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命
令
形
式
か
ら
条
件
形
式
へ

北
﨑　

勇
帆

一　

は
じ
め
に

以
下
の
（
1
）
の
如
く
、
命
令
形
式1

が
条
件
形
式
相
当
の
働
き
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。

 ）

1（

ａ
．
も
う
い
っ
ぺ
ん
言
っ
て
み
ろ
（

≒

た
ら
）、
次
は
本
当
に
怒
る
ぞ
。

ｂ
．
奴
に
こ
の
計
画
が
ば
れ
て
み
ろ
（

≒

た
ら
）、
全
て
は
水
の
泡
だ
。

ｃ
．
誰
で
あ
れ
（

≒

あ
っ
て
も
）、
来
客
が
あ
っ
た
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。

ｄ
．
来
る
に
せ
よ
（

≒

し
て
も
）
来
な
い
に
せ
よ
（

≒

し
て
も
）、
連
絡
を
下
さ
い
。

後
に
挙
げ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
類
似
事
例
が
見
ら
れ
、「
命
令
形
式
か
ら
条
件
形
式
」
と
い

う
派
生
と
し
て
、一
定
の
類
型
化
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
条
件
形
式
的
に
用
い
ら
れ
る
命
令
形
式
」

と
い
う
類
型
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
点
の
問
題
が
存
す
る
。

一
点
目
と
し
て
、
ま
ず
、
そ
も
そ
も
命
令
形
式
が
条
件
形
式
的
に
働
き
、
固
定
的
な
表
現
を
派
生
す
る

こ
と
が
問
題
を
含
む
。
次
例
に
示
す
よ
う
に
、
接
続
助
詞
的
に
働
く
複
合
形
式
の
派
生
は
、
通
常
、
素
材

そ
の
も
の
が
統
語
的
に
後
続
部
を
要
求
す
る
形
式
を
含
む
。
例
え
ば
（
2a
）
は
動
詞
連
用
形
が
、（
3a
）

は
格
助
詞
「
で
」
が
、
後
続
す
る
述
部
を
要
求
し
、
複
合
形
式
化
し
た
（
2b
）（
3b
）
も
文
中
で
接
続
形

式
と
し
て
機
能
す
る
。

 ）

2（

ａ
．
指
示
に
従
い
作
業
を
進
め
る
。

ｂ
．
レ
ベ
ル
が
上
が
る
に
従
い
難
し
く
な
る
。

 ）

3（

ａ
．
山
の
上
の
木
の
陰
で
休
む
。

ｂ
．
あ
な
た
の
お
か
げ
で
と
て
も
幸
せ
で
す
。

こ
の
点
に
お
い
て
、
通
常
、
文
末
で
希
求
・
行
為
要
求
を
表
す
命
令
形
式
の
統
語
位
置
が
複
合
形
式
化

に
際
し
て
変
化
し
、
文
末
以
外
で
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
現
象
は
特
異
で
あ
る
。
本
稿
で
は
ま
ず
、
こ
の

点
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

二
点
目
に
、
複
合
形
式
と
そ
の
素
材
と
の
間
の
用
法
の
連
続
性
を
考
え
る
と
き
、
命
令
形
式
が
順
接
条

件
、
逆
接
条
件
の
両
方
の
働
き
を
持
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
も
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、
動
詞
連
用
形
を
含

む
も
の
で
あ
れ
ば
順
接
、「
て
も
」
を
含
む
も
の
で
あ
れ
ば
逆
接
と
い
う
よ
う
に
、
接
続
関
係
を
示
す
複

合
形
式
は
、
構
成
さ
れ
る
素
材
の
接
続
関
係
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
こ
と
が
予
想
さ
れ
る2

が
、
命
令
形

式
に
よ
る
も
の
に
関
し
て
は
、（
1a
）（
1b
）
の
順
接
条
件
、（
1c
）（
1d
）
の
逆
接
条
件
の
い
ず
れ
に
も
派

生
し
う
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、「
命
令
形
式
か
ら
条
件
形
式
へ
の
派
生
」
に
関
し
て
、
次
の
問
題
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

 ）

4（

ａ
．「
命
令
形
式
の
条
件
形
式
へ
の
派
生
」
は
な
ぜ
起
こ
り
、
な
ぜ
類
型
性
が
あ
る
の
か
。
用
法

派
生
の
際
に
、
文
末
形
式
で
あ
る
命
令
形
式
が
文
末
以
外
へ
と
移
動
す
る
の
は
な
ぜ
か
。

ｂ
．
条
件
表
現
形
式
化
す
る
際
に
、
順
接
・
逆
接
の
い
ず
れ
に
も
派
生
す
る
の
は
な
ぜ
か
。

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
本
稿
は
、（
4a
）
の
派
生
要
因
の
一
部
に
、
連
続
す
る
二
文
の
一
文
と
し
て

の
再
解
釈
を
想
定
す
る
。
こ
の
変
化
を
文
末
か
ら
文
末
以
外
へ
の
統
語
的
な
移
動
と
考
え
た
と
き
、「
カ
」

「
ソ
」
に
よ
る
連
体
形
係
り
結
び
の
成
立
や
間
接
疑
問
文
の
発
達
、「
〜
（
ヨ
）
ウ
ト
」
の
一
群
の
成
立
も

同
様
の
変
化
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
命
令
形
式
の
条
件
表
現
形
式
化
と
隣
接
す
る
現
象
と
し
て
、
こ
ち
ら

も
併
せ
て
見
て
い
く
。

 ）

5（

ａ
．
虎
か
。

ｂ
．
虎
か
吼
ゆ
る
。
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 ）

6（

ａ
．
一
体
、
こ
の
お
店
で
い
く
ら
飲
み
食
い
し
た
や
ら
。

ｂ
．
一
体
、
こ
の
お
店
で
い
く
ら
飲
み
食
い
し
た
や
ら
分
か
ら
な
い
。

 ）
7（

ａ
．
お
酒
を
飲
も
う
。

ｂ
．
お
酒
を
飲
も
う
と
飲
む
ま
い
と
、
会
費
は
変
わ
ら
な
い
。

本
稿
の
構
成
を
示
す
。
複
合
的
な
接
続
形
式
が
通
常
ど
の
よ
う
な
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
か
を
述
べ
た

上
で
、
複
合
的
な
接
続
形
式
の
構
成
要
素
の
中
で
の
命
令
形
式
の
特
異
性
を
指
摘
す
る
。
第
三
節
で
は
条

件
形
式
的
に
用
い
ら
れ
る
命
令
形
式
の
個
別
の
史
的
展
開
を
見
な
が
ら
、
派
生
に
よ
っ
て
通
常
の
行
為
要

求
表
現
か
ら
ど
の
よ
う
に
逸
脱
し
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
性
質
が
保
持
さ
れ
る
か
を
検
討
す
る
。
第
四
節

で
は
逆
方
向
の
変
化
の
事
例
と
し
て
、
勧
め
の
表
現
に
用
い
ら
れ
る
条
件
形
式
の
事
例
を
扱
う
こ
と
に
よ

り
、
第
三
節
と
併
せ
て
、
命
令
文
と
条
件
文
が
「
事
態
の
未
実
現
性
」
の
性
質
に
お
い
て
隣
接
す
る
こ
と

を
示
す
。
以
上
の
検
討
を
通
し
て
第
五
節
で
冒
頭
の
問
い
に
答
え
、
第
六
節
で
は
類
似
事
例
に
触
れ
、
日

本
語
文
法
史
に
お
け
る
二
文
連
置
の
果
た
し
て
き
た
役
割
と
、
文
法
変
化
の
理
論
に
お
け
る
こ
う
し
た
変

化
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
も
述
べ
る
。

二　

接
続
形
式
の
構
成
要
素

ま
ず
冒
頭
の
（
4a
）
の
問
題
に
関
し
て
、
接
続
関
係
を
表
示
す
る
複
合
形
式
を
、
そ
の
形
式
が
末
尾
に

ど
の
よ
う
な
構
成
要
素
を
持
つ
か
と
い
う
観
点
に
基
づ
き
分
類
す
る3

。

 ）

8（

ａ
．
接
続
助
詞
：
と
思
う
と
、
と
見
る
と
、
と
い
は
ば
、
と
い
へ
ば
、
と
見
れ
ば
、
に
つ
け
て
も
、

に
し
て
も
、
と
し
た
ら
、
と
き
た
ら
、
に
あ
た
り
て
、
に
お
き
て
、
に
そ
へ
て
、
に
従
っ
て
、

に
つ
れ
て
、
に
つ
け
て
、
と
い
ひ
な
が
ら
、
に
つ
け
つ
つ
、
も
の
を
、
…

ｂ
．
連
用
形
：
と
い
ひ
、
に
し
た
が
い
、
に
つ
れ
、
に
つ
け
、
と
思
う
間
も
な
く
、
は
し
ら
ず
、

も
い
は
ず
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
を
問
わ
ず
、
…

ｃ
．
助
詞
ハ
：
て
は
、
こ
と
に
は
、
か
ら
は
、
か
ら
に
は
、
う
え
は
、
…

ｄ
．
格
助
詞
：
と
こ
ろ
で
、
お
か
げ
で
、
せ
い
で
、
と
同
時
に
、
あ
げ
く
に
、
わ
り
に
、
そ
ば
か
ら
、
…

ｅ
．
形
式
名
詞4

：
と
き
、
あ
い
だ
、
こ
ろ
、
た
び
、
場
合
、
た
め
、
ゆ
え
、
く
せ
、
わ
り
、
…

接
続
関
係
を
示
す
複
合
形
式
は
当
然
な
が
ら
、
そ
の
構
成
要
素
そ
の
も
の
に
、
接
続
助
詞
や
接
続
関
係

を
構
成
し
う
る
形
式
を
持
つ
も
の
に
偏
る
。
す
な
わ
ち
、
複
合
形
式
化
す
る
以
前
か
ら
既
に
接
続
関
係
を

表
示
し
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
無
理
の
な
い
範
囲
で
複
合
形
式
化
し
て
い
る5

。

こ
の
点
に
お
い
て
、
文
末
形
式
で
あ
る
命
令
形
式
が
接
続
関
係
を
表
示
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が

例
外
的
な
現
象
で
は
な
く
一
定
の
類
型
性
を
持
つ
こ
と
は
特
異
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
形
式
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
発
達
し
て
き
た
か
を
、
典
型
的
な
行
為
要
求
表
現
の
成
立
条
件
か
ら

ど
の
よ
う
に
逸
脱
す
る
か
、ま
た
ど
の
よ
う
な
性
質
が
保
持
さ
れ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
通
覧
し
て
い
く
。

三　

命
令
文
か
ら
条
件
文
へ

典
型
的
な
命
令
文
は
、
以
下
の
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
話
し
手
の
認
識
に
あ
る
と
き
に
実

現
さ
れ
る
（
仁
田
一
九
九
一
、
北
﨑
二
〇
一
六
ａ
）。

 ）

9（

ａ
．﹇
話
し
手
の
望
ま
し
さ
﹈
話
し
手
が
事
態
の
成
立
を
望
ま
し
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と

ｂ
．﹇
主
格
の
人
称
﹈
遂
行
能
力
を
持
つ
二
人
称
主
格
の
聞
き
手
が
存
在
す
る
こ
と

ｃ
．﹇
事
態
の
実
現
性
﹈
事
態
が
未
実
現
で
あ
る
こ
と

ｄ
．﹇
事
態
の
意
志
性
﹈
事
態
が
意
志
的
に
実
現
で
き
る
こ
と

命
令
形
に
よ
る
典
型
的
な
命
令
文
を
例
と
し
て
挙
げ
れ
ば
、「
窓
を
開
け
ろ
」
と
い
う
発
話
は
、（
9
ａ
）

話
し
手
が
、
部
屋
が
暑
い
な
ど
の
理
由
で
「
窓
が
開
く
こ
と
」「（
聞
き
手
が
）
窓
を
開
け
る
こ
と
」
と
い
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う
事
態
の
成
立
を
望
ま
し
い
も
の
と
捉
え
て
お
り
、（
9
ｂ
）「
窓
を
開
け
る
」
こ
と
が
で
き
る
聞
き
手
が

発
話
場
に
存
在
す
る
こ
と
、（
9
ｃ
）「
窓
を
開
け
る
」
事
態
が
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
、（
9
ｄ
）「
窓

を
開
け
る
」
と
い
う
行
為
が
意
志
的
に
実
現
で
き
る
こ
と
を
、
話
し
手
が
認
識
し
て
い
る
と
い
う
語
用
論

的
な
条
件
の
元
で
、
適
切
な
命
令
文
の
発
話
と
し
て
成
立
す
る
。

条
件
形
式
的
に
用
い
ら
れ
る
命
令
形
式
は
通
常
の
用
法
で
な
い
以
上
、
こ
れ
ら
の
う
ち
何
ら
か
の
条
件

を
欠
く
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
派
生
前
・
派
生
後
の
両
方
に
共
有
さ
れ
る
性
質
が
、
典
型
的
な
命
令

形
式
と
条
件
形
式
的
に
用
い
ら
れ
る
命
令
形
式
の
接
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
観
点
に
基
づ
き
な

が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
の
史
的
展
開
を
概
観
し
て
い
く
。

一　

三三

三三

順
接
条
件
に
な
る
も
の

一　

三三

三一

三三

三三

仮
定
的
な
「
テ
ミ
ロ
」
を
中
心
と
す
る
も
の

冒
頭
（
１
）
に
挙
げ
た
「
テ
ミ
ロ
」
に
代
表
さ
れ
る
、順
接
仮
定
条
件
的
に
用
い
ら
れ
る
一
群
が
あ
る
。

当
該
表
現
は
現
代
語
に
お
い
て
は
「
テ
ミ
ロ
」
類
に
限
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
源
流
は
テ
ミ
ル
を
伴
わ
な
い

「
命
令
形
＋
脅
し
」
と
い
う
構
造
で
あ
っ
た
。「
命
令
さ
れ
た
事
態
が
仮
に
実
現
さ
れ
た
場
合
に
、
話
し
手

が
、
聞
き
手
に
と
っ
て
望
ま
し
く
な
い
こ
と
を
行
う
」
こ
と
を
後
続
部
で
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
態
の

実
現
を
事
前
に
阻
止
す
る
意
図
を
持
つ
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
の
順
接
仮
定
条
件
的
な
用
法
は
、
命
令
形

式
の
文
と
そ
の
結
果
を
予
告
す
る
後
続
文
の
二
文
の
連
続
が
、
一
文
と
し
て
再
解
釈
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
北
﨑
二
〇
一
八
ｃ
）。

 ）

10（

ａ
． 

入
道
﹇
誘
い
を
断
ら
れ
て
﹈
腹
ヲ
立
テ
、「
参
ル
マ
ジ
キ
カ
。
今
度
申
切
レ
、
相
計
フ
旨
有
」

ト
、
ニ
ガ
〳
〵
シ
ク
宣
タ
リ
。 

（
延
慶
本
平
家
物
語
一
本
）

ｂ
．﹇
饅
頭
の
代
金
を
払
え
と
言
わ
れ
て
﹈
大
名
「
此
御
せ
い
た
う
た
ゞ
し
ひ
お
り
か
ら
、
そ
の
つ

れ
な
事
を
い
ふ
て
め
い
わ
く
す
る
な
、
よ
つ
て
み
よ
う
ち
は
な
す
ほ
ど
に　
《「
刀
に
て
を
か
く
る
》  

 

（
虎
明
本
狂
言
集
・
ま
ん
ぢ
う
﹇
一
六
四
二
写
﹈6

）

 ）

11（

ａ
．﹇
命
令
文　

今
度
申
切
レ
﹈。﹇
脅
し
文　

相
計
フ
旨
有
﹈。

　

↓　
﹇
条
件
文
﹇
従
属
節　

今
度
申
切
レ
﹈、﹇
主
節　

相
計
フ
旨
有
﹈﹈。

ｂ
．﹇
命
令
文　

よ
つ
て
み
よ
﹈。﹇
脅
し
文　

う
ち
は
な
す
ほ
ど
に
﹈。

　

↓　
﹇
条
件
文
﹇
従
属
節　

よ
つ
て
み
よ
﹈、﹇
主
節　

う
ち
は
な
す
ほ
ど
に
﹈﹈。

こ
れ
ら
の
文
に
お
い
て
、
話
し
手
は
（
10
ａ
）
に
お
い
て
「
再
度
誘
い
を
断
る
こ
と
」
を
、（
10
ｂ
）

に
お
い
て
「
そ
れ
以
上
寄
る
こ
と
」
を
望
ま
し
く
な
い
も
の
と
捉
え
て
お
り
、
命
令
文
の
成
立
条
件
の
う

ち
（
9
ａ
）「
望
ま
し
さ
」
の
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
。

近
世
中
期
以
降
に
な
る
と
、
結
果
予
告
が
直
接
的
な
脅
し
と
な
ら
な
い
も
の
（
12
ａ
）
を
経
由
す
る
こ

と
で
事
前
阻
止
か
ら
認
識
要
求
の
表
現
へ
と
変
化
し
、
人
称
・
意
志
性
の
制
限
が
緩
和
さ
れ
る
。
一
人
称

主
格
（
12
ｂ
）、三
人
称
主
格
（
12
ｃ
）
の
よ
う
に
（
9
ｂ
）
の
「
主
格
の
人
称
」
の
条
件
に
反
す
る
も
の
、

受
身
の
命
令
形
（
12
ｄ
）
の
よ
う
に
（
9
ｄ
）
の
「
事
態
の
意
志
性
」
の
条
件
に
反
す
る
も
の
が
見
ら
れ

る
ほ
か
、（
10
）
と
は
異
な
り
、
後
件
に
望
ま
し
い
事
態
を
取
る
例
（
12
ｅ
）
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

 ）

12（

ａ
．
其
中
﹇
＝
西
方
浄
土
﹈
に
住
で
み
や
れ
、
半
年
も
た
ゝ
ぬ
に
あ
き
は
て
ゝ
、
や
つ
ぱ
り
裟
婆

が
恋
し
く
成
で
あ
ら
ふ 

（
当
世
穴
さ
が
し
巻
二
﹇
一
七
六
九
刊
﹈）

ｂ
．
小
女「
博
奕
の
出
合
は
相
対
づ
く
。
放
っ
た
所
が
一
生
懸
命
。
お
れ
が
方
が
負
け
て
見
や
ん
せ
。

ね
ご
ん
ぞ
う
取
ら
れ
に
ゃ
な
ら
ぬ
。 

（
韓
人
漢
文
手
管
始
﹇
一
七
八
九
演
﹈）

ｃ
．
あ
れ﹇
＝
馬
﹈ハ
爪
が
割
て
居
ぬ
か
ら
、ま
だ
人
が
乗
ら
れ
る
。
あ
れ
が
爪
が
わ
れ
て
見
や
れ
。
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不
断
飛
ぶ
や
う
で
、
中
〳
〵
人
が
乗
ら
れ
る
物
で
ハ
な
い 

（
鹿
の
子
餅
﹇
一
七
七
二
刊
﹈）

ｄ
．
外
の
客
衆
に
あ
ん
な
﹇
＝
足
蹴
に
す
る
﹈
事
で
も
さ
れ
て
見
な
ん
し　

ど
う
し
て
だ
ま
つ
て

居
る
も
ん
で
お
ぜ
ん
す 

（
南
客
先
生
文
集
﹇
一
七
七
九
刊
﹈）

ｅ
．
最も
う

半は
ん

年と
し

も
立た
つ

て
御ご

覧ら
う

じ
ま
し
。
大
き
に
﹇
赤
ん
坊
の
﹈
お
せ
話
が
薄
ら
ぎ
ま
す
よ 

 
 

（
浮
世
風
呂
三
編
下
﹇
一
八
一
二
刊
﹈）

二　

三三

三三

「
な
ぜ
と
言
え
」
類

近
世
前
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
、「
な
ぜ
か
と
言
う
と
」「
な
ぜ
か
と
言
え
ば
」
と
同
等
の
意
味
合
い

を
持
つ
、「
な
ぜ
と
言
え
」
の
一
群
が
用
い
ら
れ
る
（
湯
澤
一
九
三
六
）。

 ）

13（

ａ
．
い
や
〳
〵
其
方
立　

侍
と
は
い
は
れ
ま
い
．
な
ぜ
と
お
い
や
れ
．
さ
い
ぜ
ん
其
方
が
い
ふ
に

は
．
…
﹇
中
略
、
先
に
結
ん
だ
約
束
を
述
べ
る
﹈
…
と
い
ふ
た
で
な
い
か
．﹇
約
束
を
違
え

た
こ
と
を
咎
め
る
﹈ 

（
金
岡
筆
﹇
一
六
九
〇
演
﹈）

ｂ
．
を
の
れ
は
大
不
忠
の
や
つ
じ
や
、
な
ぜ
と
い
へ
、
子
を
見
る
事
父
に
如
か
ず
と
い
ふ
に
…

 
 

（
娘
孝
行
記
﹇
一
六
九
一
演
﹈
湯
澤
一
九
三
六
：
一
二
一
）

こ
れ
は
文
字
通
り
に
解
す
れ
ば
、「〈
な
ぜ
〉
と
言
う
」
こ
と
を
聞
き
手
に
求
め
、
聞
き
手
の
「
な
ぜ
」

を
待
た
ず
に
、話
し
手
が「
な
ぜ
」へ
の
回
答
を
述
べ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、命
令
文
と「
な

ぜ
」
に
対
す
る
理
由
を
説
明
す
る
二
文
が
一
文
と
し
て
再
分
析
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
接
続
詞
的
用
法
を

獲
得
し
た
も
の
で
、「
テ
ミ
ロ
」
の
事
例
に
類
す
る
。

 ）

14（

ａ
．
話
し
手
﹇
な
ぜ
と
言
え
﹈。
聞
き
手
﹇
な
ぜ
﹈。　
話
し
手
﹇
理
由
の
説
明　

…　

﹈。

ｂ
．﹇
命
令
文　

な
ぜ
と
言
え
﹈。﹇
理
由
の
説
明　

…　

﹈。

　

↓　
﹇
条
件
文
﹇
従
属
節　

な
ぜ
と
言
え
﹈、﹇
主
節　

…　

﹈﹈。

三　

三三

三三

逆
接
条
件
に
な
る
も
の

一　

三三

三三

三三

三三

「
で
あ
れ
」
類

冒
頭
（
１
ｃ
・
ｄ
）
に
挙
げ
た
「
で
あ
れ
」「
に
せ
よ
」
の
類
は
こ
こ
ま
で
に
挙
げ
た
も
の
と
は
異
な
り
、

逆
接
仮
定
条
件
を
構
成
す
る
。
そ
の
中
で
成
立
の
早
い
「
で
あ
れ
」
類
は
次
の
よ
う
に
主
に
名
詞
に
接
続

し
、
中
古
に
「
に
も
あ
れ
」、
中
世
前
期
に
「
に
て
も
あ
れ
」、
中
世
後
期
に
「
で
も
あ
れ
」
と
推
移
し
て

い
く
（
北
﨑
二
〇
一
六
ｂ
）。

 ）

15（

ａ
．
中
納
言
の
﹇
車
﹈
に
も
あ
れ
、
大
納
言
に
て
も
あ
れ
、
か
ば
か
り
多
か
る
所
に
、
い
か
で
こ

の
打
杭
あ
り
と
見
な
が
ら
は
立
て
つ
る
ぞ
。
少
し
引
き
や
ら
せ
よ
。 

（
落
窪
物
語
巻
二
）

ｂ
．
左
伝
モ
帝
王
年
代
ヲ
コ
ソ
編
シ
タ
レ
、
何
書
テ
マ
レ
、
史
記
ヨ
リ
サ
キ
ニ
此
体
制
ニ
シ
タ
ハ

ナ
イ
ソ
。 

（
史
記
抄
・
補
史
記
序
﹇
一
四
七
七
﹈）

主
格
の
人
称
の
制
限
は
な
く7

、ま
た
例
え
ば（
15a
）に
関
し
て
、「
中
納
言
の
車
で
あ
る
こ
と
」に
対
し
て
、

話
し
手
が
望
ま
し
さ
の
ス
ケ
ー
ル
を
持
つ
も
の
と
も
考
え
ら
れ
な
い8

。
こ
の
逆
接
仮
定
条
件
を
示
す
「
あ

れ
」
は
「
〜
ば
〜
命
令
形
」
と
い
う
、
話
し
手
が
事
態
成
立
に
直
接
関
与
し
な
い
放
任
の
構
文
を
基
盤
と

し
て
発
達
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

 ）

16（

ａ
．
大
船
を
漕
ぎ
の
ま
に
ま
に
岩
に
触
れ
覆
ら
ば
覆
れ
〈
覆
者
覆
〉
妹
に
よ
り
て
は 

 
 

（
万
葉
集
巻
四
・
五
五
七
）

ｂ
．
朝
霜
の
消
な
ば
消け

〈
消
者
消
〉
と
言
ふ
に
う
つ
せ
み
と
争
ふ
は
し
に 

（
万
葉
集
巻
二
・
一
九
九
）

ｃ
．
刈
薦
の
乱
れ
ば
乱
れ
〈
美
陀
礼
婆
美
陀
礼
〉
さ
寢
し
さ
寢
て
ば 

（
古
事
記
歌
謡
八
〇
）
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 ）

17（

ａ
．﹇
命
令
文
（
放
任
）　

…
ば
、　

…
命
令
形
﹈。（﹇
話
し
手
の
態
度
﹈。）

ｂ
．﹇
命
令
文
（
放
任
）　

…
あ
れ
﹈。﹇
後
続
文　

…　

﹈。
↓
﹇
条
件
文
﹇
従
属
節　

…
も
あ
れ
﹈、﹇
主
節　

…　

﹈﹈。

二　

三三
三三

三三
三三

「
に
せ
よ
」
類

「
に
せ
よ
」
類
は
近
世
に
「
に
も
せ
よ
」
と
し
て
定
着
す
る
が
、
そ
れ
以
前
に
、
動
詞
に
接
続
し
て
「
動

詞
＋
も
せ
よ
」
と
な
る
例
が
散
見
す
る
。
動
作
に
関
す
る
逆
接
を
表
す
た
め
に
は
補
助
動
詞
「
あ
り
」
で

は
不
適
当
で
あ
っ
た
た
め
に
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
名
詞
に
後
接
す
る
場
合
に
も
拡
張
し
て

「
に
も
せ
よ
」（
東
国
・
江
戸
で
は
「
し
ろ
」）
と
し
て
定
着
し
、
現
代
の
「
に
せ
よ
・
し
ろ
」
に
至
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

 ）

18（

ａ
．
勝
モ
セ
ヨ
負
モ
セ
ヨ
取
昇
進
シ
テ
コ
ソ
至
候
ヘ
ト
云

云 

（
古
事
談
下
）

ｂ
．
あ
は
れ
ど
く
に
も
せ
よ
、
し
ぬ
る
と
も
、
師
の
出
ら
れ
な
ば
、
く
ふ
べ
し
と
お
も
ふ
て
、
ま

ち
け
る
所
に
、
折
ふ
し
師
匠
用
あ
り
て
出
ら
る
ゝ
。 

（
一
休
諸
国
物
語
巻
三
﹇
一
六
七
二
刊
﹈）

三　

三三

三三

三三

三三

そ
の
他
の
表
現

「
で
あ
れ
」類
に
隣
接
す
る
も
の
と
し
て
、「
と
も
あ
れ（
か
く
も
あ
れ
）」が
あ
る
。上
代
の「
か
も
か
く
も
」

類
が
中
古
に
「
と
も
か
く
も
」
と
な
り
「
あ
れ
」
が
挿
入
さ
れ
た
も
の
か
。

 ）

19（

ａ
．
武
蔵
野
の
草
は
も
ろ
む
き
か
も
か
く
も
〈
可
毛
可
久
母
〉
君
が
ま
に
ま
に
我
は
寄
り
に
し
を  

 

（
万
葉
集
巻
一
四
・
三
八
八
六
）

ｂ
．
さ
ら
ば
、
と
も
か
く
も
き
ん
ぢ
が
心
。
出
で
た
ま
ひ
ぬ
べ
く
は
車
寄
せ
さ
せ
よ 

（
蜻
蛉
日
記
）

ｃ
．
と
ま
れ
か
く
ま
れ
、
ま
づ
請
じ
入
れ
た
て
ま
つ
ら
む
。 

（
竹
取
物
語
）

「
と
は
い
え
」
も
、「
と
は
い
え
ど
（
も
）」
の
「
ど
（
も
）」
が
脱
落
し
た
も
の
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る9

が
、
接
続
詞
的
用
法
（
20a
）
が
接
続
助
詞
的
用
法
（
20b
）
に
先
行
す
る
こ
と
か
ら
、「
と
も
あ
れ
」

類
か
ら
の
類
推
に
よ
る
成
立
と
見
る
ほ
う
が
よ
い
（
北
﨑
二
〇
一
七
）。

 ）

20（

ａ
．
手
が
死
ん
だ
ら
斬
ら
る
ゝ
覚
悟
．
と
は
い
へ
彦
介
め
、
さ
ほ
ど
の
疵
で
は
な
け
れ
ど
も
．
ね

だ
つ
て
銀
に
す
る
も
が
り
と
は
鏡
に
か
け
た
こ
と
． 

（
山
崎
与
次
兵
衛
寿
の
門
松
﹇
一
七
一
八
演
﹈）

ｂ
．
こ
れ
忠
義
の
為
と
は
い
へ
、
年
来
が
、
夥
の
敵
を
射
殺
し
た
る
、
そ
の
報
也
と
し
る
と
き
は
、

絶
て
恨
る
に
足
ら
ず
。 

（
椿
説
弓
張
月
後
編
﹇
一
八
〇
八
刊
﹈）

形
容
詞
に
関
し
て
も
近
世
前
期
に
「
遅
か
れ
早
か
れ
」
類
が
成
立
す
る
。
こ
れ
も
、成
立
当
初
か
ら
「
〜

か
れ
〜
か
れ
」
の
型
で
あ
る
の
で
、
二
文
連
置
の
再
解
釈
に
よ
る
成
立
は
想
定
で
き
ず
、
命
令
形
に
よ
る

逆
接
仮
定
条
件
（
15
）
か
ら
類
推
的
に
発
達
し
た
も
の
と
考
え
る
（
北
﨑
二
〇
一
八
ａ
）。

 ）

21（

ａ
．
遅
か
れ
疾
か
れ
、
通
ひ
来
る
男
の
、
足
の
流
れ
ぬ
は
あ
る
ま
じ
。 

（
け
し
ず
み
﹇
一
六
七
七
刊
﹈）

ｂ
．
島
が
浄
瑠
璃
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
．
お
の
れ
が
冷
え
に
も
、
熱
気
に
も
な
る
こ
と
か
．
ど
う

で
も
ほ
か
に
様
子
が
あ
ら
う
． 

（
心
中
二
枚
絵
草
紙
﹇
一
七
〇
六
演
﹈）

以
上
、
逆
接
条
件
を
構
成
す
る
も
の
に
関
し
て
は
、
連
続
す
る
二
文
の
再
解
釈
が
そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
で

独
立
し
て
起
こ
っ
た
の
で
は
な
く
、「
あ
れ
」
を
中
心
と
す
る
逆
接
仮
定
条
件
の
構
造
が
、
類
推
的
に
適

用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
見
た
い
。

四　

条
件
文
か
ら
命
令
文
へ

こ
こ
ま
で
に
取
り
上
げ
た
変
化
と
は
逆
の
事
例
と
し
て
、
条
件
文
の
後
件
削
除
に
よ
る
行
為
要
求
表
現

形
式
の
派
生
を
見
て
お
く
。「
仮
定
的
な
条
件
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
そ
の
実
現
を
促

す
勧
誘
表
現
と
な
る
」（
森
田
一
九
八
九
：
六
八
七
）
も
の
で
あ
る
。
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 ）

22（

ａ
．
折
角
だ
か
ら
う
ち
に
寄
っ
て
｛
い
っ
た
ら
い
い
／
い
け
ば
い
い
｝。

ｂ
．
折
角
だ
か
ら
う
ち
に
寄
っ
て
｛
い
っ
た
ら
／
い
け
ば
｝。

「
仮
定
条
件
＋
評
価
形
式
」
に
よ
る
「
タ
ラ
イ
イ
」「
バ
イ
イ
」
が
対
他
的
に
使
わ
れ
る
こ
と
で
勧
め
表

現
化
し
（
矢
島
二
〇
〇
八
）、「（
二
人
称
ガ
）
タ
ラ
イ
イ
」
と
し
て
固
定
的
に
使
用
さ
れ
る
中
で
、
後
件

の
評
価
形
式
「
イ
イ
」
が
脱
落
し
た
（
23b
）
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
森
二
〇
一
五
）。

 ）

23（

ａ
．
此
所
へ
呼
び
、
私
が
御
意
見
を
申
、
そ
の
上
で
お
渡
し
な
さ
れ
た
ら
よ
か
ら
ふ 

 
 

（
け
い
せ
い
浅
間
獄
﹇
一
六
九
八
演
﹈
矢
島
二
〇
〇
八
：
六
一
）

ｂ
．「
熱
を
お
計
り
に
な
っ
た
ら
」「
あ
り
が
と
う
」
彼
は
武
子
の
親
切
を
あ
り
が
た
く
思
っ
た
。  

 
（
武
者
小
路
実
篤
﹇
一
八
八
五
生
﹈『
友
情
』﹇
一
九
一
九
初
出
﹈
森
二
〇
一
五
：
五
八
）

 ）

24（

ａ
．﹇
条
件
文
﹇
従
属
節　

…　

ガ　

…　

タ
ラ
﹈、﹇
主
節　

ヨ
イ
﹈﹈。

ｂ
．﹇
勧
め
文　
（
二
人
称
ガ
）　

…　

タ
ラ
ヨ
イ
﹈。

ｃ
．﹇
勧
め
文　
（
二
人
称
ガ
）　

…　

タ
ラ
﹈。

対
他
的
に
使
わ
れ
る
段
階
で
、
主
格
の
人
称
が
二
人
称
に
限
定
さ
れ
、
特
に
勧
め
に
用
い
ら
れ
る
際
に

は
事
態
の
意
志
性
に
も
制
約
が
か
か
る
が
、
事
態
が
未
実
現
で
あ
る
こ
と
は
、
変
化
前
後
に
共
通
す
る
特

性
で
あ
る10

。

成
立
時
期
が
近
く
、
類
似
す
る
形
式
の
「
ガ
イ
イ
」
に
目
を
向
け
る
と
、
後
件
が
脱
落
し
て
も
勧
め
の

意
を
失
わ
な
か
っ
た
「
タ
ラ
イ
イ
」「
レ
バ
イ
イ
」
に
対
し
て
、「
ガ
イ
イ
」
系
の
形
式
が
後
件
の
脱
落
を

起
こ
さ
な
い
点
が
対
照
的
で
あ
る
。

 ）

25（

ａ
．
そ
れ
な
ら
ば
と
う
か
ら
い
ひ
お
つ
き
や
つ
た
が
よ
ひ
、 （
虎
明
本
狂
言
集
・
し
び
り
﹇
一
六
四
二
写
﹈）

ｂ
．
ど
ふ
し
て
独
で
ね
ら
れ
る
も
ん
で
ご
ぜ
ん
す
な
ん
ぞ
と
い
ふ
が
い
い （
深
川
新
話﹇
一
七
七
九
刊
﹈）

こ
の
表
現
は
中
世
後
期
に
（
25a
）「
タ
ガ
イ
イ
」、
近
世
に
（
25b
）「（
ス
ル
）
ガ
イ
イ
」
と
し
て
用
い
ら

れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
、「
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
い
う
話
し
手
の
評
価
を
聞
き
手
に
そ
の
ま
ま
投

げ
か
け
る
だ
け
で
あ
っ
て
、「
レ
バ
」
や
「
タ
ラ
」
の
よ
う
な
仮
定
性
は
顕
在
化
し
な
い
た
め
に
後
件
の
「
イ

イ
」
が
脱
落
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

五　

命
令
文
と
条
件
文
の
近
接
性

以
上
、
条
件
形
式
的
に
用
い
ら
れ
る
命
令
形
式
と
、
命
令
形
式
的
に
用
い
ら
れ
る
条
件
形
式
の
個
別
事

例
を
通
覧
し
た
。
冒
頭
の
問
い
を
再
掲
す
る
。

（4

） 

ａ
．「
命
令
形
式
の
条
件
形
式
へ
の
派
生
」
は
な
ぜ
起
こ
り
、
な
ぜ
類
型
性
が
あ
る
の
か
。
用
法

派
生
の
際
に
、
文
末
形
式
で
あ
る
命
令
形
式
が
文
末
以
外
へ
と
移
動
す
る
の
は
な
ぜ
か
。

ｂ
．
条
件
表
現
形
式
化
す
る
際
に
、
順
接
・
逆
接
の
い
ず
れ
に
も
派
生
す
る
の
は
な
ぜ
か
。

ま
ず
一
点
目
、
な
ぜ
命
令
形
式
が
条
件
文
に
用
い
ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
既
に
述
べ
て
き
た

通
り
、「
事
態
の
実
現
性
」
が
未
実
現
で
あ
る
と
い
う
性
質
が
変
化
前
後
で
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
重
視
し
、

「
未
然
的
な
命
令
文
」
と
「
予
想
さ
れ
る
結
果
を
提
示
す
る
後
続
文
」
の
二
文
の
関
係
性
が
、
仮
定
条
件

文
的
な
一
文
と
し
て
再
解
釈
さ
れ
た
こ
と
を
想
定
す
る
。
後
続
文
に
は
、話
し
手
に
よ
る
結
果
の
予
告
や
、

「
な
ぜ
」
と
言
う
質
問
へ
の
答
え
な
ど
、
命
令
さ
れ
る
事
態
が
仮
に
成
立
し
た
場
合
に
起
こ
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
る
。
こ
の
二
文
の
関
係
性
が
、
仮
定
条
件
の
前
件
・
後
件
の
関
係
性
と
連
続
す
る
も
の
と
見
る
。

「
で
あ
れ
」
の
一
群
に
も
同
様
の
再
解
釈
が
働
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
一
群
の
場
合
に
は
「
〜

ば
〜
命
令
形
」
と
い
う
、
話
し
手
が
事
態
の
成
立
に
直
接
関
与
し
な
い
放
任
の
構
文
を
基
盤
と
す
る
こ
と

で
、
本
来
の
命
令
形
式
の
文
の
段
階
で
既
に
「
望
ま
し
さ
」
の
条
件
を
欠
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
用
法

が
、「
Ａ
も
し
く
は
Ａ
以
外
」
や
不
定
語
に
よ
る
集
合
全
体
の
表
示
，「
Ａ
も
し
く
は
Ｂ
も
し
く
は
…
」
と
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い
う
擬
似
的
な
集
合
全
体
の
表
示
を
伴
っ
て
現
れ
る
こ
と
で
，「
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
も
構
わ
な
い
」
こ

と
が
含
意
す
る
、「
ど
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
」
の
意
を
、
逆
接
条
件
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
れ
が
二
点
目
の
、
順
接
・
逆
接
両
方
に
派
生
し
得
た
こ
と
の
要
因
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
派
生

は
順
接
条
件
と
比
べ
る
と
例
外
的
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
「
遅
か
れ
早
か
れ
」
の
よ
う
な
も
の
が
成
立
当
初

か
ら
「
遅
か
れ
」
と
「
早
か
れ
」
の
二
項
の
並
列
で
現
れ
た
こ
と
な
ど
を
勘
案
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形

式
が
二
文
の
連
続
の
一
文
の
解
釈
と
し
て
独
立
し
て
発
生
し
た
の
で
は
な
く
、
類
推
的
な
派
生
に
よ
る
も

の
で
あ
る11

。

六　

意
味
的
変
化
の
類
型
と
関
連
付
け
て

本
稿
で
は
、
条
件
形
式
的
に
用
い
ら
れ
る
命
令
形
式
の
用
法
派
生
を
、
主
に
統
語
的
変
化
の
側
面
か

ら
扱
っ
た
。
こ
の
変
化
は
意
味
的
な
側
面
か
ら
見
れ
ば
「
間
主
観
化
」（intersubjectification, Traugott 

2003

）
の
方
向
性
に
反
す
る
変
化
類
型
で
あ
る
（
小
柳
二
〇
一
六
ａ
、
北
﨑
二
〇
一
八
ｂ
）
が
、
こ
の
例

外
的
な
変
化
は
、
日
本
語
文
の
構
造
と
し
て
周
辺
部
に
位
置
し
や
す
い
対
人
的
な
意
味
が
、
文
の
中
心
部

に
位
置
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
と
並
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
に
基
づ
き
、
文
末
に
位
置
し
や
す

い
形
式
が
文
中
で
用
い
ら
れ
る
事
例
と
し
て
、
連
体
形
係
り
結
び
、
間
接
疑
問
文
、「
〜
（
ヨ
）
ウ
ト
」

の
一
群
の
成
立
を
見
る
こ
と
で
、
こ
の
統
語
的
変
化
の
位
置
付
け
を
考
え
た
い
。

ま
ず
、
連
体
形
の
係
り
結
び
に
つ
い
て
、
特
に
、「
カ
」「
ソ
」
に
関
し
て
は
そ
の
成
立
に
、
二
文
連
置

の
再
解
釈
を
想
定
す
る
立
場
が
あ
る
（
野
村
一
九
九
五
、
鴻
野
二
〇
一
〇
）。
喚
体
句
と
、
喚
体
句
に
対

す
る
注
釈
的
な
先
行
文
の
二
文
が
構
造
的
な
関
係
を
持
つ
た
め
に
一
文
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
こ
の
立
場
に

立
て
ば
、
文
末
に
位
置
す
る
形
式
の
文
中
へ
の
移
動
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

 ）

26（

ａ
．
味
酒
を
三
輪
の
祝
が
斎
ふ
杉
手
触
れ
し
罪
か
君
に
逢
ひ
難
き
〈
難
寸
〉 

 
 

（
万
葉
集
巻
四
・
七
一
二
・
野
村
一
九
九
五
：
九
二
）

ｂ
．
夕
さ
れ
ば
君
来
ま
さ
む
と
待
ち
し
夜
の
な
ご
り
そ
今
も
寝
ね
か
て
に
す
る
〈
為
〉 

 
 

（
万
葉
集
巻
一
一
・
二
五
八
八
・
鴻
野
二
〇
一
〇
：
四
八
）

 ）

27（

ａ
．﹇
注
釈
文　

…　

カ
﹈。﹇
喚
体
文　

…　

連
体
形
﹈。　

↓　
﹇
係
り
結
び
文　

…　

カ　

…　

連
体
形
﹈。

ｂ
．﹇
注
釈
文　

…　

ソ
﹈。﹇
喚
体
文　

…　

連
体
形
﹈。　

↓　
﹇
係
り
結
び
文　

…　

ソ　

…　

連
体
形
﹈。

直
接
疑
問
文
か
ら
間
接
疑
問
文
へ
の
変
化
も
同
様
の
二
文
連
置
の
再
解
釈
の
事
例
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
、
特
に
「
カ
」
に
つ
い
て
はK

inuhata

（2012

）
に
「
主
観
化
」（subjectification, Traugott 2003
）

の
反
例
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
間
接
疑
問
文
は
「
カ
」
に
よ
る
も
の
よ
り
「
ヤ
ラ
」
に
よ
る
も
の

が
早
く
室
町
期
に
用
い
ら
れ
始
め
、「
ヤ
ラ
」
に
よ
る
間
接
疑
問
文
は
注
釈
的
二
文
連
置
に
そ
の
萌
芽
が

あ
り
、
注
釈
句
＋
潜
伏
疑
問
文
の
構
造
を
経
由
し
て
成
立
す
る
（
高
宮
二
〇
〇
四
・
二
〇
〇
五
）。

 ）

28（

ａ
．
ナ
ン
ト
シ
タ
心
ヤ
ラ
ウ
論
語
ニ
ハ
言
語
ヲ
政
事
之
上
ニ
ヲ
イ
タ
ガ
司
馬
遷
ハ
政
事
ヲ
上
ニ
ヲ

イ
タ
ソ 

（
史
記
抄
・
高
宮
二
〇
〇
四
：
一
一
八
）

ｂ
．
サ
ル
マ
ヘ
ハ
ト
レ
カ
正
本
テ
ア
ル
ヤ
ラ
ウ
真
実
ヲ
不
知
ソ 

（
史
記
抄
・
高
宮
二
〇
〇
四
：
一
一
七
）

ｃ
．
何
ト
義
理
ヲ
付
ウ
ス
ヤ
ラ
知
ラ
ヌ
ホ
ド
ニ 

（
蒙
求
抄
・
高
宮
二
〇
〇
四
：
一
一
八
）

 ）

29（

ａ
．﹇
疑
問
文　

…　

や
ら
」。﹇
後
続
文　

知
ら
ぬ
﹈。　

↓　
﹇
間
接
疑
問
文　

…　

や
ら
知
ら
ぬ
﹈。

ｂ
．﹇
疑
問
文　

…　

か
﹈。﹇
後
続
文　

知
ら
ぬ
」。　
　

↓　
﹇
間
接
疑
問
文　

…　

か
知
ら
ぬ
﹈。

高
山
（
二
〇
一
六
）
に
も
、
中
古
に
お
け
る
「
ケ
ム
」
を
用
い
た
疑
問
文
が
、
や
は
り
注
釈
的
に
二
文

連
置
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
接
疑
問
文
的
な
解
釈
を
可
能
と
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

 ）

30（

さ
て
返
し
は
い
か
が
し
た
り
け
む
知
ら
ず 

（
大
和
物
語
・
高
山
二
〇
一
六
：
五
〇
）

二
文
連
置
の
再
解
釈
の
事
例
で
は
な
い
が
、「（
よ
）
う
と
」「（
よ
）
う
が
」「
ま
い
と
」「
ま
い
が
」
と
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い
っ
た
形
式
も
、
通
常
文
末
に
位
置
す
る
意
志
・
推
量
形
式
が
節
の
境
界
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
事

例
で
あ
る
。
詳
細
な
史
的
展
開
の
経
緯
は
別
稿
に
譲
る
が
、
概
略
、
中
世
前
期
に
「
と
も
」
の
接
続
範
囲

が
拡
張
し
、「
何
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
思
い
通
り
で
あ
る
」
こ
と
を
示
す
「
〜
む
と
も
（
心

な
り
）」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
「
む
と
も
」
と
し
て
慣
用
さ
れ
る
中
で
「
む
」
が
文
末

で
現
れ
る
際
に
表
出
さ
れ
る
は
ず
の
「
意
志
」
の
機
能
を
喪
失
し
、
意
志
的
動
作
に
限
ら
な
い
逆
接
仮
定

条
件
の
用
法
を
獲
得
す
る
（
31b
）。
近
世
前
期
に
は
接
続
助
詞
体
系
に
お
け
る
「
ガ
」
の
伸
長
に
伴
い
「
ム

ト
モ
」
と
同
様
の
変
化
が
「（
よ
）
う
が
」
に
も
起
こ
り
、「（
よ
）
う
が
」「
ま
い
が
」
の
例
（
31c
）
が
現

れ
る
。

 ）

31（

ａ
．
今
ハ
万
事
思
サ
マ
ナ
レ
バ
、
内
ニ
ナ
ラ
ム
ト
モ
院
ニ
成
ム
ト
モ
我
心
也
。 （
延
慶
本
平
家
物
語
巻
四
）

ｂ
．
主
は
な
に
と
有
う
と
ま
ゝ
よ
と
云
て
，
利
を
本
に
し
た
ぞ
。 

（
毛
詩
抄
巻
四
﹇
一
五
三
五
以
前
﹈）

ｃ
．
す
る
か
丸
様
で
ご
ざ
ろ
う
が
お
に
で
あ
ろ
う
が
．
へ
ち
ま
の
か
は
共
そ
ん
せ
ぬ
． 

 
 

（
日
本
記
素
戔
鳴
尊
﹇
一
七
〇
一
演
﹈）

 ）

32（

﹇
述
部　

…
む
（
意
志
）﹈。

　

↓
﹇
文
﹇
従
属
節
﹇（
動
作
主
Ａ
が
）
Ｖ
ム
（
意
志
）﹈
ト
モ
﹈，﹇
主
節
（
Ａ
の
）
思
い
通
り
で
あ
る
﹈﹈

　

↓
﹇
文
﹇
従
属
節
（
動
作
主
Ｂ
が
）
Ｖ
ウ
ト
（
モ
）﹈，﹇
主
節
（
事
態
が
成
立
す
る
）﹈﹈

こ
れ
も
や
は
り
、
意
志
・
推
量
と
い
っ
た
話
者
指
向
性
を
持
つ
形
式
が
接
続
形
式
の
一
部
に
取
り
込
ま

れ
、
話
者
指
向
性
を
喪
失
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、「
主
観
化
」
の
方
向
性
に
反
す
る
も
の
で
あ
る12

。

七　

お
わ
り
に

本
稿
で
は
条
件
形
式
的
に
用
い
ら
れ
る
命
令
形
式
に
つ
い
て
、
以
下
の
点
を
指
摘
し
た
。

• 

複
合
的
な
接
続
形
式
は
通
常
、
接
続
助
詞
や
連
用
形
な
ど
、
も
と
も
と
接
続
関
係
を
表
示
し
て
い

た
も
の
が
多
く
を
占
め
る
が
、
そ
の
点
、
主
に
文
末
に
お
か
れ
る
命
令
形
式
を
用
い
た
も
の
は
異

質
で
あ
る
。
ま
た
、
順
接
・
逆
接
の
両
方
に
派
生
す
る
点
も
特
異
で
あ
る
。

• 

そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
形
式
の
史
的
展
開
を
行
為
要
求
表
現
の
成
立
条
件
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
い
ず

れ
の
場
合
も
何
ら
か
の
条
件
か
ら
逸
脱
す
る
が
、「
事
態
が
未
実
現
で
あ
る
」
こ
と
だ
け
は
、
順

接
・
逆
接
と
も
に
保
持
さ
れ
、
一
方
で
仮
定
条
件
の
形
式
も
勧
め
の
用
法
を
派
生
す
る
こ
と
が
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
命
令
形
式
と
条
件
形
式
は
事
態
の
未
実
現
性
と
い
う
点
で
共
通
性
を
持
ち
、

こ
の
性
質
を
保
持
し
な
が
ら
用
法
派
生
を
起
こ
す
こ
と
が
分
か
る
。

• 

命
令
文
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
未
実
現
の
事
態
が
成
立
し
た
場
合
の
結
果
の
予
告
や
、
そ
の
遂
行

に
対
す
る
話
し
手
の
態
度
が
命
令
文
の
後
続
文
と
し
て
現
れ
る
こ
と
で
、
連
続
す
る
二
文
が
仮
定

条
件
文
的
な
構
造
を
持
つ
。
そ
れ
が
一
文
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
も
の
が
、条
件
形
式
的
に
働
く
種
々

の
命
令
形
式
で
あ
る
。

• 

こ
の
二
文
連
置
の
再
解
釈
や
、
文
末
か
ら
の
統
語
的
移
動
は
度
々
起
こ
っ
て
い
る
。
文
末
か
ら
文

中
（
も
と
二
文
の
境
界
）
へ
の
移
動
が
起
こ
る
た
め
に
、
一
般
的
な
意
味
変
化
の
傾
向
と
は
逆
方

向
の
変
化
を
示
す
と
い
う
点
で
、
日
本
語
文
法
史
の
中
で
異
質
な
領
域
を
占
め
て
い
る
。

注
　1　

本
稿
は
動
詞
・
形
容
詞
命
令
形
を
主
た
る
対
象
と
す
る
が
、
連
用
形
命
令
や
「
す
る
が
い
い
」
と
い
っ
た
形
式
も
条

件
表
現
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、そ
れ
ら
命
令
表
現
に
用
い
ら
れ
る
種
々
の
形
式
を
ま
と
め
て
「
命
令
形
式
」
と
呼
称
す
る
。

2　
「
て
」
に
よ
る
も
の
も
「
に
つ
れ
て
」
と
「
て
お
い
て
」
の
よ
う
に
順
・
逆
の
両
方
に
派
生
す
る
が
、
こ
れ
は
素
材
の
「
て
」

そ
の
も
の
が
逆
接
の
用
法
も
持
つ
（
江
口
二
〇
一
六
）
こ
と
に
よ
る
も
の
と
見
る
。

3　

松
木
（
一
九
九
〇
）、
小
田
（
二
〇
一
五
・
二
〇
一
八
）
な
ど
を
参
考
に
、
例
を
挙
げ
た
。

4　

接
続
助
詞
化
し
た
形
式
名
詞
は
、
名
詞
の
持
つ
内
容
語
的
な
意
味
が
希
薄
化
し
た
上
で
、
そ
の
形
式
名
詞
の
前
接
部
と
後
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am
bridge 

U
niversity Press.

青
木
博
史
（
二
〇
一
一
）「
日
本
語
に
お
け
る
文
法
化
と
主
観
化
」
澤
田
治
美
（
編
）『
ひ
つ
じ
意
味
論
講
座
5
主
観
性
と
主
体

性
』
ひ
つ
じ
書
房

江
口
匠
（
二
〇
一
六
）「〈
逆
接
〉
を
表
す
「
て
」
を
め
ぐ
っ
て
」『
人
文
』
14

大
野
晋
（
一
九
九
〇
）「
嘘
を
つ
く
な
と
い
う
の
に
嘘
を
つ
け
と
は
？
」
大
野
晋
・
丸
谷
才
一
・
大
岡
信
・
井
上
ひ
さ
し
『
日

本
語
相
談　

二
』
朝
日
新
聞
社

小
田
勝
（
二
〇
一
五
）『
実
例
詳
解
古
典
文
法
総
覧
』
和
泉
書
院

―
―
―
（
二
〇
一
八
）「
古
代
語
に
お
け
る
形
式
用
言
を
用
い
た
複
合
辞
と
そ
の
用
例
」
藤
田
保
幸
・
山
崎
誠
（
編
）『
形
式
語

研
究
の
現
在
』
和
泉
書
院

北
﨑
勇
帆
（
二
〇
一
六
ａ
）「
現
代
語
体
系
を
中
心
と
す
る
活
用
語
命
令
形
の
用
法
の
再
整
理
」『
日
本
語
学
論
集
』
12

―
―
―
―
（
二
〇
一
六
ｂ
）「
複
合
助
詞
「
で
あ
れ
」「
に
せ
よ
」「
に
し
ろ
」
の
変
遷
」『
日
本
語
の
研
究
』
12 

・
4

―
―
―
―
（
二
〇
一
七
）「「
と
は
い
え
」
の
成
立
と
展
開
」『
日
本
語
学
論
集
』
13

続
部
と
の
間
に
格
と
同
等
の
関
係
性
が
見
出
さ
れ
る
た
め
に
、接
続
助
詞
的
な
用
法
を
派
生
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、「
か
ら
」「
ゆ
ゑ
」「
く
せ
」
な
ど
に
関
し
て
「
原
理
的
に
は
格
助
詞
的
な
関
係
表
示
性
を
介
し
て
接
続
助
詞
性
を
獲

得
す
る
と
考
え
る
べ
き
」（
山
口
一
九
八
二
：
二
七
）
な
ど
。

5　

文
法
変
化
に
一
定
の
統
語
的
条
件
が
存
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
小
柳
（
二
〇
一
六
ｂ
）
も
参
照
。

6　
「
う
ち
は
な
す
ほ
ど
に
、寄
っ
て
み
よ
」と
い
う
文
の
倒
置
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
せ
ず
、「
絶
対
に
許
さ
な
い
か
ら
な
」の「
か

ら
」
の
よ
う
に
終
助
詞
的
に
用
い
ら
れ
る
「
ほ
ど
に
」
で
あ
る
と
見
る
。

7　
「
中
納
言
の
車
」
の
よ
う
な
三
人
称
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
人
称
の
制
限
が
な
く
な
る
も
の
と
見
る
。

｛
俺
が
／
お
前
が
／
あ
い
つ
が
｝
何
者
で
あ
れ
、
関
係
の
な
い
話
だ
。

8　

意
志
性
の
制
約
に
関
し
て
は
、
現
代
語
で
「
そ
こ
に
あ
れ
」
が
容
認
さ
れ
な
い
一
方
で
、
中
古
の
「
あ
り
」
自
体
に
意
志

性
を
持
つ
も
の
が
あ
る
（
柳
田
二
〇
〇
六
）
こ
と
、
無
意
志
動
詞
命
令
形
が
希
求
表
現
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
か
ら
、

こ
こ
で
は
問
題
と
し
な
い
。

9　

三
省
堂
『
大
辞
林
』（
第
三
版
）「
と
は
い
え
」
の
項
、「
格
助
詞
「
と
」・
係
助
詞
「
は
」
に
動
詞
「
い
ふ
」
の
已
然
形
「
い

へ
」
の
付
い
た
も
の
。「
と
は
い
へ
ど
」
の
「
ど
」
の
略
さ
れ
た
形
」
な
ど
。

10　

評
価
的
な
形
式
が
対
他
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
行
為
指
示
の
用
法
を
獲
得
す
る
事
例
は
、
他
に
「
べ
し
」
や
「
し
て
く

れ
た
ら
嬉
し
い
」
の
よ
う
な
表
現
に
も
見
ら
れ
る
。

11　

仮
定
条
件
を
構
成
せ
ず
、
か
つ
、
典
型
的
な
行
為
要
求
表
現
か
ら
逸
脱
す
る
表
現
に
「
嘘
を
つ
け
」（

≒

嘘
を
つ
く
な
）

の
類
が
あ
る
。
近
世
前
期
に
初
例
が
見
ら
れ
、
大
野
（
一
九
九
〇
）
で
は
「（
見
え
す
い
た
嘘
を
つ
く
な
ら
、
い
く
ら
で
も
）

嘘
を
つ
け
」
の
含
意
に
よ
る
も
の
と
解
説
さ
れ
、
す
な
わ
ち
、「
で
あ
れ
」
の
類
と
同
じ
く
「
〜
ば
〜
命
令
形
」
の
放
任
の
構

文
が
基
盤
と
し
て
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
「
嘘
を
つ
け
」
と
い
う
発
話
が
な
さ
れ
た
時
点
で
既
に
「
嘘
を
つ

く
」
事
態
が
実
現
さ
れ
て
い
る
点
で
「
事
態
の
実
現
性
」
の
性
質
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
事
態
が
未
実
現
で
な
い
場
合
に

は
仮
定
条
件
表
現
を
派
生
し
得
な
い
事
例
と
し
て
説
明
で
き
る
。

12　

こ
の
他
、
青
木
（
二
〇
一
一
）
は
、
助
動
詞
「
ゲ
ナ
」
が
九
州
方
言
に
お
い
て
「
〜
ゲ
ナ
言
う
」
の
よ
う
に
と
り
た
て
助

詞
的
に
用
い
ら
れ
る
事
例
（
松
尾
二
〇
〇
九
）
を
、
主
観
化
の
反
例
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
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―
―
―
―
（
二
〇
一
八
ａ
）「「
遅
か
れ
早
か
れ
」
類
の
成
立
と
定
着
に
つ
い
て
」『
国
語
語
彙
史
の
研
究
』
37

―
―
―
―
（
二
〇
一
八
ｂ
）「
間
主
観
化
・
対
人
化
と
そ
の
逆
の
変
化
に
つ
い
て
―
命
令
形
式
由
来
の
表
現
を
対
象
に
―
」『
日

本
語
学
論
集
』
14

―
―
―
―
（
二
〇
一
八
ｃ
）「
順
接
仮
定
条
件
的
に
用
い
ら
れ
る
命
令
形
式
の
成
立
と
展
開
」『
国
語
国
文
』
87
・
5

鴻
野
知
暁
（
二
〇
一
〇
）「
ゾ
の
係
り
結
び
の
発
生
に
つ
い
て
」『
国
語
国
文
』
79
・
12

小
柳
智
一
（
二
〇
一
六
ａ
）「
対
人
化
と
推
意
」『
国
語
研
究
』
79

―
―
―
―
（
二
〇
一
六
ｂ
）「
文
法
変
化
の
方
向
と
統
語
的
条
件
」
大
木
一
夫
・
多
門
靖
容
（
編
）『
日
本
語
史
叙
述
の
方
法
』

ひ
つ
じ
書
房

高
宮
幸
乃
（
二
〇
〇
四
）「
ヤ
ラ
（
ウ
）
に
よ
る
間
接
疑
問
文
の
成
立 

―
不
定
詞
疑
問
を
中
心
に
―
」『
三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
』
15

―
―
―
―
（
二
〇
〇
五
）「
格
助
詞
を
伴
わ
な
い
カ
の
間
接
疑
問
文
に
つ
い
て
」『
三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
』
16

高
山
善
行
（
二
〇
一
六
）「
ケ
ム
型
疑
問
文
の
特
質 

―
間
接
疑
問
文
の
史
的
研
究
の
た
め
に
―
」
青
木
博
史
・
小
柳
智
一
・
高

山
善
行
（
編
）『
日
本
語
文
法
史
研
究
3
』
ひ
つ
じ
書
房

仁
田
義
雄
（
一
九
九
一
）「
働
き
か
け
の
表
現
」『
日
本
語
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
人
称
』
ひ
つ
じ
書
房

野
村
剛
史
（
一
九
九
五
）「
カ
に
よ
る
係
り
結
び
試
論
」『
国
語
国
文
』
64
・
9

松
尾
弘
徳
（
二
〇
〇
九
）「
新
方
言
と
し
て
の
と
り
た
て
詞
ゲ
ナ
の
成
立 

―
福
岡
方
言
に
お
け
る
文
法
変
化
の
一
事
例
―
」『
語

文
研
究
』
107

松
木
正
恵
（
一
九
九
〇
）「
複
合
辞
の
認
定
基
準
・
尺
度
設
定
の
試
み
」『
早
稲
田
大
学
日
本
語
研
究
教
育
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
2

森
田
良
行
（
一
九
八
九
）『
基
礎
日
本
語
事
典
』
角
川
書
店

森
勇
太
（
二
〇
一
五
）「
条
件
表
現
を
由
来
と
す
る
勧
め
表
現
の
歴
史
―
江
戸
・
東
京
と
上
方
・
関
西
の
対
照
か
ら
―
」『
近
代

語
研
究
』
18

矢
島
正
浩
（
二
〇
〇
八
）「
近
世
中
期
以
降
上
方
語
・
関
西
語
に
お
け
る
「
評
価
的
複
合
形
式
」
の
推
移
」『
国
語
と
国
文
学
』
85
・
2

柳
田
征
司
（
二
〇
〇
六
）「
有
情
物
の
存
在
を
表
す
「
ア
リ
（
ア
ル
）」
と
「
ヲ
リ
（
ヲ
ル
）」「
ヰ
ル
（
イ
ル
）」」『
小
林
芳
規

博
士
喜
寿
記
念
国
語
学
論
集
』
汲
古
書
院

山
口
堯
二
（
一
九
八
二
）「
複
文
の
構
成
・
史
的
考
察
」
森
岡
健
二
・
宮
地
裕
・
寺
村
秀
夫
・
川
端
善
明
（
編
）『
講
座
日
本
語

学
2
文
法
史
』
明
治
書
院

湯
澤
幸
吉
郎
（
一
九
三
六
）『
徳
川
時
代
言
語
の
研
究　

上
方
篇
』
刀
江
書
院

使
用
資
料　
古
事
記
歌
謡
・
韓
人
漢
文
手
管
始
・
浮
世
風
呂
・
椿
説
弓
張
月
：
岩
波
書
店
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
用
例

検
索
に
国
文
学
研
究
資
料
館
『
大
系
本
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』
を
使
用
）
／
古
事
談
・
当
世
穴
さ
が
し
：
岩
波
書
店
『
新
日
本
古

典
文
学
大
系
』
／
け
し
ず
み
・
心
中
二
枚
絵
草
紙
・
山
崎
与
次
兵
衛
：
新
全
集
：
小
学
館
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
／
万

葉
集
・
竹
取
物
語
・
蜻
蛉
日
記
・
虎
明
本
狂
言
集
・
南
客
先
生
文
集
・
深
川
新
話
：
国
立
国
語
研
究
所
（
二
〇
一
八
）『
日
本

語
歴
史
コ
ー
パ
ス
』
バ
ー
ジ
ョ
ン2018.3

／
延
慶
本
平
家
物
語
：『
延
慶
本
平
家
物
語
本
文
篇
』
勉
誠
社
／
史
記
抄
：『
史
記

桃
源
抄
の
研
究
』
日
本
学
術
振
興
会
／
毛
詩
抄
：『
毛
詩
抄　

詩
経
』
岩
波
書
店
／
金
岡
筆
・
日
本
記
素
戔
鳴
尊
：『
翻
刻
絵
入

狂
言
本
集
』
般
庵
野
間
光
辰
先
生
華
甲
記
念
会
／
一
休
諸
国
物
語
・
鹿
の
子
餅
：『
噺
本
大
系
』
東
京
堂
（
用
例
検
索
に
国
文

学
研
究
資
料
館
『
大
系
本
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』
を
使
用
）

（
き
た
ざ
き　

ゆ
う
ほ　

東
京
大
学
大
学
院
生
）


