
物
語
り
え
ず
語
り
う
る
過
去

｜
｜
大
森
過
去
論
と
野
家
物
語
り
論
と
の
比
較
を
通
じ
て
｜
｜

山

田

圭

は
じ
め
に

野
家
啓
一
の
物
語
り
論
は
、
野
家
自
身
が
し
ば
し
ば
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
森
荘
蔵
の
過
去
論
か
ら
多
く
の
も
の
を
引
き
継
い

で
い
る
。
し
か
し
、
両
者
は
表
面
上
同
じ
言
葉
を
使
用
し
な
が
ら
も
、
そ
の
内
実
に
は
い
く
つ
か
の
微
妙
な
差
異
が
存
在
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
点
を
過
去
の
意
味
論
と
い
う
観
点
か
ら
明
ら
か
に
し
、
そ
の
解
明
を
通
じ
て
大
森
過
去
論
を
正
統
な
仕
方
で
野
家
物

語
り
論
へ
と
つ
な
ぎ
直
す
こ
と
を
試
み
て
み
た
い
。

大
森
過
去
論
の
出
発
点

ま
ず
、
大
森
の
過
去
論
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
大
森
は
そ
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
過
去
に
つ
い
て
聞
い
続
け
た
が
、
そ
の
考
察
を
貫
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い
て
い
た
の
は
「
過
去
の
意
味
」
の
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
は
、
以
下
の
よ
う
な
パ
ラ
ド
ク
ス
と
し
て
示
さ
れ
る
。
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し
か
し
、
過
去
に
つ
い
て
は
パ
ラ
ド
ク
ス
じ
み
た
こ
と
が
つ
き
ま
と
う
。
過
去
の
経
験
と
は
過
ぎ
去
っ
た
経
験
、
消
え
去
っ
た
経
験

で
あ
り
、
今
や
も
は
や
存
在
し
な
い
経
験
で
あ
る
。
こ
の
非
存
在
の
経
験
に
つ
い
て
何
事
か
を
語
る
、
例
え
ば
そ
れ
が
過
去
の
経
験
で

あ
る
こ
と
を
語
る
の
は
不
条
理
か
、
無
意
味
で
は
あ
る
ま
い
か
。
（
大
森
（
一
九
九
二
）
、
三
一
頁
）

た
と
え
ば
、
私
が
昨
日
見
た
海
の
青
さ
を
思
い
出
し
て
い
る
と
き
、
私
は
そ
の
青
古
を
今
知
覚
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

私
が
見
た
海
の
青
さ
は
今
存
在
し
な
い
。
こ
の
不
在
が
大
森
に
と
っ
て
、
「
過
去
形
の
文
に
い
か
に
し
て
意
味
を
与
え
る
の
か
」
と
い

う
困
難
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
こ
の
困
難
は
、
「
今
、
私
に
立
ち
現
わ
れ
る
も
の
」
を
意
味
の
基
底
に
据

え
る
大
森
の
意
味
論
が
抱
え
込
む
困
難
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
前
し
て
い
る
知
覚
の
対
象
と
異
な
り
、
不
在
の
過
去
に
対
し
て
い
か

に
し
て
意
味
を
与
え
る
の
か
と
い
う
（
現
在
と
過
去
の
存
在
論
的
非
対
称
性
が
も
た
ら
す
〕
意
味
論
的
問
題
が
、
大
森
の
過
去
論
の
出

つ
合
Am
れ
ν

、

発
点
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
解
決
策
と
し
て
大
森
が
提
示
す
る
の
が
「
想
起
体
験
」
で
あ
る
。

「
犬
が
走
る
」
情
景
は
易
々
想
像
で
き
る
が
、
「
犬
が
走
っ
た
」
情
景
を
想
像
し
た
り
、
絵
に
か
く
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
ん
な
知
覚
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
現
在
形
の
意
味
が
知
覚
・
経
験
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
過
去
性

の
意
味
は
想
起
体
験
で
想
起
さ
れ
る
過
去
形
の
経
験
の
中
に
す
べ
て
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
、
と
答
え
ら
れ
る
。
（
同
書
、
四
八
頁
、
傍

線
山
田
）



こ
こ
に
は
、
「
知
覚
の
体
験
が
「
・
で
あ
る
」
「
・
を
す
る
」
と
い
う
現
在
形
の
意
味
を
与
え
る
よ
う
に
、
想
起
の
体
験
が
「
：
で
あ
っ

た
」
「
i
し
た
」
と
い
う
過
去
形
の
意
味
を
与
え
る
」
（
同
書
、
＝
二
頁
）
と
い
う
大
森
過
去
論
に
お
け
る
基
本
的
な
意
味
理
論
が
示
さ

れ
て
い
る
と
同
時
に
、
想
起
体
験
が
な
ぜ
言
語
的
な
経
験
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
の
理
由
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
大
森
が
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
「
犬
が
走
っ
て
い
る
」
と
い
う
絵
を
書
く
こ
と
は
で
き
る
が
、
「
犬
が
走
っ
た
」
と
い
う
絵
を
書
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

つ
ま
り
、
過
去
形
の
事
実
は
、
現
在
形
の
事
実
と
は
異
な
り
、
言
語
に
よ
る
以
外
に
描
写
不
可
能
な
タ
イ
プ
の
事
実
な
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
想
起
体
験
の
対
象
は
、
色
や
形
や
音
を
備
え
た
知
覚
風
景
で
は
な
く
、
「
犬
が
走
っ
た
」
と
い
う
言
語
的
な
命
題
で
あ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
「
過
去
存
在
（
存
在
し
た
）
と
は
想
起
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
（
同
書
、
一
二
九
頁
〕
と
い
う
「
想
起

過
去
説
」
の
中
に
、
「
過
去
と
は
言
語
的
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
（
同
書
、
一
一
五
頁
）
と
い
う
「
過
去
の
言
語
的
制
作
説
」
が

組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
説
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
形
の
文
の
有
意
味
性
が
担
保
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
大
森
過
去
論
の
基
本
形
式
は
、
野
家
の
物
語
り
論
に
お
い
て
も
基
本
的
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本

稿
で
は
あ
え
て
両
者
の
聞
の
横
た
わ
る
差
異
の
方
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
そ
れ
を
顕
在
化
さ
せ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

野
家
物
語
り
論
と
大
森
過
去
論
の
共
通
点
と
相
違
点

先
に
見
た
大
森
の
過
去
論
は
、
明
ら
か
に
一
つ
の
難
点
を
抱
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
私
の
想
起
体
験
に
依
拠
し
て
い
る
だ
け
で
は
、

そ
の
語
り
の
範
囲
が
個
人
の
体
験
的
過
去
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
個
人
の
想
起
体
験
で
は

カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
「
歴
史
的
過
去
」
を
語
る
た
め
の
概
念
と
し
て
野
家
が
提
案
す
る
の
が
「
物
語
り
」
で
あ
る
。
野
家
に
よ
れ
ば
、
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こ
の
歴
史
的
過
去
に
つ
い
て
の
物
語
り
は
、
第
一
に
共
同
体
の
う
ち
に
問
主
観
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
以
下
、
「
共

同
体
説
」
と
呼
ぶ
）
、
第
二
に
す
で
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
物
語
と
整
合
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
以
下
、
「
整
合
説
」
と

呼
ぶ
）
。

以
上
の
よ
う
な
大
森
過
去
論
の
拡
張
は
、
大
森
自
身
の
手
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
大
森
晩
年
の
論
文
「
『
後
の

祭
り
』
を
祈
る
」
で
は
、
「
複
数
の
人
聞
の
想
起
と
の
一
致
」
と
「
現
在
世
界
へ
の
整
合
的
接
続
（
物
証
や
自
然
法
則
）
」
が
過
去
物
語

り
の
真
理
条
件
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
「
過
去
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
制
度
化
古
れ
、
公
式
化
さ
れ
た
過
去
物
語
り
で
あ

る
」
（
大
森
（
一
九
九
六
〕
、
七
三
頁
）
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
記
述
に
則
す
る
限
り
、
確
か
に
最
晩

年
の
大
森
は
あ
る
種
の
共
同
体
説
と
整
合
説
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
一
見
す
る
と
先
に
見
た

大
森
過
去
論
の
大
転
換
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
私
は
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
同
じ
論
文
の
先
の
引
用
の
前
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
も
述

べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

過
去
と
は
そ
も
そ
も
何
な
の
か
。
そ
の
過
去
の
意
味
を
体
験
的
に
教
え
る
根
幹
が
想
起
経
験
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
人
は
い
な
い
。
想

起
こ
そ
過
去
に
つ
い
て
の
唯
一
の
基
底
的
情
報
源
で
あ
る
こ
と
は
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
。
（
七
二
頁
、
傍
線
山
田
）

こ
の
引
用
箇
所
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
過
去
の
意
味
が
想
起
経
験
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
点
に
関
し
て
、
大
森
の
過
去
論
は
最

晩
期
に
至
る
ま
で
変
化
し
て
い
な
い
、
と
も
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
解
釈
に
し
た
が
え
ば
、
彼
が
共
同
体
説
と
整
合

説
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
適
用
の
範
囲
を
広
げ
た
「
過
去
抑
語
り
の
真
理
条
件
」
と
は
、
過
去
に
つ
い
て
の
語
り
の
意
味
が
問
題
と
な
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【畑》

る
場
面
で
は
な
く
、
そ
の
語
り
の
真
偽
を
確
定
す
る
場
面
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
最
晩
期
大

森
哲
学
は
他
者
の
想
起
や
物
的
証
拠
な
ど
と
の
整
合
性
の
制
約
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
論
的
な
傾
向
を
帯
び
る
に
至
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
制
約
は
あ
く
ま
で
過
去
言
明
の
正
当
化
条
件
と
し
て
の
み
効
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、

大
森
の
全
体
論
は
い
わ
ゆ
る
「
検
証
の
全
体
論
」
で
あ
っ
て
「
意
味
の
全
体
論
」
で
は
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
野
家
の
物
語
り
論
は
、
次
節
以
降
で
見
る
よ
う
に
、
単
な
る
検
証
の
全
体
論
だ
け
で
な
く
、
意
味
の
全
体
論
を
含

ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
先
の
全
体
論
的
な
制
約
は
、
大
森
の
場
合
に
は
過
去
言
明
の
正
当
化
条
件
と
し
て
の
み
効
い
て
き
た
の
に
対
し

て
、
野
家
の
場
合
に
は
有
意
味
性
条
件
と
し
て
も
効
い
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
以
上
の
差
異
は
、
記
憶
と
物
的
証
拠
と
い
う2
一
つ
の
過
去
の
痕
跡
の
扱
い
の
差
異
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
野
家
物
語
り
論

で
は
、
自
分
の
体
験
し
て
い
な
い
歴
史
的
過
去
を
語
る
た
め
の
足
場
と
し
て
、
物
的
証
拠
と
し
て
の
歴
史
的
資
料
に
大
き
な
役
割
が
与

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
記
憶
の
間
違
い
を
物
的
証
拠
に
よ
っ
て
訂
正
す
る
こ
と
が
あ
る
以
上
、
正
当

化
の
問
題
に
関
し
て
言
え
ば
、
物
的
証
拠
は
時
に
記
憶
以
上
に
有
力
な
位
置
価
を
も
っ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
過
去
の

意
味
と
い
う
問
題
に
関
し
て
雪
早
え
ば
、
物
的
証
拠
に
は
そ
れ
が
機
能
す
る
場
所
が
な
い
。
と
い
う
の
も
、
物
的
証
拠
が
「
証
拠
」
と
し

て
示
し
て
い
る
の
は
、
炭
素
の
半
減
期
や
物
理
的
因
果
関
係
を
用
い
て
推
測
さ
れ
る
過
去
の
出
来
事
の
年
代
（
二

O
一
二
年
よ
り
何
年

前
か
と
い
う
こ
と
）
や
出
来
事
問
の
前
後
関
係
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
B
系
列
的
な
時
間
系
列
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
物
的
証
拠
が
示
す
時
間
系
列
に
は
「
過
去
」
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
記
憶
に
関
し
て
は
「
思
い
出
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
過
去
の
出
来
事
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
「
何
か
を
思
い
出
す
」
と
い
う
想
起
の
文
法
に
あ
ら
か
じ
め
織
り
込
ま
れ
て

い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
「
現
在
よ
り
も
以
前
」
と
い
う
A
系
列
的
な
時
聞
を
表
現
す
る
「
過
去
」
の
意
味
は
、
物
的
証
拠
に
お
い

て
で
は
な
く
、
想
起
に
お
い
て
は
じ
め
て
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
の
引
用
で
大
森
が
述
べ
て
い
た
「
想
起
こ
そ
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過
去
に
つ
い
て
の
唯
一
の
基
底
的
情
報
源
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
過
去
言
明
の
正
当
化
条
件
と
し
て
で
は
な
く
、
過
去
言
明
の
有

《悶
V

意
味
性
条
件
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
稿
の
論
点
に
関
連
す
る
点
に
限
定
し
て
で
は
あ
る
が
、
大
森
過
去
論
と
野
家
物
語
り
論
の
共
通
点
と
相
違
点
を
概
観
し
て

み
た
。
以
下
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
私
が
野
家
物
語
り
論
に
対
し
て
抱
い
て
き
た
い
く
つ
か
の
疑
問
点
を
提
示
さ
せ
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て
い
た
だ
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た
い
。

野
家
物
語
り
論
に
お
け
る
過
去
の
出
来
事
の
意
味
と
変
化

野
家
は
、
先
に
見
た
大
森
の
「
過
去
の
言
語
制
作
説
」
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
過
去
が
物
語
り
行
為
に
よ
っ
て
「
構
成
」
さ
れ
る

と
考
え
る
。
そ
の
上
で
、
「
端
的
に
吾
＝
守
え
ば
、
『
過
去
は
変
化
す
る
』
の
で
あ
り
、
逆
説
的
な
響
き
を
弱
め
れ
ば
、
過
去
の
出
来
事
は
新

た
な
『
物
語
り
行
為
』
に
応
じ
て
、
修
正
さ
れ
、
再
編
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
（
野
家
（
二

O
O五
）
、
一
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ

A
M】

の
点
を
、
野
家
の
記
述
を
も
と
に
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

た
と
え
ば
、
「
味
方
の
部
隊
を
勝
利
に
導
い
た
奇
襲
作
戦
を
私
は
提
案
し
た
」
と
い
う
文
（
F
l）
は
、
「
私
の
奇
襲
作
戦
の
提
案
」

と
い
う
出
来
事
（
E
1）
と
そ
の
後
に
起
こ
っ
た
「
味
方
の
部
隊
の
勝
利
」
と
い
う
出
来
事
（
E
2）
と
を
共
に
指
示
し
、
前
者
の
出

来
事
（
E
l）
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
己
の
文
は
「
時
間
的
に
離
れ
た
少
な
く
と
も
二
つ
の
出
来
事
を
指
示
す
る
」

と
と
も
に
、
「
こ
の
際
に
指
示
さ
れ
た
出
来
事
の
う
ち
、
最
も
初
期
の
も
の
だ
け
を
（
そ
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
み
）
記
述
す
る
」

と
い
う
ダ
ン
ト
l
の
「
物
語
文
（
ロ
耳
目
t
g
m
g
Z
5
0）
」
に
な
っ
て
い
る
（
ロ

B
5
2
8
g・
口
広
ω）
。
し
か
し
、
こ
こ
で
実
は

そ
の
作
戦
が
大
局
的
に
は
味
方
に
大
損
害
を
与
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
と
し
て
み
よ
う
。
こ
の
と
き
、
私
の
奇
襲
作
戦
の



提
案
と
い
う
出
来
事
（
E
1〕
は
「
味
方
の
部
隊
の
大
損
害
」
（
E
3）
と
い
う
別
の
出
来
事
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

新
た
な
物
語
文
「
味
方
の
部
隊
に
大
損
害
を
与
え
た
奇
襲
作
戦
を
私
は
提
案
し
た
」
（
P
2）
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
一
一

つ
の
物
語
文
p
lと
P
2
に
お
い
て
、
出
来
事
E
l
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
歴
史
的
文
脈
（
原
因
と
結
果
の
物
語
）
が
異
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
異
な
る
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
る
己
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
議
論
を
踏
ま
え
て
、
野
家
は
「
歴
史
は
絶
え
ず
生
成
と
変
化
を
続
け
て
い
く
リ
ゾ
l
ム
状
の
『
生
き
物
』
な
の
で
あ

る
」
（
野
家
（
二

O
O五
）
、
一
二
頁
〕
と
論
じ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
果
た
し
て
こ
れ
を
出
来
事
の
「
変
化
」
と
呼
ん
で
よ
い
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
は
出
来
事
そ
の
も
の
の
変
化
で
は
な
く
、
出
来
事
の
記
述
の
変
化
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
野
家
は
、
当
然
こ
の

よ
う
な
反
論
を
想
定
し
た
上
で
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
よ
う
に
言
え
ば
、
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
過
去
の
出
来
事
の
「
評
価
」
が
変
化
し
た
だ
け
で
あ
り
、
過
去
の
「
事
実
そ
の
も

の
」
が
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
反
問
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
理
想
的
年
代
記
作
者
の
立
場
か
ら
の
反

論
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
孤
立
し
た
「
事
実
そ
の
も
の
」
は
、
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
の
中
に
は
場
所
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
「
有
意
味
な
事
実
」
で
あ
る
限
り
、
そ
の
意
味
は
他
の
事
実
と
の
連
関
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
。
「
事
実
そ
の
も
の
」
を
同

定
す
る
た
め
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
、
物
語
文
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
野

家
（
二

O
O五
）
、
八
十
九
頁
）

内ロ】

こ
こ
で
、
野
家
は
「
有
意
味
な
事
実
」
で
あ
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
そ
の
事
実
が
埋
め
込
ま
れ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。
こ
の
野
家
の
考
え
を
、
プ
レ

1
ゲ
が
述
べ
た
「
語
の
意
味
は
文
と
い
う
連
関

G
E
N
E
S
E
E
S
F
mロ
問
。
）
に
お
い
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《
柏
崎
》

て
関
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
孤
立
し
て
問
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
文
脈
原
理
」
を
拡
張
し
て
敷
街
す
る
な
ら
ば
、

「
歴
史
的
事
実
の
意
味
は
、
歴
史
の
物
語
と
い
う
連
関
に
お
い
て
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
孤
立
し
て
関
わ
れ
で
は
な
ら
な
い
」
と

い
う
主
張
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
こ
こ
で
「
有
意
味
」
と
い
う
こ
と
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し

て
は
、
先
の
事
例
を
用
い
た
野
家
の
説
明
の
う
ち
、
以
下
の
記
述
が
参
考
に
な
る
で
あ
る
・
っ
。

440 

奇
襲
作
戦
の
提
案
は
、
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
提
案
が
な
さ
れ
た
時
点
で
は
い
か
な
る
出
来
事
の
原
因
で
も
な
い
。
そ
れ
は

味
方
の
勝
利
と
い
う
後
続
す
る
結
果
に
よ
っ
て
初
め
て
原
因
と
し
て
の
有
意
味
性
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
提

案
の
意
味
は
提
案
の
時
点
で
は
完
結
し
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の
時
点
だ
け
を
孤
立
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
提
案
は
い
か
な

る
意
味
も
も
ち
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
野
家
（
二

O
O五
）
、
八
十
五
頁
、
傍
線
山
田
）

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
原
因
と
し
て
の
有
意
味
性
」
や
「
提
案
の
意
味
」
と
は
、
出
来
事
が
歴
史
に
お
い
て
も
つ
「
意
味
」
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
出
来
事
の
意
味
が
、
そ
の
出
来
事
が
置
か
れ
る
因
果
の
文
脈
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
、
そ
し
て

そ
の
よ
う
な
異
な
る
文
脈
の
も
と
で
出
来
事
が
再
記
述
さ
れ
る
た
び
に
出
来
事
の
意
味
が
重
層
化
し
て
い
く
こ
と
、
こ
れ
ら
の
点
に
お

い
て
野
家
の
見
解
は
全
く
正
し
い
、
と
私
は
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
文
脈
を
離
れ
て
は
出
来
事
そ
の
も
の
が

意
味
を
も
た
な
い
、
と
考
え
る
の
は
や
は
り
勇
み
足
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
は
こ
の
点
に
関
し
て
、
歴
史
的
文
脈
か
ら
独
立
に

出
来
事
が
意
味
を
も
っ
と
考
え
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
出
来
事
が
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
基
本
的
に
は
否
定
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
必
ず
し
も
、
野
家
の
言
う
よ
う
な
理
想
的
年
代
記
の
作
者
や
神
の
視
点
に
立
つ
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
私
が

否
定
し
た
い
の
は
、
「
垣
間
り
え
ぬ
過
去
自
体
」
と
「
物
語
り
う
る
過
去
」
の
二
分
法
で
あ
る
。



四

過
去
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
変
化
す
る
の
か

も
う
一
度
、
先
の
事
例
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
「
私
の
奇
襲
作
戦
の
提
案
」
と
い
う
出
来
事
（
E
l）
に
関
し
て
い
え
ば
、
た

と
え
ば
、
そ
の
会
議
の
行
わ
れ
た
場
所
や
時
刻
、
そ
の
会
議
の
席
上
に
い
た
人
数
、
そ
の
作
戦
の
説
明
に
使
っ
た
資
料
、
そ
の
会
議
で

Amv 

為
さ
れ
た
発
話
、
等
々
は
と
の
よ
う
な
歴
史
的
文
脈
に
置
か
れ
た
と
し
て
も
変
化
し
な
い
。
こ
こ
で
、
出
来
事
を
構
成
す
る
こ
の
よ
う

な
様
々
な
構
成
要
素
を
総
称
し
て
「
出
来
事
の
内
在
的
性
質
」
と
呼
ぷ
と
す
れ
ば
、
こ
の
内
在
的
性
質
は
そ
の
出
来
事
が
置
か
れ
る
歴

史
的
文
脈
の
変
化
を
通
じ
て
不
変
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
出
来
事
が
味
方
の
勝
利
の
原
因
と
し
て
記
述
さ
れ
る
場
合
と
味
方

の
大
損
害
の
原
因
と
し
て
記
述
さ
れ
る
場
合
に
変
化
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
出
央
ム
撃
と
他
の
出
来
事
と
の
関
係
性
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

こ
の
よ
う
な
変
化
を
「
出
来
事
の
関
係
的
性
質
の
変
化
」
と
呼
ぶ
こ
と
し
て
み
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
私
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
個
体
の
性
質
の
変
化
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

の
死
後
に
ク
サ
ン
チ
ッ
ベ
に
は
様
々
な
変
化
が
お
こ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
彼
女
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
後
に
お
だ
や
か
な
性
格
に
な
っ
た

と
し
た
ら
、
そ
れ
は
彼
女
の
内
在
的
性
質
が
変
化
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
夫
を
失
っ
た
こ
と
で
彼

女
は
未
亡
人
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
彼
女
自
身
の
内
在
的
性
質
の
変
化
で
は
な
く
、
彼
女
と
他
の
個
体
と
の
関
係
性
の

変
化
で
あ
り
、
こ
ち
ら
は
関
係
的
性
質
の
変
化
で
あ
る
。

Am》

こ
の
よ
う
な
関
係
的
な
性
質
の
変
化
は
、
一
般
的
に
個
体
そ
の
も
の
の
リ
ア
ル
な
変
化
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
個
体
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
出
来
事
の
変
化
を
考
え
る
な
ら
ば
、
他
の
個
体
に
依
存
し
た
関
係
的
性
質
の
変
化
が
そ
の
個
体
そ
の
も

の
の
リ
ア
ル
な
変
化
で
は
な
い
の
と
同
様
に
、
他
の
出
来
事
に
依
存
し
た
関
係
的
性
質
の
変
化
は
そ
の
出
来
事
そ
の
も
の
リ
ア
ル
な
変

化
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
変
化
」
と
い
う
と
き
に
以
上
の
二
つ
の
変
化
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
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の
で
あ
っ
て
、
物
語
り
論
に
お
け
る
記
述
の
変
化
は
、
出
来
事
そ
の
も
の
に
対
し
て
リ
ア
ル
な
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
の
で

あ
る
。

442 

し
か
し
な
が
ら
、
物
語
り
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
以
上
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
対
す
る
さ
ら
な
る
反
論
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
と
い

う
の
も
、
物
語
り
論
に
お
け
る
出
来
事
の
関
係
性
の
変
化
と
は
、
単
な
る
関
係
性
の
変
化
で
は
な
く
、
因
果
的
な
関
係
性
の
変
化
だ
か

ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
も
出
来
事
の
個
別
化
の
原
理
と
し
て
、
「
二
つ
の
出
来
事
は
、
そ
れ
ら
が
ま
っ
た
く
同
じ
原
因
と
結

An】

果
を
も
っ
と
き
、
そ
し
て
そ
の
と
き
に
限
っ
て
同
一
で
あ
る
」
と
い
う
同
一
原
因
・
同
一
結
果
の
基
準
を
採
る
な
ら
ば
、
異
な
る
因
果

関
係
の
中
に
位
置
つ
け
ら
れ
た
出
来
事
は
異
な
る
出
来
事
で
あ
る
、
と
主
張
し
う
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

〈お》ヲ。。
だ
が
、
あ
る
出
来
事
E
lが
位
置
づ
け
ら
れ
る
文
脈
と
し
て
因
果
連
関
を
考
え
る
場
合
に
も
、
少
な
く
と
も
以
下
の
三
つ
の
ケ
l
ス

は
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

（
一
）
新
し
い
出
来
事
E
3
（
味
方
の
部
隊
の
大
損
害
）
が
生
じ
た
と
き
に
、
そ
の
出
来
事
E
3を
引
き
起
こ
し
た
原
因
と
し
て
出
来

事
E
l
（
私
の
奇
襲
作
戦
の
提
案
）
が
再
記
述
さ
れ
る
場
合
。

（
二
）
出
来
事
E
3が
新
し
く
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
出
来
事
E
3を
引
き
起
こ
し
た
原
因
と
し
て
出
来
事
E
1が
再
記

述
さ
れ
る
場
合
。

（
三
）
新
し
い
出
来
事
聞
の
連
関
そ
の
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
知
で
は
あ
る
が
そ
れ
ま
で
出
来
事
E
lと
結
び
付
け
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
出
来
事
E
3
の
原
因
と
し
て
出
来
事
E
lが
再
記
述
さ
れ
る
場
合
。



こ
の
三
つ
の
ケ
ー
ス
の
う
ち
、
（
二
は
世
界
に
生
じ
た
変
化
（
出
来
事
E
3
の
生
起
）
に
対
応
し
た
出
来
事
E
l
の
関
係
的
性
質

【例】

の
変
化
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
（
二
）
は
世
界
の
側
で
新
し
く
生
起
し
た
の
は
（
一
）
の
場
合
の
よ
う
な
出
来
事
E
3
で
は
な
く
、

「
出
来
事
E
3
の
発
見
」
と
い
う
出
来
事
E
4
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
（
二
の
場
合
の
よ
う
に
出
来
事
E
l
と
出

来
事
E
3と
の
聞
に
新
し
い
関
係
が
生
じ
た
の
で
は
な
く
、
世
界
の
側
に
も
と
も
と
あ
っ
た
出
来
事
E
lと
出
来
事
E
3
の
関
係
が
新

し
く
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
（
二
）
の
場
合
に
は
出
来
事
E
l
に
新
し
い
関
係
的
性
質
が
付
与
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
元
々
あ
っ
た
関
係
的
性
質
に
つ
い
て
の
記
述
が
新
し
く
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
合
一
）
の
場
合
に
は
、
（
一
）
、
合
一
）
の
場
合
と
異
な
り
、
世
界
の
側
に
は
何
ら
新
し
い
出
来
事
は
生
じ
て
い
な
い
。

こ
こ
で
新
た
に
生
ま
れ
て
い
る
の
は
、
世
界
の
新
し
い
見
方
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
変
化
を
出
来
事
聞
の
連
関
性
を
見
て
取
る
こ
と
に

《怨》

よ
っ
て
生
じ
る
ア
ス
ペ
ク
ト
の
変
化
と
し
て
捉
え
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
一
般
的
に
変
化
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
変
化
を
通
じ
て
同

一
性
を
担
保
す
る
も
の
が
必
要
と
な
る
の
と
同
様
に
、
ア
ス
ペ
ク
ト
の
変
化
に
つ
い
て
語
り
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
変
化
を
通
じ
て
同

一
性
を
保
つ
も
の
が
必
要
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ジ
ャ
ス
ト
ロ
ー
図
形
を
ア
ヒ
ル
と
し
て
見
た
り
、
ウ
サ
ギ
と
し
て
見
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
ジ
ャ
ス
ト
ロ
ー
図
形
そ
の
も
の
（
た
と
え
ば
、
こ
の
図
形
の
点
と
線
の
空
間
的
な
布
置
関
係
な
ど
の
内
在
的

性
質
）
は
変
化
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
も
し
も
こ
の
と
き
図
形
そ
の
も
の
の
同
一
性
が
保
た
れ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ

の
変
化
は
ア
ス
ペ
ク
ト
の
変
化
で
は
な
く
、
世
界
そ
の
も
の
の
変
化
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
異
な
る
連
闘
を

見
て
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
の
出
来
事
の
ア
ス
ペ
ク
ト
が
変
化
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
変
化
の
基
体
と
し
て
の
出
来
事
そ
の
も
の
の

同
一
性
は
保
た
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
考
察
し
て
き
た
三
つ
の
ケ
ー
ス
の
う
ち
、
出
来
事
E
l
の
関
係
的
性
質
が
変
化
し
て
い
る
の
は
（
一
）
と
（
三
）
の
ケ
ー
ス
で

《お》

あ
る
が
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
そ
の
変
化
の
基
体
と
し
て
の
出
来
事
E
ー
そ
の
も
の
は
変
化
し
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
ケ
1
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ス
に
お
い
て
出
来
事
E
1
の
意
味
は
ど
の
よ
う
な
変
化
を
被
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
「
私
の
奇
襲
作
戦
の
提
案
」
が
「
味
方
の
勝
利
を
も
た
ら
す
作
戦
の
提
案
」
と
し
て
再
記
述
さ
れ
る
場
合
で
も
、
「
味
方
の
大

損
害
を
も
た
ら
す
作
戦
の
提
案
」
と
し
て
再
記
述
さ
れ
る
場
合
で
も
、
そ
の
指
示
対
象
（
回
包

E
Zロ
問
）
は
同
一
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
の
指
示
対
象
の
与
え
ら
れ
方
は
異
な
り
う
る
。
つ
ま
り
、
出
来
事
の
意
義
（
由
自
己
に
関
し
て
は
、
そ
の
記
述
に
応
じ
て

変
化
が
生
じ
う
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
義
の
変
化
は
、
先
に
論
じ
て
き
た
出
来
事
E
l
の
関
係
的
性
質
の
変
化
に
対
応
し
て
い
る
の
で

《幻》

あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
出
来
事
E
l
の
意
義
の
一
部
が
変
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
す
べ
て
の
意
義
の
変
化
を
示
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
出
来
事
E
1を
構
成
す
る
「
誰
が
い
つ
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
行
っ
た
か
」
と
い
う
内
在
的
性

質
は
文
脈
を
通
じ
て
変
化
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
性
質
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
句
の
指
示
対
象
と
し
て
の
同
一
の
出
来
事
が
特

定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
出
来
事
E
l
の
意
義
に
関
し
て
は
、
物
語
的
文
脈
の
変
化
を
通
じ
て
不
変
の
ま

ま
留
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
他
の
出
来
事
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
単
独
の
出
来
事
に
つ
い
て
語
る
過
去
形
の
文
（
た
と

え
ば
、
「
私
の
奇
襲
作
戦
の
提
案
は
、
日
比
谷
で
行
わ
れ
た
」
）
に
対
す
る
意
味
論
は
、
先
述
の
よ
う
に
大
森
の
過
去
論
に
お
い
て
す
で

に
与
え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
脱
文
脈
化
さ
れ
た
「
過
去
の
出
来
事
そ
の
も
の
」
は
、
決
し
て
語
り
え
な
い
も
の

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
に
よ
っ
て
、
過
去
の
出
来
事
と
そ
の
意
味
と
が
ど
の
よ
う
な
点
で
変
化
し
、
ど
の
よ
う
な
点
で
変
化
し
な
い
の
か
が
明

ら
か
に
な
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
脱
文
脈
化
さ
れ
た
「
語
り
う
る
過
去
」
の
領
域
を
認
め
る
こ
と
は
、
物
語
り

論
が
抱
え
て
い
る
深
刻
な
問
題
を
胆
避
す
る
こ
と
に
も
寄
与
し
う
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
を
、
次
節
に
お
い
て
検
討
し
て

み
よ
う
。



五

物
語
り
の
外
部
と
は
何
か

前
節
の
問
題
は
、
「
ハ
イ
・
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
」
と
「
ロ
ウ
・
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
」
と
を
区
別
す
る
議
論
に
お
い
て
再
び
顕
在

化
す
る
。
「
物
語
り
に
外
部
は
な
い
」
と
い
う
ハ
イ
・
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
の
見
解
を
退
け
る
野
家
は
、
自
ら
の
ロ
ウ
・
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
ィ

ス
ト
と
し
て
の
立
場
を
「
物
語
り
を
直
接
的
体
験
（
生
き
ら
れ
た
経
験
）
を
境
界
条
件
と
し
て
も
つ
外
部
に
関
か
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

と
見
る
立
場
」
（
同
書
、
三
二

O
頁
）
と
し
て
規
定
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
野
家
物
語
り
論
に
は
、
第
二
節
で
論
じ
た
整
合
性
の
制
約

だ
け
で
は
な
く
、
経
験
を
通
じ
た
世
界
と
の
接
触
（
こ
れ
を
「
対
応
」
と
呼
ぷ
か
と
う
か
は
別
と
し
て
）
が
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
「
科
学
全
体
は
、
そ
の
境
界
条
件
が
経
験
で
あ
る
カ
の
場
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
（
ρ
E
S
（H
8
5・匂品目）

と
い
う
仕
方
で
ク
ワ
イ
ン
が
科
学
哲
学
に
お
い
て
提
示
し
た
全
体
論
の
歴
史
哲
学
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ

で
最
大
の
問
題
と
な
る
の
は
、
「
直
接
的
体
験
（
生
き
ら
れ
た
経
験
）
」
と
は
何
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
経
験
の
対
象
は
過
去
自
体
で
は
あ
り
え
な
い
。
野
家
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
も
し
も
過
去
自
体
が
明
確
な
分
節
を
も
っ

て
語
り
う
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
物
語
り
の
外
部
に
で
は
な
く
、
内
部
に
位
置
す
る
存
在
と
言
う
べ
き
」
（
同
書
、
三
一
一
一
頁
）
と
い
う

説
明
を
与
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
「
明
確
な
分
節
を
も
っ
て
語
り
う
る
」
も
の
は
、
物
語
り
の
内
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
、
物
語
り
の
改
訂
を
促
し
う
る
よ
う
な
外
部
と
な
り
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
野
家
は
、

「
物
語
り
え
な
い
も
の
」
と
「
語
り
え
な
い
も
の
」
を
区
別
も
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
物
語
り
の
外
部
は
「
直
接
的
体
験
（
生
き
ら
れ

た
経
験
）
」
や
「
理
解
不
可
能
な
も
の
」
と
い
う
形
で
語
り
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
未
だ
『
出
来
事
』
と
し
て
分
節
化
古
れ
て
お
ら
ず
、

し
た
が
っ
て
物
語
り
の
内
部
へ
と
整
合
的
に
組
み
込
ま
れ
て
は
い
な
い
」
（
同
書
、
＝
一
二
三
頁
）
が
ゆ
え
に
、
物
語
り
の
領
域
の
外
部

に
属
す
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
直
接
的
体
験
は
「
直
接
的
体
験
」
と
し
て
語
り
う
る
が
、
明
確
な
分
節
を
も
っ
て
い
な
い
の
で
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物
語
り
え
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れ
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い
る
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で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
物
語
り
の
外
部
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
「
直
接
的
体
験
」
の
内
実
は
、
実
の
と
こ
ろ
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

先
に
論
じ
た
大
森
・
野
家
の
過
去
論
の
枠
組
み
で
は
、
過
去
の
出
来
事
は
、
現
在
の
出
来
事
の
よ
う
に
知
覚
を
通
じ
て
経
験
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
想
起
を
通
じ
て
言
語
的
に
制
作
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
物
語
り
の
外
部
と
し
て
の
「
直
接
的
体

験
」
が
た
と
え
体
験
と
し
て
は
現
在
の
体
験
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
過
去
に
つ
い
て
の
現
在
の
体
験
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
言

語
化
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
議
論
は
ク
ワ
イ
ン
の
議
論
と
の
類
比
で
、
物
語
り
の
改
訂
可
能
性
の
問
題
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

物
語
り
の
外
部
と
し
て
の
「
直
接
的
体
験
」
は
、
物
語
り
に
改
訂
を
も
た
ら
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
改
訂
を

も
た
ら
す
力
を
も
っ
た
め
に
は
、
直
接
的
体
験
は
何
ら
か
の
内
容
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
内
容
を
も
つ
た
め
に
は
、
分
節

化
さ
れ
、
命
題
化
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
変
則
事
例
が
「
変
則
事
例
」
た
り
う
る
の
は
、
そ
れ
が
理
論
内
部
の
命
題
と
何
ら
か
の

髄
臨
を
来
た
す
が
ゆ
え
で
あ
り
、
他
の
命
題
と
蹴
館
を
来
た
し
う
る
の
は
命
題
の
み
で
あ
る
。
同
様
に
、
直
接
的
体
験
は
そ
の
体
験
内

Amv 

容
が
分
節
化
さ
れ
、
命
題
化
さ
れ
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
物
語
り
の
改
訂
を
促
し
う
る
内
容
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
難
点
を
克
服
す
る
た
め
に
、
私
は
「
語
り
う
る
領
域
」
と
「
物
語
り
う
る
領
域
」
の
区
別
を
よ
り
明
確
に
し
た
上
で
、
分
節

化
さ
れ
た
命
題
が
直
ち
に
後
者
に
属
す
る
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
「
語
り
う
る
が
物
語
り
え
な
い
分
節
化
さ
れ
た
命
題
」
と
い
う
領

域
を
確
保
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
過
去
の
出
来
事
に
つ
い
て
語
る
こ
と
と
、
そ
の
出
来
事
を
歴
史
的
文
脈
の
う
ち
で

語
る
こ
と
を
区
別
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
問
題
は
歴
史
的
資
料
の
「
解
釈
」
の
問
題
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。
野
家
は
、
川
田
順
造
の
言
を
借
り
な
が
ら
、
土

器
の
破
片
の
よ
う
な
考
古
学
的
資
料
で
す
ら
、
解
釈
の
汚
染
を
免
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
（
同
害
、

一
二
二
頁
）
。
し



か
し
な
が
ら
、
も
し
も
こ
の
よ
う
な
「
解
釈
負
荷
性
」
を
す
べ
て
の
歴
史
的
資
料
に
対
し
て
負
わ
せ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
理
論
負
荷

性
」
を
す
べ
て
の
実
験
結
果
に
負
わ
せ
る
場
合
と
同
じ
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
も
こ
の
よ
う
な
理
論
負
荷
性
を
最

も
強
い
意
味
で
と
る
な
ら
ば
、
異
な
る
理
論
悶
土
を
比
較
す
る
た
め
の
共
通
の
基
盤
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
異
な
る
理
論
は
共

約
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
野
家
は
、
『
科
学
の
解
釈
学
』
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
共
約
不
可

能
性
テ
1
ゼ
に
対
す
る
歯
止
め
と
し
て
、
科
学
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
変
化
と
連
動
し
な
い
「
生
活
世
界
の
分
類
整
序
体
系
」
（
野
家

（
一
九
九
三
）
、
九
九
頁
）
を
「
学
問
一
般
の
普
遍
的
〈
意
味
基
底
〉
」
（
同
書
、
一
一
一
頁
）
と
し
て
提
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う

で
あ
れ
ば
、
歴
史
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
異
な
る
歴
史
の
物
語
が
共
約
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
物
語
の

変
化
と
連
動
し
な
い
分
類
整
序
体
系
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
分
類
体
系
に
よ
っ
て
、
「
分
節
化
さ
れ
て
語
り
う
る
が
、

未
だ
歴
史
的
文
脈
の
中
に
位
置
を
も
た
な
い
が
ゆ
え
に
物
語
り
え
な
い
過
去
の
出
来
事
」
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

は
決
し
て
語
り
か
ら
独
立
の
過
去
自
体
を
想
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
「
語
ら
れ
る
過
去
」
と
「
物
語
ら
れ
る
過

去
」
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
物
語
り
内
部
の
整
合
性
だ
け
で
な
く
、
物
語
り
の
外
部
（
語
り
う
る
が
物
語
り
え
な

い
事
実
〕
と
の
対
応
（
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
過
去
自
体
と
の
「
対
応
」
で
は
な
い
）
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
仕
方
で
物
語
負
荷
的
で
な
い
事
実
の
記
述
の
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
異
な
る
物
語
り
同
士
の
共
約
不
可
能
性
を
回
避
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
歴
史
が
論
争
さ
れ
る
た
め
に
共
有
さ
れ
る
べ
き
分
類
秩
序
の
場
が
閲
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
か
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
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以
上
述
べ
て
き
た
私
の
提
案
は
、
過
去
を
以
下
の
三
つ
の
領
域
に
区
別
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

《

ωv

（l
）
語
り
え
な
い
過
去
自
体

（2
）
語
り
う
る
が
、
物
語
り
え
な
い
過
去

（3
）
物
語
り
う
る
過
去
（
H
歴
史
）

野
家
の
物
語
り
論
は
、
（
1
）
の
「
語
り
え
な
い
過
去
自
体
」
を
否
定
す
る
と
い
う
点
を
大
森
過
去
論
と
共
有
し
な
が
ら
、
（
3
）
の

「
物
語
り
う
る
過
去
」
と
い
う
観
点
を
積
極
的
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
境
地
を
聞
く
こ
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

（l
）
の
否
定
が
す
べ
て
（
3
）
に
含
ま
れ
る
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
（
2
）
の
「
語
り
う
る
が
、
物
語
り
え
な
い
過
去
」
の
領
域
を

認
め
、
か
つ
（
2
）
の
意
味
論
を
（
3
）
の
意
味
論
に
依
存
し
な
い
形
で
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
野
家
物
語
り
論
の
基
本
的
な
精
神

を
い
さ
さ
か
も
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
（
2
）
の
領
域
を
取
り
込
む
こ
と
は
、
脱
文
脈
化
さ
れ
た
過
去
の
出
来
事
に
つ
い

て
の
意
味
論
を
備
え
て
い
た
大
森
過
去
論
を
、
正
当
な
仕
方
で
野
家
物
語
り
論
の
う
ち
に
接
ぎ
木
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
は
ず

で
あ
る
。
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（

1）
 

そ
白
う
ち
で
最
も
重
要
な
基
本
姿
勢
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
語
り
か
ら
独
立
の
過
去
自
体
を
認
め
な
い
と
い
う
「
過
去

に
対
す
る
反
実
在
論
」
目
立
場
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
反
実
在
論
」
白
内
実
に
関
し
て
も
、
大
森
と
野
家
白
聞
に
は
微
妙
な
差
異
が
存
在
し
て
い

る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
本
稿
で
は
そ
こ
ま
で
踏
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

つ
ま
り
、
過
去
を
想
起
す
る
こ
と
は
過
去
の
体
験
を
再
現
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
「
『
オ
リ
ジ
ナ
ル
』
の
過
去
白
体
験
と
そ
の
再

現
と
し
て
の
『
コ
ピ
1
』
」
と
い
う
描
像
が
誤
っ
た
も
の
と
し
て
退
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
論
点
に
関
し
て
は
野
家
も
そ
の
ま
ま
受
け

入
れ
て
い
る
。
野
家
（
二

O
O七
）
、
九
四

l
九
六
頁
。

こ
の
点
は
、
「
私
が
原
理
的
に
体
験
で
き
な
い
他
者
の
痛
み
に
、
い
か
に
し
て
意
味
を
与
え
う
る
白
か
」
と
い
う
問
題
と
し
て
の
他
我
問
題
が
、

大
森
に
と
っ
て
終
生
の
課
題
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
言
語
に
よ
っ
て
の
み
描
写
可
能
な
事
実
と
し
て
は
、
他
に
否
定
的
事
実
（
「
犬
が
走
っ
て
い
な
い
」
）
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
不
在
白
事
実
を
描
写
で
き
る
と
い
う
点
に
言
語
の
特
徴
を
見
る
と
い
う
大
森
の
言
語
観
は
、
『
論
理
哲
学
論
考
』
に
お
け
る
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
白
言
語
観
と
重
な
り
合
う
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
野
家
は
「
過
去
の
出
来
事
を
「
描
写
」

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
野
家
（
二

O
O五
）
、
一
一
三
頁
）
と
し
て
い
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
「
過
去
な
る
も
白
が
実
在
し
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
、
と
い
う
の
を
逆
転
し
て
、
準
古
形
四
語
り
の
中
で
過
去
な
る
も
の
が
は

じ
め
て
出
現
す
る
白
だ
」
（
大
森
（
一
九
九
二
）
、
一
一
三
、
一
一
四
頁
）
と
い
う
大
森
過
去
論
白
基
本
形
式
が
完
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
来

で
あ
れ
ば
大
森
過
去
論
白
内
実
に
関
し
て
も
っ
と
踏
み
込
ん
だ
考
察
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
点
に
関
す
る
考
察
は
ま
た
の
機
会
に
試
み
て
み

た
い
。

野
家
（
二

O
O七
）
、
九
九
一

O
四
頁
。

こ
の
よ
う
に
、
野
家
物
語
り
論
に
お
い
て
物
語
の
「
共
同
主
観
性
」
が
前
面
に
押
し
出
き
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
は
、
野
家
哲
学
に
お
け
る

独
我
論
的
傾
向
性
申
欠
如
の
み
な
ら
ず
、
言
語
白
意
味
が
生
ま
れ
る
場
を
他
者
と
由
実
践
的
行
為
の
中
に
見
定
め
、
言
語
を
本
質
的
に
公
共
的

な
も
の
と
考
え
る
野
家
白
言
語
哲
学
に
由
来
す
る
部
分
も
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
諮
ら
れ
た
物
語
で
は
な
く
「
物
語
る
」
と
い
う
行
為
そ

の
も
白
に
着
目
す
る
語
用
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
野
家
物
語
り
論
に
お
い
て
は
、
「
誰
か
が
誰
か
に
対
し
て
諮
る
」
と
い
う
仕
方
で
、
そ

の
物
語
白
（
意
味
の
）
構
成
田
過
起
で
本
質
的
に
他
者
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
公
共
性
白
制
約
が
物
語
の
承
認
の
過
程

（

2
）
 

（

3〉
（

4）
 

（

5
）
 

（

6）
 

（

7）
 



（

8
）
 

（

9
）
 

に
お
い
て
の
み
効
い
て
く
る
大
森
の
過
去
論
と
は
異
な
る
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
物
語
の
中
に
は
、
お
そ
ら
く
科
学
的
な
事
実
も
含
ま
れ
る
。

た
と
え
ば
、
野
矢
は
大
森
過
去
論
の
最
終
地
点
を
、
「
過
去
白
意
味
は
想
起
体
験
が
与
え
る
」
と
い
う
立
場
か
ら
「
過
去
白
意
味
は
社
会
的
な

言
語
実
践
が
与
え
」
る
と
い
う
立
場
へ
の
転
換
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
野
矢
（
二

O
O七
）
、
一
九
六
頁
。

し
た
が
っ
て
、
大
森
意
味
論
は
、
有
意
味
性
白
単
位
を
「
過
去
形
白
文
」
と
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
一
白
事
実
に
つ
い
て
の
意
味
論
を
保
持

し
続
け
て
い
た
と
私
は
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
野
家
は
、
ク
ワ
イ
ン
の
「
経
験
主
義
白
二
つ
白
ド
グ
マ
」
に
お
け
る
テ
ー
ゼ
を
変
形

さ
せ
た
上
で
、
「
個
々
の
歴
史
言
明
を
単
独
で
検
証
し
た
り
反
証
し
た
り
す
る
こ
と
は
意
味
を
な
さ
な
い
」
と
考
え
、
そ
れ
を
「
経
験
的
有
意

味
性
の
単
位
は
歴
史
記
述
全
体
」
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。
野
家
（
二

O
O五
〉
、
一
七
九
頁
。

こ
白
点
に
関
し
て
は
、
異
議
が
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
大
森
は
晩
期
の
論
文
「
物
語
り
と
し
て
の
過
去
」
に
お
い
て
、
「
想
起
さ
れ
る
の

は
過
去
白
知
覚
風
景
な
ど
で
は
な
く
て
過
去
命
題
な
の
で
あ
り
、
〈
中
略
〉
命
題
集
合
な
白
で
あ
る
」
（
大
森
（
一
九
九
六
）
、
二
二
頁
）
と
想

起
白
対
象
を
「
命
題
集
合
」
と
し
て
い
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
小
説
な
ど
と
類
比
的
に
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
白
点
の
解
釈
は
難
し
い
と

こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
命
題
集
合
白
真
偽
の
問
題
で
あ
っ
て
、
意
昧
白
問
題
で
は
な
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
白
事
態
を
過
去
の
方
に
則
し
て
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
「
想
起
さ
れ
る
経
験
が
過
去
経
験
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
は
想
起

は
『
過
去
』
白
定
義
的
体
験
な
白
で
あ
る
」
（
大
森
（
一
九
九
二
）
、
四
O
頁
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

本
稿
で
は
こ
れ
以
上
細
か
く
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
記
憶
と
物
的
証
拠
と
の
関
係
に
関
し
て
は
さ
ら
に
論
じ
る
べ
き
点
が
多
々
存
在

し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。

以
下
、
基
本
的
に
「
出
来
事
」
と
い
う
場
合
に
は
名
詞
句
で
、
「
事
実
」
と
い
う
場
合
に
は
文
で
表
現
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
点
に
関

し
て
は
、
柏
端
（
一
九
九
七
）
第
一
章
を
参
照
。

野
家
自
身
白
挙
げ
て
い
る
物
語
文
の
例
は
、
「
私
が
提
案
し
た
奇
襲
作
戦
は
味
方
自
部
隊
を
勝
利
に
導
い
た
」
〔
P
3）
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
「
指
示
さ
れ
た
出
来
事
由
う
ち
で
、
よ
り
初
期
の
も
の
だ
け
を
〔
そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
の
み
）
記
述
す
る
」
と
い
う
ダ
ン
ト
！
の
物
語

文
也
定
義
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、

P
3
は
E
ー
だ
け
を
記
述
し
て
い
る
白
で
は
な
い
の
で
、
こ
白
定
義
に
は
合
致
し
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
本
稿
で
は
以
下
、

P
3を
F
1
白
形
に
書
き
か
え
て
話
を
進
め
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
す
る
。

こ
の
よ
う
な
物
語
文
は
、
起
こ
っ
た
こ
と
を
そ
の
都
度
す
べ
て
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
超
人
的
な
能
力
を
も
っ
た
理
想
的
年
代
記
白

作
者
に
さ
え
も
語
る
こ
と
が
で
き
ず
、
レ
ト
ロ
ス
ベ
ク
テ
ィ
プ
か
っ
歴
史
内
在
的
な
視
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
語
り
う
る
タ
イ
プ
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（

臼

）

（

国

）

（
間
四
）

（却〉

白
文
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
た
文
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
複
数
白
出
来
事
を
時
間
的
に
組
織
化
す
る
言
語
行
為
」

（
野
家
（
ニ

O
O五
）
、
三
二
ニ
頁
）
が
、
行
為
と
し
て
見
ら
れ
た
場
合
白
「
物
語
り
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
語
り
行
為
に
関
す
る
洞
察
が
、

大
森
過
去
論
を
超
え
て
野
家
が
新
た
な
歴
史
哲
学
を
展
開
す
る
際
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。

但
し
、
こ
れ
が
括
弧
っ
き
で
あ
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

『円。問。（］
5
E
h
R
Y
回H
ロF
E
d
hロ
m
H

も
ち
ろ
ん
、
新
た
な
証
拠
田
発
見
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
白
事
柄
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
白
信
念
は
変
化
し
う
る
が
。

た
と
え
ば
、
ギ
l
チ
は
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
後
に
、
新
入
生
が
彼
を
称
賛
す
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
っ
た
「
単
な
る
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
』
変
化
」

に
関
し
て
、
そ
れ
が
リ
ア
ル
な
変
化
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ギ
l
チ
と
は
少
し
異
な
る
定
義
で
で
は
あ
る
が
、
キ
ム
も
「
ク
サ
ン
チ
ッ
ベ

が
未
亡
人
に
な
る
」
と
い
う
「
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
出
来
事
」
が
リ
ア
ル
な
出
来
事
・
で
は
な
い
と
示
唆
し
て
い
る
。
こ
由
辺
り
の
議
論
に
関
し
て
は
、

柏
端
（
一
九
九
二
）
に
詳
し
い
。
の
自
岳
（

Hgs－
MY
斗
戸
同
H

自
己
申
立
）
司
同
省
お
ふ

H

た
と
え
ば
、
「
山
田
が
日
比
谷
に
お
い
て
奇
襲
作
戦
を
提
案
し
、
そ
の
た
め
に
味
方
が
勝
利
し
た
」
と
い
う
文
を
、
出
来
事
を
一
階
の
存
在
者

と
み
な
す
デ
イ
ヴ
ィ
卜
ソ
ン
的
な
論
理
式
で
表
現
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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（幻〕

（
出
巴
）
（
出
。
凶
｝
（
打
ペ
（
回

R
m
r
巴
）
〉
継
粉
（
E
回
’
副
司
纏
守
薄
’
巴
）
〉
搬
酎
（
o
r
o
N）
＞
壊
世
」
（
昇
U

司’。
N））

（

m）
 

こ
こ
で
の
「
惹
起
（
巴
、

oN）」（
O
H
が
oNを
引
き
起
こ
す
）
白
よ
う
に
二
つ
以
上
白
出
来
事
を
値
に
と
る
述
語
が
、
本
稿
で
い
う
と
こ
ろ
白

関
係
的
性
質
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
外
の
述
語
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
性
質
が
、
本
稿
で
考
え
て
い
る
内
在
的
性
質
で
あ
る

（
論
理
式
白
定
式
化
に
関
し
て
は
、
柏
端
（
一
九
九
七
）
、
四
回
頁
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
但
し
、
柏
端
に
よ
る
出
来
事
白
外
的
性
質

と
内
的
性
質
の
区
別
は
、
本
稿
の
関
係
的
性
質
と
内
在
的
性
質
由
区
別
と
は
異
な
っ
て
い
る
）
。

野
家
は
こ
の
『
行
為
と
出
来
事
』
執
筆
時
期
に
お
け
る
デ
イ
ヴ
ィ
卜
ソ
ン
の
基
準
を
採
用
し
て
い
る
。
ロ
2
E
Eロ（
H
8
2－
U
H
S
野
家

（二
O
O五
）
、
三
一
二
頁
。

こ
こ
で
、
出
来
事
白
個
別
化
の
問
題
に
関
し
て
、
ご
く
簡
単
に
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
出
来
事
が
同
一
で
あ
る
こ
と
の
必
要
条
件
と
し

て
「
同
一
四
時
空
領
域
を
占
め
る
」
と
い
う
条
件
は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
二
つ
の
出
来
事
が
時
空
領
域
を
共
有
し
な

け
れ
ば
、
そ
れ
は
異
な
る
出
来
事
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
閉
じ
時
空
領
岐
を
共
有
し
て
い
て
も
、
そ
れ
が
ど
白
よ
う
な
記
述
の
も

と
で
の
出
来
事
で
あ
る
白
か
に
よ
っ
て
、
出
来
事
白
個
別
化
の
仕
方
は
異
な
る
と
い
う
考
え
方
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
「
私
が
手
を
挙
げ

（幻）



る
」
と
い
う
行
為
は
、
「
私
が
タ
ク
シ
ー
を
止
め
る
」
と
い
う
記
述
や
「
私
が
交
通
渋
滞
を
引
き
起
こ
す
」
と
い
う
記
述
の
も
と
で
は
異
な
る

出
来
事
と
し
て
個
別
化
さ
れ
る
と
考
え
る
白
で
あ
る
。
同
様
に
考
え
る
と
、
先
ほ
ど
の
例
で
私
が
出
来
事
E
1
に
与
え
た
「
私
が
奇
襲
作
戦
を

提
案
し
た
」
と
い
う
記
述
は
、
こ
の
出
来
事
E
ー
を
「
味
方
を
勝
利
に
導
い
た
作
戦
」
と
し
て
記
述
す
る
か
、
あ
る
い
は
「
味
方
に
大
損
害
を

与
え
た
作
戦
」
と
し
て
再
記
述
す
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
出
来
事
と
し
て
個
別
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
野
家
は
こ
の
路
線
を
と
っ
て
い
る
と

恩
わ
れ
る
が
、
私
は
以
下
白
論
述
で
異
な
る
路
線
を
と
っ
て
み
た
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
柏
端
白
言
を
借
り
れ
ば
、
「
出
来
事
が

H

関
係
的
変
化
u

白
み
を
被
る
と
い
う
こ
と
は
、
出
来
事
も
変
化
す
る
と
い
う
こ
と

を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
出
来
事
は
変
化
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
柏
端
（
一
九
九
七
）
、
一

三
二
頁
。

野
家
自
身
は
、
パ

l
ス
ベ
ク
テ
ィ
プ
に
応
じ
て
多
様
な
現
わ
れ
方
を
す
る
「
射
映
」
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
用
い
て
、
過
去
の
出
来
事
を
想
起
的

射
映
白
志
向
的
統
一
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
野
家
（
二
O
O七
）
、
一
五

oー
一
五
回
頁
。

但
し
、
（
三
）
の
ケ
！
ス
を
関
係
的
性
質
白
変
化
と
呼
ん
で
よ
い
か
ど
う
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
先
白
第
三
節
で
引

用
し
た
箇
所
で
は
、
合
一
）
の
ケ
l
ス
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
先
白
（
一
）
と
（
三
）
の
ケ
！
ス
で
は
「
私
の
奇
襲
作
戦
の
提
案
は
、
味
方
の
大
損
害
を
引
き
起
こ
し
た
」
と
い
う
文
の
真
理
値

が
偽
か
ら
真
へ
と
変
化
し
て
い
る
（
但
し
、
つ
じ
白
ケ
l
ス
で
は
元
々
真
だ
っ
た
の
で
、
真
理
値
は
変
化
し
て
い
な
い
）
。
こ
の
真
理
値
目
変

化
を
可
能
に
し
て
い
る
白
は
、
（
一
）
白
場
合
で
は
世
界
の
側
白
変
化
で
あ
り
、
会
一
）
の
場
合
で
は
出
来
事
E
l
白
意
義
昭
変
化
で
あ
ろ
う
。

野
矢
は
、
大
森
・
野
家
の
「
過
去
自
体
」
は
言
語
的
に
分
節
化
さ
れ
て
い
る
白
に
対
し
て
、
自
ら
白
考
え
る
「
過
去
自
体
」
は
非
言
詩
的
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
カ
ン
卜
白
用
法
に
近
い
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
論
じ
た
直
接
的
体
験
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
野
家
白
考
え
は

実
白
と
こ
ろ
野
矢
田
考
え
に
近
い
も
の
な
由
か
も
し
れ
な
い
。
野
矢
（
二
O
一
一
）
、
三
四
七
、
三
四
八
頁
。

こ
こ
で
私
は
、
分
節
化
さ
れ
て
い
な
い
感
覚
与
件
が
信
念
を
正
当
化
で
き
な
い
（
理
由
の
空
間
に
属
さ
な
い
て
と
い
う
セ
ラ
！
ズ
、
マ
ク
ダ

ウ
ェ
ル
路
線
四
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
由
。
－
E
E
（
呂
田
町
）
－
富
。
ロ
O
唱
。
日
目
（
呂
田
島

過
去
自
体
白
問
題
に
関
し
て
は
今
回
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
っ
た
が
、
野
矢
（
二

O
一
一
）
は
大
森
・
野
家
の
反
実
在
論
的
傾
向
に
抗
し
て
、

過
去
自
体
を
認
め
る
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
四
私
自
身
は
ま
だ
何
某
か
の
結
論
を
出
せ
る
段
階
に
達
し
て
い
な
い
白
で
、

己
の
問
題
の
検
討
は
今
後
由
課
題
と
し
て
い
き
た
い
。

（川品）
（お）

（

mm）
 

（幻）
（お）

（鈎）
〔釦〕

（
ゃ
ま
だ

物
語
り
え
ず
語
り
う
る
過
去

け
い
い
ち
・
千
葉
大
学
〕
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