
係
助
詞

「も」

の
本
質

一
、
は
じ
め
に

係
助
詞
「
も
」
を
取
り
巻
く
研
究
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
ア

プ
ロ
ー
チ
し
た
も
の
が
数
々
存
在
し
て
い
る
。
意
味
的
基
準
で
は
、

例
え
ば

n
達
成
の
「
も
」

u

（
三
井
正
孝
1
9
9
4
）
や
、
か
意
外

の
「
も
」
“
（
沼
田
善
子
2
0
0
0
）
な
ど
が
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な

名
称
で
呼
ば
れ
る
「
も
」
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
他
に
も
、

「
も
」
を

n
共
感
“
（
立
松
喜
久
子
1
9
9
2
）
と
し
て
位
置
付
け

て
い
る
も
の
も
あ
る
。

し
か
し
、
係
助
詞
「
も
」
の
本
質
は
何
か
、
根
本
的
な
働
き
は
何

で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
疑
問
と
し
て
掲
げ
た
場
合
、
そ
れ
ら
の

論
文
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
全
て
文
全
体
を
見
て
考
え
ら

れ
た
分
析
、
つ
ま
り
結
果
論
を
述
べ
て
い
る
も
の
が
多
い
と
い
う
こ

と
が
あ
る
。
係
助
詞
「
も
」
を
か
達
成
“
や
n
意
外
“
、
ま
た

w
共

感
u

の
観
点
か
ら
捉
え
た
論
述
は
、
「
も
」
の
働
き
の
末
端
を
整
理
す

る
こ
と
は
で
き
て
も
、
本
質
を
追
求
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で

慶

津見

矢

麻

は
な
い
か
と
考
え
る
。

本
論
文
で
は
ま
ず
、
先
行
研
究
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
な
が
ら
、
そ

れ
ら
の
問
題
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
探
り
、
分
類
・
細
分
化
さ
れ

た
「
も
」
の
根
本
と
な
っ
て
い
る
意
味
・
機
能
を
解
明
す
る
と
と
も

に
、
係
助
調
「
も
」
自
身
が
担
っ
て
い
る
積
極
的
な
働
き
は
何
か
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
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二
、
先
行
研
究
の
問
題
点

本
節
で
は
、
「
も
」
の
先
行
研
究
に
触
れ
つ
つ
、
問
題
点
を
探
る
こ

と
に
す
る
。

－
立
松
喜
久
子
（
1
9
9
2
）
の
場
合

立
松
に
よ
れ
ば
、
「
も
」
は
、

ァ
、
聞
き
手
に
対
し
自
分
に
共
感
し
て
欲
し
い
と
い
う
心
的
引



き
寄
せ
欲
求

イ
、
話
し
手
が
聞
き
手
に
対
し
て
示
す
共
感
、
親
近
感
な
ど
の

心
的
接
近
欲
求

の
二
つ
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
ア
の
例
と
し
て
は
、
次
の
1
、
2

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ー
、
あ
の
人
も
大
変
で
す
ね
。
奨
学
金
も
も
ら
わ
な
い
で
、
ア

ル
バ
イ
ト
だ
け
で
生
活
し
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

2
、
で
も
仕
方
な
か
っ
た
ん
だ
。
い
つ
ま
で
も
ア
ン
グ
ラ
芝
居

や
っ
て
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
も
の
な
。

こ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
「
も
」
は
、
発
話
の
機
能
を
考
え
て
み
る
と
、

例
ー
で
は
、
自
分
の
考
え
に
共
感
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
心
的
引

き
寄
せ
欲
求
が
あ
り
、
例
2
で
は
、
感
慨
だ
け
で
な
く
、
聞
き
手
に

対
す
る
働
き
か
け
、
つ
ま
り
言
い
訳
を
正
当
化
し
た
い
、
自
分
の
考

え
に
共
感
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
心
的
引
き
寄
せ
欲
求
が
あ
る
と

さ
れ
る
。

イ
の
例
と
し
て
は
、
次
の
3
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

3
、
君
の
4
2

守
つ
こ
と
も
も
っ
と
も
だ
ね
。

は
、
聞
き
手
に
対
し
て
共
感
し
て
い
る
、
心
的
接
近

の
「
も
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
例
1
、
2
、
3
の

「
も
」
は
、
発
話
の
機
能
か
ら
見
る
と
、
聞
き
手
に
対
す
る
心
的
引

き
寄
せ
・
心
的
接
近
を
表
し
て
お
り
、
従
来
の
感
動
の
「
も
」
と
か

詠
嘆
の
「
も
」
と
か
柔
ら
げ
の
「
、
も
」
と
か
言
わ
れ
て
い
る
も
の
に

こ
の
ア
も
」

近
い
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
果
た
し
て
、
右
の
こ
と
が
「
も
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ

て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
立
松
の
結
論
は
、
「
も
」
自
体

の
働
き
を
解
明
し
た
の
で
は
な
く
、
文
脈
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
、
導

か
れ
た
結
論
で
あ
る
と
考
え
る
。

例
1
の
「
も
」
で
は
、
自
分
の
考
え
に
共
感
し
て
も
ら
い
た
い
と

い
う
心
的
引
き
寄
せ
の
働
き
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
働
き
は
、

「
も
」
自
体
が
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
こ
の

場
合
、
「
あ
の
人
は
大
変
で
あ
る
」
と
い
う
事
実
を
第
三
者
で
あ
る
者

同
士
が
、
「
大
変
で
す
ね
」
と
感
想
を
述
べ
る
か
た
ち
で
発
話
し
て
い

る
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
う
な
る
と
自
然
に
お
互
い
が
共
感
し
合
い
な

が
ら
発
話
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
も
」
自
体
が
共
感
の

働
き
を
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
文
意
に
拠
る
と
、
そ
う
解
釈
で

き
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
例
3
の
「
君
の
一
言
う
こ
と
も

も
っ
と
も
だ
ね
」
に
感
じ
取
れ
る
共
感
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
「
も
」
自

体
に
よ
る
も
の
と
言
う
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
思
い
が
発
話
以
前
に

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
表
現
が
と
ら
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
結
果
、
相
手
に
対
し
て
共
感
し
て
い
る
意
思
が
表
明
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
共
感
し
て
い
な
け
れ
ば
「
も
っ
と
も
だ
ね
」
と
は
言
わ
な

い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
感
の
働
き
が
あ
る
と
言
え
る
の
は

「
も
っ
と
も
だ
ね
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
わ
け
で
、

「
も
」
自
体
が
共
感
を
表
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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つ
ま
り
、
立
松
の
言
う
「
共
感
」
の
用
法
と
は
、
そ
の
文
が
「
共

感
」
の
文
章
だ
と
理
解
で
き
る
も
の
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

「
も
」
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

－
伊
藤
健
人
（
1
9
9
7
）
の
場
合

伊
藤
は
、
「
も
」
を
次
の
よ
う
に
3
つ
の
類
型
に
分
け
て
い
る
。

①
同
述
語
命
題
・

N
P
フ
ォ
ー
カ
ス
H

「
も
」
が
付
加
し
た
命

題
と
そ
れ
と
対
照
さ
れ
る
命
題
が
閉
じ
述
語
を
持
ち
、
そ
れ

ぞ
れ
の
N
P
以
外
は
同
構
造
で
あ
る
も
の
。

②
異
述
語
命
題
・

v
p
フ
ォ
ー
カ
ス
H

「
も
」
が
付
加
し
た
命

題
と
、
そ
れ
と
対
照
さ
れ
る
命
題
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ

た
述
語
を
持
つ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
命
題
に
社
会
的
・
一
般
的

知
識
に
基
づ
く
共
通
性
が
あ
る
も
の
。

③
異
述
語
命
題
・

p
フ
ォ
ー
カ
ス
H

「
も
」
が
付
加
し
た
命
題

と
、
そ
れ
と
対
照
さ
れ
る
命
題
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
っ
た
述
語

を
持
ち
、
ま
た
、
両
命
題
聞
に
社
会
的
・
一
般
的
知
識
に
基

づ
く
共
通
性
も
な
い
も
の
。

以
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
筆
者
の
理
解
と
し
て
解
説
し
て
お

こ
う
。
ま
ず
①
と
は
、
述
語
が
同
じ
二
つ
の
文
に
お
い
て
、
後
文
に

「
も
」
の
付
加
し
た
名
詞
句
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て

次
の
ア
が
あ
る
。
（
筆
者
注
、
網
掛
け
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
様
）

ァ
、
昼
ご
ろ
か
ら
雨
が
機
線
機
機
騒

u

午
後
に
は
雪
叫
機
鱗
鱗

ア
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
が
「
1
が
降
る
」
と
い
う
同
じ
述
語
を
持
っ

て
お
り
、
「
雪
が
降
る
」
と
い
う
命
題
と
「
雨
が
降
る
」
と
い
う
命
題

は
範
列
的
関
係
に
あ
る
。
但
し
、
両
命
題
が
と
も
に
「
降
る
」
と
い

う
同
じ
述
語
を
持
っ
て
い
な
が
ら
、
「
雪
が
」
と
「
雨
が
」
の
違
い
に

よ
り
異
な
っ
た
事
態
が
表
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
「
雪
が
降
る
」
と
い

う
命
題
に
「
も
」
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
「
関
連
化
と
い
う
意

味
機
能
」
（
筆
者
注
、
伊
藤
に
よ
る
）
が
働
き
、

n
雪
以
外
の
何
か
が

降
っ
た
“
（
筆
者
注
、
「
雨
が
降
っ
た
」
と
い
う
こ
と
）
と
い
う
事
態

に
n
雪
が
降
っ
た
“
と
い
う
事
態
が
累
加
さ
れ
る
と
と
が
表
さ
れ
る
。

次
に
②
と
は
、
次
の
よ
う
な
例
文
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。

ィ
、
私
は
、
花
子
に
手
紙
を
機
察
電
話
剖
線
灘
緩
官
、
全
く
連

絡
が
と
れ
な
い
。

イ
の
「
電
話
を
か
け
る
」
と
「
手
紙
を
書
く
」
と
い
う
行
為
は
、

秒
速
絡
を
と
る
“
と
い
う
意
味
に
お
い
て
社
会
的
・
一
般
的
知
識
に

基
づ
い
た
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
電
話
を

か
け
る
」
と
い
う
行
為
と
「
手
紙
を
書
く
」
と
い
う
行
為
と
は
対
照

さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。

ゥ、
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そ
の
地
震
は
、
雛
纏
糠
線
機
線
、

報
道
さ
れ
て
い
る
。

ウ
の
「
そ
の
地
震
は
」
に
対
す
る
述
語
内
容
は
、
「
そ
の
地
震
が
縦



揺
れ
が
激
し
い
」
、
「
そ
の
地
震
が
震
度
が
7
だ」

て
い
る
が
、
社
会
的
・
一
般
的
知
識
に
よ
る
か
大
地
震
“

表
現
し
て
い
る
点
で
、
両
者
に
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
命
題
聞
の
範
列
的
関
係
は
、
「
も
」
の
付
加
し
た
命

題
と
そ
れ
と
対
照
さ
れ
る
命
題
と
が
異
な
る
述
語
の
命
題
で
あ
る
が
、

両
命
題
に
社
会
的
・
一
般
的
知
識
に
基
づ
く
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。

③
は
、
②
と
は
異
な
り
、
話
し
手
の
評
価
が
共
通
性
と
し
て
認
め

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
次
の
エ
が
あ
る
。

ェ
、
娘
の
畿
韓
畿
磯
議
鍵
．
機
織
畿
鱗
議
機
織
機
畿
の
で
も
寿

司
を
と
っ
た
。

「
大
口
の
注
文
も
入
っ
た
」
は
、
「
ー
が
入
っ
た
」
の
「
1
が
」
の

部
分
に
他
の
要
素
が
入
っ
た
他
の
事
態
、
例
え
ば
「
お
客
が
入
っ
た
」

な
ど
、
と
対
照
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
娘
の
縁
談
が

決
ま
る
」
と
い
う
命
題
が
表
す
事
態
と
「
大
口
の
注
文
が
入
る
」
と

い
う
命
題
が
表
す
事
態
に
は
、
社
会
的
・
一
般
的
知
識
に
基
づ
く
共

通
性
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
範
列
的
関
係
②
に
も
該
当
し
な
い
。

こ
こ
で
は
、
話
し
手
の
評
価
が
共
通
の
要
因
と
な
っ
て
働
い
て
い
る
。

話
し
手
が
両
命
題
に
、
例
え
ば
、
か
め
で
た
い
“
と
い
う
共
通
し

た
評
価
を
認
め
、
「
大
口
の
注
文
が
入
る
」
と
い
う
命
題
に
「
も
」
を

付
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
両
命
題
に
「
関
連
化
と
い
う
意
味
機
能
」

が
働
き
、
累
加
と
い
う
意
味
素
性
が
具
現
化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

の
よ
う
に
異
な
つ

の
状
況
を

こ
れ
は
、
命
題
全
体
を
取
り
立
て
る
も
の
で
あ
る
。
次
の
オ
も
同
じ

よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ォ
、
来
週
は

結
婚
式
の

こ
れ
は
、
「
（
私
が
）
結
婚
式
の
ス
ピ
ー
チ
を
す
る
」
と
い
う
命
題

と
、
「
研
究
発
表
が
あ
る
」
と
い
う
命
題
に
、
話
し
手
が
か
忙
し
い
“

と
い
う
共
通
の
評
価
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
伊
藤
の
3
つ
の
類
型
と
筆
者
の
解
説
を
述
べ
た
が
、
係
助

詞
「
も
」
の
働
き
を
考
え
る
上
で
、
伊
藤
の
示
す
3
つ
の
類
型
は
果

た
し
て
有
用
で
あ
ろ
う
か
。

3
つ
の
類
型
に
当
て
は
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
例
文
に
つ
い
て
考
え

て
み
る
と
、
ど
れ
も
全
て
、
「
も
」
の
代
表
的
な
働
き
の
一
つ
で
あ
る

「
累
加
」
（
筆
者
注
、
か
さ
ね
加
え
る
こ
と
。
「
添
加
」
と
同
じ
）
の

表
現
で
あ
る
。
「
も
」
の
働
き
と
し
て
、
第
一
番
目
に
思
い
付
く
の
が

「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
と
い
う
用
法
で
あ
る
。
大
野
普
（
1
9
9
3
）

に
は
「
モ
は
、
題
目
を
提
示
す
る
と
き
に
二
つ
が
併
立
し
て
い
る
、

あ
る
い
は
二
つ
以
上
が
併
立
し
て
い
て
、
ど
れ
と
決
定
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
を
示
す
係
助
詞
だ
っ
た
。
ハ
が
『
一
つ
を
特
定
』
し
て
取

り
上
げ
る
に
対
し
て
、
モ
は
『
一
つ
で
は
な
い
』
こ
と
を
示
す
助
調

だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
？
」
れ
も
』
と
い
え
ば
、
他
に
も
同
類
が
存
在
す

る
こ
と
を
示
し
、
『
誰
も
』
『
何
も
』
と
使
え
ば
、
『
ど
れ
も
こ
れ
も
、

す
べ
て
・
・
・
な
い
』
を
意
味
す
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
」
（
即
頁
）
と
あ
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る
。
ま
た
、
大
野
晋
（
1
9
9
5
）
で
は
、
「
つ
ま
り
『
も
』
は
、
こ

れ
一
っ
と
確
定
し
な
い
の
が
原
義
な
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
、
『
あ
れ

も
こ
れ
も
』
の
よ
う
な
添
加
の
用
法
が
発
展
し
た
の
で
す
。
」
（
閃
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。

ア
の
分
析
で
は
、
伊
藤
も
事
態
の
「
累
加
」
と
述
べ
て
い
る
の
だ

が
、
命
題
聞
で
同
じ
述
語
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
「
も
」
自

体
の
働
き
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
に
な
り
得
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
単
純
に
、
雨
も
降
り
、
雪
も
降
っ
た
と
い
う
事

態
を
表
し
て
お
り
、
「
雨
」
と
「
雪
」
と
い
う
単
語
の
対
照
が
あ
れ
ば
、

そ
の
下
に
く
る
述
語
は
必
然
的
に
同
じ
も
の
に
な
る
可
能
性
が
高
い

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
の
重
要
度
が
そ
れ
ほ
ど
高
い
も
の
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
か
。

イ
や
ウ
の
例
文
は
、
①
と
は
違
い
、
述
語
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と

で
類
型
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
「
も
」
の
働
き
だ
け

に
注
目
し
て
み
る
と
、
イ
の
「
手
紙
を
書
き
、
電
話
も
か
け
た
」
と

い
う
の
は
、
こ
れ
一
っ
と
確
定
し
な
い
「
も
」
の
原
義
か
ら
展
開
し

た
「
累
加
」
表
現
に
当
て
は
ま
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
社
会
的
・
一

般
的
知
識
と
し
て

w
連
絡
を
と
る
“
と
い
う
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
を
「
も
」
自
体
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
「
も
」
は

単
に
「
累
加
」
を
表
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

エ
や
オ
は
、
述
語
が
違
い
、
社
会
的
・
一
般
的
知
識
の
共
通
性
も

認
め
ら
れ
な
い
が
、
話
し
手
の
評
価
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
点
で
、

類
型
化
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
も
全
て
「
累
加
」
の
「
も
」
で

あ
る
こ
と
に
は
何
ら
変
わ
り
な
い
と
考
え
る
。
エ
の

w
め
で
た
い
u

こ
と
、
オ
の

n
忙
し
い
u

こ
と
は
、
ど
ち
ら
も
そ
の
文
か
ら
分
か
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
文
が
出
来
上
が
っ
て
か
ら
認
め
ら
れ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
話
し
手
の
評
価
と
い
う
共
通
性
を
見
出

し
て
区
別
す
る
こ
と
は
、
結
果
論
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な

い
か
。
つ
ま
り
、
「
も
」
の
問
題
と
は
直
結
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。

立
松
や
伊
藤
の
よ
う
に
、
出
来
上
が
っ
た
文
か
ら
判
断
し
、
述
語

の
違
い
な
ど
、
部
分
的
な
と
こ
ろ
で
「
も
」
の
働
き
を
類
型
化
、
細

分
化
し
て
い
く
こ
と
は
、
係
助
調
「
も
」
自
体
が
担
っ
て
い
る
働
き

を
明
ら
か
に
し
て
い
く
上
で
は
適
当
で
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。

’E
A
 

唱
目
ム

一一、
「
累
加
」

の
働
き

多
く
の
「
も
」
の
例
は
、
ほ
ぽ
「
累
加
」
の
意
味
に
な
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
、
「
も
」
の
「
累
加
」
に
は
、
文
の
構
造
上
の
パ

タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
く
。

前
に
挙
げ
た
伊
藤
の
例
ア
、
ィ
、
ゥ
、
ェ
、
オ
の
う
ち
、
ィ
、
ゥ
、

エ
を
二
文
に
区
切
っ
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
を
比
較
し
、
網
掛
け
部
分

の
構
造
を
考
え
る
。

ァ
、
昼
ご
ろ
か
ら
雨
が
機
織
綴
綴
畿
吋
午
後
に
は
雪
叫
雛
擁
護

機
機
略



ィ
、
私
は
、
花
子
に
手
紙
を
錨
撃
機
吋
電
話
M
斜
線
線
機
繁
、
全

く
連
絡
が
と
れ
な
い
。

ゥ
、
そ
の
地
震
は
、
震
度
が
灘
だ
っ
た
。
縦
揺
れ
叫
灘
畿
鱗
磯

鰹
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

ェ
、
娘
の
縁
談
が
畿
線
機
機
織
大
口
の
注
文
制
緩
綴
織
擦
の
で
、

寿
司
を
と
っ
た
。

ォ
、
来
週
は
研
究
発
表
が
機
購
吋
結
婚
式
の
ス
ピ
ー
チ
叫
畿
緩

ア
ー
オ
の
「
累
加
」
に
は
2
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
－
つ
は
、

例
ア
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
文
と
後
文
の
関
係
に
お

い
て
、
後
文
の
「
も
」
の
上
接
語
は
前
文
に
は
存
在
し
な
い
が
、
述

語
部
分
に
つ
い
て
は
「
降
っ
て
い
た
」
が
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
と
き
、
「
雨
が
降
っ
て
い
た
」
に
か
さ
ね
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、

「
雪
」
が
降
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
図
式
化
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

A
l
B
 

回も
B

雨
、
が
降
っ
て
い
た
。

圏
も
降
っ
て
い
た
。

2
つ
め
は
、
例
イ
、
ゥ
、
ェ
、
オ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

前
文
と
後
文
に
同
一
要
素
が
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
例
イ
を
用

い
て
図
式
化
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
、

II 

A
l
B
 

回
白

｜電手
儲i紙
E を
｜州書
Htlい
民｜た
-..,,. 0 

ー
で
は
、

B
の
部
分
が
同
じ
な
の
で
、
「
も
」
の
上
接
蓋
川
背
け
が

か
さ
ね
加
え
ら
れ
て
い
る
。

E
で
は
、

A
｜
B
の
動
作
に
対
し
、

悶
川
凶
削
と
い
う
も
う
1
つ
の
動
作
が
か
さ
ね
加
え
ら
れ
て
い
る
。

但
し
、
ー
の
よ
う
に
A
i
B
に
悶
官
け
を
か
さ
ね
加
え
る
こ
と
と
、

H
の
よ
う
に
A
｜
B
に
悶
川
凶
日
乞
か
さ
ね
加
え
る
パ
タ
ー
ン
と
は
、

ど
ち
ら
も
A
｜
B
に
か
さ
ね
加
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
、

本
質
的
に
は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

四

「
絶
対
的
な
取
り
立
て
」

の
働
き

η

，“
 唱

E
A

招
回
善
子
（
2
0
0
0
）
は
、
「
も
」
を
次
の
3
種
類
に
ま
と
め
て

い
る
。
沼
田
に
よ
れ
ば
、
「
も
」
は
主
文
に
対
し
て
、
常
に
何
ら
か
の

対
比
的
含
み
の
生
じ
る
「
と
り
た
て
調
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

3

種
類
の
分
類
は
そ
の
在
り
方
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
い
る
。

ァ
、
単
純
他
者
肯
定
の
「
も
」

ィ
、
意
外
の
「
も
」

ゥ
、
不
定
他
者
肯
定
の

「も」



ア
（
単
純
他
者
肯
定
の
「
も
」
）
の
例
と
し
て
は
、
次
の
①
を
、
挙
げ

て
い
る
。①

（
足
の
動
き
に
合
わ
せ
て
、
）
自
然
に
手
も
動
か
し
て
い
る
。

こ
の
「
も
」
は
、
自
者
で
あ
る
「
手
」
を
と
り
た
て
、
主
張
と
な

る
「
手
を
動
か
し
て
い
る
」
を
真
で
あ
る
も
の
と
し
て
肯
定
し
て
い

る
と
す
る
。
同
時
に
含
み
と
し
て
他
者
で
あ
る
「
足
」
に
つ
い
て
も

「
動
か
し
て
い
る
」
こ
と
を
真
で
あ
る
も
の
と
し
て
肯
定
し
て
い
る
。

し
か
も
、
後
掲
②
の
よ
う
に
含
み
の
肯
定
を
取
り
消
す
よ
う
な
文
脈

と
は
共
起
し
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。

②
自
然
に
手
川
町
動
か
し
て
い
る
が
、
手
以
外
の
部
位
は
動
か
さ

な
い
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
も
」
は
単
純
他
者
肯
定
の
「
も
」
と
さ
れ
る
。

イ
（
意
外
の
「
も
」
）
の
例
と
し
て
は
次
の
③
を
挙
げ
て
い
る
。

③
（
彼
の
放
蕩
ぶ
り
に
は
）
親
叫
愛
想
を
尽
か
し
た
。

こ
の
「
も
」
は
、
「
親
」
を
自
者
と
し
て
と
り
た
て
、
他
者
「
親
以

外
」
と
と
も
に
「
愛
想
を
尽
か
し
た
」
と
い
う
共
通
の
述
語
句
に
対

し
て
肯
定
し
て
い
る
と
見
る
。
こ
の
点
で
は
、
単
純
他
者
肯
定
の

「
も
」
と
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
③
の
「
も
」
は
「
さ
え
」
と
置

き
換
え
て
も
文
意
が
変
わ
ら
ず
、
「
親
が
愛
想
を
尽
か
す
」
こ
と
が
極

端
な
こ
と
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
れ
る
。
③
の

「
も
」
は
、
次
の
④

a
を
主
張
と
し
て
断
定
す
る
一
方
で
、
④
b
を

含
み
と
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

親
が
愛
想
を
尽
か
し
た
。

親
以
外
（
例
え
ば
他
人
）
は
愛
想
を
尽
か
す
が
、
親
は

愛
想
を
尽
か
さ
な
い
と
思
っ
た
。

＠
b
で
は
、
「
親
以
外
」
の
他
者
は
全
て
「
愛
想
を
尽
か
す
」
と
肯

定
さ
れ
て
も
、
「
親
」
は
「
愛
想
を
尽
か
す
」
こ
と
は
な
い
と
否
定
さ

れ
て
い
る
。
他
の
も
の
は
そ
う
で
も
、
こ
れ
だ
け
は
違
う
と
思
っ
た

も
の
が
、
案
に
相
違
し
て
他
と
同
じ
に
な
れ
ば
意
外
さ
を
感
じ
る
。

意
外
な
も
の
に
は
、
他
の
も
の
に
対
し
て
よ
り
は
、
よ
り
強
く
注
意
、

関
心
が
向
け
ら
れ
る
。
こ
れ
が
強
調
に
つ
な
が
る
と
考
え
、
こ
の
よ

う
な
「
も
」
を
意
外
の
「
も
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
意
外
の
「
も
」

の
含
み
に
お
け
る
他
者
肯
定
は
想
定
で
あ
っ
て
断
定
で
は
な
い
。

従
っ
て
、
次
の
よ
う
な
文
脈
と
共
起
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

⑤
（
彼
の
放
蕩
ぶ
り
に
は
）
親
も
愛
想
を
尽
か
し
た
の
に
、
伯

父
だ
け
は
彼
を
見
捨
て
な
か
っ
た
。

こ
の
点
で
、
②
の
単
純
他
者
肯
定
の
「
も
」
と
異
な
る
と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
意
外
の
「
も
」
の
他
者
は
、
文
脈
中
に
明
示
さ
れ
な
い
こ
と

の
方
が
多
い
。
意
外
の
「
も
」
の
自
者
は
、
想
定
で
否
定
さ
れ
る
よ

う
な
意
外
性
の
高
い
極
端
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
他
者

は
意
外
性
が
な
く
文
面
か
ら
だ
い
た
い
予
想
さ
れ
る
も
の
と
し
て
一

括
さ
れ
る
。
そ
こ
で
他
者
は
自
者
以
外
の
も
の
と
い
う
だ
け
で
、
あ

え
て
提
示
さ
れ
る
必
要
が
な
い
場
合
が
多
く
な
る
と
さ
れ
る
。
次
の

＠
の
よ
う
な
例
が
そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

④④  
b a 
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＠
緑
化
運
動
は
首
相
も
乗
り
出
す
ほ
ど
、
カ
を
入
れ
ら
れ
た
。

ウ
（
不
定
他
者
肯
定
の
「
も
」
）
の
例
で
は
次
の
⑦

a
、
⑦
b
を
挙

げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
文
脈
に
よ
っ
て
は
他
者
が
現
れ
ず
、
ま
た
、

他
者
を
具
体
的
に
想
定
し
に
く
い
場
合
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

⑦

a

春
も
た
け
な
わ
に
な
り
ま
し
た
（
が
、
お
変
わ
り
な
く

お
過
ご
し
で
す
か
）
。

⑦
b

私
も
何
と
か
無
事
定
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し

て
・
・
。

⑦

a
の
「
も
」
は
、
「
春
も
た
け
な
わ
に
な
り
、
夏
も
た
け
な
わ
に

な
り
・
・
・
」
と
い
う
よ
う
に
「
春
」
を
と
り
た
て
る
の
で
は
な
く
、

「
春
が
た
け
な
わ
に
な
り
ま
し
た
」
を
と
り
た
て
る
の
で
あ
り
、
こ

れ
に
対
す
る
他
者
は
、
季
節
や
時
の
推
移
を
感
じ
さ
せ
る
ほ
か
の
事

柄
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
と
さ
れ
る
。

ま
た
⑦
b
で
は
、
「
私
」
が
「
も
」
に
と
り
た
て
ら
れ
る
自
者
で
、

他
者
は
具
体
的
に
誰
と
は
言
わ
な
い
が
「
私
以
外
の
人
」
と
考
え
る

の
が
自
然
な
解
釈
に
思
わ
れ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
も
一

応
、
話
し
手
や
聞
き
手
が
想
定
す
る
他
者
は
存
在
す
る
も
の
と
見
て

お
り
、
そ
れ
に
見
合
う
形
で
自
者
の
範
囲
（
つ
ま
り
フ
ォ
ー
カ
ス
）

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
⑦

a
、
⑦
b
の
よ
う
な
「
も
」
を
、
不
定
の
他
者
を
肯
定
す
る
不
定
他

者
肯
定
の
「
も
」
と
し
て
い
る
。

以
上
が
沼
田
の
見
解
で
あ
る
。
本
論
文
と
の
関
わ
り
で
注
目
す
ベ

き
は
、
ウ
（
不
定
他
者
肯
定
）
の
用
法
、
⑦

a
・
b
に
関
す
る
論
述

で
あ
る
。
筆
者
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
ウ
の
⑦

a
と
⑦
b
は
区
別
す

る
必
要
が
な
い
。
⑦
の
a
と
b
で
は
同
じ
「
取
り
立
て
」
の
機
能
が

働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、

a
で
は
「
春
、
が
た
け
な
わ
に

な
り
ま
し
た
」
を
取
り
立
て
、

b
で
は
「
私
が
何
と
か
無
事
定
年
を

迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と
を
取
り
立
て
て
い
る
と

考
え
る
べ
き
で
、
⑦
b
、
が
「
私
」
だ
け
を
取
り
立
て
て
い
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。

半
藤
英
明
（
2
0
0
1
）
は
、
次
例

a
を
挙
げ
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

a 

私
は
自
費
出
版
の
お
金
を
稼
ぎ
出
す
た
め
に
売
春
ま
が
い

の
こ
と
も
し
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
無
理
に
も
限
界
が
き

（
『
空
洞
星
雲
一
』
）

4＆
 

ま
し
た
。

つ
ま
り
、

a
の
「
も
」
構
文
は

た
が
、
無
理
に
も
限
界
が
来
た
」

こ
れ
は
対
比
性
が
極
め
て
薄
く

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
或
る
こ
と
に
は
限
界
が
来

と
い
う
文
意
で
は
な
い
。

「
絶
対
的
な
取
り
立
て
」
に

（
叩
頁
）

こ
の
考
え
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
、
⑦

a
は
、
「
春
以
外
の
も
の
は
た
け

な
わ
に
な
っ
た
が
、
春
、
も
た
け
な
わ
に
な
っ
た
」
と
い
う
文
意
で
は



な
い
し
、
⑦
b
は
「
私
以
外
の
人
は
定
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た

が
、
私
も
定
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う
文
意
で
は
な
い
。

話
し
手
や
聞
き
手
が
⑦

a
や
⑦
b
を
話
し
た
り
聞
い
た
り
す
る
場
合
、

そ
の
焦
点
は
あ
く
ま
で
も

a
「
春
が
た
け
な
わ
に
な
っ
た
こ
と
へ

b

「
私
が
何
と
か
無
事
定
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
」
に
当
て

ら
れ
て
い
て
、
対
比
す
る
他
者
の
存
在
を
意
識
し
て
は
い
な
い
と
思

わ
れ
る
。
他
者
の
存
在
に
か
さ
ね
加
え
る
か
た
ち
で
「
も
」
を
使
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
そ
の
「
累
加
」
の
働
き
が
薄
れ
た

と
き
に
現
れ
る
「
絶
対
的
な
取
り
立
て
」
の
機
能
が
全
面
的
に
働
い

て
い
る
も
の
と
筆
者
は
考
え
る
。
つ
ま
り
、
「
も
」
の
多
く
は
、
先
に

述
べ
た
「
累
加
」
の
意
味
に
あ
る
が
、
そ
の
意
味
、
が
薄
れ
る
形
で

「
絶
対
的
な
取
り
立
て
」
に
よ
る
表
現
が
現
れ
る
と
考
え
た
い
。

三
井
正
孝
（
1
9
9
4
）
も
、
「
も
」
の
「
絶
対
的
な
取
り
立
て
」

に
関
わ
る
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
三
井
の
論
か
ら
引
用
し
て
お
く
。

従
来
〈
柔
ら
げ
〉
と
さ
れ
て
き
た
モ
は
、
性
質
の
程
度
や
事

柄
の
進
行
の
程
度
、
ま
た
は
事
柄
の
段
階
や
価
値
が
〈
最
高
値

を
達
成
す
る
〉
と
い
う
意
味
を
持
つ
文
の
場
合
に
あ
ら
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
従
来
〈
柔
ら
げ
〉
の
モ
と
呼
ば

れ
て
い
た
も
の
を
、
〈
達
成
〉
の
モ
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

〈
達
成
〉
の
モ
が
あ
ら
わ
す
の
は
、
自
者
が
、
そ
の
文
の
叙

述
内
容
が
示
す
事
柄
に
お
い
て
、
そ
の
程
度
が
最
高
値
に
達
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
他
者
は
持
た
な
い
。
す
な

わ
ち
、
〈
達
成
〉
の
モ
が
あ
ら
わ
す
の
は
、
自
者
自
身
の
程
度
が

如
何
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
他
と
比
べ
て
、
あ
る
い

は
、
他
者
と
の
累
加
に
お
い
て
、
自
者
が
存
在
す
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
必
然
的
に
他
者
を
想
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
「
あ
た
か
も
他
者
が
い
る
よ

と
い
う
擬
制
を
考
え
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
加
、

う
に
」

加
頁
）

三
井
の
〈
達
成
〉
の
モ
と
は
、
後
掲
の
1
、
2
で
あ
る
。

1
、
ア
メ
リ
カ
も
ア
メ
リ
カ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
だ
。

2
、
彼
の
店
は
東
京
も
銀
座
だ
ぜ
。

例
ー
で
あ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
中
で
も
最
も
す
ば
ら
し
い
（
と
話

し
手
が
考
え
て
い
る
）
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
だ
、
と
い
う
、
い
わ
ば
価
値

付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
が
、
「
事
柄
の
価
値
に
お
い

て
最
高
値
を
達
成
し
て
い
る
」
こ
と
が
分
か
る
の
は
、
「
も
」
自
体
か

ら
で
は
な
く
、
そ
の
文
章
全
体
か
ら
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
そ
う
見

え
る
こ
と
と
、
「
も
」
を
積
極
的
に
使
っ
た
結
果
分
か
る
こ
と
（
言
葉

自
体
の
働
き
）
と
は
別
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
沼
田
の
掲
げ
た
⑦

a
、

⑦
b
の
例
と
同
様
に
「
絶
対
的
な
取
り
立
て
」
が
働
い
て
い
る
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

F
h
u
 



例
え
ば
、
例
2
の
「
東
京
」
と
「
銀
座
」
を
「
熊
本
」
と
「
下
通

り
」
に
入
れ
替
え
た
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。

3
、
彼
の
店
は
熊
本
も
下
通
り
だ
ぜ
。

文
の
構
造
は
2
と
同
様
で
あ
り
、
「
下
通
り
」
は
「
熊
本
」
の
繁
華

街
と
し
て
は
最
高
値
の
も
の
と
判
断
で
き
る
が
、
こ
の
よ
う
な
文
章

は
一
般
的
に
は
成
り
立
ち
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
、
「
も
」
を

挟
む
2
つ
の
地
名
の
認
知
度
の
高
さ
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
一
言
葉
を
入
れ
替
え
た
場
合
に
〈
達
成
〉
の
モ
の
意
味
が
成

り
立
た
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
文
に
一
定
の
意
味
環
境
が

整
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
も
」
の
働
き
に

そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
こ
と
の
現
れ
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
「
達
成
」
と
い
う
概
念
も
「
も
」
の
も
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
三
井
は
、
例
1
、
2
を
「
他
と
比
べ
て
、
あ
る
い
は
、

他
者
と
の
累
加
に
お
い
て
、
自
者
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
例

と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
命
題
が
相
対
化
さ
れ
た
対
象
で

は
な
い
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ら
を

「
絶
対
的
な
取
り
立
て
」
に
よ
る
表
現
と
捉
え
て
い
る
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

玉
、
係
助
調
「
も
」

の
二
面
性

係
助
詞
「
も
」
の
用
法
で
は
、
そ
の
原
義
で
あ
る
不
確
定
の
意
か

ら
展
開
し
た
「
岡
県
加
」
の
意
味
が
最
も
重
要
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ

の
意
味
が
薄
れ
る
形
で
「
絶
対
的
な
取
り
立
て
」
と
い
う
機
能
が
全

面
的
に
現
れ
る
用
法
が
形
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な

理
解
を
す
る
こ
と
で
、
一
見
か
け
離
れ
た
「
も
」
の
二
つ
の
用
法
を

結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

後
掲
I
、
H
の
例
は
、
そ
の
よ
う
な
「
も
」
の
二
面
性
を
象
徴
的

に
一
不
す
例
で
あ
る
。

I
、
「
累
加
」

の
ア
も
」

au 

t
Eふ

①
「
遊
ぶ
も
勉
強
す
る
も
自
分
次
第
」

2
0
0
3
年
同
月
6
日
佐
賀
新
聞
・
地
方

②
「
頭
が
い
い
で
も
、
ス
タ
イ
ル
が
い
い
で
も
い
い
。
」

2
0
0
3
年
叩
月
4
日
佐
賀
新
聞
・
ひ
ろ
ば

③
大
英
博
物
館
の
重
厚
な
文
化
遺
産
も
拝
ん
だ
し
、
赤
れ
ん
が
の
建

築
も
た
っ
ぷ
り
味
わ
っ
た
。

2
0
0
3
年
叩
月
4
日
佐
賀
新
聞
・
文
化

④
「
シ
ョ
ッ
ト
も
パ
ッ
ト
も
ち
ょ
っ
と
ず
っ
狂
っ
て
い
る
・
・
・
」

佐
賀
新
聞
・
ス
ポ
ー
ツ

2
0
0
3
年
刊
月
4
日



⑤
お
れ
も
王
さ
ん
も
、
お
て
ん
と
さ
ま
に
は
勝
て
ん
か
っ
た
な
。

2
0
0
3
年
叩
月
幻
日
佐
賀
新
聞
・
ス
ポ
l
ヅ

こ
れ
ら
の
「
も
」
は
全
て
、
「
累
加
」
の
働
き
を
「
も
」
自
身
が

担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
そ
の
「
累
加
」
の
意
味
が
薄

れ
、
「
絶
対
的
な
取
り
立
て
」
の
機
能
が
現
れ
て
い
る
「
も
」
を
挙
げ
る
。

E
、
「
絶
対
的
な
取
り
立
て
」
の
「
も
」

＠
秋
、
も
た
け
な
わ
の
1
0
月。

2
0
0
3
年
叩
月
1
日
佐
賀
新
聞
・
地
方

⑦
「
あ
ん
た
も
強
情
だ
な
」
と
籾
山
は
笑
っ
た
。

「
は
ち
ま
ん
」
・
上
内
田
康
夫

＠
「
せ
っ
か
く
鹿
児
島
に
来
て
、
初
め
て
の
食
事
が
カ
レ
！
と
は
、

僕

も

芸

が

な

い

な

」

「

黄

金

の

橋

」

内

田

康

夫

⑨
「
見
張
り
も
大
変
だ
よ
な
」

「
東
京
下
町
殺
人
暮
色
」
宮
部
み
ゆ
き

⑩
「
刑
事
も
大
変
な
商
売
だ
な
あ
」

「
東
京
下
町
殺
人
暮
色
」
宮
部
み
ゆ
き

⑪
「
あ
ん
人
も
偉
く
な
ら
し
た
ば
っ
て
ん
、
そ
ぎ
ゃ
ん
、
偉
く
な
る

人
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
敵
も
多
い
ん
か
な
。
」

「
黄
金
の
橋
」

内
田
康
夫

こ
れ
ら
⑥
1
⑪
ま
で
の
「
も
」
は
、
「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
と
い
う

「
累
加
」
の
要
素
は
薄
い
。
即
ち
、
こ
れ
ら
が
「
絶
対
的
な
取
り
立

て
」
の
用
法
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
も
」
に
つ
い
て
、
半
藤
英
明
（
2
0
0
1
）
は
次

の
記
述
を
し
て
い
る
。

係
助
詞
の
文
法
的
機
能
は
「
取
り
立
て
」
こ
の
機
能

に
は
歴
史
的
変
化
が
な
い
。
従
っ
て
、
現
代
語
の
係
助
調
は
、

「
取
り
立
て
」
機
能
の
意
味
的
反
映
が
表
現
上
の
意
義
と
な
る
。

し
か
し
、
係
助
詞
構
文
に
見
ら
れ
る
「
強
調
」
の
要
素
は
、
古

典
語
で
の
実
効
性
を
現
代
語
の
範
曙
で
は
失
い
、
消
滅
し
た
と

は
言
え
な
い
が
、
潜
在
的
な
も
の
と
し
て
い
る
。
（
日
頁
）

で
あ
り
、

ヴ

a
唱
E

つ
ま
り
、
係
助
詞
で
あ
る
「
も
」
に
は
、
「
取
り
立
て
」
機
能
が
表

現
上
に
反
映
さ
れ
、
潜
在
的
に
「
強
調
」
の
要
素
も
持
ち
合
わ
せ
て

い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
強
調
」
と
は
意
味
的
環
境
上
、
共
起
さ
れ

や
す
い
「
共
感
」
や
「
達
成
」
、
ま
た
「
感
動
」
な
ど
が
「
も
」
の
用

法
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
事
態
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
強
調
」
と
い
う
概
念
が
様
々
な
意
味
の
も

の
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
枝
分
か
れ

的
に
派
生
し
た
も
の
で
、
「
も
」
の
本
質
を
追
求
し
た
こ
と
に
は
な
ら



な
か
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。

「
も
」
の
理
解
で
重
要
な
の
は
、
「
累
加
」
の
意
味
と
「
絶
対
的
な

取
り
立
て
」
と
い
う
機
能
の
二
面
性
に
お
い
て
、
表
現
に
用
法
上
の

違
い
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
そ
の
両
者
が
「
も
」

の
本
質
を
一
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

係
助
調
「
も
」
の
本
質
は
、
「
累
加
」
の
働
き
を
表
す
意
味
的
要
素

と
、
「
絶
対
的
な
取
り
立
て
」
を
表
す
機
能
的
要
素
の
ニ
面
性
が
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
機
能
的
要
素
で
あ
る
「
絶
対
的
な
取
り
立
て
」
の
働

き
は
、
係
助
詞
「
も
」
が
潜
在
的
に
「
強
調
」
の
意
味
を
持
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
「
共
感
」
や
「
達
成
」
、
「
感
動
」
と
結
び
つ

け
て
拡
大
解
釈
さ
れ
や
す
い
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
係
助
詞
「
も
」

の
個
性
的
な
役
割
は
「
累
加
」
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
意

味
が
薄
れ
た
形
と
し
て
「
絶
対
的
な
取
り
立
て
」
機
能
の
用
法
が
あ
る
。

「
取
り
立
て
」
機
能
と
切
り
離
し
て
、
「
も
」
の
用
法
を
意
味
的
に

「
共
感
」
や
「
達
成
」
、
「
感
動
」
な
ど
に
分
類
し
た
の
で
は
、
全
て

の
「
も
」
を
統
一
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
く
る
。
本

論
文
の
よ
う
に
、
分
類
・
細
分
化
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
く
こ
と
で
、

係
助
調
「
も
」
の
本
質
が
、
意
味
的
要
素
の
「
累
加
」
と
機
能
的
要

素
の
「
絶
対
的
な
取
り
立
て
」
の
二
面
性
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
得
る
。
即
ち
、
本
論
文
は
、
「
も
」
と
い
う
助
詞
の
在
り
方
を
理
解

す
る
上
で
最
も
基
本
的
な
認
識
を
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
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