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た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
尾
谷
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。
私
の
専
門
は
日
本
語
学
で
す
。
た
だ
、
日
本
語
学
と
言

い
ま
し
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
私
が
や
っ
て
い
る
の

は
主
に
理
論
言
語
学
、
特
に
理
論
言
語
学
の
な
か
で
も
認
知
言
語
学
理
論

で
す
。
で
す
が
、
今
日
は
あ
ま
り
コ
テ
コ
テ
の
理
論
の
お
話
は
し
な
い
で
、

な
る
べ
く
実
証
的
な
お
話
を
し
よ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
と
い
い
ま
す

の
も
、
私
も
理
論
屋
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
現
象
を
見
て
き
た
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
現
象
を
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
、
な
か
な
か
理
論
で
一
筋
縄
に
説
明
で

き
な
い
も
の
が
多
い
、
非
常
に
簡
単
に
い
い
ま
す
と
例
外
が
多
い
、
と
い

う
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
理
論
は
し
ば
ら
く
置
い
て
お
き
、

具
に
デ
ー
タ
を
見
る
よ
う
な
研
究
を
し
た
い
と
思
い
ま
し
て
、
こ
こ
二
、

三
年
は
そ
う
い
っ
た
方
向
に
少
し
シ
フ
ト
し
て
お
り
ま
す
。

本
日
講
演
の
テ
ー
マ
と
し
て
選
び
ま
し
た
「
ま
す
ま
す
丁
寧
化
す
る
日

本
語
』
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
昨
今
、
敬
語
の
乱
れ
な
ど
が
非
常
に
問

題
が
あ
る
と
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の
方
向
に
沿
っ
た
も

〈
講
演
〉

ま
す
ま
す
丁
寧
化
す
る
日
本
語

ｌ
デ
ス
ー
ス
を
中
心
に
Ｉ

の
で
す
。
何
か
タ
イ
ト
ル
に
駄
酒
落
み
た
い
な
も
の
を
入
れ
よ
う
と
思
っ

て
、
今
日
は
デ
ス
・
マ
ス
を
扱
う
か
ら
、
「
ま
す
ま
す
丁
寧
化
す
る
」
と

入
れ
て
み
た
ん
で
す
が
、
よ
く
よ
く
考
え
る
と
、
私
が
今
日
主
に
扱
う
の

は
、
マ
ス
よ
り
も
デ
ス
な
ん
で
す
ね
。
で
、
し
く
じ
っ
た
な
あ
と
今
、
タ

イ
ト
ル
を
見
な
が
ら
思
っ
た
次
第
で
す
。
（
苦
笑
）

で
は
、
さ
っ
そ
く
話
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
言
で
「
日
本
語
の
丁
寧
化
」
と
い
っ
て
も
様
々
な
現
象
が
あ
り
ま
す
。

中
で
も
、
敬
語
の
乱
れ
と
い
う
話
が
よ
く
出
て
き
ま
す
。
ま
ず
紹
介
し
ま

す
の
は
、
「
さ
せ
て
頂
く
」
と
い
う
表
現
の
乱
用
で
す
。
た
と
え
ば
、

（
１
）
ａ
、
本
日
は
休
業
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

ｂ
・
板
野
友
美
さ
ん
と
お
付
き
合
い
を
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

こ
の
セ
リ
フ
、
私
一
度
言
っ
て
み
た
か
っ
た
ん
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
だ

け
で
す
。
（
苦
笑
）

ｃ
・
弊
社
は
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
ご
提
案
を
さ
せ
て
頂
い

て
お
り
ま
す
。

尾
谷
昌
則

２

Hosei University Repository



ますます丁寧化する日本語

「
さ
せ
て
頂
く
」
と
い
う
表
現
は
、
相
手
か
ら
許
可
を
も
ら
っ
て
何
か

行
為
を
行
う
と
い
う
の
が
本
来
の
意
味
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
相
手
の
許

可
を
得
な
い
で
、
勝
手
に
や
っ
て
い
る
場
合
で
も
使
わ
れ
る
。
あ
と
、
（
１
）

ｂ
・
「
板
野
友
美
さ
ん
と
お
付
き
合
い
を
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
」
と

い
う
の
は
、
も
し
私
が
こ
れ
を
言
え
れ
ば
、
秋
元
康
氏
の
許
可
を
得
な
け

れ
ば
い
け
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
そ
の
点
で
は
、
許
可
を
得
る
と
い
う
の
は

外
し
て
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
皆
さ
ん
に
と
っ
て
は
ｌ
こ

の
会
場
に
い
ら
し
て
い
る
皆
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
別
に
私
が
誰
に
許
可
を

も
ら
っ
て
い
よ
う
と
特
に
関
係
の
な
い
こ
と
で
す
か
ら
、
時
と
場
合
に

よ
っ
て
は
「
頂
く
」
を
使
う
と
不
適
切
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
さ

せ
て
頂
き
ま
す
」
に
関
連
し
て
よ
く
指
摘
さ
れ
る
の
が
、
「
さ
せ
て
頂
き

ま
す
」
が
一
つ
の
フ
レ
ー
ズ
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
本
来
は
「
さ
」
を
い

れ
な
く
て
も
い
い
と
こ
ろ
で
つ
い
つ
い
「
さ
」
を
い
れ
て
し
ま
う
と
い
う

現
象
で
す
。

（
２
）
ａ
，
私
の
言
葉
で
言
わ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
と
、
…
…

ｂ
，
…
…
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
の
点
、
今
の
心
境
を
も
し
伺
わ

さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
ん
で
す
が
。

こ
ち
ら
は
す
べ
て
、
国
会
の
議
事
録
か
ら
取
っ
て
き
た
用
例
で
す
け
れ

ど
も
、
今
は
い
い
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
国
会
議
事
録
検
索
シ
ス
テ
ム
と

い
う
の
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
し
て
、
誰
で
も
ア
ク
セ
ス
し
て
国
会

の
発
言
を
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
で
、
「
さ
せ
て
頂
く
」
を

キ
ー
ワ
ー
ド
に
入
れ
て
検
索
す
る
と
、
出
る
わ
出
る
わ
。
非
常
に
た
く
さ

ん
出
て
き
ま
す
。

次
に
三
点
目
で
す
。
今
度
は
「
さ
」
で
は
な
く
、
余
計
な
所
に
い
わ
ゆ

る
目
的
語
の
「
を
」
を
入
れ
る
現
象
「
ヲ
入
れ
言
葉
」
で
す
。
例
え
ば

（
３
）
ａ
・
お
待
た
せ
を
い
た
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
「
お
待
た
せ
い
た
し
ま
し
た
」
で
い
い
と
こ
ろ
な
ん
で
す
が
、

「
を
」
を
い
れ
て
し
ま
う
例
。
ま
た
、

ｂ
，
表
敬
訪
問
と
い
う
よ
う
な
形
で
お
会
い
を
致
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
長
妻
議
員
が
二
○
一
○
年
に
記
者
会
見
を
や
っ
て
そ
れ
が
ニ

ュ
ー
ス
で
流
れ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
聞
い
て
「
こ
れ
だ
！
」
と
思
っ
て

メ
モ
し
た
も
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
国
会
議
事
録
の
検
索
シ
ス
テ
ム
で
検

索
す
れ
ば
恐
ら
く
何
件
か
引
っ
掛
か
っ
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
が

日
常
何
気
な
く
聞
い
て
、
右
か
ら
左
の
耳
へ
流
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
、

ち
ょ
っ
と
奇
異
な
表
現
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
四
点
目
で
す
け
れ
ど
も
、
「
お
訴
え
」
と
い
う
表
現
、
も
し

か
し
た
ら
皆
さ
ん
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
表
現
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
例
え

ば

（
４
）
ａ
．
…
…
の
自
治
体
の
悩
み
が
あ
る
、
そ
れ
だ
け
は
お
訴
え
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

と
い
う
、
国
会
議
員
の
発
言
。
さ
ら
に
、

ｂ
、
私
の
と
こ
ろ
に
は
…
…
町
会
議
員
も
来
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

実
情
を
本
当
に
き
め
細
か
く
、
こ
う
い
う
状
況
だ
か
ら
と
い

う
こ
と
を
お
訴
え
を
さ
れ
ま
す
。

地
方
か
ら
陳
情
す
る
人
た
ち
が
来
る
と
い
う
こ
と
を
仰
っ
て
い
る
ん
だ

と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
自
分
が
何
か
を
訴
え
る
場
合
に
「
訴
え
を
さ
せ

て
頂
く
」
と
言
っ
た
り
、
も
し
く
は
、
相
手
が
来
て
、
自
分
の
所
に
な
に

か
訴
え
に
来
た
と
い
う
場
合
に
も
、
「
お
訴
え
を
さ
れ
ま
す
」
と
い
う
言

い
方
を
し
て
い
ま
す
が
、
「
訴
え
」
に
「
お
」
を
つ
け
て
「
お
訴
え
を
す

る
」
と
い
う
言
い
方
は
変
で
す
よ
ね
。
「
訴
え
」
は
名
詞
で
使
う
こ
と
も
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で
き
ま
す
が
、
「
お
訴
え
」
と
い
う
用
法
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
目
的
語
の
「
を
」
だ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
美
化
語
の

「
お
」
を
不
用
意
に
つ
け
て
し
ま
う
と
い
う
過
剰
な
敬
語
も
よ
く
み
ら
れ

ま
す
。
こ
れ
に
関
し
て
、
ひ
と
つ
、
面
白
い
動
画
が
あ
り
ま
し
て
、
も
う

終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
番
組
で
す
が
「
タ
モ
リ
の
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
ロ
ゴ
ス
』
と

い
う
、
私
の
非
常
に
大
好
き
な
深
夜
番
組
が
あ
り
ま
し
た
。
も
う
終
わ
っ

て
二
年
か
三
年
経
ち
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
深
夜
番
組
で
奇
し
く
も
、
日

文
科
の
卒
業
で
は
な
く
て
中
途
退
学
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
糸
井
重
里

さ
ん
が
よ
く
ゲ
ス
ト
で
出
て
く
る
「
い
い
ま
つ
が
い
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー

が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
普
通
我
々
が
日
常
で
喋
っ
て
い
る
言
葉
で
、
う
っ

か
り
と
言
い
間
違
え
て
し
ま
っ
た
の
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
こ
の
「
お
」
の
例
が
出
て
き
て
い
る
も
の
が
あ
り

ま
し
た
の
で
、
ち
ょ
っ
と
、
こ
こ
で
上
映
い
た
し
ま
す
。

〈
こ
こ
で
動
画
を
再
生
〉

こ
の
よ
う
な
間
違
い
で
す
。
冗
談
の
よ
う
な
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ

れ
は
ち
ゃ
ん
と
投
稿
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
今
「
お
夜
分
」
と
い
う
言
い

方
が
出
て
き
ま
し
た
が
、
他
に
も
、
た
と
え
ば
客
に
「
お
」
を
つ
け
て
「
お

客
様
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
す
。
「
お
客
様
」
と
い
う
言
い
方
自
体

は
何
も
誤
っ
た
敬
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
昨
今
は
そ
れ
が
絶
対

敬
語
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
例
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
私
が
学
生
と

話
し
て
い
て
気
付
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
学
生
が
私
に
対
し
て

（
５
）
学
生
亜
こ
の
前
、
お
客
様
と
話
し
て
る
時
に
…
…

と
言
っ
て
、
敬
語
の
質
問
を
私
に
し
て
き
た
時
の
話
し
方
で
す
が
、
私
は

別
に
ア
ル
バ
イ
ト
先
の
上
司
で
も
な
ん
で
も
な
い
ん
で
す
が
、
私
に
対
し

て
、
「
お
客
様
と
話
し
て
い
た
時
に
」
と
言
う
の
は
明
か
に
不
適
切
な
言

い
方
で
す
よ
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
「
客
と
話
し
て
る
時
に
」
と
、
「
客
」
と
呼

び
捨
て
に
す
る
の
は
ち
ょ
っ
と
抵
抗
が
あ
る
と
い
う
気
持
ち
は
私
に
も
わ

か
り
ま
す
の
で
、
し
ょ
う
が
な
い
と
は
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
最
近
で
は

お
客
様
が
い
な
い
場
面
で
も
、
お
客
様
、
お
客
様
と
乱
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
六
点
目
は
、
「
ご
ざ
い
ま
す
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
も
少
し

乱
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
す
。
私
が
実
際
耳
に
し
た
用
例

な
ん
で
す
が
、
埼
玉
県
で
す
か
ね
、
新
三
郷
に
Ｉ
Ｋ
Ｅ
Ａ
と
い
う
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
こ
に
行
っ
て
た
時
に
ラ
ン
チ
を

食
べ
よ
う
と
思
っ
て
入
っ
て
行
く
と
、
右
の
コ
ー
ス
と
左
の
コ
ー
ス
と
二

つ
あ
る
ん
で
す
ね
、
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
の
コ
ー
ス
が
。
で
、
ど
っ
ち
が
空

い
て
る
か
と
思
っ
て
見
て
い
た
ら
、
店
員
さ
ん
が
「
両
方
に
同
じ
料
理
が

並
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
ど
っ
ち
行
っ
て
も
い
い
で
す
よ
」
と
い
う
趣
旨
の

こ
と
を
言
っ
た
と
き
に
、
「
両
方
に
同
じ
お
料
理
が
並
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
」

と
言
っ
た
ん
で
す
。
「
並
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
」
…
…
な
に
か
変
だ
な
と
思
っ

て
冷
静
に
考
え
て
み
る
と
、
「
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
の
は
、
「
あ
り
ま
す
」

の
丁
寧
な
言
い
方
で
す
よ
ね
。
「
あ
る
」
に
直
し
て
「
お
料
理
が
並
ん
で

あ
り
ま
す
」
と
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り
変
で
す
よ
ね
。
「
並
ん
で
い
ま
す
」

だ
っ
た
ら
い
い
で
す
ね
。
何
で
も
と
に
か
く
「
ご
ざ
い
ま
す
」
と
言
っ
て

お
け
ば
丁
寧
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
過
剰
に
出
て
き
た
間
違
い
だ
と
思

わ
れ
ま
す
。

次
に
、
「
で
し
た
で
す
」
と
か
、
「
ま
す
で
す
」
。
丁
寧
語
の
代
表
格
は
、

も
ち
ろ
ん
「
で
す
．
ま
す
」
の
二
つ
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
二
つ
を
同
時

に
使
っ
て
し
ま
う
と
い
う
現
象
も
良
く
み
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
ｎ
私
が

大
好
き
な
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ラ
ジ
オ
「
安
住
紳
一
郎
の
日
曜
天
国
」
の
番
組
の
中
で

安
住
ア
ナ
が

４

Hosei University Repository



ますます丁寧化する日本語

（
７
）
皆
さ
ん
は
こ
う
い
う
も
の
に
積
極
的
に
参
加
を
す
る
方
で
し
た
で

す
か
。

と
い
う
言
い
方
を
な
さ
っ
た
ん
で
す
。
仮
に
も
一
流
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が

「
で
し
た
で
す
か
」
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
「
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う

い
う
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
だ
か
ら
こ
そ
、
逆
に
私
は
、
こ
れ
は
い
い
例
を
頂
い

た
な
と
思
い
ま
し
た
。
「
マ
ス
」
と
「
デ
ス
」
を
使
う
、

（
８
）
け
げ
ん
な
顔
を
し
て
い
ま
し
た
で
す
か
、
そ
ん
な
に
。

の
よ
う
な
例
も
良
く
見
ら
れ
ま
す
。
で
す
が
、
（
７
）
の
「
で
し
た
で
す

か
」
と
い
う
の
は
「
で
す
」
を
二
回
用
い
て
い
ま
す
の
で
、
非
常
に
お
も

し
ろ
い
間
違
い
で
す
ね
。
も
う
一
つ
、

（
９
）
菅
副
総
理
の
よ
う
な
い
い
答
弁
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
頭
の
違
い

が
あ
り
ま
す
で
す
か
ら
御
寛
容
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

嶋
山
さ
ん
の
総
理
の
時
の
発
言
で
す
。
野
田
総
理
も
「
い
ま
し
た
で
す

か
」
と
い
う
風
に
使
っ
て
い
ま
す
が
、
実
は
国
会
議
事
録
検
索
シ
ス
テ
ム

で
「
ま
す
で
す
」
と
い
う
の
を
検
索
し
て
み
る
と
、
か
な
り
の
数
が
出
て

き
ま
す
。
こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
間
違
い
だ
と
思
っ
て
、
遡
っ
て
ど
ん
ど
ん

検
索
し
て
い
く
と
、
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
ね
。
昔
か
ら
。
私
の
予
想
と

し
て
は
、
昔
は
こ
ん
な
間
違
い
が
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
最
近
、
や
は
り

日
本
語
が
過
剰
に
丁
寧
化
し
て
き
た
か
ら
増
え
た
ん
だ
ろ
う
、
と
勝
手
に

思
い
込
ん
で
検
索
し
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
昔
の
方
が
ち
ょ
っ
と
多
く

出
て
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。
昔
か
ら
よ
く
見
ら
れ
る
表
現
の
よ
う
で
す
。

た
だ
、
安
住
さ
ん
の
間
違
い
は
非
常
に
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
こ
れ
、
音

声
が
録
音
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
に
お
聴
き
頂
こ
う
と
思
い
ま
す
。

〈
こ
こ
で
安
住
ア
ナ
の
番
組
を
再
生
〉

今
こ
こ
に
話
が
で
て
き
た
「
デ
ス
」
と
「
マ
ス
」
で
す
が
、
基
本
的
に

は
「
デ
ス
」
と
「
マ
ス
」
と
い
う
の
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
使
い
分
け
が
あ
り

ま
す
。
「
マ
ス
」
は
動
詞
の
場
合
に
用
い
、
「
デ
ス
」
は
名
詞
・
形
容
詞
・

形
容
動
詞
の
場
合
に
用
い
る
と
い
っ
た
棲
み
分
け
が
現
代
で
は
な
さ
れ
て

い
ま
す
。

ま
ず
動
詞
か
ら
見
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
が
、
動
詞
が
述
語
に
な
っ
て

い
る
文
、
も
ち
ろ
ん
「
マ
ス
」
が
あ
り
ま
す
か
ら
丁
寧
な
文
で
す
。
ル
形

と
タ
形
と
書
い
て
お
き
ま
し
た
が
、
ル
形
と
夕
形
と
い
う
の
は
、
日
本
語

教
育
業
界
の
呼
び
方
で
し
て
、
ル
形
と
い
う
の
は
い
わ
ゆ
る
現
在
形
、
伝

統
的
な
国
文
法
で
い
う
と
終
止
形
に
相
当
し
ま
す
。
タ
形
と
い
う
の
は
い

わ
ゆ
る
過
去
形
の
こ
と
で
す
ね
。
「
現
在
形
」
だ
と
か
「
終
止
形
」
だ
と

か
「
過
去
形
」
だ
と
か
い
っ
て
も
、
日
本
語
が
分
か
ら
な
い
外
国
人
は
「
過

去
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
も
知
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
「
過
去
形
」
と
い
う
言
葉

も
使
え
ま
せ
ん
の
で
、
ル
形
タ
形
と
い
う
言
い
方
で
と
り
あ
え
ず
初
期
の

段
階
は
教
え
ま
す
。
こ
の
ル
形
は
、
「
食
べ
ま
す
」
「
飲
み
ま
す
」
と
い
う

形
に
な
り
ま
す
が
、
「
食
べ
る
で
す
」
「
飲
む
で
す
」
の
よ
う
に
終
止
形
に

そ
の
ま
ま
「
デ
ス
」
を
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
一
方
タ
形

の
場
合
で
す
け
れ
ど
も
、
「
食
べ
ま
し
た
」
「
飲
み
ま
し
た
」
と
、
「
ま
し

た
」
が
過
去
形
で
す
が
、
「
食
べ
た
で
す
」
と
か
「
飲
ん
だ
で
す
」
と
い

う
言
い
方
は
で
き
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
「
飲
む
で
し
た
」
「
食
べ
る
で
し

た
」
と
い
う
言
い
方
も
で
き
ま
せ
ん
。

こ
ん
ど
は
否
定
形
の
場
合
に
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、

（
型
食
べ
ま
せ
ん
、
飲
み
ま
せ
ん
。

食
べ
な
い
で
す
、
飲
ま
な
い
で
す
。

否
定
形
に
な
る
と
「
ま
せ
ん
」
と
「
な
い
で
す
」
と
両
方
の
形
が
使
え

る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
基
本
的
に
は
動
詞
は
、
丁
寧
形
が
「
マ
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ス
」
で
す
か
ら
、
「
デ
ス
」
を
使
う
の
は
本
来
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず

の
表
現
な
ん
で
す
が
、
最
近
こ
う
い
う
言
い
方
が
非
常
に
増
え
て
き
て
い

ま
す
。

タ
形
の
場
合
は
ど
う
か
と
い
う
と

（
ｕ
）
食
べ
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
度
は
「
議
せ
ん
」
ｌ
「
マ
ス
」
形
に
、
「
で
し
た
」
（
「
デ
ス
」
の

過
去
形
が
）
つ
い
て
い
ま
す
ね
。
「
マ
ス
」
と
「
デ
ス
」
が
同
時
に
使
わ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
文
法
の
シ
ス
テ
ム
が
ま
だ
成
熟
し
て
い
な
い
と

い
い
ま
す
か
、
い
わ
ゆ
る
文
法
に
も
例
外
が
あ
る
と
い
う
非
常
に
良
い
例

で
す
よ
ね
。
昔
は
ど
う
言
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
昔
は
「
食
べ
ま
せ
な

ん
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
「
ま
せ
」
に
否
定
の
「
ん
」
を
つ
け
て
過

去
「
だ
」
を
言
っ
て
い
ま
す
の
で
よ
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
現
代
で

は
そ
こ
が
「
で
し
た
」
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「
食
べ
な
か
っ
た
で
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
マ
ス
形
で
は
な
く
て
「
デ

ス
」
を
使
っ
た
丁
寧
な
過
去
の
言
い
方
も
存
在
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ

こ
も
マ
ス
形
と
デ
ス
形
と
両
方
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。

こ
こ
に
ま
た
ひ
と
つ
動
画
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
私
が
「
デ

ス
」
と
「
マ
ス
」
を
研
究
し
よ
う
か
と
思
っ
た
き
っ
か
け
に
な
っ
た
も
の

で
す
。
何
気
な
く
レ
ン
タ
ル
ビ
デ
オ
に
借
り
て
き
た
ア
ニ
メ
を
観
て
い
た

時
に
ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
表
現
が
あ
っ
た
ん
で
す
。

〈
こ
こ
で
動
画
を
再
生
〉

こ
の
シ
ー
ン
の
最
初
に
出
て
き
た
少
年
、
シ
ン
ジ
君
と
い
う
ん
で
す
が
、

彼
は
端
的
に
言
う
と
お
払
い
箱
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
自
分
か

ら
出
て
行
っ
た
わ
け
で
す
が
、
一
緒
に
仕
事
を
や
っ
て
い
た
青
い
髪
の
少

女
、
レ
イ
と
い
う
女
の
子
が
い
ま
し
て
、
そ
の
レ
イ
が
「
シ
ン
ジ
君
が
出

て
行
く
の
引
き
止
め
な
か
っ
た
で
す
ね
」
と
い
う
話
を
他
の
職
員
が
し
て

い
る
と
い
う
シ
ー
ン
で
す
。
こ
こ
で
「
引
き
止
め
な
か
っ
た
で
す
ね
」
と

い
う
言
い
方
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
引
き
と
め
ま
せ
ん
で
し
た
ね
」
と

い
う
言
い
方
も
も
ち
ろ
ん
で
き
ま
す
よ
ね
。
こ
の
時
に
、
何
で
「
引
き
止

め
ま
せ
ん
で
し
た
ね
」
じ
ゃ
な
く
て
「
引
き
止
め
な
か
っ
た
で
す
ね
」
っ

て
言
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
疑
問
に
思
い
ま
し
て
、
そ
こ
か
ら
「
マ
ス
」
と
「
デ

ス
」
の
違
い
に
つ
い
て
興
味
を
も
っ
て
調
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

次
に
動
詞
で
は
な
く
て
、
名
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
文
に
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
非
常
に
簡
単
で
す
。

（
巧
）
ａ
、
私
は
教
師
で
す
。

「
教
師
」
と
い
う
名
詞
に
「
デ
ス
」
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
つ
い
て
い
ま
す
。

ｂ
，
彼
女
は
綺
麗
で
す
。

「
綺
麗
」
と
い
う
形
容
詞
に
「
デ
ス
」
が
つ
い
て
い
ま
す
。

ｃ
、
と
て
も
美
し
い
で
す
。

形
容
詞
「
美
し
い
」
に
「
デ
ス
」
が
つ
い
て
い
ま
す
。

形
容
詞
に
「
デ
ス
」
が
つ
く
の
は
、
割
と
最
近
の
用
法
で
し
て
、
以
前

は
ど
う
言
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
「
と
て
も
美
味
し
い
で
す
」
で
は
な

く
て
、
「
と
て
も
美
味
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
「
美
味
し
い
」
に
「
ご

ｉ
ざ
い
ま
す
」
を
つ
け
て
言
っ
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
後
で
ち
ょ
っ
と

お
話
し
ま
す
が
、
「
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
言
い
方
に
は
過
度
の
敬
意
が

あ
り
、
非
常
に
重
々
し
い
た
め
、
も
う
少
し
カ
ジ
ュ
ア
ル
に
使
え
る
表
現

を
と
い
う
こ
と
で
、
「
ご
ざ
い
ま
す
」
が
嫌
わ
れ
て
、
代
わ
り
に
「
デ
ス
」

が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
度
は
タ
形
で
す
け
れ
ど
も
、
名
詞
の
場
合
、

６
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ますます丁寧化する日本語

（
ご
ａ
、
私
は
教
師
で
し
た
。
（
＊
教
師
だ
っ
た
で
す
。
）

「
で
す
」
が
「
で
し
た
」
に
な
っ
た
だ
け
。
隣
に
（
か
っ
こ
）
を
し
て
「
教

師
だ
っ
た
で
す
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
皆
さ
ん
ど
う
で
す
か
。

許
容
で
き
ま
す
か
。
「
私
は
か
つ
て
教
師
だ
っ
た
で
す
」
。
恐
ら
く
、
許
容

で
き
な
い
と
い
う
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
許
容
で
き
な
い
場

合
は
、
＊
を
付
け
る
と
い
う
の
が
、
言
語
学
で
は
通
例
に
な
っ
て
い
ま
す

の
で
、
こ
こ
で
も
＊
を
つ
け
て
あ
り
ま
す
。

ｂ
，
彼
女
は
綺
麗
で
し
た
。
（
＊
綺
麗
だ
っ
た
で
す
。
）

こ
れ
も
、
「
綺
麗
だ
っ
た
で
す
」
と
い
う
言
い
方
が
理
論
的
に
は
可
能

な
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
「
教
師
だ
っ
た
で
す
」
に
比

べ
る
と
、
ま
だ
言
え
そ
う
な
気
が
私
は
す
る
ん
で
す
が
、
一
般
的
に
考
え

る
と
ま
だ
ま
だ
許
容
で
き
な
い
表
現
で
し
ょ
う
ね
。

次
、
形
容
詞
。

ｃ
・
＊
と
て
も
美
味
し
い
で
し
た
。
（
美
味
し
か
っ
た
で
す
。
）

形
容
詞
の
場
合
は
、
「
で
し
た
」
と
い
う
過
去
形
で
は
な
く
て
「
美
味

し
か
っ
た
で
す
」
と
形
容
詞
を
活
用
し
て
、
そ
れ
に
「
デ
ス
」
を
添
え
る

と
い
う
形
が
用
い
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
名
詞
・
形
容
動
詞
と
、
形
容
詞

で
は
こ
こ
で
も
振
る
舞
い
が
違
っ
て
き
ま
す
。
文
法
の
ル
ー
ル
が
首
尾
一

貫
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
も
表
わ
し
て
い
ま
す
。

時
間
が
な
い
の
で
、
ち
ょ
っ
と
ル
形
の
否
定
は
飛
ば
し
ま
し
ょ
う
。
タ

形
の
否
定
も
飛
ば
し
ま
し
ょ
う
。
〈
ス
ラ
イ
ド
を
２
枚
飛
ば
す
〉

こ
の
よ
う
に
、
「
デ
ス
」
と
「
マ
ス
」
は
必
ず
し
も
、
一
貫
し
た
文
法

の
ル
ー
ル
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時
に
は
、
「
食
べ
ま

せ
ん
で
し
た
」
の
よ
う
に
、
「
マ
ス
」
と
「
デ
ス
」
が
両
方
使
わ
れ
る
よ

う
な
場
合
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
完
全
な
ル
ー
ル
に
は
ま
だ
な
っ
て
い
ま
せ

ん
。こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
が
、
「
デ
ス
」
の
問
題
で
す
。
「
マ
ス
」
と
「
デ

ス
」
を
み
た
場
合
に
は
、
「
マ
ス
」
の
方
が
起
源
が
古
く
て
、
「
デ
ス
」
の

ほ
う
が
新
し
い
。
「
デ
ス
」
の
発
展
に
関
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
説
が
あ

り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
「
日
本
語
文
法
大
辞
典
』
に
載
っ
て
い
る
説
を
四

つ
こ
こ
に
引
用
し
て
き
ま
し
た
が
、

①
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
用
形
「
に
」
に
接
続
助
詞
「
て
」
、

動
詞
「
候
」
の
つ
い
た
「
に
て
候
」
が
、
「
で
候
」
↓
「
で
そ
う
」

↓
「
で
す
」
へ
変
化
し
た
と
い
う
説

②
「
～
で
ご
ざ
い
ま
す
」
か
ら
「
で
ご
ざ
ん
す
」
「
で
が
ん
す
」
「
で

あ
ん
す
」
「
で
え
す
」
な
ど
を
経
て
な
っ
た
と
い
う
説

③
「
で
あ
り
ま
す
」
か
ら
転
じ
た
と
い
う
説

④
「
で
」
に
文
語
の
サ
変
の
「
す
」
が
付
い
た
と
い
う
説

④
は
ち
ょ
っ
と
ど
う
か
な
、
と
い
う
気
が
し
ま
す
が
、
①
②
③
は
ど
れ

を
と
っ
て
も
い
い
か
な
、
ど
れ
も
、
ほ
と
ん
ど
似
た
よ
う
な
こ
と
を
一
言
っ

て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。

こ
の
「
デ
ス
」
の
初
出
は
割
と
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
最
初
に
み
ら

れ
る
の
が
室
町
時
代
の
狂
言
で
す
。

（
型
ａ
、
是
は
地
獄
の
主
閻
魔
大
王
で
す
（
狂
・
朝
比
奈
）

ｂ
・
東
国
に
か
く
れ
も
な
ひ
大
名
で
す
（
狂
・
入
間
川
）

た
だ
し
、
こ
の
時
代
の
「
デ
ス
」
は
活
用
が
全
く
な
い
例
外
的
な
用
法
だ

そ
う
で
す
（
湯
沢
一
九
五
四
）
。
で
す
か
ら
室
町
時
代
の
こ
の
「
デ
ス
」

は
現
代
の
「
デ
ス
」
の
ル
ー
ツ
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
風
に
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
じ
ゃ
あ
、
現
代
の
「
デ
ス
」
の
ル
ー
ツ
に

な
っ
た
の
は
何
か
と
い
う
と
、
江
戸
時
代
前
期
の
「
で
え
す
」
で
は
な
い

日本文學誌要第８７号７

Hosei University Repository



か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
辻
村
一
九
五
九
）
。
た
と
え
ば
、

（
別
）
寺
岡
平
右
衛
門
と
は
、
二
な
ん
で
え
す
か
（
伎
・
仮
名
手
本
忠

臣
蔵
）

こ
う
い
っ
た
表
現
が
上
方
を
中
心
に
見
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
が
江
戸

時
代
後
期
に
な
る
と
だ
い
ぶ
定
着
し
て
、
た
と
え
ば

（
Ⅲ
）
ａ
・
う
っ
て
替
つ
た
な
さ
れ
方
是
に
は
や
う
す
の
あ
る
こ
と
で
せ

う
（
「
春
色
恋
廼
染
分
解
」
初
編
下
万
延
元
年
刊
）

ｂ
・
入
ら
さ
る
お
世
話
な
や
う
で
す
が
…
…
（
同
書
二
編
上
）

の
よ
う
に
で
て
き
ま
す
。
こ
こ
で
、
「
で
え
す
」
で
は
な
く
て
、
「
で
す
」

の
形
で
出
て
き
ま
す
。
さ
ら
に

ｃ
、
此
の
一
間
に
お
い
た
隣
の
宅
が
花
雪
さ
ん
の
遠
い
親
類
だ
さ

う
で
す
（
同
書
二
編
下
）

単
に
名
詞
の
後
ろ
に
「
デ
ス
」
が
つ
く
だ
け
で
は
な
く
て
、
た
と
え
ば

ｃ
の
伝
聞
の
「
そ
う
」
の
う
し
ろ
に
「
デ
ス
」
が
つ
く
と
い
う
よ
う
に
、

必
ず
し
も
名
詞
の
後
ろ
に
つ
く
の
で
は
な
く
て
、
少
し
用
法
が
拡
大
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
明
治
に
入
り
ま
し
て
、
「
デ

ス
」
は
少
し
ず
つ
定
着
し
て
い
っ
て
、
一
般
に
も
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
す
。
江
戸
後
期
の
場
合
は
、
地
方
か
ら
上
っ
て
来
た
人
や
、

も
し
く
は
遊
郭
の
遊
女
の
よ
う
な
、
限
ら
れ
た
人
に
し
か
そ
の
表
現
が
使

わ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
明
治
期
に
入
っ
て
く
る
と
、
ひ
ろ
く

一
般
人
に
男
女
問
わ
ず
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
決
定

的
に
な
っ
た
の
が
、
明
治
二
六
年
、
教
科
書
の
中
に
こ
の
「
デ
ス
」
体
が

採
用
さ
れ
．
た
こ
と
で
あ
る
と
前
田
（
一
九
六
○
）
や
辻
村
二
九
六
八
）

な
ど
が
指
摘
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ち
ょ
う
ど
期
を
同
じ
く
し
て
、
山
田

美
妙
な
ど
に
よ
る
言
文
一
致
運
動
も
起
こ
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
時
に
「
デ

ス
」
体
が
教
科
書
と
同
じ
よ
う
に
広
く
流
布
し
て
い
っ
て
、
そ
こ
か
ら
民

衆
の
支
持
を
得
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
、

教
科
書
に
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
言
文
一
致
運
動
に
も
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
広
く
流
布
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
用
法
が
定
着
し
ま
す
。
用

法
が
安
定
し
て
く
る
と
、
ど
ん
ど
ん
拡
大
し
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
大
き

な
転
機
が
訪
れ
ま
す
。
そ
れ
が
、
形
容
詞
の
後
ろ
に
も
「
デ
ス
」
が
付
く

例
が
出
て
き
た
、
と
い
う
事
実
で
す
。

（
皿
）
ａ
・
不
可
な
い
で
す
か
。
（
泉
鏡
花
「
海
城
発
電
」
）

ｂ
，
宜
し
い
で
す
か
、
お
宮
さ
ん
。
（
尾
崎
紅
葉
「
金
色
夜
叉
」
）

ｃ
・
そ
ら
熱
い
で
す
よ
。
（
国
木
田
独
歩
「
二
少
女
」
）

の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
語
の
な
か
に
も
こ
う
い
っ
た
用
法
が
で
て
き

ま
す
。一
九
○
○
年
以
降
も
こ
の
、
形
容
詞
の
後
ろ
に
つ
く
「
デ
ス
」
は
ま
す

ま
す
発
展
を
遂
げ
て
、

（
翌
ａ
・
子
を
あ
け
て
這
入
る
の
に
少
々
薄
気
味
が
わ
る
か
っ
た
で
す
…

（
夏
目
漱
石
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
ご

ｂ
，
何
が
面
白
か
っ
た
で
す
か
。
（
夏
目
漱
石
「
虞
美
人
草
」
）

ｃ
，
昨
日
は
帰
り
は
遅
か
っ
た
で
す
か
。
（
田
山
花
袋
「
布
団
」
）

の
よ
う
な
タ
形
の
例
も
ど
ん
ど
ん
出
て
き
ま
す
。

昭
和
に
入
り
ま
し
て
、
「
デ
ス
」
は
ま
す
ま
す
定
着
す
る
わ
け
で
す
が
、

ま
だ
形
容
詞
の
う
し
ろ
に
「
デ
ス
」
を
つ
け
る
と
い
う
言
い
方
に
違
和
感

を
覚
え
る
と
い
う
人
も
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
の
こ

と
は
今
日
、
会
場
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
皆
さ
ん
の
中
に
も
、
こ
の
当

時
の
こ
と
を
少
し
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
形
容
詞
の
後
ろ
に
「
デ
ス
」
を
つ
け
る
用
法

８
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ますます丁寧化する日本語

は
ｌ
た
と
え
ば
〈
幽
一
に
あ
げ
た
湯
沢
二
九
四
四
）
の
中
で
も
「
未

だ
耳
に
熟
さ
な
い
」
と
い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
昭

和
二
七
年
の
文
科
省
が
出
し
た
「
敬
語
の
指
針
」
の
な
か
に
、
「
平
明
簡

素
な
形
と
し
て
認
め
て
も
良
い
」
と
い
う
記
述
が
な
さ
れ
ま
し
た
の
で
、

こ
こ
か
ら
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
放
送
な
ど
で
も
少
し
ず
つ
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
、
さ
ら
に
市
民
権
を
得
て
い
き
ま
す
。

こ
の
形
容
詞
十
「
デ
ス
」
が
生
ま
れ
た
背
景
と
し
て
、
当
然
「
デ
ス
」

が
定
着
し
た
か
ら
名
詞
の
後
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
形
容
詞
の
後
ろ
に
も
、
と

広
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
、
た
だ
広
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
い
う
だ
け
で

も
説
明
は
つ
く
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
辻
村
二
九
六
五
）
は
、
先

ほ
ど
ち
ょ
っ
と
お
話
し
ま
し
た
が
、
「
で
ご
ざ
い
ま
す
」
が
持
つ
過
度
の

敬
意
、
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
少
し
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
丁
寧
官
表
現
と
し
て

「
デ
ス
」
が
便
利
に
使
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
ま

す
。
「
寒
い
」
の
丁
寧
表
現

（
妬
）
寒
う
ご
ざ
い
ま
す
。

現
代
人
で
こ
れ
を
言
う
と
、
ち
ょ
っ
と
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
き
た
人

か
な
と
思
わ
れ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
で
す
よ
ね
。
寒
う
ご
ざ
い
ま
す
…
…

ど
う
で
す
か
ね
、
帝
国
ホ
テ
ル
の
ボ
ー
イ
さ
ん
だ
っ
た
ら
使
う
ん
で
す
か

ね
、
今
で
も
。
岸
朝
子
さ
ん
は
使
っ
て
い
ま
し
た
よ
ね
。
「
大
変
美
味
し
ゅ

う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
。
あ
の
、
料
理
評
論
家
の
。
で
す
が
、
普
通
の
人

は
も
う
使
わ
な
く
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
「
ご
ざ
い
ま
す
」
は
過
度
の
敬
意
が
感
じ
ら
れ
て
使
い
づ

ら
い
。
も
う
少
し
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
、
ほ
ど
良
い
丁
寧
さ
を
求
め
る
と
い
う

動
き
は
、
も
ち
ろ
ん
「
デ
ス
」
だ
け
で
は
な
く
て
様
々
な
表
現
の
中
に
出

て
き
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
理
由
を
表
す
接
続
詞
。
「
だ
か
ら
」
を
使
う
場
合
と
、
「
で

す
の
で
」
の
よ
う
に
「
の
で
」
と
使
う
場
合
と
二
つ
代
表
的
な
接
続
詞
が

あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
「
だ
か
ら
」
と
い
う
と
、
ち
ょ
っ
と
タ
メ
ロ
ロ
調

で
す
よ
ね
。
か
と
い
っ
て
「
で
す
か
ら
」
「
で
す
の
で
」
と
「
で
す
」
を

使
っ
て
し
ま
う
と
、
た
と
え
ば
サ
ー
ク
ル
の
先
輩
な
ん
か
と
話
し
て
い
る

時
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
学
生
が
先
生
と
話
す
時
に
は
「
で
す
か
ら
」
と
い

う
は
非
常
に
自
然
で
す
が
、
｜
、
二
歳
年
上
の
サ
ー
ク
ル
の
先
輩
に
「
で

す
か
ら
」
「
で
す
の
で
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
と
、
お
そ
ら
く
、
相
当

よ
そ
よ
そ
し
い
人
間
関
係
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
、
「
で

す
か
ら
」
「
で
す
の
で
」
と
い
う
過
度
に
丁
寧
な
表
現
で
は
な
く
、
か
と

い
っ
て
「
だ
か
ら
」
の
よ
う
な
タ
メ
ロ
ロ
調
で
も
な
い
、
「
な
の
で
」
と

い
う
表
現
が
最
近
は
非
常
に
た
く
さ
ん
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
（
尾
谷
・
’
一
枝
二
○
一
一
）
。
私
も
、
ゼ
ミ
の
発
表
で
学
生
が
言
っ
て

る
く
ら
い
の
場
合
で
す
と
特
に
答
め
は
致
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
最
近
は

こ
れ
が
レ
ポ
ー
ト
に
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。
「
な
の
で
」
と
い
う
の
が
文

章
化
さ
れ
る
と
、
や
は
り
私
は
も
の
す
ご
く
違
和
感
を
覚
え
て
し
ま
い
ま

す
。
で
す
が
、
い
つ
か
は
定
着
し
て
い
く
で
し
ょ
う
ね
。
し
ょ
う
が
な
い

と
思
い
ま
す
。

で
は
、
続
い
て
四
節
に
入
り
ま
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
発
展
・
定
着
し
て
き
た
「
デ
ス
」
で
す
が
、
こ
れ
が
、
動

詞
と
一
緒
に
使
わ
れ
る
場
合
も
見
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
（
ご
ａ
、
の
よ

う
に
、
現
代
で
も
「
書
く
」
に
直
接
「
デ
ス
」
を
つ
け
て
「
書
く
で
す
」

の
よ
う
な
言
い
方
は
一
般
的
に
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

ｂ
、
書
く
で
し
ょ
う
。

の
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
何
も
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
先
ほ
ど
も
ち
よ
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っ
と
言
い
ま
し
た
が
、
「
書
か
な
い
」
に
「
デ
ス
」
を
つ
け
て

ｃ
，
書
か
な
い
で
す
。

も
最
近
非
常
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、

「
書
く
で
す
」
と
い
う
表
現
も
、
あ
と
一
○
年
、
二
○
年
す
る
と
、
定
着

し
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
笑
）
私
は
そ
ん
な
簡
単
に
は
定
着
し
な

い
だ
ろ
う
な
と
は
思
っ
て
い
ま
す
が
、
た
だ
、
近
代
の
小
説
の
な
か
に
は
、

動
詞
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
「
デ
ス
」
が
つ
い
た
表
現
が
見
ら
れ
な
い
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
肥
）
ａ
・
僕
は
寧
ろ
富
山
を
不
燗
に
思
ふ
で
す
。
（
尾
崎
紅
葉
「
金
色

夜
叉
」
）
．

ｂ
，
…
…
御
自
分
の
脚
で
歩
く
で
す
。
（
泉
鏡
花
「
義
血
侠
血
」
）

近
代
小
説
に
は
こ
う
い
っ
た
表
現
が
出
て
き
ま
す
。
た
だ
し
、
よ
く
よ
く

読
ん
で
み
る
と
、
こ
の
発
言
を
し
て
い
る
人
が
、
地
方
か
ら
出
て
き
た
人

で
あ
る
と
か
、
も
し
く
は
ち
ょ
っ
と
職
業
的
に
身
分
が
低
い
と
い
っ
た
場

合
に
意
図
的
に
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
幅
広
く
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
非
常
に
例
外
的
な
用
法
と
し
て
し
か
出
て

き
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
用
法
は
未
だ
に
定
着
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
（
別
）

の
よ
う
に
、
「
で
し
ょ
う
」
の
形
も
同
時
期
に
見
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、

（
聖
ａ
・
ア
ノ
様
子
で
は
今
明
に
起
き
る
で
し
ょ
う
。
（
黒
岩
涙
香
「
幽

霊
塔
」
）

ｂ
・
縁
が
有
れ
ば
誰
か
又
外
の
人
が
取
り
出
す
で
し
ょ
う
。
（
同

書
）

ｃ
・
能
く
も
此
の
職
業
の
秘
密
が
世
間
へ
洩
れ
ず
に
居
る
事
を
怪

し
む
で
し
ょ
う
が
…
…
（
同
書
）

の
よ
う
な
場
合
。
動
詞
十
「
で
す
」
は
定
着
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
動
詞

＋
「
で
し
ょ
う
」
は
現
在
で
は
完
全
に
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
用
法
で

す
。
な
ぜ
、
「
で
し
ょ
う
」
の
方
だ
け
が
定
着
し
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ

に
関
し
て
は
、
辻
村
二
九
六
五
）
や
井
上
（
一
九
九
五
）
な
ど
が
、
推

量
形
と
意
志
形
の
棲
み
分
け
を
行
っ
た
の
だ
と
い
う
説
を
唱
え
て
い
ま
す
。

私
も
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
支
持
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、

（
釦
）
ａ
．
起
き
よ
う
。

と
言
え
ば
、
「
起
き
る
ぞ
」
と
い
う
意
思
を
表
す
他
に
、
「
起
き
る
だ
ろ
う
」

と
い
う
推
量
を
表
す
用
法
も
昔
は
あ
り
ま
し
た
。
で
す
が
、
現
在
で
は
、

推
量
の
方
は
「
起
き
る
だ
ろ
う
」
、
も
し
く
は
「
だ
」
の
丁
寧
形
「
で
す
」

を
用
い
た
「
起
き
る
で
し
ょ
う
」
が
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う

す
る
こ
と
で
、
意
志
形
と
推
量
形
が
区
別
さ
れ
る
と
い
う
状
態
に
現
在
は

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
棲
み
分
け
を
行
う
と
い
う
理
由
が
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
、
定
着
し
た
の
だ
と
考
え
れ
ば
、
「
で
し
ょ
う
」
の
方
だ
け
が

定
着
し
た
と
い
う
理
由
は
自
然
に
説
明
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

今
、
こ
の
推
量
と
意
志
の
棲
み
分
け
が
行
わ
れ
た
と
申
し
ま
し
た
け
れ

ど
も
、
こ
の
推
量
表
現
に
関
し
て
は
、
丁
寧
の
「
マ
ス
」
と
一
緒
に
使
え

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
「
で
し
ょ
う
」
が
完
全
に
推
量

表
現
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、

（
皿
）
ａ
・
お
か
ぜ
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
し
ず
か
に
し
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
と
、
間
も
な
く
お
か
ぜ
が
抜
け
ま
す
で
し
ょ
う
。
（
太
宰

治
「
斜
陽
」
）

ｂ
・
…
…
こ
う
い
う
時
代
に
こ
そ
堂
々
と
や
っ
て
ゆ
く
の
が
病
院

の
任
務
と
い
う
も
の
だ
よ
、
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
で
し
ょ
う

な
。
（
北
杜
夫
「
楡
家
の
人
々
こ

の
よ
う
な
表
現
。
「
マ
ス
」
の
う
し
ろ
に
「
デ
ス
」
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

１０
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ますます丁寧化する日本語

「
マ
ス
」
が
丁
寧
、
「
デ
ス
」
も
丁
寧
。
丁
寧
と
丁
寧
で
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を

起
こ
す
は
ず
な
の
で
、
本
来
は
使
え
な
い
は
ず
な
の
で
す
が
、
「
デ
ス
」

が
「
で
し
ょ
う
」
に
な
っ
て
、
推
量
の
表
現
へ
と
特
化
し
て
い
き
ま
し
た

の
で
、
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
が
起
こ
ら
な
く
な
っ
た
ん
で
す
ね
。

こ
れ
が
も
っ
と
定
着
し
て
く
る
と
、
確
認
表
現
と
し
て
使
わ
れ
ま
す
。

（
翌
ａ
．
い
え
、
な
に
し
ろ
、
人
手
が
不
足
し
て
お
り
ま
す
で
し
ょ
う
？

（
安
部
公
房
「
砂
の
女
」
）

ｂ
・
左
の
前
方
を
ご
ら
ん
な
さ
い
。
ぼ
－
つ
と
、
光
の
尾
を
ひ
い

た
星
が
見
え
ま
す
で
し
ょ
う
。

（
海
野
十
三
「
ふ
し
ぎ
国
家
探
検
」
）

の
よ
う
に
、
「
そ
う
で
す
よ
ね
」
と
い
っ
た
確
認
の
表
現
で
す
。

こ
う
い
っ
た
確
認
の
表
現
で
独
立
し
て
、
現
代
で
は
「
で
し
よ
（
う
）
？

で
し
よ
（
う
）
？
」
だ
け
で
も
、
十
分
確
認
と
し
て
使
え
ま
す
よ
ね
。

（
詔
）
で
し
よ
（
う
）
？
（
だ
し
よ
？
）

こ
の
「
で
し
ょ
う
」
が
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
形
で
ｌ
こ
れ
は
、
大
学
院

生
以
下
の
年
齢
だ
と
聞
い
た
こ
と
が
無
い
と
思
い
ま
す
が
、
「
だ
し
よ

う
？
」
と
い
う
言
い
方
ｌ
お
聞
き
に
な
っ
た
経
験
が
お
あ
り
の
方
ど
れ

く
ら
い
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
？
あ
、
結
構
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
の
世
代
だ
と
特
に
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
女
優
で
浅
野
温
子
さ
ん
、
浅
野
ゆ
う
子
さ
ん
、
「
Ｗ
浅
野
」
と
騒
が

れ
ま
し
た
が
、
浅
野
ゆ
う
子
さ
ん
の
方
が
特
に
言
っ
て
ら
っ
し
や
い
ま
し

た
。
当
時
流
行
っ
て
い
た
八
○
年
代
の
ト
レ
ン
デ
ィ
ー
ド
ラ
マ
、
月
９
の

ド
ラ
マ
で
す
ね
、
あ
の
中
で
、
「
で
し
ょ
う
？
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
彼

女
は
「
だ
し
よ
？
」
っ
て
言
っ
て
た
ん
で
す
。
こ
の
、
「
で
し
ょ
う
」
の

「
で
」
が
「
だ
」
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
、
そ
れ
だ
け
で
も
面
白
い
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
面
白
い
の
は
、
「
今
夜
は
雨
が
降
る
で
し
ょ
う
」

と
い
う
推
量
の
「
で
し
ょ
う
」
は
「
今
夜
は
雨
が
降
る
だ
し
よ
う
」
と
い

う
言
い
方
に
は
な
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
彼
女
が
「
だ
し
よ
？
」

と
使
っ
て
た
の
は
、
（
Ⅲ
）
で
見
た
推
量
の
「
で
し
ょ
う
」
で
は
な
く
て
、

あ
く
ま
で
（
翌
に
紹
介
し
た
確
認
の
「
で
し
ょ
う
」
だ
け
な
ん
で
す
。

で
す
か
ら
、
「
で
し
ょ
う
」
に
も
推
量
と
確
認
の
二
つ
の
用
法
が
確
立
さ

れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
言
え
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
〈
丁
寧
な
断
定
〉

か
ら
、
〈
推
量
〉
、
〈
確
認
〉
と
い
う
風
に
さ
ま
ざ
ま
な
用
法
が
現
代
で
は

発
展
・
定
着
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
続
い
て
、
「
書
か
な
い
で
す
」
の
よ
う
に
「
な
い
」
の
否

定
形
の
あ
と
に
「
デ
ス
」
が
使
わ
れ
て
い
る
話
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

動
詞
の
丁
寧
形
は
基
本
的
に
は
「
マ
ス
」
が
使
わ
れ
る
は
ず
で
す
が
、

否
定
形
の
場
合
に
限
っ
て
は
「
デ
ス
」
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
増
え
て
き
ま

し
た
。
こ
れ
が
起
き
た
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
二
つ
あ
る
わ
け

で
す
け
れ
ど
も
、
一
つ
は
文
法
上
の
理
由
で
、
「
書
か
な
い
」
と
否
定
形

に
な
っ
た
場
合
は
語
尾
が
「
い
」
で
終
わ
り
ま
す
。
「
な
い
」
の
品
詞
は

一
応
否
定
の
助
動
詞
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
は
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
「
な

い
」
に
は
形
容
詞
の
「
な
い
」
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。
「
こ
こ
に
置
い
て
あ
っ

た
本
が
な
い
」
の
よ
う
な
場
合
で
す
。
「
書
か
な
い
」
の
「
な
い
」
は
、

こ
の
「
本
が
な
い
」
の
「
な
い
」
と
全
く
同
じ
活
用
、
形
を
し
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
「
書
か
な
い
」
も
「
な
い
」
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
、
一
種

の
形
容
詞
扱
い
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
活
用
を
み
れ
ば
一
目
瞭

然
で
す
ね
。
形
容
詞
と
同
じ
活
用
を
い
た
し
ま
す
。
た
と
え
ば

（
型
ａ
．
〈
動
詞
〉
書
か
な
く
て
も
い
い
〈
形
容
詞
〉
古
く
て
も
い
い

「
く
て
」
と
い
う
活
用
に
な
り
ま
す
し
、
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ｂ
・
〈
動
詞
〉
書
か
な
か
っ
た

〈
形
容
詞
〉
古
か
っ
た

両
方
と
も
同
じ
「
か
つ
た
」
に
な
り
ま
す
し
、
否
定
形
の
場
合
、
日
本

語
教
育
で
は
否
定
形
で
は
な
く
ナ
イ
形
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、

ｃ
・
〈
動
詞
〉
書
か
な
く
は
な
い
〈
形
容
詞
〉
古
く
は
な
い

の
よ
う
に
、
「
く
は
な
い
」
と
い
う
形
を
取
り
ま
す
か
ら
、
同
じ
よ
う
な

文
法
的
な
扱
い
を
さ
れ
て
も
、
な
ん
ら
不
思
議
は
な
い
わ
け
で
す
。
そ
こ

で
、
形
容
詞
の
後
ろ
に
「
デ
ス
」
が
使
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
書
か
な
い
」

の
よ
う
に
動
詞
の
否
定
形
も
同
じ
、
形
容
詞
の
よ
う
に
活
用
し
ま
す
か
ら
、

「
デ
ス
」
が
使
わ
れ
て
も
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
動
詞
の

否
定
形
に
限
っ
て
「
デ
ス
」
を
使
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

こ
の
動
詞
否
定
形
十
「
デ
ス
」
の
起
源
で
す
が
、
意
外
と
早
く
て
、
少

な
く
と
も
一
八
九
○
年
代
か
ら
見
ら
れ
ま
す
。

（
妬
）
ａ
・
全
く
、
知
ら
な
い
で
す
。
（
泉
鏡
花
「
海
城
発
電
」
］
宅
①
）

ｂ
，
秘
さ
ね
ば
な
ら
な
い
必
要
も
見
出
さ
な
い
で
す
。
（
同
書
）

ｃ
、
別
に
聞
い
て
見
や
う
と
も
思
は
な
い
で
し
た
。
（
同
書
）

．
．
こ
の
ほ
か
に
い
ふ
こ
と
は
知
ら
な
い
で
す
。
（
同
書
）

ｅ
、
出
来
な
い
で
す
。
（
同
書
）

ｆ
、
あ
な
た
名
を
知
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
（
泉
鏡
花
「
黒
百
合
」

』⑪⑪①）

ｇ
・
オ
ヤ
そ
う
、
お
上
が
ん
な
さ
い
よ
、
で
も
未
だ
十
時
が
打
た

な
い
で
し
ょ
う
。
（
国
木
田
独
歩
「
二
少
女
」
』
宅
函
）

ｈ
，
ポ
ー
ル
・
レ
ベ
ル
は
多
分
此
の
家
に
住
ん
で
居
な
い
で
し
ょ

う
。
（
黒
岩
涙
香
「
幽
霊
塔
」
］
霊
①
）

現
代
語
的
に
は
「
思
わ
な
い
で
し
た
」
は
、
ち
ょ
っ
と
不
自
然
な
感
じ

が
し
ま
す
ね
。
「
思
わ
な
い
で
も
な
い
で
し
た
」
な
ら
Ｏ
Ｋ
で
す
け
れ
ど

も
、
こ
の
時
代
は
ま
だ
、
動
詞
否
定
形
の
後
ろ
に
「
デ
ス
」
が
く
る
と
い

う
用
法
が
確
立
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
類
推
で
「
こ
れ
が
い
い
ん
だ
っ
た

ら
こ
れ
も
い
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
い
ろ
い
ろ
と
使
わ
れ
て

い
た
ん
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

さ
て
、
動
詞
否
定
形
に
「
デ
ス
」
が
つ
く
も
う
一
つ
の
理
由
で
す
が
、

こ
ち
ら
の
方
は
語
順
の
問
題
と
深
い
関
係
が
あ
り
ま
す
。
「
デ
ス
」
と
い

う
の
は
、
断
定
の
助
動
詞
「
だ
」
の
丁
寧
形
と
い
う
風
に
理
解
さ
れ
て
い

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
断
定
と
い
う
の
は
、
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
い
う

と
、
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
い
わ
れ
る
部
類
な
ん
で
す
が
、
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
中
で

も
対
事
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
呼
ば
れ
る
種
類
に
分
類
さ
れ
、
文
の
中
核
を
な

す
命
題
に
直
結
す
る
位
置
に
置
か
れ
ま
す
。
一
方
、
丁
寧
は
対
人
的
モ
ダ

リ
テ
ィ
に
分
類
さ
れ
、
文
の
中
心
で
あ
る
命
題
の
外
側
、
つ
ま
り
文
末
に

置
か
れ
ま
す
。
「
デ
ス
」
は
対
事
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
で
あ
る
と
同
時
に
、
対

人
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
で
あ
も
る
わ
け
で
、
二
重
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
わ
け

で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
文
の
中
で
実
現
す
る
位
置
が
異
な
る
た
め
、
文
法
カ

テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
視
点
で
見
た
場
合
に
、
語
順
に
不
統
一
が
起
こ
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
不
統
一
を
解
決
す
る
た
め
に
、
「
で
す
」
を

対
人
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
機
能
へ
と
特
化
さ
せ
る
意
識
が
働
い
た
の
で
は
な

い
か
、
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

言
語
学
に
明
る
く
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
う
の
で
、
（
鉛
）
の

例
文
で
モ
ダ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
少
し
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
鮒
）
花
子
は
い
つ
も
勉
強
さ
せ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
よ
。

文
の
中
で
伝
え
ら
れ
る
出
来
事
の
部
分
「
花
子
は
い
つ
も
勉
強
さ
せ
ら
れ

て
い
た
」
が
命
題
で
す
。
そ
れ
に
「
ら
し
い
」
と
「
よ
」
と
い
う
二
つ
の

1２
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ますます丁寧化する日本語

モ
ダ
リ
テ
ィ
表
現
が
文
末
に
つ
い
て
い
ま
す
。
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
定
義
は
、

「
そ
の
文
を
発
話
す
る
話
者
の
認
識
・
心
的
態
度
を
表
す
も
の
」
で
す
。

そ
の
心
的
態
度
が
向
か
う
先
に
よ
っ
て
、
以
下
の
二
つ
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

一
つ
は
対
事
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
。
こ
れ
は
、
出
来
事
、
つ
ま
り
命
題
に
対

し
て
話
者
が
ど
う
認
識
し
て
い
る
か
を
表
す
モ
ダ
リ
テ
ィ
で
す
。
例
と
し

て
は
、
断
定
・
推
量
・
否
定
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
（
韮
で
い
う
な
ら
ば
、

伝
聞
推
量
の
「
ら
し
い
」
が
そ
れ
に
あ
た
り
、
命
題
の
直
後
に
配
置
さ
れ

ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
対
人
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ

ち
ら
は
出
来
事
で
は
な
く
、
人
に
対
し
て
の
心
的
態
度
を
表
す
表
現
で
す

が
、
人
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
は
話
し
手
か
ら
見
た
聞
き
手
の
こ
と
で

す
。
聞
き
手
に
対
す
る
心
的
態
度
の
例
と
し
て
は
、
丁
寧
・
疑
問
・
勧
誘

・
確
認
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
（
韮
で
い
う
な
ら
ば
、
聞
き
手
に
対
し

て
話
し
か
け
て
い
る
こ
と
を
明
示
的
に
示
す
「
よ
」
が
そ
れ
に
あ
た
り
ま

す
。
命
題
に
直
結
せ
ず
、
対
事
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
後
ろ
に
配
置
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
モ
ダ
リ
テ
ィ
表
現
に
は
二
種
類
あ
る
訳
で
す
が
、
同
じ

モ
ダ
リ
テ
ィ
で
も
対
事
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
対
人
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
で
は
そ
の

役
割
は
全
く
異
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
語
順
に
も
反
映
さ
れ
て
い
て
、
命
題

に
対
す
る
モ
ダ
リ
テ
ィ
、
つ
ま
り
対
事
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
が
命
題
に
直
結
し
、

そ
の
後
に
対
人
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
が
接
続
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
文
の
構
造
は

次
の
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。

文
Ⅱ
囚
剛
圏
十
同
團
同
Ⅲ
固
い
Ⅲ
ロ
阿
山
十
岡
Ⅲ
刷
国
回
回
Ⅱ
ｕ
ｍ
Ｍ
］

さ
て
、
こ
れ
を
コ
ア
ス
」
「
マ
ス
」
に
当
て
は
め
て
考
え
る
と
ど
う
な

る
で
し
ょ
う
か
。
次
の
表
現
で
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

（
Ⅳ
）
ａ
、
書
き
ま
せ
ん
。

ｂ
、
書
か
な
い
で
す
。

動
詞
否
定
形
の
丁
寧
形
に
は
、
こ
の
二
種
類
が
存
在
す
る
わ
け
で
す
が
、

ａ
の
「
書
き
ま
せ
ん
」
は
、
「
書
く
」
の
語
幹
に
丁
寧
の
「
マ
ス
」
と
否

定
の
「
ん
」
が
接
続
し
い
て
い
ま
す
。
ニ
ス
」
は
丁
寧
で
す
か
ら
、
対

人
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
「
ん
」
と

い
う
の
は
出
来
事
の
成
立
を
否
定
す
る
表
現
で
す
か
ら
、
対
事
的
モ
ダ
リ

テ
ィ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
先
ほ
ど
紹
介
し
た
文
の
構
造
と
違
い
ま

す
よ
ね
。

そ
れ
に
対
し
て
、
（
〃
）
ｂ
・
を
見
て
く
だ
さ
い
。
「
書
か
な
い
で
す
」

と
い
う
の
は
、
動
詞
語
幹
「
書
か
」
に
否
定
の
「
な
い
」
が
つ
い
て
丁
寧

の
「
で
す
」
が
さ
ら
に
接
続
し
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
出
来
事
を
否
定
す

る
「
な
い
」
（
対
事
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
）
が
先
に
置
か
れ
、
人
を
丁
寧
に
待

遇
す
る
「
で
す
」
（
対
人
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
）
が
そ
の
後
に
置
か
れ
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
対
事
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
↓
対
人
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
い
う
語
順

で
配
列
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
日
本
語
の
モ
ダ
リ

テ
ィ
構
造
と
し
て
は
自
然
な
わ
け
で
す
ね
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
書
か
な
い

で
す
」
の
使
用
率
が
近
年
伸
び
つ
つ
あ
る
わ
け
で
す
。

た
だ
、
面
白
い
こ
と
に
、
伝
統
的
な
形
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
（
辺

ａ
の
「
書
き
ま
せ
ん
」
な
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
伝
統
的
は
用
法
は
、
実

は
日
本
語
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
階
層
Ｉ
語
順
に
は
合
っ
て
い
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
も
文
法
が
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ

て
い
っ
て
、
少
し
ず
つ
少
し
ず
つ
ル
ー
ル
が
整
備
さ
れ
て
い
く
と
考
え
れ

ば
、
も
と
も
と
首
尾
一
貫
性
の
な
か
っ
た
旧
来
の
語
順
が
、
徐
々
に
一
つ
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の
構
造
へ
と
収
散
し
、
規
範
的
な
語
順
を
確
立
し
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
「
ま
せ
ん
」
か
ら
「
な
い
で
す
」
に
シ
フ

ト
し
て
い
る
の
は
、
「
乱
れ
」
な
ど
で
は
な
く
、
自
然
な
言
語
変
化
な
の

だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い

る
の
は
、
ま
だ
「
ま
せ
ん
」
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
み
た
い
で
す
が
、
私

は
「
な
い
で
す
」
と
い
う
表
現
が
こ
こ
か
ら
一
○
年
一
五
年
で
爆
発
的
に

増
え
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
し
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
先
ほ
ど
使
用
し
た
（
別
）
の
文
に
「
デ
ス
」
と
「
マ
ス
」

を
そ
れ
ぞ
れ
無
理
や
り
当
て
は
め
て
み
る
と
ど
う
な
る
の
か
を
試
し
て
み

ま
し
た
。
ま
ず
は
、
「
ま
す
」
か
ら
。

（
銘
）
ａ
・
花
子
は
い
つ
も
勉
強
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
ら
し
い
よ
。

ど
う
考
え
て
も
「
マ
ス
」
は
こ
こ
に
し
か
入
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
こ
こ
に

「
マ
ス
」
い
れ
て
も
、
目
上
の
人
に
対
し
て
使
用
す
る
の
は
樟
ら
れ
る
よ

う
な
表
現
に
し
か
な
り
ま
せ
ん
。
い
く
ら
「
ま
す
」
を
入
れ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
対
事
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
し
て
し
か
機
能
し
て
い
ま
せ
ん
。
対
人
的

モ
ダ
リ
テ
ィ
を
表
す
文
末
部
分
が
「
ら
し
い
よ
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

明
か
に
タ
メ
ロ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

一
方
、
「
デ
ス
」
で
あ
れ
ば
、
文
末
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ｂ
，
花
子
は
い
つ
も
勉
強
さ
せ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
で
す
よ
。

こ
れ
だ
と
、
文
全
体
が
丁
寧
な
ム
ー
ド
に
包
ま
れ
ま
す
の
で
、
目
上
の
人

に
対
し
て
使
用
し
て
も
、
何
ら
問
題
の
な
い
表
現
に
な
り
ま
す
。
ａ
・
で
見

た
「
マ
ス
」
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
こ
ち
ら
は
「
で
す
」
が
対
人
的
モ
ダ

リ
テ
ィ
の
位
置
に
あ
る
の
で
、
人
に
対
し
て
用
い
る
丁
寧
な
表
現
と
し
て

申
し
分
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
違
い
が
本
当
に
他
の
場
合
で
も
当
て
は
ま
る
で

し
よ
う
か
。
そ
こ
で
、
私
が
勝
手
に
予
測
し
た
の
が
、
「
知
り
ま
せ
ん
」

と
「
知
ら
な
い
で
す
」
、
「
食
べ
ま
せ
ん
」
と
「
食
べ
な
い
で
す
」
、
「
書
き

ま
せ
ん
」
と
「
書
か
な
い
で
す
」
の
違
い
で
す
。
現
在
こ
の
二
種
類
の
否

定
丁
寧
表
現
が
併
存
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
少
な
か
ら
ず
意
味
の
棲

み
分
け
が
あ
る
は
ず
だ
、
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
で
は
、
ど
ん
な
棲
み
分

け
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
丁
寧
の
表
現
が
文
末
に
き
て
い
る
方
が
や
っ
ぱ

り
文
全
体
が
丁
寧
な
ム
ー
ド
に
な
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
っ
ち
の
方
が
丁

寧
度
が
高
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、
と
単
純
に
私
が
予
測
し
て
み
ま
し
た
。

こ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
、
私
の
授
業
を
使
っ
て
一
年
生
に
ア
ン
ケ
ー
ト

を
取
っ
て
み
ま
し
た
。
「
こ
ん
な
会
話
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
、
君
だ
っ

た
ら
ど
う
言
う
か
」
と
い
う
の
を
自
由
に
記
述
さ
せ
ま
し
た
。

ま
ず
は
、
社
長
と
就
職
活
動
の
面
接
を
し
て
い
る
場
面
で
す
。

社
長
皿
君
さ
あ
、
朝
食
で
カ
レ
ー
食
べ
た
り
す
る
？

あ
な
た
”
い
い
え
、
食
、
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｕ
・

解
答
欄
に
は
「
食
」
の
漢
字
だ
け
書
い
て
、
あ
と
は
空
欄
に
し
て
お
き
ま

し
た
。
「
い
え
、
私
は
ち
ょ
っ
と
…
…
」
の
よ
う
な
回
答
を
回
避
す
る
た

め
で
す
。
一
七
八
名
か
ら
有
効
回
答
が
あ
り
ま
し
て
、
「
食
べ
ま
せ
ん
」

が
八
六
・
五
％
に
対
し
て
、
「
食
べ
な
い
で
す
」
は
わ
ず
か
七
・
三
％
し

か
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
の
予
想
と
し
て
は
も
う
少
し
「
な
い
で
す
」
が

若
い
人
の
間
で
は
定
着
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
た
の
で
、

こ
の
結
果
は
非
常
に
予
想
外
で
し
た
。
そ
の
他
が
六
・
二
％
で
す
が
、
こ

こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
ト
リ
ッ
キ
ー
な
解
答
を
し
て
き
た
学
生
が
い
ま
し
て
…

…
（
苦
笑
）
そ
こ
は
自
由
な
発
想
で
や
ら
な
い
と
正
確
な
ア
ン
ケ
ー
ト

に
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
目
を
瞑
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

さ
て
、
二
つ
目
の
質
問
は
、
警
察
署
に
行
っ
て
、
警
察
の
人
に
こ
ん
な

、

1４
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質
問
を
さ
れ
た
場
合
で
す
。

警
察
亜
お
前
、
犯
人
が
誰
だ
か
知
っ
て
る
ん
だ
ろ
？

あ
な
た
叩
い
え
、
知
［
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｕ
ｏ

こ
の
設
問
で
は
、
「
知
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
回
答
が
六
九
・
七
％
、
「
知

ら
な
い
で
す
」
と
い
う
回
答
が
一
九
・
一
％
で
し
た
。
先
ほ
ど
と
比
べ
る

と
、
倍
以
上
に
「
な
い
で
す
」
の
回
答
が
増
え
ま
し
た
。
社
長
と
話
し
て

い
る
時
と
警
察
で
話
し
て
い
る
時
、
何
が
違
う
ん
で
し
ょ
う
。

面
白
い
こ
と
に
、
「
そ
の
他
」
の
ち
ょ
っ
と
ト
リ
ッ
キ
ー
な
回
答
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
「
知
ら
ん
」
と
い

う
失
礼
な
回
答
が
四
例
、
「
知
ら
な
い
」
と
い
う
タ
メ
ロ
が
五
例
、
「
知
る

か
」
と
い
う
こ
れ
ま
た
失
礼
な
言
い
方
が
二
例
。
明
ら
か
に
、
大
学
一
年

生
の
若
造
が
警
察
署
に
行
っ
て
、
警
察
官
に
対
し
て
「
知
る
か
」
な
ん
て

言
え
る
わ
け
が
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
（
笑
）
よ
っ
ぽ
ど
肝
っ
玉
の
据

わ
っ
た
学
生
な
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
が
、
単
に
ウ
ケ
狙
い
な
の
か
な
と

も
思
っ
た
り
。
で
す
か
ら
、
一
○
○
パ
ー
セ
ン
ト
信
頼
で
き
る
回
答
で
は

勿
論
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
「
知
ら
ん
」
「
知
ら
な
い
」
の
よ
う
に
、
か

な
り
ぞ
ん
ざ
い
な
言
い
方
が
出
て
き
て
い
る
の
は
注
目
に
値
し
ま
す
。
社

長
と
話
し
て
い
る
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
比
べ
る
と
、
警
察
の
人
間
の
方

が
、
自
分
の
人
生
を
決
定
的
に
左
右
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
少
し
ぞ

ん
ざ
い
な
言
い
方
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
か
ね
。
そ
う
す
る
と
、
「
知
ら

な
い
で
す
」
が
こ
れ
だ
け
増
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
「
知
ら
な
い
で
す
」

と
い
う
言
い
方
も
割
と
ぞ
ん
ざ
い
な
表
現
で
あ
り
、
「
知
り
ま
せ
ん
」
に

比
べ
る
と
丁
寧
度
が
落
ち
る
言
い
方
な
の
か
な
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
要

す
る
に
、
私
の
予
想
は
覆
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
で
す
ね
…
…
私
…
…
今
非

常
に
困
っ
て
い
ま
す
（
苦
笑
）
考
え
ら
れ
る
理
由
と
し
て
は
、
「
知
り

ま
せ
ん
」
の
方
が
伝
統
的
Ⅱ
古
風
な
表
現
で
す
か
ら
、
そ
ち
ら
の
方
が
改

ま
っ
た
場
面
で
用
い
る
と
い
う
意
識
が
強
い
ん
だ
ろ
う
な
、
と
い
う
こ
と

で
す
。

さ
て
、
最
後
に
お
話
し
す
る
の
は
、
こ
の
「
デ
ス
」
が
最
近
ま
す
ま
す

増
え
て
き
た
と
い
う
お
話
で
す
。

先
程
、
「
ご
ざ
い
ま
す
」
「
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
表
現
が
過
度
に
丁

寧
す
ぎ
る
か
ら
、
「
デ
ス
」
が
台
頭
し
て
き
た
と
い
う
お
話
を
し
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
現
在
で
も
「
ご
ざ
い
ま
す
」
が
自
然
に
使
わ
れ
て
い
る
表
現

が
残
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
。
こ
れ
は
、

こ
れ
以
外
の
言
い
方
は
な
か
な
か
難
し
い
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
「
あ
り

が
と
う
」
を
「
デ
ス
」
に
し
て
、
「
あ
り
が
と
で
す
」
も
し
く
は
「
あ
り

が
と
う
で
す
」
と
い
う
言
い
方
も
、
の
８
ｍ
］
の
で
検
索
し
て
み
ま
す
と
、

結
構
出
て
く
る
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
フ
ォ
ー
マ
ル
な
場
面
で
は
使
わ
な
い

と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
友
達
同
士
で
使
う
と
か
、
ふ
ざ
け
て
使
う
程
度

に
今
は
使
わ
れ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
っ
た
表
現
が
存

在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
、
定
着
し
て
い
く
可
能
性
も
十

分
あ
る
わ
け
で
す
。

さ
ら
に
、
他
に
も
「
よ
ろ
し
く
で
す
」
と
か
「
乙
で
す
」
ｌ
「
乙
で

す
」
と
い
う
の
は
、
「
お
疲
れ
様
で
す
」
の
意
の
ネ
ッ
ト
隠
語
で
す
ｌ

あ
と
は
、
「
サ
ン
キ
ュ
ー
で
す
」
「
す
ま
ん
で
す
」
「
ス
マ
ン
で
す
」
「
了
解

で
す
」
の
よ
う
な
表
現
も
、
検
索
す
れ
ば
そ
れ
な
り
に
で
て
き
ま
す
。
「
了

解
で
す
」
の
方
は
、
か
な
り
た
く
さ
ん
ヒ
ッ
ト
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
よ

く
よ
く
こ
れ
読
ん
で
み
る
と
、
ビ
ジ
ネ
ス
シ
ー
ン
や
会
社
で
「
了
解
で
す
」

と
い
う
若
者
が
い
て
不
愉
快
だ
と
い
う
書
き
込
み
も
相
当
あ
り
、
そ
れ
ら

も
ヒ
ッ
ト
件
数
の
中
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
自
然
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に
使
わ
れ
て
い
る
と
は
ま
だ
言
い
難
い
状
況
で
す
が
、
そ
れ
で
も
や
っ
ぱ

り
、
使
っ
て
い
る
人
た
ち
が
一
定
数
存
在
し
て
い
る
（
そ
し
て
、
そ
れ
に

対
し
て
不
快
感
を
露
わ
に
し
て
い
る
人
た
ち
も
い
る
）
と
い
う
こ
と
が
裏

付
け
ら
れ
ま
す
。
あ
と
、
「
了
解
で
し
た
」
の
よ
う
に
過
去
形
で
の
用
例

も
少
な
か
ら
ず
検
索
で
は
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。
現
在
形
だ
け
で
な
く
過
去

形
も
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
少
し
定
着
の
度
合
い
が
増
し
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
「
デ
ス
」
が
「
ツ
ス
」
に
拡
張
し
て
い
ま
す
。
「
ツ
ス
」
は
、

体
育
会
系
の
男
子
を
中
心
に
た
く
さ
ん
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
最
近
で
は

女
性
も
使
用
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
「
趣
味
は
音
楽
で
す
」
だ
っ
た
ら
、
「
趣

味
は
音
楽
つ
す
」
。
「
可
愛
い
で
す
」
だ
っ
た
ら
、
「
可
愛
い
つ
す
」
の
よ

う
に
使
わ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
た
と
え
ば
（
妬
）
の
よ
う
に
、
「
こ
ん
に

ち
わ
で
す
」
と
い
う
一
言
い
方
が
な
い
の
に
、
「
こ
ん
に
ち
わ
～
つ
す
！
」

と
い
う
言
い
方
は
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
「
デ
ス
」
が
「
ツ
ス
」
に
変
化
し

た
と
す
れ
ば
、
「
こ
ん
に
ち
わ
で
す
」
と
い
う
表
現
が
な
け
れ
ば
、
「
こ
ん

に
ち
わ
つ
す
」
も
し
く
は
、
「
ち
わ
～
つ
す
」
と
い
う
表
現
も
存
在
し
得

な
い
は
ず
な
の
に
、
こ
ち
ら
だ
け
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
ツ

ス
」
が
独
り
歩
き
し
始
め
て
い
る
証
拠
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

他
に
も
、
動
詞
に
「
ツ
ス
」
が
つ
け
ら
れ
る
用
例
が
あ
り
ま
す
。
た
と

え
ば
（
妬
）
の
よ
う
に
「
食
べ
る
で
す
」
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
「
食
べ
る
つ

す
」
だ
っ
た
ら
言
え
る
ん
で
す
。
「
わ
か
っ
た
で
す
」
は
言
え
な
く
て
も
、

「
わ
か
つ
た
っ
す
」
だ
っ
た
ら
言
え
な
く
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
許
容
で
き

な
い
と
い
う
方
も
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
一
定
数
使
っ
て
い
る
若
者
が
い

る
と
い
う
の
も
事
実
で
す
。
「
デ
ス
」
が
使
え
な
い
の
に
「
ツ
ス
」
が
使

え
る
と
い
う
用
法
が
出
て
来
て
お
り
ま
す
の
で
、
「
デ
ス
」
の
み
な
ら
ず

「
ツ
ス
」
も
拡
大
し
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

最
後
の
ま
と
め
に
移
り
ま
す
。
今
日
の
お
話
は
、
最
初
う
っ
か
り
「
ま

す
ま
す
丁
寧
化
す
る
日
本
語
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
し
て
し
ま
っ
た
ん
で

す
が
、
「
了
解
で
す
」
と
か
「
あ
、
わ
か
つ
た
っ
す
」
の
よ
う
な
言
い
方

は
本
当
に
丁
寧
で
し
ょ
う
か
。
…
…
。
そ
う
で
す
よ
ね
。
私
も
、
先
週
こ

の
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
を
書
い
て
る
時
に
「
し
ま
っ
た
！
」
と
思
っ
た
ん
で
す
。

丁
寧
表
現
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
は
広
が
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

じ
ゃ
あ
、
こ
う
い
っ
た
表
現
が
本
当
に
丁
寧
な
表
現
と
言
え
る
か
と
い
う

と
、
実
は
、
そ
れ
ほ
ど
丁
寧
な
表
現
で
は
な
く
て
、
堅
苦
し
い
丁
寧
な
表

現
を
少
し
カ
ジ
ュ
ア
ル
に
し
た
、
若
者
風
の
丁
寧
表
現
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
こ
の
点
は
先
ほ
ど
形
容
詞
の
と
こ
ろ
で
も

申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
「
美
味
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
が
、
ち
ょ
っ
と
形

式
張
り
過
ぎ
て
い
る
の
で
「
美
味
し
い
で
す
」
と
い
う
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
丁

寧
表
現
が
生
ま
れ
て
き
た
よ
う
に
、
「
ツ
ス
」
と
い
う
表
現
も
、
今
の
世

代
の
若
者
に
と
っ
て
は
、
普
通
の
敬
語
が
あ
ま
り
に
も
形
式
張
っ
て
い
る
、

敬
意
が
強
す
ぎ
る
、
親
し
い
先
輩
・
後
輩
の
間
柄
だ
け
に
し
か
使
え
な
く

て
も
い
い
か
ら
も
っ
と
距
離
が
短
く
な
る
よ
う
な
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
丁
寧
表

現
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
は
、
丁
寧
表
現
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
増
え
て
い

く
け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
「
も
っ
と
丁
寧
」
な
方
へ
の
み
向
か
っ
て
い
く

わ
け
で
は
な
い
、
と
結
論
づ
け
て
ま
と
め
に
代
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

多
少
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

参
照
文
献

井
上
史
雄
一
九
九
五
「
丁
寧
表
現
の
現
在
Ｉ
デ
ス
・
マ
ス
の
行
方
」
「
国
文
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ますます丁寧化する日本語

辻
村
敏
樹
一
九
六
四
「
面
白
か
っ
た
で
す
．
面
白
い
で
し
た
」
『
口
語
文
法

講
座
３
揺
れ
て
い
る
文
法
』
明
治
書
院

辻
村
敏
樹
一
九
六
五
コ
で
す
」
の
用
法
ｌ
近
世
語
か
ら
現
代
語
へ
‐
Ｌ

『
近
代
語
研
究
第
一
集
」
武
蔵
野
書
院

辻
村
敏
樹
一
九
六
八
『
敬
語
の
史
的
研
究
』
東
京
堂
出
版

山
田
孝
雄
一
九
二
二
『
日
本
ロ
語
法
講
義
」
宝
文
館

山
口
明
穂
・
秋
本
守
英
二
○
○
一
「
日
本
語
文
法
大
辞
典
』
明
治
書
院

湯
沢
幸
吉
郎
一
九
四
四
『
現
代
語
法
の
諸
問
題
』
日
本
語
教
育
振
興
会

湯
沢
幸
吉
郎
一
九
五
四
『
江
戸
言
葉
の
研
究
」
明
治
書
院

上
田
万
年
・
松
井
簡
治
一
九
一
五
「
大
日
本
国
語
辞
典
』
富
山
房

辻
村
敏
樹
一
九
五
九
「
近
世
後
期
の
待
遇
表
現
」
『
国
語
と
国
文
学
」
十
月

野
口
恵
子
二
○
○
九
「
バ
カ
丁
寧
化
す
る
日
本
語
敬
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
行
方
』
光
文
社

尾
谷
昌
則
・
二
枝
美
津
子
二
○
一
一
「
構
文
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
文
法
』
研

仁
田
義
雄
・
益
岡
隆
志
一
九
八
九
「
日
本
語
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
」
く
る
し
お

学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
四
○
二
四
）

前
田
勇
一
九
六
○
「
京
阪
の
『
で
す
」
標
準
語
移
入
説
」
「
国
語
国
文
」

二
九

日
本
語
記
述
文
法
研
究
会
一

出
版号

究
社

出
版

「
京
阪
の

二
九
（
四
）

二
○
○
一
一
一

（
お
だ
に
ま
さ
の
り
・
本
学
准
教
授
）

「
現
代
日
本
語
文
法
４
」
く
る
し
お
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