
『
日
本
語
学
論
集
』
第
一

O
号

二
O
一
四
年
三
月

条
件
節
に
お
け
る
ノ
ダ
の
構
造
と
機
能

は
じ
め
に

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
井
島
(
二

O
一
0
・
三
、
二
ニ
・
二
一
)
で
ノ
ダ

文
全
体
の
構
造
と
機
能
に
関
し
て
基
本
的
な
考
え
方
を
示
し
、
個
々
の

表
現
に
関
し
て
は
、
井
島
(
二

O
一
一
・
一
二
)
で
文
末
で
は
あ
る
が
主

節
で
は
な
い
ノ
ダ
文
(
ノ
デ
ハ
ナ
イ
・
ノ
カ
・
ノ
ダ
ロ
ウ
(
ノ
カ
モ
シ

レ
ナ
イ
・
ノ
ニ
チ
ガ
イ
ナ
イ
・
ノ
カ
シ
ラ
・
ノ
ダ
ソ
ウ
ダ
)
・
ノ
ダ
ロ

ウ
カ
・
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
・
ノ
ダ
ッ
タ
)
、
お
よ
び
井
島
(
二

O
二

了

一
二
で
は
最
も
用
例
の
多
い
主
節
言
い
切
り
の
ノ
ダ
文
の
類
型
に
関

し
て
根
本
的
な
原
理
を
示
し
た
。

本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
あ
え
て
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
条
件
節
中
に
お
け

る
ノ
ダ
文
の
構
造
と
機
能
に
関
し
て
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
条
件
節
に
お
け
る
ノ
ダ
文
に
は
、
二
つ
の
厄
介

な
構
文
が
あ
る
。
一
つ
は
順
接
仮
定
条
件
節
に
用
い
ら
れ
る
ノ
ナ
ラ
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
順
接
確
定
条
件
節
に
用
い
ら
れ
る
ノ
ダ
カ
ラ
で
あ

井
島

正
博

る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
構
文
を
中
心
に
、
条
件
節
中
に
用
い
ら
れ

る
ノ
ダ
文
を
、
先
に
示
し
た
観
点
で
統
一
的
に
解
釈
で
き
る
こ
と
を
論

じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

1 

ノ
ダ
順
接
仮
定
条
件
節

典
型
的
な
順
接
仮
定
条
件
節
は
パ
・
タ
ラ
・
ナ
ラ
で
あ
る
が
、
ノ
ダ

の
有
無
が
直
接
関
わ
る
の
は
ノ
ナ
ラ
と
い
う
形
で
あ
る
。
た
だ
、
タ
ラ

も
ノ
ダ
ツ
タ
ラ
、
パ
も
ナ
ラ
・
タ
ラ
と
結
び
つ
い
て
、
ノ
ナ
ラ
バ
・
ノ

ダ
ツ
タ
ラ
パ
と
い
う
形
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

可

，

ム

・

噌

'

ム

ノ
ダ
順
接
仮
定
条
件
節
の
先
行
研
究

田
野
村
(
一
九
九

0
・
ニ
で
は
、
ナ
ラ
に
つ
い
て
、
ノ
ナ
ラ
と
置
き

換
え
可
能
な
「
実
情
仮
定
」
用
法
と
、
置
き
換
え
不
可
能
な
「
状
況
設

定
」
用
法
が
あ
る
と
論
じ
る
。
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「
実
情
仮
定
」
の
ナ
ラ
に
つ
い
て
は
、
「
そ
も
そ
も
、
「
な
ら
」
と
い

う
言
い
方
自
体
、
が
、
あ
る
実
情
が
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
の
仮
定
を
表
現
す
る
こ
と
を
中
心
的
な
用
法
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
実
の
と
こ
ろ
が
ー
で
あ
れ
ば
」
と
い
っ
た
意
味
を
表
す
わ

け
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
「
な
ら
」
が
そ
う
し
た
意
味
を
表
す
と
き
に

は
、
「
な
ら
」
と
「
の
な
ら
」
は
、
結
果
的
に
ほ
と
ん
ど
同
義
の
表
現

に
な
る
。
」
と
説
明
す
る
(
例
文
の
番
号
は
本
稿
の
通
し
番
号
に
統
一

す
る
。
以
下
同
様
)
。

ωa
そ
ん
な
に
気
に
{
入
ら
な
い
な
ら
/
入
ら
な
い
の
な
ら
て
よ

せ
ば
い
い
だ
ろ
う
。

b

も
し
真
相
を
知
っ
て
{
い
る
な
ら
/
い
る
の
な
ら
て
わ
た
し

に
も
教
え
て
ほ
し
い
。

c

も
う
始
め
て
(
い
る
な
ら
/
い
る
の
な
ら
}
ま
だ
し
も
、
こ
れ

か
ら
と
言
う
の
で
は
間
に
合
う
わ
け
が
な
い
。

d

そ
の
時
現
場
に
(
い
た
な
ら
ば
/
い
た
の
な
ら
ば
て
太
郎
は

事
件
を
目
撃
し
て
い
る
は
ず
だ
。

置
き
換
え
可
能
で
あ
る
の
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
「
実
情
仮
定
の
「
な

ら
」
の
意
味
は
、
状
況
設
定
の
「
な
ら
」
と
は
異
な
り
、
「
の
ダ
」
の

性
格
に
矛
盾
し
な
い
。
矛
盾
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
一
致
す
る
も
の
で
あ

る
。
」
か
ら
で
あ
る
と
論
じ
る
。
ま
た
、
置
き
換
え
可
能
で
は
あ
る
と

は
い
う
も
の
の
、
相
違
も
見
出
さ
れ
る
と
い
う
。

ω
a
(帰
り
た
い
刻
サ
/
帰
り
た
い
州
制
引
)
、
帰
っ
て
も
い
い
よ
。

b

何
か
言
い
た
い
こ
と
が
{
あ
る
な
ら
/
あ
る
の
な
ら
}
、
言
い

な
さ
い
。

す
な
わ
ち
、
「
「
の
な
ら
」
は
、
帰
り
た
そ
う
に
し
た
り
、
何
か
を
言

い
た
そ
う
に
し
て
い
た
り
し
て
い
る
相
手
の
様
子
を
受
け
て
発
言
す
る

場
合
に
特
に
用
い
ら
れ
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
文
脈
や
状
況
に

基
づ
く
見
込
み
の
な
い
、
い
わ
ば
白
紙
の
状
態
で
の
仮
定
を
表
現
す
る

と
き
に
用
い
ら
れ
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
う
。

ま
た
、
「
実
情
仮
定
の
「
な
ら
」
に
お
い
て
は
、
状
況
設
定
の
「
な

ら
」
の
場
合
の
よ
う
に
、
「
ス
ル
な
ら
」
と
「
シ
タ
な
ら
」
と
が
似
通

っ
た
意
味
を
表
す
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
両
者
は
、
仮
定
さ
れ
た
事
態

が
過
去
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
か
ど
う
か
に
基
づ
い
て
明
確
に
使
い
分
け

ら
れ
る
。
」
と
い
う
。

ω
a
(今
)
空
が
{
曇
っ
て
い
る
な
ら
/
?
曇
っ
て
い
た
な
ら
て

傘
を
持
っ
て
行
こ
う
。

b

昨
夜
の
う
ち
に
雨
、
が
{
?
降
る
な
ら
/
降
っ
た
な
ら
}
、
朝
顔

も
元
気
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
}

「
状
況
設
定
」
の
ナ
ラ
に
つ
い
て
は
、
「
あ
る
事
態
が
実
現
し
た
状

況
を
か
り
に
想
定
し
て
、
そ
の
状
況
の
も
と
で
の
こ
と
が
ら
を
表
現
し

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
実
の
と
こ
ろ
が
現
に
ど
う
で
あ
る
か
を
問
題
に

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
」
と
説
明
す
る
。
こ
ち
ら
の
ナ
ラ
は
ノ
ナ
ラ

に
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ωa
道
に
{
迷
つ
剖
川
町
/
?
迷
っ
た
叫
刻
川
町
}
、
誰
か
に
尋
ね
な
さ

、h
v

b 

来
月
の
末
ま
で
に
通
知
が
{
来
な
い
な
ら
/
?
来
な
い
の
な
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ら}、

そ
れ
は
不
採
用
と
い
う
こ
と
だ
。

c
今
後
一
週
間
雨
が
{
降
ら
な
か
っ
た
ら
/
?
降
ら
な
か
っ
た
の

な
ら
}
、
水
不
足
が
深
刻
に
な
る
。

d
こ
の
機
会
を
{
逃
す
な
ら
ば
/
?
逃
す
の
な
ら
ば
て
も
う
死

ぬ
ま
で
ハ
レ

l
蕃
星
は
見
ら
れ
な
い
。

状
況
設
定
の
ナ
ラ
が
ノ
ナ
ラ
に
置
き
換
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
関
し
て

は
、
「
状
況
設
定
の
「
な
ら
」
で
は
、
仮
定
さ
れ
た
こ
と
が
ら
が
現
実

に
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
関
心
は
薄
い
。
こ

れ
は
、
実
情
仮
定
の
「
な
ら
」
が
「
実
の
と
こ
ろ
が
ー
で
あ
れ
ば
」
と

い
っ
た
意
味
を
表
し
、
現
実
と
の
一
致
・
不
一
致
を
問
題
に
す
る
の
と

対
照
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
の
ダ
」
が
仮
定
表
現
に
お
い
て
用
い

ら
れ
る
と
き
に
は
，
背
後
の
事
情
な
り
実
情
が
ど
う
で
あ
る
か
、
つ
ま

り
、
現
実
が
ど
う
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
仮
定
を
表
す
こ
と
に
な
る
。

と
の
こ
と
か
ら
、
「
の
ダ
」
の
表
す
意
味
は
、
実
情
仮
定
の
「
な
ら
」

の
表
す
意
味
に
矛
盾
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

事
実
生
に
つ
い
て
の
関
心
の
稀
薄
な
状
況
設
定
の
「
な
ら
」
の
表
す
意

味
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
と
な
る
。
」
と
い
う
。

ま
た
、
「
状
況
設
定
の
「
な
ら
」
が
未
来
の
事
態
を
設
定
す
る
の
に

用
い
ら
れ
る
と
き
に
は
、
「
ス
ル
な
ら
」
と
し
て
も
「
シ
タ
な
ら
」
と

し
て
も
文
の
意
味
は
ほ
と
ん
ど
変
化
し
な
い
こ
と
が
多
い
。
」
と
い
う
。

ωa
来
月
の
末
ま
で
に
通
知
が
{
来
な
い
刻
叫
/
来
な
か
っ
た
制
|

ら
て
そ
れ
は
不
採
用
と
い
う
こ
と
だ
。

今
後
一
週
間
雨
が
{
降
ら
な
い
な
ら
/
降
ら
な
か
っ
た
な
ら
て

b 

水
不
足
が
深
刻
に
な
る
。

c

こ
の
機
会
を
{
逃
す
な
ら
ば
/
逃
し
た
な
ら
ば
て
も
う
死
ぬ

ま
で
ハ
レ

l
琴
星
は
見
ら
れ
な
い
。

こ
の
両
者
の
微
妙
な
違
い
に
つ
い
て
、
「
「
シ
タ
な
ら
」
を
含
む
文
で

は
、
問
題
の
事
態
が
す
で
に
実
現
し
た
状
況
の
中
で
話
題
が
展
開
す
る
。

こ
れ
に
対
し
、
「
ス
ル
な
ら
」
を
含
む
文
で
は
、
あ
る
事
態
が
実
現
す

る
も
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、

現
在
の
立
場
か
ら
表
現
さ
れ
る
。
」
と
論
じ
る
。

名
嶋
(
二

0
0
0
・
一
ニ
)
は
、
三
上
(
一
九
五
一
・
一
二
)
、
国
広
(
一

九
八
四
・
二
一
、
九
二
・
一

O
)
な
ど
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
、
文
末

ノ
ダ
文
の
規
定
命
題
説
を
承
け
、
ま
ず
ノ
ダ
、
そ
し
て
ノ
ナ
ラ
の
中
核

的
機
能
を
以
下
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

ノ
ダ
の
中
核
的
機
能

ノ
ダ
は
「
あ
る
状
況
と
主
観
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
規
定
命
題

が
現
実
世
界
に
お
い
て
も
真
で
あ
る
」
と
い
う
話
し
手
の
判
断

と
、
「
当
該
既
定
命
題
が
知
的
意
味
レ
ベ
ル
に
お
い
て
『
関
連

性
』
を
有
す
る
」
と
い
う
話
し
手
の
判
断
と
を
聞
き
手
(
客
体

化
さ
れ
た
話
し
手
を
含
む
)
に
対
し
て
明
示
的
に
主
張
す
る
。

ノ
ナ
ラ
の
中
核
的
機
能

ノ
ナ
ラ
は
「
あ
る
状
況
と
主
観
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
既
定
命

題
を
現
実
世
界
に
お
い
て
も
真
で
あ
る
と
す
る
」
と
い
う
話
し

手
の
想
定
を
帰
結
節
の
発
話
に
対
す
る
条
件
と
し
て
提
示
す

る。
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こ
の
説
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
ま
た
後
に
検
討
す
る
。

藤
城
・
宗
意
(
二

0
0
0
・
六
)
で
は
、
ナ
ラ
は
歴
史
的
に
見
る
と

活
用
語
の
準
体
用
法
に
ナ
ラ
が
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
活
用
語
を
名
詞

化
す
る
と
い
う
点
で
ノ
ナ
ラ
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
前
件

の
事
態
を
既
定
の
も
の
と
し
て
認
識
す
る
」
と
い
う
機
能
を
担
う
と
論

じ
る
。
そ
し
て
、
(
ノ
)
ナ
ラ
の
特
徴
を
「
「
事
態
の
認
識
を
条
件
と
し
、

そ
の
認
識
の
下
で
の
判
断
を
下
す
」
こ
と
が
(
ノ
)
ナ
ラ
の
最
も
基
本

的
な
性
質
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
言
う
「
判
断
」
と
は
、

前
件
に
示
さ
れ
た
認
識
に
基
づ
き
、
話
者
自
身
が
独
自
の
判
断
で
選
び

出
す
結
論
を
す
べ
て
含
む
。
こ
れ
に
は
話
者
の
希
望
や
以
来
、
命
令
な

ど
も
含
ま
れ
る
。
」
と
説
明
し
、
以
下
の
よ
う
に
意
味
を
規
定
す
る
。

一
剖
(
ノ
)
ナ
ラ
位
一
「
引
で
表
さ
れ
る
事
態
が
既
定
で
あ
る
一

一
と
認
識
し
た
場
合
は
」
と
条
件
づ
け
、
幻
の
判
断
を
行
う
。
一

中
野
(
二

O
O
五
・
二
一
)
は
、
情
報
の
な
わ
ば
り
理
論
を
ノ
ダ
文

に
適
用
し
、
ま
ず
ノ
ダ
の
機
能
を
以
下
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

「
の
だ
」
の
機
能
|
既
定
化

「
の
だ
」
は
、
命
題
、
が
話
し
手
の
情
報
領
域
に
既
に
存
在
し
て

い
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
と
、
話
し
手
自
身
が
主
観
的
に
見
な
し

て
い
る
こ
と
を
明
示
す
る
。

こ
れ
を
ノ
ナ
ラ
節
に
適
用
し
て
、
ノ
ナ
ラ
の
機
能
を
二
つ
は
、
ノ

ナ
ラ
節
の
情
報
が
話
し
手
の
情
報
領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
じ
る
「
既
定
化
」
機
能
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
ノ
ナ

ラ
節
の
情
報
を
主
節
で
表
さ
れ
る
判
断
の
条
件
と
し
て
主
観
的
に
提
示

す
る
機
能
で
あ
る
」
と
論
じ
る
。

そ
し
て
、
ノ
ナ
ラ
節
と
ナ
ラ
節
と
の
違
い
に
関
し
て
は
、
「
ノ
ナ
ラ

節
が
提
示
す
る
情
報
は
、
ノ
ダ
文
の
情
報
と
同
じ
く
、
話
し
手
の
主
観

的
判
断
に
よ
っ
て
自
身
の
情
報
領
域
内
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
一
方
、
ナ
ラ
節
の
情
報
は
、
〈
中
略
〉
話
し
手
の
情
報
領
域
に
属

す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
」
、
「
ノ
ナ
ラ
節
で
は
話
し
手
自
身
の
情
報
領

域
に
既
に
存
在
す
る
情
報
が
提
示
さ
れ
る
。
ノ
ナ
ラ
節
の
情
報
は
、
少

な
く
と
も
話
し
手
自
身
は
真
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
事
柄
な
の
で
あ

る
。
」
と
論
じ
る
。

と
こ
に
は
H

話
し
手
の
情
報
領
域
H

H

既
定
化
H

と
い
っ
た
い
く
つ

か
の
概
念
が
登
場
す
る
が
、
話
し
手
の
情
報
領
域
に
存
在
す
る
こ
と
が

す
な
わ
ち
既
定
化
で
あ
り
、
既
定
化
さ
れ
た
も
の
は
、
現
実
世
界
に
お

い
て
も
真
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

有
国
(
二

O
O七
・
五
)
で
は
「
認
識
的
条
件
文
」
に
用
い
ら
れ
る

形
式
と
し
て
、
ナ
ラ
・
ノ
ナ
ラ
を
挙
げ
て
い
る
。
認
識
的
条
件
文
と
は
、

「
前
件
の
言
明
が
既
定
的
で
あ
り
、
か
つ
、
話
し
手
が
当
該
命
題
の
真

偽
を
知
ら
な
い
よ
う
な
条
件
文
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
こ

の
前
件
の
既
定
命
題
に
は
「
狭
義
に
既
定
的
な
命
題
と
既
定
が
見
込
ま

れ
る
命
題
が
あ
る
」
と
い
う
。

さ
ら
に
、
前
件
が
狭
義
に
既
定
的
な
場
合
、
そ
の
前
件
を

ωaの
よ

う
に
話
し
手
が
仮
定
す
る
と
き
は
、

ωbの
よ
う
に
「
も
し
」
を
入
れ

る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
パ
・
タ
ラ
を
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
が
、

ωc

-
d
の
よ
う
に
、
前
件
は
「
状
態
述
語
か
、
動
作
性
述
語
の
状
態
形
を
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と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

ω
a
昨
日
金
一
封
が
{
出
た
剖
川
町
/
出
た
州
制
川
町
)
、

物
に
行
こ
う
。

b
も
し
昨
日
金
一
封
が
{
出
た
な
ら
/
出
た
の
な
ら
}
、

買
い
物
に
行
こ
う
。

c

昨
日
金
一
封
が
{
*
出
れ
ば
/
*
出
た
ら
)
、
明
日
は
買
い
物

に
「
作
こ
w

フ。

d

昨
日
金
一
封
が
{
出
て
い
れ
ば
/
出
て
い
た
ら
}
、
明
日
は
買

い
物
に
行
こ
う
。

他
方
、
前
件
が
狭
義
に
既
定
的
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
「
前
件
、
が
談

話
文
脈
に
所
与
」
で
あ
る
と
き
、
典
型
的
に
は
、
「
前
件
に
対
話
相
手

に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
こ
と
が
ら
が
提
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
」

に
は
、
「
も
し
」
を
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
パ
・
タ
ラ
を
用
い

る
こ
と
も
で
き
な
い
。

m
A
H
昨
日
金
一
封
が
出
た
よ
。

B
一a
昨
日
金
一
封
が
{
出
た
な
ら
/
出
た
の
な
ら
}
、
明
日
は
買

い
物
に
行
こ
う
。

b
*
も
し
昨
日
金
一
封
が
{
出
た
な
ら
/
出
た
州
制
叶
}
、
明
日

は
買
い
物
に
行
こ
う
。

c
も
し
昨
日
金
一
封
が
(
*
出
れ
削
/
*
出
削
川
町
/
*
出
て

い
れ
ば
/
*
出
て
い
剖
川
町
}
、
明
日
は
買
い
物
に
行
こ
う
。

ま
た
、
前
件
が
既
定
が
見
込
ま
れ
る
命
題
と
は
、
「
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
事
柄
な
ど
、
未
来
の
自
体
で
あ
っ
て
も
話
し
手

明
日
は
買
い

明
日
は

が
現
実
世
界
に
お
い
て
真
(
あ
る
い
は
偽
)
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
を

見
込
ん
で
い
る
よ
う
な
命
題
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
場
合
も
、

ω
a
の
よ
う
に
話
し
手
が
仮
定
す
る
と
き
は
、
ω
b
の
よ
う
に
「
も
し
」

を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ω
c
・
d
の
よ
う
に
、
パ
・
タ
ラ
を
用

い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

∞a
来
週
の
水
曜
日
に
出
張
す
る
{
制
叫
/
州
制
叫
}
、
今
週
中
に

書
類
を
準
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

b
も
し
来
週
の
水
曜
日
に
出
張
す
る
{
な
ら
/
の
な
ら
}
、
今
週

中
に
書
類
を
準
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

C

来
週
の
水
曜
日
に
{
*
出
張
す
れ
ば
/
*
出
張
し
た
ら
)
、
今

週
中
に
書
類
を
準
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

d
来
週
の
水
曜
日
に
一
*
出
張
し
て
い
れ
ば
/
*
出
張
し
て
い
剖

ら
}
、
今
週
中
に
書
類
を
準
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

例
a
の
よ
う
に
、
前
件
が
対
話
相
手
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
命
題
で

あ
る
場
合
に
は
、
制
b
の
よ
う
に
「
も
し
」
も
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、

例
c
・
d
の
よ
う
に
パ
・
タ
ラ
を
用
い
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

例
外
来
週
の
水
曜
日
出
張
す
る
よ
。

B
i
来
週
の
水
曜
日
に
出
張
す
る
一
刻
引
/
州
制
川
町
}
、
今
週
中

に
書
類
を
準
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ね
。

b
*
も
し
来
週
の
水
曜
日
に
出
張
す
る
{
刻
引
/
例
制
川
町
}
、
今

週
中
に
書
類
を
準
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ね
。

c

来
週
の
水
曜
日
に
{
*
出
張
す
れ
附
/
*
出
張
し
剖
川
町
}
、

今
週
中
に
書
類
を
準
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ね
。
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d

来
週
の
水
曜
日
に
(
*
出
張
し
て
い
れ
ば
/
*
出
張
し
て

い
た
ら
}
、
今
週
中
に
書
類
を
準
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
ね
。

1
4

・
つ
ム

話
し
手
の
期
待
か
聞
き
手
の
期
待
か

久
野
(
一
九
七
三
・
六
)
の
ナ
ラ
の
規
定
の

i
・
証
以
来
、
ナ
ラ
節

は
「
聞
き
手
の
断
定
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
、
が
、

ノ
ナ
ラ
も
同
様
の
働
き
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
こ
こ
で

引
は
前
件
を
表
わ
す
)
。

i
話
し
手
は
、
引
を
聞
き
手
(
あ
る
い
は
人
一
般
)
の
断
定
と
し

て
、
完
全
に
同
意
し
な
い
ま
ま
(
す
な
わ
ち
自
分
自
身
は
、
そ

の
正
否
に
対
す
る
判
断
を
下
さ
ず
に
)
提
出
す
る
。

リ
ロ
引
が
聞
き
手
(
あ
る
い
は
人
一
般
)
が
断
定
で
き
な
い
よ
う
な

状
態
を
表
わ
し
て
い
る
場
合
に
は
、
非
文
法
的
と
な
る
。

た
と
え
ば
、

m
aは
自
然
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ω
b
が
非
文
で
あ

る
の
は
、
話
し
手
自
身
の
気
持
ち
は
聞
き
手
に
断
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
。

m
a
次
郎
が
行
く
つ
も
り
な
ら
、
太
郎
も
そ
の
つ
も
り
で
し
ょ
う
。

b
*
僕
が
行
く
つ
も
り
な
ら
、
太
郎
も
そ
の
つ
も
り
で
し
ょ
う
。

名
嶋
(
二

0
0
0
・
三
)
の
眼
目
の
一
つ
は
、
そ
れ
ま
で
久
野
(
一

九
七
三
・
六
)
で
は
「
聞
き
手
(
ま
た
は
人
一
般
)
の
断
定
」
、
蓮
沼

(
一
九
八
玉
・
七
)
で
は
「
他
者
の
意
向
・
主
張
」
と
い
う
よ
う
に
、

(
ノ
)
ナ
ラ
節
の
内
容
は
閉
ざ
手
の
認
識
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
き
た

も
の
を
、
ノ
ナ
ラ
節
の
内
容
は
「
話
し
手
の
想
定
」
で
あ
る
と
ひ
っ
く

り
返
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

ま
ず
、
話
し
手
自
身
の
決
心
に
つ
い
て
述
べ
る
日

a
の
場
合
は
、
「
「
話

し
手
自
身
が
『
明
日
ギ
リ
シ
ャ
ま
で
行
こ
う
』
と
決
め
た
」
と
い
う
状

況
と
「
(
話
し
手
自
身
が
)
明
日
ギ
リ
シ
ャ
に
向
か
う
」
と
い
う
既
定

命
題
と
が
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
話
し
手
が

「
既
定
命
題
の
現
実
世
界
に
お
け
る
真
」
と
「
関
連
性
の
存
在
」
を
明

示
的
に
主
張
し
よ
う
と
す
れ
ば
日
，
a
が
発
話
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
主
張
を
行
わ
ず
、
「
既
定
命
題
を
現
実
世
界
に
お
い
て

も
真
で
あ
る
と
す
る
」
と
い
う
話
し
手
の
想
定
を
条
件
と
し
て
提
示
し
、

何
ら
か
の
帰
結
を
述
べ
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
そ
の
場
合
、
日

a
が
発

話
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
論
じ
る
。

そ
の
上
で
、
聞
き
手
の
発
話
を
受
け
る
日
b
の
場
合
も
、
「
話
し
手

は
聞
き
手
が
「
コ

l
タ
ム
に
会
い
た
い
」
と
発
話
し
た
と
い
う
状
況
と

関
連
づ
け
、
「
コ
!
タ
ム
に
会
い
た
い
」
と
い
う
既
定
命
題
を
形
成
し

た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
先
行
す
る
発
話
を
受
け
て
既
定
命
題
が
形

成
さ
れ
る
場
合
、
聞
き
手
の
発
話
と
話
し
手
が
形
成
し
た
既
定
命
題
の

語
形
・
音
形
と
が
一
致
、
ま
た
は
、
類
似
す
る
こ
と
が
あ
り
、
一
見
聞

き
手
の
主
張
を
受
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
」
と
論
じ
る
。

日

a

(

と
に
か
く
ギ
リ
シ
ャ
ま
で
行
こ
う
と
決
め
た
後
で
)
明
日
ギ

リ
シ
ヤ
に
向
か
う
の
な
ら
、
今
夜
し
か
会
う
チ
ャ
ン
ス
は
な
い
。

『
深
夜
特
急
5
』
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a' 

明
日
、
ギ
リ
シ
ャ
に
向
か
う
の
だ
。
今
夜
し
か
会
う
チ
ャ
ン
ス
は

t

、0

4
ノ
E
1
L
V

b 

「
そ
の
グ
ル
ン
族
の
コ
l

タ
ム
に
会
い
た
い
。

ど
こ
に
住
ん
で

い
る
ん
だ
」

ー
中
略
|

会
い
た
い
ん
な
ら
、

た
ぶ
ん

ま
だ
こ
の
カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
に

い
る
と
思
い
ま
す
よ
」

『
神
々
の
山
嶺
』
夢
枕
摸

「
会
い
た
い
ん
で
す
ね
。
た
ぶ
ん
、
ま
だ
こ
の
カ
ト
マ
ン
ド
ウ

に
い
る
と
思
い
ま
す
よ
」

す
な
わ
ち
、
ノ
ナ
ラ
節
の
内
容
は
、
聞
き
手
の
発
話
や
態
度
に
と
ど

ま
る
も
の
で
は
な
く
、
話
し
手
の
決
心
な
ど
も
含
む
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
ら
を
包
括
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
聞
き
手
の

発
話
や
態
度
や
話
し
手
自
身
の
決
心
な
ど
と
い
っ
た
状
況
と
関
連
づ
け

ら
れ
た
既
定
命
題

(
H
話
し
手
の
判
断
)
が
ノ
ナ
ラ
節
の
内
容
な
の
で

あ
る
、
と
ワ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
置
い
た
説
明
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

b' 

話
し
手
の
決
心
/

〉
既
定
命
題
・
・
・
ノ
ナ
ラ
節
の
内
容

聞
き
手
の
発
話
¥
(
話
し
手
の
判
断
)

状
況

関
連
づ
け

こ
の
よ
う
に

H

既
定
命
題
と
の
関
連
づ
け
H

と
い
っ
た
言
い
方
を

す
る
か
し
な
い
か
は
別
と
し
て
、
聞
き
手
の
発
話
や
態
度
や
話
し
手
の

決
心
や
主
張
、
も
、
要
は
話
し
手
自
身
が
認
識
し
た
内
容
な
の
で
あ
る
、

と
一
括
り
に
す
る
考
え
方
に
惹
か
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
要
す
る
に
、
ノ
ナ
ラ
節
の
内
容
は
、
[
[
[
:
〕
と
聞
き
手
、
が
発
話

し
た
]
と
話
し
手
が
認
識
し
て
い
る
]
あ
る
い
は
[
[
[
:
]
と
話
し
手

、
が
決
心
し
た
]
と
話
し
手
が
認
識
し
て
い
る
]
の
よ
う
に
、
共
通
し
て

最
も
外
側
に
「
話
し
手
が
認
識
し
て
い
る
」
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ

る
、
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
本
当
に
、
ノ
ナ
ラ
節
の
構
造
を
こ
の
よ
う
に
複
雑
な
も
の
と

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
コ

l
タ
ム
に
会
い

た
い
」
と
い
う
聞
き
手
の
発
話
、
が
同
内
容
の
、
「
コ

l
タ
ム
に
会
い
た

い
」
と
い
う
既
定
命
題
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
議
論
に
は
胡
散

臭
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
付
度
す
る
に
、
ノ
ダ
文
は
話
し
手
の
判

断
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
ノ
ダ
文
の
一
用
法
で
あ
る
ノ
ナ
ラ
節
の

議
論
に
聞
き
手
が
現
わ
れ
る
の
は
お
か
し
い
、
と
い
っ
た
先
入
観
も
働

い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
る
に
ノ
ダ
文
の
諸
用
法
の
中
に
は
、
聞
き
手
な
い
し
話
し
手
以

外
の
他
者
の
認
識
を
そ
の
命
題
内
容
に
と
る
も
の
も
少
な
く
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
に
否
定
文
と
疑
問
文
と
、
が
あ
る
、
が
、

こ
れ
ら
に
も
発
話
直
前
の
聞
き
手
の
発
言
を
反
復
す
る
使
い
方
が
し
ば

し
ば
見
ら
れ
る
(
疑
問
文
に
は
、
エ
コ
1

疑
問
文
と
呼
ば
れ
る
用
法
も

あ
る
)
。
ノ
ナ
ラ
節
の
用
例
の
中
に
発
話
直
前
の
聞
き
手
の
発
言
を
反

復
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
の
も
、

ノ
ナ
ラ
節
も
同
様
の
用
法
を
持
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つ
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ロ
a
A
一
花
子
と
一
緒
に
映
画
に
行
く
ん
で
し
ょ
。

B
一
花
子
と
一
緒
に
映
画
に
行
く
ん
じ
ゃ
な
い
よ
。

b
A
一
花
子
と
一
緒
に
映
画
に
行
く
よ
。

B
一
え
、
花
子
と
一
緒
に
映
画
に
行
く
の
か
?

c
A
一
花
子
と
一
緒
に
映
画
に
行
く
よ
。

B
一
花
子
と
一
緒
に
映
画
に
行
く
ん
な
ら
、
気
前
の
い
い
と
こ

ろ
を
見
せ
な
き
ゃ
だ
め
だ
よ
。

日

a

「
い
い
の
よ
。
科
民
謡

U
対
パ
刈
的
村
川
町
」
と
娘
は
言
っ
た
。

「
そ
れ
に
、
あ
な
た
の
他
に
そ
ん
な
話
を
で
き
る
相
手
も
い
な
い

し
ね
。
も
し
あ
な
た
が
聞
き
た
く
な
い
ん
な
ら
、
も
ち
ろ
ん
や
め

「
話
し
た
い
の
な
ら
話
せ
ば
い
い
さ
」

る
け
れ
ど
」

b 

村
上
春
樹
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』

「
も
う
す
こ
し
な
が
い
目
で
見
ま
せ
ん
と
:
:
:
。
正
直
に
申
し

あ
げ
て
、
い
ま
の
ま
ま
で
は
見
と
み
は
あ
り
ま
せ
ん
」
加
能
彦
次

郎
は
は
っ
き
り
答
え
た
。
「
見
こ
み
が
な
い
の
な
ら
、
そ
の
よ
う

に
と
り
あ
つ
か
っ
て
よ
い
。
だ
め
な
奴
な
ら
、
宇
野
電
機
の
平
社

員
と
し
て
生
涯
を
全
う
さ
せ
る
し
か
な
い
」

立
原
正
秋
『
冬
の
旅
』

「
そ
う
お
、
貯
金
は
ま
た
で
き
る
か
ら
、
旅
行
に
や
っ
て
っ
て
、

い
い
な
さ
い
よ
。
」
「
で
も
、
け
が
す
る
と
い
か
ん
さ
か
い
。
」
「
あ

ら
、
ど
う
し
て
。
旅
行
す
る
と
、
か
ぜ
ひ
い
た
り
け
が
し
た
り
す

る
ん
な
ら
、
だ
れ
も
い
け
な
い
わ
。
」
査
井
栄
『
二
十
四
の
瞳
』

C 

「
加
藤
さ
ん
の
こ
と
が
新
聞
に
出
て
い
ま
す
よ
」
と
下
宿
で
い

わ
れ
る
と
、
彼
は
そ
っ
ぽ
を
向
い
た
。
「
脳
頗
掛
川
凶
バ
幻
日
パ
ん

司
科
料
」
金
川
義
助
の
妻
の
し
ま
に
い
わ
れ
た
と
き
は
、
「
新
聞

に
出
る
の
が
偉
い
ん
な
ら
、
金
川
義
助
の
方
、
が
お
れ
よ
り
は
る
か

に
偉
い
だ
ろ
う
」
と
い
っ
て
か
え
し
た
ほ
ど
だ
っ
た
。

新
田
次
郎
『
孤
高
の
人
』

ノ
ナ
ラ
の
聞
き
手
の
発
話
を
受
け
る
用
法
に
つ
い
て
、
直
接
直
前
の

聞
き
手
の
発
話
を
承
け
る
も
の
か
ら
、
聞
き
手
の
様
子
・
態
度
か
ら
そ

の
気
持
ち
を
付
度
す
る
も
の
、
さ
ら
に
は
も
う
眼
前
に
は
い
な
い
相
手

の
心
情
・
行
為
を
受
け
る
も
の
ま
で
幅
広
く
、
次
第
に
一
般
的
な
他
者

に
対
す
る
期
待
を
表
わ
す
も
の
に
連
続
し
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
o

H
a
A
一
そ
ろ
そ
ろ
帰
る
よ
。

B
一
帰
る
の
な
ら
、
送
っ
て
い
く
よ
。

b
(
A
が
時
計
を
見
て
腰
を
浮
か
し
た
の
を
見
て
)

帰
る
の
な
ら
、
送
っ
て
い
く
よ
。

c
(
い
つ
の
間
に
か
A
の
姿
、
が
見
え
な
い
の
を
知
っ
て
)

帰
る
の
な
ら
、
送
っ
て
い
っ
た
の
に
。

こ
れ
ま
で
、
聞
き
手
の
期
待
、
話
し
手
の
期
待
、
世
間
一
般
の
期
待

な
ど
、
ノ
ナ
ラ
節
は
さ
ま
ざ
ま
な
期
待
を
表
わ
す
と
い
う
こ
と
を
見
て

き
た
。
こ
こ
で
何
か
を
仮
定
す
る
契
機
に
は
ど
の
よ
う
な
場
合
が
あ
る

か
と
考
え
て
み
る
と
、
話
し
相
手
の
主
張
を
事
実
で
あ
る
と
鵜
呑
み
に

し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
内
容
を
仮
定
す
る
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た

話
し
手
が
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
か
ら
、
独
自
の
仮
定
を
す
る
こ
と
も
あ
る

d 

「

OQ
d
 



だ
ろ
う
。
さ
ら
に
世
間
一
般
の
動
向
を
受
け
て
、
そ
の
こ
と
を
仮
定
す

る
と
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
確
定
条
件
の
場
合
は
、
話
し
手

自
身
が
そ
の
こ
と
を
事
実
で
あ
る
と
信
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
仮
定
条
件
の
場
合
は
、
そ
の
よ
う
な
期
待
を
持
っ
て
い
る
の
は
話

し
手
で
も
、
聞
き
手
で
も
、
世
間
一
般
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

1
i

・円。

「
既
定
性
」

の
有
無

ノ
ナ
ラ
節
に
は
H

既
定
性
H

が
あ
る
、
ノ
ナ
ラ
節
は
H

既
定
命
題
H

で
あ
る
と
は
、
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

H

既
定
H

の
意
味
は
論
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
現
実
世
界

で
事
実
で
あ
る
こ
と
と
い
う
も
の
か
ら
、
話
し
手
が
発
話
以
前
に
入
手

し
た
情
報
で
あ
る
と
い
う
も
の
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
広
が
り
が
あ
る
。

前
者
に
近
い
の
は
、
田
野
村
(
一
九
九

0
・
こ
や
有
国
(
二

0
0

七
・
五
)
な
ど
で
あ
ろ
う
。
田
野
村
(
一
九
九

0
・
一
)
の
言
う
「
実

情
」
は
、
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
が
、
現
実
世
界
の
事
実
の
こ
と
で
あ

ろ
う
し
、
有
国
(
二

O
O七
・
五
)
の
「
既
定
的
」
も
同
様
で
、

H

狭

義
d

に
既
定
的
と
は
現
実
世
界
で
事
実
で
あ
る
こ
と
の
よ
う
で
あ
る

が
、
実
際
の
ナ
ラ
・
ノ
ナ
ラ
の
用
法
は
そ
れ
で
は
収
ま
ら
な
い
の
で
、

話
し
手
が
成
立
を
見
込
ん
で
い
る
事
態
も
既
定
的
と
呼
ば
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ノ
ダ
文
の
既
定
命
題
説
を
受
け
る
名
嶋
(
二

0
0

0
・
一
二
)
の
議
論
は
、
三
上
(
一
九
五
三
・
六
)
、
国
広

(
一
九
八
四

-
一
二
、
九
二
・
一

O
)
が
論
じ
る
よ
う
に
、
後
者
に
近
く
、
話
し
手

が
発
話
以
前
に
入
手
し
た
情
報
と
い
っ
た
意
味
で
「
既
定
命
題
」
を
用

い
て
お
り
、
そ
れ
と
現
実
と
が
関
連
づ
け
ら
れ
る
と
論
じ
て
い
る
。
中

野
(
二

O
O
五
・
二
一
)
は
、
情
報
の
な
わ
ば
り
理
論
を
導
入
す
る
が
、

話
し
手
の
情
報
領
域
に
存
在
す
る
こ
と
を
「
既
定
化
」
と
呼
ん
で
お
り
、

こ
れ
は
お
よ
そ
話
し
手
が
発
話
以
前
に
入
手
し
た
情
報
と
い
っ
た
意
味

で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
(
本
来
の
情
報
の
な
わ
ば
り
理
論
と
は

若
干
の
ず
れ
が
見
ら
れ
る
)
。
そ
し
て
現
実
世
界
に
お
い
て
真
で
あ
る

場
合
し
か
、
既
定
化
さ
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
う
少
し
見
通
し
を
よ
く
す
る
た
め
に
、
「
既
定
性
」
(
あ
る

い
は
そ
の
類
義
表
現
)
が
ナ
ラ
・
ノ
ナ
ラ
節
の
双
方
を
説
明
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
一
方
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る

か
、
と
い
う
観
点
で
比
較
し
て
み
る
た
い
。
ま
ず
田
野
村
(
一
九
九

0

.
一
)
の
「
実
情
仮
定
」
は
ナ
ラ
・
ノ
ナ
ラ
双
方
が
用
い
ら
れ
る
が
、

そ
れ
に
対
す
る
「
状
況
設
定
」
は
ナ
ラ
し
か
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

言
い
換
え
れ
ば
、
ノ
ナ
ラ
は
実
情
仮
定
の
み
に
用
い
ら
れ
、
ナ
ラ
に
は

そ
の
よ
う
な
制
限
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
有
田
(
一
九
九
一

・
一
ニ
)
は
、
ナ
ラ
・
ノ
ナ
ラ
節
は
と
も
に
時
間
的
に
「
特
定
性
」
と
い

う
特
徴
を
持
っ
て
お
り
、
「
必
ず
し
も
同
一
の
時
空
間
に
含
ま
れ
て
い

る
必
要
は
な
い
」
と
論
じ
る
。
名
嶋
(
二

0
0
0
・
三
)
の
「
既
定
命

題
」
は
文
末
ノ
ダ
文
に
お
け
る
既
定
命
題
説
を
受
け
て
い
る
の
で
、
ノ

ダ
を
含
む
ノ
ナ
ラ
に
の
み
適
用
さ
れ
る
。
藤
城
・
宗
意
(
二

C
O
O
-

六
)
は
、
ナ
ラ
も
歴
史
的
に
は
準
体
+
ナ
リ
か
ら
生
ま
れ
て
お
り
、
ノ
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ナ
ラ
が
命
題
を
一
旦
名
詞
化
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
と
論
じ
、
ナ
ラ
・

ノ
ナ
ラ
節
は
い
ず
れ
も
ノ
ダ
の
特
徴
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
し
て
、
「
(
ノ
)

ナ
ラ
は
「
前
件
の
事
態
を
既
定
の
も
の
と
し
て
認
識
す
る
」
こ
と
を
条

件
と
す
る
表
現
だ
」
と
主
張
す
る
。
中
野
(
二

O
O玉
・
一
二
)
は
、

ノ
ダ
を
内
に
含
む
ノ
ナ
ラ
の
機
能
の
一
つ
は
、
「
ノ
ナ
ラ
節
の
情
報
が

話
し
手
の
情
報
領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
既

定
化
」
機
能
で
あ
る
。
」
と
し
、
そ
れ
が
ナ
ラ
と
は
異
な
っ
て
い
る
と

論
じ
る
。
有
国
(
二

O
O七
・
五
)
は
、
多
く
の
研
究
が
形
態
か
ら
そ

の
意
味
・
用
法
を
究
明
す
る
の
と
は
逆
に
、
「
前
件
の
言
明
が
既
定
的

で
あ
り
、
か
っ
、
話
し
手
が
当
該
命
題
の
真
偽
を
知
ら
な
い
よ
う
な
条

件
文
」
で
あ
る
「
認
識
的
条
件
文
」
を
担
う
代
表
的
な
形
態
と
し
て
、

ナ
ラ
・
ノ
ナ
ラ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
認
識
的
条
件
文

は
、
ナ
ラ
・
ノ
ナ
ラ
以
外
の
形
態
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
、
逆
に
ナ
ラ

・
ノ
ナ
ラ
に
は
認
識
的
条
件
文
以
外
の
用
法
が
あ
る
可
能
性
も
開
か
れ

て
い
る
。
以
上
を
表
示
す
る
と
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

有 中
藤城 名嶋

有 田
田 里子 田

村野
/"""、、 /""、、 〆'‘、

一 刀意r.=:て， ，.-.._ 。。。。九。
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。九 九
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一
、、--"

一ノ回L¥-

、、-"

ム × 。× 。ム
ナ
フ

ノ
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フ

既定的 既化定 既定I同|命題既 性特定 情実 咽ヴ主拭 巴

こ
れ
だ
け
を
見
て
も
、
既
定
性
と
い
う
概
念
が
論
者
に
よ
っ
て
ま
っ

た
く
異
な
っ
た
概
念
規
定
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
も
そ
も
、
ノ
ナ
ラ
に
関
す
る
議
論
で
、

H

既
定
性
H

が
問
題
に
さ

れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
方
で
は
、
文

末
ノ
ダ
文
の
意
味
・
機
能
に
関
す
る
議
論
の
中
に
、
既
定
命
題
説
と
い

う
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
は
、
文
法
的
に
は
、
ノ
に
よ
っ
て
命
題
を
名
詞

化
す
る
と
い
う
段
階
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
意
味
・
機
能
的
に
は
、
そ
の

命
題
を
既
定
の
も
の
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
と
考
え
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
考
え
方
を
ノ
ナ
ラ
に
も
適
用
す
る
と
、
ノ
ナ
ラ
に
も

命
題
を
既
定
の
も
の
と
す
る
働
き
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
他

方
で
は
そ
の
よ
う
な
理
論
的
な
要
請
で
は
な
く
、
ノ
ナ
ラ
節
の
記
述
的

な
観
察
か
ら
、
ノ
ナ
ラ
節
に
は
何
ら
か
の

H

既
定
的
H

な
内
容
が
く
る

と
直
感
的
に
断
じ
た
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
ノ
ナ
ラ
節
で
特
に

H

既
定
性
H

が
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
れ

が
仮
定
条
件
節
で
あ
る
か
ら
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

H

既
定
的
H

な
内
容
が
仮
定
条
件
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
表
面
的
に

は
明
ら
か
な
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
。

H

既
定
的
H

な
内
容
で
あ
っ
て
も

仮
定
条
件
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
言
わ
れ
る
背
後
に
は
、
ど
の
よ
う
な

事
情
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。

H

既
定
性
が
と
い
う
特
徴
は
、
文
末
ノ
ダ
文
に
も
共
通
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
確
か
に
文
末
ノ
ダ
文
の
場
合
は
、
話
し
手
の
信
念
を
表
わ
す

も
の
で
あ
り
、
〈
意
志
〉
〈
命
令
〉
用
法
な
ど
を
除
け
ば
、
お
よ
そ
現
実

世
界
で
事
実
で
あ
る
内
容
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
る
に
、
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そ
れ
を
そ
の
ま
ま
ノ
ナ
ラ
節
に
適
用
し
て
ノ
ナ
ラ
節
が
H

既
定
性
H

を

持
つ
と
考
え
る
と
、
仮
定
条
件
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
観
離
を
生

じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
ノ
ナ
ラ
節
は
話
し
手
や
聞
き
手
、

世
間
一
般
な
ど
、
何
ら
か
の
人
物
の
認
識
内
容
を
表
わ
す
と
い
う
よ
う

に
、
見
方
を
変
え
て
や
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
ノ
ナ
ラ
節
の

本
質
的
な
働
き
は
何
ら
か
の
人
物
の
認
識
内
容
を
表
わ
す
こ
と
で
あ
っ

て
、
認
識
は
多
く
外
界
を
知
覚
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
た
め
に
、
二
次

的
に
現
実
世
界
の
事
実
を
表
わ
す
、
す
な
わ
ち
H

既
定
的
H

で
あ
る
よ

う
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
ば
し
ば
「
そ
ん
な
」
「
そ
う
」
「
あ
れ
だ
け
」
な
ど
現
実
の
状
況
を

受
け
る
指
示
語
が
用
い
ら
れ
る
の
も
、
そ
の
よ
う
な
経
緯
を
表
わ
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
。

川

a
そ
ん
な
力
が
あ
る
の
な
ら
、
管
理
人
を
し
め
あ
げ
て
マ
ス
タ
ー

・
キ
イ
を
手
に
入
れ
れ
ば
い
い
の
だ
。

b 

村
上
春
樹
『
世
界
の
終
り
と
ハ
!
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』

そ
ん
な
に
欲
し
か
っ
た
の
な
ら
、
そ
う
言
え
ば
よ
い
の
に
。
私

は
、
お
も
ち
ゃ
屋
の
庖
先
で
笑
い
ま
し
た
よ
。

C 

太
宰
治
『
人
間
失
格
』

「
あ
ん
た
が
引
引
言
う
の
な
ら
、
一
つ
骨
を
折
っ
て
み
よ
う
じ

ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
自
分
が
帰
る
と
言
っ
た
の
で
は
、
お
っ
か

さ
ん
は
と
て
も
承
知
し
て
く
れ
な
い
が
、
追
い
返
さ
れ
た
の
な
ら
、

あ
き
ら
め
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
彼
は
な
ん
の
弁
解
も
し

な

か

っ

た

。

山

本

有

三

『

路

傍

の

石

』

d
あ
ん
な
に
、
か
ら
だ
が
弱
い
の
に
、
あ
れ
だ
け
勇
ま
し
く
戦
う

の
な
ら
、
か
ら
だ
が
丈
夫
だ
っ
た
ら
、
も
っ
と
手
が
ら
を
立
て
る

に

相

違

な

い

。

山

本

有

三

『

路

傍

の

石

』

と
こ
ろ
で
、
蓮
沼
(
二

O
一
一
・
一
二
)
な
ど
に
は
、
ナ
ラ
・
ノ
ナ
ラ

節
に
は
、
ノ
ダ
カ
ラ
節
と
同
様
に
、
「
ど
う
せ
」
「
せ
っ
か
く
」
と
い
っ

た
副
詞
が
共
起
す
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
実
際
、
以
下
の
よ
う
に
「
ど
う

せ
」
「
せ
っ
か
く
」
と
共
起
し
た
例
を
探
す
こ
と
が
で
き
る
。

M
a
「
お
ら
、
思
う
ん
だ
が
」
さ
ぶ
の
声
は
み
じ
め
に
弱
よ
わ
し
か

っ
た
、
「
尽
列
世
ゆ
く
先
に
望
み
が
ね
え
刈
刻
引
、
い
っ
そ
い
ま

の
う
ち
に
、
職
を
変
え
る
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
ね
え
だ
ろ
う
か
」

b 

山
本
周
五
郎
『
さ
ぶ
』

「
そ
ん
な
ら
ど
う
す
り
ゃ
あ
い
い
ん
だ
」
と
べ
つ
の
男
が
き
き

返
し
た
、
「
こ
こ
に
い
た
っ
て
溺
れ
死
ぬ
ば
か
り
じ
ゃ
ね
え
か
、

ど

う

せ

死

ぬ

ん

な

ら

」

山

本

周

五

郎

『

さ

ぶ

』

「
譲
治
さ
ん
、
あ
た
し
喉
が
渇
い
た
か
ら
、
何
か
飲
む
物
を
云

っ
て
頂
戴
。
浜
さ
ん
、
あ
ん
た
何
が
い
い
っ
レ
モ
ン
・
ス
ク
オ

ツ
シ
ュ
?
」
「
え
、
僕
は
何
で
も
結
構
だ
け
れ
ど
、
:
:
・
:
」
「
ま

ア
ち
ゃ
ん
、
あ
ん
た
は
?
」
「
国
対
制
御
馳
走
に
な
る
州
制
川
町
、

ウ
イ
ス
キ
ー
-
タ
ン
サ
ン
に
願
い
た
い
ね
」

谷
崎
潤
一
郎
『
痴
人
の
愛
』

懸
命
に
オ
マ
ツ
が
そ
う
励
ま
し
、
持
っ
て
き
た
干
し
芋
を
口
に

入
れ
て
や
ろ
う
と
し
ま
す
と
、
モ
キ
チ
は
首
を
ふ
り
ま
し
た

o
U

う
せ
死
ぬ
の
な
ら
一
刻
も
早
く
こ
の
苦
し
み
か
ら
逃
た
い
と
思
つ

C d 
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e 

遠
藤
周
作
『
沈
黙
』

あ
の
火
災
の
折
、
何
も
か
も
が
焼
失
し
た
中
に
、
こ
の
ピ
ア
ノ

だ
け
は
ど
う
し
た
奇
蹟
か
書
生
た
ち
に
よ
っ
て
二
階
か
ら
運
び
出

さ
れ
た
の
だ
。
し
か
し
、
回
引
制
運
び
だ
す
州
制
引
、
何
よ
り
も

先
に
、
も
っ
と
手
軽
に
、
い
や
た
と
え
生
命
を
か
け
て
も
、
珊
瑚

の
聞
の
御
真
影
を
持
ち
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

北
社
夫
『
撒
家
の
人
々
』

「
・
:
お
れ
な
ど
は
早
く
か
ら
江
戸
へ
出
て
、
い
ろ
い
ろ
な
目
に

会
っ
て
来
て
も
い
る
し
、
何
が
起
ろ
う
と
平
気
だ
が
、
せ
が
れ
は

図
体
が
大
き
く
と
も
世
の
裏
表
を
知
ら
ぬ
。
ま
、
せ
っ
か
く
剣
を

把
っ
て
世
に
出
よ
う
と
い
う
の
な
ら
、
と
、
お
れ
も
陰
へ
ま
わ
っ

て
い
さ
さ
か
は
た
ら
い
て
や
っ
て
も
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
だ
け
に

変
な
事
件
に
巻
き
こ
ま
れ
て
は
困
る
」
池
波
正
太
郎
『
剣
客
商
売
』

「
は
し
か
で
も
、
癌
清
で
も
、
や
る
時
期
っ
て
い
う
も
の
が
あ

る
わ
よ
。
四
十
に
な
っ
て
浪
人
し
た
っ
て
、
も
う
青
春
の
挫
折
で

も
な
い
も
ん
ね
。
せ
っ
か
く
学
生
を
や
る
ん
な
ら
、
浪
人
も
し
た

方

が

い

い

わ

よ

」

曾

野

綾

子

『

太

郎

物

語

』

「
そ
う
だ
な
。
開
制
そ
う
言
っ
て
く
れ
る
州
制
川
町
、
ほ
し
い
も

の
が
あ
る
ん
だ
。
こ
の
ご
ろ
活
け
花
を
し
た
く
て
も
、
花
が
高
く

て
な
。
丁
度
今
ご
ろ
金
閣
は
あ
や
め
や
か
き
っ
ぱ
た
が
花
ざ
か
り

だ
ろ
う
。
か
き
っ
ぱ
た
を
四
五
本
、
奮
の
や
ら
咲
き
か
け
の
や
ら

も
う
咲
い
た
の
や
ら
、
そ
れ
に
木
賊
を
六
七
本
と
っ
て
来
て
く
れ

な
い
か
な
。
今
夜
で
も
い
い
ん
だ
。
夜
、
俺
の
下
宿
へ
も
っ
て
来

た
の
で
し
ょ
う
。

(17) 
a b C 

て

く

れ

な

い

か

な

」

三

島

由

紀

夫

『

金

閣

寺

』

こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
ど
う
せ
」
「
せ
っ

か
く
」
に
も
そ
れ
ぞ
れ
研
究
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
お
よ
そ
「
ど
う
せ
」

は
粁
余
曲
折
(
後
件
)
は
あ
っ
て
も
最
終
的
に
は
同
じ
結
果
・
結
論
(
前

件
)
に
た
ど
り
着
く
こ
と
(
主
節
に
用
い
ら
れ
る
場
合
も
ほ
ぼ
同
意
)
、

「
せ
っ
か
く
」
は
価
値
の
あ
る
行
為
・
状
態
(
前
件
)
を
受
け
て
そ
れ

を
生
か
し
た
結
果
(
後
件
)
を
導
こ
う
と
す
る
こ
と
(
逆
接
の
場
合
は
、

導
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
)
を
表
わ
す
と
い
う
よ
う
に
了
解
し
て
お
く
。

「
ど
う
せ
」
は
条
件
節
が
結
果
・
結
論
、
主
節
が
原
因
・
理
由
、
「
せ

っ
か
く
」
は
条
件
節
が
原
因
・
理
由
、
主
節
が
結
果
・
結
論
と
い
う
よ

う
に
逆
転
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
が
、
い
ず
れ
も
話
し
手
が
当
該
の

事
態
に
対
し
て
何
ら
か
の
評
価
を
下
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は

共
通
し
て
い
る
。

こ
の
特
徴
は
、
ノ
ナ
ラ
に
限
る
も
の
で
は
な
く
、
ナ
ラ
に
も
共
通
す

る
も
の
で
あ
り
、
ナ
ラ
は
、
有
田
(
一
九
九
一
・
一
二
)
が
論
じ
る
よ
う

に
、
前
件
と
後
件
と
は
「
必
ず
し
も
同
じ
時
空
に
含
ま
れ
て
い
る
必
要

は
な
い
」
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
話
者
の
判
断
」
で
結
び
つ
け
た
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま

た
、
中
野
(
二

O
O
五
・
三
乙
、
が
ス
ウ
イ

l
ツ
ア

l
(
一
九
九

O
)

の
議
論
を
援
用
し
て
議
論
し
て
い
る
よ
う
に
、
言
語
の
三
階
層
す
な
わ

ち
、
内
容
領
域

(
8
2
0
E
号
自
己
ロ
)
、
認
識
領
域

(
8一

回

Hog-わ
品
。
ョ
巳
コ
)
、

言
語
行
為
領
域
(
∞
宮
E
F
R円
己

0
5
5
d
)
の
う
ち
、
ナ
ラ
節
が
、
認
識
領

域
、
あ
る
い
は
言
語
行
為
領
域
で
働
く
、
所
与
条
件
文
(
明
言

g
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g
E一
昨
日
。
ロ
)
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
条
件
文
に
つ
い
て
の
考
察
は
再
考
を
期
し
た
い
。

2 

ノ
ダ
順
接
確
定
条
件
節

つ-・
1
i

ノ
ダ
順
接
確
定
条
件
節
の
先
行
研
究

ノ
ダ
カ
ラ
の
振
舞
い
が
特
殊
で
あ
る
こ
と
は
、
田
野
村
(
一
九
九

0

.
二
、
野
田
(
一
九
九
五
・
玉
、
九
七
・
一

O
)
、
桑
原
(
二

O
O三

・
四
)
、
名
嶋
(
二

O
O
三
・
一
二
)
な
ど
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
解
明
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
先
行
研
究
に
記

述
さ
れ
て
い
る
ノ
ダ
カ
ラ
の
特
徴
を
ま
と
め
て
み
た
い
。
た
だ
、
「
「
の

だ
か
ら
」
の
文
の
文
末
は
単
な
る
事
実
の
述
べ
た
て
で
は
不
自
然
で
あ

り
、
判
断
や
命
令
・
依
頼
、
意
志
な
ど
に
限
ら
れ
る
と
い
う
文
末
制
限

が
あ
る
」
(
野
田
(
一
九
九
五
・
五
)
)
と
い
っ
た
主
節
の
制
約
は
、
ノ

デ
と
比
較
し
た
カ
ラ
の
特
徴
と
し
て
、
永
野
(
一
九
五
二
・
二
)
以
来

指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
ノ
ダ
カ
ラ
の
特
徴
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
採
り
上
げ
な
い
。
代
表
的
な
特
徴
を
ま

と
め
る
と
、
以
下
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

第
一
に
、
ノ
ダ
カ
ラ
節
は
聞
き
手
が
す
で
に
知
っ
て
い
る
内
容
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
。

田
野
村
(
一
九
九

0
・
二
で
は
、
「
「
P
の
だ
か
ら
Q
」
の
前
件
P

は
、
疑
念
の
余
地
な
く
定
ま
っ
た
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
か
ら
、
聞
き
手
が
す
で
に
知
っ
て
い
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
こ
と
が
多

い
」
と
し
て
以
下
の
例
を
挙
げ
る
。

明

a

せ
っ
か
く
こ
こ
ま
で
す
来
ま
し
た
州
引
/
来
た
川
寸
引
州
|

ら
)
、
見
て
行
こ
う
か
。

b
{
?
女
性
だ
か
ら
/
女
性
な
ん
だ
か
ら
)
女
性
に
し
か
で
き
な

い
お
し
ゃ
れ
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

c

も
う
す
・
小
学
生
だ
か
ら
/
小
学
生
な
ん
だ
か
ら
て
そ
れ
く

ら
い
の
こ
と
は
自
分
で
し
な
さ
い
。

あ
な
た
な
り
に
{
?
努
力
し
た
か
ら
/
努
力
し
た
ん
だ
か
ら
て

d 

そ
う
言
え
ば
?

e

君
が
そ
う
す
・
言
う
か
ら
/
言
う
ん
だ
か
ら
て
間
違
い
は
あ

る
ま
い
。

他
方
、
「
聞
き
手
の
知
ら
な
い
こ
と
が
ら
P
を
ま
ず
伝
え
、
そ
の
う

え
で
Q
を
述
べ
る
と
い
う
場
合
に
は
」
ノ
ダ
カ
ラ
は
以
下
の
よ
う
に
ふ

さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
。

ゆ
a

わ
た
し
も
し
た
く
が
{
で
き
ま
し
た
州
引
/
?
で
き
た
刈
寸
利

か
ら
}
、
行
き
ま
し
ょ
う
か
。

b
あ
す
は
早
朝
会
議
が
{
あ
る
州
制
/
?
あ
る
刈
剖
州
川
町
}
、
早

め
に
来
て
く
れ
。

c

今
ま
で
に
も
や
っ
た
こ
と
が
{
あ
り
ま
す
料
引
/
?
あ
る
刈
寸

す
か
ら
}
、
大
丈
夫
で
す
。

d

あ
の
子
も
も
う
{
高
校
受
験
だ
州
剖
/
?
高
校
受
験
な
刈
剖
州

ら
}
、
今
は
試
験
勉
強
で
大
変
で
す
。
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た
だ
し
、
田
野
村
(
一
九
九

0
・
一
)
は
そ
れ
に
す
ぐ
続
け
て
「
も

っ
と
も
、
「
P
の
だ
か
ら
Q
」
の

P
が
、
聞
き
手
に
と
っ
て
未
知
の
こ

と
が
ら
で
あ
り
得
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
付
け
加
え
る
。

野
田
(
一
九
九
五
・
五
)
で
も
、
「
「
の
だ
か
ら
」
の
文
で
は
前
件
の

事
態
は
相
手
が
知
っ
て
い
る
こ
と
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
」
と
指
摘

す
る
。

ハU

a
 

勺，，“

「
春
キ
ヤ
ン
の
サ
ン
プ
ル
が
届
い
た
か
ら
、
事
業
の
方
で
チ
ェ

ッ

ク

頼

む

よ

」

『

東

京

ラ

ブ

ス

ト

ー

リ

ー

』

b
円
「
春
キ
ヤ
ン
の
サ
ン
プ
ル
が
届
い
た
ん
だ
か
ら
、
事
業
の
方
で

チ
ェ
ッ
ク
頼
む
よ
」

さ
ら
に
、
「
「
が
」
と
「
の
だ
が
」
で
は
、
「
の
だ
が
」
の
ほ
う
、
が
い

く
ぶ
ん
自
然
で
あ
る
。
」
と
論
じ
る
。

幻

a

長
嶋
茂
雄
さ
ん
に
聞
い
た
の
だ
が
、
キ
ュ
ー
バ
の
野
球
に
は
面

白

い

特

徴

が

あ

る

そ

う

だ

。

『

龍

言

飛

語

』

b
?
長
嶋
茂
雄
さ
ん
に
聞
い
た
が
、
キ
ュ
ー
バ
の
野
球
に
は
面
白
い

特
徴
が
あ
る
そ
う
だ
。

「
ま
た
、
前
件
の
事
態
を
相
手
も
知
っ
て
い
る
場
合
は
「
の
だ
か
ら
」

の
ほ
う
が
自
然
の
よ
う
で
あ
る
。
」

ωa
「
そ
こ
ま
で
話
し
た
刈
剖
州
引
、
私
も
最
後
ま
で
聞
く
わ
」

『
葡
萄
と
郷
愁
』

b
m
日
「
そ
こ
ま
で
話
し
た
か
ら
、
私
も
最
後
ま
で
聞
く
わ
」

ご
方
、
「
が
」
と
「
の
だ
が
」
で
は
、
「
が
」
が
自
然
で
「
の
だ
が
」

は
不
自
然
で
あ
る
。
」

(23) 
a 

先
生
は
歌
は
一
気
町
成
み
た
い
な
感
じ
で
作
る
と
書
い
て
お
ら

れ
ま
し
た
が
、
あ
れ
は
本
当
で
す
か
。
『
魔
法
の
杖
』

b
竹
先
生
は
歌
は
一
気
町
成
み
た
い
な
感
じ
で
作
る
と
書
い
て
お
ら

れ
た
ん
で
す
が
、
あ
れ
は
本
当
で
す
か
。

こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
な
表
に
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
を

見
る
と
い
か
に
も
見
事
に
対
称
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

相手 相手

件前も 件前l土

の の

態事知を 態事を

矢口
イコ

なら
て
し、 し1

る

つつ つつ

かの かの
らだ らだ

カミ カ瓦

ら ら

つつ 。
がの カミ の

だ だ、

カミ カミ

た
だ
、
こ
れ
を
文
末
ノ
ダ
文
の
振
舞
い
と
比
較
す
る
と
、
文
末
ノ
ダ

文
と
平
行
す
る
の
は
ノ
ダ
ガ
節
で
あ
り
、
ノ
ダ
カ
ラ
の
ほ
う
が
特
殊
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
ノ
ダ
カ
ラ
も
き
れ
い
に
こ
の
表
に
収
ま
る
わ
け

で
は
な
い
こ
と
も
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
と
た
え
ば
で
は
「
「
あ

な
た
は
知
ら
な
い
と
思
う
け
ど
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
相
手

は
前
件
の
事
態
を
知
ら
な
い
の
に
、
「
の
だ
か
ら
」
が
用
い
ら
れ
う
る
。

た
だ
し
、
こ
の
文
が
適
格
と
な
る
の
は
、
相
手
が
前
件
の
事
態
を
知
っ

て
い
る
べ
き
立
場
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
」
と
指
摘

す
る
。

A
斗・

勺宇

「
あ
な
た
は
知
ら
な
い
と
思
う
け
ど
、
先
生
は
身
体
が
弱
い

M
剖
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か
ら
、
無
理
さ
せ
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
」

ま
た
、
加
の
よ
う
に
「
独
話
で
「
の
だ
か
ら
」
が
用
い
ら
れ
る
場
合

は
、
話
し
手
自
身
、
前
件
の
事
態
を
既
に
知
つ
て
は
い
る
が
、
改
め
て

自
分
自
身
に
十
分
認
識
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
」
と
論
じ
る
。

初
マ
ッ
ク
イ
ー
ン
の
馬
券
を
買
っ
た
人
の
中
に
は
、
「
武
豊
が
乗
っ

て
、
あ
あ
な
っ
た
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
開
き
直
り
に

も
似
た
諦
め
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
『
〉
開
岡
山
〉
』

3
2
・ニ・己

以
上
の
よ
う
に
、
ノ
ダ
カ
ラ
節
は
話
し
手
が
す
で
に
知
っ
て
い
る
内

容
で
あ
る
、
と
い
う
特
徴
に
は
、
ど
う
や
ら
例
外
も
多
そ
う
で
あ
る
が
、

そ
う
は
言
っ
て
も
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
対
し

て
は
、
何
ら
か
の
説
明
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
ノ
ダ
カ
ラ
文
に
は
非
難
や
説
得
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
伴
う
。

こ
こ
で
、

H

非
難
H

と
H

説
得
H

と
を
並
べ
た
が
、
一
見
ま
っ
た
く
異

な
っ
た
働
き
の
よ
う
で
い
て
、
共
通
性
が
あ
る
の
は
先
行
研
究
を
見
て

い
け
ば
明
ら
か
と
な
る
。

野
田
(
一
九
九
五
・
五
)
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
ノ
ダ
カ
ラ
に
は
非

難
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
生
じ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

お
「
私
は
『
人
事
課
』
で
忙
し
い
ん
だ
か
ら
、
仕
事
は
さ
っ
さ
と
片

付

け

て

よ

」

『

無

印

O
L
物
語
』

「
話
し
手
は
，
「
私
(
話
し
手
)
は
人
事
課
で
忙
し
い
」
と
い
う
前

件
の
事
態
を
、
相
手
も
知
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
前
件
の
事
態
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
「
(
相
手
は
)
仕
事
を
さ
っ
さ
と

片
付
け
る
べ
き
だ
」
と
い
っ
た
後
件
の
判
断
が
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ

る
は
ず
だ
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
は
、
相
手
は
前
件
の
事
態

を
知
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
後
件
で
示
さ
れ
る
行
動
を
実
行
し
て

い
な
い
。
つ
ま
り
話
し
手
と
同
じ
判
断
に
至
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、

話
し
手
は
前
件
の
事
態
を
相
手
に
十
分
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
，

後
件
の
判
断
が
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
判
断
に
至

っ
て
い
な
い
相
手
を
非
難
し
て
い
る
。
」
と
論
じ
る
。

他
方
、
桑
原
(
二

O
O
三
・
四
)
は
、
ノ
ダ
カ
ラ
に
は
説
得
の
働
き

が
あ
る
と
述
べ
る
。
た
と
え
ば
幻
b
が
コ
知
ら
な
い
人
ば
っ
か
り
の

と
こ
ろ
へ
行
く
」
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
会
話
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て

い
る
の
か
が
明
確
で
な
い
」
た
め
に
不
自
然
で
あ
る
と
い
う
了
解
か
ら
、

「
「
か
ら
」
は
後
件
の
原
因
、
理
由
と
し
て
の
前
件
を
示
す
こ
と
し
か

で
き
な
い
が
、
一
方
、
「
の
だ
か
ら
」
は
い
つ
も
聞
き
手
を
説
得
す
る

た
め
の
理
由
で
あ
る
の
で
、
聞
き
手
と
の
対
立
点
、
が
自
明
に
な
る
」
と

論
じ
る
。

幻
(
今
朝
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
支
庖
長
と
し
て
赴
任
す
る
商
社
員
夫
婦
。
幼

馴
染
み
が
結
婚
し
、
子
供
も
い
な
い
の
で
夫
は
い
ま
だ
に
妻
を
ク

ミ
ち
ゃ
ん
と
呼
ん
で
い
る
)

「
ね
え
、
恭
ち
ゃ
ん
。
今
さ
ら
変
だ
け
ど
、
私
の
こ
と
、
ク
ミ
コ

っ
て
呼
ん
で
よ
。
こ
れ
か
ら
そ
う
し
て
よ
」

「
照
れ
る
よ
。
そ
ん
な
の
」

a
「
ど
う
せ
知
ら
な
い
人
ば
っ
か
り
の
と
こ
ろ
へ
行
く
ん
だ
か
ら
、

そ
う
し
て
よ
。
ね
、
そ
う
し
よ
う
」

浅
田
次
郎
『
角
筈
に
て
』
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b
*
ど
う
せ
知
ら
な
い
人
ば
っ
か
り
の
と
こ
ろ
へ
行
く
か
ら
、
そ
う

し
て
よ
。
ね
、
そ
う
し
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
議
論
か
ら
、
最
終
的
に
以
下
の
よ
う
な
結
論
を
導
く
。

1
.

「
の
だ
か
ら
」
は
話
し
手
と
聞
き
手
に
対
立
す
る
点
が
あ
っ

て
、
説
得
す
る
時
に
用
い
る
。

2
.
話
し
手
は
そ
の
対
立
を
説
得
し
て
同
意
さ
せ
る
最
も
効
果
的

な
理
由
を
「
の
だ
か
ら
」
で
示
す
。

3
.

「
の
だ
か
ら
」
で
示
さ
れ
る
理
由
は
、
確
か
な
事
実
と
し
て

提
示
さ
れ
る

0

4
.

聞
き
手
を
説
得
し
て
話
し
手
と
閉
じ
立
場
、
判
断
に
変
え
よ

う
、
と
い
う
意
図
が
あ
る
の
で
、
あ
る
種
の
強
引
さ
が
つ
き
ま

と
う
。
こ
の
た
め
、
「
の
だ
か
ら
」
で
説
得
す
る
相
手
・
場
面

に
は
制
限
が
あ
る
。

2
・
2
ノ
ダ
順
接
確
定
条
件
節
の
非
難
・
説
得
の
ニ
ュ
ア
ン
ス

前
節
で
は
、
ノ
ダ
カ
ラ
順
接
確
定
条
件
節
に
は
大
き
な
特
徴
と
し
て
、

聞
き
手
の
知
っ
て
い
る
内
容
で
あ
る
こ
と
、
非
難
・
説
得
の
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
あ
る
こ
と
の
二
つ
が
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見

た
。
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
後
者
に
つ
い
て
理
論
的
な
検
討
を
試
み
た
い
。

ノ
ダ
カ
ラ
節
の
特
殊
性
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
ノ
ダ
の
特
徴
と
カ

ラ
の
特
徴
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
こ
で
、
ノ
ダ
カ
ラ
と
い
う
ひ
と
ま
と
ま
り
の
形
で
独
特
の

意
味
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
が
、

そ
の
よ
う
に
考
え
る
前
に
ま
ず
分
析
的
に
説
明
が
で
き
な
い
か
ど
う
か

検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
ま
ず
①
ノ
ダ
の
特
徴
と
し
て
は
、
ノ

ダ
節
は
発
話
時
の
話
し
手
の
信
念
を
表
わ
す
が
、
さ
ら
に
そ
れ
と
、
発

話
時
直
前
の
話
し
手
の
期
待
や
聞
き
手
の
期
待
と
の
聞
に
ギ
ャ
ッ
プ
が

あ
る
こ
と
を
表
わ
す
。
次
に
②
カ
ラ
の
特
徴
と
し
て
は
、
主
節
に
〈
命

令
〉
〈
意
志
〉
〈
評
価
〉
な
ど
の
表
現
が
来
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
③
カ
ラ
は
順
接
確
定
表
現
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
因
果
関
係

を
表
わ
す
こ
と
に
な
る
。
以
上
を
組
み
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
ノ
ダ
カ

ラ
文
は
以
下
の
よ
う
な
構
造
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
井
島
(
二

O
二
了
一
二
で
示
し
た
、
文
末
ノ
ダ
文
に

関
す
る
議
論
を
導
入
し
た
い
。
ま
ず
、
文
末
ノ
ダ
文
に
お
け
る
ノ
ダ
の

働
き
は
、
主
節
が
「
(
発
話
時
に
お
け
る
)
話
し
手
の
信
念
」
で
あ
る

こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
る
に
、
文
末
に

ノ
ダ
を
伴
わ
な
い
言
い
切
り
文
で
あ
っ
て
も
、
主
節
、
が
(
発
話
時
に
お

け
る
)
話
し
手
の
信
念
を
表
わ
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

認

a

雨
が
降
っ
て
い
る
。

b

雨
が
降
っ
て
い
る
ん
だ
。

そ
れ
な
ら
ば
、
あ
え
て
文
末
ノ
ダ
文
を
用
い
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
発
話
時
直
前
ま
で
の
話
し
手
自
身
の
期
待
と
発

話
時
に
お
け
る
話
し
手
の
信
念
と
の
問
、
あ
る
い
は
聞
き
手
の
期
待
と

話
し
手
の
信
念
と
の
聞
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば

ωaで
は
、
話
し
手
自
身
が
発
話
の

q
u
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直
前
ま
で
雨
、
が
降
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
い
て
、
発
話
時
に
そ
の

こ
と
に
気
が
付
い
た
場
合
で
あ
る
し
、

m
u
b
は
、
家
に
居
て
雨
が
降
っ

て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
母
親
に
対
し
て
、
雨
、
が
降
っ
て
い
る
こ
と
を

知
ら
せ
る
場
合
で
あ
る
。

m
a
(
急
に
涼
し
い
風
が
吹
い
て
き
た
の
で
外
を
見
て
)

雨
、
が
降
っ
て
い
る
ん
だ
。

b
母

ど
う
し
て
傘
な
ん
か
持
っ
て
行
く
の
?

雨
が
降
っ
て
い
る
ん
だ
。

息
子

同
様
の
原
理
が
ノ
ダ
カ
ラ
節
に
も
働
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
ノ
ダ
節
に
よ
っ
て
話
し
手
の
信
念
が
提
示
さ
れ
る
(
①
)
が
、

こ
れ
は
主
節
で
示
さ
れ
る
〈
命
令
〉
〈
意
志
〉
〈
評
価
〉
な
ど
(
②
)
の

理
由
と
し
て
で
あ
る
(
③
)
。
た
だ
、
ノ
ダ
カ
ラ
順
接
仮
定
条
件
文
を

用
い
る
の
は
、
話
し
手
の
〈
命
令
〉
〈
意
志
〉
〈
評
価
〉
な
ど
に
反
す
る

よ
う
な
聞
き
手
の
現
実
の
態
度
に
触
発
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
か

ら
逆
算
し
て
話
し
手
の
信
念
と
対
立
す
る
聞
き
手
の
期
待
が
予
想
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
(
①
)
。
そ
し
て
し
ば
し
ば
、
話
し
手
と
同
じ
信
念
を

聞
き
手
も
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
話
し
手
の
〈
命
令
〉
〈
意
志
〉
〈
評

価
〉
な
ど
と
同
内
容
の
聞
き
手
の
あ
る
べ
き
態
度
が
導
か
れ
る
こ
と
を

含
意
す
る
。
以
上
を
図
示
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

開会

き苓
手 J 、〉

の、ギ F 〈

現 ヤ意
実ツ志
のプ〉

態詐
度

価

な
ど

(30) 

あ
な
た
が
犬
を
飼
い
た
い
と
言
っ
た
ん
だ
か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
世
話

し
な
さ
い
。

と
こ
で
、
「
あ
な
た
(
子
供
)
が
犬
を
飼
い
た
い
と
言
っ
た
」
と
い

う
話
し
手
の
信
念
を
理
由
に
し
て
、
「
ち
ゃ
ん
と
世
話
し
な
さ
い
」
と

命
令
を
下
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
子
供
が
犬
の
世
話
を
き
ち
ん
と
し
な

い
と
い
う
現
実
の
態
度
か
ら
逆
算
さ
れ
る
、
あ
た
か
も
そ
の
子
は
犬
を

飼
い
た
い
な
ん
て
言
わ
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
状
況
と
対
立
す
る
。

こ
れ
は
、
一
部
に
聞
き
手
の
期
待
に
話
し
手
の
信
念
が
対
立
す
る
構
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造
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
部
分
に
注
目
す
れ
ば
、
聞
き
手
に
対
す
る

H

非
難
H

の
表
現
と
な
る
。
一
方
、
聞
き
手
の
現
実
の
態
度
に
話
し
手
の

〈
命
令
〉
〈
意
志
〉
〈
評
価
〉
な
ど
が
対
立
す
る
構
造
も
持
っ
て
お
り
、

こ
の
部
分
に
注
目
す
れ
ば
、
聞
き
手
に
対
す
る
H

説
得
H

の
表
現
と
な

る。

2・

3

ノ
ダ
順
接
確
定
条
件
節
は
聞
き
手
の
知
っ
て
い
る
内

容
で
あ
る
こ
と

ノ
ダ
確
定
条
件
節
が
多
く
の
場
合
聞
き
手
の
知
っ
て
い
る
内
容
で
あ

る
こ
と
は
、
事
実
と
し
て
は
も
は
や
周
知
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
ど

う
し
て
ノ
ダ
確
定
条
件
節
の
み
に
そ
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
か
、
理

論
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
こ
で
は
そ
れ
に
対
す
る
可
能
な

限
り
の
説
明
を
試
み
た
い
。

こ
こ
で
、
吉
田
(
一
九
八
八
・
三

a
、
b
)

で
提
示
さ
れ
た
、
ノ
ダ

文
の
類
型
を
想
起
し
た
い
。
「
聞
き
手
に
伝
え
る
」
(
吉
田
(
二

0
0
0

・
一
二
)
で
言
う
「
第
三
類
」
)
に
分
類
さ
れ
た
も
の
に
は
《
告
白
》
《
教

示
》
《
強
調
》
(
後
に
「
第
四
類
」
に
分
類
さ
れ
た
《
決
意
》
《
命
令
》

は
除
く
)
が
あ
り
、
「
話
し
手
、
が
受
け
止
め
る
」
(
後
の
「
第
二
類
」
)

に
分
類
さ
れ
た
も
の
に
は
《
発
見
》
《
再
認
識
》
《
確
認
》
が
あ
る
。
こ

れ
ら
は
、
井
島
(
二

O
二
了
一
一
)
で
論
じ
た
よ
う
に
、
「
発
話
時

の
話
し
手
の
信
念
」
に
対
す
る
「
発
話
時
直
前
の
話
し
手
の
期
待
」
も

し
く
は
「
聞
き
手
の
期
待
」
と
の
聞
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
表
わ
す
表
現
で
あ

る
と
了
解
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
「
話
し
手
が
受
け
止

め
る
」
の
方
に
は
《
再
認
識
》
と
い
う
用
法
、
が
あ
る
の
に
、
「
聞
き
手

に
伝
え
る
」
の
方
に
は
そ
れ
に
対
応
す
る
、
聞
き
手
の
《
再
認
識
誘
発
》

用
法
と
い
う
も
の
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
理
論
的
に
は
、
話
し
手
と
聞

き
手
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
表
わ
す
表
現
の
中
に
は
、
聞
き
手
の
《
再
認
識

誘
発
》
用
法
と
い
う
も
の
も
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

実
際
、
吉
田
(
一
九
八
八
・
三

a
、
b
)

で
示
さ
れ
た
《
再
認
識
》

の
用
例
M
a
に
対
し
て
、
引
b
の
よ
う
に
《
再
認
識
誘
発
》
の
用
例
を

作
ろ
う
と
し
て
も
非
文
に
な
っ
て
し
ま
う
(
勿
論
、
単
な
る
《
教
一
不
》

の
意
味
合
い
で
は
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
)
。
こ
こ
で
求
め
る
意
味
合

い
は
刊

γ
の
よ
う
に
〈
確
認
〉
の
ダ
ロ
ウ
な
ど
を
用
い
て
表
現
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

引
a
し
ま
っ
た
!
銀
将
は
真
横
へ
は
進
め
な
い
ん
だ
。
《
再
認
識
》

b
#
お
い
。
銀
将
は
真
横
へ
は
進
め
な
い
ん
だ
。
《
再
認
識
誘
発
》

U
U

お
い
。
銀
将
は
真
横
へ
は
進
め
な
い
だ
ろ
。

こ
こ
で
は
逆
に
、
文
末
に
お
い
て
は
《
再
認
識
誘
発
》
用
法
は
〈
確

認
〉
の
ダ
ロ
ウ
な
ど
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
た
め
に
、
文
末
ノ
ダ
文

に
は
こ
の
用
法
が
成
立
し
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
た
い
。

と
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
第
一
に
、
〈
確
認
〉
の
ダ
ロ
ウ
は
文
末
に
し

か
用
い
ら
れ
な
い
の
で
、
条
件
節
に
お
い
て
は
、
《
再
認
識
誘
発
》
用

法
を
妨
げ
る
要
因
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
第
二
に
、
順
接
確
定
条

件
文
は
し
ば
し
ば
、
聞
き
手
が
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
あ
た
か
も

そ
の
場
で
は
そ
の
こ
と
を
失
念
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
振
舞
い
に
対
し
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て
、
そ
の
こ
と
に
対
す
る
再
認
識
を
求
め
、
そ
れ
を
正
す
こ
と
を
求
め

る
よ
う
な
場
合
に
用
い
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
逆

接
確
定
条
件
文
は
、
《
再
認
識
誘
発
》
を
前
件
と
す
る
よ
う
な
用
法
は

考
え
に
く
い
。

ち
な
み
に
、
田
野
村
(
一
九
九

0
・
一
)
、
野
田
(
一
九
九
七
・
一

O
)
、
名
嶋
(
二

O
O
三
・
一
二
)
な
ど
に
お
い
て
、
「
の
だ
か
ら
」
が

「
の
だ
。
だ
か
ら
」
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
田
野
村
(
一
九
九

0
・
一
)
で
は
、
叫
a
は
「
一

方
で
は
、
時
間
が
な
い
こ
と
を
告
げ
た
う
え
で
、
急
ぐ
こ
と
を
要
請
し

て
い
る
も
の
と
も
取
れ
る
が
、
他
方
で
は
、
時
間
が
な
い
こ
と
を
十
分

な
根
拠
と
し
て
、
急
ぐ
こ
と
を
聞
き
手
に
強
く
要
求
し
て
い
る
も
か
恥

る
こ
と
も
可
能
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
到
b
は
「
時
間
が
な
い
こ
と

を
十
分
な
被
拠
と
し
て
急
ぐ
こ
と
を
強
く
要
求
し
て
い
る
と
す
る
、
第

二
の
解
釈
し
か
で
き
な
い
」
と
論
じ
て
い
る
。

ω
a
時
聞
が
な
い
刈
問
。
(
だ
か
ら
)
急
い
で
く
れ
。

b
時
聞
が
な
い
ん
だ
か
ら
急
い
で
く
れ
。

こ
こ
で
、
悦
a
の
第
一
の
解
釈
は
《
告
白
》
な
い
し
《
教
示
》
で
あ

ろ
う
が
、
第
二
の
解
釈
は
少
な
く
と
も
聞
き
手
が
本
来
そ
の
こ
と
を
知

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
こ
と
を
含
意
す
る
《
再
認
識
誘
発
》
用
法
で
は

な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ω
b
は
《
再
認
識
誘
発
》
用
法
で

あ
る
と
了
解
さ
れ
る
。

ま
た
、
野
田
(
一
九
九
七
・
一

O
)
で
は
、
「
「
の
だ
か
ら
」
と
か
な

り
接
近
し
て
い
る
「
の
だ
」
の
文
」
と
し
て
、
倒
a
・
b
の
よ
う
な
例

を
挙
げ
る
。

竹
刀
「
ね
え
、
月
給
は
上
が
る
の
か
し
ら
?
」

a
「
さ
あ
。
何
し
ろ
倒
産
し
か
か
っ
て
る
ん
だ
。
無
理
じ
ゃ
な
い

か

な

」

赤

川

次

郎

『

女

社

長

に

乾

杯

!

』

b
「
さ
あ
。
何
し
ろ
倒
産
し
か
か
っ
て
い
る
刈
剖
州
川
町
、
無
理
じ

ゃ
な
い
か
な
」

た
だ
し
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
「
後
続
の
文
に
従
属
し
た
特
殊
な
も

の
だ
と
考
え
た
い
」
と
し
て
、
そ
れ
以
上
の
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
ο

こ
れ
も
ω
a
は
《
教
一
ホ
》
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
側
b
は
《
教
示
》
と
も

《
再
認
識
誘
発
》
と
も
解
釈
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
と
了
解
で
き
る
。

名
嶋
(
二

O
O
三
・
一
二
)
で
は
、
「
の
だ
か
ら
」
を
「
の
だ
。
だ

か
ら
」
に
置
き
換
え
る
テ
ス
ト
を
試
み
て
、
「
置
き
換
え
ら
れ
る
も
の

と
、
置
き
換
え
る
と
意
味
が
変
わ
る
も
の
、
置
き
換
え
る
と
許
容
度
が

低
下
す
る
も
の
が
存
在
す
る
」
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
し
て
、
置
き
換
え

ら
れ
な
い
三
つ
の
類
型
を
示
す
。

第
一
に
、
「
一
般
的
に
、
ノ
ダ
は
「
聞
き
手
が
認
識
し
て
い
な
い
こ

と
を
教
え
よ
う
、
知
ら
せ
よ
う
と
い
う
話
し
手
の
聞
き
手
に
対
す
る
心

的
態
度
」
(
野
田
(
一
九
九
七
・
一

O
)
)
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、

例

a
-
b
の
よ
う
に
前
件
が
「
送
り
手
よ
り
も
受
け
手
側
に
属
す
る
判

断
」
で
あ
る
場
合
だ
と
い
う
。

倒

a
「
あ
な
た
は
い
い
わ
よ
ね
。
自
分
の
好
き
な
仕
事
だ
け
し
て
ら
れ

る
ん
だ
か
ら
」

b
?
あ
な
た
は
自
分
の
好
き
な
仕
事
だ
け
し
て
ら
れ
る
刈
剖
。
問
料
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ら
い
い
わ
よ
ね
。

こ
の
議
論
は
、
ま
ず
ノ
ダ
の
働
き
が
「
聞
き
手
に
伝
え
る
」
(
第
三

類
)
と
い
う
機
能
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
誤
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、

M
M
a

の
ノ
ダ
カ
ラ
に
お
い
て
は
、
倒
置
表
現
で
は
あ
る
も
の

の
《
再
認
識
誘
発
》
と
充
分
に
解
釈
で
き
る
が
、

M
b
の
文
末
の
ノ
ダ

で
は
《
再
認
識
誘
発
》
と
解
釈
で
き
な
い
(
《
確
認
》
表
現
と
い
う
解

釈
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
「
だ
か
ら
」
で
は
な
く
「
(
そ
れ
)

な
ら
」
と
あ
る
べ
き
)
。

第
二
に
、
前
件
と
後
件
と
の
間
に
因
果
関
係
が
認
め
に
く
い
場
合
で

あ
る
と
い
う
。

日

a
エ
リ
一
そ
っ
ち
こ
そ
し
ら
ば
つ
く
れ
な
い
で
よ
、
ち
ゃ
ん
と
知

っ
て
る
ん
だ
か
ら
。

ち
ゃ
ん
と
知
っ
て
る
ん
だ
。
だ
か
ら
そ
っ
ち
こ
そ
し
ら
ば
つ
く

れ
な
い
で
よ
。

お
a
に
関
し
て
、
「
送
り
手
、
が
「
し
ら
ば
つ
く
れ
な
い
で
よ
」
と
発

話
し
た
理
由
は
「
送
り
手
が
知
ら
な
い
と
思
っ
て
受
け
手
が
し
ら
を
切

っ
て
い
る
か
ら
」
で
あ
っ
て
「
送
り
手
が
ち
ゃ
ん
と
知
っ
て
い
る
か
ら
」

で
は
な
い
。
」
こ
の
よ
う
に
因
果
関
係
が
認
め
に
く
い
場
合
は
、
同
じ

意
味
で
お
b
の
よ
う
に
「
の
だ
。
だ
か
ら
」
で
言
い
換
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
い
う
。
し
か
し
こ
の
例
も
あ
た
か
も
話
し
手
が
そ
の
こ
と
を

知
ら
な
い
か
の
よ
う
な
聞
き
手
の
態
度
(
し
ら
を
切
る
)
に
対
す
る
《
再

認
識
誘
発
》
の
例
で
あ
り
、
文
末
ノ
ダ
文
で
は
表
わ
す
こ
と
が
で
き
な

、hv
b 

第
三
に
、
複
数
の
解
釈
が
可
能
な
場
合
で
あ
る
と
い
う
。

い
川

a
博
一
も
め
ご
と
は
後
か
ら
し
て
く
れ
よ
、
俺
は
疲
れ
て
帰
っ
て

来
て
ん
だ
か
ら
。

b

俺
は
疲
れ
て
帰
っ
て
来
て
ん
だ
。
だ
か
ら
も
め
ご
と
は
後
か

ら
し
て
く
れ
よ
。

と
れ
は
「
「
疲
れ
て
帰
っ
て
来
て
ん
だ
か
ら
(
休
ま
せ
て
く
れ
)
」
(
後

件
省
略
)
、
「
疲
れ
て
帰
っ
て
来
て
ん
だ
か
ら
も
め
ご
と
は
後
か
ら
し
て

く
れ
よ
」
(
倒
置
)
、
「
疲
れ
て
帰
っ
て
来
て
ん
だ
。
」
(
言
い
さ
し
て
「
疲

れ
て
帰
っ
て
来
て
ん
だ
か
ら
、
も
う
(
不
満
感
情
)
」
(
終
助
詞
的
用
法
)

の
複
数
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
」
こ
と
が
「
の
だ
。
だ
か
ら
」
と
同

じ
意
味
で
は
言
い
換
え
ら
れ
な
い
理
由
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ

も
、
あ
た
か
も
話
し
手
が
疲
れ
て
帰
っ
て
来
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い

か
の
よ
う
な
聞
き
手
の
態
度
(
も
め
ご
と
)
に
対
す
る
《
再
認
識
誘
発
》

を
表
わ
し
て
い
る
と
了
解
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
、
ノ
ダ
カ
ラ
節
が
聞
き
手
も
知
っ
て
い
る
内
容
で
あ
る
場

合
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
ノ
ダ

カ
ラ
節
は
地
の
文
に
も
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
《
再
認
識
誘
発
》
以

外
の
用
法
の
用
例
も
多
く
見
出
さ
れ
る
。

幻

a

駒
子
は
い
つ
も
行
男
の
話
を
避
け
た
が
る
。
い
い
な
ず
け
で
は

な
か
っ
た
に
し
て
も
、
彼
の
療
養
費
を
稼
ぐ
た
め
に
、
こ
こ
で
芸

者
に
で
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
「
真
面
目
な
こ
と
」
だ
っ
た
に
ち

が

い

な

い

。

川

端

康

成

『

雪

国

』

「
だ
が
:
:
:
」
父
は
や
が
て
何
か
用
事
で
も
思
い
つ
い
た
よ
う

b 

可

tハU



C 

に
、
立
ち
上
が
り
な
が
ら
、
「
も
う
こ
の
位
に
良
く
な
っ
て
い
る

の
だ
か
ら
、
夏
中
だ
け
で
も
行
っ
て
い
た
ら
、
よ
か
り
そ
う
な
も

の
だ
が
ね
」
と
い
か
に
も
不
審
そ
う
に
言
っ
て
、
病
室
を
出
て
行

っ

た

。

堀

辰

雄

「

風

立

ち

ぬ

」

ご
」
こ
は
ど
う
も
あ
れ
の
身
体
に
は
向
か
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
?
も
う
半
年
以
上
に
も
な
る
の
だ
か
ら
、
も
う
す
こ
し
良

く
な
っ
て
い
そ
う
な
も
の
だ
が
:
:
:
」
堀
辰
雄
「
風
立
ち
ぬ
」

「
赦
す
も
赦
さ
な
い
も
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
君
は
ナ
オ
ミ
に
欺
さ

れ
て
い
た
の
で
、
僕
と
ナ
オ
ミ
の
間
柄
を
知
ら
な
か
っ
た
と
云
う

の
だ
か
ら
、
ち
っ
と
も
罪
は
な
い
訳
で
す
。
も
う
何
と
も
思
っ
て

や

し

ま

せ

ん

」

谷

崎

潤

一

郎

『

痴

人

の

愛

』

d 

お
わ
り
に

今
回
は
、
統
一
的
な
解
釈
が
困
難
で
あ
っ
た
、
ノ
ナ
ラ
節
、
ノ
ダ
カ

ラ
節
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
た
。
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
、

最
後
ま
で
考
え
あ
ぐ
ね
た
が
、
と
り
あ
え
ず
の
結
論
と
し
て
示
し
た
い
。

他
の
問
題
と
も
ど
も
、
さ
ら
に
考
え
た
い
。

資
料

赤
川
次
郎
『
女
社
長
に
乾
杯
!
』
・
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
・
川
端
康
成
『
雪
国
』
・

北
杜
夫
『
撒
家
の
人
々
』
・
曾
野
綾
子
『
太
郎
物
語
高
校
編
』
・
太
宰
治
『
人
間

失
格
』
・
立
原
正
秋
『
冬
の
旅
』
・
谷
崎
潤
一
郎
『
痴
人
の
愛
』
・
査
井
栄
『
二
十

四
の
瞳
』
・
新
田
次
郎
『
孤
高
の
人
』
・
堀
辰
雄
「
風
立
ち
ぬ
」
・
三
島
由
紀
夫
『
金

閣
寺
』
・
村
上
春
樹
『
世
界
の
終
り
と
ハ

l
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
・

以
上
C
D
a
R
O
M
版
『
新

潮
文
庫
の
一

O
O冊
』
(
用
例
に
付
さ
れ
た
数
字
は

C
D
a
R
O
M
版
の
ベ

i
ジ
)

山
本
周
五
郎
『
さ
ぶ
』
・
山
本
有
三
『
路
傍
の
石
』

参
考
文
献

上

章
(
一
九
五
一
・
三
)
『
現
代
語
法
序
説
』
刀
江
書
院
(
復
刊
(
一
九

永
野

七
二
・
四
)
く
ろ
し
お
出
版
)

賢
(
一
九
五
二
・
二
)
「
『
か
ら
』
と
『
の
で
』
と
は
ど
う
違
う
か
」
『
国

語
と
国
文
学
』
第
二
十
九
巻
第
二
号
召
岩
ム
N

(

『
伝
達
論
に
も
と
づ

く
日
本
語
文
法
の
研
究
』
東
京
堂
(
一
九
七

0
・
玉
)
所
収
)

久
里子

障
こ
九
七
三
・
六
)
『
日
本
文
法
研
究
』
大
修
館
書
庖

張

麟
声
(
一
九
八
三
・
八
)
「
『
の
だ
か
ら
』
に
つ
い
て
」
『
日
本
語
教
育
研

究
論
纂
』
第
一
号
(
在
中
華
人
民
共
和
国
日
本
語
研
修
セ
ン
タ
ー
紀

国
広

要
)
害
出
'
ヨ

哲
弥
(
一
九
八
四
・
二
一
)
「
『
の
だ
』
の
意
義
素
覚
え
書
」
『
東
京
大
学

言
語
学
論
集
-
∞
品
』

昭
子
(
一
九
八
五
・
七
)
「
「
ナ
ラ
」
と
「
ト
ス
レ
パ
」
」
『
日
本
語
教
育
』

第
五
十
六
号
若
宮
'
話

テ
ィ
ノ
コ
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ル
イ
ズ
(
一
九
八
八
・
玉
)
「
『
デ
ハ
ナ
ク
』
の
論
理
」

『
言
語
学
論
叢
』
第
六
・
七
号
署
己
心
品
(
筑
波
大
学
)

茂
晃
(
一
九
八
八
・
三

a)
「
ノ
ダ
形
式
の
構
造
と
表
現
効
果
」
『
国
文
学

蓮
沼

吉
田

Q
O
 

ハ
リ



論
叢
』
第
十
五
号
苦
怠

8
3
(神
戸
大
学
)

茂
晃
ご
九
八
八
・
三

b
)
「
ノ
ダ
形
式
の
連
分
的
側
面
」
『
国
文
学
研
究

ノ
ー
ト
』
第
二
十
一
号
召
士
官
己
(
神
戸
大
学
)

田
野
村
忠
温
(
一
九
九

0
・
ニ
『
現
代
日
本
語
の
文
法

I
l
「
の
だ
」
の
意
味

吉
田

と
用
法
』
和
泉
書
院

∞者
mnH
回
目
ア
閃
〈
四
肘
(
一
九
九

O
)
=司
g
g
開

q
g
o一o
q
S
F恒
例
ヨ
民
目
的
い
玄
忠
告

F2-s-

間
口
仏
門
己

E
S一
〉
告
白
白
仲
間
。
内
∞
四
百
田
口
江
口
辺
E
n
H
C『
n
z
n
回ヨ
σ
ユ円四
m
m

C
口
言
明
『
∞

-q同
》
司
自
国
間

小
金
丸
(
野
田
)
春
美
(
一
九
九
一
・
二
乙
「
『
の
で
は
な
く
』
の
機
能
」
『
阪
大

有
国

日
本
語
研
究
』
第
三
号
苓
芯
'
詰

節
子
(
一
九
九
一
・
三
)
「
日
本
語
の
条
件
表
現
と
叙
述
の
特
定
性
と
い

う
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
『
日
本
語
・
日
本
文
化
』
第
十
七
号

同
》
同
》
巾
W
J

ア--一
N

吉
田

茂
晃
(
一
九
九
一
・
一
二
)
「
書
評

田
野
村
忠
温
『
現
代
日
本
語
の
文
法

I
l
『
の
だ
』
意
味
と
用
法
!
」
『
国
語
学
』
第
百
六
十
四
集

益
岡

隆
志
(
一
九
九
一
・
五
)
『
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
文
法
』
く
ろ
し
お
出
版

春
美
(
一
九
九
二
・
一
二
)
「
複
文
に
お
け
る
『
の
(
だ
)
』
の
機
能
l

『の

で
は
な
く
(
て
)
』
『
の
で
は
』
と
『
の
だ
か
ら
』
『
の
だ
が
』

l
」
『
阪

野
田

国
広

大
日
本
語
研
究
』
第
四
号

3
3
2き

哲
弥
(
一
九
九
二
・
一

O
)
「
『
の
だ
』
か
ら
『
の
に
』
・
『
の
で
』
へ
|
『
の
』

の
共
通
性
|
」
カ
ツ
ケ
ン
ブ
ッ
シ
ュ
寛
子
他
編
『
日
本
語
研
究
と
日

本
語
教
育
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
宅
コ
'
=

春
美
(
一
九
九
五
・
五
)
「
『
の
だ
か
ら
』
の
特
異
性
」
仁
田
義
雄

野
田

編
『
複

野
田

上』

3
M
Mア
E
U
く
ろ
し
お
出
版

春
美
(
一
九
九
七
・
一

O
)
『
「
の
(
だ
と
の
機
能
』
く
ろ
し
お
出
版

文
の
研
究

井
島

正
博
(
一
九
九
八
・
二
)
「
形
式
名
詞
述
語
文
の
多
層
的
分
析
」
『
成
際
大

学
一
般
研
究
報
告
』
第
三
十
巻
召
ア
沼

名
嶋

義
直
(
二

0
0
0
・
三
)
「
ノ
ナ
ラ
・
ナ
ラ
に
関
す
る
一
考
察
」
『
言
葉
と

文
化
』
創
刊
号

3
2凶

E

E

M

(

名
古
屋
大
学
)

吉
田

茂
晃
(
二

0
0
0
・
三
)
「
ノ
ダ
の
表
現
内
容
と
語
性
に
つ
い
て
|
〈
ノ

ダ
〉
は
『
説
明
の
助
動
詞
』
か
l
」
『
山
辺
道
』
第
四
十
四
号
召
コ
'
己

(
天
理
大
学
)

藤
城

浩
子
・
宗
意

幸
子
(
二

0
0
0
・
六
)
「
(
ノ
)
ナ
ラ
の
意
味
と
特
徴
」

『
三
重
大
学
日
本
語
日
本
文
学
』
第
十
一
号

3
S
B∞

桑
原

文
代
(
二

O
O
三
・
四
)
「
説
得
の
『
の
だ
か
ら
』
『
か
ら
』
と
比
較

名
嶋

し
て
|
」
『
日
本
語
教
育
』
第
百
十
七
号

3
8
'は

義
直
(
二

O
O
三
・
三
己
「
ノ
ダ
カ
ラ
の
意
味
・
機
能
|
語
用
論
的
観

中
野

点
か
ら
の
考
察
l
」
『
語
用
論
研
究
』
第
五
号
召
コ
・
=

友
理
(
二

O
O
五
・
二
乙
「
ナ
ラ
と
ノ
ナ
ラ
」
『
北
海
道
大
学
留
学
生
セ

有
田

ン
タ

l
紀
要
』
第
九
号
害
時
ム
∞

節
子
(
二

O
O
七
・
五
)
『
臼
本
語
条
件
文
と
時
制
節
性
』
く
ろ
し
お
出

版

鈴
木

清
子
(
二

O
O
八
・
一
二
)
「
中
国
語
母
語
話
者
に
お
け
る
『
の
だ
か
ら
』

の
誤
用
と
そ
の
要
因
l
K
Y
コ
ー
パ
ス
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
i
」
『
甲

南
大
学
紀
要

蓮
沼

文
学
編
』
第
百
五
十
三
号

3
M
E凶

昭
子
(
二

O
O
八
・
三
)
「
日
本
語
学
習
者
の
会
話
能
力
と
『
ノ
ダ
カ
ラ
』
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使
用
の
実
態
i
K
Y
コ
ー
パ
ス
を
デ
l
タ
に
」
『
姫
路
構
協
大
学

井
島

外
国
語
学
部
紀
要
』
第
二
十
一
毛
-
ゴ
ム
ヨ

正
博
(
二

O
一
0
・
三
)
「
ノ
ダ
文
の
機
能
と
構
造
」
『
日
本
語
学
論
集
』

井
島

第
六
号
宅
改
'
=
斗

正
博
(
二

O
一
一
・
三
)
「
主
節
に
お
け
る
非
文
末
ノ
ダ
文
の
機
能
と
構

井
島

造
」
『
日
本
語
学
論
集
』
第
七
号
苫
弓
ム
C
凶

正
博
(
二

Oτ
了
一
一
)
「
文
末
ノ
ダ
文
の
構
造
と
機
能
」
『
国
語
と
国

文
学
』
第
八
十
九
巻
第
十
一
号
召

5
工
己

{
女
田

崇
裕
(
二

O
三
了
=
乙
「
従
属
節
に
お
け
る
ノ
ダ
の
機
能
」
『
北
海
道

井
島

大
学
研
究
論
集
』
第
十
二
号
苦
-
苦
心
ヨ

正
博
(
二

O
一
三
・
三
)
「
人
称
表
現
と
し
て
の
ノ
ダ
文
」
『
学
芸
国
語
国

nu 

文
学
』
第
四
十
五
号
ち
も
E
M
O

い
じ
ま

ま
さ
ひ
ろ

教
授
)

人
文
社
会
研
究
科


