
〈
終
了
〉
の
意
味
と
自
他
の
形
態

一
、
は

じ

め

に

(

1

)
 

「
終
わ
る」

と
「
終
え
る」

の
表
す
意
味
に
つ
い
て
は、

単
独
の
用
法
だ
け

で
な
く、
「
本
を
読
み
終
わ
る」
「
本
を
読
み
終
え
る」

と
い
う
複
合
動
詞
の
形

に
つ
い
て
も、

か
な
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る。

し
か
し、

こ
れ
ら
が
ヲ

格
名
詞
句
を
伴
う
場
合
に、
「
終
わ
る」

と
「
終
え
る」

と
い
う
二
つ
の
形
態

が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は、

意
味
や
用
法
の
分
析
の
過
程
で
十
分
に
は
言
及
さ

れ
て
き
て
は
い
な
い。

そ
の
理
由
は、

ヲ
格
名
詞
句
を
伴
う
「
終
わ
る」

と

「
終
え
る」

が、

用
法
上
ほ
と
ん
ど
重
な
る
こ
と、

そ
し
て、

こ
れ
ま
で
の
考

察
が
「
や
め
る」

や
「
よ
す」

な
ど
の
類
義
語
と
の
意
味
的
な
比
較、

あ
る
い

は、

ア
ス
ペ
ク
ト
の
分
析
に
重
点
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る。

し
か
し、

自
動
詞
形
と
他
動
詞
形
の
意
味
・
機
能
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す

る
場
合、
「
話
を
終
わ
る」

と
「
話
を
終
え
る」

の
よ
う
に、

ヲ
格
名
詞
句
を

伴
う
と
き
の
用
法
が
ほ
と
ん
ど
重
な
る
も
の
は、

そ
の
表
す
意
味
が
動
詞
の
自

他
性
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か、

と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
た
め
の

興
味
深
い
例
と
な
る。

他
動
詞
形
で
表
現
さ
れ
る
事
態
が、

な
ぜ
自
動
詞
形
で

も
表
現
さ
れ
る
の
か。

そ
の
原
因
を
分
析
す
る
こ
と
で、

自
動
詞
形
と
他
動
詞

二
、

他
動
詞
形
「
終
え
る
」

の
伴
う
ヲ
格
名
詞
句
の
意
味
的
条
件

何
か
が
終
わ
る
と
は、

動
き
の
量
が
終
結
点
ま
で
達
す
る
こ
と
で
あ
り、

開

始
点
か
ら
終
結
点
ま
で
の
期
間
あ
る
い
は
過
程
が
あ
る。

し
た
が
っ
て、

終
わ

る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
表
す
他
動
詞
形
「
終
え
る」

が
伴
う
ヲ
格
名
詞
句
は、

期
間
あ
る
い
は
過
程
を
意
味
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

し
か
し、

た
だ
単
に
期
間
や
過
程
が
示
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で

は
な
い。

①
は
適
格
性
が
低
い
が、

②
の
よ
う
に
「
忙
し
い
」

が
「一
日」

を

(
2)
 

修
飾
す
る
と
適
格
に
な
る。

①
？
一
日
を
終
え
る。

③

忙
し
い
一
日
を
終
え
る。

次
の
③
も
適
格
性
が
低
い
と
さ
れ
る
例
で
あ
る
が、

④
⑤
は
適
格
で
あ
る。

③
？
勤
務
時
間
を
終
え
る。

⑭

一

生
を
終
え
る。

⑤

大
学
生
活
を
終
え
る。

③
は、

ヲ
格
名
詞
句
を
⑱
の
よ
う
に
変
え
る
と
適
格
に
な
る。

形
の
機
能
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
一

考
察
と
し
た
い
。

ー
他
動
詞
形
用
法
に
接
近
し
た
自
動
詞
形
用
法
の
分
析

l

須

賀

好
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⑥

勤
務
を
終
え
る。

こ
れ
ら
の
例
か
ら、

他
動
詞
形
「
終
え
る
」

の
伴
う
ヲ
格
名
詞
句
の
制
限
を

ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か。

①
③
は、

次
の
よ
う
に、

対
応
す
る
自
動
詞
文
に
す
る
と、

文
法
的
に
適
格

に
な
る。⑦

一

日
が
終
わ
る。

⑧

勤
務
時
間
が
終
わ
る。

終
結
性
あ
る
い
は
完
結
性
は、

自
動
詞
形
「
終
わ
る
」

の
伴
う
ガ
格
名
詞
句

に
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

⑰
⑧
が
文
法
的
に
適
格
な
の
で
あ
る
か
ら、
「
一

日
」
「
勤
務
時
間」

と
い
う
名
詞
に
は、

終
結
性
あ
る
い
は
完
結
性
が
あ
る
こ

と
に
な
る。

し
た
が
っ
て、

①
③
の
文
法
的
適
格
性
が
低
い
こ
と
の
理
由
は、

ヲ
格
名
詞
句
が
終
結
性
あ
る
い
は
完
結
性
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
は
考

え
に
く
い。

「
終
え
る
」

は、
「
勉
強
を
終
え
る
」
「
仕
事
を
終
え
る
」

な
ど、

典
型
的
な

用
法
に
お
い
て
は、

継
続
的
な
行
為
を
意
味
す
る
名
詞
句
を
ヲ
格
に
と
る。

継

続
的
な
行
為
は、

行
為
の
開
始
点
か
ら
終
結
点
ま
で
の
過
程
を
持
つ
。

し
た
が

っ
て、

行
為
の
終
結
点
に
は、

あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い
る
動
き
の
量
を
最
後

ま
で
こ
な
す
か、

動
作
主
が
意
志
的
に
適
当
な
と
こ
ろ
で
行
為
を
や
め
る
か

(

3
)

 

の、

ど
ち
ら
か
に
よ
っ
て
到
達
す
る。

ど
ち
ら
に
せ
よ、

動
作
主
は、

事
態
の

終
了
と
い
う
客
体
の
状
態
変
化
を
起
こ
す
こ
と、

す
な
わ
ち、

ヲ
格
名
詞
旬
の

「
勉
強」

や
「
仕
事」

が
「
終
わ
る
」

よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
直
接
に
関

与
し
得
て
い
る
の
で
あ
る。

⑨
が
⑱
に
な
る
と
い
う
こ
と
は、

ヲ
格
名
詞
句
が
期
間
を
意
味
す
る
も
の
か

ら、

動
作
主
の
行
為
を
意
味
す
る
も
の
に
変
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

つ
ま

り
は、

ヲ
格
名
詞
句
が
動
作
主
の
行
為
を
含
意
す
る
程
度
の
差
が、

文
法
的
適

格
性
の
違
い
の
原
因
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る。
「
勤
務」

は、

継
続
的
な
行
為

で
あ
り、

行
為
の
開
始
点
か
ら
終
結
点
ま
で
の
期
間
あ
る
い
は
過
程
を
必
然
的

に
含
意
す
る。

し
か
し、
「
勤
務
時
間」

は、

区
分
け
さ
れ
た
「
時
間」

の
一

つ
で
あ
っ
て、
「
勤
務」

と
い
う
語
が
含
ま
れ
て
は
い
て
も、

行
為
の
意
味
は

背
景
に
退
い
て
い
る。

し
た
が
っ
て、
「
終
え
る
」

の
ヲ
格
名
詞
句
に
と
っ

て

は、

継
続
的
な
行
為
性
を
意
味
す
る
こ
と
こ
そ
が
必
要
な
条
件
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る。

①
が
②
に
な
る
と
文
法
的
適
格
性
が
強
ま
る
の
は、
「
忙
し
い
」

が
付
く
こ

と
に
よ
っ
て
「
そ
の
時
間
内
で
の
ま
と
ま
り
が
で
き、

完
結
的
に
な
る
」

か
ら

で
は
な
く、
「
忙
し
い
一

日
」

と
な
る
こ
と
で、

同
じ
く
「
一

日
」

で
も、

単

に
期
間
を
意
味
す
る
も
の
か
ら、

動
作
主
の
行
為
の
継
続
と
し
て
の
「
一
日
」

に
意
味
が
変
化
し
た
か
ら
で
あ
る。

三
、

自
動
詞
形
「
終
わ
る
」

が
複
合
動
詞
の
後
項
動
詞
で
あ
る
場
合

「
本
を
読
み
終
わ
る
」

と
い
う
よ
う
に、
「
終
わ
る
」

が
複
合
動
詞
の
後
項
動

詞
と
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
は、

ヲ
格
名
詞
旬
で
は
な
く、

前
項
動
詞
の
意
味

的
な
条
件
が
問
題
に
な
る。

こ
の
問
題
を
扱
っ
た
張
麗
華
氏
の
輪
文
は、

前
項

(

5

)
 

動
詞
の
意
味
的
な
条
件
を
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る。

①

動
作
性
（
動
作
・

作
用
を
動
き
と
と
ら
え
る
表
現）

を
伴
う
も
の
で
あ

り、

状
態
的
な
表
現
で
は
な
い
。

⑦

継
続
的
な
動
き
を
表
す
意
志
動
詞
の
場
合
は、

動
き
の
全
体
量
が
限
定

さ
れ
て
い
る
場
合
と、

動
作
主
の
意
志
に
よ
っ
て
必
要
な
程
度
ま
で
行
う

こ
と
で
終
了
す
る
場
合
と
が
あ
る
が、

そ
う
で
は
な
い
動
詞
の
場
合
は、

動
き
の
全
体
量
限
定
が
前
提
に
な
っ
て
い
る。

同
論
文
は、

意
味
的
な
条
件
①
の
説
明
と
し
て、
「
過
ご
し
終
わ
る
」
「
飼
い

ー21 -

4
)
 



終
わ
る」
「
賽
り
し
終
わ
る」
「
住
み
終
わ
る」
と
い
う
よ
う
に
は
言
わ
な
い
こ

と
を
取
り
上
げ 、
そ
の
理
由
は 、
こ
れ
ら
の
前
項
動
詞
が
動
き
を
含
ん
だ
動
作

で
は
な
く
て 、
一
種
の
状
態
で
あ
る
か
ら
と
し
て
い
る 。

し
か
し 、
「
過
ご
す」
「
飼
う」
「
暮
ら
す」
「

住
む」
と
い
う
動
詞
は 、
主
体

が
行
う
個
々
の
具
体
的
な
動
作
の
形
態
を
捨
象
し
た 、
「
長
時
間
の
持
続
を
表

(

7

)
 

す
動
詞」
で
あ
り 、
典
型
的
な
状
態
を
表
す
動
詞
で
は
な
い 。
で
は 、
「
時
を

過
ご
す」
「
ウ
サ
ギ
を
飼
う」
「
東
京
で
暮
ら
す」
「
田
舎
に
住
む」
等
の
行
為

の
終
結
を
「
し

終
わ
る」
で
表
現
で
き
な
い
の
は 、
な
ぜ
だ
ろ
う
か 。
そ
の
点

に
つ
い
て 、
「
持
つ
」
と
「
見
る」
を
比
較
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う 。

「
持
つ」
と
「
見
る」
は 、
客
体
に
状
態
変
化
は
も
た
ら
さ
な
い
が
ヲ
格
名

詞
句
を
伴
い 、
テ
イ
ル
形
で
継
続
動
作
を
意
味
す
る
な
ど
の
点
で
意
味・
文
法

的
に
共
通
す
る 。
し
か
し 、
「
終
わ
る」
の
下
接
に
お
い
て
は
異
な
る 。
「
見
終

わ
る」
と
は
言
う
が 、
「
持
ち
終
わ
る」
と
は 、
普
通
は 、
言
わ
な
い
の
で
あ

る 。
そ
の
理
由
は 、
「
見
る」
が
動
作
性
を
伴
う
が 、
「
持
つ」
は
動
作
性
を
伴

わ
な
い
か
ら
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い 。
で
は 、
何
が
原
因
だ
ろ
う
か 。

何
か
の
対
象
を
持
つ
と
い
う
行
為
は 、
通
常 、
そ
の
対
象
を
保
持
し 、
あ
る

い
は
所
有
す
る
こ
と
に
よ
っ

て 、
そ
の
対
象
が
保
持
者
あ
る
い
は
所
有
者
か
ら

離
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る 。
そ
の
行
為
は 、
何
か
を
達
成
す
る
た
め

の
手
段
で
は
な
い 。

一
方 、
「
見
る」
の
場
合
は 、
た
と
え
そ
れ
が―
つ
の
物
体
を
対
象
と
し
た

も
の
で
あ
っ

て
も
「
見
終
わ
る」
と
言
え
る 。
そ
れ
は 、
「
見
る」
と
い
う
行

為
に
よ
っ

て
何
か
を
認
識
し
得
た
り 、
欲
求
を
満
足
さ
せ
た
り
し
て 、
初
め
て

行
為
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る 。
行
為
が
到
達

点
に
達
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
終
結
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る 。

「
時
を
過
ご
す」
「
ウ
サ
ギ
を
飼
う」
「
東
京
で
暮
ら
す」
「
田
舎
に
住
む」
等

の
行
為
の
場
合
も 、
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る 。
こ
れ
ら
も 、
行
為
の
存

在
す
る
こ
と
自
体
が
目
的
で
あ
る
の
で 、
行
為
の
達
成
点 、
す
な
わ
ち
終
結
点

が
設
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る 。
し
た
が
っ

て 、
複
合
動
詞
の
前
項
動
詞
の
場
合

の
意
味
的
条
件
は 、
動
作
性
を
伴
う
も
の
と
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る 。

そ
れ
が
人
の
行
為
で
あ
る
な
ら
ば 、
そ
の
行
為
は
何
か
を
達
成
す
る
手
段
で
あ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る 。
動
き
の
量
は 、
必
ず
し
も
あ
ら
か
じ
め
定
ま
っ

て
い

る
必
要
は
な
い 。
何
か
を
達
成
し
た
（
悪
い
出
来
事
の
場
合
も
含
め
て）
時
点

が
行
為
の
終
結
点
な
の
で
あ
る 。
た
だ
し 、
人
の
意
志
が
関
与
し
な
い
動
き
の

場
合
は 、
動
き
の
全
体
量
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る 。

次
に
意
味
的
条
件
②
に
つ
い
て
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が 、
「
笑

い
終
わ
る」
と
い
う
例
を
「
動
き
の
量
が
な
く
な
る
こ
と
で
は
な
く 、
動
作
主

の
意
志
に
よ
っ

て 、
必
要
な
程
度
ま
で
行
な
っ
た
と
思
う
動
作・
作
用
を
終
え

(

8
)
 

る
こ
と
で
あ
る 。」
と
説
明
す
る
の
は
正
し
く
な
い
だ
ろ
う 。
「
笑
う」
と
い
う

行
為
は 、
「
泣
く」
と
同
様
に 、
そ
れ
が
演
技
と
し
て
の
行
為
で
な
い
限
り
は 、

非
意
志
的
行
為
で
あ
り 、
心
理
的•
生
理
的
な
欲
求
が
充
足
さ
れ
た
時
に
「
笑

う」
と
い
う
行
為
は
達
成
さ
れ 、
終
了
す
る
の
で
あ
る 。

以
上
か
ら 、
「
終
わ
る」
が
複
合
動
詞
の
後
項
動
詞
で
あ
る
場
合
の 、

前
項

動
詞
の
意
味
的
な
条
件
は 、
何
か
を
達
成
す
る
た
め
の
行
為 、
あ
る
い
は 、
全

体
量
が
限
定
さ
れ
た
自
然
的
作
用
で
あ
る
と
言
え
る 。

四 、

自
動
詞
形
「
終
わ
る」
が 、

他
動
詞
形
「
終
え
る」
と
同
一

の
ヲ
格
を
伴
う
場
合
の
意
味
的
条
件

他
動
詞
形
「
終
え
る」
が 、
単
独
で
ヲ
格
を
伴
う
場
合
の
ヲ
格
名
詞
旬
は 、

行
為
の
単
な
る
対
象
物
で
は
な
く 、
動
作
主
の
行
為
を
含
意
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が 、
そ
れ
は 、
自
動
詞
形
「
終
わ
る」
で
も
同
様
で
あ
る 。
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x
終
わ
っ
た 。

太
郎
は
本
を

{
x
終
え
た 。

終
わ
っ

た 。

太
郎
は
宿
題
を

｛
終
え
た 。

終
わ
っ
た 。

太
郎
は
読
書
を

｛
終
え
た 。終

わ
っ

た 。

太
郎
は
自
己
紹
介
を

｛
終
え
た 。

「
本」

は 、

行
為
を
含
意
し
て
い
な
い
の
で 、
「
終
わ
る
」
「
終
え
る
」

の
ヲ

格

に
は
な
れ
な
い
の
で
あ
る 。

こ
れ
に
対
し
て 、

⑩
⑪
⑬
は 、

ヲ
格
を
伴
っ

て
い
る
が
自
動
詞
形
に
よ
る
表

現
も
で
き
る 。

こ
れ
ら
の
文
の
ヲ
格
名
詞
旬
と
自
動
詞
形
と
の
関
係
を
ど
の
よ

う
に
と
ら
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か 。

意
味
的
・

構
文
的
な
自
他
対
応
を
持
つ
自
動
詞
形
は 、

ガ
格
で
示
さ
れ
た
事

物
の
状
態
変
化
を
意
味
す
る
が 、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く 、

動
作
を
も
意
味
す
る

場
合
が
あ
る 。

こ
の
こ
と
は 、
「
終
わ
る
」

だ
け
で
は
な
く 、

た
と
え
ば
「
立

つ
」
「
曲
が
る
」
「
あ
く」
「
か
わ
る
」

な
ど
の
自
動
詞
形
に
も
認
め
ら
れ
る 。

⑬

太
郎
は
席
を
立
っ
た 。

⑭

太
郎
は
タ
バ
コ
屋
の
角
を
曲
が
っ
た 。

⑮

太
郎
は
口
を
あ
い
た 。

⑲

太
郎
は
座
席
を
か
わ
っ
た 。

し
か
し 、

こ
れ
ら
に
は
違
い
も
あ
る 。

⑬
⑭
以
外
は
他
動
詞
形
を
使
っ

て
も

表
現
で
き
る
が 、

⑬
⑭
は
他
動
詞
形
「
立
て
る
」
「
曲
げ
る
」

を
使
っ

て
表
現

す
る
こ
と
が
で
き
な
い

。

ま
た 、

次
に
示
す
よ
う
に 、

⑬
⑭
以
外
は
ヲ
格
を
ガ

格
に
し
た
自
動
詞
文
が
成
立
す
る
が 、

⑬
⑭
は
成
立
し
な
い

。

(12) (11) (10) (9)

太
郎
は
宿
題
が
終
わ
っ
た 。

太
郎
は
読
書
が
終
わ
っ
た 。

（
た
と
え
ば
「
太

ヽ
ノ。ー（

 

ヽ
ノーー（

 

ヽ
ノ2

 
ー（

 

ヽ
、
ノ即

x
太
郎
は
席
が
立
っ
た 。

（
 

ヽ

�W
X
太
郎
は
タ
バ
コ
屋
の
角
が
曲
が
っ
た 。

（
 

、
＼
ノ即

太
郎
は
口
が
あ
い
た 。

（
 

）
 

即

太
郎
は
座
席
が
か
わ
っ
た 。

（
 

こ
の
理
由
は 、

⑬
や
⑭
は 、

動
作
主
自
身
が
全
体
と
し
て
「
立
つ
」
「
曲
が

る
」

と
い
う
状
態
変
化
を
生
ず
る
動
作
の
主
体
に
な
っ

て
い
て 、

ヲ
格
は
そ
の

動
作
の
指
向
先
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て 、

⑩
⑪
⑫
の
「
終
わ
る
」

や 、

⑬

の
「
あ
く」

の
主
体
は 、

太
郎
と
い
う
動
作
主
そ
の
も
の
で
は
な
く 、

動
作
主

の
行
為
内
容
で
あ
り 、

動
作
主
の
身
体
部
位
だ
か
ら
で
あ
る 。

そ
の
た
め
に 、

「
太
郎
が
終
わ
っ
た
」
「
太
郎
が
あ
い
た
」

で
は 、

状
態
変
化
の
主
体
が
不
明
確

に
な
り 、
「
太
郎
は
宿
題
が
終
わ
っ
た
」
「
太
郎
は
口
が
あ
い
た
」

の
よ
う
な
部

分
主
格
の
あ
る
自
動
詞
文
が
使
わ
れ
る
の
で
あ
る 。

⑲
の
場
合
は 、

動
作
主
が

全
体
と
し
て
状
態
変
化
を
生
ず
る
動
作
の
主
体
に
な
っ

て
い
る
が 、

同
時
に 、ヽ

ノ

動
作
主
の
動
作
の
行
わ
れ
る
場
所
（「
座
席」）

の
変
化
も
も
た
ら
す
の
で 、

即（
 

の
よ
う
に
「
座
席」

を
部
分
主
格
に
し
た
自
動
詞
文
も
成
立
す
る
の
で
あ
る 。

と
こ
ろ
で 、

こ
う
し
た
自
動
詞
文
は 、

次
の
よ
う
な
典
型
的
な
自
動
詞
用
法

か
ら
は 、

少
し
外
れ
て
い
る 。

①
〔
主
体
の
状
態
変
化〕

（
た
と
え
ば
「
太
郎
の
話
が
終
わ
る
」）

②
〔
主
体
の
動
作〕

（
た
と
え
ば
「
太
郎
が
歩
く」
）

③
〔
主
体
の
状
態
変
化
と 、

そ
れ
を
も
た
ら
す
動
作〕

太
郎
は
自
己
紹
介
が
終
わ
っ
た 。
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郎
が
立
つ
」
）

⑬
⑭
は、

③
の
用
法
で
あ
る
が、

⑩
⑪
⑫
お
よ
び
⑬
⑲
は、

③
の
用
法
の
特

殊
な
場
合、

す
な
わ
ち、
〔
主
体
の
動
作
が
発
現
す
る
と
こ
ろ
の
状
態
変
化
と、

そ
れ
を
も
た
ら
す
動
作〕

な
の
で
あ
る。

ま
ず、

人
が
自
ら
の
「

口
」

を
あ
け
る
場
合
を
取
り
上
げ
よ
う。

仰

そ
れ
は

ま
る
で

人
が

大
口
を

あ
い
て

あ
く
び
を
し
て
い

る

か
お

そ
っ

く
り
で
（
舟
崎
靖
子
『
あ
く
び
お
ば
け』
）

⑱

は
い、

口
を
大
き
く
あ
い
て
く
だ
さ
い
。
（
歯
科
医
院
に
て
）

「

口
」

は
普
通、

視
界
に
入
ら
な
い
。

そ
の
た
め、

変
化
を
与
え
る
対
象
と
し

て
は、

客
体
化
し
に
く
い
身
体
部
位
で
あ
る
と
言
え
よ
う。

そ
の
「

口
」

に
お

い
て、

動
作
主
は
動
作
す
る。
「
口
」

を
動
作
の
指
向
対
象
と
し
て
動
作
し、

そ
の
動
き
そ
の
も
の
が
「

口
」

の
状
態
変
化
と
な
る。

動
作
主
の
動
き
が、

動

き
の
発
現
す
る
部
分
に
お
い
て
は
状
態
変
化
で
あ
る
た
め
に、

そ
の
状
態
変
化

を
表
す
自
動
詞
形
に
よ
っ
て
動
作
主
の
行
為
を
表
し
て
い
る
の
が、

こ
の
用
法

な
の
で
あ
る。

そ
の
た
め、

身
体
部
位
を
状
態
変
化
を
起
こ
す
対
象
と
し、

動
作
主
が
そ
の

変
化
を
与
え
る
た
め
の
動
作
を
す
る、

他
動
詞
文
と
し
て
の
把
握
も
可
能
に
な

る
の
で、

他
動
詞
文
と
自
動
詞
文
と
の
表
現
領
域
が
重
な
り、

自
動
詞
形
に
よ

る
用
法
が
あ
ら
た
め
て
問
題
に
さ
れ
る
の
で
あ
る。

た
だ
し、

動
作
主
自
身
の
身
体
に
生
じ
る
状
態
変
化
で
あ
れ
ば、

こ
の
種
の

自
動
詞
形
に
よ
る
表
現
が
す
べ
て
可
能
か
と
い
う
と、

そ
う
で
は
な
く、

た
と

え
ば、
「
腰
を
曲
が
る
」
「
腕
を
曲
が
る
」

と
は
言
え
ず、

他
動
詞
形
「
曲
げ

る
」

を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

自
動
詞
形
の
使
用
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
差
は、

動
作
主
の
動
作
と
対
象
の

状
態
変
化
と
が
一

体
的
に
結
び
つ
い
て
い
て、

動
作
で
あ
る
と
同
時
に
状
態
変

化
で
も
あ
る
と
言
え
る
も
の
と、

動
作
主
の
動
作
は
対
象
の
状
態
変
化
を
も
た

ら
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て、

動
作
主
と
対
象
と
が、

状
態
変
化
の
与
え
手
と

受
け
手
と
に
分
化
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
と
の
違
い
に
よ
っ

て

生
じ
る。

「

腰」

や
「

腕
」

が
「

曲
が
る
」

よ
う
に
動
作
す
る
場
合
は、

そ
れ
ら
は
客
体

化
さ
れ、

動
作
主
と
対
象
と
が、

状
態
変
化
の
与
え
手
と
受
け
手
と
に
分
化
し

て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

．

な
お、

同
じ
く
「
口
」

に
お
け
る
動
作
で
も、
〔
閉〕

の
動
作
は、
「
口
を
閉

じ
る
」

と
言
う
の
が
普
通
で
あ
る。
「
閉
じ
る
」

は、
「
ド
ア
が
閉
じ
る
」

の
よ

う
に、

ヲ
格
を
伴
わ
な
い
用
法
も
あ
り、

さ
ら
に
「
閉
ざ
す
」

と
い
う
対
応
す

る
語
形
が
あ
る
が、
「

閉
ざ
す
」

に
は
別
の
意
味
も
加
わ
る
の
で、

単
な
る

〔
閉〕

の
動
作
に
は
用
い
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に、
「
閉
じ
る
」

は、

ヲ
格
を

伴
わ
な
い
用
法
が
あ
り、

形
態
的
に
も
「
閉
ざ
す
」

と
い
う、

よ
り
他
動
詞
的

な
対
応
形
を
持
つ
点
で、

自
動
詞
的
で
あ
る。

し
か
し、

動
作
主
の
身
体
部
位

以
外
に
つ
い
て
も、
「
ド
ア
を
閉
じ
る
」

の
よ
う
な
用
法
が
あ
っ
て、

通

常
の

自
動
詞
よ
り
も
広
い
用
法
を
持
っ
て
い
る。
「
閉
じ
る
」

に
は、

こ
う
し
た

問

題
点
も
あ
る
の
で、

こ
の
点
に
つ
い
て
は、

別
に
考
察
を
し
た
い
。

次
に、

動
作
主
が
自
分
の
場
所
を
他
者
と
交
代
す
る
場
合
を
見
る
こ
と
に
し

よ
う。

⑲

席
を
か
わ
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
か。

こ
の
「
席
を
か
わ
る
」

は、

動
作
主
が
自
分
の
い
る
場
所
を
移
動
す
る
こ
と
で

あ
る。

動
作
主
の
移
動
を
意
味
す
る
動
詞
は、
「
道
を
歩
く」

の
よ
う
に、

移

動
行
為
の
指
向
す
る
対
象
を
ヲ
格
で
示
せ
る
が、

そ
れ
は
当
然
な
が
ら、

動
作

主
の
移
動
行
為
の
行
わ
れ
る
場
所
で
あ
る。

⑲
の
「
席
を
か
わ
る
」

も、

同
様

に
動
作
主
の
移
動
行
為
を
表
し、
「
席」

は
動
作
主
の
移
動
行
為
の
行
わ
れ
る

場
所
で
あ
る。

た
だ
し、

そ
れ
は
「
歩
く」

の
よ
う
に
動
き
だ
け
を
表
す
動
詞
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と
は
異
な
り、
「
か
わ
る
」

と
い
う
状
態
変
化
を
表
す
自
動
詞
に
よ
っ
て

表
現

さ
れ
て
い
る。

移
動
行
為
が
動
作
主
の
存
在
す
る
場
所
の
変
化
と
直
接
結
び
つ

い
て
い
る
た
め
に、

動
作
主
は
「
席
が
か
わ
る
」

と
い
う
状
態
変
化
に
対
し

て、

動
作
主
を
変
化
の
与
え
手、

ヲ
格
名
詞
「
席」

を
変
化
の
受
け
手
と
い
う

よ
う
に
分
化
さ
せ
て
と
ら
え
な
く
て
も
済
ん
で
い
る
の
で
あ
る。

こ
の
よ
う
に、

状
態
変
化
が
動
作
主
の
動
作
の
発
現
す
る
と
こ
ろ
に
生
じ、

そ
れ
ら
が
一

体
化
し
て
い
る
状
況
に
お
い
て
は、

ヲ
格
名
詞
句
に
状
態
変
化
が

生
じ
る
よ
う
に
す
る
行
為
を
自
動
詞
形
に
よ
っ
て
表
現
し
得
る
こ
と
も
あ
る
の

で
あ
る
が、

こ
れ
も
典
型
的
な
自
動
詞
用
法
の
延
長
に
あ
る
と
言
え
る。

で
は
次
に、
八
終
了
＞
の
意
味
を
表
す
場
合
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う。

次
の
⑳
仰
仰
の
a
の
文
は、

文
法
的
適
格
性
に
お
い
て
差
が
認
め
ら
れ
る

が、

そ
れ
は
ヲ
格
名
詞
句
の
意
味
内
容
の
違
い
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る。

(

9

)
 

⑳
a
x
い
や
な
宿
題
な
ど
は
早
く
終
わ
り
た
い
。

b

い
や
な
宿
題
な
ど
は
早
く
終
え
た
い
。

C

い
や
な
宿
題
を
終
わ
っ
て、

遊
び
に
行
っ
た
。

仰
a
？
退
屈
な
読
書
は
早
く
終
わ
り
た
い
。

b

退
屈
な
読
書
は
早
く
終
え
た
い
。

c

退
屈
な
読
書
を
終
わ
っ
て、

遊
び
に
行
っ
た
。

認
a

自
己
紹
介
は
早
く
終
わ
り
た
い
。

b

自
己
紹
介
は
早
く
終
え
た
い
。

C

自
己
紹
介
を
終
わ
っ
て、

席
に
つ
い
た
。

⑳
の
「
宿
題」

は、

行
為
性
を
含
意
し
て
は
い
る
が、

行
為
に
よ
っ
て
処
理

さ
れ
る
対
象
で
あ
る。

そ
の
た
め、

そ
れ
を
終
了
す
る
に
は
残
さ
れ
て
い
る
仕

事
量
を
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

動
作
主
の
行
為
の
終
了
は、

す
で
に
設

定
さ
れ
て
い
る
行
為
内
容
の
量
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
る。

⑳
C
の
よ
う

に、

す
で
に
設
定
さ
れ
た
行
為
内
容
を
こ
な
し
て
い
れ
ば
自
動
詞
形
を
使
う
こ

と
が
で
き
る。

そ
れ
は、

あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た
終
結
点
ま
で
行
為
し
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る。

終
結
点
ま
で
行
為
し
た
と
い

う
こ

と
が、

ヲ
格
の
「
宿

題」

の
終
了
と
い
う
状
態
変
化
と
直
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る。

と
こ
ろ
で、

⑳
a
は、
「
終
わ
る
」

を
闘
の
よ
う
に
「
や
り
終
わ
る
」

と
い

う
複
合
動
詞
に
す
れ
ば
許
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
る。

斡

い
や
な
宿
題
な
ど
は
早
く
や
り
終
わ
り
た
い
。

こ
れ
は、

次
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る。
「
や
り
終
わ
る
」

と
い

う

複
合
動
詞
は、
「
や
る
」

と
い
う
〔
実
現
形
態〕

に
お
い
て、
「
終
わ
る
」

と
い

(

10

)
 

う
〔
結
果
内
容〕

が
生
じ
る
行
為
を
意
味
す
る。

つ
ま
り、

動
作
主
の
行
為
が

関
与
し
て
い
る
事
態
の
終
了
を
意
味
す
る。

し
た
が
っ
て、

複
合
動
詞
の
場
合

は、

行
為
が
ま
だ
行
わ
れ
ず
に、

残
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ

て
も、
「
終
わ

る
」

と
い
う
状
態
変
化
が
動
作
主
の
行
為
に
伴
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
形
態
的
に
明
示
し
て
い
る
の
で、

行
為
そ
の
も
の
の
終
了
の
場
合
と
同
じ
よ

う
に、

自
動
詞
形
の
使
用
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る。

一

方、

認
は、

a
の
よ
う
に
動
作
主
の
行
為
が
ま
だ
行
わ
れ
ず
に
残
さ
れ
て

い
る
場
合
で
も、

自
動
詞
形
「
終
わ
る
」

が
使
え
る。
「
自
己
紹
介」

と
は、

自
分
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
い
う
言
語
行
為
で
あ
る。

そ
の
行
為
は、

話
者
が

自
分
に
つ
い
て
述
べ
さ
え
す
れ
ば、
一

応
は
達
成
さ
れ
る。

そ
の
た
め
に、

特

に
行
為
量
が
設
定
さ
れ
て
い
な
く
て
も、
「
自
己
紹
介」

が
終
了
す
る
と
い
う

状
態
変
化
は、

動
作
主
が
行
為
を
や
め
る
こ
と
と
直
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の

で
あ
る。

こ
の
よ
う
な
ヲ
格
名
詞
句
の
場
合
は、

動
作
主
の
な
す
べ
き
行
為
内

容
が
残
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も、

自
動
詞
形
「
終
わ
る
」

を
使
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る。

仰
の
「
読
書」

と
い
う
行
為
は、
「
宿
題」

の
よ
う
な
行
為
の
対
象
と
し
て
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の
場
合
と、
「
自
己
紹
介」

の
よ
う
な
行
為
そ
の
も
の
と
い
う
場
合
の

両
方
が

あ
り、

そ
の
ど
ち
ら
で
解
釈
す
る
か
に
よ
っ
て
仰
の
許
容
度
は
異
な
る
と
考
え

(
11)
 

ら
れ
る。

こ
の
よ
う
に、

行
為
が
ま
だ
達
成
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で、

「
宿
題」

の
よ

う
に
行
為
量
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
て
お
り、

行
為
に
よ
っ
て
そ
れ
を
処
理

す
る
よ
う
な
対
象
を
ヲ
格
名
詞
句
に
す
る
と
き
は、

自
動
詞
形
「
終
わ
る
」

が

使
え
な
い
（
使
い
に
く
い
）

が、
「
自
己
紹
介」

の
よ
う
に、

行
為
量
が
あ
ら

か
じ
め
設
定
さ
れ
て
い
な
い
対
象
で
は、

自
動
詞
形
「
終
わ
る
」

が
使
え
る

（
使
い
や
す
い
）。
一

方、

行
為
の
達
成
が
実
現
し
た
（
す
な

わ
ち、
「
終
わ
っ

た
」

と
表
現
さ
れ
る
場
合）

の
で
あ
れ
ば、

ヲ
格
名
詞
句
が
行
為
に
よ
っ
て
処

理
さ
れ
る
対
象
で
あ
ろ
う
と、

行
為
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
と、
「

し
を

終
わ
っ

た
」

と
言
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
は、

次
の
よ
う
に
説
明
で
き
よ
う。
「
終
わ
る
」

が
複
合
動
詞

の
後
項
の
場
合
は、

前
項
動
詞
は、

何
か
を
達
成
す
る
た
め
の
行
為、

あ
る
い

は、

全
体
量
が
限
定
さ
れ
た
自
然
的
作
用
で
あ
っ
た。
「
終
わ
る
」

の

単
独
用

法
で、

ヲ
格
を
伴
う
場
合
は、

自
然
的
作
用
で
は
な
く、

行
為
に
よ
る
終
了
を

表
す
が、

こ
れ
も
複
合
動
詞
の
場
合
と
同
様
に、

何
か
を
達
成
す
る
こ
と
で
終

了
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し、
「
終
わ
る
」

の
単
独
用
法
の
場
合
は、

達
成
の
た
め
の
自
己
の

行

為
を
明
示
す
る
手
段
を
持
っ
て
い
な
い
。

複
合
動
詞
の
場
合
は、

前
項
動
詞
が

そ
れ
に
あ
た
る
が、

単
独
用
法
の
場
合、

そ
れ
は
ヲ
格
名
詞
句
に
含
意
さ
れ
る

し
か
な
い
の
で
あ
る。

し
た
が
っ
て、

ヲ
格
名
詞
句
の
含
意
す
る
達
成
す
る
た

め
の
自
己
の
行
為
に
対
し
て、

動
作
主
が
ど
の
よ
う
に
関
与
し
て
い
る
か
が、

自
動
詞
形
「
終
わ
る
」

が
ヲ
格
を
伴
っ
て
使
用
で
き
る
か
否
か
を
決
定
す
る
要

因
な
の
で
あ
っ
て、

動
作
主
の
意
志
の
強
弱
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
自
己
紹
介」

の
よ
う
に、

行
為
量
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
て
い
な
い

行

為
に
お
け
る
自
己
の
行
為
の
達
成
は、

適
当
な
と
こ
ろ
で
行
為
を
打
ち
切
っ
て

も
実
現
す
る
。

い
つ
で
も
終
了
可
能
な
の
で、
「
終
わ
り
た
い
」

と
い

う、

自

動
詞
形
に
よ
る
希
望
表
現
が
不
自
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ

ろ
が、
「
宿

題」

の
よ
う
に、

す
で
に
行
為
量
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は、

自
己
の
行
為
の
達
成
は、

残
さ
れ
て
い
る
行
為
量
を
こ
な
す
こ
と
で
し
か
実
現

し
な
い
。

そ
れ
は、

行
為
の
対
象
が
終
わ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
行
為
を
す
る

こ
と
で
あ
る。

そ
し
て、

そ
の
意
味
を
表
す
形
態
が
他
動
詞
形
「
終
え
る
」

な

の
で
あ
る。

ま
た、

行
為
の
達
成
が
実
現
し
て
い
る
場
合
に
は、

ヲ
格
名
詞
句
が
行
為
に

よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
対
象
で
あ
ろ
う
と、

行
為
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
と、

自
動

詞
形
「
終
わ
る
」

を
使
う
こ
と
が
で
き
る
の
は、

達
成
す
る
ま
で
行
為
を
し
た

こ
と
に
伴
っ
て、

必
然
的
に
自
己
の
行
為
の
終
了
と
い
う
状
態
変
化
が
実
現
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る。

状
態
変
化
を
起
こ
す
た
め
の
行
為
を
し
な
く
て
も
状
態

変
化
が
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て、

同
様
に、

行
為
量
が
あ
ら
か
じ
め
設

定
さ
れ
て
い
な
い
対
象
の
場
合
に
お
い
て
も、

そ
の
行
為
の
終
了
は
行
為
を
や

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
的
に
実
現
す
る
の
で、

終
わ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の

行
為
を
す
る
と
い
う
意
識
を
持
た
な
く
て
も
済
ん
で
い
る
の
で
あ
る。

こ
の
点
を、

よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
に、
八
終
了
＞
の
局
面
と
八
開
始
＞

お
よ
び
八
継
続
＞
の
局
面
と
を
比
較
し
て
み
よ
う。

動
作
主
の
行
為
そ
の
も
の
と
言
え
る
も
の
を
ヲ
格
に
と
り、

状
態
変
化
が
実

現
し
た
こ
と
を
表
現
す
る
場
合
で
も、
八
開
始
＞
お
よ
び
八
継
続
＞
の

局
面
を

意
味
す
る
場
合
は、
八
終
了
＞
の
局
面
を
意
味
す
る
場
合
と
異
な
り、

自
動

詞

形
が
使
え
な
い
。

仰
x
太
郎
は
自
己
紹
介
を
始
ま
っ
た。
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五、

お

わ

り

に

⑳
x
太
郎
は
自
己
紹
介
を
続
い
た。

こ
の
理
由
は、
八
終
了
＞
の
局
面
で
は、

そ
の
行
為
を
達
成
す
る
ま
で
お
こ

な
っ
た
こ
と
が、

同
時
に
ヲ
格
で
示
さ
れ
た
対
象
（
自
己
の
行
為
内
容）
の
状

態
変
化
の
実
現
で
も
あ
る
の
に
対
し
て、
八
開
始
＞
の
局
面
で
は、
「
始
ま
る」

よ
う
に
す
る
た
め
の
行
為
を
新
た
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る。

八
継
続
＞
の
局
面
で
も、

自
己
の
行
為
内
容
が
続
く
よ
う
に
す
る
た
め
に
行
為

を
す
る
の
で
あ
る。

そ
れ
は、

動
作
主
が、

ヲ
格
で
示
さ
れ
た
事
態
を
発
生
さ

せ
る
た
め
に
行
為
す
る
の
で
あ
っ
て、
八
終
了
＞
の
局
面
を
意
味
す
る
場
合
の

よ
う
に、

終
了
さ
せ
る
た
め
の
新
た
な
行
為
を
し
な
く
て
も
終
了
と
い
う
状
態

変
化
が
発
生
す
る
の
と
は、

異
な
る
の
で
あ
る。

し
た
が
っ
て、
八
開
始
＞
や

八
継
続
＞
を
意
味
す
る
場
合
は、

た
と
え
ヲ
格
が
動
作
主
の
行
為
内
容
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
っ
て
も、

動
作
主
は
ヲ
格
に
対
す
る
働
き
か
け
の
与
え
手
と
し

て
把
握
さ
れ、

そ
の
動
作
も
ヲ
格
に
働
き
か
け
を
与
え
る
た
め
の
動
作
と
し
て

把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る。

自
動
詞
形
「
終
わ
る」

に
は、
「
話
を
終
わ
る」
の
よ
う
な
用
法
が
あ
り、

他
動
詞
形
「
終
え
る」

と
同
じ
用
法
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が、

こ
れ

ま
で
の
考
察
で
明
ら
か
な
よ
う
に、

そ
れ
は
自
動
詞
形
本
来
の
意
味
す
る
領
域

を
越
え
る
も
の
で
は
な
い。

自
動
詞
形
に
よ
る
表
現
は、

事
態
を
自
身
の
変
化

・
作
用
・
動
作
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る。

た
と
え、

対
象
に
状
態

変
化
が
生
じ
て
も、

そ
れ
は
自
身
の
動
作
に
伴
っ
て
生
じ
た
も
の
と
し
て
認
識

さ
れ
る。

他
動
詞
形
に
よ
る
表
現
の
よ
う
に、

対
象
に
状
態
変
化
や
事
態
発
生

を
も
た
ら
す
働
き
か
け
を
し
た
と
認
識
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

る。

注
(

1
)

「
終
わ
る」
の
他
動
詞
形
は
「
終
え
る」
だ
け
で
は
な
く、

地
域
に
よ
っ
て

は
「
終
わ
す」
と
い
う
語
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が、
本
稿
は
「
終
え
る」
に

よ
っ
て
考
察
し
た。

(
2)
例
山
か
ら
例
固
ま
で
は、
杉
本
武
氏
「
や
め
る
・
よ
す•
お
え
る」
（『
日
本

語
研
究』
第
8
号、
一
九
八
六）
に
よ
る。
な
お、
同
論
文
で
は
田
お
よ
び
③

を
不
適
格
な
文
と
判
定
し
て
い
る。

(

3

)

張
麗
華
氏
「
日
本
語
の
『
シ
オ
ワ
ル
』
と
中
国
語
の
『
完』
に
つ
い
て」

（『
語
文』
第
46
集、
一
九
八
五）
に
よ
る。

(
4)
杉
本
武
氏
前
掲
論
文
36
頁

(
5)
張
麗
華
氏
前
掲
論
文

(
6)
小
田
由
美
氏
「
局
面
動
詞
『
し
し
は
じ
め
る』
に
つ
い
て」
（『
横
浜
国
大
国

語
研
究』
第
4
号、
一
九
八
六）
に
よ
る。

(

7
)

高
橋
太
郎
氏
『
現
代
日
本
語
動
詞
の
ア
ス
ペ
ク
ト
と
テ
ン
ス
』
（『
国
立
国
語

研
究
所
報
告
82
』、
一
九
八
五）
に
よ
る。

(
8)
張
麗
華
氏
前
掲
論
文
26
頁

(
9)
例
文
は、
森
田
良
行
氏
『
基
礎
日
本
語
I』
（一
九
七
七）
386
頁
に
よ
る。

森
田
氏
は、
「『
い
や
な
宿
題
な
ど
は
早
く
終
え
た
い
』
で、
『
終
わ
り
た
い
』

は
用
い
な
い。」
と
し
て
い
る。

(
10)
前
項
動
詞
を
〔
実
現
形
態〕、
後
項
動
詞
を
〔
結
果
内
容〕
と
す
る
こ
と
は、

石
井
正
彦
氏
「
現
代
語
複
合
動
詞
の
語
構
造
分
析
に
お
け
る
一
観
点」
（『
日
本

語
学』
2
巻
8
号、
一
九
八
三）
に
よ
る。

(
11)
張
麗
華
氏
前
掲
論
文
26
頁
に、
「
読
み
終
わ
っ
た
図
書
は
必
ず
返
却」
と
い

う
用
例
が
紹
介
さ
れ、
こ
れ
は
「
動
作
主
の
意
志
に
よ
っ
て、
必
要
な
程
度
ま

で
行
な
っ
た
と
思
う
動
作・
作
用
を
終
え
る」
こ
と
の
意
味
で
あ
ろ
う、
と
し

て
い
る。
血
の
「
読
書
を
終
わ
る」
は、
こ
の
よ
う
な
場
合
と、
読
書
の
時
間

と
し
て
設
定
さ
れ
た
場
合
の、
二
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る。

（
山
形
大
学

教
育
学
部
助
数
授）
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