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一二三四

連

体

の

構

造

(
二
)

格
の
連
体
と
焦
点
化

)91(

目

次

は
じ
め
に

格
と
補
充
関
係

補
充
連
体
と
被
連
体
の
体
言

展
開
連
体
と
被
連
体
の
体
言

一

は
じ
め
に

連
体

の
構
文
関
係
と
は
、
体
言
に
先
行
す
る
も
の
が
こ
れ
に
係
る
と
い
う
構

文
関
係
を
さ
し
て
言
う
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま
た

「連
体
修
飾
」
と
も
称
さ

れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

一
般

に
、
修
飾
す
る
も

の
が
修
飾
を
受
け
る
体
言
の
意
味

を
そ
れ
が
在
る
こ
と
に
よ
る
分
だ
け
詳
し
く
す
る
こ
と
と
い

っ
た
見
方
が
示
さ

(注
1
)

れ

る

。

と
こ
ろ
で
、
連
体

の
構
文
関
係

は
係
る
側

か
ら
す
れ
ぽ
、

(
A
)

体
言

・
助
詞
ノ

・
体
言

学
生

の
顔

先
生

の
事

次

の
日
曜

(こ
こ
ろ
、
岩
波
文
庫
、

一
五

頁
)

(
B
)

用
言
連
体
形

・
体
言

濃
か
な
言
葉

若

い
血

(
同
、
=
二
頁
)

出
て
来

る
奥
さ
ん

(同
、

二
六
頁
)

石

神

照

雄

(
C
)

連

体

詞

・
体

言

こ

ん

な

心

持

ち

(同

、

一
四
頁

)

そ

の
日

(
同

、

一
五

頁

)

或

る

晩

(
同

、

一
九

頁

)

(
D

)

副

詞

の
連

体

法

・
体

言

も

っ
と

前

(
同

、

一
四
頁

)

た

っ
た
今

(
同

、

一
五

頁

)

な
ど
で
あ
る
。

(A
)
は
助
詞

ノ
を
介
す
る
こ
と

で
体
言
を
後
続

の
体
言
に
連

な
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
は
い
わ
ぽ
語
が
単
独
で
連
体

の
機
能
を
持
ち
、
連
体

成
分
と
し
て
後
続
体
言

に
連
な
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

(
B
)
の
用
語
の

連
体
形

に
よ
る
も
の
は
、
用
語
単
独
で
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
殊

に
用
語
が

動
詞

の
場
合
に
は
、
こ
れ
に
先
行
す
る
成
分
を
受
け

一
旦
述
語
と
し
て
の
地
位

を
取
り
、
連
体
形
と
し
て
連
体

の
関
係
を
取
り
結
ぶ
と
い
う
も

の
が
多
く
あ
る
。

こ
れ
は
、
山
田
文
法
で
言
う
連
体
句

に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

(E
)

連
体
句

・
体
言

い
つ
も
の
場
所
に
脱
ぎ
棄
て
た
浴
衣

(同
、

=

頁
)

始
め
て
先
生

の
宅
を
訪
ね
た
時

(同
、

～
五
頁
)

横
浜
か
ら
船
に
乗
る
人

(同
、
三
〇
頁
)

私
の
所

へ
持

っ
て
く
る
問
題

(同
、
四
七
頁
)

異
性

に
対
す
る
本
能

(同
、
四
八
頁
)

な
ど
を
例
と
す
る
。
連
体
の
構
文
関
係
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
形
式
は
以
上
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の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
連
体
詞
に
よ
る
連
体
、
副
詞
の
連
体
法
は
、

連
体
の
関
係
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
位
置
を
占
め
そ
れ
自
体
検
討
を
要
す
る

　
　
　
　
　
　
　

も
の
で
あ
る
。

　
連
体
を
構
成
す
る
形
式
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
一
般
に
は
、

［
A
／
B
］
と
い
う
A
B
二
つ
の
体
言
を
助
詞
ノ
を
介
し
て
結
合
す
る
形
式
、

述
語
の
地
位
を
も
取
る
用
言
連
体
形
と
体
言
の
結
合
に
よ
る
［
a
B
］
の
形
式
、

と
い
う
二
つ
が
代
表
と
な
る
。
こ
の
う
ち
体
言
と
体
言
と
を
結
ぶ
［
A
／
B
］

形
式
は
、

　
　
・
私
は
往
来
で
学
生
の
顔
を
見
る
た
び
に
新
し
い
学
年
に
対
す
る
希
望
と

　
　
　
緊
張
を
感
じ
た
。

　
　
・
私
は
し
ぼ
ら
く
先
生
の
事
を
忘
れ
た
。

　
　
・
二
度
目
に
行
っ
た
の
は
次
の
日
曜
だ
と
覚
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）

と
い
う
よ
う
に
構
文
上
に
出
現
す
る
。
山
田
孝
雄
の
言
う
よ
う
に
こ
れ
ら
は
一

団
と
し
て
大
き
な
観
念
の
塊
を
表
す
。
つ
ま
り
全
体
と
し
て
体
言
に
相
当
し
、

文
の
成
文
の
一
部
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
な
ら
ぽ
、
用

言
の
連
体
形
、
と
り
わ
け
連
体
句
に
よ
る
連
体
の
関
係
が
構
文
論
と
し
て
の
連

体
の
中
心
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
連
体
関
係
の
あ
る
種
の
も
の
で
は
、
被
修
飾
語
の
体
言
と
修
飾
語
の
用
言
と

で
補
充
関
係
に
相
当
す
る
関
係
を
構
成
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
も
の

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
連
体
句
の
用
言
と
被
連
体
の
体
言
と
が
取
り
結
ぶ
意
味
関

係
が
、
補
充
関
係
の
述
語
用
言
と
体
言
が
取
り
結
ぶ
意
味
関
係
に
重
な
る
と
い

う
点
で
あ
る
。

　
補
充
関
係
と
は
、
一
般
に
、
構
文
上
体
言
が
述
語
と
な
る
用
言
へ
と
連
な
る

関
係
の
束
を
指
す
。
こ
れ
は
、
あ
る
事
態
を
実
体
と
属
性
と
の
相
関
と
し
て
分

析
し
、
こ
れ
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
、
体
言
と
用
言
と
の
間
の
意
味
的
論
理

関
係
一
い
わ
ゆ
る
格
関
係
一
を
基
盤
と
し
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
般

に
は
補
充
と
い
う
こ
と
を
直
ち
に
連
用
の
関
係
と
し
て
考
え
る
の
で
あ
る
が
、

体
言
と
用
言
と
の
意
味
的
関
係
と
言
う
点
で
は
連
体
の
構
文
関
係
に
も
こ
れ
を

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
（
被
連
体
の
体
言
を
［
］
で

示
す
。
以
下
同
じ
。
）
、

　
　
（
1
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
男
］

　
　
（
2
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
夕
暮
れ
］

の
場
合
、
連
用
の
補
充
関
係
へ
の
転
換
が
行
わ
れ
、

　
　
（
r
）
　
男
が
秋
刀
魚
を
焼
く
。

　
　
（
2
1
）
夕
暮
れ
に
秋
刀
魚
を
焼
く
。

と
い
う
よ
う
に
補
充
関
係
の
文
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
広

く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
観
点
は
、
被
連
体
の
体
言
と
は
、
補

充
関
係
を
構
成
す
る
成
分
の
中
の
あ
る
も
の
が
脱
落
し
、
そ
れ
が
述
語
用
語
を

承
け
る
位
置
に
再
生
さ
れ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ぽ
、
述
語
用
語
を
挟

ん
で
、
そ
の
前
後
で
体
言
が
位
置
転
換
す
る
こ
と
を
以
て
、
連
用
と
連
体
と
の

連
関
を
構
文
上
に
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
よ
く
表
す
も
の
と
し
て

は
、
奥
津
敬
一
郎
に
よ
り
「
同
一
名
詞
連
体
修
飾
」
と
名
付
け
ら
れ
た
分
析
が

あ
る
（
参
考
文
献
⑤
、
八
六
頁
以
下
）
。
ま
た
同
様
の
発
想
の
も
の
と
し
て
は
、

寺
村
秀
夫
（
参
考
文
献
⑪
、
一
〇
五
頁
以
下
）
の
「
内
の
関
係
の
連
体
修
飾
」

を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
筆
者
も
こ
れ
を
格
の
関
係
に
よ
る
連
体
と
し
て

「
補
充
連
体
」
と
し
て
検
討
し
た
（
参
考
文
献
③
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
の
も
の
に
倣
っ
て
、
動
詞
「
焼
く
」
に
よ
る
連
体
関
係
と
し

て
、
例
え
ば
、

　
　
（
3
）
秋
刀
魚
を
焼
く
［
煙
］

　
　
（
4
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
匂
い
］

と
い
っ
た
も
の
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
被
連
体
の
体
言
「
煙
」

「
匂
い
」
が
、
　
「
焼
く
」
の
連
体
句
と
の
問
に
な
ん
ら
か
の
関
係
を
持
つ
も
の
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で
あ
る
こ
と
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
を
「
焼
く
」

の
格
関
係
に
よ
る
補
充
関
係
の
文
に
転
換
し
よ
う
と
し
て
も
、
適
す
る
格
を
示

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
わ
ぽ
格
関
係
で
は
分
析
で
き
な
い
連
体
の
構
文
関
係

が
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
格
関
係
を
基
に
し
て
補
充
関

係
の
文
へ
と
転
換
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
は
、
他
に
も
あ
る
。
例
え
ば
、

　
　
（
5
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
話
］

　
　
（
6
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
前
］
に
鰯
を
焼
い
た
。

　
　
（
7
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
の
］
は
良
い
が
、
家
中
に
煙
が
籠
っ
て
困
る
。

と
い
っ
た
も
の
が
上
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
は
お
互
い
に
関
係
が
あ
る
も
の
の
、

独
自
に
連
体
の
関
係
を
構
成
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
稿
は
、
格
関
係
に
基
づ
く
補
充
連
体
の
分
析
に
続
く
も
の
と
し
て
、
連
体

の
種
々
に
つ
い
て
そ
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
の
課
題
は
、
　
（
3
）
　
（
4
）
の
よ
う
な
連
体
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。

二
　
格
と
補
充
関
係

　
い
ま
再
び
、
動
詞
「
焼
く
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
語
と

す
る
文
の
曲
ハ
型
の
一
つ
と
し
て
、

　
　
秋
の
夕
暮
れ
庭
で
男
が
七
輪
で
秋
刀
魚
を
焼
く
。

を
示
せ
ば
、
こ
こ
か
ら

　
　
〈
イ
ッ
カ
・
ド
コ
カ
デ
・
ダ
レ
カ
ガ
。
ナ
ニ
カ
デ
・
ナ
ニ
カ
ヲ
・
焼
ク
〉

　
　
コ
ト

と
い
う
抽
象
的
な
事
態
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
実
体
と
属
性

と
の
相
関
と
し
て
事
態
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
動
詞
「
焼
く
」
は
、
こ
う

い
つ
た
事
態
の
属
性
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
イ
ッ
」
「
ド

コ
」
「
ダ
レ
」
と
い
っ
た
事
態
を
構
成
す
る
実
体
部
分
を
、
動
詞
「
焼
く
」
の

意
味
的
論
理
関
係
、
即
ち
格
関
係
を
構
成
す
る
「
関
係
項
目
」
と
し
て
抽
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
「
焼
く
」
の
関
係
項
目
は
、
［
時
間
］
［
空
間
］

「
主
体
］
［
対
象
］
［
用
手
］
と
な
る
。
そ
し
て
動
詞
「
焼
く
」
の
表
す
抽
象
的

な
事
態
関
係
は
、
関
係
項
目
と
属
性
「
焼
く
」
の
相
関
と
し
て

　
　
（
［
時
間
］
［
空
間
］
［
主
体
］
［
用
具
］
［
対
象
］
）
・
焼
く

と
表
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
用
言
の
格
関
係
と
は
、
用
言
が
そ
の
表
す
意
義
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
関
係

項
［
日
を
持
つ
か
、
そ
の
持
ち
様
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う

に
も
考
え
ら
れ
る
。
格
関
係
と
は
、
体
言
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
体
言
が
用
言
に

対
し
て
表
す
関
係
の
種
々
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
体
言
は
、
構
文
上
用
言
と
の

関
係
か
ら
あ
る
地
位
に
立
つ
。
用
言
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
用
言
は
、
自
己
と
の

格
関
係
に
あ
る
体
言
を
束
ね
て
い
る
。
こ
れ
が
補
充
関
係
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
源
泉
は
用
言
が
自
ら
表
す
意
義
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
補
充
成
分
と
は
、
述
語
と
い
う
地
位
に
立
つ
用
言
と
の
間
に
構

成
さ
れ
る
補
充
関
係
と
い
う
構
文
的
概
念
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
関
係

項
目
と
は
、
用
言
が
鼠
ハ
有
す
る
意
味
的
論
理
関
係
と
い
う
語
彙
的
概
念
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
対
応
す
る
も
の
の
、
文
法
の
中
で
所
属
の
水
準
を

異
に
し
て
い
る
。
あ
る
種
の
形
容
詞
な
い
し
は
動
詞
を
述
語
と
す
る
文
で
、
し

ぼ
し
ぼ
問
題
と
な
り
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
の
取
り

扱
い
は
簡
単
で
は
な
い
。

　
例
え
ば
、
格
助
詞
「
ガ
」
で
表
示
さ
れ
る
も
の
に
対
し
、
適
切
な
関
係
項
目

の
区
分
を
施
し
、
そ
の
概
念
を
確
定
し
た
上
で
、
補
充
成
分
と
関
係
項
目
と
の

対
応
関
係
を
厳
密
に
設
定
し
、
文
の
基
本
構
造
と
し
て
こ
れ
が
何
で
あ
る
か
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
れ
は
、
時
枝
文
法
で
提
起
さ
れ
た
「
対
象

語
」
の
扱
い
の
問
題
で
あ
る
が
、
補
充
成
分
の
内
部
構
成
と
い
う
こ
と
も
詳
し

く
検
討
す
る
な
ら
ば
こ
れ
と
同
様
の
関
係
に
あ
る
。

　
時
枝
誠
記
（
参
考
文
献
⑯
、
三
七
三
～
三
七
九
頁
、
及
び
参
考
文
献
⑰
、
二
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七
六
～
二
八
○
頁
、
改
版
二
一
二
五
～
二
三
八
頁
）
で
は
、
「
主
語
」
「
述
語
」
と

い
う
文
の
基
本
構
造
に
係
わ
る
概
念
が
、
文
の
表
す
事
態
の
内
部
的
な
構
成
関

係
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
十
分
に
明
ら
か
に
は
さ
れ
て

い
な
い
。
即
ち
、
対
象
と
し
て
の
事
態
の
基
本
的
な
分
析
と
し
て
実
体
一
属
性

関
係
を
捉
え
、
こ
れ
に
対
応
し
て
、
文
の
基
本
構
造
と
は
〈
主
語
一
述
語
〉
関

係
で
あ
る
、
と
す
る
摺
握
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
時
枝
の
「
主
語
」
は
［
主

体
］
と
し
て
の
意
味
に
限
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

　
　
（
8
）
　
故
郷
が
懐
か
し
い
。

で
は
、
「
懐
か
し
い
」
．
と
い
う
情
意
の
主
体
を
「
主
語
」
と
す
る
こ
と
で
、
か

と
表
示
さ
れ
た
「
故
郷
」
を
「
主
語
」
で
は
な
い
も
の
、
即
ち
「
対
象
語
」
と

し
て
抽
出
し
た
の
で
あ
る
。
「
懐
か
し
い
」
が
表
す
抽
象
的
な
事
態
関
係
は
、

関
係
項
目
と
情
意
の
属
性
「
懐
か
し
い
」
と
の
相
関
と
し
て

　
　
（
［
情
意
の
主
体
］
［
情
意
の
対
象
］
）
・
懐
か
し
い

と
分
析
で
き
る
。
文
の
基
本
的
な
組
立
で
は
、
［
情
意
の
主
体
］
［
情
意
の
対

象
］
が
文
の
〈
主
語
〉
の
地
位
に
つ
く
も
の
で
あ
る
。

　
文
の
基
本
構
造
と
し
て
の
く
主
語
〉
と
は
、
［
主
体
］
と
い
う
関
係
項
目
に

直
結
す
る
構
文
上
の
名
目
で
は
な
い
。
事
態
分
析
に
お
い
て
、
実
体
t
属
性
の

相
関
の
、
実
体
の
面
が
〈
主
語
〉
の
源
泉
で
あ
る
。
事
態
を
表
す
文
が
文
と
し

て
在
る
こ
と
の
基
本
構
造
は
、
関
係
項
目
の
種
類
に
係
わ
ら
ず
、
構
文
成
分
と

成
る
関
係
項
目
の
全
体
が
〈
主
語
〉
で
あ
り
、
属
性
表
現
を
担
う
用
言
が
〈
述

語
〉
で
あ
る
。
格
関
係
に
対
応
し
て
、
あ
る
成
分
と
そ
の
成
分
を
統
括
す
る
述

語
と
の
関
係
を
示
す
構
文
関
係
が
あ
り
、
こ
の
上
位
に
、
文
の
基
本
構
造
と
し

て
〈
・
王
語
〉
と
く
述
語
〉
の
関
係
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
〈
主
語
　
述

語
〉
が
文
の
原
理
的
な
関
係
構
造
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
〈
主
語
〉
の
中
に
は
、

［
主
体
］
ぽ
か
り
で
な
く
、
［
対
象
］
そ
の
他
の
関
係
項
目
が
補
充
成
分
と
し
て

含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
述
語
」
は
、
成
分
を
統
括
す
る
も
の
と
し
て

の
述
語
1
「
成
分
の
述
語
」
　
と
、
文
の
基
本
構
造
と
し
て
〈
主
語
〉
と
相
関

す
る
〈
述
語
＞
1
「
文
の
述
語
」
1
と
い
う
二
重
性
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
。
通

常
の
場
合
こ
の
点
に
つ
い
て
厳
密
に
区
分
し
て
「
述
語
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
少
な

く
、
成
分
の
述
語
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
文
の
基
本
構
造
の
述
語
へ

と
移
行
し
て
あ
る
か
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

　
時
枝
の
言
う
「
対
象
語
」
の
問
題
は
、
ガ
格
の
成
分
が
関
係
と
し
て
は
「
主

格
補
充
成
分
」
で
は
な
く
「
対
格
補
充
成
分
」
と
し
て
分
析
で
き
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
点
で
は
妥
当
な
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
枝
文
法

で
は
文
の
基
本
構
造
の
〈
主
語
〉
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
全
く
関
心
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
時

枝
文
法
が
入
子
型
と
い
う
手
段
に
頼
っ
て
文
の
仕
組
み
を
論
じ
よ
う
と
し
た
こ

と
に
も
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
時
枝
文
法
で
は
、
内
容
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る

対
象
事
態
と
の
関
連
で
文
の
基
本
構
造
論
が
展
開
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
例
え
ば
、
次
の
二
つ
の
文

　
　
（
9
）
　
太
郎
が
地
面
を
掘
る
。

　
　
（
1
0
）
　
太
郎
が
穴
を
掘
る
。

は
、
格
助
詞
「
～
ガ
」
と
「
～
ヲ
」
と
い
う
二
つ
の
補
充
成
分
を
持
つ
こ
と
で

は
同
じ
関
係
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
「
～
ヲ
」
の
成
分
を
関
係
項
目

と
し
て
取
り
上
げ
る
と
き
、
事
態
の
精
密
な
分
析
と
い
う
こ
と
を
目
指
す
な
ら

ぽ
、
こ
れ
ら
を
直
ち
に
同
一
と
考
え
る
こ
と
に
は
躇
躇
を
覚
え
よ
う
。
何
故
な

ら
、
「
掘
る
」
と
い
う
動
作
の
対
象
と
し
て
「
地
面
」
と
「
穴
」
を
取
り
上
げ

る
と
、
「
地
面
」
は
直
接
変
化
を
被
る
モ
ノ
と
し
て
あ
る
が
、
「
穴
」
は
動
作
の

結
果
と
し
て
見
越
さ
れ
た
モ
ノ
で
あ
る
。
こ
う
い
つ
た
こ
と
を
我
々
は
内
省
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
動
詞
「
掘
る
」
に
対
し
、
〈
～
ガ
・
～
ヲ
・
掘

ル
〉
と
い
う
構
文
を
典
型
と
し
て
示
し
、
こ
こ
か
ら
「
～
ヲ
」
と
い
う
補
充
成

分
は
［
対
象
］
と
い
う
関
係
項
目
を
持
つ
、
と
設
定
す
る
だ
け
で
は
こ
の
違
い
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ほ
ヨ
　

は
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
我
々
の
、
動
詞
［
掘
る
］
に
対
す

る
把
握
は
、
〈
ダ
レ
カ
ガ
・
ナ
ニ
カ
ヲ
・
掘
る
〉
コ
ト
と
い
う
事
態
関
係
に
あ

っ
て
、
「
ダ
レ
」
と
い
う
［
主
体
］
と
「
ナ
ニ
」
と
い
う
［
対
象
］
と
に
よ
っ

て
格
関
係
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
述
べ
た
こ
と
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
示
唆
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
関

係
項
目
の
区
分
と
そ
の
概
念
の
確
定
と
い
う
作
業
に
は
、
事
態
に
対
す
る
純
粋

論
理
と
い
う
よ
り
は
、
あ
る
種
の
曖
昧
さ
の
中
で
日
本
語
と
い
う
言
語
の
使
用

者
の
便
宜
に
よ
る
と
い
う
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日

本
語
と
い
う
言
語
が
有
す
る
論
理
の
性
質
に
因
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
日
本
語
で
は
、
格
関
係
を
は
じ
め
と
し
て
事
態
の
存
在
の
論
理
や
、
主
体
の

事
態
に
対
す
る
態
度
（
判
断
・
推
量
・
疑
問
・
要
求
な
ど
）
の
論
理
を
、
構
文

上
で
は
助
詞
や
助
動
詞
と
い
う
一
定
の
指
標
、
即
ち
辞
で
表
す
こ
と
が
多
い
。

と
こ
ろ
が
、
辞
は
、
我
々
が
日
本
語
で
表
そ
う
と
す
る
論
理
の
種
類
に
｝
対
｝

で
対
応
し
て
在
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
格
関
係
と
格
助
詞

と
の
間
に
、
我
々
は
使
用
者
と
し
て
の
便
宜
に
よ
る
対
応
を
行
っ
て
い
る
と
認

め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
た
め
、
精
密
な
分
析
と
い
う
こ
と
は
一
時
棚
上

げ
し
、
「
ガ
格
」
「
ヲ
格
」
と
い
う
よ
う
に
補
充
成
分
を
構
成
す
る
格
助
詞
の
形

式
を
以
て
格
の
名
称
に
代
用
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
。
即
ち
、
関
係
項
目
と
補

充
成
分
と
い
う
、
語
彙
的
関
係
と
構
文
的
関
係
の
間
で
概
念
の
流
用
が
図
ら
れ
、

両
者
の
対
応
関
係
が
企
図
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
構
文
上
の
格
助
詞
を

指
標
と
し
て
補
充
成
分
を
弁
別
す
る
こ
と
が
、
同
時
に
格
関
係
を
抽
出
す
る
こ

と
に
お
お
よ
そ
連
な
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
日
本
語
の
構
文
を
論
じ
る
場
合
、

こ
う
い
つ
た
扱
い
を
す
る
こ
と
で
も
ほ
ぼ
格
関
係
を
取
り
扱
う
こ
と
が
出
来
る

と
こ
ろ
が
ら
、
格
関
係
と
補
充
成
分
に
対
し
て
は
緩
や
か
な
対
応
が
考
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。

三
　
補
充
連
体
と
被
連
体
の
体
言

　
さ
て
、
こ
こ
で
再
び
動
詞
門
焼
く
」
に
よ
る
連
体
関
係
を
示
せ
ば
、

　
　
（
1
1
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
男
］
　
　
男
が
秋
刀
魚
を
焼
く
。
　
　
［
・
王
体
］

　
　
（
1
2
）
　
男
が
焼
く
［
秋
刀
魚
］
　
　
男
が
秋
刀
魚
を
焼
く
。
　
　
［
対
象
］

　
　
（
1
3
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
七
輪
］
　
七
輪
で
秋
刀
魚
を
焼
く
。
　
［
用
具
｝

　
　
（
1
4
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
夕
暮
れ
］
夕
暮
れ
に
秋
刀
魚
を
焼
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
時
間
繍

　
　
（
1
5
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
庭
］
　
　
庭
で
秋
刀
魚
を
焼
く
。
　
　
［
空
間
］

な
ど
が
あ
る
。
連
体
に
対
応
す
る
補
充
関
係
の
文
を
並
べ
て
み
れ
ば
明
ら
か
な

よ
う
に
、
　
（
1
1
）
か
ら
（
1
5
）
の
被
連
体
の
体
言
は
、
文
の
補
充
成
分
が
述
語

の
前
で
脱
落
し
、
述
語
の
後
で
再
生
し
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ

ま
り
、
こ
こ
で
の
被
連
体
の
体
言
は
、
い
ず
れ
も
動
詞
「
焼
く
」
の
意
味
的
論

理
関
係
1
格
関
係
　
の
関
係
項
目
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
格
関
係
で
の
連
体
の
分
析
は
、
被
連
体
の
体
言
が
用
言
の

具
有
す
る
格
関
係
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
補
充
関
係
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
通
常
の
理
解
で
は
、
連
用

関
係
に
於
い
て
述
語
用
言
と
こ
れ
に
先
行
す
る
体
言
と
の
関
係
を
指
し
て
言
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
連
体
の
用
言
と
被
連
体
の
体
言
と
の
関

係
は
補
充
関
係
的
で
あ
る
。
い
わ
ぽ
連
体
関
係
に
於
い
て
も
格
関
係
を
基
盤
と

し
た
補
充
関
係
と
い
う
関
係
の
範
躊
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
補
充
関
係
と
は
、

元
々
そ
の
中
心
と
な
る
用
言
の
意
味
的
論
理
関
係
に
よ
る
体
言
と
用
言
と
の
結

合
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
連
用
の
構
文
関
係
の
専
用
で
は
な
い
。
こ
こ

で
、
通
常
補
充
関
係
と
称
し
て
い
る
連
用
の
補
充
関
係
を
新
た
に
「
補
充
連

用
」
と
名
付
け
る
な
ら
ば
、
連
体
の
も
の
は
「
補
充
連
体
」
と
称
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
の
連
体
は
、
用
言
と
体
言
と
の
直
接
的
な
格
関
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係
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
特
徴
と
し
て
加
え
る
な
ら
ば
、
「
直
接

補
充
連
体
」
と
も
称
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
上
に
述
べ
た
補
充
連
体
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
あ
る
用
言
の
格
関

係
に
収
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
言
い
換
え
れ
ば
、
用
言
の
表

す
属
性
と
そ
れ
が
取
り
得
る
関
係
項
目
の
実
体
と
で
構
成
さ
れ
る
事
態
に
こ
の

連
体
の
表
す
事
態
が
収
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
連
体
句
と
被
連
体
の
体
言

と
の
関
係
を
構
文
の
視
点
か
ら
述
べ
る
な
ら
次
の
よ
う
に
な
る
。
あ
る
用
言
が

表
す
典
型
的
な
文
に
獲
て
、
そ
こ
に
欠
如
し
た
格
の
成
分
を
被
連
体
の
体
言
が

補
完
す
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
次
の
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
よ
う
。
即
ち
、
（
1
1
）
か
ら
（
1
5
）

で
は
連
体
句
は
い
ず
れ
も

く
イ
ツ
カ
・
ド
コ
カ
デ
。
ダ
レ
カ
ガ
。
ナ
ニ
カ
デ
・
ナ
ニ
カ
ヲ
。
焼
一
ク
〉
コ
ト

と
い
う
抽
象
的
な
事
態
を
、
論
理
関
係
と
し
て
自
ら
の
上
位
の
事
態
と
し
て
含

み
、
各
個
に
表
さ
れ
る
事
態
が
持
つ
関
係
を
担
う
も
の
と
し
て
被
連
体
の
体
言

を
限
定
す
る
の
で
あ
る
。
（
1
1
）
を
例
に
す
れ
ば
「
男
」
は
、
「
焼
く
」
が
表
す

抽
象
的
な
事
態
関
係
の
［
主
体
］
を
、
「
秋
刀
魚
を
焼
く
」
と
い
う
具
体
的
な

関
係
の
［
主
体
］
と
し
て
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
被
連
体
の
体
言
は
、

具
体
的
な
事
態
の
中
で
事
態
を
構
成
す
る
部
分
と
し
て
、
そ
れ
が
如
何
な
る
実

体
で
あ
る
か
を
表
す
の
で
あ
る
。
こ
の
被
連
体
の
体
言
は
、
当
面
の
具
体
的
な

事
態
の
部
分
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
一
般
的
な
辞
書
的
意
味
と
比
較
す
れ
ぽ
、

内
包
が
拡
大
さ
れ
外
延
が
制
限
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

補
充
連
体
と
は
、
修
飾
す
る
連
体
句
に
よ
っ
て
、
被
連
体
の
体
言
が
表
す
実
体

を
具
体
的
な
事
態
関
係
の
中
に
設
置
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
直
接
補
充
連
体
の
モ
デ
ル
を
示
せ
ば
、
〈
図
1
＞

と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
こ
で
の
対
象
世
界
の
全
体
は
事
態
X
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
連
体
句
が
表
す

事
態
a
と
被
連
体
の
体
言
が
表
す
実
体
B
と
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
連
体
句
が
表
す
事
態
a
は
、
具
体
的
な
対
象
世
界
と
し
て
は
実
体
B

を
欠
い
て
お
り
事
態
と
し
て
完
全
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
連
体
句
の
用
言
が
格
関
係
と
し
て
構
成
す
る
抽
象
的
な
事
態
で
は
、
被

連
体
の
体
言
の
格
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
具
体
的
な
事
態
と
し
て
は
不

明
の
部
分
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
事
態
の
枠
組
み
と
し
て
は
変
わ
ら

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
事
態
関
係
と
し
て
は
、

事
態
a
は
事
態
X
に
重
な
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
連
体
句
は
、
繕
果
と
し
て

当
該
の
事
態
の
全
体
像
を
示
唆
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
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1
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1
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－
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－
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　欠如：［格x］

象世界：事態X

＜図1＞　補充連体：格の欠如と補完

　
そ
し
て
こ
こ
で
の
分
析

よ
り
す
れ
ぽ
、
連
体
句
と

体
言
の
関
係
は
、
〈
図

1
V
の
よ
う
に
対
立
し
て

対
象
世
界
の
事
態
X
を
構

成
し
て
い
る
と
考
え
る
よ

り
は
、
次
の
〈
図
2
＞
の

よ
う
に
体
言
は
連
体
句
の

内
部
に
含
ま
れ
、
そ
の
連

体
句
が
対
象
世
界
の
全
体

像
X
に
重
な
る
と
し
た
方

が
よ
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
ま

と
め
る
な
ら
ぽ
、
直
接
補

充
連
体
で
は
、
体
言
は
連

体
句
に
含
ま
れ
、
連
体
句

は
対
象
世
界
全
体
を
代
表
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一
「
匹
「
ヒ
ー
I
1
6
「
，
「
」
「
　
欄
I
l
　
I
I
「
　
‘
「
　
膨
‘
I
I
．

事態a　………一一…一…一一一一…

一一 ﾀ体B・：
　　　　　　：

体言Bi
　［概］i

“　鱒　層　層　一　一　一　一響　．　一　J

句a体連

（［格1］～［格n］）・用言

欠如1［ag　x］

対象世界：事態X

共
通
の
連
体
句
「
秋
刀
魚
を
焼
く
」

　
　
（
1
6
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
X
〕

と
い
う
よ
う
に
、
「
X
」

〈図2＞　補充連体：格の欠如と補完

を
用
い
て

し
こ
れ
に
重
な
る
こ
と
に

な
る
。
連
体
句
が
表
す
事

態
a
は
当
面
の
事
態
と
し

て
の
全
体
像
を
表
す
も
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後

に
検
討
す
る
こ
と
に
な
る

次
の

　
　
（
3
）
　
秋
刀
魚
を
焼

　
　
　
　
く
［
煙
］

　
　
（
4
）
　
秋
刀
魚
を
焼

　
　
　
　
く
［
匂
い
］

な
ど
の
連
体
の
事
態
関
係

と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ

る
。　

と
こ
ろ
で
、
先
の
直
接

補
充
連
体
の
例
（
1
1
）

（
1
3
）
（
1
4
）
（
1
5
）
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
対
す
る
連
体
と
し
た
場
合
、
こ
こ
で
の
「
X
」
が

ど
の
様
な
関
係
項
目
を
満
た
し
格
関
係
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
直
ち
に

決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
先
の
用
例
で
は
、
「
秋
刀
魚
を
焼
く
」
と
し
て
、
ヲ
格
の
補
充
関
係
を
連
体

句
自
身
が
持
っ
て
い
る
の
で
、
事
態
関
係
を
構
成
す
る
関
係
項
目
群
の
中
か
ら

ヲ
格
（
対
格
）
の
［
対
象
］
は
除
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
検
討
に

よ
れ
ぽ
、
［
X
］
の
関
係
項
目
と
し
て
の
候
補
は
、
［
主
体
］
［
用
具
］
［
時
間
］

［
空
間
］
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
念
の
た
め
、
敢
え
て
「
X
」
を
「
鰯
」
と
し
た
場
合
、
「
鰯
」
が
有

す
る
意
味
特
性
か
ら
は
、

　
　
（
1
7
）
＊
鰯
を
秋
刀
魚
を
焼
く
。

と
い
う
よ
う
に
、
ヲ
格
の
規
定
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
現
代
日
本
語
で
は
、

こ
の
よ
う
に
ヲ
格
が
重
な
っ
て
出
現
す
る
構
文
関
係
は
一
般
的
で
は
な
い
。
ヲ

格
の
地
位
を
取
る
と
す
れ
ば
、
次
の

　
　
（
1
8
）
　
鰯
と
秋
刀
魚
を
焼
く
。

で
の
「
鰯
と
秋
刀
魚
」
と
い
う
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
、
そ
れ
全
体
を
ヲ
格
と
し

て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
で
も
な
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
ト
格
は
、
動
詞
「
焼
く
」

の
直
接
的
な
関
係
項
目
で
は
な
く
、
関
係
項
目
内
で
の
組
合
せ
を
示
す
も
の
で

あ
る
。
な
お
、
ト
格
に
は
、

　
　
（
1
9
）
　
太
郎
が
花
子
と
結
婚
す
る
。

の
「
花
子
」
の
よ
う
に
、
「
結
婚
す
る
」
に
は
必
須
の
［
相
手
］
と
い
う
関
係

項
目
も
あ
る
。
こ
の
場
合
は

　
　
（
2
0
）
　
太
郎
と
結
婚
す
る
［
花
子
］

と
い
う
連
体
関
係
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
格
の
内
部
の
組
合
せ
で
あ

る
（
1
8
）
の
「
鰯
と
秋
刀
魚
」
か
ら
は
、

　
　
（
2
1
）
＊
秋
刀
魚
を
焼
く
［
鰯
］

と
し
て
、
被
連
体
の
位
置
に
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ

こ
で
の
被
連
体
の
体
言
は
、
連
体
句
に
存
す
る
ヲ
格
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
被
連
体
の
体
言
が
ヲ
格
、
即
ち
［
対
象
］
と
い
う
関
係
項
目
の
も
の

で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
［
X
］
が
［
主
体
］
［
用
具
］

［
時
間
］
［
空
間
］
の
中
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
は
、
未
だ
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、

通
常
の
場
合
に
は
、
連
体
関
係
は
構
文
の
一
部
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
全
体
の
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文
脈
中
に
位
置
を
持
つ
。
例
え
ば

　
　
（
2
2
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
X
］
が
風
邪
で
休
ん
だ
。

　
　
（
2
3
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
X
］
で
庭
で
な
す
を
焼
い
た
。

　
　
（
2
4
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
X
］
に
仕
事
を
し
て
い
た
。

　
　
（
2
5
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
X
］
で
鍬
で
穴
を
掘
っ
て
い
た
。

と
い
う
よ
う
に
な
る
。

　
こ
こ
で
（
2
2
）
を
例
に
取
れ
ば
、
転
句
の
述
語
は
「
休
ん
だ
」
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
す
る
ガ
格
は
［
主
体
］
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
連
体
の
「
X
」
は
、

［
対
象
］
以
外
の
関
係
項
目
の
中
で
、
［
主
体
］
と
い
う
読
付
け
を
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
一
つ
の
例
と
し
て
示
せ
ば
、

　
　
（
2
2
a
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
板
前
］
が
風
邪
で
休
ん
だ
。

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
板
前
が
秋
刀
魚
を
焼
く
。
」
「
板
前
が
風
邪
で
休
ん
だ
。
」

と
い
う
二
つ
の
文
が
「
板
前
」
を
結
節
の
項
目
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
（
2
3
）
で
は
、
主
句
の
「
焼
い
た
」
と
い
う
述
語
か
ら
、
「
X
」
は
、

デ
格
と
な
る
［
用
具
］
［
空
聞
｝
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
連
体
句
の
側
か
ら
は
、

［
対
象
］
を
除
く
［
主
体
］
［
用
具
］
［
空
間
］
［
時
間
］
が
「
X
」
の
候
補
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
デ
格
と
し
て
構
文
成
分
と
な
る
も
の
は
［
用
具
］
［
空
間
〕
で

あ
る
。
こ
れ
を
具
体
化
し
、

　
　
（
2
3
a
）
秋
刀
魚
を
焼
く
［
七
輪
］
で
庭
で
な
す
を
焼
い
た
。

　
　
（
2
3
b
）
＊
秋
刀
魚
を
焼
く
［
台
所
］
で
庭
で
な
す
を
焼
い
た
。

と
す
れ
ぽ
、
こ
こ
で
の
「
X
」
は
［
用
具
］
で
あ
る
こ
と
が
明
か
と
な
る
。

　
更
に
、
（
2
4
）
（
2
5
）
の
場
合
に
も

　
　
（
2
4
a
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
夕
暮
れ
］
に
仕
事
を
し
て
い
た
。

　
　
（
2
5
a
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
庭
｝
で
鍬
で
穴
を
掘
っ
て
い
た
。

と
い
う
文
を
取
り
上
げ
、
［
時
間
］
「
空
間
］
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
分
析
を
展
開
す
る
な
ら
ぽ
、
連
体
句
を
担
う
「
X
」
が
構
文

全
体
の
事
態
関
係
の
中
で
ど
う
い
つ
だ
関
係
項
目
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
な
お
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
例
文
で
は
、
主
文
の
中
で
の
格
関
係
と
、
連
体

関
係
の
中
で
の
格
関
係
と
が
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
常
に
そ
う
と
は
限
ら
な

い
。
そ
の
こ
と
は
、

　
　
（
2
6
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
七
輪
］
が
昨
日
壊
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
（
連
体
句
［
用
具
］
一
主
文
［
主
体
］
）

　
　
（
2
7
）
秋
刀
魚
を
焼
く
［
板
前
］
に
太
郎
は
手
紙
を
渡
し
た
。

　
　
　
　
　
　
（
連
体
句
［
主
体
］
一
主
文
［
受
け
手
］
）

　
　
（
2
8
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
台
所
］
を
修
理
し
た
。

　
　
　
　
　
　
（
連
体
句
［
空
間
］
一
主
文
［
対
象
］
）

と
い
っ
た
例
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
ま
た
、
例
文
（
2
3
）
で
含
ん
で
い
た
「
庭
で
」
と
い
う
デ
格
の
部
分
を
欠
い

た
。　

　
（
2
9
）
秋
刀
魚
を
焼
く
［
X
］
で
な
す
を
焼
い
た
。

の
場
合
に
は
、
こ
の
デ
格
は
、

　
　
（
2
9
a
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
七
輪
］
で
な
す
を
焼
い
た
。
　
　
［
用
具
］

　
　
（
2
9
b
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
台
所
］
で
な
す
を
焼
い
た
。
　
　
［
空
間
］

と
な
り
、
関
係
項
目
を
ど
ち
ら
か
に
決
定
す
る
こ
と
は
、
こ
の
構
文
関
係
だ
け

か
ら
で
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
X
」
と
い
う
名
詞
が
ど
の
よ

う
な
意
味
特
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
が
格
の
決
定
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
2
9
）
で
は
、
被
連
体
の
体
言
が
「
七
輪
」
「
台
所
」
の
よ
う
に
、
［
用
具
］
［
空

間
］
と
い
う
意
味
特
性
が
直
ち
に
抽
出
で
き
る
も
の
で
あ
れ
ぽ
問
題
は
な
い
が
、

意
味
特
性
を
そ
れ
だ
け
で
は
抽
出
で
き
な
い
「
X
し
と
い
う
よ
う
な
記
号
の
場

合
に
は
、
こ
の
文
の
意
味
を
越
え
た
文
脈
に
よ
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
に

な
る
。

　
連
体
関
係
で
被
連
体
の
体
言
の
関
係
項
目
の
決
定
は
、
連
体
内
で
の
体
言
と
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し
て
の
意
味
特
性
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
主
文
の
文
脈
に
お
け
る
格
の
姿
、

更
に
は
当
該
の
文
を
越
え
た
文
脈
的
意
味
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

四
　
展
開
連
体
と
被
連
体
の
体
言

　
次
に
、

　
　
（
3
0
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
煙
］
　
　
（
1
1
（
3
）
）

　
　
（
3
1
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
匂
い
］
　
（
目
（
4
）
）

　
　
（
3
2
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
音
］

の
連
体
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
こ
こ
で
、
（
3
0
）
を
例
に
「
焼
く
」
の
関
係
項
目
を
当
て
は
め
連
用
の
文
へ

と
転
換
し
た

　30
e
）

　　　　　　　　　　

30　30　30　30

d　c　b　a
）　　．）　　）　　）

＊
煙
が
秋
刀
魚
を
焼
く
。

＊
煙
を
秋
刀
魚
を
焼
く
。

＊
煙
で
秋
刀
魚
を
焼
く
。

＊
煙
に
秋
刀
魚
を
焼
く
。

＊
煙
で
秋
刀
魚
を
焼
く
。

［
主
体
］

［
対
象
］

［
用
具
］

［
時
間
］

［
空
間
］

は
、
通
常
の
場
合
い
ず
れ
も
文
と
し
て
意
味
を
成
さ
な
い
。
我
々
は
、
「
煙
」

を
こ
こ
に
お
け
る
よ
う
な
格
関
係
で
の
も
の
と
は
把
握
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
連

体
は
、
格
関
係
を
基
に
補
充
連
用
の
何
れ
か
の
成
分
へ
と
転
換
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
直
接
補
充
連
体
で
は
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
我
々
は
こ
こ
に
連
体
関
係
を
認
め
、
単
な
る
「
煙
」
で
は
な
く
、

「
秋
刀
魚
を
焼
く
煙
」
と
し
て
の
意
味
の
異
な
り
を
把
握
し
て
い
る
。

　
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
連
体
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
は
こ
れ
ま
で
に
も
い
く
つ

か
あ
る
。
奥
津
敬
一
郎
は
、
こ
れ
を
付
加
名
詞
連
体
修
飾
構
造
の
う
ち
、
部
分

的
同
格
連
体
名
詞
が
被
連
体
名
詞
で
あ
る
と
し
た
（
参
考
文
献
⑤
、
三
五
八

～
三
六
五
頁
）
。
井
上
和
子
は
、
名
詞
句
の
構
造
の
「
疑
似
関
係
節
」
の
中
で

説
い
て
い
る
（
参
考
文
献
④
、
一
九
一
～
二
〇
三
頁
）
。
ま
た
、
寺
村
秀
夫
も

「
外
の
関
係
」
の
中
で
「
感
覚
名
詞
と
感
覚
内
容
」
と
し
て
論
じ
て
い
る
（
参

考
文
献
⑬
、
一
一
四
～
二
六
頁
）
。
更
に
こ
れ
ら
よ
り
早
く
、
高
橋
太
郎
は
、

　
　
（
3
3
）
　
ふ
ろ
を
た
く
［
煙
］

　
　
（
3
4
）
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
け
る
［
音
｝

に
対
し
て
、
「
生
産
規
定
一
被
修
飾
語
で
示
さ
れ
た
も
の
が
、
修
飾
語
で
叙
述

さ
れ
た
こ
と
が
ら
の
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
説
く
（
参
考
文
献
⑧
、

一
七
七
頁
）
。

　
い
ま
、
こ
れ
ま
で
に
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
こ
の
連
体
の
特
徴
を

要
約
す
れ
ぽ
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
・
被
連
体
の
体
言
は
、
人
間
の
五
感
に
直
ち
に
つ
な
が
る
感
覚
的
対
象
で
あ

　
　
る
。

　
・
被
連
体
の
体
言
の
表
す
内
容
は
、
連
体
句
の
表
す
内
容
と
因
果
関
係
を
持

　
　
つ
と
思
わ
れ
る
。

　
・
内
容
的
に
同
格
の
場
合
の
、
連
体
句
と
被
連
体
の
体
言
の
場
合
、

　
　
（
3
5
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
話
］

　
　
（
3
5
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
と
い
う
［
話
］

と
い
う
よ
う
に
は
、
「
連
体
句
ト
イ
ウ
体
言
」
と
し
て
、
「
ト
イ
ウ
」
を
入
れ
引

用
形
式
で
の
黄
体
謁
係
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ

で
の
も
の
は
、

　
　
（
3
0
）
＊
秋
刀
魚
を
焼
く
と
い
う
［
煙
］

　
　
（
3
1
）
＊
秋
刀
魚
を
焼
く
と
い
う
［
匂
い
］

　
　
（
3
2
）
＊
秋
刀
魚
を
焼
く
と
い
う
［
音
］

の
よ
う
に
「
ト
イ
ウ
」
を
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
整
理
を
す
る
こ
と
で
、
奥
津
の
「
部
分
的
同
格
連
体
名
詞
」

と
い
う
分
析
と
命
名
は
、
こ
こ
で
の
被
連
体
の
体
言
の
特
徴
を
よ
く
表
す
も
の



矧
　
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
の
連
体
を
、
「
外
の
関
係
」
の

　
　
も
の
、
即
ち
格
関
係
に
依
存
し
な
い
も
の
と
し
、
被
連
体
の
体
言
の
特
徴
を
五

　
　
感
に
つ
な
が
る
感
覚
的
な
も
の
と
す
る
分
析
は
、
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
よ

　
　
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
連
体
句
と
被
連
体
の
体
言
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
で
こ

　
　
の
連
体
関
係
を
構
成
し
て
い
る
の
か
と
い
う
内
部
構
造
に
関
し
て
は
必
ず
し
も

　
　
明
確
で
は
な
く
、
更
に
検
討
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
さ
て
、
先
に
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
（
3
0
）
（
3
1
）
（
3
2
）
の
場
合
、
こ
の
連

　
　
体
句
「
秋
刀
魚
を
焼
く
」
は
、
自
ら
が
表
す
具
体
的
な
事
態
の
上
位
に

　
　
　
　
〈
イ
ツ
カ
。
ド
コ
カ
デ
・
ダ
レ
カ
ガ
・
ナ
ニ
カ
デ
・
ナ
ニ
カ
ヲ
・
焼
ク
〉

　
　
　
　
コ
ト

　
　
と
い
う
抽
象
的
な
事
態
を
、
論
理
関
係
と
し
て
含
む
。
先
の
直
接
補
充
連
体
の

　
　
場
合
に
は
、
抽
象
的
な
事
態
関
係
と
し
て
被
連
体
の
実
体
は
連
体
句
の
事
態
の

　
　
中
に
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
連
体
句
の
事
態
が
対
象
世
界
の
全
体
像
と
も

　
　
重
な
っ
て
い
た
。
連
体
句
が
当
面
の
事
態
と
し
て
の
全
体
な
の
で
あ
る
。
こ
れ

　
　
に
対
し
て
、
こ
こ
で
の
連
体
句
の
事
態
の
中
に
は
、
具
体
的
な
事
態
関
係
の
上

　
　
位
の
論
理
関
係
と
し
て
も
「
煙
」
「
匂
い
」
「
音
」
と
い
う
実
体
は
入
り
込
ん
で

　
　
い
な
い
。
被
連
体
の
体
言
は
連
体
句
の
枠
の
外
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
体
言

　
　
の
実
体
は
、
連
体
句
の
事
態
と
は
異
な
っ
た
事
態
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
こ
に
述
べ
た
連
体
句
と
被
連
体
の
体
言
が
異
な
る
事
態
と
し
て
あ
る
と
い

　
　
う
こ
と
は
、
（
3
0
）
の
壁
体
関
係
で
は
、
事
態
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
連
な
り

　
　
を
想
定
で
き
る
。

　
　
　
　
　
1
　
〈
秋
刀
魚
ヲ
焼
ク
〉
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑

　
　
　
　
　
1
1
　
〈
煙
が
出
ル
〉
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
静

　
　
　
　
　
m
　
〈
煙
ガ
ア
ル
〉
コ
ト

　
ま
た
、
（
3
1
）
の
連
体
関
係
に
は

　
　
　
一
　
〈
秋
刀
魚
ヲ
焼
ク
〉
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
↑

　
　
　
1
1
　
〈
ジ
ュ
ウ
ジ
ュ
ウ
ト
音
ガ
シ
テ
ヨ
ク
焼
ケ
ル
〉
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
↑

　
　
　
m
　
〈
焦
ゲ
タ
匂
イ
ガ
シ
テ
来
タ
〉
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
↑

　
　
　
W
　
〈
匂
イ
ガ
ア
ル
〉
コ
ト

と
い
う
よ
う
に
想
定
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
で
は
、

一事態a一

連体句a
（［格コ～［格n］）・用言

＜図3＞

対象世界：事態X

展開連体：二つの事態の相関

　
　
　
　
　
　
　
亙
は
当

該
の
事
態
を
分
析
し
た
段

階
で
あ
る
。
そ
し
て
1
1
は

分
析
し
た
事
態
か
ら
更
に

事
態
の
展
開
を
把
握
し
た

段
階
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

1
を
原
因
と
し
1
1
を
結
果

と
す
る
因
果
関
係
と
い
う

把
握
を
可
能
と
す
る
と
同

時
に
、
1
と
1
1
は
同
時
的

事
態
の
共
起
関
係
に
あ
る

と
も
考
え
ら
れ
る
。
m
は

事
態
の
展
開
で
明
ら
か
に

な
っ
た
対
象
の
存
在
を
明

示
す
る
段
階
で
あ
る
。

（
3
1
）
で
は
、
展
開
の
段

階
が
1
1
と
皿
と
い
う
二
段
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階
で
あ
る
。
展
開
の
段
階
は
場
合
に
よ
り
種
々
で
あ
る
が
展
開
に
よ
っ
て
生
じ

た
対
象
が
存
在
を
明
示
す
る
段
階
が
最
終
的
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
展
開
の
関
係

が
因
果
関
係
で
あ
れ
共
起
関
係
で
あ
れ
、
〈
～
ガ
　
ア
ル
〉
コ
ト
と
い
う
段

階
に
、
連
体
句
の
事
態
を
展
開
し
て
到
達
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

（
3
2
）
の
連
体
関
係
で
は
、
（
3
0
）
（
3
1
）
の
段
階
と
は
異
な
っ
た
段
階
を
想
定

す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
先
に
示
し
た
（
3
0
）
（
3
1
）
の
展
開
を
含
ん
だ
形
で

の
展
開
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
種
の
連
体
は
、
当
該

の
事
態
の
分
析
か
ら
主
体
が
独
自
に
可
能
な
事
態
展
開
を
行
い
、
〈
～
ガ

ア
ル
〉
コ
ト
と
い
う
対
象
の
存
在
の
段
階
に
ま
で
至
る
。
そ
し
て
、
こ
の
存
在

事
態
の
中
核
と
し
て
実
体
を
取
り
上
げ
当
該
事
態
と
関
連
づ
け
を
行
う
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
当
該
事
態
の
展
開
を
図
る
こ
と
を
以
て
、
あ
る
実
体
へ
と
焦
点

を
当
て
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
特
徴
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ぽ
、
こ
の
種
の
連

体
を
、
「
展
開
連
体
」
な
い
し
は
「
焦
点
連
体
」
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
こ
で
展
開
連
体
を
表
す
モ
デ
ル
を
示
せ
ば
、
図
3
の
よ
う
に
な
る
。

　
対
象
世
界
の
全
体
で
あ
る
事
態
X
は
、
事
態
a
と
そ
の
展
開
に
よ
り
取
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
事
態
の
各
々
が
組
合
わ
さ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、

　
　
（
3
0
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
煙
］

　
　
　
　
　
　
”
事
態
a
十
事
態
b
（
実
体
B
）
目
事
態
X

　
　
（
3
1
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
匂
い
］

　
　
　
　
　
　
”
事
態
a
＋
事
態
。
（
実
体
C
）
1
1
事
態
X

　
　
（
3
2
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
［
音
］

　
　
　
　
　
　
一
事
態
a
土
畢
態
d
（
実
体
D
）
1
1
事
態
X

で
あ
る
。
な
お
、
〈
図
3
＞
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
事
態
。
に
は
実
体
C

が
、
事
態
d
に
は
実
体
D
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
（
3
0
）

を
例
に
取
れ
ば
、
〈
秋
刀
魚
ヲ
焼
ク
V
コ
ト
と
〈
煙
ガ
ア
ル
〉
コ
ト
と
い
う
二

つ
の
事
態
が
、
こ
の
連
体
関
係
が
表
す
全
体
像
で
あ
る
。
事
態
b
は
「
煙
」
の

存
在
事
態
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
「
煙
」
は
事
態
b
の
中
核
と
し
て
こ
れ
を
代

表
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
実
体
に
対
し
、
連
体

句
の
表
す
事
態
と
部
分
的
な
同
格
と
い
う
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
考
え

は
、
連
体
句
の
事
態
a
が
対
象
世
界
の
全
体
、
即
ち
事
態
X
に
相
当
す
る
と
捉

え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
事
態
の
展
開
を
時
間
軸
上
の
前
後
に
位
置
す
る
も
の

と
し
て
の
因
果
関
係
で
は
な
く
、
同
時
的
な
共
起
関
係
と
み
る
場
合
、

　
　
（
3
0
a
）
　
秋
刀
魚
を
焼
く
と
煙
が
出
る
。

と
い
う
文
が
表
す
事
態
を
、
〈
秋
刀
魚
ヲ
焼
ク
〉
コ
ト
の
下
位
に
位
置
す
る
と

見
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
つ
ま
り
、
〈
煙
が
出
ル
〉
コ
ト
が
〈
秋
刀
魚
ヲ
焼

ク
〉
コ
ト
に
含
ま
れ
る
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
部
分
的
同
格
連
体
と
は
、
こ
の

よ
う
な
事
態
関
係
の
捉
え
方
の
上
に
立
っ
て
全
体
事
態
の
中
に
あ
る
部
分
が
抽

出
さ
れ
実
体
化
さ
れ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
見
方
を
変
え
れ
ば
、
当

該
の
事
態
を
展
開
し
、
あ
る
と
こ
ろ
に
焦
点
を
当
て
て
引
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。

部
分
的
同
格
の
体
言
は
、
当
該
の
事
態
の
中
の
一
部
に
対
し
て
で
は
な
く
、
展

開
し
て
引
き
出
さ
れ
た
対
象
の
存
在
事
態
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
以

て
、
そ
の
展
開
事
態
に
同
格
な
の
で
あ
る
。

　
当
該
の
事
態
か
ら
あ
る
対
象
の
存
在
事
態
ま
で
の
展
開
は
、
本
質
的
に
は
主

体
の
創
意
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
展
開
を
し
、
何

に
焦
点
を
当
て
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
表
現
す
る
主
体
の
自
由
と
言
い
得

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
言
語
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現
と
い
う
前
提
の

基
に
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ぽ
、
こ
の
展
開
に
も
自
ず
と
そ
の
為
の
秩
序
が
要
請

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
表
現
者
の
側
に
は
秩
序
を
超
え
、

己
を
己
と
し
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
独
自
性
が
現
れ
る
。

　
い
ま
、
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（
3
6
）
　
錠
前
を
開
け
る
［
音
］

　
　
（
3
7
）
　
錠
前
を
開
け
る
［
匂
い
］

と
い
う
連
体
を
取
り
上
げ
、
展
開
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
（
3
6
）

こ
の
事
態
に
対
し
、
属
性
の
分
析
を
更
に
細
か
く
行
っ
て

　
　
（
3
6
a
）
　
錠
前
を
ガ
チ
ャ
ン
と
開
け
る
［
音
］

と
い
う
よ
う
に
、
「
音
」
の
具
体
的
状
態
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

は
、
事
態
の
中
の
「
ガ
チ
ャ
ン
」

捉
え
直
し
た
も
の
で
あ
り
、

に
は

こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
具
体
的
属
性
を
実
体
「
音
」
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
意
味
で
事
態
の
中
の
部
分
と
同
格
で
あ
る
。

部
分
的
同
格
連
体
と
い
う
名
称
は
こ
の
場
合
最
も
適
当
で
あ
る
。
連
体
句
の
一

部
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
対
象
が
存
在
し
、
そ
れ
が
実
体
化
さ
れ
被
連
体
の
体

言
と
し
て
引
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
（
3
6
）
の
連
体
は
、
（
3
6
a
）
の
「
ガ
チ

ャ
ン
」
を
展
開
の
結
果
と
し
て
、
例
え
ば
「
ガ
チ
ャ
ン
と
音
が
す
る
。
」
と
い

う
文
が
表
す
事
態
と
し
て
把
握
し
、
こ
の
音
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
（
3
7
）
で
は
、
（
3
6
a
）
に
相
当
す
る
文
を
直
ち
に
提
示
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
無
理
を
承
知
で
、
例
え
ば
、

　
　
（
3
7
a
）
　
錠
前
を
甘
酸
っ
ぽ
く
開
け
る
［
匂
い
］

　
　
（
3
7
b
）
　
錠
前
を
カ
ビ
臭
く
開
け
る
［
匂
い
］

と
し
て
も
、
確
か
に
「
甘
酸
っ
ぽ
く
」
「
カ
ビ
臭
く
」
と
「
匂
い
」
と
は
属
性

と
実
体
と
の
同
格
と
言
え
よ
う
が
、
「
甘
酸
っ
ぽ
く
」
「
カ
ビ
臭
く
」
が
「
錠
前

を
開
け
る
」
と
い
う
事
態
と
は
意
味
を
共
起
し
て
い
な
い
。
「
匂
い
」
に
至
る

展
開
を

　
　
　
一
〈
錠
前
ヲ
開
ケ
ル
〉
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
↑

　
　
　
1
1
　
〈
鍵
穴
二
鍵
ヲ
入
レ
ル
〉
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
↑

　
　
　
m
　
〈
鍵
｛
八
ノ
中
ノ
カ
ビ
ガ
コ
ス
レ
テ
＋
洛
チ
ル
〉
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
酬

　
　
　
W
　
〈
カ
ビ
が
匂
ウ
〉
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
↑

　
　
　
V
　
〈
匂
イ
ガ
ア
ル
〉
コ
ト

と
す
る
こ
と
で
、
表
現
者
は
（
3
7
）
の
連
体
を
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
け

れ
ど
も
、
こ
の
連
体
の
表
現
を
受
け
取
る
者
に
と
っ
て
は
、
（
3
7
）
だ
け
か
ら

こ
の
展
開
を
共
有
す
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
。
こ
の
展
開
を
妥
当
な
も

の
に
す
る
情
報
が
文
脈
よ
り
獲
得
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
（
3
6
）
は
、
い
わ
ぽ
常
識
と
し
て
「
音
」
へ
の
連
体
を
可
能
と

し
て
い
る
。
「
錠
前
を
開
け
る
」
と
い
う
行
為
に
よ
る
事
態
に
、
我
々
は
聴
覚

的
対
象
が
付
随
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

（
3
7
）
で
は
、
「
匂
い
」
へ
の
連
体
は
常
識
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

こ
の
事
態
に
対
し
、
我
々
が
臭
覚
的
対
象
が
付
随
す
る
こ
と
を
前
提
と
は
し
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
以
下
の
例
で
は
、
聴
覚
的
対
象
よ
り
臭
覚
的
対
象
の
方
が
事
態
に
付
随
す
る

度
合
が
高
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
　
（
3
8
）
　
パ
ン
が
焼
け
る
［
音
］

　
　
（
3
9
）
　
パ
ソ
が
焼
け
る
［
匂
い
扁

　
　
（
4
0
）
　
パ
ソ
を
焼
く
［
音
］

　
　
（
4
1
）
　
パ
ソ
を
焼
く
［
匂
い
］

　
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
は
、
先
の
（
3
7
）
に
求
め
ら
れ
た
程
の
文
脈
を
導
入

す
る
必
要
を
感
じ
な
い
。
常
識
と
し
て
日
常
的
な
状
況
を
設
定
し
こ
れ
ら
の
連

体
を
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
事
態
に
よ
っ
て
前
提
と
な
る
も

の
が
違
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
検
討
し
て
き
た
連
体
は
、
主
体
の
創
意
に
よ
る
事
態
の
展
開
を
内
包

す
る
こ
と
で
連
体
関
係
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
展
開
の
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様
相
は
、
一
定
の
枠
付
け
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
芸
園
と
文
法

と
い
う
、
い
わ
ぽ
言
語
に
於
け
る
自
由
と
拘
束
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て

更
に
広
く
は
、
日
本
語
と
い
う
文
化
の
問
題
と
し
て
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
い
つ
た
こ
と
は
、
言
語
の
研
究
の
方
法
を
超
え
る
も
の
と
の
指
摘
も
擁
罷
。

し
か
し
な
が
ら
、
文
法
学
と
は
、
そ
の
言
語
の
使
用
に
於
け
る
使
用
者
の
潜
在

意
識
的
な
も
の
の
追
求
と
考
え
る
と
き
、
こ
れ
は
広
く
展
開
さ
れ
る
べ
き
問
題

で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
は
、
連
体
の
構
造
の
分
析
の
第
二
段
と
し
て
、
展
開
の
連
体
の
原
理
に

つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

〈
注
〉

（
1
）
　
意
味
と
し
て
、
修
飾
語
に
よ
っ
て
体
言
の
内
包
が
拡
大
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が

　
　
外
延
の
制
限
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
。
連
体
の
意
味
と
し
て
は
、
お
お
よ

　
　
そ
常
に
こ
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
連
体
に
対
す
る
意
識
を
構
成
し

　
　
て
い
る
。
山
田
孝
雄
や
橋
本
進
吉
の
説
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
○
　
す
べ
て
連
体
格
の
語
は
そ
の
対
象
た
る
体
言
に
対
し
て
そ
の
観
念
を
限

　
　
　
善
し
て
そ
の
意
義
を
ば
、
明
確
に
せ
む
が
為
に
付
加
せ
し
め
ら
れ
た
る
制

　
　
　
限
的
観
念
を
あ
ら
は
す
語
に
し
て
、
之
が
付
加
せ
ら
れ
た
る
に
よ
り
て
、

　
　
　
そ
の
対
象
た
る
語
と
こ
の
連
体
格
の
語
と
が
一
団
と
な
り
て
更
に
大
な
る

　
　
　
観
念
団
を
な
す
も
の
な
り
（
参
考
文
献
⑳
、
七
五
五
頁
）
。

　
　
　
○
　
修
飾
す
る
と
い
ふ
事
は
、
一
寸
説
明
し
に
く
い
事
で
す
。
も
と
ヨ
。
α
－

　
　
　
一
牙
の
訳
語
で
す
が
、
原
義
は
「
性
質
・
形
・
様
子
な
ど
を
か
え
る
」
事

　
　
　
で
す
。
よ
く
「
限
定
す
る
」
と
い
ふ
語
を
用
ひ
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
適
用

　
　
　
範
囲
が
狭
く
な
る
事
を
意
味
し
ま
す
。
「
花
」
と
い
え
ぽ
、
ど
ん
な
花
に

　
　
　
も
あ
て
は
ま
り
ま
す
が
、
「
白
い
花
砿
と
い
へ
ぼ
、
そ
の
意
が
委
し
く
規

　
　
　
定
せ
ら
れ
て
、
白
以
外
の
赤
や
黄
や
紫
な
ど
の
花
に
は
適
用
せ
ら
れ
な
く

　
　
　
な
り
ま
す
（
参
考
文
献
⑱
、
二
｝
二
～
二
四
頁
）
。

（
2
）
　
学
校
文
法
に
代
表
さ
れ
る
現
状
の
文
法
論
で
は
、
「
副
詞
」
「
連
体
詞
」
と
い

　
　
う
品
詞
は
、
連
用
な
い
し
は
連
体
の
構
文
機
能
を
単
独
で
担
う
存
在
と
し
て
設

　
　
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
副
詞
ら
し
い
副
詞
を
「
関
係
性
を

　
　
表
す
も
の
」
と
い
っ
た
観
点
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
を
考
え
て
き
た
の
で
あ
る
が

　
　
（
参
考
文
献
①
②
）
、
連
体
詞
に
つ
い
て
も
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
捉
え
る
こ

　
　
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
と
す
る
な
ら
ぽ
、
こ
の
中
に
は
門
代
名
詞
」
と
称
さ

　
　
れ
る
「
群
の
語
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
副
詞
」
「
連
体
詞
」
「
代
名
詞
」

　
　
と
い
っ
た
現
状
の
品
詞
区
分
で
は
な
く
、
そ
れ
が
表
す
意
味
の
側
か
ら
、
こ
れ

　
　
ら
の
語
を
統
一
的
に
捉
え
、
構
文
上
で
の
働
き
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
と
考
え
る
。
詳
し
く
は
今
後
の
課
題
と
す
る
。

（
3
）
松
下
大
三
郎
（
参
考
文
献
⑳
、
二
六
二
～
二
六
一
二
頁
）
は
、

　
　
　
　
　
従
来
他
動
性
動
詞
を
解
釈
し
て
他
物
を
処
置
す
る
動
作
を
表
す
と
云
つ

　
　
　
　
た
処
置
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
他
動
に
は
生
産
、
保
育
、
使
用
、
処
置
の

　
　
　
　
四
種
が
あ
る
。

　
　
と
し
て
、
「
飯
を
炊
く
」
「
穴
を
掘
る
」
と
い
っ
た
も
の
は
「
生
産
」
、
「
米
を
炊

　
　
く
」
「
土
を
掘
る
」
と
い
っ
た
も
の
は
門
処
置
」
と
説
く
。

（
4
）
　
こ
の
問
題
に
対
し
、
奥
津
（
参
考
文
献
⑤
、
三
六
五
頁
）
は
、

　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
な
知
識
は
も
は
や
言
語
学
の
領
域
の
も
の
で
は
な
い
か
も
し

　
　
　
　
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
領
域
も
や
が
て
は
言
語
学
的
方
法
に
よ
っ
て
処

　
　
　
理
し
、
言
語
学
の
内
容
を
発
展
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
と
述
べ
て
い
る
。

〈
参
考
文
献
〉

①
石
神
照
雄
「
釣
餌
に
関
す
る
程
度
性
副
詞
「
マ
ダ
」
と
門
モ
ウ
」
一
〈
副
成

　
分
〉
設
定
の
一
試
論
1
」
（
『
国
語
学
研
究
』
1
8
集
、
一
九
七
八
年
）

②
同
「
比
較
表
現
か
ら
程
度
性
副
詞
へ
」
（
『
島
田
勇
雄
先
生
古
稀
記
念
こ
と
ぽ
の

　
論
文
集
』
明
治
書
院
、
一
九
八
一
年
）

③
同
「
連
体
の
構
造
（
一
）
格
の
連
体
と
そ
の
周
辺
」
（
『
名
古
屋
こ
と
ば
の

　
つ
ど
い
十
周
年
記
念
論
文
集
』
和
泉
書
院
、
近
刊
）
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④
井
上
和
子
『
変
形
文
法
と
日
本
語
（
上
）
』
（
大
修
館
書
店
、
一
九
七
六
年
）

⑤
奥
津
敬
一
郎
『
生
成
日
本
文
法
論
』
（
大
修
館
書
店
、
一
九
七
四
年
）

⑥
川
端
善
明
「
連
体
（
｝
）
」
（
『
国
語
国
文
』
二
十
八
巻
十
号
、
【
九
五
九
年
）

⑦
北
原
保
雄
『
日
本
語
の
文
法
』
（
日
本
語
の
世
界
6
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八

　
一
年
）

⑧
高
橋
太
郎
「
動
詞
の
連
体
修
飾
法
」
（
『
こ
と
ば
の
研
究
』
国
立
国
語
研
究
所
論

　
集
1
、
　
九
五
九
年
）

⑨
同
「
動
詞
の
連
体
修
飾
法
（
2
）
」
（
『
こ
と
ば
の
研
究
第
2
集
』
国
立
国
語

　
研
究
所
論
集
2
、
一
九
六
五
年
）

⑩
同
「
連
体
動
詞
句
と
名
詞
の
か
か
わ
り
あ
い
に
つ
い
て
の
序
説
」
（
『
言
語
の
研

　
究
』
言
語
学
研
究
会
編
、
む
ぎ
書
房
、
一
九
七
九
年
）

⑪
寺
村
秀
夫
「
連
体
修
飾
の
シ
ン
タ
ク
ス
と
意
味
」
（
『
日
本
語
・
日
本
文
化
』
4

　
号
、
一
九
七
五
年
）

⑫
同
「
連
体
修
飾
の
シ
ン
タ
ク
ス
と
意
味
1
そ
の
2
1
」
（
『
日
本
語
・
日
本
文

　
化
』
5
号
、
一
九
七
七
年
）

⑬
同
「
連
体
修
飾
の
シ
ン
タ
ク
ス
と
意
味
1
そ
の
3
1
」
（
『
日
本
語
・
日
本
文

　
化
』
6
号
、
一
九
七
七
年
）

⑭
同
「
連
体
修
飾
の
シ
ン
タ
ク
ス
と
意
味
一
そ
の
4
一
」
（
『
日
本
語
・
日
本
文

　
化
』
7
号
、
一
九
七
八
年
）

⑮
同
「
名
詞
修
飾
部
の
比
較
」
（
国
広
哲
弥
編
『
日
英
比
較
講
座
第
2
巻
文
法
』

　
大
修
館
書
店
、
一
九
八
○
年
）

⑯
時
枝
誠
記
『
国
語
学
原
論
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年
）

⑰
同
『
日
本
文
法
口
語
篇
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
〇
年
、
改
版
、
一
九
七
八

　
年
）

⑱
橋
本
進
吉
『
改
制
新
文
典
別
記
口
語
篇
』
（
冨
山
房
、
｝
九
三
八
年
）

⑲
松
下
大
三
郎
『
標
準
日
本
文
法
』
（
紀
元
社
、
一
九
二
四
年
）

⑳
同
『
改
選
標
準
日
本
文
法
』
（
紀
元
社
、
｝
九
二
八
年
、
勉
誠
社
、
訂
正
再
版
、

　
｝
九
七
八
年
）

⑳
山
田
孝
雄
『
日
本
文
法
論
』
（
宝
文
館
、
一
九
〇
八
年
）

⑳
　
同
『
日
本
文
法
学
概
論
』
（
宝
文
七
、
一
九
三
六
年
越

⑳
渡
辺
実
『
国
語
構
文
論
』
（
塙
書
房
、
一
九
七
一
年
）

　
　
〈
付
記
〉

　
本
稿
は
、
「
連
体
の
構
造
（
一
）
1
格
の
連
体
と
そ
の
周
辺
1
」
に
続
く
も
の
で

あ
る
。
前
稿
は
、
一
九
九
一
年
三
月
二
五
日
脱
稿
し
、
　
『
名
古
屋
こ
と
ば
の
つ
ど
い

十
周
年
記
念
論
文
集
』
の
一
冊
に
収
録
さ
れ
、
和
泉
書
院
よ
り
近
刊
の
予
定
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
｝
年
九
月
一
二
日
　
稿


