‘

に
向
か
っ
て
）
用
い
ら
れ
る
ノ
ダ
形
式
」
で
あ
り
、
そ
の
点
で
大
き
く
対
立
す
る
c

八
確
認

V
は
「
話
手
が
聞
手
の
眼
前
で
闇
手
の
発
言
に
納
得
し
て
見
せ

て
、
以
て
聞
手
へ
の
確
認
に
か
え
る
」
も
の
で
あ
る
。
外
見
上
は
聞
手
に

向
か
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
店
本
的
に
は
八
得

心
＞
と
同
質
の
話
手
自
身
が
受
け
止
め
る
表
現
で
あ
り
、
八
得
心

V
の
特

殊
な
変
容
型
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

⑩
つ
ま
り
、
君
は
僕
の
や
り
方
が
な
ま
ぬ
る
い
と
、
こ
う
言
い
た
い

ん
だ
。
八
確
認
＞

以
上
の
ほ
か
、
や
や
特
殊
な
も
の
と
し
て
次
の
こ
種
を
指
摘
し
て
お
く
。

八
整
調

V
は
、
八
教
示
＞
や
八
強
晶

V
の
ノ
ダ
形
式
が
（
主
と
し
て
同

一
文
章
内
に
お
け
る
頻
川
の
粘
果
）
期
待
さ
れ
た
教
一
ホ
・
強
調
の
一
ュ
ア

ン
ス
を
卜
分
に
吏
現
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
単
に
語
調
を
招
え
る
働
き
し

か
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

⑪
し
か
し
、
そ
れ
は
結
論
の
単
な
る
先
送
り
に
過
ぎ
ず
、
断
じ
て
解

決
案
と
呼
べ
る
よ
う
な
代
物
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
曖

昧
な
態
度
こ
そ
が
、
事
態
の
混
乱
を
招
く
元
凶
な
の
で
あ
る
。
八
整

調
＞

八
客
体
化

V
は
、
通
常
一
人
称
の
主
語
し
か
採
ら
な
い
述
語
詞
（
情
意

形
容
詞
な
ど
）
を
二
人
称
・
『
一
人
称
の
主
語
に
対
す
る
述
語
と
す
る
と
き

に
用
い
ら
れ
た
場
合
の
、
八
教
示
＞
八
得
心
＞
な
ど
の
ノ
ダ
形
式
の
働
き

(
3
)
 

を
言
う
。

⑫

お

い

、

化
＞

-,H -

あ
い
つ
店
え
て
る
ぜ
。
よ
っ
ぽ
ど
こ
わ
い
ん
だ
。
八
客
休



二
人
称
者
・
三
人
称
者
の
主
観
は
話
手
に
は
直
接
は
判
ら
な
い
も
の
で

あ
る
か
ら
、
主
観
的
な
表
現
内
容
を
持
つ
情
意
形
容
詞
な
ど
は
二
人
称
・

―
―
一
人
称
の
主
語
を
と
る
こ
と
が
無
い
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
末
尾
に

A
教

示

V
A得
心

V
の
ノ
ダ
形
式
が
用
い
ら
れ
た
と
き
に
は
そ
の
発
言
内
容
に

”
話
手
の
知
識
の
一
項
目
II

と
し
て
の
資
格
が
与
え
ら
れ
、
⑫
の
よ
う
な

言
い
方
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
結
果
か
ら
の
み
見
れ
ば
、
あ
た
か

も
ノ
ダ
形
式
が
主
語
の
人
称
制
限
を
解
消
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
見
え

る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合
の
ノ
ダ
形
式
を
一
般
の

A
教
示

V
A得

心
＞
な
ど
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
と
き
に
は
、
こ
れ
を

A
客
体
化
＞
と

呼
ぶ
。ノ

ダ
形
式
の
文
内
表
現
効
果
と
し
て
、
筆
者
は
以
上
の
十
一
種
を
立
て

て
い
る
。
但
し
、

A
確
認
＞
と

A
整
調

V
A客
体
化

V
の
三
種
は
他
の
表

現
効
果
へ
解
消
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
｀
基
本
的
に
は
八
種
で
あ
る
と

も
言
え
る
。

そ
れ
ら
の
表
現
効
果
は
い
ず
れ
も
八
叙
述
内
容
の
体
言
化
と
そ
の
再
述

語
化
＞
と
い
う
ノ
ダ
表
現
の
構
造
に
よ
っ
て
実
現
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
、
以
上
の
論
述
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

八
叙
述
内
容
の
体
言
化
＞
と
い
う
一
貫
し
た
構
造
を
持
つ
ノ
ダ
表
現
は
、

＾
叙
述
内
容
の
体
言
化
＞
と
い
う
こ
と
に
様
々
な
伝
達
上
の
役
割
を
期
待

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
表
現
効
果
は
分
化
し
て
八
乃
至

十
一
種
類
と
い
う
多
様
さ
を
見
せ
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

ノ
ダ
形
式
の
文
間
表
現
効
果

(1) 

ノ
ダ
表
現
に
と
っ
て
の
文
間
表
現
効
果

文
間
表
現
効
果
は
、
一
般
に
は
文
章
論
の
課
題
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
、

文
法
論
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
例
え
ば
、

次
の
よ
う
な
文
例
に
お
い
て
、

⑬
あ
ん
ま
り
乱
暴
に
扱
わ
な
い
で
く
れ
。
割
れ
物
が
は
い
っ
て
る
か

も
し
れ
な
い
。

後
文
末
尾
の
「
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
形
式
の
役
割
を
記
述
し
よ
う
と

す
る
と
き
に
は
、
『
蓋
然
性
の
表
示
』
あ
る
い
は
『
危
惧
の
表
明
』
と
い

う
文
内
表
現
効
果
だ
け
が
取
り
出
さ
れ
、
前
文
の
『
依
頼
』
に
対
す
る

『
根
拠
づ
け
』
と
い
う
文
間
表
現
効
果
に
つ
い
て
は
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が

な
い
。
文
法
論
の
見
地
か
ら
文
間
表
現
効
果
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
な
場

合
と
し
て
は
、
ノ
ダ
形
式
の
ほ
か
に
助
動
詞
「
ら
し
」
と
「
ら
む
」
と
が

数
え
ら
れ
る
程
度
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
言
ノ
ダ
形
式
を
論
ず

る
際
に
そ
の
文
間
表
現
効
果
に
注
目
す
る
論
者
が
非
常
に
多
い
と
い
う
事

実
に
は
、
十
分
な
注
意
を
は
ら
う
必
要
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
｀
ノ
ダ
形
式

に
は
、
前
後
の
文
へ
積
極
的
に
関
与
し
て
ゆ
く
と
い
う
、
他
の
表
現
形
式

に
は
無
い
性
質
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

-45-

前
節
に
お
い
て
、
ノ
ダ
形
式
は
八
乃
至
十
一
種
の
「
多
様
な
」
表
現
効

果
を
実
現
す
る
、
と
述
べ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
非
ノ
ダ
表
現
が
伝
達
上

何
の
色
合
も
持
た
ず
に
存
立
し
得
る
の
に
比
べ
て
み
れ
ば
、
実
は
ノ
ダ
表

現
と
は
、
”
話
手
し
か
知
ら
な
い
情
報
を
伝
え
る
よ
う
な
場
面
“
ゃ
”
聞



手
へ
の
要
求
を
突
き
付
け
る
よ
う
な
場
面
“
な
ど
で
し
か
用
い
る
こ
と
の

(
4
)
 

で
き
な
い
制
限
の
多
い
形
式
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
例
え
ば
「
猫

は
ネ
ズ
ミ
を
捕
る
の
が
う
ま
い
ん
だ
。
」
と
い
う
ノ
ダ
表
現
は
聞
手
に
八
教

示
＞
し
た
り
八
強
調
＞
し
た
り
話
手
自
身
が
八
再
確
認
＞
し
た
り
す
る
場

面
で
し
か
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
「
猫
は
ネ
ズ
ミ
を
捕
る
の
が
う

ま
い
。
」
と
い
う
非
I

’
ダ
表
現
は
そ
の
よ
う
な
場
面
で
も
使
え
る
上
に
そ
の

他
の
様
々
な
状
況
に
お
い
て
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
書
き
言
葉
と
し

て
も
用
い
ら
れ
得
る
。

そ
も
そ
も
ノ
ダ
形
式
と
は
八
叙
述
内
容
の
体
言
化
と
そ
の
再
述
語
化
＞

の
た
め
の
形
式
で
あ
っ
た
。
句
的
体
言
が
そ
の
ま
ま
文
と
し
て
占
い
切
ら

れ
た
も
の
が
ノ
ダ
表
現
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
通
常
の
文
に
比
し
て
ノ
ダ
表

現
に
よ
り
多
く
の
制
限
が
か
か
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
か
も
し
れ
な

＞ヽ

体
言
化
と
は
、
一
種
の
抽
象
化
で
あ
る
。
体
言
化
さ
れ
た
内
容
は
、
具

体
的
な
言
語
場
に
で
は
な
く
よ
り
抽
象
的
な
場
に
設
定
さ
れ
る
。
叙
述
内

容
は
、
体
言
化
に
よ
っ
て
前
節
に
述
べ
た
よ
う
な
表
現
性
を
獲
得
す
る
と

同
時
に
｀
体
言
化
に
よ
っ
て
発
話
の
現
場
へ
直
接
に
結
び
付
く
文
表
現
の

モ
ー
ダ
ル
な
部
分
を
削
ぎ
落
と
さ
れ
、
発
話
の
現
場
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

内
容
そ
の
も
の
と
な
っ
て
宙
に
浮
き
も
す
る
の
で
あ
る
。
体
言
化
さ
れ
た

叙
述
が
文
表
現
と
し
て
安
定
す
る
た
め
に
は
、
一
旦
な
く
し
た
発
話
の
現

場
へ
の
結
び
つ
き
を
何
ら
か
の
手
段
で
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
前
節
に
数
え
あ
げ
た
”
ノ
ダ
形
式
の
表

現
効
果
“
と
は
そ
の
ま
ま
”
ノ
ダ
表
現
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
“
で
も

あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
句
的
体
言
に
他
な
ら
ぬ
ノ
ダ
表

現
が
文
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
八
告
白
＞
な
り
八
決
E
g
V
な
り
の
ニ

ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
て
発
話
の
現
場
へ
結
び
つ
く
必
要
が
あ
っ
た
。
比
喩
的

に
言
う
な
ら
ば
、
ノ
ダ
表
現
は
八
告
白
＞
的
な
場
血
や
八
決
舷

V
的
な
場

[llU
に
許
さ
れ
て
文
と
し
て
成
立
す
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ

は
、
ノ
ダ
表
現
と
い
う
句
的
体
言
に
よ
る
文
の
”
場
面
的
な
安
定
＂
で
あ

る。
だ
と
す
れ
ば
、
ノ
ダ
表
現
が
前
後
の
文
へ
積
極
的
に
関
与
す
る
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
、
ノ
ダ
表
現
と
い
う
句
的
体
言
に
よ
る
文
の
”
文
脈
的

な
安
定
“
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
ノ
ダ

表
現
は
、
前
節
に
揚
げ
た
文
内
表
現
効
果
の
い
ず
れ
か
を
帯
び
る
こ
と
に

よ
っ
て
既
に
場
面
的
に
安
定
し
、
そ
れ
で
十
分
に
文
た
り
得
る
の
で
あ
る

が
、
多
く
の
ノ
ダ
表
現
は
そ
れ
と
同
時
に
、
前
後
の
文
へ
と
依
存
し
て
文

脈
的
に
も
安
定
す
る
。
そ
の
と
き
の
依
存
の
あ
り
万
が
、
本
節
で
論
じ
よ

う
と
す
る
ノ
ダ
形
式
の
文
間
表
現
効
果
に
他
な
ら
な
い
。
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(2) 

ノ
ダ
表
現
に
お
け
る
文
間
表
現
効
果

ノ
ダ
形
式
に
と
っ
て
文
内
表
現
効
果
は
そ
の
場
面
的
な
安
定
の
仕
方
の

そ
れ
ぞ
れ
で
あ
り
、
文
間
表
現
効
果
は
文
脈
的
な
安
定
の
仕
方
の
一
っ
―

つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
小
節
に
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
ノ
ダ
形
式
に

対
す
る
両
者
の
重
要
性
の
比
屯
は
若
干
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
事
実
と
し
て
、
文
内
表
現
効
果
を
持
た
な
い
ノ
ダ
形
式
は
存

在
し
な
い
け
れ
ど
も
、
文
間
表
現
効
果
を
取
り
立
て
て
は
指
摘
で
き
な
い

ノ
ダ
形
式
な
ら
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ノ
ダ
形
式
に
と
っ
て
、
文
内
表

現
効
果
は
必
須
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
文
間
表
現
効
果
は
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
な



も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

さ
て
、
そ
の
文
内
表
現
効
果
と
文
間
表
現
効
果
と
の
間
に
は
緊
密
な
関

連
が
あ
り
、
文
間
表
現
効
果
の
あ
り
方
は
文
内
表
現
効
果
の
あ
り
方
に
あ

る
程
度
左
右
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
文
内
表
現
効
果
の
グ

ル
ー
プ
ご
と
に
文
間
表
現
効
果
を
観
察
し
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
な
お
、

八
確
認

V
A整
調
＞
八
客
体
化

V
の
三
種
は
派
生
的
な
も
の
で
あ
り
他
の

表
現
効
果
に
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
本
小
節
で
は
と
り
あ
げ
な

い
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
後
、
「
の
だ
」
を
末
尾
に
持
つ
文
を
「
ノ

ダ
文
」
と
、
ノ
ダ
文
の
前
後
に
あ
っ
て
こ
れ
と
相
関
す
る
文
を
「
相
関
文
」

と
、
そ
れ
ぞ
れ
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

「
の
だ
。
」
が
八
告
白
＞
八
教
示
＞
八
強
調
＞
と
い
う
文
内
表
現
効
果
を

実
現
さ
せ
て
い
る
場
合
、
そ
の
文
間
表
現
効
果
は
相
関
文
の
性
質
に
よ
っ

て
二
様
に
分
か
れ
る
。

第
一
は
、
相
関
文
が
『
命
令
』
や
『
質
問
』
な
ど
”
そ
の
文
に
お
い
て

単
な
る
情
報
伝
達
以
上
の
行
為
を
話
手
が
聞
手
に
対
し
て
お
こ
な
う
表
現
“

と
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
行(

5
)
 

為
を
為
す
に
至
っ
た
事
情
が
、
ノ
ダ
文
に
お
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

例
を
挙
げ
て
お
く
（
括
弧
内
は
相
関
文
の
表
わ
す
行
為
）
。

⑭
A

（
命
令
）
気
を
付
け
ろ
！
こ
の
辺
は
地
盤
が
弱
い
ん
だ
。

B

（
依
頼
）
消
し
ゴ
ム
を
貸
し
て
く
れ
な
い
？
忘
れ
て
き
ち
ゃ
っ

た
ん
だ
。

C

（
禁
止
）
グ
ズ
グ
ズ
す
る
な
！
後
が
つ
か
え
て
る
ん
だ
。

D

（
観
誘
）
ひ
と
つ
召
し
上
が
り
ま
せ
ん
か
？
田
舎
か
ら
送
っ
て

き
た
ん
で
す
。

E

（
質
間
）
な
ん
て
書
い
て
あ
る
ん
で
す
か
？

め
な
い
ん
で
す
。

『
命
令
』
と
い
い
『
質
間
』
と
い
い
、
そ
れ
ら
は
み
な
”
聞
手
に
対
し

て
何
ら
か
の
要
求
を
行
な
う
“
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
う
と
こ
ろ
の
ノ

ダ
文
は
、
要
求
が
な
さ
れ
る
こ
と
の
背
景
や
事
情
な
ど
を
述
べ
て
そ
の
要

求
を
正
当
化
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
｀
要
求
す
る
こ
と
に
伴
う
不
躾
な

印
象
を
緩
和
し
て
み
た
り
要
求
の
切
迫
度
を
強
調
し
て
み
た
り
、
と
も
あ

れ
そ
の
要
求
が
聞
手
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
た
す
け
る
方
向
で
働

い
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
ノ
ダ
形
式
の
文
間
表
現
効
果
を
【
根
拠
づ
け
】

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

【
根
拠
づ
け
】
の
た
め
に
ノ
ダ
形
式
が
用
い
ら
れ
る
理
由
は
、
相
関
文

の
側
か
ら
見
れ
ば
、
八
告
白
＞
八
教
示
＞
八
強
調
＞
と
い
う
ノ
ダ
形
式
の

文
内
表
現
効
果
が
【
根
拠
づ
け
】
ー
要
求
行
為
の
背
尿
．
巾
情
の
説
明

—
を
行
う
の
に
好
都
合
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
が
、
一
方
、
ノ
ダ

形
式
の
側
か
ら
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
要
求
表

現
の
直
後
と
い
う
文
脈
的
位
置
に
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旬
的
体
言

に
ほ
か
な
ら
ぬ
ノ
ダ
表
現
は
文
と
し
て
の
安
定
度
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。

要
求
表
現
に
そ
の
補
足
と
い
う
形
で
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ノ
ダ
表

現
と
い
う
句
的
体
言
は
、
要
求
表
現
を
介
し
て
発
話
の
現
場
へ
と
結
び
付

(6) 

く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

八
告
白
＞
八
教
示
＞
八
強
調

V
の
ノ
ダ
形
式
に
お
け
る
文
間
表
現
効
果

の
第
二
は
、
平
叙
文
を
相
関
文
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
｀
次
の
二
文
を
比
べ
て
み
る
と
、

字
が
小
さ
く
て
説
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⑮

A

彼
は
手
品
の
タ
ネ
を
舞
台
に
落
と
し
た
。
彼
は
ひ
ど
く
緊
張
し

た。
彼
は
手
品
の
タ
ネ
を
舞
台
に
落
と
し
た
。
彼
ぱ
ひ
ど
く
緊
張
し

た
の
だ
。

A
に
お
い
て
は
「
緊
張
し
た
」
の
は
「
タ
ネ
を
落
と
し
た
」
こ
と
の
結
果

で
あ
り
、
従
っ
て
そ
こ
に
は
継
起
す
る
二
つ
の
事
態
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

B
に
お
い
て
は
「
タ
ネ
を
落
と
し
た
」
と
い
う
事
態
の
別
の
角
度
か
ら
の

表
現
が
「
緊
張
し
た
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
結
局
そ
こ
に
表
現

さ
れ
て
い
る
の
は
た
だ
―
つ
の
事
態
で
あ
る
。
二
文
が
相
異
な
る
二
つ
の

事
態
を
表
現
す
る

A
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
は
互
い
に
独
立
し
て
い
る
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
二
文
が
結
局
は
同
一
の
事
態
を
表
現
し
て
し
ま

(7) 

う
B
で
は
、
二
文
の
問
に
依
存
関
係
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

も
こ
の
場
合
、
二
文
が
互
い
に
依
存
し
合
う
の
で
は
な
く
、
ノ
ダ
文
が
一

方
的
に
相
関
文
へ
と
依
存
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
句
的
体
言
に
ほ
か
な

ら
ぬ
ノ
ダ
表
現
は
、
自
身
と
同
じ
内
容
を
持
つ
確
固
た
る
文
に
依
存
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
文
を
介
し
て
発
話
の
現
場
に
結
び
付
く
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
ノ
ダ
表
現
の
文
脈
的
安
定
の
あ
り
方
で
あ
る
。

こ
の
と
き
の
ノ
ダ
文
は
、
相
関
文
の
内
容
巾
態
を
別
の
角
度
か
ら
再
び

述
べ
た
も
の
と
な
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
文
間
表
現
効
果
を
【
捉
え
直
し
】

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
こ
の
【
捉
え
直
し
】
は
二
つ
に
下
位
区
分(

8
)
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
⑯
と
⑰
の
二
類
に
分
け
て
例
を
学
げ
て
お
く
。

⑯

A

風
邪
を
ひ
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
熱
が
あ
る
ん
で
す
。

B

あ
い
つ
は
本
当
に
し
か
た
の
な
い
奴
だ
。
ゆ
う
べ
あ
ん
な
に
ク

ダ
を
巻
い
た
の
を
全
然
覚
え
て
な
い
っ
て
言
う
ん
だ
。

B
 

⑰ 
B A 

赤
字
を
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
不
景
気
な
ん
で
す
。

ケ
ー
キ
は
嫌
い
だ
。
ど
う
も
廿
い
も
の
は
苦
手
な
ん
だ
。

⑯
は
、
相
関
文
が
”
一
般
“
を
表
わ
し
ノ
ダ
文
が
そ
れ
に
対
す
る
”
典
型

た
る
個
別
“
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
言
葉
を
借
り
る
な

(9) 

ら
、
相
関
文
を
「
神
」
と
し
て
ノ
ダ
文
が
そ
の
「
標
」
に
あ
た
る
の
が
こ

の
類
型
で
あ
る
。
⑯
で
は
、
ノ
ダ
文
に
示
さ
れ
た
こ
と
が
ら
は
相
関
文
に

示
さ
れ
た
こ
と
が
ら
を
具
体
化
す
る
一
典
型
例
に
相
当
し
て
い
る
。
こ
れ

を
仮
に
語
と
語
に
よ
る
主
述
関
係
に
な
ぞ
ら
え
る
な
ら
、
主
辞
概
念
か
ら

(10) 

述
辞
概
念
を
抽
き
出
す
と
こ
ろ
の
「
内
屈
判
断
」
に
あ
た
る
と
言
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

⑰
は
、
逆
に
、
相
関
文
が
，
個
別
“
を
表
わ
し
ノ
ダ
文
が
そ
れ
を
含
み
込

む
，
一
般
“
を
表
わ
し
て
い
る
。
前
掲
⑮
も
こ
の
例
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
の

例
で
は
、
ノ
ダ
文
に
示
さ
れ
た
こ
と
が
ら
は
相
関
文
に
示
さ
れ
た
こ
と
が

ら
の
背
娯
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
語
と
語
に
よ
る
主
述
関
係
に
仮

に
な
ぞ
ら
え
て
み
る
な
ら
ば
、
述
辞
概
念
が
主
辞
概
念
を
覆
い
包
み
込
む

(10) 

と
こ
ろ
の
「
包
摂
判
断
」
に
あ
た
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

先
ほ
ど
の
【
根
拠
づ
け
】
と
い
う
文
間
表
現
効
果
は
、
ノ
ダ
文
の
表
わ
す

こ
と
が
ら
と
相
関
文
の
表
わ
す
こ
と
が
ら
と
の
こ
と
が
ら
相
互
間
の
直
接
的

関
係
の
謂
い
で
は
な
か
っ
た
。
聞
手
に
対
し
て
何
が
し
か
の
要
求
を
ぶ
つ

け
て
し
ま
っ
た
と
い
う
行
き
が
か
り
が
、
そ
の
要
求
の
背
景
や
事
情
を
説

明
し
て
お
く
必
要
を
話
手
に
感
じ
さ
せ
、
そ
の
結
果
と
し
て
用
い
ら
れ
た

の
が
【
根
拠
づ
け
】
の
ノ
ダ
文
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
【
根
拠
づ
け
】
の

ノ
ダ
文
は
『
命
令
』
『
質
間
』
な
ど
の
要
求
作
用
自
体
と
補
い
合
う
関
係

に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
対
象
面
に
お
い
て
こ
と
が
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ら
間
の
論
理
的
な
関
係
が
そ
れ
に
付
随
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ

は
副
次
的
な
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
こ
の
【
捉
え
直
し
】
は
、

全
面
的
に
こ
と
が
ら
相
互
の
論
理
的
関
係
を
表
示
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

る
。
「
文
脈
的
安
定
」
と
い
う
言
葉
で
一
括
し
て
は
お
く
が
、
同
時
に
両
者

が
か
な
り
異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

A
得
心

V
A再
認
識
＞
と
い
う
文
内
表
現
効
果
を
実
現
さ
せ
る
ノ
ダ
形

式
に
は
、
【
捉
え
直
し
】
と
い
う
文
間
表
現
効
果
を
実
現
さ
せ
る
も
の
は

存
在
す
る
が
、
【
根
拠
づ
け
】
と
い
う
文
間
表
現
効
果
を
実
現
さ
せ
る
も

の
は
考
え
に
く
い
。
そ
も
そ
も
、
【
根
拠
づ
け
】
は
相
関
文
の
表
わ
す
要

求
作
用
に
関
す
る
背
景
や
事
情
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
用

法
が
”
聞
手
に
情
報
を
提
示
す
る
“
ノ
ダ
形
式
で
あ
る

A
告
白

V
A
教

示

V
A強
調
＞
に
は
存
在
し
書
”
話
手
自
ら
が
情
報
を
受
け
取
る
“
ノ
ダ

形
式
で
あ
る

A
得
心

V
A
再
認
識
＞
に
は
存
在
し
な
い
の
も
当
然
で
あ
る
。

【
捉
え
直
し
】
の
例
を
挙
げ
る
。

⑱
A

わ
あ
、
こ
ん
な
に
熱
が
あ
る
。
風
邪
を
ひ
い
た
ん
だ
。

B

そ
れ
は
そ
れ
は
見
事
な
紅
葉
で
し
た
よ
。
も
う
す
っ
か
り
秋
な

ん
で
す
ね
°

な
お
、

A
得
心

V
A再
認
識

V
の
ノ
ダ
形
式
が
実
現
さ
せ
る
【
捉
え
直

し
】
に
は
、
”
個
別
“
を
相
関
文
と
し
て
そ
れ
を
包
み
込
む
”
一
般
“
を

ノ
ダ
文
と
す
る
「
包
摂
判
断
型
」
が
多
く
、
”
一
般
“
で
あ
る
相
関
文
か

ら
”
典
型
と
し
て
の
個
別
“
を
抽
き
出
し
て
ノ
ダ
文
と
す
る
「
内
属
判
断

型
」
は
少
な
い
。
と
い
う
の
も
、

A
得
心

V
A
再
認
識

V
は
そ
の
場
で
知

識
を
増
や
し
た
こ
と
の
表
現
で
あ
る
の
だ
が
、
”
一
般
“
か
ら
”
典
型
と

し
て
の
個
別
＂
を
抽
き
出
す
と
い
う
「
内
属
判
断
型
」
の
【
捉
え
直
し
】

は
、
新
し
く
知
識
を
増
や
す
た
め
の
形
式
で
は
な
く
、
む
し
ろ
既
に
知
っ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
相
手
を
説
得
す
る
た
め
の
形
式
だ
か
ら
で
あ
る
。

【
捉
え
直
し
】
と
い
う
文
間
表
現
効
果
と
の
関
連
に
お
い
て
、
こ
こ
で

A
換
言

V
と
い
う
文
内
表
現
効
果
に
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

A
告
白

V
A教
示

V
A強
調

V
の
ノ
ダ
文
に
せ
よ

A
得
心

V
A
再
認

識

V
の
ノ
ダ
文
に
せ
よ
、
【
捉
え
直
し
】
を
実
現
さ
せ
る
ノ
ダ
文
は
依
存

し
て
ゆ
く
相
手
を
自
ら
の
外
部
に
相
関
文
と
し
て
求
め
た
の
で
あ
る
が
、

A
換
言

V
の
ノ
ダ
文
は
相
関
文
た
る
べ
き
相
手
を
「

S
の
は
、
」
の
形
式
で

自
ら
の
内
部
に
取
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

即
ち
、
こ
こ
で
は
【
捉
え
直
し
】
と
い
う
文
問
表
現
効
果
が
一
文
内
に
完

結
し
て

A
換
言
＞
と
い
う
文
内
表
現
効
果
と
な
っ
て
い
る
。
文
間
表
現
効

果
を
既
に
内
化
し
て
い
る
た
め
に
、

A
換
言

V
の
ノ
ダ
文
は
自
身
の
外
に

そ
れ
以
上
の
文
脈
を
積
極
的
に
求
め
る
こ
と
を
せ
ず
、
常
に
単
独
で
安
定

す
る
。そ

の
か
わ
り
、
と
言
う
べ
き
か
、

A
換
言

V
の
ノ
ダ
文
で
は
そ
の
文
内

表
現
効
果
が
し
ば
し
ば
二
重
に
な
る
。
例
え
ば
次
の
文
に
お
い
て
は
、

⑲
タ
マ
が
屋
根
の
上
で
鳴
い
て
い
る
の
は
ネ
、
き
っ
と
友
達
が
欲
し

い
ん
だ
。

A
換
言

V
の
ほ
か
に

A
教
示
＞
と
い
う
文
内
表
現
効
果
も
が
同
時
に
実
現

さ
れ
て
い
る
。

な
お
、

A
換
言
＞
を
【
捉
え
直
し
】
と
比
較
し
て
み
る
な
ら
ば
、
【
捉

え
直
し
】
に
お
け
る
”
個
別
“
対
”
一
般
II

と
い
う
関
係
は

A
換
言
＞
に
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お
い
て
は
裏
面
化
し
、
か
わ
っ
て
因
果
を
中
心
と
す
る
論
埋
的
関
係
が
表

面
に
出
て
く
る
。
”
個
別
“
対
”
一
般
“
と
い
う
関
係
は
、
二
つ
の
こ
と

が
ら
が
結
局
は
―
つ
の
こ
と
が
ら
へ
と
一
致
す
る
、
そ
の
一
致
に
お
い
て

乗
り
越
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
相
違
面
で
あ
る
。
【
捉
え
直
し
】
は
二
文
間

の
関
係
で
あ
る
た
め
に
、
一
致
す
べ
き
二
つ
の
こ
と
が
ら
が
八
換
言

V
ょ

り
も
遊
離
的
に
保
た
れ
、
そ
の
結
果
こ
の
相
違
面
を
ま
だ
し
も
垣
間
見
せ

る
が
、
八
換
言

V
は
一
文
内
の
関
係
で
あ
る
た
め
に
、
二
つ
の
こ
と
が
ら

の
相
違
を
含
む
一
致
と
い
う
関
係
が
よ
り
予
定
的
・
計
画
的
に
実
現
さ
れ

て
、
因
果
な
ど
へ
と
論
理
化
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

八
決
慈
＞
八
命
令

V
に
つ
い
て
は
、
連
文
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
領
向

が
と
り
た
て
て
指
摘
す
る
ほ
ど
に
は
栢
極
的
で
な
く
、
従
っ
て
、
特
徴
的

な
文
問
表
現
効
果
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
『
決
慈
』

『
命
令
』
と
い
う
作
用
が
本
来
的
・
決
定
的
に
場
面
依
存
的
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
文
脈
へ
の
依
存
を
必
要
と
し
な
い
｀
と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
”
話
手
の
意
志
を
意
志
さ
れ
る
内
容
と
し

て
の
こ
と
が
ら
そ
の
も
の
を
以
て
表
わ
す
“
と
い
う
表
現
で
あ
っ
て
、
そ
の

点
で
は
希
望
喚
体
に
近
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
場
面
依
存
性
と
い
う
観
点
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
八
得
心
＞
八
再

認
識

V
の
ノ
ダ
文
に
も
場
面
へ
と
決
定
的
に
依
存
し
て
文
脈
を
ま
っ
た
＜

顧
み
な
い
場
合
が
あ
る
。
述
べ
た
よ
う
に
、
八
得
心
＞
八
再
認
識
＞
に
は

「
包
摂
判
断
型
」
の
【
捉
え
直
し
】
と
い
う
文
問
表
現
効
果
を
以
て
文
脈

へ
と
依
存
し
て
ゆ
く
例
も
あ
る
の
だ
が
、
⑳
の
よ
う
な
詠
嘆
色
の
漿
い
例

は
、
八
決
意
＞
八
命
令
＞
同
様
、
決
定
的
に
場
面
へ
と
依
存
し
て
い
る
も

の
と
見
な
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

⑳
（
山
の
頂
上
で
）
や
っ
た
ぞ
！
俺
は
と
う
と
う
来
た
ん
だ
。

八
得
心
＞
八
再
認
識

V
の
ノ
ダ
文
は
、
遭
遇
し
た
れ
態
を
話
手
が
こ
こ

ろ
み
に
言
語
化
し
て
み
る
と
い
う
類
の
表
現
で
あ
り
、
遭
遇
の
場
面
と
傑

い
関
係
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
場
面
へ
と
実
際
に
依
存
し
て
し
ま
う
用

例
を
こ
れ
ら
は
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
さ
き
ほ
ど
は

八
決
意
＞
八
命
令

V
を
希
望
喚
体
に
な
ぞ
ら
え
た
が
、
八
得
心
＞
八
再
慇

識

V
は
、
感
動
喚
体
に
な
ぞ
ら
え
る
に
し
て
は
反
省
的
で
あ
り
過
ぎ
る
か

(11) 

も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
「
擬
喚
述
法
」
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る

程
度
の
詠
咬
性
な
ら
ば
具
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
、
ノ
ダ
形
式
の
文
間
表
現
効
果
に
つ
い
て
、
文
内
表
現
効
果
と
の

関
連
に
お
い
て
述
べ
て
き
た
。
般
後
に
両
者
の
対
応
表
を
掲
げ
て
｀
一
応

の
ま
と
め
と
す
る
。
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【
根
拠
づ
け
】

ー

八
告
白
＞
八
教
示
＞

八
強
調
＞

「
内
属
判
断
型
」

｝
【
捉
え
直
し
】
…
八
換
言

V

八
得
心
＞
八
再
認
識

V
l「
包
摂
判
断
型
」

八
決
意
＞
八
命
令
＞
ー
（
特
徴
的
な
文
間
表
現
効
果
な
し
）

(
l
)
 

(
2
)
 

(3) 

注文
献
⑫
。

文
献
⑩
な
ど
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

文
献
⑧
が
、
本
稿
に
言
う
八
客
体
化

V
の
ノ
ダ
形
式
も
そ
れ
自
身



の
働
き
は
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
4
)

文
献
①
が
、
係
助
詞
を
文
中
に
持
た
ず
し
か
も
文
末
に
助
詞
も
助

動
詞
も
無
い
文
の
特
殊
性
を
一
語
文
と
の
関
連
に
お
い
て
述
べ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
示
唆
を
得
た
。

(5)

ノ
ダ
形
式
に
こ
の
よ
う
な
用
法
が
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
つ
い

て
は
、
文
献
⑥
を
は
じ
め
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(6)

上
代
語
の
連
用
形
終
止
文
に
関
す
る
文
献
②
の
議
論
か
ら
示
唆
を

得
た
。

(7)

文
献
③
お
よ
び
神
戸
大
学
文
学
部
に
お
け
る
御
講
義
か
ら
示
唆
を

得
た
。

(
8
)

文
献
⑦
が
、
「
事
実
文
・
判
断
文
」
と
い
う
観
点
か
ら
ノ
ダ
文
と

そ
の
前
後
の
文
と
の
関
係
を
分
析
し
て
い
る
こ
と
か
ら
示
唆
を
得
た
。

(9)

「
し
る
し
の
て
」
。
な
お
、
文
献
④
⑤
な
ど
を
参
照
し
た
。

(10)

「
内
属
判
断
・
包
摂
判
断
」
の
用
語
法
は
森
重
敏
氏
（
文
献
⑨
な

ど
）
に
倣
っ
た
。

文
献
⑪
。

(11) 

文

献

①
尾
上
圭
介
「
文
核
と
結
文
の
枠
」
『
言
語
研
究
』
六
一
―
―
―
九
七
三

②
同
「
文
の
基
本
構
成
・
史
的
展
開
」
『
講
座
日
本
語
学
』
ニ

一
九
八
二

③
同
「
『
ポ
チ
ャ
ー
ソ
ね
こ
池
落
ち
よ
っ
て
ん
』
」
『
音
声
言
語
』

―

―

九

八

五

④
川
端
善
明
「
接
続
と
修
飾
」
『
国
語
国
文
』
二
七
巻
五
号

一
九
五
八

⑤
同
「
副
詞
の
条
件
」
渡
辺
実
編
『
副
用
語
の
研
究
』
一
九
八
一
―
―

⑥
久
野
障
『
日
本
文
法
研
究
』
一
九
七
八

⑦
田
中
望
「
日
常
言
語
に
お
け
る
”
説
明
“
に
つ
い
て
」
『
日
本
語
と

日
本
語
教
育
』
八
一
九
八
〇

⑧
田
野
村
忠
温
「
命
題
指
定
の
『
の
』
の
用
法
と
機
能
」
『
言
語
学
研

究

』

五

一

九

八

六

⑨
森
重
敏
『
日
本
文
法
通
論
』
一
九
五
九

⑩
山
口
佳
也
「
『
の
だ
』
の
文
に
つ
い
て
」
『
国
文
学
研
究
』
五
六

一
九
七
五

⑪
山
田
孝
雄
『
日
本
文
法
論
』
一
九
〇
八

⑫
吉
田
茂
晃
「
ノ
ダ
形
式
の
構
造
と
表
現
効
果
」

付

記

別
稿
の
基
と
な
っ
た
研
究
発
表
（
国
語
学
会
昭
和
六
二
年
春
季
大
会
）

の
後
、
高
橋
太
郎
先
生
か
ら
、
ノ
ダ
文
と
前
後
の
文
と
の
間
の
関
係
に
つ

い
て
も
記
述
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
旨
の
ご
忠
告
を
い
た
だ
い
た
。
ノ
ダ

形
式
の
連
文
的
側
面
に
つ
い
て
別
個
に
ま
と
め
る
こ
と
は
そ
れ
以
前
か
ら

の
目
論
見
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
ご
忠
告
に
は
大
い
に
励
ま
さ
れ
た
。
記

し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
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