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『
枕
草
子
』
第
一
段
の
国
語
学
的
解
釈
―
潜
在
す
る
論
理
の
再
構
築
―

藤

原

浩

史

Ⅰ
　
は
じ
め
に

『
枕
草
子
』
第
一
段
は
、
平
安
文
学
屈
指
の
名
文
と
評
価
さ
れ
、
中
学
校
の
教
科

書
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
解
釈
は
十
分
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、
冒
頭

部
は
次
の
よ
う
に
現
代
語
訳
さ
れ
る

1

。

春
は
明
け
方
。
し
だ
い
に
白
く
な
っ
て
ゆ
く
山
ぎ
わ
が
、
少
し
光
を
増
し
て
、

紫
が
か
っ
た
雲
が
細
く
棚
引
い
て
い
る
（
の
は
趣
が
あ
る
）。

夏
は
夜
。
月
の
頃
は
言
う
ま
で
も
な
い
（
こ
と
で
）、
や
み
夜
で
も
や
は
り
、

蛍
が
多
く
飛
び
か
っ
て
い
る
（
の
は
趣
が
あ
る
）。
ま
た
、
た
だ
一
つ
二
つ
な
ど
、

ほ
の
か
に
光
っ
て
行
く
の
も
趣
が
あ
る
。
雨
な
ど
が
降
る
の
も
趣
が
あ
る
。

こ
れ
を
普
通
に
読
む
と
、
異
様
に
切
れ
味
の
悪
い
文
章
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
も

っ
と
も
、
そ
れ
は
省
略
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
語
句
を
（

）
と
し
て
補
っ
た
た

め
で
は
あ
る
。
な
ら
ば
（

）
部
分
を
抜
い
て
逐
語
訳
的
に
読
ん
で
み
る
と
、
今
度

は
論
述
ス
タ
イ
ル
の
定
ま
ら
な
い
文
章
と
な
る
。
ど
ち
ら
に
し
ろ
悪
文
で
あ
る
。

省
略
語
句
を
補
充
す
る
と
ま
ず
く
な
る
の
は
、
文
の
中
で
省
略
箇
所
の
認
定
、
ま

た
は
、
補
充
す
べ
き
情
報
の
認
定
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
逐
語

訳
す
る
と
文
章
と
し
て
一
貫
し
な
く
な
る
の
は
、
文
と
文
の
関
係
を
正
し
く
捉
え
て

い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
平
安
時
代
の
和
文
語
の
ス
タ
イ
ル
で
は
、
言
語
情
報
が

完
全
な
形
態
で
文
字
化
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
情
報
の
再
構
成
に
必
須
で
な
い
部

分
は
記
録
さ
れ
な
い
方
が
普
通
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
記
録
さ
れ
た
情
報
か
ら

連
鎖
的
に
再
構
成
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
和
文
語
で
は
、
文
と
文
を
つ
な
い

で
論
理
関
係
を
表
示
す
る
、
接
続
詞
・
接
続
助
詞
・
指
示
語
・
形
式
名
詞
と
い
っ
た

類
が
、
現
代
語
の
よ
う
に
は
充
実
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
平
安
時
代
に
論
理
が
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
明
示
的
に
表
示
す
る
手
段
に
乏
し
い
だ
け
の
こ
と

で
あ
る
。
明
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
存
在
し
な
い
も
の
と
し
て

逐
語
訳
す
る
と
、
内
在
す
る
論
理
は
消
去
さ
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、

清
少
納
言
が
意
図
し
、
言
語
化
・
文
字
化
し
た
情
報
を
、
正
し
く
再
構
成
で
き
て
い

な
い
恐
れ
が
あ
る

2

。

こ
の
第
一
段
は
、
語
彙
的
ま
た
文
法
的
な
問
題
点
が
数
多
く
あ
る
部
分
で
あ
る
。

そ
れ
を
一
つ
一
つ
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
文
章
の
価
値
が
明
か
に
な
ら
な
い
点
、
国
語

学
の
対
象
と
し
て
興
味
深
い
。
本
稿
は
、
各
文
の
意
味
、
文
と
文
の
つ
な
が
り
を
分
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析
し
、
こ
の
章
段
に
本
来
記
録
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
情
報
の
再
構
成
を
試
み
る
も

の
で
あ
る
。
右
訳
文
に
見
ら
れ
る
通
り
、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
に
と
っ
て
十
分
な
情
報

が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
清
少
納
言
と
同
時
代
の

読
者
に
対
し
て
は
、
必
要
な
情
報
は
す
べ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
テ
キ

ス
ト
の
文
字
列
を
無
駄
な
く
言
語
化
し
、
言
語
形
式
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
平
安

貴
族
の
常
識
に
照
ら
し
て
再
構
築
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
も
彼
女
の
意
図
す
る
と
こ

ろ
を
共
有
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

原
則
と
し
て
、
次
の
作
業
手
順
を
と
る
。
平
安
時
代
語
で
書
か
れ
た
文
章
を
、
現

代
人
が
理
解
す
る
た
め
の
ご
く
機
械
的
な
方
法
で
あ
る

3

。

�．

こ
の
文
章
を
前
か
ら
後
へ
順
番
に
読
む
。

�．

一
つ
一
つ
の
文
を
主
・
述
の
呼
応
し
た
形
に
復
元
す
る
。

�．

省
略
さ
れ
た
情
報
は
、
前
文
脈
か
ら
補
充
す
る
。

前
文
脈
か
ら
補
充
で
き
な
い
場
合
は
、
記
録
す
る
価
値
の
な
い
自
明
の
事
柄

と
認
め
、
平
安
貴
族
の
生
活
・
文
化
の
一
般
常
識
に
照
ら
し
て
補
充
す
る
。

�．

言
語
（
語
彙
・
文
法
）
の
意
味
は
『
枕
草
子
』
内
の
用
例
に
照
ら
し
て
説
明

す
る
。

Ⅱ
　
本
文

解
釈
作
業
に
先
だ
っ
て
、
対
象
と
す
る
文
字
列
の
確
定
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
三
巻
本
系
の
本
文
を
採
用
す
る
。
単
語
数
が
少
な
く
、
も
っ
と
も
簡
略
な
構
成

で
あ
り
、
後
世
の
他
者
に
よ
る
補
充
が
少
な
く
原
型
に
よ
り
近
い
と
判
断
し
た
。
勿

論
、
作
品
成
立
後
省
略
を
受
た
可
能
性
は
あ
る
。
た
だ
し
、
複
雑
な
情
報
体
を
簡
略

化
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
価
値
も
あ
ろ
う
が
、
こ
の
章
段
は
も
と
よ

り
短
く
、
内
容
は
複
雑
で
は
な
い
。
単
純
な
情
報
体
を
さ
ら
に
簡
略
化
す
る
の
は
難

し
い
上
に
、
読
解
・
鑑
賞
に
資
す
る
価
値
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
前
者
と
仮
定
す
る
方

が
蓋
然
性
が
高
い
。
具
体
的
に
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
の
本
文
を
解
釈
作
業
の
対

象
と
し
て
採
用
す
る
。

な
お
、
文
字
列
を
言
語
と
し
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、「
文
」
と
い
う
単
位
、「
単

語
（
文
節
）」
と
い
う
単
位
に
そ
れ
を
分
か
つ
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
が
諸
家
の
論

の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
言
語
化
し
た
。
文
単
位

（
①
〜
⑱
）
で
分
か
ち
、
各
文
内
部
は
文
節
で
分
か
ち
書
き
表
示
す
る
。
仮
名
書

き
・
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
よ
っ
て
表
示
す
る
。

【
第
一
連
】

①
　
は
る
は
　
あ
け
ぼ
の
。

②
　
や
う
や
う
　
し
ろ
く
　
な
り
ゆ
く
。

③
　
や
ま
ぎ
は
　
す
こ
し
　
あ
か
り
て
、
む
ら
さ
き
だ
ち
た
る
　
く
も
の
　
ほ
そ
く
　

た
な
び
き
た
る
。

【
第
二
連
】

④
　
な
つ
は
　
よ
る
。

⑤
　
つ
き
の
　
こ
ろ
は
　
さ
ら
な
り
。

⑥
　
や
み
も
　
な
ほ
。

⑦
　
ほ
た
る
の
　
お
ほ
く
　
と
び
ち
が
ひ
た
る
。

⑧
　
ま
た
、
た
だ
　
ひ
と
つ
・
ふ
た
つ
な
ど
、
ほ
の
か
に
　
う
ち
ひ
か
り
て
　
ゆ
く

も
　
を
か
し
。

⑨
　
あ
め
な
ど
　
ふ
る
も
　
を
か
し
。

【
第
三
連
】

⑩
　
あ
き
は
　
ゆ
ふ
ぐ
れ
。

⑪
　
ゆ
ふ
ひ
の
　
さ
し
て
、
や
ま
の
は
　
い
と
　
ち
か
う
　
な
り
た
る
に
、
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か
ら
す
の
　
「
ね
ど
こ
ろ
へ
　
ゆ
く
」
と
て
、
み
つ
よ
つ
・
ふ
た
つ
み
つ
な
ど
、

と
び
い
そ
ぐ
さ
へ
、
あ
は
れ
な
り
。

⑫
　
ま
い
て
、
か
り
な
ど
の
　
つ
ら
ね
た
る
が
　
い
と
　
ち
ひ
さ
く
　
み
ゆ
る
は
、

い
と
　
を
か
し
。

⑬
　
ひ
　
い
り
は
て
て
、
か
ぜ
の
　
お
と
・
む
し
の
　
ね
な
ど
、
は
た
　
い
ふ
べ
き

に
　
あ
ら
ず
。

【
第
四
連
】

⑭
　
ふ
ゆ
は
　
つ
と
め
て
。

⑮
　
ゆ
き
の
　
ふ
り
た
る
は
、
い
ふ
べ
き
に
も
　
あ
ら
ず
。

⑯
　
し
も
の
　
い
と
　
し
ろ
き
も
。

⑰
　
ま
た
、
さ
ら
で
も
、
い
と
さ
む
き
に
、
ひ
な
ど
　
い
そ
ぎ
お
こ
し
て

す
み
　
も
て
わ
た
る
も
、
い
と
　
つ
き
づ
き
し
。

⑱
　
ひ
る
に
　
な
り
て
、
ぬ
る
く
　
ゆ
る
び
も
て
い
け
ば
、

ひ
を
け
の
　
ひ
も
　
し
ろ
き
　
は
ひ
が
ち
に
　
な
り
て
　
わ
ろ
し
。

主
た
る
変
更
点
は
、
通
常
一
文
と
さ
れ
る
第
一
連
②
③
を
二
文
に
分
割
し
た
こ
と
、

同
じ
く
一
文
と
さ
れ
る
第
二
連
⑥
〜
⑧
を
三
文
に
分
割
し
た
こ
と
で
あ
る
。
文
の
単

位
を
も
っ
と
も
短
く
と
ら
え
る
方
法
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
一
文
内
で
意

味
の
重
複
・
不
整
合
を
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
切
る
こ

と
で
、
む
し
ろ
全
体
的
に
意
味
が
通
る
と
判
断
し
た
結
果
で
あ
る
。
そ
の
成
否
を
含

め
、
各
文
の
分
析
・
解
釈
を
以
下
行
な
う
。

解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
各
文
の
文
法
的
な
解
析
を
主
と
す
る
が
、
文
意
の
再
構
成

の
根
拠
と
な
る
単
語
の
意
味
分
析
と
、
解
析
の
結
果
得
ら
れ
た
現
代
語
訳
は
次
の
よ

う
に
、
記
号
で
指
示
す
る
。

◆
…
語
釈

◇
…
現
代
語
訳
―
補
足
部
分
は
（

）
で
表
示
し
た
。

単
語
の
語
形
認
定
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
問
題
と
し
な
い
の
で
、
以
下
、
本
文
・

例
文
は
、
漢
字
仮
名
ま
じ
り
で
表
記
す
る
。
用
例
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系

本
文
に
よ
る
が
、
句
読
点
・
表
記
は
改
め
た
点
が
あ
る
。
ま
た
、
出
典
は
章
段
番
号

で
表
示
す
る
が
、
こ
れ
は
大
系
本
に
よ
っ
て
い
る
。

な
お
、
各
連
の
解
釈
の
結
論
と
し
て
、
◇
を
【
現
代
語
訳
】
に
ま
と
め
た
。
こ
れ

に
、
分
析
過
程
で
得
ら
れ
た
情
報
を
折
り
こ
ん
で
【
論
説
と
し
て
の
解
釈
】
と
し
て

示
し
た
。
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
【
解
説
】
と
し
て
説
明
す
る
。

Ⅲ
　
解
釈

一．

春
は
あ
け
ぼ
の
　
―
論
説
と
し
て
―

一．

一．

文
章
構
成

①
　
春
は
あ
け
ぼ
の
。

②
　
や
う
や
う
白
く
な
り
行
く
。

③
　
山
ぎ
は
少
し
あ
か
り
て
、
紫
だ
ち
た
る
雲
の
細
く
た
な
び
き
た
る
。

第
一
連
の
本
文
理
解
は
通
例
と
異
な
る
の
で
、
右
の
よ
う
に
文
を
短
く
切
る
理
由

を
論
じ
て
お
く
。
ま
ず
、
②
文
と
③
文
を
連
続
し
て
「
や
う
や
う
白
く
な
り
行
く
山

ぎ
は
、
少
し
あ
か
り
て
」
と
す
る
と
、「
白
く
な
っ
て
行
く
」
空
の
色
が
「
少
し
明

る
く
な
る
」
意
味
の
文
と
理
解
さ
れ
る
。
あ
ま
り
に
も
当
然
す
ぎ
る
一
文
で
は
あ
る

が
、
連
体
修
飾
句
と
述
語
の
意
味
が
重
複
し
て
お
り
、
む
し
ろ
連
体
修
飾
句
が
な
い

方
が
ま
し
で
あ
る
。
②
は
独
立
し
た
文
と
し
て
意
味
を
完
結
で
き
る
の
で
、
こ
れ
を

「
山
ぎ
は
」
の
連
体
修
飾
句
で
は
な
い
と
理
解
す
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
は
解
決
で

き
る
。

こ
の
章
段
の
末
尾
の
文
は
「
細
く
た
な
び
き
た
る
。」
と
い
う
連
体
止
め
で
あ
る
。

『枕草子』第一段の国語学的解釈
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②
も
同
様
の
連
体
止
め
と
認
め
る
と
、
主
題
提
示
に
つ
づ
い
て
物
・
事
を
列
挙
し
て

行
く
『
枕
草
子
』
の
類
聚
的
章
段
と
し
て
、
ご
く
自
然
な
ス
タ
イ
ル
と
な
る
。

う
つ
く
し
き
も
の
。
瓜
に
か
き
た
る
ち
ご
の
顏
。
雀
の
子
の
、
ね
ず
鳴
き
す
る

に
を
ど
り
來
る
。
二
つ
三
つ
ば
か
り
な
る
ち
ご
の
、
い
そ
ぎ
て
は
ひ
來
る
道
に
、

い
と
ち
ひ
さ
き
塵
の
あ
り
け
る
を
目
ざ
と
に
見
つ
け
て
、
い
と
を
か
し
げ
な
る

お
よ
び
に
と
ら
へ
て
、
大
人
な
ど
に
見
せ
た
る
、
い
と
う
つ
く
し
。（
一
五
一

段
）

た
だ
し
、
第
一
段
は
単
な
る
羅
列
で
は
な
く
、
各
文
が
意
味
的
な
連
鎖
を
も
つ
の
で
、

こ
れ
と
同
一
視
は
で
き
な
い
。

一．

二．

文
の
解
析

①
　
春
は
あ
け
ぼ
の
。

①
は
「
春
は
、
あ
け
ぼ
の
、
を
か
し
」
と
い
う
文
の
述
語
「
を
か
し
」
の
省
略
と

説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
省
略
さ
れ
る
「
を
か
し
」
が
登
場
す
る
の
は
、

第
二
連
末
尾
⑧
⑨
に
至
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
読
ま
な
け
れ
ば
、
冒
頭
に

省
か
れ
て
い
る
こ
と
ば
が
わ
か
ら
な
い
の
は
、
文
章
と
し
て
異
常
で
あ
る
。「
省
略
」

と
言
う
の
は
、
書
か
な
く
て
も
わ
か
る
事
柄
を
敢
え
て
書
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
も

し
も
、
冒
頭
文
か
ら
省
略
を
行
な
っ
て
読
者
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
後
の
⑧

⑨
は
「
ほ
の
か
に
う
ち
光
り
て
行
く
も
。」「
雨
な
ど
降
る
も
。」
と
「
を
か
し
」
を

省
略
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
①
文
の
解
釈
に
述
語
の
省
略
を
設
定
す
る
の
は
適
切
で

は
な
い

4

。

文
の
成
分
は
主
語
と
述
語
か
ら
な
る
が
、
①
「
春
は
」、
④
「
夏
は
」、
⑩
「
秋
は
」、

⑭
「
冬
は
」
は
確
実
に
主
語
で
あ
る
。
残
る
部
分
は
、
原
則
的
に
述
語
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
ら
は
、
名
詞
を
述
語
と
す
る
文
と
認
定
さ
れ
る
。
主
語
と
な
っ
て
い
る
の
は
文

の
主
題
で
あ
る

5

。
現
代
日
本
語
で
も
、「
ぼ
く
は
、
ウ
ナ
ギ
（
だ
）」
の
よ
う
に
、
構

造
的
に
全
く
同
じ
文
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
文
は
「
自
分
は
、
実
は
人
間
で

は
な
く
ウ
ナ
ギ
な
の
だ
」
と
告
白
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
（
そ
う
い
う
場
合
に
使
っ

て
も
よ
い
が
、
ま
ず
あ
り
え
な
い
）、
例
え
ば
、
食
堂
で
注
文
を
し
て
い
る
時
に
、

複
数
の
客
の
中
で
「
自
分
」
の
注
文
を
、
お
品
書
き
の
た
く
さ
ん
の
品
物
の
中
か
ら

「
ウ
ナ
ギ
」
と
指
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
名
詞
述
語
文
は
、
複
数
の

モ
ノ
の
中
か
ら
特
定
の
モ
ノ
を
指
定
す
る
「
卓
立
」（
取
り
た
て
）
の
機
能
を
有
す

る
。
つ
ま
り
、
①
は
「
あ
る
も
の
を
切
り
捨
て
た
」
省
略
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
文
で

は
な
く
、「
い
ろ
い
ろ
な
も
の
の
中
か
ら
一
つ
を
取
り
上
げ
る
」
卓
立
に
よ
っ
て
成

り
立
つ
文
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
タ
イ
プ
の
文
は
、
文
脈
に
依
存
し
て
文
意
が
確

定
す
る
。
ウ
ナ
ギ
文
で
も
、
文
意
が
「
ぼ
く
」
の
注
文
な
の
か
、
好
物
な
の
か
、
食

べ
ら
れ
な
い
も
の
か
、
自
己
紹
介
な
の
か
…
は
、
文
脈
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
。
①

文
も
同
様
で
あ
る
。

こ
の
段
に
お
い
て
、
な
ぜ
、
少
納
言
は
季
節
毎
に
時
間
・
光
景
を
選
ん
で
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
目
的
や
、
読
み
手
の
知
識
を
考
え
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
各
連
の
主
題
「
春
・
夏
・
秋
・
冬
」
は
「
季
節
」
で
あ
る
。
直
接

的
に
は
、清
少
納
言
も
わ
れ
わ
れ
も
日
本
の
四
季
の
移
り
変
わ
り
を
共
有
し
て
い
る
。

だ
か
ら
、
こ
の
文
章
は
四
季
の
移
り
変
わ
り
の
「
趣
」
を
描
い
た
も
の
と
理
解
す
る

こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
清
少
納
言
が
も
っ
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
て
い
な

い
、
つ
ま
り
共
有
さ
れ
て
い
な
い
文
化
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
で
は
不
十
分
で

あ
る
。
平
安
貴
族
に
と
っ
て
「
春
・
夏
・
秋
・
冬
」
は
、
詩
集
・
歌
集
の
部
立
て
で

も
あ
る
。
そ
れ
は
季
節
の
美
に
つ
い
て
、
趣
向
と
技
術
を
競
う
、
芸
術
の
ジ
ャ
ン
ル

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
季
節
の
風
物
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
春
の
美
・
夏
の
美
…

は
ど
こ
に
あ
り
、
何
で
あ
る
か
、
と
論
ず
る
の
が
主
た
る
目
的
と
想
定
で
き
る
。
読

者
に
は
、
作
者
と
同
じ
よ
う
な
教
養
を
も
つ
宮
廷
人
が
想
定
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
従
っ
て
、
こ
の
段
は
「
芸
術
と
し
て
の
四
季
の
美
」
に
つ
い
て
、
そ
の
清
少
納
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言
的
見
解
を
述
べ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。「
心
に
浮
か
ぶ
季
節
の
風
物
」
を
ぼ
ん

や
り
想
起
し
て
い
る
随
想
で
は
な
く
、
季
節
の
美
を
論
ず
る
論
説
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
も
の
か
ら
、
特
定
の
も
の
を
指
定
す
る
タ
イ
プ
の
文
を
選
択
し
た
と
す

る
な
ら
ば
、
言
語
形
式
と
著
者
の
意
図
が
整
合
す
る
。

な
お
、
こ
の
名
詞
述
語
文
末
に
助
動
詞
「
な
り
」
を
採
用
し
て
い
な
い
こ
と
、
ま

た
終
助
詞
の
類
を
付
さ
な
い
こ
と
か
ら
、
自
分
の
判
断
を
あ
つ
か
ま
し
く
読
者
に
披

瀝
し
よ
う
と
し
た
り
、
読
者
の
同
意
要
求
や
情
報
提
示
の
態
度
を
表
明
し
な
い
点
も

注
目
で
き
る
。
き
わ
め
て
淡
々
と
自
分
の
考
え
を
呈
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
①
の

文
の
理
解
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
文
末
は
現
代
語
と
し
て
態
度
表
明
の
ニ
ュ
ー
ト
ラ

ル
な
「
で
あ
る
」
を
仮
に
補
う
。

◇
（
季
節
の
う
ち
で
、
他
で
も
な
く
）「
春
」
に
関
し
て
言
う
と
、（
勿
論
、
い
ろ
い

ろ
と
素
敵
な
も
の
・
素
敵
な
と
き
・
素
敵
な
場
面
が
あ
る
。
し
か
し
、
一
つ
選
ぶ

の
な
ら
ば
）
あ
け
ぼ
の
（
で
あ
る
）。

②
　
や
う
や
う
白
く
な
り
行
く
。

こ
れ
は
体
言
相
当
句
で
あ
り
、
文
の
主
語
か
述
語
の
ど
ち
ら
か
に
あ
た
る
。
主
語

と
す
る
と
、
述
語
の
省
略
が
あ
り
、
そ
れ
は
後
出
の
「
を
か
し
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
前
項
の
省
略
の
妥
当
性
に
従
え
ば
、
こ
の
案
は
否
定
さ
れ
る
。
こ
れ
を
述
語
と

認
定
す
る
と
、
主
語
の
方
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
夜
か
ら
朝
に
か
け
て

「
白
く
な
り
行
く
」
こ
と
が
で
き
る
主
体
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。「
空
」
で
あ
る
こ
と

が
自
明
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
省
略
さ
れ
た
も
の
と
判
断
で
き
る

6

。

な
お
、
用
言
連
体
形
を
述
語
と
す
る
文
は
、
現
代
語
で
は
「
〜
の
」「
〜
と
き
」

「
〜
さ
ま
」
な
ど
、
準
体
助
詞
・
形
式
名
詞
を
と
る
文
に
相
当
す
る
。
こ
の
体
言
相

当
句
を
「（
空
が
）
や
う
や
う
白
く
な
り
行
く
（
と
き
・
で
あ
る
）」
と
理
解
す
る
と
、

さ
ら
に
こ
れ
を
述
語
と
し
て
主
題
が
立
ち
う
る
。
そ
れ
は
前
文
を
参
照
し
て
、
述
語

「
あ
け
ぼ
の
」
と
断
定
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
前
文
で
と
り
た
て
た
「
あ
け
ぼ
の
」

の
時
間
帯
・
風
景
に
、
さ
ら
に
限
定
を
く
わ
え
る
文
と
な
る
。

◆
や
う
や
う
…
時
間
の
経
過
を
説
明
す
る
副
詞
。
こ
の
箇
所
は
、
一
般
に
「
だ
ん
だ

ん
と
白
く
な
っ
て
ゆ
く
」
の
よ
う
に
、
変
化
の
途
中
を
描
写
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。『
枕
草
子
』
中
の
類
例
と
し
て
は
、
次
の
�
が
あ
る
。

�．

う
へ
な
る
人
々
の
か
ぎ
り
は
出
で
ゐ
、
下
り
な
ど
し
て
遊
ぶ
に
、
や
う
や

う
明
け
も
て
ゆ
く
。（
七
八
段
）

こ
れ
は
「
人
々
が
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
、
次
第
に
夜
が
あ
け
て
ゆ
く
」
と
解
釈
さ

れ
る
。
し
か
し
、「
し
だ
い
に
・
だ
ん
だ
ん
と
」
と
訳
せ
る
も
の
は
、
こ
の
よ
う

に
文
脈
上
基
準
と
な
る
時
間
が
限
定
さ
れ
、
述
語
が
「
〜
も
て
い
く
」
な
ど
段
階

的
な
変
化
で
あ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
。

動
作
を
表
現
す
る
タ
イ
プ
の
動
詞
で
は
、
こ
れ
と
は
異
な
る
。
そ
の
動
作
が
は

じ
ま
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
っ
た
（
や
っ
と
、
よ
う
や
く
）
こ
と
を
表
示
す
る
。

�．
「〈
略
〉」
と
、
た
だ
責
め
に
責
め
申
し
、
う
ら
み
き
こ
え
て
、
わ
ら
ひ
給

ふ
に
、
や
う
や
う
仰
せ
ら
れ
出
で
て
、「
使
に
い
き
け
る
鬼
童
は
、
臺
盤
所

の
刀
自
と
い
ふ
者
の
も
と
な
り
け
る
を
、〈
略
〉」
な
ど
仰
せ
ら
る
れ
ば
、

（
一
三
八
段
）

�
で
は
「
話
し
出
す
」
ま
で
に
結
構
間
が
あ
り
、
色
々
あ
っ
た
こ
と
を
指
す
。
ま

た
、
変
化
を
表
現
す
る
動
詞
の
場
合
は
、
�
の
よ
う
に
結
果
の
発
生
ま
で
に
時
間

が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
表
示
す
る
。

�．

二
月
午
の
日
の
曉
に
い
そ
ぎ
し
か
ど
、
坂
の
な
か
ら
ば
か
り
あ
ゆ
み
し
か

ば
、
巳
の
時
ば
か
り
に
な
り
に
け
り
。
や
う
や
う
暑
く
さ
へ
な
り
て
、
ま
こ

と
に
わ
び
し
く
て
、「
な
ど
、
か
か
ら
で
よ
き
日
も
あ
ら
ん
も
の
を
、
な
に

し
に
詣
で
つ
ら
ん
」
と
ま
で
、
涙
も
お
ち
て
や
す
み
困
ず
る
に
、（
一
五
八

段
）
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こ
れ
は
「
暑
く
な
る
」
途
中
を
述
べ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
含
ん
で
そ
う
な

る
ま
で
に
時
間
が
か
か
っ
た
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
夜
明
け
前
か
ら
歩

い
た
け
れ
ど
も
、「
巳
の
時
」
昼
前
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
歩
い
て
苦
し
い
上
に
、

と
う
と
う
暑
く
さ
え
な
っ
て
、
と
て
も
こ
た
え
る
、
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
一
般
に
「
や
う
や
う
」
は
事
態
が
生
ず
る
ま
で
の
時
間
経
過
を
と

り
た
て
て
お
り
、「
し
だ
い
に
・
だ
ん
だ
ん
と
」
と
訳
せ
る
も
の
は
例
外
的
な
の

で
あ
る
。
�
も
「
よ
う
や
く
」「
い
つ
の
間
に
か
」
と
訳
し
て
も
文
意
は
破
綻
し

な
い
。
②
文
に
お
い
て
は
、
�
「
遊
ぶ
に
」
の
よ
う
な
時
間
の
限
定
が
な
く
「
や

う
や
う
」
が
と
り
た
て
る
の
は
「
白
く
な
る
」
変
化
の
発
生
を
認
識
す
る
に
至
る

ま
で
の
時
間
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
未
明
か
ら
空
が
白
み
は
じ
め
る
ま
で
の
時
間

の
経
過
を
表
現
し
て
お
り
、
空
は
未
だ
暗
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
明
け
よ
う
と

す
る
光
が
わ
ず
か
に
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
と
ら
え
、
そ
し
て
そ
の
後
よ
り
白
く

な
る
こ
と
を
予
期
し
た
一
文
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
空
を
見
る
主
体
は
、
夜
明
け

を
ず
っ
と
待
っ
て
お
り
、
空
の
色
の
変
化
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
文
の

前
提
と
し
て
暗
示
さ
れ
る
。

◆
白
く
…
「
著
し
」
の
意
と
す
る
説
明
も
あ
る

7

。
そ
の
場
合
、「（
不
鮮
明
な
）
山
際

の
空
が
は
っ
き
り
し
て
ゆ
く
」
意
味
と
な
る
。
た
だ
し
、
空
の
色
の
説
明
で
も
不

整
合
が
生
ず
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
後
続
の
⑯
「
雪
」
⑰
「
灰
」
に
「
し
ろ

き
」「
し
ろ
く
」
と
あ
る
の
で
、
そ
れ
と
同
義
と
認
め
て
問
題
は
な
い
。
た
だ
し
、

空
が
明
る
く
な
る
の
は
「
あ
か
く
」
と
し
て
も
い
い
は
ず
だ
が
、
そ
れ
は
選
択
さ

れ
な
い
。
色
彩
の
「
赤
」
を
喚
起
し
な
い
た
め
か
、
こ
こ
で
指
定
す
る
空
の
明
度

そ
の
も
の
が
低
い
た
め
か
、
確
定
で
き
な
い
が
、
夜
か
ら
朝
に
か
わ
ろ
う
と
す
る

瞬
間
の
説
明
に
な
る
。

◆
な
り
ゆ
く
…
「
〜
ゆ
く
」
は
、
あ
る
基
準
時
か
ら
見
て
、
そ
の
後
状
態
変
化
の
度

合
が
増
し
て
ゆ
く
こ
と
を
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
向
の
連
続
的
変
化
を
表
現

す
る
。「
白
く
な
り
行
く
」
の
直
接
の
変
化
主
体
は
「
空
」
で
は
あ
る
が
、
白
く

な
る
変
化
が
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
、「
黒
い
空
・
暗
い
空
」
と

限
定
さ
れ
る
。
な
お
、
類
似
す
る
表
現
と
し
て
、「
〜
も
て
行
く
」
が
あ
る
。
こ

れ
は
⑱
「
昼
に
な
り
て
、
ぬ
る
く
ゆ
る
び
も
て
い
け
ば
」
の
よ
う
に
、
段
階
的
な

変
化
を
と
り
た
て
る
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
敢
え
て
そ
れ
を
採
用
し
て
い
な

い
。

◇
（
あ
け
ぼ
の
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
暗
い
空
が
）
よ
う
や
く
白
く
な
っ
て
ゆ
く

（
と
き
で
あ
る
）

③
　
山
ぎ
は
少
し
あ
か
り
て
、
紫
だ
ち
た
る
雲
の
細
く
た
な
び
き
た
る
。

「
山
ぎ
は
少
し
あ
か
り
て
」
と
「
紫
だ
ち
た
る
雲
の
細
く
た
な
び
き
た
る
」
の
二

節
か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
動
詞
の
主
格
が
表
示
し
て
あ
る
。
た
だ
し
、
二
節
全
体
が

体
言
相
当
句
を
形
成
し
て
お
り
、
名
詞
述
語
文
の
主
語
（
主
題
）
か
述
語
の
ど
ち
ら

か
に
あ
た
る
。
省
略
の
原
則
に
従
っ
て
、
主
題
は
前
文
脈
を
受
け
継
い
で
お
り
、
こ

れ
は
述
語
部
分
に
相
当
す
る
と
理
解
で
き
る
。具
体
的
に
は
②
文
が
主
題
に
あ
た
る
。

表
示
さ
れ
て
い
る
体
言
相
当
句
内
の
「
山
ぎ
は
」
は
、
②
に
潜
在
す
る
「
空
」
の
一

部
に
あ
た
り
、
前
文
で
述
べ
た
内
容
に
、
さ
ら
に
説
明
を
加
え
る
文
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
「
雲
」
は
そ
こ
に
浮
か
ん
で
い
る
存
在
で
あ
り
、
①
②
③
は
連
鎖
的
に
、
春

の
美
に
つ
い
て
焦
点
を
絞
り
込
む
論
理
を
構
成
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
こ
の
文
は
、
次
の
よ
う
に
二
文
に
分
か
つ
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

8

。

ａ．

山
ぎ
は
少
し
あ
か
り
て
、
紫
だ
ち
た
る
。

ｂ．

雲
の
細
く
た
な
び
き
た
る
。

こ
の
場
合
、
雲
で
は
な
く
空
の
方
が
紫
色
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

次
の
�
の
よ
う
に
、
雲
が
紫
で
あ
る
と
し
て
問
題
は
な
い
。
ま
た
、
�
の
よ
う
に
類

似
す
る
文
例
も
あ
る
。
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�．

雲
は
白
き
。
む
ら
さ
き
。
黒
き
も
を
か
し
。（
二
五
五
段
）

�．

日
は
入
り
日
。
入
り
は
て
ぬ
る
山
の
端
に
、
光
な
ほ
と
ま
り
て
赤
う
見
ゆ
る

に
、
薄
黄
ば
み
た
る
雲
の
た
な
び
き
わ
た
り
た
る
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。（
二

五
二
段
）

内
容
的
に
、
二
文
に
分
か
つ
必
然
性
は
な
い
。
ま
た
、
文
脈
の
流
れ
を
確
認
す
る
と
、

ａ
の
方
は
「
そ
れ
は
、
山
際
が
少
し
明
る
く
な
っ
て
紫
が
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
」
と
①
②
に
適
合
す
る
。
し
か
し
、
ｂ
「
雲
が
細
く
棚
引
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
」
は
、
前
文
脈
に
論
理
的
に
つ
な
が
ら
な
い
。
い
わ
ば
蛇
足
の
文
と
な
る
。
や
は

り
、
二
文
に
分
か
つ
必
然
性
は
な
く
、
二
節
か
ら
な
る
一
文
と
認
め
ら
れ
る
。

な
お
、
赤
み
を
抑
制
し
た
空
に
、
絹
雲
が
棚
引
く
光
景
を
卓
立
す
る
の
に
は
意
味

が
あ
ろ
う
。
朝
焼
け
せ
ず
に
、
高
い
筋
雲
が
出
て
い
る
と
、
そ
の
日
は
一
般
に
晴
模

様
で
あ
る

9

。
そ
の
想
起
を
指
定
す
る
情
景
描
写
と
理
解
す
る
。

◆
山
ぎ
は
…
平
地
の
山
と
の
境
界
、
空
の
山
と
の
境
界
の
ど
ち
ら
も
指
示
し
う
る
。

前
文
で
主
題
が
「
空
」
で
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
の
で
、
後
者
で
あ
る
。

�．

月
は
有
明
の
、
東
の
山
ぎ
は
に
ほ
そ
く
て
出
づ
る
ほ
ど
、
い
と
あ
は
れ
な

り
。（
二
五
三
段
）

◆
あ
か
る
…
光
量
が
ま
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
だ
し
、
現
象
と
し
て
光
の
増
加
は

一
つ
で
は
な
い
。

Ａ
　
闇
に
光
が
入
る
場
合
。

（
〇
　→

　
＋
）

Ｂ
　
光
が
あ
る
状
態
に
さ
ら
に
光
が
ま
す
場
合
。（
＋
　→

　
＋
＋
）

こ
の
場
面
は
、
②
文
の
解
釈
◇
に
従
え
ば
、
光
が
な
い
状
態
か
ら
光
が
あ
る
状
態

に
変
化
す
る
Ａ
タ
イ
プ
の
可
能
性
が
高
い
。
わ
ざ
わ
ざ
副
詞
「
少
し
」
が
付
加
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
着
眼
す
る
と
、「
闇
に
わ
ず
か
に
光
が
感
じ
ら
れ
る
」
微
妙

な
局
面
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
②
を
「
だ
ん
だ
ん
空
が
白
く
な
っ
て
ゆ
く
」

「
す
で
に
空
が
白
く
な
っ
て
い
る
」
と
解
釈
す
る
と
、
Ｂ
タ
イ
プ
と
な
る
が
、
そ

の
場
合
に
は
「
少
し
」
と
程
度
の
少
な
さ
を
わ
ざ
わ
ざ
説
明
す
る
価
値
が
な
い
。

結
果
「
あ
か
る
」
を
色
彩
の
変
化
「
赤
く
な
る
」
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
が
、

『
枕
草
子
』
中
で
は
そ
れ
は
「
あ
か
む
」「
あ
か
く
・
な
る
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

�．

か
へ
で
の
木
の
さ
さ
や
か
な
る
に
、
も
え
い
で
た
る
葉
末
の
あ
か
み
て
、

お
な
じ
か
た
に
ひ
ろ
ご
り
た
る
、
葉
の
さ
ま
、
花
も
、
い
と
物
は
か
な
げ
に
、

（
四
〇
段
）

�．

七
八
尺
の
鬘
の
あ
か
く
な
り
た
る
。（
一
六
三
段
）

単
語
と
し
て
同
義
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ず
、「
あ
か
る
」
は
光
量
の
変
化
を
と

ら
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

◆
紫
だ
ち
た
る
…
も
と
も
と
の
色
合
い
と
は
別
に
、
紫
色
を
帯
び
て
い
る
様
子
。

「
だ
つ
」
は
接
尾
辞
で
あ
る
が
、「
見
か
け
が
〜
の
様
子
を
帯
び
て
い
る
」
こ
と
を

表
す
。

�．
「
ほ
そ
や
か
な
る
男
の
、
す
そ
濃
だ
ち
た
る
袴
、
二
藍
か
な
に
ぞ
、
髮
は

い
か
に
も
い
か
に
も
、
掻
練
・
山
吹
な
ど
着
た
る
が
、〈
略
〉。（
二
〇
三
段
）

�．
「
す
べ
て
、
も
の
聞
え
じ
。
方
人
と
た
の
み
き
こ
ゆ
れ
ば
、
人
の
い
ひ
ふ

る
し
た
る
さ
ま
に
と
り
な
し
給
ふ
な
め
り
」
な
ど
、
い
み
じ
う
ま
め
だ
ち
て

怨
じ
給
ふ
を
、（
一
六
二
段
）

�
は
「
袴
」
が
実
際
に
ど
う
か
は
と
も
か
く
「
す
そ
濃
」
に
見
え
て
い
る
こ
と
。

�
は
文
句
を
言
う
顔
が
「
ま
め
（
真
剣
）」
に
見
え
る
こ
と
で
あ
り
、
性
格
・
人

格
が
そ
う
で
あ
る
こ
と
（
こ
れ
は
「
ま
め
な
り
」
と
な
る
）
を
意
味
し
な
い
。
あ

る
も
の
の
表
面
に
、
あ
る
様
態
が
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
類
義
の
「
ば
む
」
は
、

�
の
よ
う
に
も
の
の
表
面
だ
け
で
な
く
、
内
部
に
ま
で
あ
る
様
態
が
生
ず
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
ま
た
「
め
く
」
は
全
体
と
し
て
、
あ
る
物
の
様
態
を
具
え
る
こ
と

を
意
味
す
る
。

�．

單
は
白
き
。〈
略
〉
黄
ば
み
た
る
單
な
ど
着
た
る
人
は
、
い
み
じ
う
心
づ

『枕草子』第一段の国語学的解釈
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き
な
し
。（
二
八
三
段
）

�．

つ
と
め
て
、
見
れ
ば
、
屋
の
さ
ま
い
と
ひ
ら
に
み
じ
か
く
、
瓦
ぶ
き
に
て
、

唐
め
き
、
さ
ま
こ
と
な
り
。（
一
六
一
段
）

「
紫
だ
ち
た
る
雲
」
の
場
合
は
、
本
来
の
色
は
別
に
し
て
、
そ
の
表
面
に
紫
の
色

彩
が
生
じ
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
光
を
う
け
て
紫
色
を
映
し
て
い
る
雲
で
あ
る
。

全
部
が
紫
で
も
、
本
来
的
に
紫
で
も
な
い
。

◆
た
な
び
き
た
る
…
横
方
向
に
伸
び
て
い
る
様
子
。
こ
こ
で
は
「
細
く
」
と
あ
る
の

で
、
す
じ
雲
で
あ
る
。
他
が
明
る
く
な
る
前
に
光
を
受
け
て
い
る
の
で
、
低
い
層

雲
で
は
な
く
、
高
い
空
に
出
る
巻
雲
（
絹
雲
）
で
あ
る
。
高
気
圧
の
時
に
出
る
の

で
概
ね
天
気
が
よ
く
な
る
。
こ
の
夜
明
け
の
後
、
お
だ
や
か
に
晴
れ
た
春
の
一
日

が
訪
れ
る
こ
と
が
予
期
さ
れ
る
。

◇
（
そ
の
空
は
）
山
際
（
の
と
こ
ろ
）
が
少
し
明
る
く
な
っ
て
、（
ま
だ
暗
い
空
に
）

紫
色
を
映
し
た
雲
が
細
く
棚
引
い
て
い
る
（
光
景
で
あ
る
）。

一．

三．

解
釈

以
上
を
総
合
し
て
、
第
一
連
の
意
味
を
理
解
し
て
お
こ
う
。

【
現
代
語
訳
】

春
は
あ
け
ぼ
の
（
で
あ
る
）。（
そ
れ
は
暗
い
空
が
）
よ
う
や
く
白
く
な
っ
て
ゆ
く

（
と
き
で
あ
る
）。（
そ
の
空
は
東
の
）
山
際
（
の
と
こ
ろ
）
が
少
し
明
る
く
な
っ

て
、（
そ
こ
に
）
紫
色
を
帯
び
た
雲
が
細
く
棚
引
い
て
い
る
（
光
景
で
あ
る
）。

清
少
納
言
の
美
意
識
と
し
て
、
い
か
に
も
「
春
」
で
あ
り
他
の
季
節
に
は
な
い
美
を
、

こ
の
瞬
間
で
あ
る
と
論
ず
る
。
こ
の
三
文
の
文
・
文
章
の
構
造
の
分
析
か
ら
読
み
取

れ
た
情
報
を
補
足
し
て
解
釈
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

【
論
説
と
し
て
の
解
釈
】

四
季
の
う
ち
の
他
の
季
節
で
は
な
く
「
春
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
い
ろ
い
ろ
と
素

敵
な
も
の
・
素
敵
な
と
き
が
あ
る
が
、
一
つ
指
定
す
る
な
ら
ば
「
あ
け
ぼ
の
」
で

あ
る
。「
あ
け
ぼ
の
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
夜
の
暗
い
空
が
よ
う
や
く
白
く
な

っ
て
ゆ
く
と
き
で
あ
る
。
ま
だ
空
は
暗
い
け
れ
ど
も
、
東
の
山
際
の
と
こ
ろ
だ
け

ほ
ん
の
少
し
光
を
含
ん
で
い
て
、
紫
色
を
帯
び
た
雲
が
細
く
棚
引
い
て
い
る
光
景

で
あ
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、
き
っ
と
う
ら
ら
か
な
春
の
日
が
訪
れ
る
と
わ
か
る
。

春
の
日
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
絶
対
的
に
美
し
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
そ
の
よ
う

な
素
敵
な
一
日
が
訪
れ
る
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
あ
け
ぼ
の
に
、
美
が
あ
る
と
思

う
。

【
解
説
】

こ
こ
で
は
、
春
の
あ
け
ぼ
の
の
趣
を
説
明
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
心
に
残

る
情
景
描
写
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
春
の
日
（
朝
以
降
）
は
勿
論
美
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
予
感
さ
せ
る
ポ
イ
ン
ト

に
焦
点
を
絞
っ
た
点
が
清
少
納
言
の
意
匠
で
あ
る
。
自
然
が
作
り
出
す
季
節
の
美

を
絶
対
的
に
美
し
い
も
の
と
し
て
提
示
し
つ
つ
、
そ
こ
に
「
予
感
・
期
待
感
」
と

い
う
人
為
的
な
要
素
が
関
与
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
れ
は
「
随
想
」
と
い
う

よ
り
「
論
説
」
と
評
価
し
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
清
少
納
言

が
第
一
連
に
お
い
て
提
示
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、「
自
分
は
、
自
然
の
美
に
人
為

を
関
与
さ
せ
て
美
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
「
自
然
の
美
は
、
そ
れ
自

体
が
美
か
、
人
間
が
美
と
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
か
も
し
れ
な
い
。

二．

夏
は
夜
　
―
隠
れ
た
主
題
・
隠
れ
た
論
理
―

二．

一．

文
章
の
構
成

第
一
連
は
、
あ
け
ぼ
の
の
一
瞬
に
焦
点
を
あ
て
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、

第
二
連
は
見
か
け
上
、
夏
の
夜
の
風
物
が
並
列
さ
れ
て
い
る
。
光
が
あ
っ
て
も
闇
で

も
よ
く
、
晴
で
も
雨
で
も
よ
い
、
と
読
む
の
は
、
こ
れ
を
テ
ー
マ
を
も
た
な
い
投
げ
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遣
り
な
文
章
と
見
る
に
等
し
い
。
し
か
し
、
細
か
い
点
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
や
は

り
論
理
が
構
成
さ
れ
て
お
り
、
一
貫
し
た
美
意
識
が
認
め
ら
れ
る
。

文
章
の
構
成
を
確
認
し
て
お
く
。
次
の
⑤
〜
⑦
を
一
文
と
す
る
本
文
が
多
い
が
、

こ
こ
で
は
三
文
に
分
か
っ
た
。
一
文
と
す
る
と
「
月
の
頃
は
一
層
の
こ
と
で
〜
蛍
が

た
く
さ
ん
と
び
ち
が
っ
て
い
る
の
が
よ
い
」
の
よ
う
に
、
月
夜
の
蛍
を
め
で
る
異
様

な
文
章
が
出
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。

⑤
　
月
の
頃
は
、
さ
ら
な
り
。

⑥
　
闇
も
、
な
ほ
。

⑦
　
蛍
の
多
く
飛
び
ち
が
ひ
た
る
。

「
さ
ら
な
り
」
は
終
止
形
な
の
で
、
単
純
に
文
の
終
り
と
認
め
る
。
⑥
と
⑦
の
断
続
、

⑦
と
⑧
の
断
続
は
、
文
の
構
造
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
後
述
す
る
。
ま
た
、

⑨
文
「
雨
な
ど
降
る
も
」
に
添
加
さ
れ
た
副
助
詞
「
な
ど
」
の
意
味
は
分
析
の
必
要

が
あ
る
。

二．

二．

文
の
解
析

⑤
　
月
の
頃
は
、
さ
ら
な
り
。

⑥
　
闇
も
、
な
ほ
。

⑤
文
の
述
語
は
「
さ
ら
な
り
」
で
あ
る
が
、
直
接
の
主
語
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

「
さ
ら
な
り
」
は
状
態
の
程
度
を
説
明
す
る
の
で
、
主
語
に
何
ら
か
の
状
態
を
要
求

す
る
。
そ
れ
が
何
か
前
文
脈
に
は
な
い
の
で
「
月
の
頃
は
、〈
ｘ
デ
ア
ル
コ
ト
ガ
〉

一
層
で
あ
る
」
と
す
る
よ
り
な
い
。

⑥
文
の
「
闇
も
」
は
、
⑤
の
主
題
「
月
の
頃
は
」
と
対
を
な
す
。「
な
ほ
」
は
副

詞
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
か
か
る
述
語
の
本
体
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。「
も
」
と
あ
る

よ
う
に
、
前
文
に
依
存
し
た
文
な
の
で
述
語
は
⑤
に
共
通
す
る
。「
さ
ら
な
り
」
と

ま
で
は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
同
じ
性
質
〈
ｘ
デ
ア
ル
コ
ト
〉
を
共
有
す
る
。
こ
の

〈
ｘ
〉
は
④
「
夏
は
夜
」
と
指
定
す
る
根
拠
を
形
成
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

◆
さ
ら
な
り
…
あ
る
状
態
の
程
度
が
、
他
に
く
ら
べ
て
高
い
こ
と
を
表
現
す
る
。

�．

草
の
花
は
な
で
し
こ
。
唐
の
は
さ
ら
な
り
、
大
和
の
も
い
と
め
で
た
し
。

（
六
七
段
）

と
あ
る
よ
う
に
、
唐
の
撫
子
も
、
大
和
の
撫
子
も
、
と
も
に
「
め
で
た
し
」
と
評

価
さ
れ
る
が
、
唐
の
も
の
は
そ
の
程
度
が
「
よ
り
一
層
」
と
評
価
さ
れ
る
。
二
次

的
に
「
言
う
ま
で
も
な
い
」
と
話
者
・
著
者
の
心
的
態
度
も
表
現
す
る
。

�．

桃
の
花
の
い
ま
さ
き
は
じ
む
る
。
柳
な
ど
を
か
し
き
こ
そ
さ
ら
な
れ
、
そ

れ
も
ま
だ
ま
ゆ
に
こ
も
り
た
る
は
を
か
し
。
ひ
ろ
ご
り
た
る
は
う
た
て
ぞ
み

ゆ
る
。（
四
段
）

�
の
例
に
顕
在
化
し
て
い
る
よ
う
に
、「
さ
ら
な
り
」
の
直
接
的
な
主
語
は
何
か

の
状
態
「
〜
で
あ
る
こ
と
」
で
あ
る
。

◆
な
ほ
…
前
提
と
な
る
こ
と
が
ら
を
う
け
つ
ぐ
情
報
で
あ
る
こ
と
を
導
く
副
詞
。
�

で
は
Ａ
「
あ
か
つ
き
に
雨
が
ふ
っ
て
い
る
」→

Ｂ
「
つ
と
め
て
雨
が
や
む
」→

Ｃ

「
し
か
し
、
曇
っ
て
い
て
降
り
そ
う
」
と
、
Ｃ
が
Ａ
を
う
け
つ
ぐ
内
容
で
あ
る
こ

と
を
表
示
す
る
。

�．

九
月
九
日
は
、
あ
か
つ
き
が
た
よ
り
雨
す
こ
し
ふ
り
て
、
菊
の
露
も
こ
ち

た
く
、
お
ほ
ひ
た
る
綿
な
ど
も
い
た
く
ぬ
れ
、
う
つ
し
の
香
も
も
て
は
や
さ

れ
て
、
つ
と
め
て
は
や
み
に
た
れ
ど
、
な
ほ
く
も
り
て
、
や
や
も
せ
ば
ふ
り

お
ち
ぬ
べ
く
み
え
た
る
も
を
か
し
。（
一
〇
段
）

⑤
「
月
の
頃
」
を
「
さ
ら
な
り
」
と
プ
ラ
ス
評
価
し
た
の
で
、
そ
れ
に
対
立
す
る

⑥
の
「
闇
」
は
マ
イ
ナ
ス
評
価
が
予
期
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
「
月
の
頃
」

と
同
じ
プ
ラ
ス
評
価
で
あ
る
こ
と
を
「
な
ほ
」
で
示
す
。

◇
月
の
頃
は
、〈
ｘ
デ
ア
ル
コ
ト
ガ
〉
一
層
で
あ
る
。
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闇
（
の
頃
）
も
、
や
っ
ぱ
り
〈
ｘ
デ
ア
ル
〉。

⑦
　
蛍
の
多
く
飛
び
ち
が
ひ
た
る
。

⑧
　
ま
た
、
た
だ
一
つ
・
二
つ
な
ど
、
ほ
の
か
に
う
ち
光
り
て
行
く
も
を
か
し
。

⑦
文
は
構
造
的
に
は
③
文
「
雲
の
細
く
た
な
び
き
た
る
。」
と
同
じ
。
体
言
相
当

句
と
し
て
文
の
述
語
と
な
る

!

。
主
題
は
直
前
の
⑥
文
を
受
け
て
「
闇
が
〈
ｘ
デ
ア
ル
〉

こ
と
」。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
蛍
が
た
く
さ
ん
飛
び
違
っ
て
い
る
光
景
で
あ
る
」
と

指
定
す
る
。

⑧
文
は
⑦
と
並
列
さ
れ
る
文
で
あ
る
が
、「
ま
た
」
で
接
続
す
る
。
前
文
で
多
く

の
蛍
を
評
価
し
た
流
れ
か
ら
言
え
ば
、
少
数
の
蛍
は
魅
力
が
低
い
は
ず
で
あ
る
が
、

や
は
り
魅
力
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
、
光
は
「
ほ
の
か
に
」

で
あ
り
、「
光
る
」
で
は
な
く
「
う
ち
光
る
」
す
な
わ
ち
瞬
間
性
と
程
度
の
軽
さ
を

帯
び
た
「
ち
ょ
っ
と
だ
け
光
る
」
点
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
⑤
「
月
の
光
」、
⑦

「
多
く
の
蛍
の
光
」
と
青
白
い
光
が
、
強
目
に
輝
く
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
の
だ
が
、

こ
こ
で
清
少
納
言
は
か
す
か
な
青
白
い
光
で
も
心
が
引
か
れ
る
と
述
べ
る
。
光
に
感

じ
る
も
の
は
、
量
的
な
も
の
で
は
な
く
、
質
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
導
く
。

◆
を
か
し
…
対
象
に
、
自
分
が
魅
力
を
感
じ
る
属
性
が
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
。
次

の
例
の
よ
う
に
観
察
者
が
美
点
を
能
動
的
に
見
出
し
た
り
、
自
分
の
興
味
が
そ
そ

ら
れ
る
場
合
に
用
い
る
。

梨
の
花
、
よ
に
す
さ
ま
じ
き
も
の
に
し
て
、
ち
か
う
も
て
な
さ
ず
、
は
か
な

き
文
つ
け
な
ど
だ
に
せ
ず
。
愛
敬
お
く
れ
た
る
人
の
顏
な
ど
を
見
て
は
、
た

と
ひ
に
い
ふ
も
、
げ
に
、
葉
の
色
よ
り
は
じ
め
て
、
あ
い
な
く
み
ゆ
る
を
、

も
ろ
こ
し
に
は
限
り
な
き
も
の
に
て
、
ふ
み
に
も
作
る
、
な
ほ
さ
り
と
も
や

う
あ
ら
ん
と
、
せ
め
て
見
れ
ば
、
花
び
ら
の
は
し
に
、
を
か
し
き
匂
ひ
こ
そ
、

心
も
と
な
う
つ
き
た
め
れ
。（
三
七
段
）

こ
の
連
に
お
い
て
は
、
月
の
光
や
多
数
の
蛍
は
、
も
と
よ
り
美
し
い
の
で
、
わ
ざ

わ
ざ
「
を
か
し
」
と
言
う
必
要
は
な
い
。
他
人
が
そ
う
は
思
わ
な
い
か
も
し
れ
な

い
、
少
し
の
蛍
が
ち
ょ
っ
と
だ
け
光
る
光
景
や
、
珍
し
か
ろ
う
は
ず
も
な
い
⑨

「
雨
」
に
も
、
彼
女
は
心
を
引
か
れ
る
の
で
あ
る
。

◇
〈
ｘ
デ
ア
ル
ノ
ハ
〉
蛍
が
た
く
さ
ん
飛
び
か
っ
て
い
る
（
と
こ
ろ
で
あ
る
）。

ま
た
、（
た
く
さ
ん
で
な
く
）
た
だ
一
つ
・
二
つ
な
ど
（
少
し
の
蛍
が
）、
ほ
の
か

に
ち
ょ
っ
と
だ
け
光
っ
て
（
飛
ん
で
）
行
く
の
も
、
魅
力
を
感
じ
る
。

⑨
　
雨
な
ど
降
る
も
、
を
か
し
。

単
に
「
雨
」
が
い
い
の
で
あ
れ
ば
副
助
詞
「
な
ど
」
は
不
要
で
あ
る
。「
〜
な
ど
」

と
す
る
場
合
、
そ
れ
と
属
性
を
同
じ
く
す
る
集
合
が
意
味
さ
れ
る
。
次
の
例
で
は

「
手
長
」
や
「
足
長
」
と
属
性
を
同
じ
く
す
る
「
い
ろ
い
ろ
な
怪
物
」
を
指
示
す
る
。

清
涼
殿
の
丑
寅
の
す
み
の
、
北
の
へ
だ
て
な
る
御
障
子
は
、
荒
海
の
繪
、
生
き

た
る
物
ど
も
の
お
そ
ろ
し
げ
な
る
、
手
長
・
足
長
な
ど
を
ぞ
か
き
た
る
、
上
の

御
局
の
戸
を
お
し
あ
け
た
れ
ば
、
つ
ね
に
目
に
み
ゆ
る
を
、
に
く
み
な
ど
し
て

わ
ら
ふ
。（
二
三
段
）

し
か
し
、「
雨
」
と
属
性
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
は
何
か
。
夏
に
「
降
る
」
も
の
と

言
え
ば
「
雪
」
や
「
霰
」
で
あ
る
は
ず
は
な
い
の
で
、
具
体
的
な
属
性
を
共
有
す
る

同
類
は
な
い
。
す
る
と
、
そ
の
属
性
は
人
間
が
「
夏
の
夜
の
雨
」
に
感
じ
る
印
象
・

感
覚
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
月
」「
蛍
」
と
い
っ
た
特
別
に
美
し
い
景
物
に
対
す
る

も
の
に
対
立
す
る
評
価
、
す
な
わ
ち
「
平
凡
さ
・
日
常
性
」
で
あ
る

0

。
そ
し
て
、

「
も
」
と
あ
る
の
で
、
前
文
⑧
と
同
じ
理
由
で
、
魅
力
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

◇
（
そ
の
よ
う
な
特
別
な
も
の
で
な
く
て
も
）
雨
の
よ
う
に
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
も
、

〈
ｘ
デ
ア
ル
カ
ラ
〉
魅
力
を
感
じ
る
。
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二．

三．

文
章
の
目
的

「
夏
は
夜
」
と
判
断
さ
れ
る
の
は
何
故
か
。
ま
た
、「
月
の
光
」「
蛍
の
光
」
が
夏

の
美
に
な
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
。「
蛍
」
は
夏
の
風
物
だ
が
、「
月
」
な
ら
ば
秋
で
も

よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
文
脈
に
明
示
さ
れ
な
い
の
で
〈
ｘ
デ
ア
ル
コ
ト
〉
と
し
た
が
、

答
を
出
し
て
お
き
た
い
。『
枕
草
子
』
で
は
、「
月
」
に
関
し
て
は
、
次
の
一
文
が
あ

る
。

七
月
ば
か
り
い
み
じ
う
あ
つ
け
れ
ば
、
よ
ろ
づ
の
所
あ
け
な
が
ら
夜
も
あ
か
す

に
、
月
の
頃
は
寢
お
ど
ろ
き
て
見
い
だ
す
に
、
い
と
を
か
し
。
や
み
も
ま
た
を

か
し
。（
三
六
段
）

少
納
言
は
こ
こ
で
月
を
め
で
て
い
る
が
、
そ
の
契
機
と
な
る
の
が
「
い
み
じ
う
あ
つ

け
れ
ば
」
で
あ
る
。
ひ
ど
く
暑
い
時
に
月
を
見
る
と
「
を
か
し
」
と
感
じ
る
の
で
あ

る
。
暑
く
て
眠
れ
な
い
時
、
起
き
出
し
て
月
を
見
る
と
魅
力
的
な
の
は
、
暑
さ
に
よ

る
不
快
が
解
消
さ
れ
る
と
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。「
月
」
は
少
納
言
に
涼
や
か
さ
を

も
た
ら
す
。

こ
の
第
二
連
は
、
こ
れ
よ
り
暑
い
夏
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
夏
は
基
本
的
に
暑
く

て
不
快
で
あ
る
。「
夏
は
夜
」
と
限
定
す
る
の
は
、
夜
だ
け
は
暑
さ
か
ら
解
放
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
青
白
い
「
月
の
光
」
が
も
た
ら
す
感
覚
と
、
同
じ
く
青

白
い
「
蛍
の
光
」
が
も
た
ら
す
感
覚
は
「
涼
感
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
省
略
さ
れ
て
い

る
〈
ｘ
〉
に
相
当
す
る
。
著
者
を
含
ん
で
平
安
貴
族
の
生
活
感
覚
に
基
づ
く
こ
と
が

ら
で
あ
る
か
ら
、
自
明
の
こ
と
と
し
て
省
略
さ
れ
て
い
て
も
、
直
接
共
感
で
き
る
事

項
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
⑨
「
雨
な
ど
」
に
感
じ
る
魅
力
も
や
は
り
「
涼
感
」
で

あ
る
。
そ
れ
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
れ
ば
平
凡
な
も
の
で
も
よ
く
、
特
別
な
風
物
で

あ
る
必
要
は
な
い
と
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
連
で
は
、
夏
は
、
日
中
の
不
愉
快

さ
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
対
比
的
に
、
夜
の
涼
感
が
際
立
つ
こ
と
を
述
べ
、
人
に
涼
感

を
も
た
ら
し
、
快
へ
誘
う
物
を
美
と
し
て
い
る
。

二．

四．

解
釈

【
現
代
語
訳
】

夏
は
夜
（
で
あ
る
）。
月
の
頃
は
、（
そ
れ
が
）
一
層
で
あ
る
。（
月
の
な
い
）
闇

（
の
夜
）
も
、
や
っ
ぱ
り
（
そ
う
で
あ
る
）。（
そ
れ
は
）
蛍
が
た
く
さ
ん
飛
び
か

っ
て
い
る
（
と
こ
ろ
で
あ
る
）。
ま
た
、（
そ
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
で
な
く
）
た
だ

一
つ
・
二
つ
な
ど
（
少
し
の
蛍
が
）、
ほ
の
か
に
ち
ょ
っ
と
だ
け
光
っ
て
（
飛
ん

で
）
行
く
の
も
、
魅
力
を
感
じ
る
。（
あ
り
ふ
れ
た
）
雨
な
ど
が
降
っ
た
り
す
る

の
も
（
涼
感
が
あ
っ
て
）
魅
力
を
感
じ
る
。

【
論
説
と
し
て
の
解
釈
】

「
夏
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
と
に
か
く
日
中
は
暑
く
て
不
快
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

い
い
の
は
「
夜
」
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
が
不
快
な
だ
け
に
、
涼
感
が
際
立
っ
て
感

じ
ら
れ
る
。
月
が
出
て
い
る
夜
な
ら
ば
、
青
白
い
光
に
よ
っ
て
、
涼
感
が
一
層
ま

す
。
し
か
し
、
闇
夜
で
も
や
っ
ぱ
り
同
様
で
あ
る
。
涼
感
を
感
じ
る
の
は
、
蛍
が

た
く
さ
ん
飛
び
交
っ
て
い
る
光
景
で
あ
る
。
ま
た
、
た
っ
た
一
つ
・
二
つ
な
ど
、

蛍
が
少
し
だ
け
、
し
か
も
ほ
の
か
に
ち
ょ
っ
と
だ
け
光
っ
て
、
飛
ん
で
行
く
の
も
、

魅
力
を
感
じ
る
。
た
く
さ
ん
で
な
く
て
も
涼
感
は
感
じ
ら
れ
る
。
月
や
蛍
と
い
っ

た
特
別
な
風
物
で
な
く
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
、
雨
が
降
る
よ
う
な
こ
と
で
も
、
涼

感
を
添
え
る
も
の
と
し
て
、
同
じ
く
魅
力
的
で
あ
る
。
不
快
の
対
極
に
あ
る
快
に

導
く
力
を
も
つ
も
の
、
そ
れ
が
「
夏
の
美
」
だ
と
思
う
。

【
解
説
】

春
や
秋
は
快
適
な
季
節
な
の
で
、
そ
れ
自
体
が
美
で
あ
る
も
の
を
と
り
あ
げ
る
の

だ
が
、
こ
の
章
段
で
は
「
不
快
」
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
「
快
」
を
と
り

あ
げ
る
。
夏
に
夜
を
指
定
し
た
根
拠
は
生
活
感
覚
に
基
づ
く
「
非
・
不
快
」
に
あ
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る
が
、「
月
」「
蛍
」「
雨
」
と
い
っ
た
風
物
は
、
そ
れ
を
「
反
・
不
快
」
す
な
わ

ち
「
快
」
に
導
く
。
つ
ま
り
、
人
を
「
快
」
に
導
く
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
「
美
」

と
判
断
す
る
。
こ
こ
で
は
、
季
節
の
自
然
美
の
あ
り
よ
う
は
相
対
的
で
あ
り
、
そ

れ
を
美
と
す
る
の
は
人
為
的
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。

こ
の
検
証
と
し
て
、
少
納
言
は
、
夏
の
美
第
一
の
「
月
」
を
消
し
、「
闇
」
を

立
て
る
。
そ
こ
に
は
「
蛍
」
が
あ
る
の
で
、
量
を
極
小
化
す
る
。
そ
れ
で
も
美
な

の
で
、
特
別
な
風
物
を
消
し
、
四
季
を
問
わ
ぬ
「
雨
」
を
も
ち
こ
ん
で
も
自
分
の

感
覚
に
は
「
美
」
を
感
じ
る
。
つ
ま
り
、「
美
」
の
成
立
に
、
自
然
よ
り
人
為
の

優
先
を
論
ず
る
の
で
あ
る
。

三．

秋
は
夕
暮
れ
　
―
情
報
操
作
と
論
述
態
度
―

三．

一．

文
の
解
析

⑪
　
夕
日
の
さ
し
て
、
山
の
端
い
と
近
う
な
り
た
る
に
、

末
尾
の
格
助
詞
「
に
」
は
時
間
表
示
な
の
で
、
こ
の
一
節
は
「
〜
す
る
と
き
に
」

と
時
間
帯
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。「
山
の
端
い
と
近
う
な
り
た
る
に
」
で
は
「
山

の
端
」
が
「
な
り
た
る
」
の
主
語
で
あ
る
。「
山
の
端
」
は
「
日
没
線
」
の
意
味
で

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、「
日
没
線
が
近
く
な
る
時
に
」
と
い
う
意
味
と
解
釈
す
る
。

上
接
す
る
「
夕
日
の
さ
し
て
」
に
は
到
達
点
（
〜
に
）
の
表
示
が
な
い
。
こ
れ
を
、

漠
然
と
「
日
が
さ
し
て
い
る
」
様
子
と
と
ら
え
る
と
、
並
列
的
に
「
夕
日
が
さ
し
て
、

山
の
端
が
近
く
な
る
」
と
な
る
が
、「
山
の
端
」
は
可
動
物
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ

自
体
が
「
近
く
な
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
主
体
は
「
夕
日
」
以
外
に
は
な
い
。

そ
の
た
め
、
構
文
的
に
は
、
前
節
と
後
節
が
継
起
的
で
な
け
れ
ば
、
文
の
意
味
が
整

合
し
な
い
。
到
達
点
表
示
が
な
い
理
由
と
し
て
は
、
自
明
の
こ
と
と
し
て
省
略
さ
れ

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
風
景
を
観
察
し
て
い
る
主
体
、
言
う
ま
で
も
な
い
存

在
で
あ
る
著
者
の
視
点
が
基
準
と
な
る
場
合
で
あ
る
。
屋
敷
の
中
に
低
く
な
っ
た
日

が
さ
し
こ
ん
で
く
る
。
そ
こ
で
、
夕
日
に
目
を
や
る
と
、
ま
さ
に
日
没
直
前
で
、
山

の
端
（
日
没
線
）
が
と
て
も
近
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
目
に
す
る
。
単
に
「
近
う

な
る
・
に
」
で
は
な
く
「
近
う
な
り
・
た
る
・
に
」
と
眼
前
の
状
態
と
し
て
記
述
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
、
一
つ
の
根
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
読
者
の
視

点
を
自
分
の
視
点
に
、
そ
し
て
実
景
と
し
て
想
起
す
べ
く
、
日
没
寸
前
の
西
の
空
へ

誘
う

@

。

◆
山
の
端
…
山
の
稜
線
部
。
次
の
例
は
、
�
「
日
の
入
り
」
と
、
�
「
日
の
出
」
の

例
。�．

日
は
入
り
日
。
入
り
は
て
ぬ
る
山
の
端
に
、
光
な
ほ
と
ま
り
て
赤
う
見
ゆ

る
に
、（
二
五
二
段
）

�．

下
に
、「
山
の
端
明
け
し
あ
し
た
よ
り
」
と
書
か
せ
給
へ
り
。（
二
三
八

段
）

�
で
は
「
明
く
」
の
主
語
と
な
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
東
西
が
山
並

み
で
あ
る
地
形
に
お
い
て
は
、「
山
の
端
」
は
実
質
的
に
、
日
の
出
と
、
日
の
入

り
の
基
準
ラ
イ
ン
と
な
る
。「
日
昇
線
（
山
の
端
）
が
あ
け
る
」
が
可
能
な
の
で
、

「
日
没
線
（
山
の
端
）
が
近
く
な
る
」
も
可
で
あ
る
。

◆
さ
す
…
多
義
語
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
光
が
入
っ
て
く
る
動
き
を
示
す
。
光
を
光

源
か
ら
到
達
点
に
い
た
る
線
状
の
も
の
と
認
識
す
る
。

�．

う
へ
に
さ
ぶ
ら
ふ
御
猫
は
〈
略
〉、
日
の
さ
し
入
り
た
る
に
ね
ぶ
り
て
ゐ

た
る
を
、〈
略
〉
御
簾
の
う
ち
に
入
り
ぬ
。（
九
段
）

�．

下
簾
も
か
け
ぬ
車
の
、
簾
を
い
と
高
う
あ
げ
た
れ
ば
、
奧
ま
で
さ
し
入
り

た
る
月
に
、
薄
色
・
白
き
・
紅
梅
な
ど
、
七
つ
八
つ
ば
か
り
着
た
る
う
へ
に
、

濃
き
衣
の
い
と
あ
ざ
や
か
な
る
、
つ
や
な
ど
月
に
は
え
て
、
を
か
し
う
見
ゆ

る
、〈
略
〉。（
三
〇
二
段
）

◇
（
部
屋
の
中
に
）
夕
日
が
さ
し
て
（
き
て
）、（
外
を
見
る
と
ま
さ
に
）
日
没
直
前
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で
、

⑪

烏
の
「
寝
所
へ
行
く
」
と
て
、
三
つ
四
つ
・
二
つ
三
つ
な
ど
、
飛
び
急
ぐ
さ
へ

あ
は
れ
な
り
。

「
と
て
」
で
導
か
れ
る
「
寝
所
へ
行
く
」
は
「
烏
」
の
鳴
き
声
を
読
み
解
い
た
も

の
。「
烏
の
〜
飛
び
急
ぐ
」
が
、「
あ
は
れ
な
り
」
の
主
語
と
な
る
が
、
注
目
点
は

「
さ
へ
」
の
添
加
で
あ
る
。
烏
が
飛
ぶ
と
い
う
、
あ
り
ふ
れ
た
光
景
さ
え
「
あ
は
れ

な
り
」
す
な
わ
ち
、
寂
寥
感
を
帯
び
て
感
動
的
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、「
秋
の
夕

暮
れ
」
と
い
う
こ
と
自
体
が
「
論
ず
る
余
地
な
く
美
で
あ
る
」
と
い
う
前
提
が
あ

る
。

◆
あ
は
れ
な
り
…
対
象
が
情
意
を
動
か
す
性
質
を
も
つ
こ
と
を
表
示
す
る
、
評
価
の

形
容
動
詞
。
語
幹
と
な
る
「
あ
は
れ
」
は
詠
嘆
の
感
動
詞
で
、
人
間
の
情
動
を
直

接
的
に
表
す
（
�
波
線
部
）。
対
象
の
評
価
と
し
て
は
、
�
の
よ
う
に
、
事
柄
が

「
感
動
的
」
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。

�．

白
樫
と
い
ふ
も
の
は
〈
略
〉、
を
か
し
き
こ
と
、
め
で
た
き
こ
と
に
と
り

い
づ
べ
く
も
あ
ら
ね
ど
、
い
づ
く
と
も
な
く
雪
の
ふ
り
お
き
た
る
に
見
ま
が

へ
ら
れ
、
素
盞
嗚
尊
出
雲
の
國
に
お
は
し
け
る
御
こ
と
を
思
ひ
て
、
人
丸
が

よ
み
た
る
歌
な
ど
を
思
ふ
に
、
い
み
じ
く
あ
は
れ
な
り
。（
四
〇
段
）

�．
「
あ
は
れ
、
昨
日
翁
丸
を
い
み
じ
う
も
打
ち
し
か
な
。
死
に
け
む
こ
そ
あ

は
れ
な
れ
。」（
九
段
）

�．

は
し
舟
と
つ
け
て
、
い
み
じ
う
小
さ
き
に
乘
り
て
漕
ぎ
あ
り
く
、
つ
と
め

て
な
ど
い
と
あ
は
れ
な
り
。（
三
〇
六
段
）

対
象
が
有
情
物
の
場
合
、
�
の
よ
う
に
悲
哀
の
感
情
を
共
有
す
る
意
味
「
気
の

毒
・
か
わ
い
そ
う
」
と
な
る
。
ま
た
、
風
景
な
ど
無
情
物
を
対
象
と
す
る
と
、
�

の
よ
う
に
哀
感
・
寂
寥
感
を
と
も
な
っ
た
美
を
有
す
る
こ
と
を
表
現
す
る
。

◇

烏
が
「
寝
所
へ
行
く
」
と
鳴
き
あ
い
な
が
ら
、（
あ
ち
ら
に
）
三
つ
・
四
つ
、

（
こ
ち
ら
に
）
二
つ
・
三
つ
と
（
小
さ
な
ま
と
ま
り
が
空
に
点
々
と
）、（
日
没
に

間
に
合
う
よ
う
）
飛
ん
で
急
ぐ
（
日
常
的
で
あ
り
ふ
れ
た
光
景
）
さ
え
、
感
動
的

で
あ
る
。

⑫
　
ま
い
て
、
雁
な
ど
の
連
ね
た
る
が
い
と
小
さ
く
見
ゆ
る
は
、
い
と
を
か
し
。

⑫
「
雁
な
ど
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
雁
」
に
代
表
さ
れ
る
一
般
属
性
を
も
つ
も

の
を
示
唆
す
る
。
前
文
の
「
平
凡
な
」
烏
に
対
し
て
、「
季
節
の
風
物
の
典
型
」
が

そ
の
属
性
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
い
か
に
も
秋
ら
し
い
風
物
に
置
き
換
え
た
た
め
、

副
詞
「
ま
い
て
」
で
導
か
れ
る
。
夕
暮
れ
の
空
の
光
景
と
し
て
「
夕
日
」
に
秋
の
代

表
「
雁
」
を
お
く
。
当
然
そ
れ
は
一
層
す
ば
ら
し
い
は
ず
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
い
と

小
さ
く
」
と
限
定
す
る
。
つ
ま
り
、
目
を
凝
ら
さ
な
け
れ
ば
見
え
な
い
よ
う
な
見
え

方
に
ま
で
、
そ
れ
を
矮
小
化
し
て
い
る
の
に
、
そ
れ
で
も
と
て
も
魅
力
を
感
じ
る
と

言
う
の
で
あ
る
。

◆
ま
い
て
…
前
件
に
く
ら
べ
て
、
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
後
件
を
導
く
副
詞
。

な
に
事
を
い
ひ
て
も
、「
そ
の
こ
と
さ
せ
ん
と
す
」「
い
は
ん
と
す
」「
な
に

と
せ
ん
と
す
」
と
い
ふ
「
と
」
文
字
を
う
し
な
ひ
て
、
た
だ
「
い
は
む
ず
る
」

「
里
へ
い
で
ん
ず
る
」
な
ど
い
へ
ば
、
や
が
て
い
と
わ
ろ
し
。
ま
い
て
文
に

か
い
て
は
言
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。（
一
九
五
段
）

右
は
、「
〜
ん
と
す
」
を
「
〜
ん
ず
る
」
と
話
す
の
は
よ
く
な
い
と
述
べ
た
も
の

だ
が
、
そ
れ
を
文
字
に
書
い
て
は
他
人
が
読
み
、
記
録
と
し
て
残
る
の
で
、
さ
ら

に
言
う
ま
で
も
な
い
、
つ
ま
り
、
よ
り
悪
い
と
い
う
。

◇
ま
し
て
（
烏
の
替
り
に
、
秋
の
定
番
で
あ
る
）
雁
な
ど
が
（
夕
暮
れ
時
に
）
列
を

な
し
て
（
飛
ん
で
）
い
る
の
が
、
と
て
も
小
さ
く
見
え
る
の
は
（
目
を
こ
ら
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
）
と
て
も
魅
力
を
感
じ
る
。
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⑬
　
日
入
り
は
て
て
、
風
の
お
と
・
虫
の
ね
な
ど
、
は
た
言
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。

⑪
夕
日
と
烏
、
⑫
夕
日
と
雁
と
、
ど
ち
ら
も
美
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
で
は
そ
こ

か
ら
、
夕
日
の
な
い
風
景
に
転
じ
る
。
夕
日
が
な
く
な
っ
て
も
「
風
の
お
と
・
虫
の

ね
な
ど
」
秋
の
特
別
な
風
物
が
あ
る
。
そ
れ
を
少
納
言
は
、「
は
た
言
ふ
べ
き
に
あ

ら
ず
」
と
評
す
る
。

◆
お
と
・
ね
…
「
こ
ゑ
」
と
と
も
に
、
音
声
で
あ
る
こ
と
は
共
通
す
る
。
た
だ
し

「
ね
」
は
旋
律
を
と
も
な
い
、「
こ
ゑ
」
は
言
語
（
意
味
）
を
と
も
な
う
。

◆
は
た
…
類
義
の
「
ま
た
」
が
前
文
脈
と
関
連
性
を
も
っ
て
並
列
的
に
存
在
す
る
事

柄
を
導
く
の
に
対
し
、
前
文
脈
と
関
連
性
を
も
た
な
い
事
柄
で
あ
る
こ
と
を
予
告

す
る
。

�．

夕
顏
は
、
花
の
か
た
ち
も
朝
顏
に
似
て
、
い
ひ
つ
づ
け
た
る
に
、
い
と
を

か
し
か
り
ぬ
べ
き
花
の
姿
に
、
實
の
あ
り
さ
ま
こ
そ
、
い
と
く
ち
を
し
け
れ
。

な
ど
さ
は
た
生
ひ
出
で
け
ん
。（
六
七
段
）

�．
（
故
殿
の
法
要
が
）
果
て
て
、
酒
飮
み
、
詩
誦
し
な
ど
す
る
に
、
頭
の
中

將
齊
信
の
君
の
、「
月
秋
と
期
し
て
身
い
づ
く
か
」
と
い
ふ
こ
と
を
う
ち
い

だ
し
給
へ
り
し
、
は
た
い
み
じ
う
め
で
た
し
。（
一
三
五
段
）

�．

ま
へ
に
ゐ
た
る
人
は
心
得
て
わ
ら
ふ
を
、「
あ
な
か
ま
」
と
ま
ね
き
制
す

れ
ど
も
、
女
は
た
し
ら
ず
顏
に
て
、
お
ほ
ど
か
に
て
ゐ
給
へ
り
。（
三
段
）

�
で
は
花
の
美
し
さ
に
対
し
て
実
の
不
恰
好
を
述
べ
、
そ
し
て
「
ど
う
し
て
そ
の

よ
う
に
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
」
と
不
審
が
る
。
花
の
方
は
さ
て
お
い
て
、
実
の
方

に
つ
い
て
論
ず
る
の
に
「
は
た
」
を
用
い
る
。
�
で
は
、
故
道
隆
の
法
要
の
後
、

齊
信
が
詩
（
伊
尹
を
偲
ぶ
文
時
の
詩
）
を
誦
じ
た
こ
と
を
「
す
ご
く
、
す
ば
ら
し

い
」
と
絶
賛
す
る
が
、
法
要
の
件
と
は
別
に
し
て
述
べ
る
（
そ
う
し
な
い
と
、
さ

す
が
に
不
謹
慎
で
あ
ろ
う
）
こ
と
を
「
は
た
」
で
表
示
す
る
。「
は
た
」
は
、
そ

れ
以
前
の
文
脈
に
表
示
さ
れ
る
事
態
を
容
認
し
つ
つ
、
そ
れ
と
は
別
に
存
在
す
る

こ
と
が
ら
を
導
く
。
�
で
は
、
周
囲
の
人
々
が
注
意
し
て
い
る
の
に
、
そ
れ
が
自

分
に
関
わ
る
こ
と
と
気
が
つ
い
て
い
な
い
こ
と
を
「
は
た
し
ら
ず
顏
」
と
表
現
す

る
。
⑬
文
で
は
「
風
の
音
」「
虫
の
音
」
と
秋
の
美
を
列
挙
す
る
の
で
、
そ
の
美

は
当
然
と
認
め
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
賞
賛
す
る
立
場
に
立
た
ず
、
別
の
視
点
か

ら
「
言
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
論
ず
る
の
で
あ
る
。

◆
言
ふ
…
こ
と
ば
を
表
出
す
る
動
作
。
清
少
納
言
自
身
の
動
作
と
し
て
記
述
さ
れ
る

場
合
、
自
分
の
こ
と
ば
に
よ
る
表
現
活
動
に
及
ぶ
。

�．
「
言
く
は
へ
よ
、
聞
き
知
れ
と
に
は
あ
ら
ず
。
た
だ
、
人
に
語
れ
と
て
聞

か
す
る
ぞ
」
と
の
た
ま
ひ
し
な
ん
、
す
こ
し
く
ち
を
し
き
せ
う
と
の
お
ぼ
え

に
侍
り
し
か
ど
も
、
本
つ
け
こ
こ
ろ
み
る
に
、
い
ふ
べ
き
や
う
な
し
。（
八

二
段
）

右
は
、
歌
の
本
つ
け
が
で
き
な
い
こ
と
を
、「
い
ふ
べ
き
や
う
な
し
」
と
す
る
。

こ
こ
で
は
、
季
節
の
美
に
つ
い
て
私
見
を
披
瀝
し
て
い
る
の
で
、
論
述
・
論
評
活

動
が
「
言
ふ
」
の
具
体
的
内
容
と
な
る
。

◆
べ
き
に
あ
ら
ず
…
多
く
は
係
助
詞
「
も
」
を
介
し
て
「
べ
き
に
・
も
・
あ
ら
ず
」

の
形
を
と
る
。「
〜
す
る
の
も
不
適
当
だ
（
だ
か
ら
、
〜
な
い
）」
と
い
う
態
度
を

示
す
。

�．

桐
の
木
の
花
、
む
ら
さ
き
に
咲
き
た
る
は
な
ほ
を
か
し
き
に
、
葉
の
ひ
ろ

ご
り
ざ
ま
ぞ
、
う
た
て
こ
ち
た
け
れ
ど
、
こ
と
木
ど
も
と
ひ
と
し
う
言
ふ
べ

き
に
も
あ
ら
ず
。（
三
七
段
）

「
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
係
助
詞
を
介
在
さ
せ
な
い
場
合
も
、
同
様
に
「
不
適
当
」
で

あ
る
こ
と
を
示
す
が
、
次
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
「
不
可
」
に
近
い
。

�．

と
り
所
な
き
も
の
。
か
た
ち
に
く
さ
げ
に
、
心
あ
し
き
人
。
み
そ
ひ
め
の

ぬ
り
た
る
。
こ
れ
い
み
じ
う
、
よ
ろ
づ
の
人
の
に
く
む
な
る
物
と
て
、
い
ま

と
ど
む
べ
き
に
あ
ら
ず
。（
一
四
一
段
）
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右
は
、
容
姿
が
悪
い
、
性
格
が
悪
い
…
と
い
っ
た
人
々
に
つ
い
て
、
皆
が
嫌
だ
と

い
っ
て
、
そ
れ
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
主
旨
で
あ
る
。「
言
ふ
べ

き
に
あ
ら
ず
」
の
場
合
、
ほ
ぼ
「
言
う
の
が
不
可
で
あ
る
（
言
え
な
い
）」
に
相

当
す
る
。
清
少
納
言
は
こ
こ
で
季
節
の
美
を
彼
女
な
り
に
論
じ
て
い
る
の
で
、
秋

の
美
と
し
て
当
然
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
言
ふ
」
す
な
わ
ち
「
こ
こ
で
、
自
分

の
論
と
し
て
そ
れ
を
と
り
あ
げ
る
」
の
は
不
可
と
表
明
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
表

現
自
体
に
「
言
う
ま
で
も
な
く
、
す
ば
ら
し
い
」
と
い
う
よ
う
な
プ
ラ
ス
の
評
価

は
内
在
し
な
い
。
⑬
は
む
し
ろ
逆
順
に
「
す
ば
ら
し
い
の
が
当
た
り
前
な
の
で
、

言
う
べ
き
で
な
い
」
と
い
う
論
理
で
あ
る
。

◇
日
が
す
っ
か
り
入
っ
て
し
ま
っ
て
、
風
の
音
・
虫
の
音
な
ど
（
聞
こ
え
て
く
る
の

は
、
い
か
に
も
秋
ら
し
く
美
し
い
が
、
そ
れ
）
を
、（
私
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
で
）

言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

三．

二．

解
釈

【
現
代
語
訳
】

秋
は
夕
暮
れ
。
夕
日
が
さ
し
て
、
山
の
端
が
と
て
も
近
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

烏
が
「
寝
所
へ
行
く
」
と
鳴
き
合
い
な
が
ら
、
あ
ち
ら
に
三
つ
・
四
つ
、
こ
ち
ら

に
二
つ
・
三
つ
と
、
点
々
と
飛
ん
で
急
ぐ
の
さ
え
、
感
動
的
で
あ
る
。
ま
し
て
、

雁
な
ど
秋
の
渡
り
鳥
が
列
を
な
し
て
い
る
の
が
、
と
て
も
小
さ
く
見
え
る
の
は

（
見
え
に
く
く
て
も
）
と
て
も
魅
力
を
感
じ
る
。
日
が
す
っ
か
り
入
っ
て
し
ま
っ

て
、
風
の
音
や
虫
の
声
な
ど
（
が
聞
こ
え
る
の
は
、
当
然
す
ば
ら
し
い
が
、
私
が

わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
で
）
言
う
べ
き
で
な
い
。

【
論
説
と
し
て
の
解
釈
】

秋
と
言
え
ば
夕
暮
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
論
ず
る
余
地
な
く
美
し
い
。
夕
日
が
さ

し
て
き
て
、
西
の
空
を
見
る
と
、
も
う
す
ぐ
日
没
と
い
う
と
き
に
、
烏
が
「
寝
所

へ
行
く
」
と
互
い
に
鳴
き
合
い
な
が
ら
、
あ
ち
ら
に
三
つ
・
四
つ
、
こ
ち
ら
に
二

つ
・
三
つ
と
、
点
々
と
飛
ん
で
、
日
没
に
間
に
合
う
よ
う
に
急
い
で
い
る
、
と
い

っ
た
、
あ
り
ふ
れ
た
光
景
さ
え
、
寂
寥
感
が
十
分
感
じ
ら
れ
て
感
動
的
で
あ
る
。

ま
し
て
、
烏
で
は
な
く
て
、
い
か
に
も
秋
ら
し
い
雁
な
ど
が
、
列
を
な
し
て
飛
ん

で
行
く
の
が
見
え
る
と
、
そ
れ
が
と
て
も
小
さ
く
て
目
を
凝
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
て
も
、
ま
さ
に
秋
の
美
を
表
す
も
の
と
し
て
、
心
が
引
か
れ
る
。
日
が
す
っ

か
り
入
っ
て
し
ま
っ
て
、
夕
暮
れ
の
風
景
か
ら
夕
日
が
な
く
な
っ
て
も
、
秋
風
の

音
が
聞
こ
え
た
り
、
虫
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
な
ど
、
す
ば
ら
し
い
の
が
当
然
で

あ
っ
て
、
私
の
論
と
し
て
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

【
解
説
】

「
秋
の
夕
暮
れ
」
は
絶
対
的
な
美
で
あ
る
と
清
少
納
言
は
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
自
分
が
説
明
す
る
意
味
が
な
い
と
い
う
自
覚
が
表
明
さ
れ
て
い

る
。
に
も
関
ら
ず
、
論
及
せ
ざ
る
を
え
な
い
く
ら
い
、
そ
れ
は
す
ば
ら
し
い
。
そ

こ
で
、
少
納
言
は
夕
暮
れ
の
景
色
に
操
作
を
施
す
。
し
か
し
、
四
季
を
問
わ
な
い

「
烏
」
を
登
場
さ
せ
て
平
凡
化
・
日
常
化
し
て
も
秋
の
美
で
あ
り
、「
雁
」
を
「
い

と
小
さ
く
見
ゆ
る
」
と
矮
小
化
し
て
も
美
で
あ
り
、
最
後
に
「
夕
日
」
そ
の
も
の

を
取
り
去
っ
て
も
美
で
あ
る
事
を
確
認
す
る
。
そ
の
結
果
、
も
は
や
論
考
の
余
地

が
な
い
と
評
価
し
、
秋
の
自
然
美
は
人
為
に
優
先
し
て
動
か
な
い
こ
と
を
示
唆
す

る
。
第
二
連
で
は
、
自
然
に
人
為
が
優
先
す
る
こ
と
を
示
唆
し
た
が
、
第
三
連
で

は
相
反
す
る
現
象
を
潜
在
的
に
提
示
す
る
。

四．

冬
は
つ
と
め
て
　
―
論
説
の
結
び
―

四．

一．

文
章
構
成

こ
の
連
は
、
主
題
を
の
ぞ
く
四
文
の
う
ち
、
前
二
文
が
「
言
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
」

を
述
語
と
す
る
。
風
景
描
写
と
し
て
は
内
容
に
乏
し
い
。
ま
た
、
独
立
し
た
「
冬
の
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美
」
の
論
と
し
て
も
、
内
容
に
乏
し
い
。
こ
の
連
は
全
体
の
末
尾
で
あ
り
、
全
体
の

流
れ
を
受
け
る
論
説
の
結
論
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、「
美
」
を
テ

ー
マ
と
す
る
こ
の
文
章
に
お
い
て
、
末
尾
を
「
わ
ろ
し
」
と
す
る
意
義
も
問
題
で
あ

る
。

四．

二．

文
の
解
析

⑮
　
雪
の
降
り
た
る
は
、
言
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。

「
雪
の
降
り
た
る
」
は
体
言
相
当
句
、「
つ
と
め
て
」
の
状
況
の
一
つ
と
し
て

「
雪
が
降
っ
て
い
る
と
き
」
を
卓
立
す
る
。
冬
の
風
物
と
し
て
「
雪
」
は
や
は
り
定

番
な
の
で
、
自
分
が
そ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
に
関
し
て
「
言
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
」

と
評
す
る
。「
も
」
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
分
、
⑬
よ
り
不
適
性
が
ゆ
る
や
か
な
表
現

と
な
る
。

◇
（
冬
の
早
朝
）
雪
が
降
っ
て
い
る
と
き
は
、（
も
と
よ
り
す
ば
ら
し
い
の
で
、
私

が
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
で
）
言
う
べ
き
こ
と
で
も
な
い
。

⑯
　
霜
の
い
と
し
ろ
き
も
。

⑮
「
雪
」
と
同
じ
く
「
霜
」
に
つ
い
て
論
ず
る
文
。
述
語
が
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、

前
文
の
述
語
「
言
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
」
に
同
じ
。

◇
（
同
じ
く
）
霜
が
と
て
も
白
い
と
き
も
（
も
と
よ
り
す
ば
ら
し
い
の
で
、
私
が
わ

ざ
わ
ざ
こ
こ
で
言
う
べ
き
こ
と
で
も
な
い
）。

⑰

ま
た
、
さ
ら
で
も
い
と
寒
き
に
、
火
な
ど
い
そ
ぎ
お
こ
し
て
炭
も
て
わ
た
る
も
、

い
と
つ
き
づ
き
し
。

問
題
は
「
さ
ら
・
で
・
も
」
の
「
さ
り
」
の
指
示
内
容
。
前
文
脈
の
「
雪
が
降
っ

て
い
る
」「
霜
が
降
り
て
い
る
」
状
況
を
指
示
す
る
が
、
二
つ
に
共
通
す
る
属
性

「
冬
の
風
物
の
典
型
」
的
状
態
を
さ
す

#

。
類
義
語
「
し
か
り
」
が
直
前
の
言
語
情
報

を
そ
の
ま
ま
受
け
る
「
そ
の
通
り
」
で
あ
る
の
に
対
し
、「
さ
り
」
は
言
語
情
報
そ

の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
内
容
を
指
示
す
る
。
前
出
の
情
報

に
対
し
て
「
冬
の
風
物
と
し
て
特
別
な
も
の
」
と
評
価
し
つ
つ
、「
そ
ん
な
の
で
な

く
て
も
」
つ
ま
り
「
普
通
の
早
朝
で
も
」
と
後
続
の
文
脈
を
導
く
。

「
い
と
寒
き
」
は
体
言
相
当
句
、
雪
も
霜
も
な
い
ご
く
普
通
だ
け
れ
ど
も
「
と
て

も
寒
い
早
朝
」
の
意
味
と
な
る
。「
火
な
ど
」
は
「
火
」
に
代
表
さ
れ
る
暖
房
道
具
。

「
炭
も
て
わ
た
る
」
も
体
言
相
当
句
で
あ
る
が
、
述
語
「
い
と
つ
き
づ
き
し
」
の
主

題
と
な
る
。

◆
ま
た
…
前
出
「
は
た
」
に
対
し
、
導
か
れ
る
後
件
が
前
件
と
関
連
性
を
も
つ
こ
と

を
表
示
す
る
。
⑰
文
で
は
、
雪
や
霜
の
よ
う
な
絶
対
的
な
存
在
で
は
な
い
が
、
冬

の
美
と
し
て
同
様
に
列
挙
で
き
る
も
の
を
導
く
こ
と
を
表
示
す
る
。

◆
つ
き
づ
き
し
…
あ
る
も
の
の
様
子
が
、
そ
の
場
の
雰
囲
気
に
適
合
し
て
い
る
状
態

を
表
現
す
る
。

�．

主
殿
司
こ
そ
、
な
ほ
を
か
し
き
も
の
は
あ
れ
。〈
略
〉。
わ
か
く
か
た
ち
よ

か
ら
ん
が
、
な
り
な
ど
よ
く
て
あ
ら
ん
は
、
ま
し
て
よ
か
ら
ん
か
し
。
す
こ

し
老
い
て
、
物
の
例
知
り
、
お
も
な
き
さ
ま
な
る
も
、
い
と
つ
き
づ
き
し
く

め
や
す
し
。（
四
七
段
）

�．

人
の
家
に
つ
き
づ
き
し
き
も
の
。
肱
折
り
た
る
廊
。
圓
座
。
三
尺
の
几
帳
。

お
ほ
き
や
か
な
る
童
女
。
よ
き
は
し
た
も
の
。〈
略
〉（
二
三
五
段
）

�
で
は
経
験
を
つ
ん
だ
女
官
の
様
子
が
主
殿
司
の
つ
と
め
に
ぴ
っ
た
り
だ
と
述
べ

る
。
�
で
は
「
人
の
家
」
に
あ
る
と
よ
い
も
の
を
列
挙
す
る
。
あ
る
物
が
何
か
に

調
和
的
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。
こ
こ
で
は
、
寒
い
朝
と
、
急
い
で
暖
を
と
る
た
め

の
準
備
を
し
て
い
る
人
々
の
動
き
が
、
い
か
に
も
調
和
し
て
い
る
と
評
価
す
る
。

つ
ま
り
、
寒
気
と
緊
張
感
の
調
和
で
あ
る
。
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◇
ま
た
、
そ
ん
な
（
特
別
な
も
の
が
あ
る
と
き
）
で
な
く
て
も
、
と
て
も
寒
い
朝
に
、

（
人
々
が
）
火
を
急
い
で
お
こ
し
て
、
炭
を
も
っ
て
（
配
っ
て
）
ま
わ
る
の
も
、

冬
の
朝
に
と
て
も
ぴ
っ
た
り
で
あ
る
。

⑱

昼
に
な
り
て
、
ぬ
る
く
ゆ
る
び
も
て
い
け
ば
、
火
桶
の
火
も
白
き
灰
が
ち
に
な

り
て
わ
ろ
し
。

「
ぬ
る
く
ゆ
る
び
も
て
い
け
ば
」
は
前
文
を
受
け
「（
そ
の
）
寒
気
が
だ
ん
だ
ん

ゆ
る
ん
で
ゆ
く
と
」
を
意
味
す
る
。
火
桶
が
灰
が
ち
に
な
る
の
は
、
炭
を
つ
ぐ
必
要

が
な
い
か
ら
で
あ
り
、
も
う
早
朝
の
よ
う
に
人
々
が
立
ち
働
い
て
い
な
い
こ
と
を
暗

示
す
る
。
こ
れ
を
「
わ
ろ
し
」
と
評
価
す
る
が
、
寒
気
自
体
は
好
ま
し
い
も
の
で
は

な
く
、
暖
か
く
な
る
の
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
人
々
が
の
ん
び
り
す
る
の

も
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。【
第
二
連
】
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
人
を
「
快
」
に
導
び

く
も
の
と
評
価
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
好
ま
し
く
な
い
寒
気
と
、
好
ま
れ

る
は
ず
も
な
い
緊
張
感
の
両
方
が
な
く
な
っ
た
状
態
を
見
る
と
、
そ
れ
は
美
的
で
な

い
と
断
ず
る
の
で
あ
る
。
⑰
に
お
い
て
、
季
節
の
美
が
自
然
と
人
間
の
双
方
の
調
和

に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
こ
と
を
、
背
理
的
に
証
明
し
た
文
で
あ
る
。

◆
も
て
い
く
…
状
態
の
変
化
に
接
続
す
る
場
合
は
、
段
階
的
な
変
化
（
だ
ん
だ
ん
〜

と
な
る
）
の
過
程
を
と
り
た
て
る
。

�．

二
十
日
の
程
に
雨
降
れ
ど
、
消
ゆ
べ
き
や
う
も
な
し
。
す
こ
し
た
け
ぞ
劣

り
も
て
行
く
。（
八
七
段
）

右
例
は
、
雪
の
山
が
雨
で
き
え
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
少
し
高
さ
が
減
っ
て
き
て

い
る
と
こ
ろ
を
描
写
し
た
も
の
。
人
間
の
動
作
の
場
合
に
は
、
継
起
的
な
動
作
を

順
次
実
行
し
て
ゆ
く
こ
と
を
表
示
す
る
。

�．
「
い
で
、
そ
の
昨
日
の
卷
數
」
と
て
請
ひ
出
で
て
、
伏
し
拜
み
て
あ
け
た

れ
ば
、
胡
桃
色
と
い
ふ
色
紙
の
厚
肥
え
た
る
を
、
あ
や
し
と
思
ひ
て
あ
け
も

て
い
け
ば
、
法
師
の
い
み
じ
げ
な
る
手
に
て
、「〈
歌
略
〉」
と
書
い
た
り
。

（
一
三
八
段
）

右
は
巻
数
だ
と
思
っ
た
紙
包
み
を
、
順
番
に
あ
け
て
い
く
と
、
中
か
ら
歌
が
出
て

き
た
も
の
。
⑱
は
前
者
の
パ
タ
ー
ン
で
、
主
体
は
人
で
は
な
く
、
気
温
で
あ
る
。

◆
わ
ろ
し
…
あ
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
、
負
の
評
価
を
す
る
形
容
詞
。
�
は
檳
榔
毛

の
車
は
ゆ
っ
く
り
と
や
る
の
が
よ
く
、
そ
ん
な
高
級
車
を
速
く
動
か
す
の
は
よ
く

な
い
と
判
断
す
る
。
�
で
は
親
し
い
関
係
な
の
に
、
か
し
こ
ま
っ
た
文
章
を
送
る

こ
と
に
つ
い
て
、
よ
く
な
い
と
判
断
す
る
。

�．

檳
榔
毛
は
の
ど
か
に
や
り
た
る
。
い
そ
ぎ
た
る
は
わ
ろ
く
見
ゆ
。（
三
二

段
）

�．

文
こ
と
ば
な
め
き
人
こ
そ
い
と
に
く
け
れ
。
世
を
な
の
め
に
書
き
流
し
た

る
こ
と
ば
の
に
く
き
こ
そ
。
さ
る
ま
じ
き
人
の
も
と
に
、
あ
ま
り
か
し
こ
ま

り
た
る
も
、
げ
に
わ
ろ
き
こ
と
な
り
。（
二
六
二
段
）

類
義
の
「
あ
し
」
も
、
負
の
評
価
を
す
る
が
、
�
「
名
対
面
の
名
乗
り
が
悪
い
」、

�
「
体
調
が
悪
い
」
と
、
そ
の
こ
と
が
ら
自
体
の
属
性
を
判
定
す
る
。

�．

殿
上
の
名
對
面
こ
そ
な
ほ
を
か
し
け
れ
。〈
略
〉。「
名
の
り
よ
し
」「
あ
し
」

「
聞
き
に
く
し
」
な
ど
さ
だ
む
る
も
を
か
し
。（
五
六
段
）

�．

胸
つ
ぶ
る
る
も
の
。
競
馬
見
る
。
元
結
よ
る
。
親
な
ど
の
「
心
地
あ
し
」

と
て
、
例
な
ら
ぬ
け
し
き
な
る
。（
一
五
〇
段
）

「
わ
ろ
し
」
の
方
は
、
�
の
車
を
急
が
せ
る
こ
と
自
体
は
悪
い
こ
と
で
は
な
く
、

物
の
ラ
ン
ク
を
考
慮
し
た
場
合
に
不
適
切
さ
を
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
�

の
、
か
し
こ
ま
っ
た
こ
と
ば
遣
い
自
体
は
悪
い
も
の
で
は
な
く
、
人
間
関
係
に
合

わ
せ
て
い
な
い
の
が
不
適
切
な
の
で
あ
る
。
⑱
で
は
、
⑰
に
存
在
し
た
美
が
も
は

や
な
い
こ
と
を
「
わ
ろ
し
」
と
評
す
る
。

◇
昼
に
な
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
ぬ
る
く
空
気
が
ゆ
る
ん
で
い
く
と
、（
誰
も
炭
を
つ
が
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な
く
な
り
）
火
桶
の
火
も
灰
が
ち
に
な
っ
て
（
人
の
緊
張
感
も
失
わ
れ
て
お
り
）

好
ま
し
く
な
い
。

四．

三．

解
釈

【
現
代
語
訳
】

冬
は
早
朝
（
で
あ
る
）。（
冬
の
早
朝
）
雪
が
降
っ
て
い
る
と
き
は
、（
私
が
）
言

う
べ
き
こ
と
で
も
な
い
。（
同
じ
く
）
霜
が
と
て
も
白
い
と
き
も
（
言
う
べ
き
こ

と
で
も
な
い
）。
ま
た
、
そ
ん
な
日
で
な
く
て
も
、
と
て
も
寒
い
朝
に
、
火
を
急

い
で
お
こ
し
て
、
炭
を
も
っ
て
（
配
っ
て
）
ま
わ
る
の
も
、
冬
の
朝
に
と
て
も
ぴ

っ
た
り
で
あ
る
。
昼
に
な
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
ぬ
る
く
空
気
が
ゆ
る
ん
で
い
く
と
、

火
桶
の
火
も
灰
だ
ら
け
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
具
合
に
、
好
ま
し
く
な
い
。

【
論
説
と
し
て
の
解
釈
】

冬
は
早
朝
で
あ
る
。
雪
が
降
っ
て
い
る
朝
は
、
も
と
よ
り
美
し
い
の
で
、
私
が
論

ず
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
霜
が
と
て
も
白
く
下
り
て
い
る
の
も
、
同
じ
く
、
言

う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
特
別
な
冬
の
朝
で
な
く
て
も
、
と
て
も

寒
い
早
朝
に
、
暖
を
と
る
た
め
に
火
を
急
い
で
お
こ
し
て
、
炭
を
も
っ
て
、
宮
中

に
配
給
し
て
ま
わ
る
、
な
ど
人
々
が
慌
し
く
立
ち
働
い
て
い
る
緊
張
感
は
、
冬
の

は
り
つ
め
た
寒
気
に
と
て
も
よ
く
合
っ
て
い
る
。
こ
の
自
然
と
人
間
が
調
和
し
た

緊
張
感
が
、
冬
の
美
で
あ
る
と
思
う
。
昼
に
な
る
に
従
っ
て
、
空
気
が
だ
ん
だ
ん

と
暖
か
く
や
わ
ら
か
く
な
っ
て
ゆ
く
と
、
朝
用
意
し
た
火
桶
の
火
も
、
も
う
誰
も

炭
を
つ
が
ず
放
置
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
白
い
灰
ば
か
り
に
な
っ
て
く
る
。
寒
い
の

は
嫌
だ
し
、
だ
か
ら
み
ん
な
慌
て
て
火
を
用
意
し
た
の
だ
け
れ
ど
、
暖
か
く
な
っ

た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
も
う
あ
ま
り
好
ま
し
く
は
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
証
明
さ

れ
る
よ
う
に
、
冬
の
美
と
い
う
も
の
は
、
冬
の
風
物
だ
け
で
な
く
、
ま
た
人
間
の

営
み
だ
け
で
な
く
、
意
外
に
も
、
寒
さ
と
緊
張
感
と
の
調
和
が
、
ま
さ
に
冬
の
美

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

【
解
説
】

末
尾
の
連
は
逐
語
的
に
訳
す
と
、
尻
切
れ
蜻
蛉
で
あ
る
。
た
だ
し
、
記
述
内
容
の

価
値
を
主
題
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
季
節
の
美
・
自
然
の
美
と
い
う
も
の
は
、

人
間
の
営
み
・
人
間
の
感
覚
と
調
和
す
る
こ
と
で
生
ず
る
こ
と
を
結
論
と
し
て
導

き
出
し
て
お
り
、
こ
の
章
段
の
結
び
と
な
る
。
第
二
連
で
示
唆
さ
れ
た
人
為
の
自

然
に
対
す
る
優
先
と
、
第
三
連
で
示
唆
さ
れ
る
自
然
の
人
為
に
対
す
る
優
先
は
、

相
反
す
る
概
念
で
あ
る
が
、
第
四
連
に
お
い
て
、
自
然
と
人
為
の
調
和
と
い
う
結

論
に
統
合
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

Ⅳ
　
潜
在
す
る
論
理

『
枕
草
子
』
第
一
段
は
、「
季
節
の
美
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
論
説
で
あ
る
こ
と
が
、

以
上
の
解
釈
に
よ
っ
て
明
か
に
な
っ
た
。「
季
節
の
美
」
が
成
立
す
る
要
因
を
、
自

然
と
人
為
の
二
項
対
立
の
観
点
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
各
連
を
こ
の
観
点
か
ら

ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

第
一
連
…
季
節
の
美
の
成
立
は
、
自
然
に
起
因
す
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
人
為
が
介
在
す
る
可
能
性
を
提
示
す
る
。

そ
の
た
め
、
焦
点
を
美
の
頂
点
で
は
な
く
、
開
始
点
に
設
定
す
る
。

第
二
連
…
季
節
の
美
の
成
立
が
、
人
為
に
依
存
す
る
場
合
を
提
示
す
る
。

自
然
的
要
素
を
い
か
に
置
き
換
え
て
も
、
こ
れ
が
成
立
す
る
こ
と
で
証

明
す
る
。

第
三
連
…
季
節
の
美
の
成
立
に
、
人
為
の
及
ば
な
い
場
合
を
提
示
す
る
。

自
然
的
要
素
を
い
か
に
置
き
換
え
て
も
、
こ
れ
が
成
立
す
る
こ
と
で
証

明
す
る
。
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第
四
連
…
季
節
の
美
の
成
立
が
、
人
為
と
自
然
の
調
和
に
よ
る
こ
と
を
提
示
す

る
。

両
者
が
な
け
れ
ば
美
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
で
、
背
理
的
に
証
明
す

る
。

こ
の
よ
う
に
、第
一
段
は
典
型
的
な
起
承
転
結
の
論
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

季
節
の
美
を
き
わ
め
る
べ
く
個
々
の
風
物
が
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
見
え

た
が
、
そ
れ
は
表
層
で
あ
っ
て
、
全
体
を
ま
と
め
る
「
論
理
」
が
こ
の
よ
う
に
潜
在

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
文
章
に
記
録
さ
れ
た
言
語
表
現
か
ら
導
き
出

し
た
も
の
で
あ
り
、
記
録
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
存
在
す
る
情
報
で
あ
る
。
暗
示
的
で

は
あ
る
も
の
の
、
一
貫
し
た
論
理
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
確
か
に
千
年
も
の
間
「
名

文
」
と
賞
さ
れ
る
に
値
す
る
美
し
い
構
造
を
も
つ
。

こ
の
論
理
を
前
提
と
し
て
、
文
章
を
振
り
返
ろ
う
。
季
節
の
風
物
は
清
少
納
言
の

論
に
と
っ
て
、「
用
例
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
な

ど
各
連
の
第
一
文
は
、
少
納
言
の
指
定
と
し
た
が
、
本
質
的
に
、
検
証
す
べ
き
「
命

題
」
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ら
ば
、「
を
か
し
」
も
「
な
り
」
も
付
加
さ
れ

な
い
の
が
当
然
で
あ
る
。

な
お
、
清
少
納
言
の
主
張
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
言
え
ば
、
美
に
人
為
が
介
在
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
自
然
美
を
凌
駕
す
る
性
質
で
は
な
い

が
、
自
然
に
調
和
す
る
人
為
に
美
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
意
図
を
読
み
取
れ
る
で
あ

ろ
う
。

Ⅴ
　
お
わ
り
に

以
上
、
機
械
的
手
続
き
に
よ
っ
て
、
積
み
上
げ
た
結
果
、
導
き
出
し
た
こ
の
章
段

の
解
釈
は
、
通
説
と
か
な
り
異
な
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
正
し
い
か
否
か
、
さ

ら
に
検
証
の
要
は
あ
る
が
、
こ
の
文
章
が
内
包
し
て
い
る
情
報
自
体
は
引
き
出
し
え

た
と
考
え
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
論
理
が
あ
る
と
設
定
す
る
と
、
こ
の
第
一
段
の
意
図
不
明

な
点
が
い
く
つ
も
解
決
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
意
図
不
明
な
「
を
か
し
」
の

出
現
箇
所
、
散
見
さ
れ
る
意
図
不
明
な
矮
小
化
の
こ
と
ば
、
短
文
な
の
に
目
立
つ

「
言
ふ
べ
き
に
（
も
）
あ
ら
ず
」
第
二
連
の
一
見
乱
雑
な
列
挙
、
意
味
不
明
の
「
雨

な
ど
」、
第
三
連
の
「
さ
へ
」、
第
四
連
の
一
見
な
げ
や
り
な
内
容
、
…
。
こ
れ
ら
は
、

彼
我
の
文
脈
共
有
度
の
低
さ
ゆ
え
、
不
明
に
な
っ
て
き
た
事
柄
で
あ
る
。
特
に
、
文

法
体
系
の
大
き
な
変
化
は
、
細
部
の
理
解
を
低
下
さ
せ
、
細
部
に
論
理
を
潜
ま
せ
る

平
安
和
文
語
の
理
解
を
阻
む
結
果
と
な
っ
て
お
り
、
突
破
口
が
な
け
れ
ば
永
遠
に
理

解
さ
れ
な
い
言
語
形
式
と
な
る
。

【
現
代
語
訳
】
を
総
合
す
れ
ば
、
表
面
的
な
清
少
納
言
の
鋭
敏
な
感
受
性
の
一
端

を
鑑
賞
で
き
る
と
は
思
う
。
し
か
し
、
各
文
の
意
味
の
解
析
の
結
果
浮
か
び
上
が
っ

て
き
た
論
理
の
方
が
、
重
要
で
あ
ろ
う
。
綿
密
な
計
算
に
よ
っ
て
、
過
不
足
な
く
組

み
上
げ
た
文
章
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
一
貫
し
た
論
理
は
、
成
立
し
え
な
い
。

四
季
の
頃
お
い
を
鑑
賞
し
た
文
章
が
、
偶
然
美
を
論
じ
た
論
説
と
し
て
一
貫
し
て
い

た
と
い
う
の
は
、
あ
り
え
そ
う
も
な
い
。
清
少
納
言
は
季
節
の
美
の
価
値
を
論
考
し

た
結
果
、
説
得
力
を
も
た
せ
る
様
式
を
選
択
し
、
こ
と
ば
を
選
ん
で
こ
の
文
章
を
組

み
上
げ
た
の
で
あ
る
。

明
示
的
に
論
理
を
形
成
す
る
ア
イ
テ
ム
に
乏
し
い
和
文
体
を
採
用
し
な
が
ら
、
情

報
と
情
報
の
関
連
性
を
利
用
し
て
論
理
と
し
、
具
体
的
な
事
物
を
用
い
な
が
ら
、

「
美
」「
自
然
」「
人
為
」
と
い
っ
た
抽
象
概
念
を
取
り
扱
っ
て
い
る
点
、
き
わ
め
て

レ
ベ
ル
の
高
い
言
語
技
術
を
も
つ
も
の
と
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

『枕草子』第一段の国語学的解釈
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【
注
】

（
１
）

中
学
校
国
語
教
科
書
『
現
代
の
国
語
』
２
（
三
省
堂
）
平
成
17
年
度
版
の
左
注
を

用
い
て
私
に
作
成
。
松
尾
聰
・
永
井
和
子
（
一
九
九
七
）
を
出
典
と
す
る
。

（
２
）
「
書
く
」
行
為
は
、
情
報
を
言
語
に
置
換
し
、
言
語
を
文
字
に
置
換
す
る
こ
と
で
成

立
す
る
。
た
だ
し
、
人
間
は
情
報
の
す
べ
て
を
言
語
化
で
き
な
い
し
、
言
語
の
す
べ

て
を
文
字
化
で
き
な
い
。
二
つ
の
段
階
の
ど
ち
ら
で
も
、
情
報
の
逸
脱
と
情
報
量
の

低
下
が
生
ず
る
。「
読
む
」
行
為
は
、
逆
順
に
文
字
を
言
語
化
し
、
言
語
を
情
報
化
し

て
、
再
構
成
さ
れ
る
。
書
き
手
と
読
み
手
の
文
脈
共
有
度
が
高
い
と
、
適
切
に
欠
落

し
た
情
報
が
補
充
さ
れ
、
も
と
の
情
報
が
復
元
さ
れ
る
。
文
脈
共
有
度
が
低
い
と
、

こ
れ
が
十
全
に
な
さ
れ
ず
、
無
理
解
・
誤
解
が
生
ず
る
。
平
安
貴
族
と
現
代
の
わ
れ

わ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
後
者
の
関
係
で
あ
る
。

（
３
）

人
は
、
自
分
の
も
つ
情
報
と
、
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
情
報
を
も
と
に
、
新
し

い
情
報
を
理
解
す
る
。
自
分
が
も
た
な
い
情
報
を
根
拠
に
し
た
り
、
ま
だ
与
え
ら
れ

て
い
な
い
未
知
の
情
報
を
も
と
に
、
新
し
い
情
報
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
を
解
読
の
規
則
と
し
て
明
示
し
た
も
の
。

（
４
）
「
春
は
あ
け
ぼ
の
を
か
し
」
と
し
て
も
、
文
法
的
に
非
文
で
は
な
い
。
現
代
語
で
も

「
象
は
鼻
が
長
い
」
と
い
う
二
重
主
語
文
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
文
は
「
象
」
と
い
う

主
題
を
、「
鼻
が
長
い
」
と
属
性
を
説
明
し
て
い
る
の
で
、「
象
は
鼻
だ
」
と
い
う
特

徴
を
取
り
た
て
る
文
と
、
文
法
的
な
意
味
を
異
に
す
る
。

（
５
）
「
主
語
」
の
実
質
は
、
文
の
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
異
な
る
。
動
詞
述
語
文
の
場
合
は
、

動
作
を
行
う
主
体
・
変
化
す
る
主
体
で
あ
り
「
能
格
・
主
格
」
に
相
当
す
る
。
名
詞

述
語
文
の
場
合
は
説
明
す
る
述
語
に
対
し
て
「
主
題
」
と
な
る
。

（
６
）

現
代
語
で
も
「
今
日
は
ず
い
ぶ
ん
降
り
ま
す
ね
」
の
よ
う
に
使
う
が
、「
雨
が
」
が

な
い
方
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
。
天
気
は
自
他
に
共
有
さ
れ
る
情
報
の
第
一
で
あ
る
。

（
７
）

渡
辺
実
（
一
九
九
一
）
３
頁
・
脚
注
二
。

（
８
）

渡
辺
実
（
一
九
九
一
）
３
頁
・
脚
注
五
。

（
９
）

平
安
貴
族
の
気
象
に
関
す
る
知
識
に
は
、
論
ず
る
用
意
が
十
分
に
な
い
。
こ
こ
で

は
仮
説
と
し
て
提
示
す
る
。

（
10
）
「〈
ｘ
デ
ア
ル
コ
ト
〉」
も
「
雨
な
ど
」
の
属
性
と
し
て
の
可
能
性
は
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
の
場
合
集
合
を
形
成
す
る
類
概
念
が
あ
ま
り
な
い
。

（
11
）

萩
谷
朴
（
一
九
八
一
）
は
、
⑦
文
と
⑧
文
を
切
る
が
、「
蛍
の
多
く
飛
び
ち
が
ひ
た

る
」
と
「
た
だ
一
つ
・
二
つ
な
ど
、
ほ
の
か
に
う
ち
光
り
て
行
く
も
」
が
平
行
的
し

て
「
を
か
し
」
に
か
か
る
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
度
文
が
切
れ
て
い
る
の
に
、
後
の

文
の
述
語
に
か
か
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
⑦
部
分
が
述
語
省
略
で
あ
り
、

後
か
ら
補
充
す
べ
き
も
の
と
い
う
前
提
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
逆
に
考
え
て
い

る
。

（
12
）

萩
谷
朴
（
一
九
九
一
）
に
、
こ
の
一
文
に
つ
い
て
論
考
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
文

法
的
な
可
能
性
で
の
み
解
釈
す
る
。

（
13
）

単
に
「
白
い
」
と
い
う
属
性
を
と
り
た
て
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
⑨
「
雨
な
ど
」

と
同
様
の
概
念
形
成
と
す
る
。
直
前
に
「
白
き
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の
も
の
な
ら
ば

直
接
的
す
ぎ
る
と
判
断
す
る
。
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献
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枕
草
子
　
上
　
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
新
潮
社

池
田
亀
鑑
（
一
九
七
七
）『
全
講
枕
草
子
』
至
文
堂

田
中
重
太
郎
（
一
九
七
二
）『
枕
冊
子
全
注
釈
　
一
』
角
川
書
店

池
田
亀
鑑
・
岸
上
慎
二
（
一
九
五
八
）「
枕
草
子
」『
枕
草
子
　
紫
式
部
日
記
　
日
本
古
典

文
学
大
系
19
』
岩
波
書
店

松
平
　
静
（
一
九
二
八
）『
枕
草
紙
詳
解
』
有
宏
社

武
藤
元
信
（
一
九
一
一
）『
清
少
納
言
枕
草
紙
通
釈
　
上
』
有
朋
堂
書
店

北
村
季
吟
・
鈴
木
弘
恭
（
一
八
九
三
）『
訂
正
増
補
枕
草
子
春
曙
抄
』
東
京
書
林

な
お
、
用
例
の
検
索
に
は
国
文
学
研
究
資
料
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.nijl.ac.jp

）

電
子
資
料
館
の
日
本
古
典
文
学
本
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
た
。
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