
順
接
仮
定
条
件
的
に
用
い
ら
れ
る
命
令
形
式
の
成
立
と
展
開

北
﨑

勇
帆

一

は
じ
め
に

現
代
語
に
お
い
て
動
詞
の
命
令
形
が
用
い
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
多
く
は
文

末
に
お
か
れ
、「
命
令
」「
依
頼
」
と
い
っ
た
「
行
為
要
求
表
現
」
一
を
構
成
す

る
が
、
と
き
に
（
一
ａ
）（
二
ａ
）
の
よ
う
に
、
接
続
助
詞
「
て
」
＋
補
助
動

詞
「
み
る
」
の
命
令
形
「
み
ろ
」
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
「
て
み
ろ
」
や
、
そ

れ
に
類
す
る
「
て
ご
ら
ん
」
の
よ
う
な
形
式
が
順
接
仮
定
の
条
件
節
を
作
る

こ
と
が
あ
る
二
。

ａ
．も
う
い
っ
ぺ
ん
言
っ｛
て
み
ろ
／
た
ら
｝、次
は
本
当
に
怒
る
ぞ
。

ｂ
．??

も
う
い
っ
ぺ
ん
言
え
、
次
は
本
当
に
怒
る
ぞ
。

ａ
．奴
に
こ
の
計
画
が
ば
れ｛
て
み
ろ
／
た
ら
｝、全
て
は
水
の
泡
だ
。

ｂ
．*

奴
に
こ
の
計
画
が
ば
れ
ろ
。

典
型
的
な
行
為
要
求
表
現
が
「
話
し
手
が
聞
き
手
に
対
し
て
、
未
実
現
の

事
態
を
成
立
さ
せ
る
よ
う
促
す
」
も
の
と
考
え
た
場
合
、（
一
ａ
）（
二
ａ
）

の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
話
し
手
は
「
言
う
」「
ば
れ
る
」
こ
と
の
成
立
を
求

め
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
（
一
ａ
）
は
「
言
わ
な
い
」
こ
と
を
聞
き
手
に
要
求

し
、（
二
ａ
）
で
は
「
ば
れ
な
い
」
こ
と
を
望
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
行
為
要

求
表
現
と
し
て
は
捉
え
づ
ら
い
。
ま
た
、（
二
ｂ
）
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、「
ば

れ
る
」
の
主
体
が
聞
き
手
で
は
な
く
第
三
者
で
あ
る
「
こ
の
計
画
」
で
あ
る

こ
と
や
、
無
意
志
動
詞
で
あ
る
「
ば
れ
る
」
が
命
令
形
を
伴
う
こ
と
も
、
典

型
的
な
行
為
要
求
表
現
の
特
徴
と
合
致
し
な
い
。

本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
、
命
令
形
式
が
聞
き
手
に
対
す
る
行
為
要
求
を
行

わ
ず
、
順
接
仮
定
条
件
形
式
相
当
の
働
き
を
担
う
事
例
に
つ
い
て
扱
う
。
こ

こ
で
、（
一
ａ
）（
二
ａ
）
の
よ
う
に
順
接
仮
定
条
件
形
式
的
に
働
き
、
後
続

部
を
導
く
「
テ
ミ
ロ
」
を
「
仮
定
的
テ
ミ
ロ
」
と
呼
称
し
、（
一
ａ
）
の
「
言

う
」、（
二
ａ
）
の
「
ば
れ
る
」
に
相
当
す
る
、
表
面
上
「
テ
ミ
ル
」
こ
と
が

要
求
さ
れ
る
事
態
を「
テ
ミ
ル
事
態
」、（
一
ａ
）に
お
け
る
聞
き
手
、（
二
ａ
）

に
お
け
る
「
こ
の
計
画
」
と
い
っ
た
、
表
面
上
「
テ
ミ
ル
」
の
動
作
主
と
な

る
も
の
を
「
テ
ミ
ル
主
体
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
仮
定
的
テ
ミ
ロ
は
、
用
言
命
令
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形
を
素
材
と
し
て
派
生
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

仮
定
的
テ
ミ
ロ
の
成
立
や
史
的
展
開
に
つ
い
て
扱
っ
た
研
究
に
は
、
い
ず
れ

も
資
料
調
査
や
成
立
・
派
生
要
因
の
推
定
に
問
題
が
あ
る
。（
一
ｂ
）
に
示
し

た
よ
う
に
、
現
代
語
に
お
い
て
は
こ
の
現
象
は
「
テ
ミ
ル
」
や
そ
れ
に
類
す

る
形
式
に
限
定
さ
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
仮
定
的
テ
ミ
ロ
の
成
立
と
展
開
に

重
点
を
置
き
、
命
令
形
の
順
接
仮
定
条
件
形
式
化
に
つ
い
て
、
以
下
の
三
点

を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

・
命
令
文
に
用
い
ら
れ
る
形
式
が
仮
定
条
件
的
な
解
釈
を
許
容
す
る
よ
う
に

な
っ
た
要
因 

・
話
し
手
に
と
っ
て
望
ま
し
く
な
い
事
態
を
命
令
形
で
マ
ー
ク
す
る
よ
う
に

な
っ
た
要
因 

・
条
件
節
が
命
令
文
の
人
称
・
意
志
性
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
用
法
へ
と
拡

張
し
た
要
因 

本
稿
の
構
成
を
示
す
。
第
二
節
で
仮
定
的
テ
ミ
ロ
に
関
す
る
先
行
研
究
を

検
討
し
、
史
的
変
遷
の
記
述
に
妥
当
な
枠
組
み
を
提
示
す
る
。
第
三
節
で
は

各
時
代
に
お
け
る
用
例
を
調
査
し
、
第
四
節
で
は
（
一
ａ
）
の
タ
イ
プ
の
仮

定
的
テ
ミ
ロ
の
成
立
、
第
五
節
で
は
（
一
ａ
）
の
タ
イ
プ
か
ら
（
二
ａ
）
の

タ
イ
プ
へ
の
拡
張
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
先
行
研
究
の
問
題
点

と
併
せ
、上
に
挙
げ
た
問
題
の
解
決
を
試
み
る
。第
六
節
は
ま
と
め
で
あ
る
。 

二 

先
行
研
究
と
用
法
の
規
定 

仮
定
的
テ
ミ
ロ
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
長
野
（
一
九
九
四
ほ
か
）、

菊
田
（
二
〇
一
二
）
を
検
討
す
る
三
。
現
代
語
に
お
け
る
仮
定
的
テ
ミ
ロ
を

対
象
と
し
て
論
じ
る
長
野
は
、
動
作
（
本
稿
の
「
テ
ミ
ル
事
態
」）
の
意
志
性

を
親
分
類
と
し
た
上
で
、
以
下
の
分
類
を
設
定
し
て
い
る
。 

Ⅰ

．
無
意
志
動
詞
、
及
び
意
志
動
詞
の
受
身
形 

Ⅱ

．
意
志
動
詞
の
う
ち
、
①
動
作
主
が
話
し
手
の
場
合
、
②
動
作
主
が
第

三
者
の
場
合
、
③
動
作
主
が
聞
き
手
の
場
合
の
う
ち
、「
話
し
手
が
そ

の
動
作
の
実
現
を
望
ん
で
い
な
い
」
と
考
え
ら
れ
る
場
合
。
③
は
Ａ
．

警
告
・
脅
し
、
Ｂ
．
悲
観
的
見
通
し
と
い
っ
た
表
現
を
伴
う
。 

（
長
野
一
九
九
四
・
一
九
九
五
・
一
九
九
八
を
整
理
） 



 
 

 

菊
田
（
二
〇
一
二
）
は
仮
定
的
テ
ミ
ロ
四
の
用
法
を
、
文
脈
が
違
え
ば
字

義
通
り
の
命
令
文
と
な
る
（
三
ａ
）「
警
告
・
脅
迫
型
」、
命
令
文
の
前
提
条

件
を
備
え
て
い
な
い
（
三
ｂ
）「
非
現
実
仮
定
型
」
に
分
類
し
、
前
者
の
発
生

を
一
八
世
紀
、
後
者
の
派
生
時
期
を
一
九
世
紀
で
あ
る
と
す
る
。 

ａ
．
そ
れ
を
読
ん
で
み
ろ
、
お
ま
え
と
は
絶
交
だ
。 

 

ｂ
．
そ
れ
が
見
つ
か
っ
て
み
ろ
、
我
々
は
お
し
ま
い
だ
ぞ
。

  

（
菊
田
二
〇
一
二
・
五
九
頁
） 

本
稿
も
用
言
命
令
形
を
素
材
と
し
て
仮
定
的
テ
ミ
ロ
が
生
産
さ
れ
た
と

想
定
し
、
行
為
要
求
表
現
の
構
文
条
件
か
ら
の
逸
脱
の
有
無
に
よ
っ
て
仮
定

的
テ
ミ
ロ
を
分
類
す
る
。
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
般
的
な
行
為
要
求
表

現
五
と
仮
定
的
テ
ミ
ロ
の
文
は
「
話
し
手
が
行
為
の
成
立
を
望
ま
し
い
と
思

っ
て
い
る
か
」「
テ
ミ
ル
主
体
と
聞
き
手
が
一
致
す
る
か
（
人
称
の
条
件
）」

「
行
為
の
遂
行
に
テ
ミ
ル
主
体
の
意
志
が
影
響
す
る
か
（
意
志
性
の
条
件
）」

の
三
点
に
お
い
て
性
質
が
異
な
る
。
た
だ
し
（
四
）
に
示
す
よ
う
に
、
意
志

性
の
条
件
と
人
称
の
条
件
の
逸
脱
は
独
立
す
る
た
め
、
段
階
的
に
分
類
す
る

こ
と
は
せ
ず
、「
テ
ミ
ル
事
態
が
意
志
的
か
つ
テ
ミ
ル
主
体
が
聞
き
手
で
あ
る
」

場
合
か
ら
「
テ
ミ
ル
事
態
が
意
志
的
で
な
い
か
、
も
し
く
は
テ
ミ
ル
主
体
が

聞
き
手
で
な
い
」
場
合
へ
の
拡
張
を
想
定
す
る
。 

ａ
．｛
俺
／
お
前
／
あ
い
つ
｝
が
一
言
喋
っ
て
み
ろ
、
全
て
は
お
し
ま

い
だ
。 

 

ｂ
．｛
俺
／
お
前
／
あ
い
つ
｝
が
こ
こ
で
見
つ
か
っ
て
み
ろ
、
全
て
は

お
し
ま
い
だ
。 

ま
た
、
菊
田
（
二
〇
一
二
）
の
「
警
告
・
脅
迫
型
」「
非
現
実
仮
定
型
」
と
い

う
分
類
は
前
件
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
後
件
に

も
通
時
的
な
変
化
が
見
ら
れ
、
こ
れ
が
用
法
拡
張
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
テ
ミ
ロ
に
後
続
す
る
文
も
観
察
の
対
象
と

し
た
い
。
長
野
の
提
示
す
る
「
③
Ａ
警
告
・
脅
し
」「
③
Ｂ
悲
観
的
見
通
し
」

は
、
後
件
に
現
れ
る
特
徴
を
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
警
告
で
あ
る
か
、
悲

観
的
見
通
し
で
あ
る
か
は
明
確
に
区
別
し
難
い
。
こ
れ
を
構
文
条
件
か
ら
見

る
と
、
後
件
の
出
来
事
を
引
き
起
こ
す
主
体
（
以
降
、「
後
件
の
主
体
」
と
呼



 
 

 

ぶ
）
が
話
し
手
で
あ
る
か
、
話
し
手
以
外
で
あ
る
か
、
と
い
う
差
異
と
し
て

見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

以
上
よ
り
次
節
以
降
で
は
、
前
件
の
テ
ミ
ロ
に
つ
い
て
「
テ
ミ
ル
主
体
は

聞
き
手
か
」「
テ
ミ
ル
事
態
は
意
志
的
か
」「
テ
ミ
ル
事
態
の
成
立
は
話
し
手

に
よ
っ
て
望
ま
し
い
も
の
か
」、
後
件
に
つ
い
て
、「
後
件
の
主
体
は
話
し
手

か
話
し
手
以
外
か
」
と
い
っ
た
点
を
見
て
い
く
。 

三 

用
例
調
査 

例
が
見
ら
れ
始
め
る
近
世
以
降
を
中
心
に
調
査
を
行
っ
た
。「
て
」「
で
」

（
＋
「
も
」
任
意
）
＋
「
見
る
」「
御
覧
ず
」
等
の
視
覚
動
詞
の
命
令
形
・
連

用
形
命
令
／
視
覚
動
詞
＋
補
助
動
詞
・
助
動
詞
命
令
形
・「
～
が
い
い
」
と
い

っ
た
形
式
を
対
象
と
し
た
が
、
命
令
形
式
の
文
が
脅
し
的
な
表
現
を
伴
い
、

禁
止
を
含
意
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
補
助
動
詞
を
伴
わ
な
い
場
合
に
つ
い

て
も
扱
う
。 

三
・
一 

仮
定
的
テ
ミ
ロ
成
立
以
前 

次
項
に
述
べ
る
通
り
、
テ
ミ
ロ
が
仮
定
的
に
用
い
ら
れ
る
確
例
が
見
ら
れ

る
の
は
近
世
初
頭
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、「
テ
ミ
ル
」
を
伴
わ
ず
に
、
脅

し
文
を
後
続
さ
せ
て
禁
止
を
含
意
す
る
命
令
形
の
文
の
例
が
『
延
慶
本
平
家

物
語
』
に
見
ら
れ
た
。 

［
誘
い
を
断
ら
れ
て
］
入
道
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
） 

三
・
二 

近
世
初
頭
・
前
期 

仮
定
的
テ
ミ
ロ
が
見
ら
れ
る
の
は
、
管
見
の
限
り
で
は
『
虎
明
本
狂
言
集
』

が
最
も
早
い
六
。
テ
ミ
ル
事
態
は
意
志
的
な
も
の
で
、
か
つ
テ
ミ
ル
主
体
を

聞
き
手
と
す
る
例
で
あ
り
、
後
件
の
事
態
も
話
し
手
に
よ
っ
て
直
接
引
き
起

こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

ａ
．［
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
］） 



 
 

 

 

ｂ
．
出
家
「
や
い
お
の
れ
、
最
前
か
ら
某
を
な
ぶ
つ
た
が
よ
ひ
か
、

只
今
お
き
て
見
よ
、
此
長
刀
に
て
す
ね
を
な
ひ
で
く
れ
う
ぞ 

 

（
虎
明
本
狂
言
集 

あ
く
ば
う
） 

こ
れ
ら
と
同
様
の
、
人
称
・
意
志
性
の
条
件
を
満
た
す
仮
定
的
テ
ミ
ロ
は

近
世
を
通
し
て
見
ら
れ
、『
延
慶
本
平
家
物
語
』
に
例
が
あ
っ
た
、
テ
ミ
ル
を

伴
わ
な
い
も
の
も
数
例
見
ら
れ
た
。 

ａ
．［「
蛇
を
投
げ
る
ぞ
」
と
言
わ
れ
て
］
刀
の
そ
り
う
つ
て
、
弓
矢

八
幡
な
げ
て
み
よ
。
壱
寸
も
そ
こ
を
の
が
せ
じ
と
い
か
れ
ば
、

 

（
武
家
義
理
物
語
巻
三
［
一
六
八
八
刊
］） 

 

ｂ
．
今
一
ご
ん
い
ふ
て
み
や
し
や
れ 

其
ば
を
さ
ら
し
は
せ
ぬ
ぞ 

 

（
好
色
伝
授
［
一
六
九
三
演
］） 

ａ
．今
一
度
申
せ 

そ
の
ざ
を
た
ゝ
せ
じ（
大
織
冠［
一
六
八
八
演
］） 

 

ｂ
．
さ
あ
今
一
ご
ん
今
の
こ
と
ば
を
は
き
だ
せ 

も
と
く
び
を
さ
ら

へ
お
と
す
ぞ 

（
好
色
伝
授
） 

 

ｃ
．
年
切
り
増
し
て
奉
公
す
る
か
。
い
や
と
言
へ
、
分
別
あ
り
．  

 

（
長
町
女
腹
切
［
一
七
一
二
演
］
湯
澤
一
九
二
六
・
一
二
一
頁
） 

三
・
三 

近
世
後
期
以
降 

近
世
中
期
に
差
し
掛
か
る
と
後
件
が
直
接
的
な
脅
し
で
な
い
例
が
見
ら

れ
始
め
る
。
次
例
は
、
テ
ミ
ル
事
態
の
「
子
を
持
つ
」
こ
と
が
話
し
手
に
と

っ
て
望
ま
し
く
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
点
、
帰
結
の
「（
聞
き
手
が
）
親

父
の
言
っ
た
こ
と
は
最
も
だ
と
思
う
」
こ
と
の
主
体
が
話
し
手
で
は
な
い
点

に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
挙
例
と
は
異
質
で
あ
る
。 

 

ヱ
ヽ
お
前
は
お
若
い
に
よ
っ
て
ま
だ
お
子
も
ご
ざ
る
ま
い
が
。
や

ん
が
っ
て
お
子
を
持
て
御
覧
じ
ま
せ
。
親
仁
が
言
ひ
お
っ
た
は
尤

じ
ゃ
と
思
し
召
て
。
此
場
を
助
さ
し
ゃ
っ
て
下
さ
り
ま
せ
。 

（
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
［
一
七
四
八
演
］） 

近
世
後
期
に
は
、
こ
の
、
後
件
の
主
体
が
話
し
手
で
な
い
例
が
引
き
続
き
現

れ
る
。（
一
〇
）
は
、
い
ず
れ
も
テ
ミ
ル
事
態
が
意
志
的
、
テ
ミ
ル
主
体
が
聞

き
手
で
あ
る
が
、（
一
〇
ａ
）
で
は
後
件
の
主
体
が
聞
き
手
で
あ
り
、（
一
〇

ｂ
）で
は
第
三
者
で
あ
る
。話
し
手
が
直
接
的
な
脅
迫
を
行
う
の
で
は
な
く
、



 
 

 

そ
れ
ぞ
れ
「
聞
き
手
が
す
ぐ
に
飽
き
果
て
て
娑
婆
が
恋
し
く
な
る
」「
見
物
が

黙
っ
て
は
い
な
い
」
と
い
う
予
測
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
聞
き
手
に
よ
る
前

件
の
実
行
が
好
ま
し
く
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。 

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
．
今
時
そ
ん
な
事
を
し
て
み
な
さ
い
。
見
物
が
だ
ま
つ
て
は
ゐ
な

い
サ
。 

（
浮
世
風
呂
四
編
下
［
一
八
一
三
刊
］） 

ま
た
、
テ
ミ
ル
主
体
が
聞
き
手
で
な
い
例
、
テ
ミ
ル
事
態
が
意
志
的
で
な

い
例
が
安
永
頃
か
ら
見
ら
れ
始
め
る
。テ
ミ
ル
主
体
は
そ
れ
ぞ
れ（
一
一
ａ
）

話
し
手
、（
一
一
ｂ
）
第
三
者
、（
一
一
ｃ
）
聞
き
手
で
あ
り
、
テ
ミ
ル
事
態

と
し
て
（
一
一
ａ
・
ｂ
）
無
意
志
動
詞
や
（
一
一
ｃ
）
受
身
形
を
取
る
七
。 

ａ
．［
新
地
遊
び
に
誘
わ
れ
た
亀
が
誘
い
を
断
る
理
由
と
し
て
］
大
亀

「
お
れ
が
か
う
ら
を
、
山
師
の
眼
に
か
ゝ
つ
て
見
や
れ
。
茶
見
世
で

も
建
よ
ふ
と
い
ふ
で
有
ふ
」 

（
近
目
貫
［
一
七
七
三
刊
］） 

 

ｂ
．［
爪
が
割
れ
て
い
る
動
物
は
足
が
速
い
が
、
割
れ
て
い
な
い
馬
は

ど
う
な
の
だ
、
と
い
う
質
問
を
受
け
］「
あ
れ
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
。
不
断
飛
ぶ
や

う
て
、
中
〳
〵
人
が
乗
ら
れ
る
物
で
ハ
な
い
」 

（
鹿
の
子
餅
［
一
七
七
二
刊
］） 

 

ｃ
．
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
］） 

明
治
期
以
降
は
現
代
に
至
る
ま
で
い
ず
れ
の
例
も
見
ら
れ
、
近
世
後
期
と

連
続
的
で
あ
る
。 

三
・
四 

調
査
の
ま
と
め 

次
頁
の
表
一
に
各
時
代
の
使
用
状
況
を
示
し
、
特
に
仮
定
的
テ
ミ
ロ
内
の

用
法
拡
張
を
見
る
た
め
、
表
二
に
近
世
ま
で
の
資
料
分
類
ご
と
、
表
三
に
近

世
に
お
け
る
年
代
ご
と
の
用
例
数
を
示
す
。ま
た
三
・
二
に
述
べ
た
よ
う
に
、

後
件
を
実
行
す
る
主
体
が
話
し
手
以
外
へ
と
移
行
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ



 
 

 

と
か
ら
、
表
三
に
は
後
件
の
主
体
に
よ
る
分
類
も
示
し
た
。
な
お
、「
φ
」

は
テ
ミ
ル
を
伴
わ
な
い
命
令
形
で
禁
止
を
含
意
す
る
文
を
表
し
、
仮
定
的
テ

ミ
ロ
の
う
ち
、
意
志
性
・
人
称
の
条
件
を
満
た
す
も
の
を
「
Ａ
」、
満
た
さ
な

い
も
の
を
「
Ｂ
」
と
し
た
。
表
一
に
は
、
例
が
見
ら
れ
た
も
の
に
○
、
見
ら

れ
な
か
っ
た
も
の
に×
を
付
し
た
。「
で
」に
つ
い
て
は
注
七
を
参
照
。表
一
・

表
二
に
つ
い
て
、「
近
世
前
期
」
に
は
近
世
初
頭
の
例
を
含
む
。
表
二
・
表
三

に
つ
い
て
は
、
テ
ミ
ル
主
体
が
話
し
手
で
あ
る
か
（
話
）、
聞
き
手
で
あ
る
か

（
聞
）、
そ
れ
と
も
第
三
者
で
あ
る
か
（
三
）
に
振
り
分
け
、
表
三
に
つ
い
て

は
後
件
の
主
体
が
明
示
的
で
な
い
場
合
の
例
数
を
括
弧
内
に
示
し
た
。「
一
八

六
〇
～
」
に
は
明
治
期
刊
行
の
噺
本
を
含
む
。 

次
節
以
降
で
は
以
上
の
調
査
に
基
づ
き
、
仮
定
的
テ
ミ
ロ
の
成
立
と
用
法

拡
張
に
つ
い
て
述
べ
る
。 

四 

仮
定
的
テ
ミ
ロ
の
成
立 

ま
ず
、
仮
定
的
テ
ミ
ロ
の
成
立
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
（
五
）（
八
）
の
よ

う
な
テ
ミ
ル
を
伴
わ
な
い
例
が
既
に
中
世
・
近
世
前
期
に
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
当
初
は
テ
ミ
ル
を
伴
わ
な
い
命
令
文
で
あ
っ
て
も
脅
し
文
を
後
続
さ
せ

て
「（
聞
き
手
が
、
話
し
手
に
と
っ
て
望
ま
し
く
な
い
）
前
件
を
実
行
せ
よ
、

（
そ
の
場
合
、
話
し
手
が
、
聞
き
手
に
と
っ
て
望
ま
し
く
な
い
）
後
件
を
実

行
す
る
」
と
い
う
構
造
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
命
令
形
式
に
よ
る
文
が
事

前
阻
止
を
表
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
八
。
命
令
形
に
よ
る
表
現
は
、
典

型
的
に
は
未
実
現
の
事
態
の
成
立
の
要
求
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
後
続
文
に

そ
の
事
態
の
実
現
結
果
を
述
べ
た
場
合
、
同
じ
く
、
未
実
現
の
事
態
を
提
示

し
て
そ
の
帰
結
を
述
べ
る
順
接
仮
定
条
件
と
構
造
が
一
致
す
る
。 

さ
て
、
近
世
前
期
に
お
い
て
は
テ
ミ
ル
を
伴
わ
な
い
「
命
令
形
＋
脅
し
」

に
よ
る
禁
止
の
文
と
仮
定
的
テ
ミ
ロ
が
共
存
し
て
い
た
が
、
次
第
に
テ
ミ
ロ

に
一
本
化
さ
れ
て
い
っ
た
九
。
そ
の
要
因
は
、
テ
ミ
ル
の
「
試
行
」
の
意
味

一
〇
が
「
命
令
形
＋
脅
し
」
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
禁
止
表
現
や
、
仮
定
条
件
文

に
お
け
る
前
件
・
後
件
と
い
う
継
起
的
な
関
係
性
と
親
和
性
が
高
か
っ
た
こ

と
に
求
め
ら
れ
る
。
ま
ず
一
点
目
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
文
に
お
い
て
命
令

形
で
「
命
令
」
さ
れ
て
い
る
事
態
は
、「
今
度
」「
今
一
度
」「
今
一
ご
ん
」
と



 
 

 

い
っ
た
語
が
共
起
す
る
こ
と
、
後
続
す
る
脅
し
文
に
よ
っ
て
事
前
阻
止
が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
そ
れ
以
上
の
実
行
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
な
い
行
為
で
あ
る
。「
ご
く
少
量
で
あ
っ
て
も
許
さ
な
い
」
と
い
う
意
味

を
示
す
場
合
、
テ
ミ
ル
を
伴
わ
な
い
命
令
形
で
あ
れ
ば
「
今
一
度
」
の
よ
う

な
語
を
伴
う
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
テ
ミ
ル
は
行
為
全
体
の
遂
行
で
な
く
、

行
為
の
一
部
の
実
行
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、
こ
の
意
味
を
負
担
す

る
こ
と
が
で
き
た
一
一
。
二
点
目
に
つ
い
て
、
命
令
文
と
結
果
予
告
の
二
文

併
置
が
仮
定
条
件
文
と
同
様
の
構
造
を
持
つ
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、「
前
件

に
お
い
て
行
為
の
実
行
を
要
求
し
、
直
後
に
、
そ
の
結
果
と
し
て
話
し
手
が

後
件
を
実
行
す
る
」
と
い
う
条
件
文
の
構
造
が
、
結
果
を
伴
う
テ
ミ
ル
と
親

和
性
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

五 

仮
定
的
テ
ミ
ロ
内
部
の
用
法
拡
張 

仮
定
的
テ
ミ
ロ
の
人
称
・
意
志
性
の
制
約
の
緩
和
が
近
世
後
期
に
起
こ
っ

た
こ
と
を
三
節
に
述
べ
た
。
こ
の
用
法
は
仮
定
的
テ
ミ
ロ
内
の
用
法
拡
張
に

よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
と
見
て
問
題
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
意
志
的
で
な
い

テ
ミ
ル
事
態
や
聞
き
手
以
外
の
テ
ミ
ル
主
体
が
許
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
菊
田
（
二
〇
一
二
）
は
近
世
後
期
に
（
一
二
）
の
よ

う
に
「
テ
ミ
ル
」
が
非
意
志
的
な
出
来
事
・
状
況
と
も
結
び
つ
く
よ
う
に
な

っ
た
（
菊
田
二
〇
一
一
）
こ
と
を
契
機
と
し
て
「
非
現
実
仮
定
型
」
が
生
ま

れ
た
と
論
じ
る
。 

フ
ツ
ト
思
付
て
見
れ
バ
、
セ
ツ
キ
ヤ
ウ
ほ
ど
、
今
〳
〵
し
ひ
も
の
ハ

な
い
が
、
（
仕
形
噺
［
一
七
七
三
刊
］
菊
田
二
〇
一
一
・
五
七
頁
） 

し
か
し
（
一
一
）
に
示
し
た
よ
う
に
、
人
称
・
意
志
性
の
条
件
の
緩
和
は
（
一

二
）
と
同
時
期
の
安
永
年
間
で
あ
り
、
同
時
期
に
発
生
し
た
非
意
志
的
テ
ミ

ル
と
の
い
ず
れ
か
一
方
を
も
う
一
方
の
成
立
の
前
提
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問

が
残
る
。
ま
た
、
テ
ミ
ル
条
件
文
の
意
志
性
の
制
約
の
緩
和
を
前
提
と
し
て

考
え
た
場
合
、
テ
ミ
ル
主
体
が
話
し
手
・
第
三
者
で
あ
る
場
合
が
許
容
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
要
因
が
説
明
で
き
な
い
一
二
。
こ
こ
で
は
、
事
前
阻
止
に
限

定
さ
れ
て
い
た
仮
定
的
テ
ミ
ロ
が
、
新
情
報
の
認
識
を
要
求
す
る
表
現
へ
と

拡
張
し
た
た
め
に
人
称
・
意
志
性
の
条
件
が
緩
和
さ
れ
た
も
の
と
考
え
た
い
。 



 
 

 

ま
ず
、
成
立
当
初
の
仮
定
的
テ
ミ
ロ
は
、「
聞
き
手
が
前
件
（
話
し
手
に
と

っ
て
望
ま
し
く
な
い
）
を
実
行
し
た
場
合
に
、
話
し
手
が
後
件
（
聞
き
手
に

と
っ
て
望
ま
し
く
な
い
）
を
実
行
」
と
い
う
予
測
を
提
示
し
、
そ
の
こ
と
に

よ
り
、
聞
き
手
に
よ
る
前
件
の
実
行
を
阻
止
す
る
狙
い
を
持
つ
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
前
阻
止
の
意
は
あ
く
ま
で
も
「
テ
ミ
ロ
＋
脅
し
」

と
い
う
構
文
が
推
論
と
し
て
含
意
す
る
も
の
で
あ
り
、
表
面
上
は
「
前
件
の

実
行
に
よ
っ
て
予
測
さ
れ
る
後
件
を
提
示
す
る
」
文
で
あ
る
。
後
件
で
提
示

さ
れ
る
予
測
は
聞
き
手
に
と
っ
て
未
知
の
情
報
で
あ
り
、
そ
の
情
報
の
認
識

を
要
求
す
る
こ
と
が
前
景
化
さ
れ
た
の
が
（
九
）
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。
即

ち
（
九
）
の
段
階
で
、
仮
定
的
テ
ミ
ロ
は
事
前
阻
止
の
性
質
を
失
い
、
新
知

識
の
認
識
を
要
求
す
る
文
へ
と
機
能
を
拡
張
さ
せ
て
い
る
一
三
。
こ
の
「
前

件
が
成
立
す
る
と
後
件
が
成
立
す
る
」
と
い
う
、
通
常
の
順
接
仮
定
条
件
と

同
様
の
構
造
が
「
テ
ミ
ロ
」
で
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
命
令
文
に
お

け
る
人
称
や
意
志
性
の
制
限
も
緩
和
さ
れ
、（
一
一
）
の
よ
う
な
例
が
現
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
一
四
。「
テ
ミ
ロ
」
の
形
式
は
、
近
世
前
期
に
は
そ
の
多

く
が
「
み
よ
」
で
あ
っ
た
が
、
近
世
後
期
に
は
「
み
な
」「
み
や
」「
み
や
れ
」

「
み
さ
し
ゃ
れ
」「
み
な
ん
し
」「
み
た
が
い
い
」「
ご
覧
～
」
の
よ
う
な
、「
み

よ
」
に
比
し
て
待
遇
的
価
値
が
高
く
、
事
態
成
立
へ
の
強
制
力
が
弱
い
形
式

も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
も
「
テ
ミ
ロ
＋
脅
し
」
の
構
造
が
純
粋

な
禁
止
を
表
さ
な
く
な
り
、
仮
定
的
テ
ミ
ロ
が
行
為
要
求
の
意
味
合
い
を
失

っ
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
。 

長
野
（
一
九
九
八
）
は
現
代
語
に
お
い
て
、
後
件
の
事
態
が
望
ま
し
い
場

合
に
つ
い
て
も
テ
ミ
ロ
が
用
い
ら
れ
る
と
す
る
一
五
が
、
こ
う
し
た
例
は
、

近
世
後
期
の
資
料
に
も
僅
か
な
が
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。 

［
子
供
に
聞
き
分
け
が
な
い
と
い
う
愚
痴
を
受
け
て
］「
そ
れ
は
そ

の
筈
さ
、お
ま
へ
さ
ん
。是
で
も
ネ
、最
半
年
も
立
て
御
覧
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
］） 

こ
れ
も
や
は
り
、
聞
き
手
の
認
識
下
に
な
い
「
前
件
が
成
立
す
る
と
後
件
が

成
立
す
る
」
こ
と
を
新
情
報
と
し
て
提
示
す
る
も
の
で
、
仮
定
的
テ
ミ
ロ
の



 
 

 

認
識
要
求
表
現
へ
の
拡
張
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 

六 

ま
と
め
と
今
後
の
課
題 

本
稿
で
は
順
接
仮
定
条
件
形
式
的
に
働
く
命
令
形
式
に
つ
い
て
、
以
下
の

こ
と
を
論
じ
た
。 

・
当
該
表
現
は
現
代
語
に
お
い
て
は
「
テ
ミ
ロ
」（
仮
定
的
テ
ミ
ロ
）
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
。
こ
れ
は
、
聞
き
手
に
と
っ
て
望
ま
し
く
な
い
こ
と
を

話
し
手
が
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
を
後
件
で
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
事

態
の
実
現
を
阻
止
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
命
令
形
の
文
に
よ
る
事

前
阻
止
が
試
行
の
結
果
を
伴
う
「
テ
ミ
ル
」
の
意
味
と
親
和
性
が
高
か
っ

た
た
め
に
、「
テ
ミ
ロ
＋
脅
し
」
と
い
う
構
文
が
定
着
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。 

・
近
世
中
期
に
は
、「
テ
ミ
ロ
＋
脅
し
」
と
い
う
構
文
が
一
般
的
な
順
接
仮
定

条
件
と
同
様
の
構
造
で
あ
る
た
め
に
、
含
意
す
る
「
事
前
阻
止
」
の
意
が

背
景
化
さ
れ
、「
テ
ミ
ロ
＋
結
果
予
告
」
に
よ
る
認
識
要
求
の
表
現
へ
と
用

法
が
拡
張
し
た
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
用
法
拡
張
を
契
機
と
し
て
、
近
世

後
期
に
は
仮
定
的
テ
ミ
ロ
の
意
志
性
・
人
称
の
制
約
が
緩
和
さ
れ
た
。 

今
回
扱
っ
た
「
命
令
形
＋
脅
し
」
の
文
や
仮
定
的
テ
ミ
ロ
の
成
立
と
、
そ

の
用
法
の
拡
張
は
「
命
令
を
表
し
て
い
た
形
式
が
命
令
を
表
さ
な
く
な
る
変

化
」
で
あ
る
こ
と
を
冒
頭
に
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
文
法
化
」

研
究
の
文
脈
に
お
い
て
、文
法
変
化
の
傾
向
の
一
つ
と
し
て
指
摘
さ
れ
る「
間

主
観
化
」「
対
人
化
」（intersubjectification, T

raugott &
 D

asher 2002, 

T
raugott 2010

）
の
方
向
性
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
一
六
。
こ
う
し
た
変
化

は
一
般
的
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
一
方
で
、
命
令
文
に
条
件
文
的
な
読
み

が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
現
象
は
通
言
語
的
に
は
あ
る
程
度
の
一

般
性
を
持
つ
一
七
。 

さ
ら
に
、
本
稿
で
扱
っ
た
仮
定
的
テ
ミ
ロ
は
順
接
条
件
を
表
す
が
、「
Ｖ
し

て
も
し
な
く
て
も
よ
い
」
を
表
す
命
令
形
の
放
任
用
法
を
経
由
す
る
こ
と
に

よ
り
、「
Ｖ
し
て
も
し
な
く
て
も
（
よ
い
、
そ
の
ど
ち
ら
の
場
合
で
も
）」
を

示
す
「
で
あ
れ
」「
に
せ
よ
」
一
八
の
よ
う
に
、
逆
接
条
件
の
形
式
に
発
展
す



 
 

 

る
こ
と
も
あ
る
。
あ
る
発
話
行
為
に
典
型
的
な
形
式
が
存
在
し
、
そ
の
形
式

か
ら
本
来
の
成
立
条
件
を
満
た
さ
な
い
新
し
い
用
法
が
派
生
す
る
こ
と
を
考

一 

以
降
「
命
令
」
と
「
依
頼
」
を
併
せ
て
、
話
し
手
が
聞
き
手
に
未
実
現
の

事
態
の
成
立
を
促
す
表
現
を
「
行
為
要
求
表
現
」
と
呼
ぶ
。「
命
令
」
に
は
行

為
の
成
立
を
要
求
す
る
「
肯
定
命
令
」
と
、
行
為
を
成
立
さ
せ
な
い
こ
と
を

要
求
す
る
「
否
定
命
令
」
が
あ
り
（
仁
田
一
九
九
一
）、（
一
ａ
）
も
広
義
の

行
為
要
求
に
含
ま
れ
る
が
、
本
稿
で
は
「
否
定
命
令
」
に
言
及
す
る
際
に
は

「
禁
止
」
と
し
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。 

二 

出
典
表
記
の
な
い
場
合
は
作
例
。
引
用
中
の
強
調
・
説
明
等
は
稿
者
に
よ

り
、
濁
点
を
補
っ
た
箇
所
が
あ
る
。 

三 

「
テ
ミ
ル
」が
こ
う
し
た
用
法
を
持
つ
こ
と
の
指
摘
は
高
橋（
一
九
六
九
）、

吉
川
（
一
九
七
五
）
が
早
く
、
他
、
現
代
語
に
お
け
る
仮
定
的
テ
ミ
ロ
に
つ

い
て
論
じ
る
も
の
にT

akahashi

（2012

）、
森
（
二
〇
〇
六
・
二
〇
一
四
）

な
ど
、
史
的
変
遷
を
論
じ
る
も
の
にShinzato

（2002

）、M
ori

（2006

）

え
た
場
合
に
、
そ
の
条
件
の
逸
脱
の
許
容
や
派
生
の
過
程
と
し
て
ど
う
い
っ

た
類
型
が
想
定
で
き
る
か
、
今
後
の
検
討
課
題
と
す
る
。
一
九 

が
あ
る
。Shinzato

（2002

）
は
近
世
後
期
の
人
称
・
意
志
性
の
条
件
か
ら

逸
脱
し
た
例
の
み
を
挙
げ
て
仮
定
的
テ
ミ
ロ
の
成
立
を
論
じ
て
お
り
、M

ori

（2006

）
の
挙
例
もShinzato

（2002

）
に
従
う
た
め
、
史
的
変
遷
の
考
察

に
は
不
十
分
で
あ
る
。 

四 

菊
田
（
二
〇
一
二
）
で
は
「
テ
ミ
ロ
条
件
命
令
文
」
と
さ
れ
る
が
、
近
世

以
前
の
資
料
に
お
い
て
は
句
切
り
の
記
号
が
付
さ
れ
な
い
、
句
点
・
読
点
の

区
別
が
な
い
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
あ
る
二
つ
の
節
が
独
立
す
る
二
文
で
あ

る
の
か
、
そ
れ
と
も
主
節
と
従
属
節
の
関
係
を
持
つ
一
文
の
ま
と
ま
り
で
あ

る
の
か
を
判
別
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
条
件
文
と
し

て
の
成
立
は
問
題
と
せ
ず
、
事
前
阻
止
に
用
い
ら
れ
る
、
仮
定
的
な
命
令
形

や
テ
ミ
ロ
の
成
立
に
重
点
を
置
く
こ
と
と
す
る
。 

五 

行
為
要
求
表
現
の
成
立
条
件
に
つ
い
て
は
仁
田
（
一
九
九
一
）、
安
達
（
二

                                        

              

 



 
 

 

                                        

                                        

                                      

 
〇
〇
二
）
に
従
う
。 

六 

『
虎
明
本
狂
言
集
』
は
室
町
期
言
語
を
反
映
す
る
と
さ
れ
る
が
、
書
写
さ

れ
た
の
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
近
世
的
な
要
素
が
混
入
し
て

い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
他
の
室
町
時
代
語
資
料
に
仮
定
的
テ
ミ
ロ
の
例

が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
近
世
初
頭
の
例
と
し
て
扱
う
こ
と
と

す
る
。 

七 

そ
の
他
、
現
代
語
に
見
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
、
指
定
辞
「
で
」
と
補
助

動
詞
的
な
「
見
る
」
に
よ
る
「
で
み
ろ
」
に
よ
っ
て
テ
ミ
ロ
相
当
の
意
を
表

す
例
が
見
ら
れ
る
。「
で
あ
る
」
こ
と
の
仮
定
条
件
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
テ
ミ
ル
主
体
を
三
人
称
、
テ
ミ
ル
事
態
が
非
意
志
的
で
あ
る
も

の
と
し
て
見
て
お
く
。 

・［
娘
に
合
羽
を
買
い
与
え
た
と
こ
ろ
、「
襟
は
び
ろ
う
ど
が
よ
い
」
と
贅
沢

を
言
わ
れ
］
つ
ゐ
へ
な
こ
と
を
い
ふ
な
よ
。
コ
レ
干
物
で
見
ろ
。
む
し
つ

て
す
て
る
所
だ
。 

（
聞
上
手
［
一
七
七
二
刊
］） 

八 

菊
田
（
二
〇
一
二
）
は
命
令
形
の
放
任
用
法
が
「
警
告
・
脅
迫
型
」
の
発

生
の
前
提
と
な
っ
た
と
論
じ
る
。
命
令
形
の
放
任
用
法
は
話
者
が
成
立
を
望

ま
な
い
否
定
的
な
解
釈
を
可
能
に
す
る
が
、
話
者
の
「
無
関
心
」
を
表
す
「
Ｖ

な
ら
Ｖ
（
命
令
）」
よ
り
も
「
Ｖ
な
ら
Ｖ
テ
ミ
ロ
」
の
方
が
否
定
的
な
態
度
を

表
す
の
に
適
し
て
い
た
た
め
に
住
み
分
け
が
起
き
、
さ
ら
に
、
放
任
の
「
Ｖ

テ
ミ
ロ
」
と
脅
し
文
の
後
続
が
定
型
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仮
定
的
テ
ミ
ロ

が
成
立
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、「
Ｖ
な
ら
Ｖ
テ
ミ
ロ
」
は
確
か
に
話
し
手
に

と
っ
て
事
態
の
成
立
が
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
あ
く
ま
で
も
テ
ミ
ル

行
為
成
立
の
決
定
権
は
聞
き
手
に
あ
る
。
そ
う
し
た
放
任
の
例
が
、
決
定
権

者
を
話
し
手
と
す
る
禁
止
の
文
へ
と
移
行
す
る
こ
と
へ
の
説
明
が
困
難
で
あ

る
こ
と
、
ま
た
、
命
令
形
に
よ
る
放
任
が
「
～
ば
＋
命
令
形
」
と
い
う
一
定

の
構
文
条
件
下
で
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
（
山
口
一
九
七
六
）、「
Ｖ
な
ら
Ｖ

テ
ミ
ロ
」
か
ら
「
Ｖ
テ
ミ
ロ
＋
脅
し
」
へ
と
一
足
飛
び
に
変
化
を
起
こ
す
と

は
考
え
難
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
は
「
Ｖ
な
ら
Ｖ
テ
ミ
ロ
」
を
典
型
と
す
る
放

任
の
「
テ
ミ
ロ
」
を
仮
定
的
テ
ミ
ロ
の
成
立
の
前
提
と
は
捉
え
な
い
。 

九 

「
命
令
形
＋
脅
し
」
の
構
造
や
仮
定
的
テ
ミ
ロ
が
こ
の
時
期
に
見
ら
れ
る



 
 

 

                                        

                                        

                                      

 
よ
う
に
な
っ
た
要
因
に
つ
い
て
、
当
該
用
例
の
少
な
さ
か
ら
見
て
も
、
他
の

形
式
に
代
わ
る
形
で
の
新
た
な
表
現
形
式
の
要
請
に
よ
る
も
の
と
は
考
え
づ

ら
い
。
軍
記
、
武
士
・
大
名
の
発
言
、
ま
た
、
浄
瑠
璃
に
お
い
て
は
時
代
物

に
用
例
が
偏
る
こ
と
か
ら
、
武
士
な
ど
の
特
定
の
位
相
に
お
け
る
、
仰
々
し

い
事
前
阻
止
を
表
現
す
る
た
め
に
生
産
・
使
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

一
〇 

試
行
を
表
す
テ
ミ
ル
の
例
は
遅
く
と
も
中
世
に
は
見
ら
れ
る
（
嶋
田
二

〇
〇
九
）
た
め
、
仮
定
的
テ
ミ
ロ
の
成
立
を
考
え
る
際
に
は
問
題
と
な
ら
な

い
。 

一
一 

テ
ミ
ロ
が
一
回
の
試
行
を
要
求
す
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
例
に
顕
著
で

あ
る
。 

・
敵
ハ
無
勢
ナ
リ
ケ
ル
ヲ
、
一
責
々
テ
見
ヨ
。 

（
太
平
記
巻
二
九
） 

・
何
か
は
苦
し
か
る
べ
き
。
今
一
度
、
参
り
て
見
よ
か
し
。 

 

（
大
石
寺
本
曽
我
物
語
） 

一
二 

菊
田
（
二
〇
一
二
）
に
示
さ
れ
る
、
テ
ミ
ル
条
件
文
が
視
覚
情
報
に
関
係

し
な
い
思
考
内
容
も
「
見
る
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
（
菊
田
二
〇

一
一
）
こ
と
は
仮
定
的
テ
ミ
ロ
の
成
立
の
前
提
条
件
で
は
あ
る
が
、
テ
ミ
ル

が
採
用
さ
れ
る
積
極
的
な
理
由
に
は
な
ら
な
い
。 

一
三 

長
野
（
一
九
九
八
）
で
は
こ
の
「
認
識
要
求
」
に
つ
い
て
、
事
態
成
立
に

対
す
る
、
話
し
手
と
聞
き
手
の
認
識
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
よ
う
と
す
る
表
現

で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。 

一
四 

金
水
（
二
〇
〇
四
）
に
は
、
現
代
語
に
お
い
て
、
通
常
の
「
意
志
動
詞
＋

テ
ミ
ル
。」の
場
合
は
動
作
主
が
テ
ミ
ル
の
結
果
を
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
た

め
に
評
価
を
前
提
と
し
な
い
「
無
意
志
動
詞
＋
テ
ミ
ル
。」
が
許
容
さ
れ
な
い

こ
と
、
そ
の
一
方
で
、
条
件
文
の
場
合
は
前
件
と
後
件
の
間
に
「
文
脈
的
結

果
状
態
」（
出
来
事
が
完
成
し
た
結
果
の
状
態
）
が
成
立
す
る
た
め
に
、
無
意

志
動
詞
の
場
合
で
も
、
そ
の
文
脈
的
結
果
状
態
の
評
価
を
示
す
テ
ミ
ル
が
付

加
可
能
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
テ
ミ
ル
条
件
文
に
お
い
て
も
仮
定
的

テ
ミ
ロ
に
お
い
て
も
無
意
志
動
詞
を
伴
う
例
は
後
発
的
な
も
の
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
、
条
件
形
式
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
テ
ミ
ル
の
意
志
性
の
制
約
を

逸
脱
で
き
た
こ
と
と
齟
齬
し
な
い
。 



 
 

 

                                        

                                        

                                      

 
一
五 
「
な
あ
に
俺
が
乗
り
出
し
て
み
ろ
、
話
は
す
ぐ
に
ま
と
ま
る
」（
長
野
一

九
九
八
・
一
五
二
頁
）
な
ど
。 

一
六 Shinzato
（2007

）、N
arrog

（2012

）、
小
柳
（
二
〇
一
六
）
に
指
摘

が
あ
り
、
特
に
、「
対
人
化
」
と
そ
の
例
外
が
起
こ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て

は
小
柳
（
二
〇
一
六
）
に
詳
し
い
。 

一
七 

た
だ
し
、
一
口
に
「
命
令
か
ら
条
件
へ
」
と
い
っ
て
も
、
ロ
シ
ア
語
・
オ

ラ
ン
ダ
語
の
間
で
は
条
件
文
化
の
度
合
い
が
異
な
る
こ
と
（Boogaart &

 

T
rnavac 2004

）、日
本
語
で
は
禁
止
を
含
意
す
る
場
合
に
テ
ミ
ル
が
義
務
的

で
あ
る
こ
と
、「
で
あ
れ
」「
に
せ
よ
」
の
よ
う
な
逆
接
仮
定
を
作
る
命
令
形

の
放
任
用
法
は
順
接
仮
定
に
比
し
て
珍
し
い
こ
と
な
ど
、
当
然
な
が
ら
相
違

点
も
存
す
る
。 

一
八 

そ
の
変
遷
過
程
に
つ
い
て
は
北
﨑
（
二
〇
一
六
）
を
参
照
。 

［
調
査
資
料
］
用
例
を
収
集
し
て
集
計
に
用
い
た
資
料
、
本
稿
で
引
用
し
た

資
料
の
み
記
載
す
る
。 

略
称 

旧
大
系
：
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
）、
新
大
系
：
岩
波
書
店

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』、新
全
集
：
小
学
館『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』

（
補
助
的
に
「JapanKnow

ledge

」
を
使
用
） 

延
慶
本
平
家
物
語
：『
延
慶

本
平
家
物
語
本
文
篇
』
勉
誠
社
／
太
平
記
：
旧
大
系
／
曽
我
物
語
（
大
石
寺

本
）：
新
全
集 

近
世
初
頭
・
前
期
［
狂
言
台
本
］
虎
明
本
（
一
六
四
二
写
）：

『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究
』表
現
社
／
天
理
本（
寛
永
年
間
写
か
）：『
狂

言
六
義
全
注
』
勉
誠
社
／
狂
言
記
（
一
六
六
〇
）：『
狂
言
記
の
研
究
』
勉
誠

社
［
噺
本
］
東
国
板
含
む
噺
本
七
一
作
品
（
一
六
一
三-

一
七
七
〇
）：『
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
）［
浮
世
草
子
］
西
鶴
浮
世
草
子
二
四
作
品
（
一
六
八
二-

一
六
九
八
）：『
新
編
西
鶴
全
集
』
勉
誠
出
版
／
好
色
万
金
丹
（
一
六
九
四
）・

新
色
五
巻
書
（
一
六
九
八
）・
傾
城
禁
短
気
（
一
七
一
一
）：
旧
大
系
／
け
い

せ
い
色
三
味
線
（
一
七
〇
一
）・
け
い
せ
い
伝
授
紙
子
（
一
七
一
一
）・
世
間

娘
気
質
（
一
七
一
七
）：
新
大
系
／
好
色
敗
毒
散
（
一
七
〇
三
）・
野
白
内
証

鑑
（
一
七
一
〇
）・
浮
世
親
仁
形
気
（
一
七
二
〇
）：
新
全
集
［
歌
舞
伎
資
料
］



 
 

 

                                        

                                        

                                      

 
絵
入
狂
言
本
四
六
種
（
一
六
八
八-

一
七
二
七
）：『
翻
刻
絵
入
狂
言
本
集
』

／
好
色
伝
授
（
一
六
九
三
）：『
好
色
伝
受 

本
文
・
総
索
引
・
研
究
』
笠
間
書

院
／
傾
城
壬
生
大
念
仏
（
一
七
〇
二
）：
旧
大
系
［
浄
瑠
璃
］
近
松
世
話
浄
瑠

璃
二
四
作
品
（
一
七
〇
三-

一
七
二
二
）：
新
全
集
／
近
松
時
代
浄
瑠
璃
六
作

品
（
一
六
八
五-

一
七
一
九
）・
時
代
浄
瑠
璃
六
作
品
（
一
七
一
九-

一
七
四

九
）・
八
百
屋
お
七
（
一
七
一
四
）・
夏
祭
浪
花
鑑
（
一
七
四
五
）：
旧
大
系
／

曾
我
会
稽
山
（
一
七
一
八
）：
新
全
集 
近
世
後
期
上
方
［
噺
本
］
上
方
板
噺

本
三
〇
作
品
（
一
七
七
三-

一
八
五
二
）：『
噺
本
大
系
』［
洒
落
本
］
上
方
板

洒
落
本
三
六
作
品
（
一
七
五
六-

一
八
五
三
）：『
洒
落
本
大
成
』
中
央
公
論

社
［
浄
瑠
璃
］
時
代
浄
瑠
璃
七
作
品
（
一
七
五
一-

一
七
九
九
）・
世
話
浄
瑠

璃
二
作
品
（
一
七
七
二-

一
七
八
〇
）：
旧
大
系
［
歌
舞
伎
資
料
］
幼
稚
子
敵

討
（
一
七
五
三
）・
韓
人
漢
文
手
管
始
（
一
七
八
九
）：
旧
大
系 

近
世
後
期

江
戸
［
噺
本
］
江
戸
板
噺
本
二
二
八
作
品
（
一
七
六
四-

一
八
八
五
）：『
噺

本
大
系
』［
洒
落
本
］
江
戸
板
洒
落
本
三
〇
作
品
（
一
七
六
九-

一
七
九
八
）：

『
洒
落
本
大
成
』
／
江
戸
板
洒
落
本
八
作
品
（
一
七
七
〇-

一
七
九
八
）：
旧

大
系
／
江
戸
板
洒
落
本
一
二
作
品
（
一
七
七
〇-

一
八
一
七
）：
依
田
恵
美
編

「
忍
頂
寺
文
庫
洒
落
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
／
繁
千
話
（
一
七
九
〇
）：
新
全
集

［
談
義
本
・
滑
稽
本
］
談
義
本
五
作
品
（
一
七
二
七-

一
七
八
五
）：
新
大
系

／
東
海
道
中
膝
栗
毛
（
一
八
〇
二-

一
八
一
四
）・
浮
世
風
呂
（
一
八
〇
九-

一
八
一
三
）：
旧
大
系
／
狂
言
田
舎
操
（
一
八
一
一
）：『
叢
書
江
戸
文
庫
一
九 

滑
稽
本
集
［
一
］』
国
書
刊
行
会
／
浮
世
床
（
一
八
一
三-

一
八
一
四
、
一
八

二
三
）：
新
全
集
［
歌
舞
伎
資
料
］
名
歌
徳
三
舛
玉
垣
（
一
八
〇
一
）・
お
染

久
松
色
読
販
（
一
八
一
三
）・
小
袖
曽
我
薊
色
縫
（
一
八
五
九
）：
旧
大
系
［
人

情
本
］
明
烏
後
の
正
夢
（
一
八
二
一
）・
浮
世
新
形
恋
の
花
染
（
一
八
三
〇
）：

国
立
国
語
研
究
所
編
「
日
本
語
史
研
究
用
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
集
」

（http://textdb01. 

ninjal.ac.jp/dataset/

）
／
仮
名
文
章
娘
節
用
（
一
八
三
一-

一
八
三
四
）：

鶴
見
人
情
本
読
書
会（
一
九
九
八-

二
〇
〇
〇
）「
翻
刻『
仮
名
文
章
娘
節
用
』」

鶴
見
日
本
文
学
、
二-

四
／
春
色
梅
児
誉
美
（
一
八
三
二-

一
八
三
三
）・
春

色
辰
巳
園
（
一
八
三
三-

一
八
三
五
）：
旧
大
系
／
恋
の
若
竹
（
一
八
三
三-



 
 

 

                                        

                                        

                                      

 
一
八
三
九
）・
春
色
江
戸
紫
（
一
八
六
四-

一
八
六
八
）・
花
暦
封
じ
文
（
一

八
六
六
）：
全
文
検
索
シ
ス
テ
ム
『
ひ
ま
わ
り
用
「
人
情
本
」
パ
ッ
ケ
ー
ジ
』

（
岡
部
嘉
幸
氏
作
成
、
底
本
は
人
情
本
刊
行
会
）
／
比
翼
連
理
花
迺
志
満
台

（
一
八
三
六-

一
八
三
九
）：
国
立
国
語
研
究
所
編
『
ひ
ま
わ
り
版
「
人
情
本

コ
ー
パ
ス
」（
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス
江
戸
時
代
編
）』
／
春
色
恋
廼
染
分
解

（
一
八
六
〇-

一
八
六
五
）『
春
色
恋
迺
染
分
解 

翻
刻
と
総
索
引
』
お
う
ふ

う 

近
代 

『C
D

-
RO

M

版
明
治
の
文
豪
』
新
潮
社
、『C

D
-

RO
M

版

大
正
の
文
豪
』
新
潮
社 

［
参
考
文
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T
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安
達
太
郎
（
二
〇
〇
二
）「
命
令
・
依
頼
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
」
宮
崎
和
人
・
安
達



 
 

 

                                        

                                        

                                      

 

太
郎
・
野
田
春
美
・
高
梨
信
乃
『
新
日
本
語
文
法
選
書 

4 

モ
ダ
リ
テ

ィ
』
く
ろ
し
お
出
版 

菊
田
千
春（
二
〇
一
一
）「
複
合
動
詞
テ
ミ
ル
の
非
意
志
的
用
法
の
成
立
」『
日

本
語
文
法
』
11-
2 

―
―
―
―
（
二
〇
一
二
）「
テ
ミ
ロ
条
件
命
令
文
と
そ
の
成
立
過
程
：
構
文
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
役
割
」『
日
本
語
文
法
学
会
第
13
回
大
会
予
稿
集
』 

北
﨑
勇
帆
（
二
〇
一
六
）「
複
合
助
詞
「
で
あ
れ
」「
に
せ
よ
」「
に
し
ろ
」
の

変
遷
」『
日
本
語
の
研
究
』
12-

4 

金
水
敏
（
二
〇
〇
四
）「
文
脈
的
結
果
状
態
に
基
づ
く
日
本
語
助
動
詞
の
意
味

記
述
」、
影
山
太
郎
・
岸
本
秀
樹
編
『
日
本
語
の
分
析
と
言
語
類
型  

柴

谷
方
良
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
』
く
ろ
し
お
出
版 

小
柳
智
一
（
二
〇
一
六
）「
対
人
化
と
推
意
」『
国
語
研
究
（
國
學
院
大
學
）』

79 

嶋
田
紀
之
（
二
〇
〇
九
）「「
Ｖ
て
み
る
」
の
多
義
性
と
文
法
化
」『
日
本
認
知

言
語
学
会
論
文
集
』
9 

高
橋
太
郎
（
一
九
六
九
）「
す
が
た
と
も
く
ろ
み
」（
金
田
一
春
彦
編
一
九
七

六
『
日
本
語
動
詞
の
ア
ス
ペ
ク
ト
』
麦
書
房
所
収
） 

長
野
ゆ
り
（
一
九
九
四
）「「
～
て
み
る
」
の
用
法
の
一
側
面 

―
命
令
形
・
条

件
表
現
を
と
る
「
～
て
み
る
」
の
用
法
に
つ
い
て
―
」『
現
代
日
本
語
研

究
（
大
阪
大
学
）』
1 

―
―
―
―
（
一
九
九
五
）「
シ
ロ
と
シ
テ
ミ
ロ 

―
命
令
形
が
仮
定
を
表
す
場

合
―
」
宮
島
達
夫
・
仁
田
義
雄
編
『
日
本
語
類
義
表
現
の
文
法
（
下
）』

く
ろ
し
お
出
版 

―
―
―
―
（
一
九
九
八
）「
仮
定
を
表
す
「
～
て
み
ろ
」
の
用
法
に
つ
い
て
」

『
日
本
語
教
育
』
96 

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 

森
英
樹
（
二
〇
〇
六
）「
三
つ
の
命
令
文
：
日
英
語
の
命
令
文
と
潜
在
型
／
既

存
型
ス
ケ
ー
ル
」『
言
語
研
究
』
129 

―
―
―
（
二
〇
一
四
）「「
Ｖ
て
み
ろ
」
条
件
命
令
文
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
再
分



 
 

 

                                        

                                        

                                      

 

析
構
造
」『
言
語
研
究
』
145 

山
口
堯
二（
一
九
七
六
）「
同
語
反
復
的
仮
定
表
現
の
情
意
性
」『
国
語
国
文
』

45-
6  

湯
澤
幸
吉
郎
（
一
九
二
六
）『
徳
川
時
代
言
語
の
研
究 

上
方
篇
』
刀
江
書
院 

吉
川
武
時（
一
九
七
五
）「「
～
て
み
る
」の
意
味
と
そ
れ
の
実
現
す
る
条
件
」

『
日
本
語
学
校
論
集
（
東
京
外
国
語
大
学
外
国
語
学
部
附
属
日
本
語
学

校
）』
2 

［
付
記
］
本
稿
は
、
日
本
語
学
会
二
〇
一
六
年
度
春
季
大
会
（
於
学
習
院
大

学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
の
内
容
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
す
。
発
表
の
席

上
や
、
執
筆
に
際
し
て
御
助
言
を
賜
り
ま
し
た
先
生
方
に
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。
な
お
、
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費 

課
題
番

号16J00119

）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 

（
き
た
ざ
き 

ゆ
う
ほ
・
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
博
士
課
程
） 

 



 

 

表 3 用例数（年代別） 
 類 

後件の主体 

 φ A 
B 

話 聞 三 話 聞 三 
1680 1 2    3(1)   

1690 1 3    4(1)   

1700  8    8(5)   

1710 1 2    3(2)   

1720  1    1   

1730         

1740  11    10(3) 1  

1750         

1760  1     1  

1770  1 1 1 3 2 2 2 
1780   1 1 1 1 1 1 
1790  2  1 1 1(1) 3(1)  

1800  8  3 6 1 12(1) 4 
1810  4 1  2 1 2 4 
1820  2  1 4  5 2 
1830  8  6 5 3 7 9 
1840         

1850   1   1   

1860~  1   2 1  2 

 

表 2 用例数（資料分類別） 

 φ A 
B 

話 聞 三 

近 

世 

前 

期 

狂言  3    

噺本  1    

浮世草
 

 4    

歌舞伎 2 5    

時代浄  14    

世話浄 1 3    

近 

世 

後 

期 

上

方 

洒落本  3   2 

浄瑠璃  1    

歌舞伎   1  1 

江

戸 

噺本  3 1 2 3 

洒落本  1  2 2 

談義本  1    

滑稽本  12 1 3 8 

人情本  6  6 8 

歌舞伎   1   

 

表 1 出現状況 

 φ 
テミロ 

A 
B 

 で 

成立以前 
○ 

× 
× × 

近世前期 

○ 
近世後期 

× ○ 
○ 

近代 

現代 × 
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