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「

A
は
B
次
第
だ
」
の
解
釈
に
つ
い
て

|
|
値
の
聞
の
相
関
関
係
|
|

は
じ
め
に

「
A
は

B
だ」

(
A
、
B
は
そ
れ
ぞ
れ
名
詞
句
)
と
い
う
形
の
い
わ
ゆ
る

コ
ピ
ユ
ラ
文
は
、
形
の
上
で
は
単
純
で
あ
る
が
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
論
的
な
問
題

が
あ
る
文
と
し
て
文
法
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
三
上
(
一
九
五
三
)
の

「
措
定
文
/
指
定
文
」
の
区
別
や
三
上
(
一
九
六
O
)

の
「
象
は
鼻
が
長
い
」

構
文
、
奥
津
(
一
九
七
人
)
の
「
ウ
ナ
ギ
文
」
な
ど
が
そ
の
代
表
で
あ
る
が
、

名
詞
句
の
解
釈
と
の
関
わ
り
で
も
西
山
(
一
九
八
八
)
・
西
山
(
一
九
九
O
)

で
提
案
さ
れ
た
「
指
示
的
/
非
指
示
的
」
、
「
飽
和
/
非
飽
和
」
の
区
別
、
坂
原

(
一
九
九
O
)
の
「
役
割
/
値
」
解
釈
の
区
別
な
ど
、
興
味
深
い
分
析
が
こ
の

構
文
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

小
論
の
目
的
は
、
こ
の
コ
ピ
ユ
ラ
文
の
一
種
で
あ
る
「
A
は

B
次
第
だ
」

と
い
う
文
に
お
け
る
名
詞
句

A
、
B
の
意
味
解
釈
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
記

述
的
観
察
を
行
い
、
意
味
論
的
な
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
あ
る
。

ま
ず
、
次
の
文
の
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。

(1) 

」
の
計
画
の
成
否
は
当
日
の
天
候
次
第
だ
。

江

口

正

こ
の
文
は
、
あ
る
計
画
が
成
功
す
る
か
ど
う
か
は
計
画
が
実
施
さ
れ
る
当
日

の
天
候
に
左
右
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
も
う
少
し
具
体
的
に

考
え
る
と
「
当
日
の
天
候
が
良
け
れ
ば
計
画
は
成
功
し
、
天
候
が
悪
け
れ
ば
成

功
し
な
い
」
と
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
逆
に
「
当
日

の
天
候
が
悪
け
れ
ば
成
功
し
、
良
け
れ
ば
成
功
し
な
い
」
と
い
う
パ
ラ
フ
レ
ー

ズ
も
不
可
能
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
日
の
天
候
の
良
し
悪
し
と
計
画

の
成
否
と
が
相
関
関
係
に
あ
る
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

小
論
で
第
一
に
問
題
に
す
る
の
は
こ
の
「
相
関
関
係
」
と
い
う
意
味
的
関
係

で
あ
る
。
さ
き
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
で
は
条
件
文
が
複
数
連
な
っ
た
「
P
な
ら

ば

Q
で、

F
な
ら
ば

q
」
と
い
う
形
で
示
し
た
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な

意
味
的
関
係
な
の
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
つ
問
題
に
す
る
の
は
、
「
A
は

B
次
第
だ
」
の

B
の
位
置
に
立
つ

名
飼
句
の
指
示
的
性
質
と
文
全
体
の
意
味
解
釈
と
の
関
係
で
あ
る
。
次
の
文
の

解
釈
を
考
え
て
み
よ
う
。

q
G
 

(2) 

』
の
計
画
の
成
否
は
実
行
責
任
者
次
第
だ
。

「
実
行
責
任
者
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
2
通
り
の
解
釈



が
可
能
で
あ
る
。

1
つ
は
「
実
行
責
任
者
が
(
例
え
ば
山
田
太
郎
と
い
う
)
特

定
の
人
物
で
あ
る
」
と
い
う
解
釈
で
あ
り
、
も
う
l
つ
は
「
実
行
責
任
者
は
特

定
の
人
物
で
は
な
く
、
そ
の
時
に
な
っ
て
誰
が
責
任
者
に
な
る
か
決
め
ら
れ
る
」

と
い
う
よ
う
な
解
釈
で
あ
る
。
前
者
は
特
定
の
人
物
を
「
実
行
責
任
者
」
と

い
う
表
現
で
指
す
指
示
的
名
詞
句
と
し
て
の
解
釈
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は

西
山
(
一
九
八
八
)
の
い
う
非
指
示
的
名
詞
句
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
、
文
全
体
の
意
味
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
に

な
る
。

(3) 

a.
指
示
的
解
釈
一
「
実
行
責
任
者
」
た
る
山
田
太
郎
氏
の
性
格
/
体

調
が
良
け
れ
ば
こ
の
計
画
は
成
功
し
、
性
格
/
体
調
が
良
く
な
け

れ
ば
こ
の
計
画
は
不
成
功
に
終
わ
る
。
(
あ
る
い
は
山
田
太
郎
氏

が
そ
の
気
に
な
れ
ば
成
功
し
、
そ
の
気
に
な
ら
な
け
れ
ば
不
成
功

に
終
わ
る
)

b
.
非
指
示
的
解
釈
υ

「
実
行
責
任
者
」
が
適
任
で
あ
る

A
氏
や

B

氏
に
な
れ
ば
こ
の
計
画
は
成
功
し
、
そ
れ
以
外
の
人
物
に
な
れ
ば

こ
の
計
画
は
不
成
功
に
終
わ
る住

2

こ
の
よ
う
な
違
い
は
「
1
次
第
」
に
複
合
し
て
い
る
名
調
の
指
示
的
性
質
と

連
動
し
て
生
じ
て
い
る
が
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
名
調
の
指
示
的
性
質
を
左
右
す
る
形
式
的
な
条
件
に
は
ど
の
よ
う
な
も

の
が
あ
り
、
「
1
次
第
」
に
複
合
で
き
な
い
よ
う
な
名
調
に
は
ど
の
よ
う
な
性

質
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

以
上
2
つ
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
順
に
考
察
を
加
え
る
。

「
相
関
関
係
」
と
は

ω
は
二
つ
の
名
詞
句
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
を
間
接
疑
問
節
の
形
に
し
て
パ

ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

(4) 

こ
の
計
画
が
成
功
す
る
か
ど
う
か
は
当
日
の
天
候
が
ど
う
な
る
か
次

第
だ
。

「
こ
の
計
画
が
成
功
す
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
間
接
疑
問
節
に
対
す
る
最
も

単
純
な
答
は
「
こ
の
計
画
は
成
功
す
る
」
と
「
こ
の
計
画
は
成
功
し
な
い
」
の

二
つ
で
あ
る
。
ま
た
「
当
日
の
天
候
が
ど
う
な
る
か
」
と
い
う
間
接
疑
問
節
に

対
す
る
単
純
な
答
は
「
当
日
の
天
候
は
よ
い
」
「
当
日
の
天
候
は
悪
い
」
と
い
っ

た
答
が
考
え
ら
れ
る
。
前
節
で
与
え
た

ω
に
対
す
る
具
体
的
な
パ
ラ
フ
レ
ー

ズ
は
、
後
者
(
天
候
)
の
答
の
部
分
を
前
件
と
し
、
前
者
(
計
画
の
成
否
)
の

答
の
部
分
を
後
件
と
し
て
組
み
合
わ
せ
た
条
件
文
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら

注
‘

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
次
に
挙
げ
る
よ
う
な
正
反
対
の
組
み
合
わ
せ
の
両
方
が

ω
の
文
の
解
釈
と
し
て
妥
当
で
あ
り
、
一
見
こ
の
文
に
は
特
定
の
真
理
条
件

住

5

が
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

-73ー

(5) 

a.
天
候
が
良
い
↓
成
功
す
る
&
天
候
が
悪
い
↓
成
功
し
な
い

b
.
天
候
が
良
い
↓
成
功
し
な
い
&
天
候
が
悪
い
↓
成
功
す
る

し
か
し
、

B
の
あ
り
う
る
答
を
前
件
、

A
の
あ
り
う
る
答
を
後
件
と
す
る

条
件
文
の
組
み
合
わ
せ
を
他
に
作
っ
て
み
る
と
、
右
に
挙
げ
た
も
の
だ
け
が

J 



ω
の
解
釈
と
し
て
妥
当
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
で
も
よ
い
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
附
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
は

ω
の
解
釈
と
し
て
は
妥
当
で
は
な
い
。

(6) 

a.
天
候
が
良
い
↓
成
功
す
る
&
天
候
が
悪
い
↓
成
功
す
る

b
.
天
候
が
良
い
↓
成
功
し
な
い
&
天
候
が
悪
い
↓
成
功
し
な
い

c.
天
候
が
良
い
↓
成
功
す
る
&
天
候
が
良
い
↓
成
功
し
な
い

d
.
天
候
が
悪
い
↓
成
功
す
る
&
天
候
が
悪
い
↓
成
功
し
な
い

ωa
は
「
天
候
が
良
く
て
も
悪
く
て
も
成
功
す
る
」
、
附
b
は
「
天
候
が

良
く
て
も
悪
く
て
も
成
功
し
な
い
」
と
い
う
文
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
り
、
テ

モ
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
逆
接
条
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
成
否
」
の
値
は
「
天
候
」

が
ど
の
よ
う
な
値
に
な
ろ
う
と
最
初
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。
山
間
C
、
附
d
も
真
理
条
件
の
上
で
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
「
天
候
が

悪
い
」
「
天
候
が
良
い
」
場
合
に
真
に
な
る
だ
け
で
、
「
成
功
」
す
る
か
ど
う
か

は
全
体
の
真
理
条
件
に
と
っ
て
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
A
は

B
次
第
だ
」
と
い
う
文
の
解
釈
と
し
て
不
適
当
な
パ
タ
ー
ン
は
、
ど
れ
も
前

件
か
後
件
の
値
が
一
つ
に
決
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
A
は

B
次
第
だ
」
を
条
件
文
の
連
一
百
と
考
え
る
場
合
、
そ
の
条

件
の
組
み
合
わ
せ
の
内
実
は
明
示
さ
れ
な
い
も
の
の
、
前
件
・
後
件
と
も
値
が

l
つ
だ
け
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
制
約
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
の

よ
う
な
例
の
場
合
、
タ
レ
ン
ト
の
人
数
も
報
道
陣
の
人
数
も
可
能
性
が

3
通
り

以
上
あ
る
こ
と
も
考
え
る
と
、
「
前
件
・
後
件
と
も
2
つ
以
上
の
値
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
制
約
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(7) 

パ
ー
テ
ィ
ー
に
来
る
報
道
陣
の
人
数
は
、
そ
の
時
に
呼
ぶ
タ
レ
ン
ト
の

人
数
次
第
だ
。

以
上
、
「
A
は

B
次
第
だ
」
と
い
う
文
に
お
け
る

A
と

B
の
値
の
「
相

関
関
係
」
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
き
た
。
こ
の
織
論
で
得
ら
れ
た
仮
説
を
以

下
に
示
す
。

(8) 

「
A
は

B
次
第
だ
」
の
文
の
意
味
解
釈
は
、

B
の
部
分
の
あ

り
う
る
値
を
前
件
に
、

A
の
部
分
の
あ
り
う
る
値
を
後
件
に
し

た
条
件
文
を
複
数
重
ね
た
連
言
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。

b
.
A
、
B
の
値
と
も

2
つ
以
上
の
値
が
存
在
し
、
組
み
合
わ
せ
ら

れ
た
条
件
文
の
中
に
は
そ
の
別
々
の
値
の
組
み
合
わ
せ
が
存
在
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

a 

側

a
は
「
A
は

B
次
第
だ
」
を
複
合
的
条
件
文
と
と
ら
え
る
こ
と
、
側

b
は

A
、
B
と
も
に
値
が
複
数
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
示

し
て
い
る
。
こ
の
仮
説
は
単
純
な
文
の
表
面
的
な
解
釈
に
基
づ
い
た
織
論
に
よ
っ

て
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
別
の
観
点
か
ら
の
検
証
が
な
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
次
節
で
は
「
値
が
複
数
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う
制
約
に
焦
点
を
置
き
、
「
A
は

B
次
第
だ
」
の

B
の
部
分
に
位
置
す
る
名

詞
の
指
示
的
性
質
と
解
釈
と
の
関
係
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。



名
調
句
の
タ
イ
プ
と
そ
の
解
釈

本
節
で
は
名
詞
句
の
意
味
的
・
構
造
的
タ
イ
プ
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
、
そ

れ
に
「
次
第
」
が
複
合
し
た
場
合
の
意
味
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
か
観
察

し
て
い
く
。
間
有
名
詞
、
普
通
名
詞
、
複
数
名
詞
、
並
列
名
詞
句
の
服
に
見
て

い
く
が
、
類
義
表
現
で
あ
る
「
A
は

B
に
よ
る
」
と
の
違
い
に
つ
い
て
も
部

分
的
に
考
察
を
加
え
る
。

一一一. 
一
固
有
名
調

前
節
の
仮
説
に
よ
る
と
、
「
A
は

B
次
第
だ
」
の

A
、
B
と
も
に
複
数
の

値
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
固
有
名
詞
は
指
示
対
象
の
レ
ベ
ル
で
考
え
る
限
り

値
が
一
つ
し
か
な
い
表
現
で
あ
る
か
ら
こ
の
パ
タ
ー
ン
の

A
に
も

B
に
も

位
置
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際
は
次
の
よ
う
に
無
理
な
く
位
置
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

(9) 

太
郎
は
花
子
次
第
だ
。

で
は
こ
れ
は
「
複
数
の
値
」
は
無
関
係
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
文
の
実
際

の
解
釈
を
考
え
て
み
る
と
、
次
に
示
す
よ
う
に
「
太
郎
」
「
花
子
」
の
何
ら
か

の
意
味
で
の
属
性
(
一
時
的
な
も
の
で
あ
れ
永
続
的
な
も
の
で
あ
れ
)
が
問
題

に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

u叫

a 

外太
見郎
ーの
は一
花体
子調
の/
一様
体そ
調/

気/ 分
様ノ

モ場
/、

気会
分/
/i惑
考じ
え育

方/
/性
感格
じ/

方
/
性
格
/
外
見
一
次
第
だ
。

つ
ま
り
、
太
郎
や
花
子
と
い
っ
た
個
体
が
値
に
な
る
の
で
は
な
く
、
太
郎
の

属
性
、
花
子
の
属
性
の
値
が
問
題
に
な
り
、
そ
の
値
の
レ
ベ
ル
で
考
え
る
と
、

複
数
の
備
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
聞
に
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
パ
ラ
フ
レ
ー

ズ
が
可
能
で
あ
る
。

)
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花
子
の
気
分
が
良
け
れ
ば
太
郎
の
体
調
が
良
く
な
り
、
花
子
の
気
分
が

悪
け
れ
ば
太
郎
の
体
調
が
悪
く
な
る
。

固
有
名
詞
に
「
次
第
」
が
付
く
と
そ
の
指
示
対
象
が
持
つ
属
性
の
値
が
問
題

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
次
第
」
の
特
質
で
あ
っ
て
、
類
義

表
現
で
あ
る
「
1
に
よ
る
」
は
固
有
名
詞
に
そ
の
ま
ま
付
く
と
不
自
然
な
表
現

に
な
る
。

(J~ 

a
.
?
太
郎
の
体
調
は
花
子
に
よ
る
。

b
.
太
郎
の
体
調
は
そ
の
日
の
花
子
に
よ
る
。

c.
太
郎
の
体
調
は
花
子
の
気
分
に
よ
る
。

「
花
子
の
気
分
」
と
い
う
形
で
属
性
を
表
す
普
通
名
調
の
表
現
に
す
る
か
、

「
そ
の
日
の
花
子
」
と
い
う
形
で
「
花
子
」
の
特
定
の
一
時
点
を
取
り
出
し
て

他
の
時
点
の
花
子
と
対
比
で
き
る
よ
う
な
表
現
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
複
数
の

「
花
子
」
を
想
定
で
き
る
よ
う
し
な
け
れ
ば
「
花
子
に
よ
る
」
と
い
う
表
現
は

不
自
然
で
あ
る
。
「
ー
に
よ
る
」
の
制
限
は
他
の
項
で
も
扱
い
、
単
に
国
有
名

詞
の
単
一
指
示
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。



一一一. 
ー
一

普
通
名
問

第
一
節
で
挙
げ
た

ω
の
例
の
「
実
行
責
任
者
」
は
普
通
名
詞
で
あ
る
。
普

通
名
嗣
は
、
一
般
に
附
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
よ
う
な
二
つ
の
解
釈
を
持
つ
。

(13) 

』
の
計
画
の
成
否
は
実
行
責
任
者
次
第
だ
。

(14) 

a.
指
示
的
解
釈
日
「
実
行
責
任
者
」
た
る
山
田
太
郎
氏
の
属
性
が
P

で
あ
れ
ば
こ
の
計
画
は
成
功
し
、
属
性
が
「

P
で
あ
れ
ば
こ
の

計
画
は
不
成
功
に
終
わ
る
。

b
.
非
指
示
的
解
釈
υ

「
実
行
責
任
者
」
が
適
任
の
人
物
に
な
れ
ば
こ

の
計
画
は
成
功
し
、
そ
う
で
な
い
人
物
に
な
れ
ば
こ
の
計
画
は
不

成
功
に
終
わ
る
。

二
つ
の
解
釈
の
う
ち
、
指
示
的
解
釈
は
固
有
名
詞
の
場
合
と
同
じ
く
、
そ
の

指
示
対
象
の
属
性
を
問
題
に
す
る
解
釈
で
あ
る
。
固
有
名
調
の
場
合
と
異
な
り
、

「
実
行
責
任
者
」
が
複
数
い
て
も
問
機
に
そ
の
責
任
者
グ
ル
ー
プ
の
属
性
を
問

題
に
す
る
解
釈
に
な
る
。

非
指
示
的
解
釈
の
ほ
う
は
、
「
実
行
責
任
者
」
が
誰
に
な
る
か
、
と
い
う
こ

と
が
問
題
に
な
る
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
実
行
責
任
者
」
に
は
指
示
対
象

が
存
在
せ
ず
、
そ
の
指
示
対
象
の
値
に
な
り
う
る
も
の
に
複
数
の
可
能
性
が
あ
っ

て
、
そ
の
可
能
性
の
そ
れ
ぞ
れ
が
複
合
条
件
の
前
件
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

指
示
的
解
釈
、
非
指
示
的
解
釈
は
ど
ち
ら
も
間
接
疑
問
節
と
同
様
の
意
味
解
釈

を
持
つ
潜
伏
疑
問
名
詞
句
(
の

8
8巴
a
c
z
a
t
o
p
回
毎
号
(
一
九
六
人
)
、

。ュ
g
m
g当
(
一
九
七
九
)
、
山
本
(
一
九
八
O
)
等
を
参
照
)
で
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
解
釈
を
間
接
疑
問
節
に
置
き
換
え
る
と
概
略
以
下
の
よ
う
な
形
に
な

る
が
、
指
示
的
解
釈
の
場
合
に
は
属
性
叙
述
部
分
が
、
非
指
示
的
解
釈
の
場
合

に
は
人
物
同
定
部
分
が
、
そ
れ
ぞ
れ
疑
問
表
現
に
対
応
し
て
い
る
。

(1~ 

a.
指
示
的
解
釈
こ
』
の
計
画
が
成
功
す
る
か
ど
う
か
は
実
行
責
任

者
が
一
ど
う
い
う
人
物
か
/
ど
ん
な
調
子
か
/
ど
ん
な
考
え
を

も
っ
て
い
る
か
一
次
第
だ
。

b
.
非
指
示
的
解
釈
い
こ
の
計
画
が
成
功
す
る
か
ど
う
か
は
実
行
責

任
者
が
誰
で
あ
る
か
(
誰
に
な
る
か
)
次
第
だ
。

こ
の
対
応
の
パ
タ
ー
ン
は
、
「
X
は

Y
だ
」
と
い
う
コ
ピ
ユ
ラ
文
の

X
部

分
の
指
示
性
の
違
い
に
応
じ
て
コ
ピ
ユ
ラ
文
の
タ
イ
プ
が
決
ま
る
こ
と
と
平
行

し
て
い
る
。

X
が
指
示
的
名
調
句
で
あ
れ
ば
三
上
(
一
九
五
三
)
、
上
林

(
一
九
八
四
)
、
西
山
(
一
九
八
八
)
の
い
う
措
定
文
に
な
っ
て

Y
の
疑
問
表

現
部
分
が
属
性
叙
述
的
表
現
に
な
り
、

X
が
非
指
示
的
で
あ
れ
ば
指
定
文
に

な
っ
て

Y
の
疑
問
表
現
部
分
が
値
を
指
定
す
る
要
素
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
「
A
は

B
次
第
だ
」
の

B
の
部
分
の
指
示
性
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
解

釈
が
得
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
指
示
性
を
も
と
に
潜
伏
疑
問
名
詞
句
を
間
接
疑
問

節
と
し
て
捉
え
る
時
に
、
ど
の
タ
イ
プ
の
コ
ピ
ユ
ラ
文
に
対
応
さ
せ
る
か
で
異

な
っ
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
簡
単
に
「
A
は

B
だ
」
と
い
う
コ
ピ
ュ
ラ
文
と
「
A
は

B
次
第

だ
」
と
を
対
比
し
て
お
こ
う
。
以
下
の
コ
ピ
ユ
ラ
文
の
解
釈
は
措
定
と
指
定
の

二
つ
の
解
釈
を
持
つ
。
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。。
私
の
意
見
は
党
の
意
見
で
す
。

上
林
(
一
九
八
四
)
に
よ
る
と
、
措
定
文
の
解
釈
で
は
「
私
の
意
見
」
と
い

う
も
の
が
指
示
的
な
内
容
を
持
ち
、
そ
れ
が
「
党
の
意
見
」
で
あ
る
と
い
う
読

み
に
な
る
。
例
え
ば
「
私
」
が
党
の
実
力
者
で
あ
る
よ
う
な
解
釈
で
あ
る
。
も

う
一
つ
の
倒
置
指
定
文
の
解
釈
で
は
「
私
」
と
い
う
の
が
日
和
見
主
義
者
で
自

分
の
意
見
を
持
た
ず
(
非
指
示
的
)
、
党
の
意
見
に
常
に
従
う
、
と
い
う
も
の

に
な
る
。
後
者
の
場
合
、
「
党
の
意
見
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
の
具

体
的
な
値
が
な
い
た
め
、
そ
の
値
に
応
じ
て
「
私
」
の
意
見
も
変
わ
る
、
と
い

う
形
の
値
の
聞
の
相
関
関
係
が
生
じ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
「
依
存
」
は

全
く
同
じ
値
に
な
る
と
い
う
点
で
「
次
第
」
の
場
合
と
異
な
る
。

(1司

私
の
意
見
は
党
の
意
見
次
第
で
す
。

こ
の
よ
う
に
「
次
第
」
が
付
加
さ
れ
た
場
合
も
「
私
の
意
見
」
は
「
党
の
意

見
」
と
連
動
す
る
の
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
閉
じ
も
の
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、

党
の
決
定
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
決
定
の
逆
の
意
見
を
言
う
、
と

い
う
解
釈
も
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
次
第
」
に
よ
る
値
の
関
係
付

け
は
「
同
こ
の
値
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
一
種
の
関
数
に
よ
る
関
係
付
け

住

ω

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

普
通
名
調
に
「
次
第
」
が
複
合
す
る
場
合
の
解
釈
に
は
、
さ
ら
に
坂
原

(
一
九
九
六
)
の
「
重
層
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
構
造
」
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

例
え
ば
次
の
文
の
「
ク
マ
次
第
だ
」
を
非
指
示
的
に
と
っ
た
と
し
て
も
2
つ
の

異
な
っ
た
解
釈
が
生
じ
る
。

(I~ 

家
庭
で
ク
マ
を
飼
育
し
や
す
い
か
ど
う
か
は
、
ク
マ
次
第
だ
。

一
つ
は
こ
れ
ま
で
議
論
し
て
き
た
よ
う
な
個
体
レ
ベ
ル
を
問
題
に
し
、
ど
の

個
体
を
飼
育
す
る
か
が
飼
育
の
し
や
す
さ
を
決
め
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
も

う
一
つ
の
解
釈
は
、
「
ク
マ
」
の
下
位
類
で
あ
る
「
ヒ
グ
マ
」
「
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
」

「
シ
ロ
ク
マ
」
の
ど
の
種
類
で
あ
る
か
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
種
に
よ
っ

て
飼
育
の
し
や
す
さ
が
異
な
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
文
が
「
家
庭
で
飼

育
し
や
す
い
か
ど
う
か
は
、
ヒ
グ
マ
次
第
だ
」
と
い
う
文
に
な
る
と
個
体
レ
ベ

ル
し
か
問
題
に
な
ら
な
い
の
は
、
一
般
的
に
は
「
ヒ
グ
マ
」
が
下
位
種
を
持
た

な
い
表
現
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
を
ま
と
め
る
と
、
普
通
名
調
に
「
次
第
」
が
複
合
し
た
場
合
、

ま
ず
そ
の
名
詞
が
指
示
的
か
非
指
示
的
か
に
よ
っ
て
属
性
を
問
題
に
す
る
解
釈

か
値
を
問
題
に
す
る
解
釈
か
が
決
ま
り
、
非
指
示
的
に
解
釈
さ
れ
る
場
合
も
、

そ
の
名
詞
が
下
位
類
を
持
つ
か
否
か
で
解
釈
の
幅
が
違
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

こ
の
議
論
を
「
A
は

B
に
よ
る
」
に
応
用
さ
せ
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う

な
例
に
な
る
。
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(I~ 

a.
こ
の
計
画
の
成
否
は
実
行
責
任
者
に
よ
る
。

b
.
家
庭
で
ク
マ
を
飼
育
し
や
す
い
か
ど
う
か
は
、
ク
マ
に
よ
る
。

い
ず
れ
も
「
B
に
よ
る
」
の
名
詞
句

B
は
「
誰
が
責
任
者
に
な
る
か
」

「
ど
の
ク
マ
の
個
体
を
選
ぶ
か
/
ど
の
ク
マ
の
種
類
を
選
ぶ
か
」
と
い
う
非
指

示
的
解
釈
が
強
く
、
「
実
行
責
任
者
山
田
太
郎
の
気
分
/
調
子
に
よ
る
」
「
ク
マ



の
タ
ロ

l
の
性
格
に
よ
る
」
と
い
う
指
示
的
解
釈
は
得
に
く
い
。
つ
ま
り
、

「
1
に
よ
る
」
は
固
有
名
詞
と
共
起
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
指
示

的
名
詞
句
と
共
起
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一一一. 
一一一
複
数
名
問
・
並
列
名
飼
句

こ
こ
ま
で
は
、
単
独
の
名
詞
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
複
雑
な
櫛
造
を

も
っ
名
調
句
に
つ
い
て
も
観
察
し
て
み
よ
う
。

「
学
生
た
ち
」
「
太
郎
ら
」
の
よ
う
な
複
数
表
現
は
、
指
示
対
象
が
複
数
で

あ
る
た
め
、
一
見
「
1
次
第
だ
」
に
複
合
す
る
と
「
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
の

誰
に
な
る
か
」
と
い
う
解
釈
が
得
ら
れ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
実
際
の
解

釈
は
異
な
る
。

倒

』
の
計
画
の
成
否
は
一
学
生
た
ち
/
太
郎
ら
一
次
第
だ
。

こ
の
文
を
意
味
を
考
え
る
と
、
「
学
生
た
ち
/
太
郎
ら
が
一
ど
ん
な
様
子

か
/
ど
ん
な
行
動
を
す
る
か
一
で
結
果
が
変
わ
る
」
と
い
う
解
釈
は
得
や
す

い
が
、
複
数
い
る
メ
ン
バ
ー
の
中
か
ら
個
体
を
選
び
出
し
て
条
件
に
す
る
よ
う

な
「
学
生
た
ち
の
う
ち
で
誰
が
該
当
者
に
な
る
か
で
結
果
が
変
わ
る
」
「
太
郎

を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
の
中
で
誰
が
行
動
す
る
か
で
結
果
が
変
わ
る
」
と
い

う
解
釈
は
得
に
く
い
。
こ
れ
は
単
に
指
示
対
象
が
複
数
の
候
補
を
持
っ
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
参
考
に
な
る
の
が
川
添
(
二

0
0
こ
の
指
摘
で
あ
る
。
例
え
ば

側

a
で
は
「
A
の

B
」
と
い
う
表
現
の

A
の
部
分
に
置
い
て
「
B
は

A

だ
」
と
い
う
叙
述
解
釈
と
平
行
す
る
も
の
が
得
ら
れ
る
か
否
か
、
側
b
で
は

「
ま
だ
」
と
い
う
ア
ス
ペ
ク
ト
を
特
定
す
る
副
詞
の
修
飾
を
受
け
ら
れ
る
か
否

か
、
間

c
で
は
「
A
ら
し
い
」
と
い
う

A
の
性
質
を
取
り
出
す
表
現
と
共

起
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
お
い
て
「
た
ち
」
の
有
無
に
よ
っ
て
異
な
っ

た
性
質
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
名
詞
の
叙
述
的
解
釈
を
強
要
す
る
表

現
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
川
添
は
「
た
ち
/
ら
」
が
付
い
た
表
現
は
叙
述
表
現
に

な
れ
ず
、
指
示
的
解
釈
し
か
持
ち
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。

位1)

a.
一
医
者
/
医
者
た
ち
一
の
友
人
が
訪
ね
て
来
た
。

b
.
太
郎
は
一
ま
だ
学
生
/
・
ま
だ
学
生
た
ち
一
だ
。

c.
山
田
は
と
て
も
一
男
ら
し
い
/
・
男
た
ち
ら
し
い
一
。

こ
の
議
論
が
正
し
け
れ
ば
、
闘
の
「
1
次
第
」
が
属
性
解
釈
し
か
持
て
な

い
の
は
、
「
た
ち
/
ら
」
が
付
加
し
た
名
詞
句
は
指
示
的
な
解
釈
し
か
持
た
ず
、

非
指
示
的
解
釈
が
持
て
な
い
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
の
よ
う
な
例
も
並
列
さ
れ
た
個
々
の
要
素
を
選
択
の
候
補
と
す
る
解
釈

は
得
に
く
く
、
属
性
解
釈
に
し
か
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
並

列
表
現
も
基
本
的
に
は
指
示
的
な
名
調
句
と
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
わ
れ
る
。
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側

こ
の
計
画
の
成
否
は
一
太
郎
と
次
郎
/
太
郎
と
か
次
郎
と
か
/
太
郎

や
次
郎
/
太
郎
に
次
郎
一
次
第
だ
。

興
味
深
い
の
は
「
か
」
に
よ
る
選
択
表
現
の
場
合
で
、
側

a
の
場
合
は
選

択
候
補
の
解
釈
が
得
に
く
く
こ
の
例
自
体
の
適
格
性
が
や
や
低
く
な
っ
て
し
ま

う
の
に
対
し
、
側
b

の
よ
う
に
「
A
か

B
か
」
と
い
う
形
に
す
る
と
無
理



な
く
選
択
候
補
の
解
釈
が
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
例
の
実
際
の
解
釈
は

「
責
任
者
が
太
郎
で
あ
る
か
次
郎
で
あ
る
か
」
と
い
う
よ
う
な
命
題
解
釈
に
な

る
が
、
こ
の
よ
う
な
違
い
に
つ
い
て
は
並
列
句
の
栴
造
と
解
釈
の
あ
り
方
も
含

め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

回)

b a 

) ワ

計て
函 Y

2許
否曹
はり
太成
郎否
かは
次太
郎郎
かか
次次
第 郎

だ議
だ

「
ー
に
よ
る
」
の
場
合
を
見
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
相
関
関
係
解
釈
に
し
よ

う
と
す
る
と
適
格
性
が
や
や
落
ち
、
こ
こ
で
も
指
示
的
名
調
は
「
に
よ
る
」
と

共
起
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
「
太
郎
か
次
郎
」
は
指
示
的

名
詞
の
グ
ル
ー
プ
に
、
「
太
郎
か
次
郎
か
」
は
選
択
候
補
の
グ
ル
ー
プ
に
入
る

の
も
同
様
で
あ
る
。

似)

a
.
?
こ
の
計
画
の
成
否
は
一
学
生
た
ち
/
太
郎
ら
/
太
郎
と
次

郎
/
太
郎
と
か
次
郎
と
か
/
太
郎
や
次
郎
/
太
郎
に
次
郎
/
太
郎

か
次
郎
一
に
よ
る
。
(
「
相
関
関
係
」
解
釈
で
)

b
.
こ
の
計
画
の
成
否
は
太
郎
か
次
郎
か
に
よ
る
。

=一・四

「
次
第
」
と
共
起
で
き
な
い
名
詞

こ
こ
ま
で
は
「
1
次
第
」
と
複
合
で
き
る
場
合
の
意
味
解
釈
に
つ
い
て
考
え

て
き
た
が
、
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
「
1
次
第
」
と
複
合
で
き
な
い
名
調
が
存

在
す
る
。
こ
れ
ら
の
性
質
を
考
え
る
と
、
前
節
で
提
出
し
た
仮
説
の
妥
当
性
が

検
証
で
き
る
。

ま
ず
、
あ
る
ス
ケ
ー
ル
上
の
値
を
表
す
名
調
、
と
く
に
数
値
を
表
す
名
詞
は

「
次
第
」
と
複
合
で
き
な
い
。

邸)

a.
こ
の
計
画
の
成
否
は
一
温
度
/
.
お
度
一
次
第
だ
。

b
.
こ
の
計
画
の
成
否
は
一
天
候
/
附
れ
方
/
・
附
れ
一
次
第
だ
。

ま
た
、
出
来
事
や
命
題
を
表
す
名
詞
(
節
)
も
複
合
で
き
な
い
。

側

a.
こ
の
計
画
の
成
否
は
太
郎
が
一
来
た
か
ど
う
か
/
・
来
た
こ
と
/

-
来
た
の
一
次
第
だ
o

b
.
-
こ
の
計
画
の
成
否
は
太
郎
の
到
着
次
第
だ
。

属
性
の
値
を
表
す
名
調
に
せ
よ
、
出
来
事
・
命
題
を
表
す
名
詞
に
せ
よ
、
こ

の
よ
う
な
表
現
で
表
さ
れ
て
い
る
内
容
は
ま
ず
そ
れ
自
体
が
「
値
」
で
あ
り
、

し
か
も
こ
れ
ら
の
値
自
体
が
ど
う
い
う
属
性
を
持
っ
か
考
え
よ
う
の
な
い
内
容

を
持
っ
て
い
る
。
普
通
名
調
の
よ
う
に
複
数
の
値
の
可
能
性
も
な
く
、
固
有
名

詞
の
指
示
対
象
の
よ
う
に
そ
れ
自
体
の
属
性
も
問
題
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

よ
う
な
要
素
は
「
次
第
」
と
複
合
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
制
限
は
、

前
節
で
提
出
し
た
「
B
に
位
置
す
る
名
調
は

2
つ
以
上
の
値
を
持
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
制
約
を
仮
定
す
れ
ば
特
に
条
件
を
加
え
る
こ
と
な
く
自

然
に
説
明
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
制
約
の
妥
当
性
を
示
す
デ
l
タ
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
「
B
次
第
だ
」
は
「
B
が
ど
う
で
あ
る
か
/
何
で
あ
る
か
」
と

い
う
解
釈
は
可
能
で
あ
る
が
、
「
B
で
あ
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
解
釈
方
略
を

と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

-79ー



間

a
.
3
』
の
計
画
の
成
否
は
晴
れ
次
第
だ
。

b
.
こ
の
計
画
の
成
否
は
学
生
次
第
だ
。

例
え
ば
側

a
の
適
格
性
が
低
い
の
は
、
「
晴
れ
次
第
だ
」
と
い
う
表
現
が

「
晴
れ
る
か
ど
う
か
次
第
だ
」
と
い
う
解
釈
に
結
び
つ
か
な
い
か
ら
で
あ
り
、

倒
b
が
「
学
生
が
誰
で
あ
る
か
次
第
だ
」
と
い
う
解
釈
は
で
き
て
も
「
(
人
物

X
が
)
学
生
か
ど
う
か
次
第
だ
」
と
い
う
解
釈
が
で
き
な
い
こ
と
に
対
し
て

も
同
様
の
説
明
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
B
次
第
だ
」
で
設
定
さ
れ
る
複

数
の
値
は
、
あ
く
ま
で
も
「
B
で
あ
る
」
と
い
う
範
囲
に
限
ら
れ
、
「
B
で

な
い
」
場
合
に
つ
い
て
は
問
題
に
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
「
1
に
よ
る
」
と
の
違
い
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。
こ
こ
ま
で
の

議
論
で
、
「
1
次
第
だ
」
は
指
示
的
名
詞
句
と
結
び
つ
い
て
そ
の
指
示
対
象
の

属
性
を
問
題
に
す
る
解
釈
が
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
ー
に
よ
る
」
は
指
示

的
名
調
句
と
結
び
つ
き
に
く
い
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
問
題
は
こ
れ
は

な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
i
に
よ
る
」
の
他
の
用

法
と
の
関
係
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
白

「
ー
に
よ
る
」
は
「
1
次
第
だ
」
と
同
様
の
「
相
関
関
係
」
を
表
す
用
法
も

持
つ
が
、
原
因
/
理
由
(
太
郎
の
家
出
は
兄
の
意
地
悪
に
よ
る
)
・
手
段
(
こ

の
傷
口
は
ナ
イ
フ
に
よ
る
も
の
だ
)
な
ど
の
用
法
も
持
つ
。
「
相
関
関
係
」
以

外
の
用
法
に
共
通
す
る
特
徴
は
、
「
1
に
」
に
前
接
す
る
部
分
が
特
定
の
出
来

事
・
事
物
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
特
定
の
出
来
事
・
事
物
は
指
示
的
名
調

句
で
表
現
さ
れ
る
た
め
、
指
示
的
名
詞
句
と
結
び
つ
い
た
「
ー
に
よ
る
」
は

「
相
関
関
係
」
以
外
の
用
法
の
解
釈
が
選
択
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
「
相
関
関
係
」

の
意
味
が
現
れ
に
く
く
な
る
と
考
え
れ
ば
、
「
次
第
」
と
の
用
法
の
違
い
に
部

分
的
な
説
明
が
与
え
ら
れ
る
と
恩
わ
れ
る
。
例
え
ば
「
A
は

B
に
よ
る
」
の

A
も

B
も
事
態
指
示
表
現
に
す
る
と
「
こ
の
計
画
が
成
功
し
た
の
は
太
郎
が

遅
刻
し
た
こ
と
に
よ
る
」
と
い
う
文
に
な
っ
て
「
原
因
・
理
由
」
の
解
釈
で
は

自
然
な
も
の
と
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
用
法
聞
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
は
語
の
意
味
・
用

法
の
歴
史
的
変
化
も
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
名
詞
句
の
指
示
的
/
非

指
示
的
解
釈
と
原
因
・
理
由
用
法
/
条
件
用
法
と
の
聞
に
相
関
関
係
が
あ
る
と

す
る
と
、
語
の
用
法
の
広
が
り
の
あ
り
方
や
「
文
法
化
」
の
問
題
と
の
関
連
に

つ
い
て
興
味
深
い
デ
l
タ
を
提
供
す
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
詳
細
な
検
討
は
今

後
の
課
題
と
す
る
。

四

む
す
ぴ

nu 

小
論
で
は
ま
ず
「
A
は

B
次
第
だ
」
と
い
う
文
の
持
つ

A
と

B
の
「
相

関
関
係
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
ち
、
「
B
次
第
だ
」
の

B
と
い
う
名
詞
句

の
持
つ
特
質
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
観
察
を
行
な
っ
た
。
そ
の
過
程
で
、
「
名

詞
句

B
は
複
数
の
値
を
持
て
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
仮
説

に
つ
い
て
議
論
を
行
な
っ
た
。

紙
幅
の
関
係
で
名
詞
句
「
A
」
の
性
質
に
つ
い
て
の
考
察
や
、
こ
の
構
文
の

応
用
形
で
あ
る
「
B
次
第
で
i
」
と
い
う
文
パ
タ
ー
ン
の
意
味
論
的
特
質
、

さ
ら
に
「
B
次
第
で
は
1
」
の
パ
タ
ー
ン
で
は
複
合
条
件
解
釈
で
な
く
単
純

条
件
文
解
釈
に
近
づ
く
こ
と
な
ど
、
興
味
深
い
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
触
れ
る
余

裕
が
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
考
察
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。



小
論
は
、
第
ロ
回
日
本
結
文
法
談
話
会

(
1
9
9
9年
ロ
月
ロ
日
)
、
第
日

回
愛
知
県
立
大
学
言
語
研
究
会
例
会

(
2
0
0
1年
3
月
8
日
)
、
平
成
凶
年

度
筑
紫
国
語
学
談
話
会
九
重
合
宿

(
2
0
0
1年
8
月
刊
日
)
で
発
表
し
た
内

容
の
一
部
に
大
幅
に
改
訂
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
会
で
質
問
や
コ
メ
ン

ト
を
い
た
だ
い
た
方
々
に
心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
本
研
究
は
、

平
成
M
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
倒

ω
(課
題
番
号
広

ω
5
-宏
)

「
理
論
的
な
日
本
語
表
現
を
支
え
る
複
合
辞
形
式
に
関
す
る
総
合
研
究
」
(
研
究

代
表
者
二
勝
田
保
幸
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注

+
主

E
A
--‘，. 
西
山
(
一
九
九
O
)
で
は
、
「
こ
の
商
談
が
ま
と
ま
る
か
否
か
は
、
そ
の
時
の
課

長
次
第
だ
」
と
い
う
文
は
、
「
課
長
」
と
「
そ
の
時
の
」
と
の
関
係
そ
の
他
の
条

件
に
よ
っ
て
、

5
通
り
に
暖
味
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
小
論
で
問
題
に
す
る
部

分
は
そ
の
う
ち
の
指
示
的
/
非
指
示
的
解
釈
の
違
い
の
部
分
で
あ
り
、
飽
和
/

非
飽
和
の
区
別
は
取
り
立
て
て
問
題
に
し
な
い
。

ア
ク
セ
ン
ト
パ
タ
ー
ン
か
ら
考
え
る
と
、
形
態
論
的
に
は
「
次
第
」
は
直
前
の

名
詞
と
複
合
す
る
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
次
第
」
と
間
接
疑
問
節
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
江
口
(
一
九
九
六
)
で
の
議

論
を
も
と
に
し
て
い
る
。

こ
の
文
は
「
当
日
の
天
候
が
違
え
ば
こ
の
計
画
の
成
否
も
変
わ
る
」
と
い
う
別

の
形
の
条
件
文
を
使
っ
て
も
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
で
き
る
。

「
↓
」
は
「
な
ら
ば
」
、
「
&
」
は
「
か
つ
(
迎
百
)
」
、
「
「
」
は
「
1
で
な
い

(
否
定
こ
と
い
う
論
理
関
係
を
表
す

注
2 

i主
3 

注
4 

注
5 

i主
6 

「
値
」
も
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
考
え
て
み
る
と
、
「
タ
レ
ン
ト
が
3
人
く
れ
ば

報
道
陣
は

5
人
か
ら
叩
入
、
タ
レ
ン
ト
が
叩
人
く
れ
ば
報
迫
陣
は
加
入
か
ら
却

人
:
・
」
と
い
う
よ
う
に
、
特
定
の
値
で
は
な
く
範
囲
の
あ
る
傭
や
「
報
道
陣
が

5
人
か
6
人
来
る
」
と
い
う
よ
う
な
選
一
百
的
な
値
に
な
る
場
合
も
あ
る
た
め
、

実
際
の
解
釈
に
は
単
純
な
「
値
」
に
よ
る
モ
デ
ル
化
よ
り
も
複
雑
な
計
算
が
必

要
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
単
純
化
し
て
考
察
を
進
め
る
。

こ
こ
で
い
う
「
非
指
示
的
解
釈
」
は
、
西
山
(
一
九
九
O
)
で
は
「
変
項
を
含

む
名
詞
句
」
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
変
項
を
含
む
」
と
い
う
意
味
で
は

「
太
郎
次
第
」
と
い
う
名
調
句
も
属
性
部
分
に
変
項
が
設
定
さ
れ
る
解
釈
に
な
る

た
め
、
採
用
し
な
い
。

な
お
、
非
指
示
的
解
釈
の
場
合
も
、
ど
の
値
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
は
結
果
的

に
ど
う
い
う
属
性
が
そ
の
条
件
を
満
た
す
か
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
た
め
、

故
当
す
る
個
体
の
属
性
を
問
題
に
す
る
解
釈
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。

上
林
(
一
九
八
四
)
に
よ
れ
ば
、
「
A
は

B
だ
」
と
い
う
文
の
措
定
の
解
釈
は

「『

A
』
と
い
う
表
現
で
指
示
さ
れ
る
指
示
対
象
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は

.
B
-
と
い
う
性
質
を
も
っ
」
と
い
う
も
の
、
(
倒
置
)
指
定
の
解
釈
は
「
「

A
』
と
い
う
表
現
で
支
持
さ
れ
る
指
示
対
象
、
あ
る
い
は
，

A
-
と
い
う
性

質
を
持
つ
も
の
を
き
が
せ
ば
、
そ
れ
は
「

B
」
と
い
う
表
現
の
指
示
対
象
で
あ

る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

小
論
で
は
「
A
は

B
次
第
だ
」
と
い
う
文
自
体
が
措
定
文
で
あ
る
か
指
定
文

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
関
わ
な
い
。
ど
ち
ら
の
解
釈
も
一
応
は
可
能
で
あ
る

と
考
え
る
。

こ
の
構
造
に
つ
い
て
は
前
原
(
二
O
O
こ
の
分
析
も
怠
照
。

「
『
晴
れ
』
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
レ
ベ
ル
の
『
晴
れ
』
で
あ
る
か
次
第
だ
」

と
い
う
解
釈
を
強
引
に
す
れ
ば
適
格
性
が
上
が
る
が
、
こ
れ
は
「
晴
れ
」
を
一

定
の
値
を
持
つ
も
の
と
せ
ず
、
さ
ら
に
細
か
く
他
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
意
味
的
な
操
作
が
加
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

-81ー
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「
晴
れ
る
」
の
連
用
形
に
「
次
第
」
が
複
合
し
た
形
と
解
釈
で
き
そ
う
に
も
恩
わ

れ
る
が
、
「
こ
の
計
画
の
成
否
は
」
の
部
分
と
意
味
的
に
合
わ
ず
、
や
は
り
不
適

格
な
表
現
と
な
っ
て
し
ま
う
。

文

献

回
m
w
m
H
J
の
・
「
・
2
@
め
∞
)
・
同
ロ
門
田
町
惜
の
H
D
z
g
t
o
ロ
国
吉
回
ロ
問
一
目
的
}y

同u
y
・ロ・↓}H82・

C
E
g
g
-許可
O
『

E-Boz-

江
口
正
(
一
九
九
六
)
.
「
間
接
疑
問
節
の
担
う
意
味
役
割
|
特
に
「
決
め
手
」
解
釈
に

つ
い
て
|
」
.
『
愛
知
県
立
大
学
外
国
語
学
部
紀
要
(
言
語
・
文
学
絹
)
』
倒
，
M
I
m
-

ロ
ユ
ヨ
m
F
M
W
a
戸
臼
・
(
同
@
吋
山
田
)
・
口
o
E
1
0
ヨ

g
仲
∞
o
u
n
t
o
ロ
自
丘
H
F
o
r
a
-
n
o
ロ
-

F-ロ
mg日

ω
江口問ロ向山口町『
U
『

HO(N)・
M
吋@IωN品目・

上
林
洋
二
{
一
九
八
四
)
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