
モ
の
〈
擬
題
〉

i
現
代
日
本
語
の
場
合
1

三
　
井

正
　
孝

は
じ
め
に

　
助
詞
モ
は
、
ハ
と
共
に
「
係
助
詞
」
「
題
目
の
助
詞
」
等
と
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
モ
と
、
《
主
題
》
の
ハ
と
の
共
通
性
に
つ

い
て
は
い
ま
だ
考
え
る
所
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
現
代
日

本
語
を
対
象
と
し
て
、
《
主
題
》
の
ハ
と
の
平
行
性
か
ら
、
モ
の
く
提
題
V

性
が
、
従
来
「
柔
ら
げ
」
一
沼
田
（
お
O
◎
①
）
一
、
「
不
定
他
者
肯
定
」
一
沼
田
（
お
津
）
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

等
と
よ
ば
れ
て
き
た
も
の
に
み
ら
れ
る
ツ
」
と
を
述
べ
る
。

先
行
研
究
概
観

　
現
代
日
本
語
を
対
象
と
し
た
研
究
に
於
い
て
、
モ
は
ハ
と
共
に
、
「
係

助
詞
」
あ
る
い
は
「
提
題
」
を
担
う
助
詞
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
立
場
を
と
る
代
表
的
な
研
究
に
、
山
田
（
H
8
心
。
）
、
松
下
（
お
墨
）
、

佐
久
間
（
お
黎
）
が
あ
る
。

　
ま
ず
、
山
田
（
お
曽
）
は
モ
を
ハ
と
共
に
「
係
助
詞
」
と
し
、
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

「
は
」
は
そ
の
意
排
他
的
で
あ
つ
て
、
事
物
を
判
然
と
指
定
し
他
と

混
乱
す
る
の
を
防
ぐ
に
用
ゐ
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
一
一
八
九
頁
一

「
も
」
は
そ
の
意
対
比
的
含
蓄
的
で
事
物
を
挙
げ
示
し
て
同
様
の
事
物

が
、
一
」
の
他
に
も
あ
る
と
い
ふ
一
」
と
を
言
外
に
暗
示
す
る
も
の
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
〃
　
一

　
次
に
、
松
下
（
H
竃
O
。
）
は
、
「
題
目
態
」
に
「
分
説
題
目
態
」
で
あ
る
ハ
、

「
合
説
題
目
態
」
で
あ
る
モ
、
「
単
説
題
目
態
」
の
三
種
が
あ
る
と
す
る

一
五
九
九
頁
一
。
こ
の
松
下
（
お
轟
）
の
見
解
を
継
承
す
る
形
で
論
を
展
開

す
る
佐
久
間
（
畠
塞
）
は
、
松
下
（
↑
竃
O
。
）
と
同
様
「
平
説
」
と
「
題
目
」

と
の
対
立
を
認
め
た
う
え
で
、
ハ
を
「
特
説
」
、
モ
を
「
共
説
」
と
す
る
。

近
年
で
は
、
石
神
（
H
轟
o
。
）
、
丹
羽
（
8
8
）
等
が
モ
に
ハ
と
の
共
通
性
を
認

め
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
ハ
と
モ
と
の
対
立
を
認
め
な
い
立
場
が
あ
る
。
そ
の
代

表
的
な
も
の
は
佐
治
（
お
豪
）
、
佐
治
（
紳
窮
㎝
）
で
あ
る
。
佐
治
（
お
事
）
は
、

松
村
（
お
ミ
）
の
議
論
を
ふ
ま
え
、
モ
が
「
〈
主
題
〉
と
し
て
提
示
す
る
機

能
」
を
も
た
な
い
と
す
る
一
五
頁
一
。
ま
た
、
ハ
と
モ
と
の
「
機
能
の
差

一
六
頁
一
」
か
ら
「
「
は
」
の
持
つ
〈
主
題
提
示
〉
の
機
能
」
を
モ
は
も
た
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な
い
と
結
論
づ
け
る
一
二
〇
頁
一
。
こ
の
佐
治
（
お
富
）
の
見
解
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

（
お
お
）
、
野
田
（
お
塞
）
で
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。

二
　
〈
提
題
〉

性
を
も
つ
名
詞
句
の
位
置
付
け

二
一
　
　
本
稿
の
立
場

尾
上

　
前
節
に
み
た
よ
う
に
、
現
在
、
ハ
と
モ
と
に
共
通
し
た
文
法
的
性
質
を

認
め
る
説
と
認
め
な
い
説
と
が
対
時
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
以
下

検
討
し
て
ゆ
く
が
、
そ
の
前
に
、
「
係
助
詞
」
か
「
題
目
」
か
と
い
う
、

も
う
ひ
と
つ
の
対
立
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
。

　
ま
ず
、
「
係
助
詞
」
と
す
る
立
場
で
あ
る
が
、
一
」
れ
に
従
う
こ
と
は
、

所
謂
曲
調
終
止
を
な
す
も
の
ま
で
含
め
、
「
係
助
詞
」
と
さ
れ
る
一
群
が

均
質
的
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
関

し
て
は
、
船
城
（
竈
s
）
の
い
う
よ
う
に
、
「
連
体
形
の
終
止
形
化
に
よ
っ

て
そ
れ
ら
の
〈
か
か
り
む
す
び
〉
が
消
滅
す
る
と
い
う
事
実
こ
そ
、
「
は
」

「
も
」
と
「
ぞ
」
「
な
む
」
「
や
・
か
」
と
の
助
詞
と
し
て
の
性
格
が
こ
と

な
る
こ
と
を
し
め
す
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
一
ニ
ニ
七
頁
）
」
の
で
、
係
助

詞
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
議
論
は
有
効
性
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

従
っ
て
、
論
点
は
モ
が
〈
提
題
〉
性
を
も
つ
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
勿
論
、
ハ
や
モ
が
〈
提
題
〉
性
を
も
つ
か
否
か
と
い
う
ツ
」
と
は
、
〈
提

題
V
の
定
義
如
何
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
「
題
目
（
語
）
」
、
「
主
題
」

と
い
う
用
語
は
、
使
用
者
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
に
か
な
り
の
相
違
が
あ
り
、

日
本
語
に
お
け
る
「
題
目
（
語
）
」
に
限
っ
て
も
、
積
極
的
な
規
定
は
な

さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
一
尾
上
（
お
鵠
）
一
二
二
頁
一
」
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
〈
提
題
〉
の
規
定
に
言
語
事
実
を
照
合
す
る
の

で
は
な
く
、
言
語
事
実
か
ら
〈
提
題
〉
が
如
何
な
る
も
の
か
を
捉
え
る
と

い
う
立
場
を
と
る
。
言
語
の
具
体
的
な
振
る
舞
い
を
離
れ
て
〈
提
題
〉
に

定
義
を
与
え
て
も
、
徒
に
観
念
的
に
な
る
の
み
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で

あ
る
。
〈
提
題
〉
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
ハ
を
そ
の
中
心
に
掘
え
る
こ
と

は
問
題
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
は
即
ち
〈
提
題
〉
性
を
ハ
の
振
る

舞
い
に
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
更
に
も
う
一
点
、
次
の
点
に
も
留
意
す
る
。
そ
れ
は
、
右
の
立
場
で
言

語
の
振
る
舞
い
と
い
う
と
き
、
語
用
論
的
観
点
や
認
知
論
的
観
点
で
は
な

く
、
構
文
論
的
な
振
る
舞
い
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

〈
提
題
〉
が
く
格
V
や
く
と
り
た
て
V
と
対
立
を
も
つ
構
文
論
的
範
蠕
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「
何
か
に
つ
い
て
述
べ
る
そ
の
何
か
」

と
い
っ
た
意
味
論
的
観
点
も
極
力
排
除
す
る
。
日
本
語
を
対
象
と
し
て
こ

の
よ
う
な
立
場
を
と
る
と
き
、
そ
れ
は
殆
ど
ハ
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、

従
っ
て
こ
の
定
義
が
、
文
法
範
嬢
と
し
て
の
「
題
目
」
の
そ
れ
な
の
か
、

ハ
と
い
う
語
の
意
昧
な
の
か
が
不
分
明
に
な
る
た
め
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
結
果
と
し
て
、
ハ
を
〈
主
題
〉
と
《
対
照
》
と
に
分
離
す

る
こ
と
に
な
る
。
先
行
研
究
に
指
摘
が
あ
り
、
ま
た
、
ニ
ニ
爾
で
も
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
）

認
す
る
よ
う
に
、
こ
の
両
者
は
構
文
論
的
振
る
舞
い
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
右
の
点
か
ら
、
モ
が
〈
提
題
〉
性
を
も
つ
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
モ

と
《
主
題
》
の
ハ
と
が
構
文
論
的
に
平
行
性
を
も
つ
か
否
か
と
い
う
こ
と

に
他
な
ら
な
い
。
以
上
の
点
を
ふ
ま
え
、
《
主
題
》
の
ハ
が
用
い
ら
れ
る

条
件
を
以
下
で
確
認
す
る
こ
と
に
す
る
。

二
二
一
　
ハ
の
振
る
舞
い

ハ

に
関
し
て
は
、
周
知
の
と
お
り
移
し
い
数
の
先
行
研
究
が
あ
る
が
、
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従
来
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
、
ハ
が
用
い
ら
れ
る
条
件
を
整
理
・
再

編
し
た
も
の
に
野
田
（
お
8
）
が
あ
る
。
野
田
（
竃
霧
）
は
ハ
と
ガ
の
「
使

い
わ
け
の
原
理
」
と
し
て
次
の
五
っ
を
挙
げ
る
（
第
二
章
）
。

鳶錫㊧⑱馨
「
主
題
を
も
て
る
か
ど
う
か
」
の
「
文
と
節
の
原
理
」

「
主
題
を
も
つ
か
ど
う
か
」
の
「
現
象
文
と
判
断
文
の
原
理
」

「
何
を
主
題
に
す
る
か
」
の
「
新
構
報
と
旧
情
報
の
原
理
」

「
主
題
を
明
示
す
る
か
ど
う
か
」
の
「
措
定
と
指
定
の
原
理
」

「
ど
う
と
り
た
て
る
か
」
の
「
対
比
と
排
他
の
原
理
」

　
こ
の
う
ち
、
《
主
題
》
の
ハ
が
あ
ら
わ
れ
る
構
文
的
条
件
と
は
如
何
な

る
も
の
か
と
い
う
現
在
の
目
的
に
と
っ
て
有
効
で
あ
る
の
は
、
「
主
題
を
も

て
る
」
及
び
「
主
題
を
も
つ
」
「
原
理
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、

こ
の
二
点
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
野
田
（
お
鵠
）
を
出
発
点
と

し
て
検
討
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
、
「
主
題
を
も
て
る
」
条
件
で
あ
る
が
、
野
田
（
お
塞
）
は
「
従
属

句
」
及
び
「
強
い
従
属
節
」
に
は
ハ
が
入
ら
な
い
の
に
対
し
、
「
弱
い
従

属
旬
」
及
び
「
引
用
節
」
に
は
ハ
が
入
る
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
。
こ
れ

は
、
南
（
お
虞
）
の
、
《
主
題
》
の
ハ
は
C
類
で
あ
る
と
い
う
指
摘
を
継
承

発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
弱
い
従
属
節
」
と
は
、
文
相
当
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
指
摘
は
、
山
田
（
お
鵠
）
が
例
文
（
1
a
）
と

↑
b
一
と
の
対
比
で
示
し
た
、
「
陳
述
来
た
ら
ぎ
れ
ば
治
定
せ
ず
一
山
田

（
お
窒
）
一
四
九
二
頁
一
」
と
い
う
指
摘
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
1
）
a
　
鳥
が
飛
ぶ
時
に
は
空
気
が
動
く
。

（
山
田
（
お
窒
）
）

b
　
鳥
は
飛
ぶ
時
に
羽
根
を
こ
ん
な
風
に
す
る
。

〃

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
《
主
題
》
の
ハ
は
文
末
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
要
素
と
同
じ

階
層
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
導
け
る
。
こ
の
時
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
↓

素
と
は
、
野
田
（
お
雷
）
の
指
摘
の
よ
う
に
、
事
態
目
当
て
の
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　
ま
た
、
右
の
指
摘
は
、
《
主
題
》
の
ハ
は
連
体
節
の
中
に
は
入
ら
な
い

が
、
《
対
照
》
の
ハ
は
連
体
節
の
中
に
入
る
と
い
う
制
約
と
し
て
も
知
ら

れ
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
〈
提
題
〉
性
を
も
つ
ハ
の
性
質
と
し
て
、
次
の
こ

と
が
指
摘
で
き
る
。

轡
事
態
目
当
て
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
要
素
と

⑱
連
体
節
の
中
に
は
入
ら
な
い
。

「
呼
応
」
す
る
。

　
右
の
条
件
は
、
ハ
の
う
ち
、
《
主
題
》
を
担
う
も
の
に
み
ら
れ
る
も
の

で
あ
り
、
《
対
照
》
の
ハ
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
ハ
を
《
主
題
》
と
《
対
照
》
と
に
分
け

る
立
場
を
と
る
。

　
次
に
「
主
題
を
も
つ
」
為
の
条
件
で
あ
る
が
、
野
田
（
お
鵠
）
は
こ
の
点

に
関
し
、
「
絶
対
的
な
も
の
は
少
な
い
」
と
述
べ
る
一
二
一
七
頁
一
。
こ
れ

は
、
野
田
（
畠
鵠
）
が
「
述
語
」
「
主
格
名
詞
」
と
い
っ
た
語
レ
ベ
ル
の
観

点
を
入
れ
て
議
論
し
て
い
る
点
に
も
要
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
述
語
と

名
詞
旬
と
の
関
係
か
ら
議
論
す
べ
き
意
味
役
割
の
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば

右
の
観
点
が
有
効
で
あ
ろ
う
が
、
先
に
も
み
た
よ
う
に
《
主
題
》
の
ハ
は
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モ
ダ
リ
テ
ィ
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
文
類
型
レ
ベ
ル
で
の
議

論
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
立
場
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
益
岡
（
お
O
。
べ
）
の
「
事
象
叙
述
」

「
属
性
叙
述
」
が
あ
る
。
こ
の
立
場
に
よ
り
、
同
じ
形
容
詞
「
美
し
い
」

が
（
2
）
の
場
含
に
は
有
題
文
と
な
る
の
は
「
属
性
叙
述
」
だ
か
ら
で
あ
り
、

一
3
一
の
場
合
に
は
無
題
文
と
な
の
は
「
事
象
叙
述
」
だ
か
ら
で
あ
る
と
の

説
明
が
可
能
に
な
る
。

（
2
一

（
3
）

梅
原
氏
の
絵
は
、
文
旬
な
く
ご
く
普
通
な
意
味
で
も
美
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
益
岡
（
H
鵠
べ
）
）

車
窓
に
迫
っ
た
山
の
新
緑
の
色
が
美
し
い
。
　
（
　
　
〃
　
　
）

　
こ
の
、
「
属
牲
叙
述
」
が
有
題
文
に
な
る
と
い
う
指
摘
は
、
上
林
（
｝
鵠
O
。
）

の
、
「
A
は
B
だ
」
と
い
う
「
措
定
」
が
「
A
と
い
う
表
現
で
指
示
さ
れ

る
指
示
対
象
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
〃
B
”
と
い
う
性
質
を
も
つ
」

と
い
う
指
摘
一
七
一
頁
一
、
及
び
、
野
田
（
お
鵠
）
の
、
「
文
の
機
能
と
い
う

点
か
ら
（
中
略
）
な
に
か
に
つ
い
て
説
明
す
る
文
は
、
主
題
を
も
つ
文
に

な
り
、
で
き
ご
と
の
発
生
を
述
べ
る
文
は
、
主
題
を
も
た
な
い
文
に
な
る
」

と
い
う
指
摘
一
二
一
三
頁
一
と
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
ハ
の
文
が
も
つ
右
の
性
格
を
「
性
質
叙
述
」
と
呼
ぶ
こ
と
に

す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
次
の
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

を
確
認
し
た
。

γβ

性
質
叙
述
の
文
に
あ
ら
わ
れ
る
。

事
態
目
当
て
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
要
素
と

連
体
節
の
中
に
は
入
ら
な
い
。

「
呼
応
」
す
る
。

　
右
に
み
た
〈
提
題
〉
が
も
つ
性
質
を
〈
格
〉
及
び
〈
と
り
た
て
〉
ど
比

べ
て
み
る
と
き
わ
か
る
の
は
、
〈
提
題
V
が
、
構
文
論
的
に
〈
格
〉
及
び

〈
と
り
た
て
〉
よ
り
も
相
対
的
に
上
位
の
階
層
に
位
置
す
る
名
詞
旬
で
あ

る
と
い
う
一
」
と
で
あ
る
。
α
に
つ
い
て
は
、
性
質
叙
述
の
文
が
「
外
心
構

造
」
で
あ
る
旨
益
岡
（
H
霧
べ
）
に
指
摘
が
あ
る
（
四
四
頁
一
。
β
に
つ
い
て

は
南
（
岩
鳶
）
の
指
摘
が
あ
り
、
野
田
（
お
塞
）
は
β
と
文
構
造
と
を
結
び

つ
け
て
説
明
し
て
い
る
一
二
八
七
頁
一
。
γ
は
β
か
ら
導
け
る
こ
と
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
〈
提
題
〉
が
あ
ら
わ
れ
る
階
層
が
〈
格
〉
や
〈
と
り
た
て
〉
よ

り
も
上
位
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
本
節
の
帰
結
は
、
結
果
と
し
て
先
行
研
究
の
追
認
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
従
来
ハ
と
モ
と
の
関
わ
り
を
論
ず
る
際
に
、
こ
の
点
が
充
分
に
ふ

ま
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
為
、
本
節
で
は
先
行
研
究
で
の
論
点
を

整
理
し
、
先
の
三
点
を
確
認
し
た
。

三
　
モ
の

〈
提
題
〉
性
に
関
す
る
前
提
に
つ
い
て

一68一

⑧
性
質
叙
述
の
文
は
《
主
題
》
の

以
上
、
本
節
で
は
、

　
　
　
　
　
　
（
5
）

ハ
で
マ
ー
ク
さ
れ
る
。

《
主
題
》
の
ハ
は
次
の
三
つ
の
性
質
を
も
つ
こ
と

　
前
節
で
確
認
し
た
《
主
題
》

う
か
。

　
先
行
研
究
が
言
及
す
る
モ
の

の
ハ
が
も
つ
性
質
を
モ
は
も
つ
の
で
あ
ろ

〈
提
題
〉
性
を
一
々
に
わ
た
り
検
証
す
る



余
裕
は
な
い
が
、
し
か
し
、
ハ
と
モ
と
に
共
通
性
を
認
め
る
に
し
ろ
認
め

な
い
に
し
ろ
、
先
行
研
究
は
共
通
し
て
ひ
と
つ
の
間
題
点
を
抱
え
て
い
る
。

そ
れ
は
、
モ
が
「
同
様
の
事
物
が
、
こ
の
他
に
も
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
言

外
に
暗
示
一
山
田
（
お
曽
）
一
」
す
る
意
味
一
以
下
単
に
「
存
在
暗
示
」
と

す
る
）
を
一
貫
し
て
も
つ
こ
と
を
前
提
に
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
と
い
う

　
　
　
｛
6
一

点
で
あ
る
。
こ
れ
が
間
題
で
あ
る
の
は
、
モ
に
存
在
す
る
バ
リ
エ
i
シ
ョ

ン
を
考
慮
し
た
と
き
、
存
在
暗
示
と
い
う
観
点
か
ら
は
説
明
で
き
な
い
次

の
よ
う
な
モ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
4
一

君
も
し
つ
こ
い
な
。

　
従
来
は
（
4
）
の
よ
う
な
モ
も
存
在
暗
示
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
て

　
｛
？
）

き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
モ
の
中
心
的
な
意
味
が
存
在
暗
示
で
あ
る
と
い

う
前
提
を
、
一
4
）
の
タ
ィ
プ
に
も
直
感
的
に
あ
て
は
め
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、

充
分
な
根
拠
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
右
の
よ
う
な
問
題
を
出
発
点
と
し
て
、
従
来
と
は
異
な
る
観
点
か
ら

（
4
）
の
タ
イ
プ
を
考
察
し
た
も
の
に
三
升
（
お
濃
）
が
あ
る
。
三
升
（
お
篶
）

は
例
文
一
4
一
の
タ
イ
プ
が
一
5
）
の
よ
う
に
性
質
叙
述
の
文
に
あ
ら
わ
れ
、

一
6
一
の
よ
う
な
一
回
的
な
動
き
の
文
に
は
現
れ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
「
性

質
の
程
度
」
「
進
行
の
程
度
」
「
進
行
に
於
け
る
あ
る
段
階
」
「
事
柄
の
価

値
」
そ
れ
ぞ
れ
の
「
最
高
値
を
達
成
す
る
」
場
合
に
あ
ら
わ
れ
、
一
7
一
の

よ
う
に
少
量
の
程
度
を
表
す
副
詞
と
は
共
起
し
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
5
）
　
タ
カ
シ
も
良
く
本
を
読
む
ね
。

　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亙
）

（
6
）
＃
タ
カ
シ
も
本
を
読
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

（
7
）
＃
君
も
や
や
し
つ
こ
い
な
。

　
右
の
こ
と
か
ら
、
（
4
）
の
タ
イ
プ
の
文
が
次
の
特
徴
を
共
通
し
て
も
つ

と
述
べ
る
。

そ
の
命
題
が
あ
ら
わ
す
性
質
の
程
度
が
最
高
値
を
達
成
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇
四
頁
一

　
こ
の
チ
」
と
か
ら
、
（
4
）
に
あ
ら
わ
れ
る
タ
イ
プ
の
モ
を
「
《
達
成
》
の
モ
」

と
よ
び
、
「
性
質
の
程
度
」
等
の
「
最
高
値
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
文
に

あ
ら
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
プ
」
の
モ
に
「
極
限
性
」
と
い
う
素
性
が
あ
る
と

　
＾
1
0
一

す
る
。

　
三
升
（
お
津
）
の
議
論
全
体
は
い
く
つ
か
の
点
で
修
正
す
る
必
要
が
あ

る
が
、
（
4
）
の
タ
イ
プ
に
関
す
る
指
摘
は
、
そ
の
文
の
分
布
の
し
か
た
か

ら
、
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
（
4
）
の
タ
イ
プ
の
振
る
舞
い

を
説
明
す
る
の
に
「
他
者
」
を
想
定
す
る
必
要
は
な
く
、
従
っ
て
「
存
在

暗
示
」
と
い
う
前
提
も
必
要
な
い
の
で
あ
る
。

四
　
モ
の

〈
提
題
〉
性

四
。
　
　
〈
提
題
〉

を
担
う
モ
と
は

　
前
節
で
、
モ
が
も
つ
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
す
べ
て
を
存
在
暗
示
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
1
1
一

点
か
ら
記
述
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
み
た
。
即
ち
、
従
来

の
議
論
の
前
提
は
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
プ
」
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、

モ
の
〈
提
題
〉
性
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

一69一



　
ひ
と
つ
の
可
能
性
は
、
〈
達
成
》
以
外
の
モ
、
即
ち
、
沼
田
（
お
o
。
⑪
）
が

い
う
と
こ
ろ
の
、
《
単
純
他
者
肯
定
》
の
モ
、
及
び
、
《
意
外
〉
の
モ
に

〈
提
題
〉
性
が
み
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
佐
治

（
お
鶉
）
が
、
モ
は
「
言
い
切
り
の
述
語
が
来
な
け
れ
ば
治
ま
ら
な
い
よ
う

な
係
り
方
一
九
頁
一
」
と
す
る
「
係
機
能
（
2
一
」
を
も
た
な
い
こ
と
を
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
薄
）

拠
に
否
定
し
て
お
り
、
小
論
の
筆
者
も
こ
れ
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
例
を
挙
げ
て
お
く
。

98
　
　
　
　
　
　
…

タ
カ
シ
も
見
た
映
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

一
流
の
医
者
も
見
離
し
た
患
者

《
単
純
他
者
肯
定
》

　
　
　
　
《
意
外
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
犯
）

よ
っ
て
こ
の
可
能
性
は
否
定
さ
れ
る
。

　
こ
甲
」
で
注
目
す
べ
き
は
前
節
で
も
問
題
と
し
た
、
従
来
「
柔
ら
げ
の
モ
」

等
と
よ
ば
れ
て
き
た
く
達
成
》
の
モ
で
あ
る
。
ま
ず
、
前
節
で
も
み
た
が
、

《
達
成
》
の
モ
は
次
の
よ
う
に
性
質
叙
述
の
文
で
な
け
れ
ば
あ
ら
わ
れ
な

い
。

（
！
0
）
a
　
ヒ
ロ
シ
も
よ
く
本
を
読
む
ね
。

　
　
b
＃
ヒ
ロ
シ
も
本
を
読
ん
で
い
る
ね
。

　
こ
の
、
性
質
叙
述
の
文
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
点
は
、
二
節
で
み
た

《
主
題
》
の
ハ
の
性
質
と
符
含
す
る
。
そ
し
て
実
は
、
他
の
点
に
於
い
て

も
く
達
成
》
の
モ
と
《
主
題
》
の
ハ
と
の
平
行
性
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
下
に
そ
れ
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

四
。
ニ
　
モ
ダ
リ
テ
ィ
要
素
と
の
「
呼
応
」
1
従
属
節
に
於
け
る
振
る
舞
い
1

　
本
節
で
は
、
《
達
成
》
の
モ
が
モ
ダ
リ
テ
ィ
要
素
と
の
「
呼
応
」
す
る
、

即
ち
、
同
じ
階
層
に
属
す
る
こ
と
を
み
る
。

　
実
は
、
《
達
成
》
の
モ
が
モ
ダ
リ
テ
ィ
要
素
と
「
呼
応
」
す
る
と
い
う

点
に
限
っ
て
い
え
ば
、
沼
田
（
お
o
。
㊤
）
及
び
野
田
（
お
鵠
）
に
も
指
摘
が
あ

る
。
し
か
し
、
沼
田
（
お
o
。
⑩
）
に
於
い
て
は
、
モ
ダ
リ
テ
ィ
要
素
と
の
「
呼

応
」
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
そ
の
点
を
有
効
な
文
法
的
性
質
と
し
て
採
用

　
　
　
　
一
H
一

し
て
い
な
い
。
ま
た
、
野
田
（
お
鵠
）
は
言
語
事
実
の
把
握
の
う
え
で
不
充

分
な
点
を
含
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
右
の
先
行
研
究
に
批
判

を
加
え
つ
つ
、
《
達
成
》
の
モ
の
振
る
舞
い
を
み
て
ゆ
く
。

　
野
田
（
お
覇
）
は
（
1
1
）
か
ら
、
本
稿
で
《
達
成
》
と
呼
ぶ
モ
を
、
「
基

本
的
に
、
聞
き
手
に
対
す
る
ム
i
ド
の
階
層
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
（
二

三
頁
一
」
と
し
、
こ
の
「
聞
き
手
に
対
す
る
ム
ー
ド
」
と
は
具
体
的
に
「
主

張
の
ム
ー
ド
」
で
あ
る
と
す
る
。

一
！
1
一

　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

お
前
も
大
き
く
な
っ
た
な
。

　
こ
れ
は
、
《
達
成
》
の
モ
は
南
（
お
鳶
）
の
枠
組
み
で
い
え
ば
D
段
階
の

要
素
で
あ
る
と
野
田
（
H
竈
㎝
）
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

＾
1
5
一う

。
こ
の
こ
と
が
正
し
い
と
し
た
ら
、
《
達
成
》
の
モ
は
、
《
主
題
〉
の
ハ

と
そ
の
所
属
す
る
階
層
を
違
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
し
、
実
際
、
野
田

（
お
鵠
）
は
そ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
一
三
三
頁
一
。

　
し
か
し
、
こ
れ
に
は
問
題
が
あ
る
。
野
田
（
畠
錦
）
は
右
に
み
た
よ
う
に
、

「
主
張
の
ム
ー
ド
と
呼
応
す
る
一
三
四
頁
一
」
こ
と
か
ら
、
《
達
成
》
の
モ

一70一



を
そ
の
階
層
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
《
達
成
》
の
モ

は
「
主
張
の
ム
ー
ド
」
と
だ
け
「
呼
応
」
す
る
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

14 13 ！2

　
　
　
l
I
I
l
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
、
■
、

タ
カ
シ
も
今
頃
は
立
派
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

あ
の
あ
た
り
も
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
た
ら
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
…

お
前
も
大
き
く
な
っ
た
も
の
だ
。

　
右
の
ダ
ロ
ウ
、
ラ
シ
イ
、
モ
ノ
ダ
は
い
ず
れ
も
事
態
目
当
て
の
ム
ー
ド

に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
、
野
田
（
お
鵠
）

に
言
及
は
な
い
。

　
先
に
、
野
田
（
お
錦
）
は
言
語
事
実
の
把
握
の
う
え
で
不
充
分
な
点
を
含

む
と
し
た
の
は
こ
の
点
な
の
だ
が
、
右
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
《
達
成
》

の
モ
と
モ
ダ
リ
テ
ィ
要
素
と
の
「
呼
応
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
野
田
（
お
鵠
）
は
、
あ
る
要
素
が
ど
の
階
層
に
属
す
る
か
と
い
う
認
定

に
、
ど
の
要
素
と
共
起
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
重
要
視
し
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
で
は
、
例
え
ば
、
〈
主
題
》
の
ハ
は
ヨ
や
ネ

と
共
起
す
る
が
、
こ
の
甲
」
と
か
ら
《
主
題
》
の
ハ
が
聞
き
手
目
当
て
の
モ

ダ
リ
テ
ィ
要
素
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
あ
る
要
素
が
別
の
あ
る
要
素
と
「
呼
応
」
す
る
、
即
ち
同
じ
階

層
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
た
め
に
は
、
南
（
お
薫
）
に
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
内
側
の
階
層
内
の
要
素
に
収
ま
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が

根
拠
と
な
る
。

　
そ
れ
で
は
、
《
達
成
〉
の
モ
は
、
ど
の
要
素
に
収
ま
り
、
ど
の
要
素
に

収
ま
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
、

い
で
み
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

従
属
節
に
お
け
る
振
る
舞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻

（
1
5
）
＃
ヒ
ロ
シ
も
テ
レ
ビ
を
屍
な
が
ら
、
ご
飯
を
食
べ
る
。

莇
）
堆
お
前
も
高
校
生
に
な
っ
た
ら
、
善
悪
の
判
断
く
ら
い
で
き
る

　
　
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

（
1
7
）
　
九
月
も
終
わ
り
だ
と
い
う
の
に
、
気
温
が
一
向
に
下
が
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ξ

偏
一
学
生
気
質
も
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
た
が
、
教
資
の
意
識
は
一
向

　
　
変
わ
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

（
犯
）
　
甲
」
の
辺
り
も
随
分
変
わ
っ
た
が
、
こ
こ
の
空
き
地
だ
け
は
そ

　
　
　
の
ま
ま
だ
。

　
　
　
　
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

一
2
0
一
　
五
月
も
半
ば
を
過
ぎ
て
、
よ
う
や
く
桜
が
咲
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

（
2
！
）
　
お
前
も
無
事
大
き
く
な
っ
て
、
お
父
さ
ん
は
一
安
心
だ
。

一
2
2
一
　
期
末
試
験
も
終
わ
り
、
い
よ
い
よ
夏
休
み
だ
。

　
右
の
文
の
う
ち
、
《
達
成
〉
の
モ
が
あ
ら
わ
れ
な
い
（
∬
）
（
1
6
）
の
従
属

節
は
い
ず
れ
も
野
田
（
畠
鵠
）
に
於
い
て
従
属
度
の
高
い
従
属
節
と
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
従
属
度
が
低
い
従
属
節
（
1
7
）
－
（
2
2
一
の

場
合
は
《
達
成
》
の
モ
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
は
野
田
（
竈
鵠
）
の
次
の
指

摘
と
平
行
的
で
あ
る
。

弱
い
従
属
節
は
、
強
い
従
属
節
と
は
違
っ
て
、

自
の
主
題
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
《
達
成
》

の
モ
は
、
《
主
題
〉

一
中
略
）
内
部
に
独

　
　
一
一
七
六
頁
一

の
ハ
と
同
じ
階
層
に

一71一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冗
一

属
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

四
ニ
ニ
　
連
体
節
に
於
け
る
振
る
舞
い

　
前
節
で
は
、
《
達
成
〉
の
モ
の
、
従
属
節
に
於
け
る
振
る
舞
い
が
《
主

題
〉
の
ハ
と
平
行
的
で
あ
る
こ
と
を
み
た
。
本
節
で
は
こ
の
こ
と
を
連
体

節
の
中
に
入
る
か
否
か
と
い
う
点
か
ら
も
確
認
し
て
み
よ
う
。
先
に
も
み

た
よ
う
に
、
《
主
題
》
の
ハ
は
連
体
節
に
入
ら
な
い
。
《
達
成
》
の
モ
が

《
主
題
〉
の
ハ
と
平
行
的
だ
と
し
た
ら
、
《
達
成
〉
の
モ
も
連
体
節
の
中

に
は
入
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
、
次
の
よ
う
に
《
達
成
》
の

モ
は
連
体
節
の
中
に
あ
ら
わ
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

（
2
3
）
＃
お
前
も
高
校
生
に
な
っ
た
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

（
2
4
）
＃
あ
い
つ
も
罪
な
女
で
あ
る
証
拠

一
2
5
一
＃
あ
の
あ
た
り
も
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
た
噂

　
右
の
こ
と
か
ら
、

か
め
ら
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、

題
が
あ
る
。

《
達
成
》
の
モ
と
《
主
題
》

の
ハ
と
の
平
行
性
が
確

先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
次
の
例
に
は
些
か
問

沼
田
（
お
o
。
①
）
は
、
こ
の
類
の
存
在
を
も
っ
て
、
「
基
本
的
に
は
B
段
階
と

考
え
た
い
一
一
七
八
頁
一
」
と
し
て
い
る
。
以
下
で
こ
の
例
に
つ
い
て
み

て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
そ
の
前
に
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
あ
る
条
件
の
下
で
は
《
主

題
》
の
ハ
も
連
体
節
中
に
入
る
こ
と
が
先
行
研
究
に
於
い
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
尾
上
（
お
o
。
ト
）
、
青
木
（
お
竃
）
、
犬
島
（
畠
鵠
）
、

升
口
（
お
錦
）
に
そ
の
点
に
つ
い
て
の
言
及
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
先
行

研
究
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例
文
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
2
7
一

一
2
8
一

見
知
ら
ぬ
人
を
昆
た
場
含
、
犬
は
ほ
え
る
チ
」
と
を
お
ぼ
え
て

い
ろ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
尾
上
（
お
o
．
H
）
一

早
苗
は
怪
我
を
し
て
い
る
こ
と
を
孝
は
知
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
島
（
お
観
）
）

　
各
先
行
研
究
に
於
け
る
制
約
に
は
若
干
の
違
い
が
あ
る
が
、

と
次
の
点
に
集
約
さ
れ
よ
う
。

整
理
す
る

⑱
修
飾
節
と
被
修
飾
語
と
の
性
質
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
。

㊧
修
飾
節
は
恒
常
的
性
質
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
で
あ

　
る
7
」
と
。

一72一

一
2
6
一

そ
の
年
も
お
し
つ
ま
っ
た
二
一
月
二
四
日
の
夕
方
、
彼
は
突
然

や
っ
て
き
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
沼
田
（
お
o
。
①
）
一

こ
の
文
に
於
い
て
は
、
《
達
成
〉

の
モ
が
連
体
節
中
に
入
っ
て
い
る
。

　
こ
ヲ
」
で
考
え
た
い
の
は
、
「
恒
常
的
性
質
」
と
は
如
何
な
る
も
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
そ
の
状
態
が
続
く
時
間
の
長
短
か
ら
み
る

こ
と
は
、
主
観
に
左
右
さ
れ
や
す
く
、
有
効
な
議
論
と
は
な
る
ま
い
。
間

題
が
《
主
題
》
の
ハ
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
先
に
み
た
よ
う
に
こ
の



《
主
題
》
の
ハ
と
は
事
態
目
当
て
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
「
呼
応
」
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、
必
要
な
の
は
、
モ
ダ
リ
テ
ィ
的
な
観
点
か
ら
の
考
察
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ま
ず
、
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
と
連
体
節
に
関
す
る
議
論
を
確
か
め

て
お
く
。
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
は
一
般
に
連
体
節
申
に
入
ら
な
い
が
、
特
定

の
条
件
の
下
で
は
生
起
し
得
る
一
」
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
条
件
と

し
て
、
寺
村
（
お
ミ
）
は
「
ム
ー
ド
性
」
が
低
い
こ
と
を
、
三
原
（
お
鵠
）

は
「
判
断
確
定
性
」
が
高
い
こ
と
を
、
山
岡
（
お
竃
）
は
「
内
容
指
向
的
モ

ダ
リ
テ
ィ
」
で
あ
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
よ
り

主
観
的
・
主
体
的
な
成
分
で
あ
る
ほ
ど
連
体
節
中
に
入
れ
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
点
を
ふ
ま
え
、
「
恒
常
的
性
質
」
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
と
き
、

有
効
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
所
謂
平
叙
文
に
関
す
る
田
野
村
（
お
8
）
、
仁

田
（
お
彗
）
の
論
考
で
あ
る
。
田
野
村
（
畠
8
）
は
平
叙
文
に
「
精
神
の
営

み
に
即
応
す
る
」
「
推
量
判
断
実
践
文
」
と
「
話
者
が
知
識
と
し
て
も
っ

て
い
る
情
報
が
表
明
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」
「
知
識
表
明
文
」
と
が

あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
仁
田
（
畠
署
）
は
、
「
判
断
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
」
の
ひ

と
つ
で
あ
る
「
断
定
」
を
、
「
推
論
や
思
考
・
想
像
の
作
用
を
経
る
こ
と

な
く
、
直
接
的
に
、
事
態
の
成
立
・
存
在
を
疑
い
の
な
い
確
か
な
も
の
と

し
て
捉
え
る
一
一
〇
〇
頁
一
」
「
確
認
」
と
、
「
推
論
や
思
考
・
想
像
の
作

用
を
通
し
て
、
事
態
の
成
立
・
存
在
を
疑
い
の
な
い
確
か
な
も
の
と
し
て

捉
え
る
一
一
〇
〇
頁
一
」
「
確
信
」
と
に
分
類
す
る
。

　
両
者
の
指
摘
が
完
全
に
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
更
に
詳
細

な
分
析
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
注
目
す
べ
き
は
、
モ
ダ

リ
テ
ィ
形
式
に
関
し
て
無
標
の
文
に
、
い
わ
ば
主
観
的
・
主
体
的
な
判
断

を
示
す
も
の
一
田
野
村
（
お
8
）
の
「
推
量
判
断
実
践
文
」
及
び
仁
田
（
お
彗
）

の
「
確
信
」
）
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
（
田
野
村
（
お
8
）
の
「
知
識
表
明

文
」
及
び
仁
田
（
お
零
）
の
「
確
認
」
一
と
が
あ
る
こ
と
を
共
通
し
て
指
摘

し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
い
う
な
ら
、
前

者
は
モ
ダ
リ
テ
ィ
性
が
高
く
、
後
者
は
低
い
と
い
う
ナ
」
と
に
な
ろ
う
。
「
恒

常
的
性
質
」
の
文
と
は
、
こ
の
、
相
対
的
に
モ
ダ
リ
テ
ィ
性
が
低
い
断
定

の
モ
ダ
リ
テ
ィ
を
も
っ
た
文
の
ひ
と
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
恒
常
的
で
あ
る
普
遍
的
な
事
柄
や
よ
り
一
般
的
な
事
柄
は
既
定
の

も
の
で
あ
り
、
主
体
的
・
主
観
的
な
判
断
を
許
し
難
い
為
、
モ
ダ
リ
テ
ィ

性
が
低
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
為
、
《
主
題
》
の
ハ
の
出
現
を
許
す

と
思
わ
れ
る
。
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
が
連
体
節
に
あ
ら
わ
れ
る
場
含
と
、
《
主

題
》
の
ハ
が
連
体
節
に
あ
ら
わ
れ
る
場
合
と
は
現
象
こ
そ
違
え
、
そ
の
現

象
を
支
え
る
原
理
は
共
通
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
右
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
モ
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
《
達
成
》

の
モ
が
連
体
節
に
入
る
の
は
次
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

一
2
9
一

3！ 30

そ
の
年
も
お
し
つ
ま
っ
た
二
一
月
二
四
日
の
夕
方
、
彼
は
突

然
や
っ
て
き
た
。
（
1
1
（
2
6
）
）
　
　
　
　
　
　
　
（
沼
田
（
お
o
。
①
）
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

夏
休
み
も
後
一
日
を
残
す
だ
け
と
な
っ
た
今
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

あ
た
り
も
す
っ
か
り
暗
く
な
っ
た
頃

　
ま
ず
、
修
飾
節
で
あ
る
が
、
右
の
例
文
に
挙
げ
ら
れ
た
も
の
は
、
い
ず

れ
も
時
間
的
な
事
柄
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
で
な
け

れ
ば
、
先
に
挙
げ
た
（
2
3
）
；
（
2
5
）
の
よ
う
に
、
連
体
節
に
は
入
ら
な
い
。

（
2
3
）
－
（
2
5
一
を
再
掲
す
る
。

一73一



（
3
2
）
律
お
前
も
高
校
生
に
な
っ
た
と
き
（
H
（
2
3
）
）

（
3
3
）
堆
あ
い
つ
も
罪
な
女
で
あ
る
証
拠
一
1
1
（
2
4
）
）

一
3
4
一
＃
あ
の
あ
た
り
も
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
た
噂
一
1
1
一
2
5
一
一

　
こ
の
、
（
2
9
）
－
（
3
1
）
と
（
2
3
）
－
（
2
5
）
と
の
差
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
や
は
り
モ
ダ
リ
テ
ィ
性
の
高
低
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
一
2
9
）

－
訂
一
の
連
体
節
「
年
も
押
し
詰
ま
っ
た
」
「
夏
休
み
も
後
一
日
を
残
す

だ
け
と
な
っ
た
」
「
あ
た
り
も
す
っ
か
り
暗
く
な
っ
た
」
が
事
実
に
対
す

る
単
な
る
判
断
、
即
ち
、
主
観
性
の
低
い
判
断
で
あ
る
の
に
対
し
、
例
文

（
2
3
）
－
（
2
5
）
の
連
体
節
「
お
前
も
高
校
生
に
な
っ
た
」
「
あ
い
つ
も
罪
な

女
だ
」
「
あ
の
あ
た
り
も
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
た
」
は
事
実
に
対
し
て
、
い

わ
ば
感
想
・
感
慨
の
加
わ
っ
た
判
断
、
即
ち
主
観
性
の
高
い
判
断
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
2
9
一
－
（
3
1
一
が
時
間
的
な
事
柄
に
関
わ
る
も
の
ば

か
り
だ
と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
よ
う
。
（
2
9
）
－
（
3
！
）

は
一
2
3
）
－
（
2
5
）
に
比
し
て
相
対
的
に
モ
ダ
リ
テ
ィ
性
が
低
い
為
、
連
体
節

中
に
《
達
成
》
の
モ
の
出
現
を
許
す
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
連
体
節
と
底
名
詞
と
の
関
係
を
み
て
み
よ
う
。
先
の
（
2
9
）
－
一
3
1
）

に
於
け
る
連
体
節
と
底
名
詞
と
は
い
ず
れ
も
「
時
」
に
関
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
ら
が
同
格
と
擬
せ
ら
れ
る
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
連
体
節
と
底
名
詞
と
の
性
質
は
同
じ
も
の
と
い
え
る
。
底
名

詞
が
「
時
」
以
外
の
も
の
と
な
り
、
連
体
節
と
の
共
通
性
を
失
っ
た
場
合

に
は
、
連
体
節
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
性
が
低
く
て
も
次
の
よ
う
に
非
文
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

一
3
5
）
＊
そ
の
年
も
お
し
つ
ま
っ
た
様
子
を
取
材
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

（
3
6
）
＊
夏
休
み
も
後
一
日
を
残
す
だ
け
と
な
っ
た
小
学
生
が
宿
題
の

　
　
相
談
に
来
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

（
3
7
）
＊
あ
た
り
も
す
っ
か
り
暗
く
な
っ
た
理
由
を
知
り
た
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
連
体
修
飾
の
面
か
ら
も
《
達
成
》
の
モ
は
く
主
題
》

の
ハ
と
平
行
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
以
上
、
本
節
で
の
論
点
を
纏
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

具
達
成
》

⑱
《
達
成
》

⑱
《
達
成
》

の
モ
は
性
質
叙
述
の
文
に
あ
ら
わ
れ
る
。

の
モ
は
事
態
目
当
て
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
要
素
と
「
呼
応
」
す
る
。

の
モ
は
基
本
的
に
連
体
節
内
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。

　
右
の
こ
と
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
一
〃
）

こ
と
が
示
さ
れ
る
。

《
達
成
》
の
モ
が

ハ
と
モ
と
の
位
置
付
け

《
主
題
》
の
ハ

と
並
行
的
で
あ
る

　
以
上
、
《
達
成
》
の
モ
が
〈
捉
題
〉
性
を
も
つ
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。

ま
た
、
四
・
一
節
に
於
い
て
、
《
達
成
》
以
外
の
モ
は
く
提
題
V
性
を
も

た
な
い
こ
と
を
み
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ハ
と
モ
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
纏
め
ら
れ
る
。

提
題
性
有

主
題

達
成

対
照

単
純
他
者
肯
定
・
意
外

右
の
表
か
ら
、
《
達
成
》

の
モ
は
沼
田
（
お
o
。
①
）
が
「
白
者
と
他
者
と
の
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論
理
的
関
係
」
と
定
義
す
る
と
り
た
て
詞
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
が
み
て
と

れ
る
。
三
節
で
、
《
達
成
》
の
モ
が
他
者
を
も
た
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た

が
、
《
達
成
》
の
モ
が
と
り
た
て
詞
で
な
い
以
上
、
他
者
を
も
た
な
い
こ

と
は
当
然
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
ハ
と
モ
と
の
対
立
点
は
ど
こ
に
昆
出
せ
る
で
あ
ろ
う
か
。

ハ
は
山
田
（
お
曽
）
、
尾
上
（
｝
鵠
牌
）
の
い
う
よ
う
に
排
他
性
を
基
本
と
し
、
一

方
、
〈
提
題
〉
性
を
も
つ
モ
は
「
極
限
性
」
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

甲
」
の
点
で
ハ
と
モ
は
対
立
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
は
野
田
（
お
覇
）
が
と
り
た
て
助
詞
に
「
限
定
系
」
と
「
極
限
系
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎎
）

と
が
あ
る
と
す
る
こ
と
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
〈
提
題
〉

と
〈
と
り
た
て
〉
と
は
次
の
よ
う
に
体
系
化
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
為
に
は
と
り
た
て
助
詞
の
意
味
分
析
を
更
に
精
綴
に
す

る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
ツ
テ
、
ナ
ラ
、
コ
ソ
等
、
他
の
〈
捉
題
〉
を
担

う
と
さ
れ
る
語
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し

た
い
。
更
に
、
本
稿
で
は
く
達
成
》
の
モ
と
《
主
題
》
の
ハ
と
の
共
通
点

を
指
摘
し
、
相
違
点
、
例
え
ば
く
達
成
》
の
モ
が
「
呼
応
」
す
る
モ
ダ
リ

テ
ィ
要
素
と
《
主
題
》
の
ハ
が
「
呼
応
」
す
る
モ
ダ
リ
テ
ィ
要
素
の
違
い

と
い
っ
た
こ
と
に
は
言
及
し
な
か
っ
た
。
甲
」
れ
に
つ
い
て
も
後
考
を
侯
つ

こ
と
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
が
本
稿
の
論
を
妨
げ
る
も
の

で
は
な
い
。
〈
格
〉
や
く
と
り
た
て
V
と
対
立
す
る
く
提
題
V
の
特
徴
が

「
〈
格
V
あ
る
い
は
く
と
り
た
て
V
よ
り
も
相
対
的
に
上
位
の
階
層
に
位

置
す
る
名
詞
旬
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、

《
達
成
》
の
モ
が
こ
の
条
件
を
満
た
す
以
上
、
こ
の
《
達
成
》
の
モ
が

《
主
題
》
の
ハ
と
共
通
の
構
文
論
的
性
質
、
即
ち
く
提
題
V
牲
を
も
つ
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
他
の
違
い
は
、
ハ
と
モ
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的

性
質
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ハ
と
モ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
性
質

を
持
つ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
ふ
た
つ
に
共
通
の
文
法
的
性
質
が
な
い
と
い

う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
一
」
れ
は
、
例
え
ば
《
対
象
》
の
ヲ
と
く
着
点
》

の
二
と
が
同
じ
く
〈
格
〉
を
担
う
こ
と
を
示
す
場
合
、
《
対
象
》
の
ヲ
と

《
着
点
》
の
二
と
の
対
立
点
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
〈
格
〉
が
も
ち
、
か

つ
他
の
文
法
論
的
範
蠕
が
も
た
な
い
性
質
を
こ
の
ふ
た
つ
が
持
つ
か
否
か

に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
《
達
成
》

の
モ
が
〈
捉
題
〉
性
を
も
つ
甲
」
と
は
本
稿
の
議
論
に
於
い
て
示
し
得
た
と

考
え
る
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
述
べ
た
7
」
と
は
次
の
諸
点
で
あ
る
。

⑧
《
主
題
》
の
ハ
と
《
達
成
〉
の
モ
は
、
〈
提
題
〉
性
の
あ
ら
わ
れ

と
み
な
し
う
る
次
の
諸
点
を
共
通
し
て
も
つ
。

　
○
性
質
叙
述
の
文
に
あ
ら
わ
れ
る
。

　
○
事
態
目
当
て
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
要
素
と
「
呼
応
」
す
る
。
即
ち
、

　
　
同
じ
階
層
に
属
す
る
。

　
○
基
本
的
に
連
体
節
内
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。

⑧
ハ
と
モ
と
は
「
限
定
」
1
「
極
限
」
と
い
う
点
で
対
立
す
る
。
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鱈
こ
の
対
立
は
〈
提
題
〉
と
く
と
り
た
て
V

も
の
か
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

と
の
体
系
が
如
何
な
る

門
注
幽

一
－
一
先
行
研
究
に
於
い
て
「
主
題
」
「
題
目
」
等
の
術
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
本

　
　
稿
に
於
い
て
は
、
《
主
題
》
と
い
う
術
語
は
所
謂
《
対
照
》
と
対
に
な
る
ハ
の
意

　
　
昧
の
場
含
に
用
い
る
。
《
主
題
》
の
ハ
が
承
接
す
る
名
詞
を
「
魑
團
し
と
呼
び
、

　
　
　
《
主
題
》
の
ハ
が
担
う
、
〈
格
〉
や
〈
と
り
た
て
〉
と
対
立
を
も
つ
構
文
的
範
蠕

　
　
を
〈
提
魑
〉
と
呼
ぶ
。
但
し
、
先
行
研
究
を
引
用
す
る
場
合
に
は
一
」
の
限
り
で
は

　
　
な
い
。

（
2
）
サ
」
の
他
に
も
、
三
宅
（
お
湯
）
は
尾
L
⊥
（
お
お
）
を
支
持
す
る
と
い
う
形
で
閲
鞍
的
に

　
　
佐
治
一
お
δ
一
を
支
持
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
尚
、
尾
上
（
お
お
一
は
「
提
題
性
は

　
　
あ
く
ま
で
係
鋤
詞
の
一
つ
「
は
」
の
働
き
に
つ
い
て
の
、
し
か
も
一
面
の
描
写
に

　
　
過
ぎ
な
い
一
三
八
五
頁
）
」
と
い
う
点
に
於
い
て
ハ
と
モ
と
は
異
質
で
あ
る
と
い

　
　
う
立
場
で
あ
る
。
尾
上
一
お
爵
一
に
は
、
〕
一
項
の
結
合
を
あ
る
色
合
い
を
も
っ
て

　
　
承
認
す
る
」
点
に
於
い
て
ハ
と
モ
は
同
質
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
一
二
九

　
　
頁
）
。

（
3
一
ハ
に
《
主
題
》
と
《
対
照
》
と
が
あ
る
プ
」
と
を
認
め
る
一
」
と
は
、
例
え
ば
尾
上

　
　
一
お
雷
一
、
青
木
（
H
⑩
竃
一
等
の
「
二
分
結
含
」
、
有
田
・
田
窪
一
H
8
㎝
一
の
「
述
語
づ

　
　
け
」
と
い
っ
た
、
ハ
に
統
一
的
な
性
質
を
求
め
る
立
場
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な

　
　
い
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
格
助
詞
二
が
、
抽
象
的
に
は
「
着
点
」
と
纏
め
ら
れ
る
に

　
　
し
て
も
、
《
相
手
》
や
《
変
化
の
結
果
》
に
分
け
る
こ
と
に
尚
意
味
が
あ
る
こ
と

　
　
と
属
様
で
あ
る
。
ハ
を
《
主
魑
》
《
対
照
》
と
分
け
る
か
、
統
一
し
て
考
え
る
か

　
　
と
い
う
こ
と
は
、
ハ
を
ど
の
程
度
紬
象
化
し
た
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
か
の
違
い
で
あ

　
　
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
4
）
野
田
（
お
湯
）
は
「
事
態
へ
の
ム
ー
ド
」
と
す
る
。

（
5
一
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
一
」
れ
は
《
主
題
》
の
ハ
が
あ
ら
わ
れ
る
文
が
す
べ
て
性
質

　
　
叙
述
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ま
で
含
意
す
る
も
の
で
は
な
い
。

一
6
一
松
下
一
H
竃
o
。
一
は
、
「
合
説
趨
目
態
「
：
－
：
も
」
は
事
情
の
類
す
る
他
物
と
相
合
せ

　
　
て
之
を
提
示
す
る
」
と
す
る
一
六
〇
〇
頁
一
。
佐
久
間
一
H
8
9
は
、
「
共
説
の
助
詞

　
　
　
「
も
」
の
場
含
に
は
、
一
中
絡
）
そ
れ
が
他
に
同
様
の
も
の
の
現
に
存
在
す
る
こ
と

　
　
を
予
想
し
て
、
そ
れ
と
共
存
し
て
い
る
し
、
そ
れ
の
同
類
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る

　
　
一
」
と
を
暗
示
し
て
い
ま
す
」
と
述
べ
る
一
二
二
二
員
）
。
佐
治
一
お
O
。
㎝
一
は
、
「
「
も
」

　
　
に
は
、
そ
れ
が
述
語
と
共
に
描
く
の
と
同
様
の
泰
態
が
、
（
申
略
一
存
在
し
て
い
な

　
　
け
れ
ば
使
え
な
い
」
と
述
べ
る
一
八
頁
一
。
ま
た
、
沼
田
一
お
虐
）
の
整
理
一
ニ
ニ

　
　
五
頁
一
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
7
一
こ
の
例
外
と
し
て
田
野
村
（
お
胃
一
が
あ
る
。
し
か
し
、
田
野
村
（
お
胃
一
の
結
論
に

　
　
は
、
（
6
）
が
く
4
）
の
タ
イ
プ
と
な
ら
な
い
理
由
を
説
明
で
き
な
い
と
い
っ
た
間
題

　
　
点
が
あ
る
。

（
8
）
「
＃
」
は
、
そ
の
文
が
、
非
文
で
は
な
い
が
当
該
の
意
昧
を
も
た
な
い
こ
と
を
示
す
。

一
9
）
例
え
ぱ
、
「
君
も
少
し
し
つ
こ
い
な
」
と
い
う
文
で
あ
れ
ば
例
文
（
4
一
の
意
昧
で

　
　
解
釈
可
能
で
あ
る
と
い
う
話
者
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合

　
　
　
「
少
し
」
は
少
量
の
程
度
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

〈
1
0
一
小
論
の
筆
者
が
み
る
と
こ
ろ
、
モ
の
中
心
的
意
昧
は
存
在
暗
示
で
は
な
く
こ
の

　
　
　
「
極
限
性
し
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
所
謂
《
単
純
他
者
肯
定
》
の
モ
は
、
単
に

　
　
他
に
同
様
の
事
物
が
あ
る
と
い
う
よ
り
、
他
者
に
自
者
が
加
わ
る
と
い
う
意
昧
で

　
　
の
「
累
加
」
と
い
う
点
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
は
む
し
ろ
「
極
限
性
し

　
　
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ

　
　
り
、
マ
デ
や
サ
エ
等
と
の
関
連
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
別
稿
で
論
じ
た
い
。

一
u
）
上
代
語
に
於
い
て
は
、
モ
の
中
心
的
な
意
味
が
同
様
の
事
物
を
暗
示
す
る
こ
と
で

　
　
は
な
い
と
す
る
研
究
が
あ
る
（
工
藤
（
お
認
一
、
井
上
（
お
賞
一
、
吉
田
（
お
8
一
、
千

　
　
葉
一
お
署
）
等
）
。
こ
の
サ
」
と
も
傍
証
の
ひ
と
つ
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

一
！
2
一
但
し
、
小
論
の
筆
者
は
、
佐
治
一
竃
寓
一
の
議
論
す
べ
て
を
支
持
す
る
も
の
で
は
な

　
　
い
。
佐
治
（
お
ぎ
一
は
、
ま
ず
、
ハ
が
「
既
定
」
の
語
旬
に
接
続
す
る
ザ
」
と
及
び
不

　
　
定
詞
に
後
接
し
な
い
こ
と
を
も
っ
て
〈
提
題
〉
性
を
も
つ
と
す
る
。
し
か
し
、
所

　
　
謂
「
既
知
．
未
知
」
の
観
点
に
よ
る
前
者
は
、
先
行
研
究
に
於
い
て
「
既
知
・
未

　
　
知
」
の
有
効
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
一
例
え
ば
上
林
（
H
鵠
O
。
）
一
一
」
と
か
ら
、
そ
し

　
　
て
後
者
は
次
の
よ
う
に
く
提
魑
V
な
ら
ざ
る
語
に
も
観
察
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
い

　
　
ず
れ
も
有
効
な
議
論
で
は
な
い
。

　
　
　
（
3
8
）
＊
誰
劃
来
な
か
っ
た
の
？

次
に
佐
治
（
畠
δ
）
は
「
係
機
能
」

を
「
係
機
能
一
2
）
」

以
外
に
三
つ
設
定
す
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（
犯
）

（
M
）

16 豆5

る
。
こ
の
う
ち
「
係
機
能
一
1
）
」
は
所
謂
曲
調
終
止
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
係
機
能
一
3
一
」
は
佐
治
（
H
轟
㎝
）
に
於
い
て
撤
回
さ
れ
て
い
る
為
、
議
論
の
対
象

外
と
す
る
。
残
さ
れ
た
の
は
「
強
調
的
指
示
」
と
さ
れ
る
「
係
機
能
一
4
一
」
だ

が
、
こ
の
「
強
調
」
と
い
う
こ
と
が
文
法
論
上
有
効
と
は
認
め
難
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
「
係
機
能
一
2
）
」
以
外
の
佐
治
一
お
ぎ
）
の
議
論
は
有
効
性
を

も
た
な
い
と
考
え
る
。

丹
羽
一
曽
8
一
は
、
次
の
文
に
於
け
る
モ
が
、
「
「
田
中
」
が
捉
示
さ
れ
、
そ
れ
に

「
学
生
だ
」
「
学
生
で
な
い
」
の
ど
ち
ら
が
結
び
つ
く
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、

「
山
田
」
の
場
合
と
同
じ
く
「
学
生
だ
」
が
結
び
つ
く
」
と
い
う
「
主
題
解
説
関

係
を
表
し
得
る
」
と
す
る
一
一
〇
七
頁
一
。

（
3
9
）
　
山
田
は
学
生
だ
。

田
中
も
学
生
だ
。

　
し
か
し
、
右
の
説
明
で
は
一
3
9
一
の
「
主
魑
解
説
関
係
」
が
固
有
の
も
の
な
の

か
、
文
脈
上
の
解
釈
に
よ
る
臨
時
的
な
も
の
な
の
か
、
充
分
に
示
さ
れ
て
い
る
と

は
い
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
多
分
に
C
段
階
や
D
段
階
的
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
」
と
し
な
が
ら
、
結
局
は
「
あ

え
て
B
段
階
に
位
置
づ
け
」
て
い
る
一
一
八
O
頁
）
。

沼
田
一
亀
o
。
⑩
）
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

野
田
一
お
鵠
一
は
次
の
例
か
ら
、
本
稿
で
い
う
《
達
成
》
の
モ
が
事
態
に
対
す
る
ム
ー

ド
よ
り
外
側
で
あ
る
と
す
る
一
二
四
頁
・
例
文
判
定
は
野
田
一
お
⑩
㎝
）
）
。

面
一
＊
お
前
も
犬
き
く
な
っ
た
が
、

ご
両
親
は
ぜ
ん
ぜ
ん
か
わ
ら
な
い
ね
。

　
し
か
し
（
1
8
一
一
！
9
一
に
み
る
よ
う
に
、
ガ
節
に
《
達
成
》
の
モ
が
入
れ
な
い
わ
け

で
は
な
い
。

　
（
4
0
）
と
（
1
8
）
〈
1
9
）
の
差
を
生
む
理
由
は
現
在
充
分
に
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
文

の
焦
点
と
い
う
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
野
田
（
お
8
）
は
、
理
由

節
に
焦
点
が
あ
る
時
に
は
強
い
従
属
節
に
な
り
、
《
主
題
》
の
ハ
の
出
現
を
許
さ

な
い
冒
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
圃
じ
こ
と
が
一
4
0
）
に
も
起
こ
っ
て
い
る
と
は

考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
4
0
）
を
次
の
よ
う
に
す
る
と
、
許
容
度
が
上
が
る
よ

一
1
7
）

（
！
8
一

う
に
思
わ
れ
る
。

（
4
1
）
お
前
も
大
き
く
な
っ
た
が
、

ご
両
親
だ
け
は
全
然
か
わ
ら
な
い
ね
。

　
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
考
察
を
す
す
め
て
ゆ
き
た
い
。

結
果
と
し
て
、
本
稿
と
類
似
の
主
張
を
す
る
も
の
に
森
重
一
畠
留
）
、
森
重
一
お
ぎ
）

が
あ
る
。
森
重
一
お
ぎ
一
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
も
」
が
純
然
と
係
助
詞
一
係
り
用
法
）

が
卓
越
し
て
い
る
場
含
、
た
と
え
ば
一
略
一

法
の
時
で
あ
る
。

で
あ
る
の
は
、
特
に
詠
嘆
の
意
昧

「
君
も
馬
鹿
だ
な
。
」
の
よ
う
な
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
三
頁
）

　
し
か
し
、
文
法
論
上
「
詠
嘆
」
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
明
確
で

は
な
い
。

　
ま
た
、
高
橘
一
H
⑩
富
一
は
本
稿
で
い
う
《
達
成
》
の
モ
を
「
含
蓄
的
な
主
魑
」
と

す
る
が
、
高
橘
一
H
雪
O
。
）
自
身
が
言
う
よ
う
に
、
「
含
蓄
」
が
如
何
な
る
も
の
か
が

明
ら
か
で
は
な
い
。

野
囲
一
畠
爵
一
は
こ
の
他
に
「
比
較
系
」
「
従
属
節
専
用
」
が
あ
る
と
す
る
が
、
こ

の
ふ
た
つ
に
属
す
る
語
は
「
限
定
系
」
「
極
限
系
」
い
ず
れ
か
に
収
敵
す
る
と
思

わ
れ
る
。
一
」
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
で
述
べ
た
い
。
尚
、
サ
エ
に
つ
い
て
は
、
三
井

一
お
竃
）
で
一
案
を
述
べ
た
。
野
田
一
お
蟹
）
は
ま
た
、
7
」
の
四
系
列
の
他
に
「
対
立

的
」
「
並
列
的
」
と
い
う
対
立
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
省
略
し
た
。
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付
記
V
本
稿
の
草
稿
を
、
筑
波
大
学
の
橘
本
修
氏
に
御
一
読
い
た
だ
き
、

有
益
な
御
指
摘
を
い
た
だ
い
た
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記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
本
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の
不
備
が
筆
者
自
身
に
よ
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も
の
で
あ
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こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
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