
               

要 

旨 

形
式
的
に
は
疑
問
文
で
聞
き
手
に
問
い
か
け
な
が
ら
、
話
し
手
は
当
然
の
応
答
と
し
て
、
聞

き
手
に
反
対
の
結
論
を
要
求
す
る
用
法
を
「
反
語
」
と
定
義
す
る
と
、
中
古
で
は
疑
問
の
助
詞

「
ヤ
」
、
「
カ
」
が
助
詞
「
ハ
」
を
伴
っ
た
と
き
、
特
に
そ
の
意
味
を
担
う
こ
と
が
多
い
と
さ
れ

る
。
従
来
、
「
ヤ
」
、「
カ
」
に
つ
い
て
の
特
性
は
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
が
、
「
ヤ
ハ
」
、
「
カ

ハ
」
の
反
語
表
現
に
つ
い
て
は
未
だ
不
明
な
点
が
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
中
古
の

和
文
資
料
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
の
会
話
文
を
調
査
対
象
と
し
、「
ヤ
ハ
」、「
カ
ハ
」
の
結
び
の

形
式
に
着
目
し
な
が
ら
、
表
現
価
値
の
異
な
り
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
調
査
結
果
か
ら
言

え
る
こ
と
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

「
ヤ
ハ
」 

・
用
例
の
ほ
と
ん
ど
が
反
語
表
現
と
解
釈
さ
れ
る
。 

 
 

 
               

・
結
び
の
形
式
に
は
「
基
本
形
」（
存
在
詞
多
数
）「
ケ
リ
」（
過
去
）「
ズ
」（
打
消
）「
ヌ
」

（
完
了
）「
リ
」（
存
続
）
な
ど
、
客
体
的
、
既
実
現
・
現
実
の
要
素
が
認
め
ら
れ
る
。 

「
カ
ハ
」 

・
用
例
に
は
反
語
の
解
釈
で
あ
る
か
否
か
、
揺
れ
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。 

・
結
び
の
形
式
に
は
「
ム
」（
推
量
）「
マ
シ
」（
反
実
仮
想
）「
ケ
ム
」（
過
去
推
量
）「
ラ
ム
」

（
現
在
推
量
）
な
ど
、
主
体
的
、
未
実
現
・
非
現
実
の
要
素
が
認
め
ら
れ
る
。 

こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
、「
ヤ
ハ
」
は
、
話
し
手
が
直
截
的
な
事
柄
を
二
者
択
一
で
示
し
、
聞
き

手
に
当
該
事
態
の
不
成
立
を
訴
え
る
反
語
表
現
で
あ
る
の
に
対
し
、「
カ
ハ
」
は
、
話
し
手
が
想

像
を
介
し
て
不
定
を
示
し
、
聞
き
手
に
幾
つ
か
の
回
答
案
を
前
提
と
し
て
話
し
手
の
い
わ
ん
と

す
る
当
該
事
態
の
不
成
立
を
訴
え
る
反
語
表
現
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。 

跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
要 

第
五
三
号 

（
二
〇
一
八
年
三
月
十
五
日
） 
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『
源
氏
物
語
』
で
は
女
性
が
会
話
文
で
「
ヤ
ハ
」
を
使
用
す
る
場
合
、
そ
れ
は
、
あ
か
ら
さ

ま
な
物
言
い
を
す
る
人
物
造
型
あ
る
い
は
場
面
設
定
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

反
語
表
現
「
ヤ
ハ
」
、
「
カ
ハ
」
は
、
論
理
的
に
見
れ
ば
、
問
う
た
事
柄
の
反
対
の
結
論
を
聞
き

手
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
表
現
性
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
直
截
的
な
既
実
現
・

現
実
事
態
を
問
う
「
ヤ
ハ
」
と
推
量
の
助
動
詞
を
用
い
て
未
実
現
・
非
現
実
事
態
を
問
う
「
カ

ハ
」
と
で
は
聞
き
手
に
対
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

  

は
じ
め
に 

 

（
例
１
）
ま
た
、
め
ぐ
り
参
る
と
も
、
か
ひ
や
は
は
べ
る
べ
き
。 

 
 
 

〔
生
ま
れ
変
わ
っ
て
ま
た
、
あ
な
た
と
巡
り
会
い
申
す
と
し
て
も
、
親
子
で

あ
る
こ
と
が
分
か
ら
な
い
と
あ
っ
て
は
、甲
斐
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
い
え
、

甲
斐
な
ど
あ
り
ま
す
ま
い
。
〕 

御
息
所
→
落
葉
宮
「
夕
霧
」
『
源
氏
物
語
』 

（
例
２
）
親
に
数か

ず

ま
へ
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
ず
、
世
に
知
ら
れ
で
は
何
の
か
ひ
か
は
あ

ら
む
。 

 
 
 

〔
親
に
子
と
し
て
お
扱
い
い
た
だ
け
ず
、
世
間
に
埋
も
れ
て
い
る
の
で
は
、

何
の
甲
斐
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
い
え
、
甲
斐
な
ど
あ
り
ま
す
ま
い
。
〕 

玉
鬘
乳
母
の
息
子
→
乳
母
の
家
族
「
玉
鬘
」
『
源
氏
物
語
』 

 

形
式
的
に
は
疑
問
文
で
聞
き
手
に
問
い
か
け
な
が
ら
、
話
し
手
は
当
然
の
応
答
と

し
て
、
聞
き
手
に
反
対
の
結
論
を
要
求
す
る
用
法
を
「
反
語
」
と
定
義
す
る

（1 ）

と
、
中

古
に
は
、
疑
問
の
助
詞
「
ヤ
」
、「
カ
」
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
助
詞
「
ハ
」
を
伴
っ

た
と
き
、
特
に
そ
の
意
を
担
う
こ
と
が
多
い
と
さ
れ
る
。
右
に
挙
げ
た
例
文
（
１
）
、

（
２
）
が
と
も
に
「
甲
斐
な
ど
な
い
」
こ
と
を
聞
き
手
の
応
答
と
し
て
求
め
て
い
る

反
語
と
解
釈
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。 

 

で
は
、
同
じ
応
答
を
め
ざ
し
な
が
ら
、「
ヤ
ハ
」
と
「
カ
ハ
」
と
の
間
に
は
ど
の
よ

う
な
表
現
価
値
の
異
な
り
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
古
来
、
疑
問
の
助
詞
「
ヤ
」、

「
カ
」
に
つ
い
て
は
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、「
ヤ
ハ
」
、「
カ
ハ
」
の
振
る

舞
い
に
つ
い
て
は
未
だ
不
明
な
点
が
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
中
古
の
和

文
資
料
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
を
と
り
あ
げ
、
聞
き
手
の
応
答
が
捉
え
や
す
い
会
話

文
を
対
象
と
し
て
「
ヤ
ハ
」
、
「
カ
ハ
」
を
調
査
し

（2 ）

、
そ
れ
ら
の
結
び
の
異
な
り
に
着

目
し
な
が
ら
、
両
者
の
表
現
価
値
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
た
い
と
考
え
る
。 

 

一
．
先
行
研
究
「
ヤ
ハ
」
、「
カ
ハ
」
に
つ
い
て 

  

助
詞
「
ヤ
」
、「
カ
」
が
疑
問
に
関
わ
り
、
こ
れ
ら
の
助
詞
が
下
に
「
ハ
」
を
伴
っ

た
と
き
に
反
語
の
意
と
な
る
こ
と
は
古
来
よ
り
、
歌
論
書
を
は
じ
め
と
し
て
註
釈
さ

れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
助
詞
の
文
法
的
な
機
能
を
取
り
上
げ
た
も

の
に
、
富
士
谷
成
章
の
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
（
安
永
二
年
）
が
あ
る
。 

そ
こ
で
は
「
ヤ
ハ
」
と
「
カ
ハ
」
の
異
な
り
を
次
の
よ
う
に
説
く
。 

 

 

〔
何
や
は
〕
里
「
カ
ヤ
」
と
言
ふ
。
心
反
り
て
落
着
す
る
事
〔
か
は
〕
に
似
て
、

彼
は
お
し
な
べ
た
る
理
に
よ
り
て
静
か
に
、
こ
れ
は
目
の
あ
た
り
の
勢
に
よ
り
て
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表
を
お
さ
ふ
る
を
、
た
が
へ
り
と
す
。
こ
れ
〔
か
〕
と
〔
や
〕
の
た
が
ひ
め
な
り
。

二
の
言
葉
も
と
よ
り
受
け
様
も
同
じ
か
ら
ず
。
ま
た
先
つ
頃
、
〔
か
は
〕
は
言
わ

ね
ど
し
る
き
理
を
思
は
せ
、
〔
や
は
〕
は
、
よ
し
見
よ
か
し
の
心
を
含
め
り
と
人

に
教
へ
ら
る
。 

 

右
に
挙
が
っ
て
い
る
の
は
「
ヤ
ハ
」
、「
カ
ハ
」
の
文
末
の
用
法
で
あ
る
が
、
言
葉

を
補
い
な
が
ら
解
釈
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。 

 

「
〜
ヤ
ハ
」
は
口
語
で
「
〜
カ
ヤ
」
と
訳
す
。
反
語
と
な
っ
て
落
着
す
る
こ
と
は

「
カ
ハ
」
に
似
て
い
る
が
、
「
カ
ハ
」
が
一
般
論
か
ら
静
か
に
説
く
の
に
対
し
て
、

「
ヤ
ハ
」
は
「
目
の
あ
た
り
の
勢
い
」
で
説
く
こ
と
を
相
違
点
と
し
て
い
る
。
こ

れ
は
「
カ
」
と
「
や
」
の
相
違
点
で
（
も
）
あ
る
。
二
つ
の
助
詞
は
も
と
も
と
受

け
る
語
も
異
な
る
（
カ
は
体
言
・
連
体
形
を
、
ヤ
は
終
止
形
を
受
け
る
）
。
ま
た
先

日
、
人
に
「
『
カ
ハ
』
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
明
白
な
道
理
を
思
わ
せ
、
『
ヤ
ハ
』

は
、
こ
れ
み
よ
が
し
の
心
を
含
ん
で
い
る
」
と
教
え
ら
れ
た
。 

  

成
章
は
こ
の
章
段
以
前
に
、
「
ヤ
」
と
「
カ
」
の
異
な
り
に
つ
い
て
、
「
問
う
」
の

が
「
ヤ
」
で
「
思
う
」
の
が
「
カ
」
で
あ
る
と
意
味
の
差
異
を
述
べ
る
。
ま
た
、
述

部
を
問
う
の
が
「
ヤ
」（
肯
否
疑
問
文
）
、
不
定
部
分
を
問
う
の
が
「
カ
」（
不
定
疑
問

文
）
で
あ
る
と
構
文
上
の
差
異
を
も
指
摘
す
る
。

（3 ）

こ
の
こ
と
つ
い
て
は
既
に
先
学
で

（4 ）

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
意
味
論
と
し
て
は
文
末
に
は
当
て
は
ま
る
が
、
文
中
表

現
に
は
一
概
に
当
て
は
ま
ら
な
い
と
さ
れ
る
も
の
の
、
構
文
論
的
な
指
摘
は
大
方
、

異
論
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
従
来
、「
ヤ
」
と
「
カ
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
変

遷
や
意
味
論
、
構
文
論
的
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、「
カ
ハ
」
と
「
ヤ
ハ
」
に
つ
い

て
は
、
未
だ
に
考
究
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
小
田
（
二
〇
一

五
）
で
は
「『
や
』『
か
』
に
『
は
』
を
つ
け
た
強
調
形
『
や
は
』『
か
は
』
は
反
語
と

し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
形
式
で
、
特
に
『
や
は
』
は
実
例
の
ほ
と
ん
ど
が
反

語
表
現
で
あ
る
。（
二
五
六
頁
）
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
「
ヤ
ハ
」
が
反
語

表
現
に
な
り
や
す
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
ま
で
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。 

 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
成
章
の
指
摘
す
る 

 

「
ヤ
ハ
」
…
目
の
あ
た
り
の
勢
い
、
よ
し
見
よ
か
し
の
心 

 

「
カ
ハ
」
…
お
し
な
べ
た
る
理
に
よ
り
て
静
か
に
、
言
わ
ね
ど
し
る
き
理 

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
も
目
を
配
り
な
が
ら
、
考
察
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。 

 

二
．
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
ヤ
ハ
」 

 

最
初
に
、
「
ヤ
ハ
」
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
。
以
下
に
例
を
挙
げ
、
反
語
に
関
わ
る

助
詞
と
そ
の
結
び
に
傍
線
部
を
付
し
て
お
く
。
結
び
の
特
性
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。 

 

（
例
３
）
「
も
の
は
限
り
あ
る
も
の
な
れ
ば
、
す
ぐ
れ
た
ま
へ
り
と
て
、
頂
を
放
た

れ
た
る
光
や
は
お
は
す
る
。
た
だ
こ
れ
を
、
す
ぐ
れ
た
り
と
は
聞
こ
ゆ
べ
き

な
め
り
か
し
。」 

〔
も
の
に
は
限
り
が
あ
る
も
の
な
の
で
、
（
紫
の
上
が
）
優
れ
て
い
ら
っ
し

ゃ
る
と
い
っ
て
も
、
仏
の
よ
う
頭
上
を
照
ら
す
光
は
ご
ざ
い
ま
す
か
（
い
え
、
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ご
ざ
い
ま
せ
ん
）
。
た
だ
こ
の
玉
鬘
を
優
れ
て
い
る
と
、
申
し
上
げ
ね
ば
な

ら
な
い
よ
う
だ
よ
〕 

右
近
→
玉
鬘
乳
母
「
玉
鬘
」 

（
例
４
）
「
さ
こ
そ
は
い
に
し
へ
も
御
心
に
か
な
は
ぬ
例
多
く
は
べ
れ
、
一
と
こ
ろ

や
は
世
の
も
ど
き
を
も
負
は
せ
た
ま
ふ
べ
き
。
い
と
幼
く
お
は
し
ま
す
こ
と

な
り
。
」 

〔
皇
女
が
御
意
に
反
し
た
結
婚
を
す
る
例
は
多
く
ご
ざ
い
ま
す
、
あ
な
た
一

人
が
世
間
の
非
難
を
お
受
け
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
（
い
え
、
な
る
は
ず
が
な

い
）
。
全
く
お
考
え
が
甘
く
ご
ざ
い
ま
す
。〕 

大
和
守
→
落
葉
宮
「
夕
霧
」 

（
例
５
）
「
さ
ら
ば
不
用
な
め
り
。
身
を
い
た
づ
ら
に
や
は
な
し
は
て
ぬ
。
い
と
棄

て
が
た
き
に
よ
り
て
こ
そ
、
か
く
ま
で
も
は
べ
れ
、
…
…
」 

〔
そ
れ
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
よ
う
だ
。
私
は
命
を
絶
た
ぬ
か
（
い
え
、

絶
っ
て
し
ま
お
う
）
。
諦
め
き
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
う
し
て
ま
で
も
生
き

て
き
ま
し
た
が
…
…
〕 
 
 
 
 
 
 
 

 

柏
木
→
女
三
宮
「
若
菜
下
」 

（
例
６
）
「
愛
宕
の
聖
だ
に
、
時
に
従
ひ
て
は
出
で
ず
や
は
あ
り
け
る
。
深
き
契
り

を
破
り
て
、
人
の
願
ひ
を
満
て
た
ま
は
む
こ
そ
尊
か
ら
め
。
」 

 

〔
愛
宕
の
聖
で
さ
え
、
時
に
よ
っ
て
は
京
に
出
な
い
こ
と
は
あ
っ
た
か
（
い

え
、
京
に
出
ま
し
た
）
。
深
い
誓
願
を
破
っ
て
、
人
の
願
い
を
満
た
さ
れ
る

か
ら
こ
そ
尊
い
の
で
あ
ろ
う
。〕 

 
 
 
 
 
 

薫
→
弁
の
尼
「
東
屋
」 

 

『
源
氏
物
語
』
の
会
話
文
中
に
「
ヤ
ハ
」
は
五
七
例
、
見
出
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち

打
消
し
の
助
動
詞
「
ズ
」
を
結
び
と
し
た
次
の
四
例
（
例
7
～
9
、
33
）
は
相
手

の
意
志
を
問
う
も
の
で
、
反
語
と
い
う
よ
り
は
誘
い
の
意
に
近
い
が
、
そ
れ
以
外
は

反
語
と
解
釈
さ
れ
る
。 

 （
例
７
）「
も
し
し
ば
し
も
遅
れ
ん
ほ
ど
は
、
譲
り
や
は
し
た
ま
は
ぬ
」
な
ど
ぞ
の
た 

ま
は
す
る
。 

〔
も
し
し
ば
ら
く
で
も
私
の
方
が
生
き
残
る
こ
と
に
な
っ
た
な
ら
ば
、（
宮
の
）

世
話
を
お
譲
り
く
だ
さ
ら
ぬ
か
。〕 

 
 
 

 

冷
泉
院
→
阿
闍
梨
「
橋
姫
」 

（
例
８
）「
さ
り
と
も
あ
し
ざ
ま
に
は
聞
こ
え
じ
と
、
ま
か
せ
て
や
は
見
た
ま
は
ぬ
。」 

〔
（
匂
宮
と
中
の
君
の
結
婚
を
）
ま
さ
か
悪
い
お
取
り
計
ら
い
は
申
し
上
げ
ま

い
と
、
私
に
任
せ
て
御
覧
に
な
ら
ぬ
か
。〕 

 
 

 

薫
→
弁
の
尼
「
総
角
」 

（
例
９
）「
さ
ら
ば
、
そ
の
心
や
す
か
ら
ん
所
に
、
消
息
し
た
ま
へ
。
み
づ
か
ら
や
は 

か
し
こ
に
出
で
た
ま
は
ぬ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
仰
せ
言
を
伝
へ
は
べ
ら
ん
こ

と
は
や
す
し
。
い
ま
さ
ら
に
京
を
見
は
べ
ら
ん
こ
と
は
も
の
う
く
て
。
」 

〔
「
で
は
、
そ
の
気
の
お
け
る
所
に
便
り
を
く
だ
さ
れ
。
あ
な
た
ご
自
身
は
そ

こ
に
ご
出
向
は
な
ら
ぬ
か
。
」
と
薫
が
仰
る
と
、
「
お
言
付
け
を
預
か
る
の
は

た
や
す
い
こ
と
で
す
が
、
い
ま
さ
ら
京
の
土
を
踏
み
ま
す
の
も
億
劫
で
。」 

薫
→
弁
の
尼
「
東
屋
」 

  

さ
て
、「
ヤ
ハ
」
に
つ
い
て
着
目
さ
れ
る
の
は
、
右
の
用
例
に
傍
線
部
で
記
し
て
き

た
よ
う
に
、
結
び
に
存
在
詞
、
な
い
し
「
ア
リ
」
を
含
む
活
用
語
が
多
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
以
下
に
示
す
の
は
、「
ヤ
ハ
」
の
結
び
の
語
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
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あ
る
（
表
１
）。
表
中
の
網
掛
け
部
分
に
つ
い
て
は
本
文
に
異
同
が
見
ら
れ
た
こ
と
を

示
す
。 

    

表
中
、
最
も
多
い
の
は
結
び
の
略
で
あ
る
が
、
次
に
基
本
形
の
結
び
が
目
立
つ
。

そ
の
内
訳
（
括
弧
内
は
用
例
数
を
表
す
）
は 

 

・
あ
り
（
６
）、
お
は
す
（
１
）、
思
ひ
は
べ
り
（
１
）
、
も
の
し
た
ま
ふ
（
１
） 

 

で
あ
り
、
存
在
詞
が
多
い
。 

残
る
助
動
詞
に
つ
い
て
も
「
ベ
シ
」
「
ズ
」
「
ケ
リ
」
「
メ
リ
」
は
潜
在
的
に
存
在

詞
「
ア
リ
」
を
含
み
う
る
も
の
で
あ
る
。「
ア
リ
」
に
つ
い
て
は
、
小
柳
（
二
〇
一
四
）

で
「
『
あ
り
』
を
含
む
も
の
は
す
べ
て
既
実
現
・
現
実
を
表
す
」
と
指
摘
さ

（5 ）

れ
て
い
る
。 

ま
た
、
北
原
（
一
九
八
一
）
に
よ
る
構
文
的
な
観
点
に
立
つ
と
、
こ
れ
ら
の
「
ベ

シ
」
「
ズ
」「
ケ
リ
」
「
キ
」「
メ
リ
」
は
客
体
的
な
表
現
を
あ
ず
か
り
得
る
助
動
詞
と

さ
れ
る
。
助
動
詞
「
ナ
リ
」
を
基
準
に
、
そ
れ
に
上
接
す
る
も
の
は
客
体
的
表
現
、

下
接
す
る
も
の
は
主
体
的
表
現
を
あ
ず
か
る
と
い
う
も
の
で
、
「
キ
」
は
常
に
上
接
、

「
ベ
シ
」「
ズ
」「
ケ
リ
」
は
上
接
も
下
接
も
可
能
で
あ
る
が
、
下
接
の
用
法
は
限
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、「
メ
リ
」
は
助
動
詞
「
ナ
リ
」
に
下
接
す
る
助
動
詞
で
は
あ
る
が
、

そ
の
活
用
形
の
あ
り
方
か
ら
客
体
的
要
素
が
強
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

他
方
、
表
中
の
網
掛
け
部
分
の
「
ケ
ム
」
「
ム
」
は
北
原
（
一
九
八
一
）
に
よ
れ

ば
常
に
助
動
詞
「
ナ
リ
」
に
下
接
し
か
し
な
い
主
体
的
な
表
現
を
担
う
助
動
詞
で
あ

る
。
小
柳
（
二
〇
一
四
）
で
は
「
未
実
現
・
非
現
実
」
を
表
す
助
動
詞
に
分
類
さ
れ

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
用
例
の
う
ち
四
例
に
は
、
次
の
よ
う
な
異
文
の
存
在
が

（6 ）

認

め
ら
れ
た
。 

 （
例
10
）
「
人
に
お
と
さ
れ
た
ま
へ
る
御
あ
り
さ
ま
と
て
、
め
で
た
き
方
に
改
め
た 

ま
ふ
べ
き
に
や
は
は
べ
ら
む
」 

 
 
 
 
 
 
 
 

→
青
表
紙
本
系
「
や
」 

（
例
11
）「
死
に
は
つ
と
も
、
た
だ
に
や
は
棄
て
さ
せ
た
ま
は
ん
。」
→
別
本
系
「
や
」 

（
例
12
）
「
さ
ば
か
り
の
紛
れ
も
あ
ら
じ
も
の
と
て
や
は
思
し
た
ち
け
ん
。
」 

→
青
表
紙
本
・
別
本
「
と
て
は
」「
と
や
」
、
河
内
本
系
「
と
や
」 

（
例
13
）
「
し
か
お
は
し
ま
し
た
ら
む
を
、
立
ち
な
が
ら
や
は
帰
し
た
て
ま
つ
り
た 

ま
は
ん
。」 

→
青
表
紙
本
系
「
や
」
、
別
本
系
「
た
ま
は
ん
と
す
る
」「
す
る
」 

 

右
に
示
す
よ
う
に
「
ヤ
ハ
〜
推
量
の
助
動
詞
」
の
構
文
を
と
る
本
文
は
、
助
詞
「
ヤ

ハ
」
が
「
ヤ
」
と
な
っ
た
り
、
推
量
の
助
動
詞
が
「
基
本
形
」
と
な
っ
た
り
す
る
揺

れ
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
か
ら
、「
ヤ
ハ
」
は
基
本
的
に
現
実
事
態
・
客
体
的

事
態
を
問
う
反
語
表
現
で
は
な
い
か
と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
成
章
の
指
摘
す
る

「
目
の
当
た
り
の
勢
い
」「
こ
れ
見
よ
か
し
の
心
」
の
根
拠
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。 

高
山
（
二
〇
一
六
）
で
は
、
中
古
の
和
文
資
料
の

（7 ）

疑
問
文
、
約
一
万
二
千
の
用
例

数
の
う
ち
、
約
七
割
が
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
（
ム
、
ラ
ム
、
ケ
ム
、
マ
シ
、
ジ
）
を
伴

（
表
１
） 

   

用
例
数 

結
び 

24 略 

９ 

基
本
形 

６ 

ベ
シ 

５ ズ 

５ 

ケ
リ 

１ キ 

１ 

メ
リ 

１ 

ム
ト
ス 

２ 

ケ
ム 

３ ム 

57 計 
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う
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
同
論
考
で
は
「
観
念
型
疑
問
文
」
と
称
す
る
。 

一
方
、
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
を
使
用
し
な
い
疑
問
文
を
「
現
場
型
疑
問
文
」
と
称
し
、

そ
の
特
徴
と
し
て
次
の
五
点
を
挙
げ
る
。 

①
対
話
場
面
が
目
立
つ
（
問
答
、
即
答
性
が
高
い
） 

②
存
在
詞
の
使
用
が
多
い 

③
述
語
は
基
本
形
、
キ
・
ツ
が
多
い
（
タ
リ
・
リ
・
ヌ
・
ケ
リ
少
数
） 

④
「
〜
と
問
ふ
」
等
で
質
問
文
で
あ
る
こ
と
を
明
示 

⑤
ダ
イ
ク
シ
ス
要
素
（
指
示
詞
）
な
ど
が
目
立
つ
（
高
山
二
〇
一
六
・
三
八
頁
） 

本
稿
の
調
査
に
お
け
る
「
ヤ
ハ
」
は
右
の
「
現
場
型
疑
問
文
」
に
か
な
り
近
い
性
質

を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、（
例
10
）
〜
（
例
13
）
で
挙
げ
た
よ
う
に
、「
ヤ

ハ
」
が
推
量
の
助
動
詞
を
結
び
と
す
る
本
文
「
ヤ
ハ
〜
ム
」
を
「
ヤ
〜
ム
」
と
す
る

異
文
が
存
在
す
る
の
は
、
中
古
の
疑
問
文
が
推
量
の
助
動
詞
を
伴
い
や
す
い
性
格
に

拠
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
背
景
に
あ
っ
て
、「
ヤ
ハ
」
の
結
び
が
推
量
の
助
動

詞
を
伴
わ
ず
、
現
実
・
客
体
的
事
態
を
表
す
語
に
偏
る
こ
と
は
着
目
さ
れ
て
よ
い
と

考
え
る
。 

 

三
．
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
カ
ハ
」 

 

続
い
て
「
カ
ハ
」
を
見
て
ゆ
く
。
本
稿
の
調
査
範
囲
は
『
源
氏
物
語
』
の
会
話
文

で
あ
る
か
ら
、「
カ
ハ
」
に
お
い
て
も
「
現
場
型
疑
問
文
」
の
特
徴
が
見
出
さ
れ
て
よ

い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。 

次
の
表
２
に
挙
げ
る
よ
う
に
、
「
カ
ハ
」
の
結
び
に
は
推
量
系
の
助
動
詞
が
用
例

の
大
半
を
占
め
て
お
り
、「
カ
ハ
」
は
「
観
念
型
疑
問
文
」
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。

表
１
同
様
に
、
網
掛
け
の
部
分
は
本
文
に
異
同
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

  

  

（
表
２
） 

（
例
14
）
「
何
ば
か
り
、
世
の
常
な
ら
ぬ
こ
と
を
か
は
も
の
せ
ん
。
か
の
、
心
ざ
し 

お
か
れ
た
る
極
楽
の
曼
荼
羅
な
ど
、
こ
の
た
び
な
ん
供
養
す
べ
き
。
」 

〔
何
ほ
ど
も
、
世
の
常
で
な
い
こ
と
を
し
よ
う
か
（
い
や
、
並
々
の
こ
と
を

す
る
つ
も
り
だ
）。
あ
の
紫
の
上
が
発
願
し
て
作
っ
て
お
ら
れ
た
極
楽
の
曼
荼

羅
な
ど
を
、
こ
の
た
び
供
養
す
る
つ
も
り
だ
。〕 

 
 

源
氏
→
夕
霧
「
幻
」 

（
例
15
）
「
世
に
人
め
き
て
あ
ら
ま
ほ
し
き
身
な
ら
ば
、
か
か
る
御
こ
と
を
も
、
何 

か
は
も
て
離
れ
て
も
思
は
ま
し
。」 

〔
も
し
世
間
並
に
暮
ら
し
た
い
と
思
う
身
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
婚
姻
の
お
話

を
ど
う
し
て
お
断
り
す
る
だ
ろ
う
か
（
い
え
、
お
断
り
は
し
ま
せ
ん
）
。〕 

大
君
→
弁
の
尼
「
総
角
」 

（
例
16
）
「
か
か
る
林
の
中
に
行
ひ
勤
め
た
ま
は
ん
身
は
、
何
ご
と
か
は
恨
め
し
く 

も
恥
づ
か
し
く
も
思
す
べ
き
。」 

〔
こ
の
よ
う
な
山
林
で
勤
行
な
さ
る
御
身
に
、
何
ご
と
に
恨
め
し
く
も
恥
ず

か
し
く
も
お
思
い
に
な
る
は
ず
の
こ
と
が
あ
ろ
う
か
（
い
え
、
何
も
な
い
）。〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

僧
都
→
浮
舟
「
手
習
」 

  

 
  

用
例
数 

結
び 

45 略 

35 ム 

２ 

マ
シ 

２ 

ベ
シ 

１ 

ケ
ム 

１ 

ラ
ム 

２ 

基
本
形 

１ リ 

89 計 
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表
２
の
中
で
、「
カ
ハ
」
の
結
び
と
な
る
「
ム
」「
マ
シ
」「
ケ
ム
」「
ラ
ム
」
は
北

原
（
一
九
八
一
）
に
よ
れ
ば
主
体
的
な
表
現
を
あ
ず
か
る
助
動
詞
で
あ
り
、
「
ベ
シ
」

は
主
体
的
表
現
と
客
体
的
表
現
を
両
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
表
中
の
網
掛

け
部
分
の
「
基
本
形
」
、
助
動
詞
「
リ
」
は
客
体
的
な
事
態
を
表
す
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
異
文
が
認
め
ら
れ
た
。 

 

（
例
17
）
「
か
か
る
を
り
の
御
あ
つ
か
ひ
も
、
誰
か
は
は
か
ば
か
し
く
仕
う
ま
つ
る 

→
別
本
系
「
か
」 

（
例
18
）
「
よ
し
、
か
く
言
ひ
そ
め
つ
と
な
ら
ば
、
何
か
は
お
れ
て
ふ
と
し
も
帰
り 

た
ま
ふ
。
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

→
青
表
紙
本
系
、
河
内
本
系「
給
は
ん
」 

（
例
19
）
「
あ
は
れ
何
ご
と
か
は
人
に
劣
り
た
ま
へ
る
。
い
か
な
る
御
宿
世
に
て
や 

す
か
ら
ず
も
の
を
深
く
思
す
べ
き
契
り
深
か
り
け
む
。
」 

→
青
表
紙
本
系
「
た
ま
へ
る
」
無
し
（
三
条
西
家
本
） 

 こ
れ
ら
は
助
詞
「
カ
ハ
」
が
「
カ
」
と
な
っ
て
い
た
り
、「
ヤ
ハ
」
の
場
合
と
は
反
対

に
、
述
部
が
「
基
本
形
」
で
あ
る
も
の
は
推
量
の
助
動
詞
を
伴
っ
て
い
た
り
、
基
本

形
そ
の
も
の
が
欠
如
し
た
り
す
る
本
文
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
「
カ
ハ
」
は
「
ヤ
ハ
」
と
は
異
な
り
、
「
観
念
型
疑
問
文
」
を
型
と

す
る
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
文
意
を
た
ど
っ
て
み
て
も
、
反
語
の
解
釈
が
ほ
と
ん
ど
だ

っ
た
「
ヤ
ハ
」
と
は
異
な
り
、「
カ
ハ
」
は
反
語
か
否
か
の
截
然
と
し
た
差
が
設
け
に

く
い
例
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ヤ
ハ
」
の
場
合
、
「
ヤ
ハ
〜
ヌ
」
の
勧
誘
用
法

以
外
は
反
語
と
解
釈
が
可
能
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、「
カ
ハ
」
は
採
集
し
た
用
例
数

一
〇
七
の
う
ち
、
不
定
疑
問
文
が
一
八
例
あ
り
、
反
語
か
否
か
に
解
釈
の
揺
れ
る
例

が
一
三
例
存
在
し
て
い
た
。

（8 ）

 

 

【
反
語
と
解
釈
さ
れ
な
い
用
例
：
不
定
疑
問
文
】 

（
例
20
）
「
こ
こ
に
か
う
弾
き
こ
め
た
ま
へ
り
け
る
。
い
と
興
あ
る
こ
と
か
な
。
い

か
で
か
は
聞
く
べ
き
。
」
と
の
た
ま
ふ
。 

〔
こ
ち
ら
の
明
石
で
は
見
事
な
奏
法
を
人
知
れ
ず
お
持
ち
な
の
だ
。
ま
っ
た

く
興
あ
る
こ
と
だ
よ
。
ど
う
し
た
ら
聞
く
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。（
聞
き
た
い

も
の
だ
）〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

源
氏
→
明
石
入
道
「
明
石
」 

（
例
21
）
「
一
条
宮
渡
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
こ
と
と
、
か
の
大
殿
わ
た
り
な
ど

に
聞
こ
ゆ
る
、
い
か
な
る
御
こ
と
に
か
は
（
知
り
た
い
も
の
だ
）」
と
、
い
と

お
ほ
ど
か
に
の
た
ま
ふ
。 

 
 
 

〔
「
一
条
宮
を
京
に
お
移
り
申
し
上
げ
た
と
か
、
あ
の
大
殿
あ
た
り
で
噂
を
申

し
て
お
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
御
事
か
」
と
、
ま
っ
た
く
お
っ
と
り
と
仰
る
〕 

花
散
里
→
夕
霧
「
夕
霧
」 

 

【
反
語
か
否
か
、
解
釈
が
揺
れ
る
用
例
】 

（
例
22
）
「
さ
ら
に
か
や
う
の
御
消
息
う
け
た
ま
は
り
分
く
べ
き
人
も
も
の
し
た
ま

は
ぬ
さ
ま
は
し
ろ
し
め
し
た
り
げ
な
る
を
、
誰
に
か
は
。」 

 
 
 

〔
い
っ
こ
う
に
、
こ
う
し
た
お
便
り
を
お
聞
き
分
け
な
さ
る
こ
と
の
で
き
る

人
も
い
ら
っ
し
ゃ
ら
ぬ
こ
と
は
、
お
分
か
り
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
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に
存
じ
ま
す
が
、
誰
に
お
取
次
ぎ
申
し
た
ら
良
い
の
か
…
…
。〕 

女
房
→
源
氏
「
若
紫
」 

（
例
23
）
「
み
づ
か
ら
の
罪
を
思
ひ
知
る
と
て
も
、
い
と
か
う
あ
さ
ま
し
き
を
、
い 

か
や
う
に
思
ひ
な
す
べ
き
に
か
は
あ
ら
む
。
」
と
、
い
と
ほ
の
か
に
、
あ
は

れ
げ
に
泣
い
た
ま
う
て
、 

〔
「
情
け
な
い
こ
の
身
の
過
ち
は
よ
く
存
じ
て
い
る
と
し
て
も
、
ほ
ん
と
う

に
こ
ん
な
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
（
も
は

や
わ
か
ら
ぬ
）
。
」
と
、
ま
っ
た
く
消
え
入
る
よ
う
に
仰
り
、
、
悲
し
そ
う
に

泣
き
な
さ
っ
て
〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

落
葉
宮
→
夕
霧
「
夕
霧
」 

 

（
例
24
）
「
か
く
思
し
か
ま
ふ
る
心
の
ほ
ど
を
も
、
い
か
な
り
け
る
と
か
は
推
し
は

か
り
た
ま
は
む
。
な
ほ
、
い
と
か
く
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
心
憂
く
、
な
と

り
集
め
ま
ど
は
し
た
ま
ひ
そ
。」 

〔
こ
う
ま
で
お
企
み
に
な
っ
た
心
の
う
ち
を
あ
の
匂
宮
も
、
ど
の
よ
う
に
お 

取
り
な
さ
る
で
あ
ろ
う
か
（
た
だ
男
女
の
仲
を
取
沙
汰
す
る
ば
か
り
で
し
ょ

う
）
。
ど
う
か
や
は
り
、
間
近
に
お
近
づ
き
に
な
る
な
ど
恐
ろ
し
く
情
け
な
い

こ
と
を
な
さ
っ
て
私
を
困
ら
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
ま
せ
。〕 大

君
→
薫
「
総
角
」 

 

（
例
22
〜
24
）
は
、
反
語
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
も
の
の
、
聞
き
手
に
反
対
の
結

論
を
訴
え
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、「
ど
う
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
」
、「
こ
の
気

持
ち
に
思
い
を
巡
ら
せ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
文
意
が
読
み
取
れ
る
。
こ
う
し
た
用

例
で
は
自
己
の
内
面
に
お
け
る
困
惑
（
不
定
）
の
意
味
が
強
く
、
反
語
と
不
定
疑

問
文
と
の
間
に
截
然
と
し
た
差
を
設
け
に
く
い
。「
ヤ
ハ
」
に
比
し
て
、
婉
曲
的
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
う
か
が
え
る
。 

 

こ
の
性
質
か
ら
「
カ
ハ
」
が
用
い
ら
れ
る
場
面
に
は
、
聞
き
手
が
不
在
で
あ
る

か
の
よ
う
な
用
例
も
見
ら
れ
る
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
致
仕
大
臣
が
夕
霧
と
の
会

話
に
お
い
て
、
柏
木
の
死
に
つ
い
て
思
い
を
語
る
場
面
で
あ
る
。
夕
霧
が
目
の
前

に
い
な
が
ら
、
聞
き
手
に
反
対
の
結
論
を
求
め
る
わ
け
で
も
な
く
、
大
臣
は
悼
み

に
耐
え
切
れ
ず
空
を
仰
ぐ
ば
か
り
で
あ
る
。 

 

（
例
25
）
「
た
へ
が
た
く
恋
し
か
り
け
れ
。
何
ば
か
り
の
こ
と
に
て
か
は
思
ひ
さ 

ま
す
べ
か
ら
む
」
と
、
空
を
仰
ぎ
み
て
な
が
め
た
ま
ふ
。 

〔
「
た
ま
ら
な
く
恋
し
い
の
だ
。
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
こ
の
悲
し
み

を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。」
と
空
を
仰
い
で
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
。〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

致
仕
大
臣
→
夕
霧
「
柏
木
」 

 

ま
た
、
聞
き
手
に
積
極
的
に
結
論
を
求
め
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
「
い
や
は

や
」
程
度
の
意
味
合
い
し
か
持
た
な
い
応
答
詞
的
な
語
法
が
存
在
す
る
。 

 （
例
26
）「
わ
が
心
地
に
飽
く
べ
き
限
り
な
く
習
ひ
と
ら
ん
こ
と
は
い
と
難
け
れ
ど
、

何
か
は
、
そ
の
た
ど
り
深
き
人
の
、
今
の
世
に
を
さ
を
さ
な
け
れ
ば
、
片
は

し
を
な
だ
ら
か
に
ま
ね
び
得
た
ら
む
人
、
さ
る
方
か
ど
に
心
を
や
り
て
も
あ

り
ぬ
べ
き
を
、」 

〔
自
分
と
し
て
は
満
足
ゆ
く
き
ま
り
が
な
く
、
な
ら
い
取
ろ
う
と
す
る
の
は
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た
い
そ
う
難
し
い
け
れ
ど
、
い
や
な
に
、
そ
う
し
た
奥
義
を
究
め
た
人
は
今

の
世
に
な
か
な
か
い
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
一
端
を
無
難
に
学
び
取
っ
た
人

が
、
そ
の
方
面
で
満
足
し
て
よ
い
わ
け
だ
が
〕 

源
氏
→
夕
霧
「
若
菜
下
」 

 

 

こ
の
よ
う
に
「
カ
ハ
」
は
「
ヤ
ハ
」
と
は
異
な
り
、「
観
念
型
疑
問
文
」
の
構
文
を

と
り
、
自
己
の
内
面
の
戸
惑
い
を
表
す
例
が
多
い
。
成
章
が
「
お
し
な
べ
た
る
理
に

よ
り
て
静
か
に
、
言
わ
ね
ど
し
る
き
理
」
と
す
る
の
は
、「
カ
ハ
」
が
聞
き
手
に
問
い

か
け
は
す
る
が
、
当
然
の
応
答
を
聞
き
手
に
求
め
る
と
い
う
よ
り
は
、
想
像
（
非
現

実
）
の
範
囲
に
お
い
て
自
己
の
煩
悶
を
表
す
こ
と
に
拠
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。 

 

四
．
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
ヤ
ハ
」
と
「
カ
ハ
」
と
人
物
造
型 

 
 

以
上
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 

「
ヤ
ハ
」 

 
 

・
用
例
の
ほ
と
ん
ど
が
反
語
表
現
と
解
釈
さ
れ
る
。 

 
 

・
結
び
の
形
式
に
は
「
基
本
形
」（
存
在
詞
多
数
）「
ケ
リ
」（
過
去
）「
ズ
」（
打

消
）
「
ヌ
」（
完
了
）
「
リ
」（
存
続
）
な
ど
、
客
体
的
、
現
実
・
既
実
現
の
要
素

が
認
め
ら
れ
る
（
表
１
）。 

 

「
カ
ハ
」 

 
 

・
用
例
に
は
反
語
の
解
釈
で
あ
る
か
否
か
、
揺
れ
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。 

 
 

・
結
び
の
形
式
に
は
「
ム
」（
推
量
）「
マ
シ
」（
反
実
仮
想
）「
ケ
ム
」（
過
去
推

量
）
「
ラ
ム
」
（
現
在
推
量
）
な
ど
、
主
体
的
、
非
現
実
の
要
素
が
認
め
ら
れ
る

（
表
２
）。 

 

こ
れ
ら
の
傾
向
を
踏
ま
え
、
こ
こ
で
会
話
文
に
お
け
る
「
ヤ
」
と
「
カ
」
の
振
る

舞
い
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

高
山
（
二
〇
一
六
）
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
中
古
の
疑
問
文
の
多
く
は
推
量
の
助

動
詞
を
伴
う
「
観
念
型
疑
問
文
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
会
話
文
中
で
も
同
様
で
あ

り
「
ハ
」
を
伴
わ
な
い
「
ヤ
」
疑
問
文
は
次
の
用
例
が
示
す
よ
う
に
推
量
の
助
動
詞

を
伴
い
や
す
い
。 

 

（
例
27
）
「
こ
な
た
は
あ
ら
は
に
や
は
べ
ら
む
。
今
日
し
も
端
に
お
は
し
ま
し
け
る

か
な
。
」 

 
 
 

〔
こ
ち
ら
は
ま
る
見
え
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
日
に
限
っ
て
端
近
な
所

に
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
だ
。
〕 

 
 
 
 
 

 

僧
都
→
尼
君
た
ち
「
若
紫
」 

（
例
28
）
「
さ
や
う
に
聞
こ
し
め
す
ば
か
り
に
は
は
べ
ら
ず
や
あ
ら
む
」 

〔
そ
う
改
め
て
お
聞
き
あ
そ
ば
す
ほ
ど
の
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
〕 

 
 

 

命
婦
→
源
氏
「
末
摘
花
」 

 ま
た
、
本
稿
の
「
会
話
文
」
と
い
う
文
体
上
の
調
査
に
お
い
て
「
カ
ハ
」
は
「
観
念
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型
疑
問
文
」
に
な
る
と
述
べ
た
が
、
そ
の
一
方
で
「
カ
」
疑
問
文
に
は
会
話
文
で
あ

っ
て
も
「
現
場
型
疑
問
文
」
で
あ
る
例
が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
疑
問
の
助
詞
「
カ
」

は
推
量
の
助
動
詞
を
常
に
要
求
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 

 （
例
29
）
「
さ
ば
、
見
む
よ
。
女
の
文
書
き
は
い
か
が
あ
る
」 

 
 
 

〔
そ
れ
な
ら
ば
、
見
る
よ
。
女
性
の
手
紙
の
書
き
ぶ
り
は
ど
ん
な
も
の
か
い
。〕 

匂
宮
→
中
の
君
「
浮
舟
」
本
文
異
同
な
し
。 

（
例
30
）「
な
ど
か
い
と
久
し
か
り
つ
る
。
い
か
に
ぞ
…
…
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
し

か
じ
か
な
む
た
ど
り
寄
り
て
は
べ
り
つ
る
。
…
…
」 

 
 
 

〔「
な
ぜ
、
た
い
そ
う
時
間
が
掛
か
っ
た
の
だ
。
ど
ん
な
様
子
だ
。
…
…
」
と

源
氏
が
仰
る
と
、
惟
光
は
「
こ
れ
こ
れ
の
こ
と
で
、
よ
う
や
く
尋
ね
寄
り
て

ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
す
。
…
…
」
〕 

源
氏
→
惟
光
「
蓬
生
」
本
文
異
同
な
し
。 

  

本
稿
で
み
て
き
た
「
ヤ
ハ
」
、「
カ
ハ
」
の
結
び
の
特
性
は
、
反
語
の
ス
タ
イ
ル
と

し
て
意
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
ヤ
」
は
、
そ
も
そ
も
述
部
を
問
う
（
肯
否
疑
問
文
で
あ
る
）
こ
と
か
ら
、
そ
の

事
態
が
成
立
す
る
か
否
か
、
さ
ら
に
い
え
ば
「
あ
る
か
な
い
か
」
と
い
う
二
者
択
一

を
迫
る
。
そ
れ
が
反
語
「
ヤ
ハ
」
の
場
合
、
既
実
現
・
現
実
事
態
に
つ
い
て
直
截
的

に
否
定
の
回
答
を
聞
き
手
に
突
き
つ
け
る
と
い
う
意
味
で
、
聞
き
手
へ
の
配
慮
に
欠

け
る
表
現
と
い
え
る
。
成
章
の
言
う
「
こ
れ
み
よ
が
し
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
出
る
。 

一
方
、
「
カ
」
は
そ
も
そ
も
、
既
定
の
事
態
の
一
部
を
不
定
と
す
る
も
の
（
不
定

疑
問
文
）
で
あ
る
か
ら
、
回
答
案
に
は
い
く
つ
か
の
選
択
肢
が
あ
る
。
そ
れ
が
反
語

「
カ
ハ
」
の
場
合
、
想
像
（
未
実
現
・
非
現
実
）
を
介
し
て
話
し
手
の
意
図
す
る
回

答
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
、
推
量
の
助
動
詞
の
生
起
が
関
係
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
れ
は
婉
曲
的
で
も
あ
り
、
成
章
の
言
う
「
言
わ
ね
ど
も
、

静
か
に
理
を
表
す
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
出
る
。 

そ
の
よ
う
な
「
ヤ
ハ
」
、
「
カ
ハ
」
の
表
現
価
値
の
異
な
り
は
、
『
源
氏
物
語
』
の

人
物
造
型
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
聞
き
手
配
慮
と
い
う
観
点
か
ら

「
ヤ
ハ
」
は
女
性
か
ら
男
性
へ
は
使
用
さ
れ
に
く
い
よ
う
で
あ
る
。
も
し
、
女
性
か

ら
男
性
へ
使
用
さ
れ
て
い
た
場
合
は
、
次
の
よ
う
に
、
あ
か
ら
さ
ま
な
物
言
い
を
す

る
女
性
像
、
あ
る
い
は
、
そ
の
女
性
の
い
つ
に
な
い
様
子
と
い
う
場
面
と
し
て
描
か

れ
る
。 

 

次
の
（
例
31
）
は
、
源
氏
と
朧
月
夜
の
密
会
を
知
っ
た
弘
徽
殿
の
大
后
が

（9 ）

過
去
の

源
氏
方
へ
の
恨
み
も
相
ま
っ
て
、
憤
慨
す
る
場
面
で
あ
る
。 

 （
例
31
）
「
を
こ
が
ま
し
か
り
し
あ
り
さ
ま
な
り
し
を
、
誰
も
誰
も
あ
や
し
と
や
は

思
し
た
り
し
。
…
…
」
と
、
す
く
す
く
し
う
の
た
ま
ひ
つ
づ
く
る
に
、
さ
す
が
に

い
と
ほ
し
う 

〔
「
源
氏
と
朧
月
夜
の
密
会
と
い
う
ぶ
ざ
ま
な
こ
と
に
な
っ
た
の
を
、
誰
が
不
都
合

な
こ
と
と
お
思
い
に
な
っ
た
か
、
い
や
、
な
ら
な
か
っ
た
。
…
…
」
と
、
弘
徽
殿

の
大
后
は
ず
け
ず
け
と
は
っ
き
り
と
仰
せ
続
け
に
な
る
の
で
、
夫
の
右
大
臣
は
さ

す
が
に
お
困
り
に
な
っ
て
〕 

 
 
 
 
 
 
 

弘
徽
殿
大
后
→
右
大
臣
「
賢
木
」 
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ま
た
次
の
（
例
32
）
は
、
玉
鬘
に
心
を
奪
わ
れ
る
夫
に
対
し
て
、
北
の
方
が
心
乱
す

場
面
で
あ
る
。
気
を
病
ん
だ
北
の
方
は
、
こ
の
後
、
玉
鬘
に
逢
い
に
行
こ
う
と
す
る

夫
に
火
取
り
の
灰
を
か
け
て
し
ま
う
と
い
う
常
軌
を
逸
脱
し
た
女
性
と
し
て
描
か
れ

る
。 

 （
例
32
）「
大
殿
の
北
の
方
と
聞
こ
ゆ
る
も
、
他
人

こ
と
ひ
と

に
や
は
も
の
し
た
ま
ふ
。
…
…
」

と
の
た
ま
へ
ば
、
「
い
と
よ
う
の
た
ま
ふ
を
、
例
の
御
心
違た

が

ひ
に
や
、
苦
し

き
こ
と
も
出
で
来
む
。
…
か
か
る
こ
と
の
聞
こ
え
あ
ら
ば
、
い
と
苦
し
か
る

べ
き
こ
と
」 

〔
源
氏
の
北
の
方
と
申
し
上
げ
る
方
も
、「
私
に
は
赤
の
他
人
か
、
い
い
え
、

私
の
異
母
妹
で
す
。
…
…
」
と
北
の
方
が
仰
る
と
、
夫
で
あ
る
髭
黒
大
将
は
、

「
ず
い
ぶ
ん
わ
か
り
の
良
い
こ
と
を
仰
る
が
、
ま
た
気
を
病
ん
だ
発
作
で
あ

ろ
う
か
、
困
っ
た
こ
と
が
起
き
よ
う
。
…
…
こ
ん
な
話
が
源
氏
方
に
聞
こ
え

で
も
し
た
ら
、
ほ
ん
と
う
に
困
る
で
あ
ろ
う
こ
と
よ
。
」〕 

北
の
方
→
髭
黒
大
将
「
真
木
柱
」 

 次
の
（
例
33
）
は
年
に
似
合
わ
ぬ
色
好
み
の
女
性
、
源
典
侍
が
源
氏
に
誘
い
の
言
葉

を
か
け
る
場
面
で
あ
る
。
女
性
か
ら
男
性
へ
声
を
か
け
る
行
為
は
、
は
し
た
な
い
と

さ
れ
る
。 

 

（
例
33
）
扇
を
さ
し
出
て
人
を
招
き
寄
せ
て
、「
こ
こ
に
や
は
立
た
せ
た
ま
は
ぬ
。

所
避
り
き
こ
え
む
」
と
聞
こ
え
た
り
。
い
か
な
る
す
き
者
な
ら
む
と
思
さ
れ
て 

〔
「
こ
こ
に
車
を
寄
せ
な
ら
ぬ
か
。場
所
を
お
譲
り
し
よ
う
」と
申
し
上
げ
た
。

（
源
氏
は
）
ど
ん
な
好
色
の
女
性
で
あ
ろ
う
と
お
思
い
に
な
っ
て
〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

源
典
侍
→
源
氏
「
葵
」 

 

藤
原
（
二
〇
一
四
）
で
は
、
古
語
の
依
頼
表
現
に
つ
い
て
「
給
へ
」
の
存
在
に
着
目

し
、
そ
れ
が
現
代
語
の
命
令
形
と
は
異
な
り
、
相
手
へ
の
配
慮
を
示
す
表
現
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同
論
考
で
は
川
上
（
二
〇
〇
五
）
が
勧
誘
表
現
の
体
系
に
お

い
て
「
ヤ
ハ
〜
ヌ
」
を
も
っ
と
も
婉
曲
的
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
疑
問
を
投

げ
か
け
て
い
る
。
本
稿
の
調
査
に
お
い
て
も
、「
ヤ
ハ
」
を
用
い
た
表
現
に
は
婉
曲
的

と
い
う
よ
り
は
、
直
截
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
う
か
が
わ
れ
る
。

（10 ）

 

一
方
、
「
カ
ハ
」
は
事
柄
の
成
立
に
お
い
て
、
聞
き
手
に
想
像
さ
せ
、
幾
つ
か
の

回
答
案
の
中
か
ら
選
択
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
聞
き
手
へ
の
配
慮
が
働
く
表
現
で

あ
る
と
い
え
る
。
こ
ち
ら
は
、
前
掲
の
用
例
（
例
15
）
、
（
例
22
）
〜
（
例
24
）
の

よ
う
に
女
性
に
も
用
い
ら
れ
や
す
い
。 

 

五
．
お
わ
り
に 

 
 

 

本
稿
で
は
「
ヤ
ハ
」
、「
カ
ハ
」
に
つ
い
て
、『
源
氏
物
語
』
を
資
料
と
し
、
そ
の
構

文
上
の
異
な
り
、
お
よ
び
意
味
合
い
の
差
異
を
論
じ
て
き
た
。
既
実
現
・
現
実
的
な

事
態
を
問
う
「
ヤ
ハ
」
と
未
実
現
・
非
現
実
的
な
事
態
を
問
う
「
カ
ハ
」
と
で
は
、

聞
き
手
に
対
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
で
は
そ
の
使
用

に
お
い
て
、
人
物
造
型
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
う
か
が
え
た
。 
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今
後
は
、
調
査
対
象
を
中
古
の
和
文
系
資
料
全
般
へ
と
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

さ
ら
に
「
ヤ
ハ
」、
「
カ
ハ
」
の
語
法
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
富
士
谷
成
章
の

指
摘
す
る
内
容
の
検
証
を
行
っ
て
ゆ
き
た
い
。
ま
た
反
語
表
現
を
担
う
も
の
と
し
て
、

打
ち
消
し
の
助
動
詞
を
伴
っ
た
否
定
疑
問
文
「
〜
ズ
ヤ
」
、「
〜
ザ
ラ
ン
ヤ
」
、
「
〜
ジ

ヤ
」
、
「
〜
マ
ジ
ヤ
」
、
「
〜
ヌ
カ
」、
あ
る
い
は
推
量
の
助
動
詞
を
伴
っ
た
「
〜
ム
ヤ
」

な
ど
と
の
比
較
考
察
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

  

【
註
】 

 

（
１
）
西
洋
の
修
辞
法
で
は
「
修
辞
（
的
）
疑
問
（Rhetorical question

）」
と
称
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
。
訴
え
か
け
の
文
彩
と
し
て
は
設
疑
法
な
い
し
設
問
法
の
下
位
に
位
置
付
け

さ
れ
る
。
ま
た
、「
反
語
法
」
と
は
例
え
ば
「
テ
ス
ト
で
欠
点
ば
か
り
取
り
続
け
る
と
は
、

ま
さ
に
天
才
だ
」
と
い
う
よ
う
に
、
表
現
形
式
と
内
容
が
食
い
違
っ
て
い
る
も
の
を
指

す
。
こ
の
観
点
に
立
つ
と
、
修
辞
疑
問
文
は
大
き
く
は
反
語
法
の
一
種
で
も
あ
る
が
、

本
稿
で
は
伝
統
的
な
国
語
学
一
般
に
使
用
さ
れ
る
用
語
と
し
て
「
反
語
」
を
用
い
る
。 

（
２
）
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
コ
ー
パ
ス
検
索
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
「
中
納
言
」（
国
立
国
語
研

究
所
）
を
用
い
て
、
『
源
氏
物
語
』
の
「
会
話
文
」
か
ら
、
キ
ー
と
し
て
助
詞
「
ヤ
」
、

「
カ
」
、
後
方
共
起
語
と
し
て
助
詞
「
ハ
」
を
含
む
用
例
を
抽
出
し
た
。
そ
の
後
、
稿
者

が
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
に
て
確
認
を
し
た
。
な
お
「
会
話
文
」
中

で
あ
っ
て
も
、「
〜
と
思
ひ
て
」
な
ど
、
心
中
思
惟
の
引
用
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
用
例

は
削
除
し
た
。 

（
３
）
す
べ
て
、
里
言
に
「
カ
」
と
言
ふ
に
、「
思
ふ
カ
」「
問
ふ
カ
」
の
二
つ
あ
り
。「
思
ふ
カ
」

は
〔
か
〕
に
当
た
り
、
「
問
ふ
カ
」
は
〔
や
〕
に
当
た
れ
り
。
（
中
略
）
疑
問
の
挿
頭
を

受
く
る
に
〔
か
〕
は
上
に
詠
み
て
下
に
詠
ま
ず
。
〔
や
〕
は
下
に
詠
み
て
上
に
詠
ま
ず
。 

 
 

 

〔
す
べ
て
口
語
で
カ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
古
語
で
は
思
う
カ
と
問
う
カ
の
二
つ
が
あ
る
。

思
う
カ
は
「
カ
」
に
当
た
り
、
問
う
カ
は
「
ヤ
」
に
当
た
る
。（
中
略
）
不
定
の
語
を
受

け
る
の
に
「
カ
」
は
（
誰
カ
〜
の
よ
う
に
）
上
に
不
定
語
が
位
置
す
る
が
、
ヤ
は
（
〜

ヤ
誰
）
の
よ
う
に
下
に
位
置
す
る
。
〕 

（
４
）
此
島
（
一
九
七
三
）
等
。 

（
５
）
野
村
（
一
九
九
四
）
「
『
あ
り
』
は
基
本
的
に
何
か
が
漠
然
と
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、

今
こ
こ
に
存
在
す
る
と
い
う
実
在
を
表
す
」 

（
６
）
池
田
亀
鑑
編
『
源
氏
物
語
大
成
』
（
中
央
公
論
社
）
に
よ
る
。 

（
７
）
調
査
対
象
は
『
竹
取
物
語
』『
伊
勢
物
語
』『
大
和
物
語
』『
土
佐
日
記
』『
枕
草
子
』『
源

氏
物
語
』
（
「
葵
」
〜
「
朝
顔
」
巻
）
に
お
け
る
疑
問
文
（
反
語
表
現
も
含
む
）
一
二
八

二
例
で
あ
る
。
（
同
論
考
三
一
〜
三
二
頁
） 

（
８
）
表
２
中
の
用
例
数
八
九
に
は
「
カ
ハ
」
が
反
語
か
否
か
、
解
釈
が
揺
れ
た
用
例
数
も
含

ん
で
あ
る
。 

（
９
）
弘
徽
殿
の
女
御
の
口
さ
が
の
無
さ
は
、
森
野
（
一
九
七
五
）
に
お
い
て
係
助
詞
や
敬
語

の
使
用
法
の
観
点
か
ら
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。 

（
10
）
な
お
、
ヤ
ハ
の
結
び
が
略
さ
れ
る
場
合
は
女
性
か
ら
男
性
へ
の
使
用
も
認
め
ら
れ
る
が
、

手
紙
な
ど
に
多
く
、
会
話
文
中
で
は
少
な
い
。 

 
 

 

（
例
）「
も
の
思
は
し
き
を
り
を
り
あ
り
し
御
心
ざ
ま
の
思
ひ
出
ら
る
る
節
ぶ
し
な
く
や

は
」
と
ほ
ほ
笑
み
て
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
〔
私
を
悩
ま
せ
た
折
々
の
あ
な
た
の
心
様
が
思

い
出
さ
れ
な
い
時
々
が
な
い
と
で
も
？
〕
紫
の
上
→
源
氏
「
胡
蝶
」 

 
 

 

こ
の
例
は
源
氏
の
「
な
ど
頼
も
し
げ
な
く
や
は
あ
る
べ
き
」〔
ど
う
し
て
私
が
頼
り
な
い

こ
と
が
あ
ろ
う
か
〕
と
い
う
反
語
を
ふ
ま
え
た
諧
謔
的
な
表
現
で
あ
る
と
も
読
み
取
れ
る
。 

 

【
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献
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