
い
わ
ゆ
る
｢対
象
語
格
｣
の
｢が
｣

-

表
現
の
源
流
と
文
法
的
扱
い
に
つ
い
て

一

は
じ
め
に

○
水
が
ほ
し
い
｡

○
母
が
恋
し
い
｡

こ
れ
ら
の
表
現
に
つ
い
て
'
か
つ
て
時
枝
誠
記
氏
は
'

｢水
｣
及
び

｢母
｣
は
､
夫
々
に
主
語

｢私
｣
或
は

｢彼
｣
の
感
情

を
触
発
す
る
機
縁
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
'
こ
れ
を

｢
ほ
し
い
｣

｢恋
し
い
｣
に
対
す
る
対
象
語
と
名
付
け
t
か

,
る
秩
序
を
対
象
語

格
と
呼
ぼ
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
｡
(『国
語
学
原
論
』
三
七
四
ペ
ー
ジ
)

と
言
及
せ
ら
れ
た
｡
時
枝
氏
以
前
に
お
い
て
も
'
こ
の
種
の
表
現
に
つ

梅

林

博

人

い
て
の
研
究
は
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
､
氏
が
､
｢
対
象
語
｣

｢対
象
語
格
｣
と
い
う
術
語
を
提
唱
さ
れ
て
以
降
は
'
そ
の
術
語
を
用

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
ど
の
種
の
表
現
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
の
か
が

一
様
に
理
解
さ
れ
る
に
至
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
説
の
当
否
は
さ
て
お
き
､

こ
う
し
た
点
の
み
か
ら
し
て
も
時
枝
氏
の
功
績
に
は
大
な
る
も
の
が
あ

る

｡さ
て
'
拙
稿
で
は
､
こ
う
し
た

｢対
象
語
格
｣
の

｢
が
｣
を
次
の
二
点

か
ら
考
察
し
'
卑
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
｡

‖

｢対
象
語
格
｣
の
｢
が
｣
は
'
い
つ
頃
よ
り
存
在
す
る
表
現
な
の
か
｡

口
｢対
象
語
格
｣
の

｢
が
｣
は
'
文
法
上
ど
う
考
え
ら
れ
る
か
｡

な
お
'
｢対
象
語
格
｣
と
い
う
術
語
は
'
問
題
と
な
る
表
現
を
あ
る
程
度

端
的
に
言
い
表
す
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
点
で
簡
便
で
あ
る
｡
従
っ
て
､

以
下
に
お
い
て
も
'
｢
い
わ
ゆ
る
対
象
語
格
｣
と
い
-
意
味
で
'
｢対
象
語
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格
｣
と
い
-
術
語
を
用
い
て
い
-
こ
と
に
す
る
｡

二

｢対
象
語
格
｣
の

｢
が
｣
の
源
流

か
つ
て
'
｢対
象
語
格
｣
の

｢
が
｣
に
つ
い
て
は
､
そ
れ
は

｢極
め
て
新

し
い
用
法
で
あ
る
J
(木
枝
増

一
『文
法
及
圃
語
法
』
三
三
二
ペ
ー
ジ
)

と
か
､
或
い
は
ま
た
'
小
林
好
日
氏
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た

こ
と
が
あ
る
｡

目
的
を
示
す
｡

水
が
飲
み
た
い

芝
居
が
見
ら
れ
る

本
が
よ
み
た
い

川
が
渡
れ
な
い

水
･本
･芝
居
･
川
･等
は
い
づ
れ
も
そ
の
下
の
動
詞
の
あ
ら
は
す

動
作
の
目
的
で
あ
る
｡
こ
れ
は

｢水
を
飲
み
た
い
｣
｢本
を
よ
み
た

い
｣
｢芝
居
を
見
ら
れ
TQ
J
｢
川
を
渡
れ
な
い
｣
な
ど
の
誰
で
､
極
新

し
く
出
来
た
用
法
で
あ
る
が
､
東
京
で
は
今
日
普
通
に
用
ひ
ら
れ
る

と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
｡
(
『国
語
国
文
法
要
義
』
五
〇
八
ペ
ー
ジ
)

し
か
し
､
今
日
で
は
､
こ
う
し
た
見
解
は
妥
当
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
｡

で
は
'
｢対
象
語
格
｣
の
｢
が
｣
の
存
在
は
､
い
っ
た
い
ど
の
時
代
ま
で

遡
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ま
ず
こ
の
点
を
'
従
来
の
研
究
成

果
を
見
な
が
ら
確
認
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
｡

初
め
に
見
る
の
は
､
揚
揮
幸
吉
郎
氏
及
び
松
村
明
氏
の
研
究
で
あ
る
｡

湯
揮
氏
は
､
『天
草
版
平
家
物
語
』
に
､
次
の
よ
う
な
表
現
の
存
在
す
る

こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
｡

感
情
ま
た
は
希
望
の
対
象
を
表
す

｢
が
｣

○
平
家
の
由
来
が
聞
き
た
い
ほ
ど
に
'
(巻

一
､
第

一
)

○
重
盛
父
の
禅
門
の
前
に
出
で
て
'
あ
の
少
将
が
こ
と
を
宰
相
の
あ
な

が
ち
に
嘆
か
る
る
が
不
便
に
ご
ざ
る
｡
(巻

二

第
十
)

○
あ
ま
り
待
つ
が
心
も
と
な
う
覚
ゆ
る
ぞ
.
(巻
E
lt
第
八
)

○
そ
れ
も
重
衛
が
こ
と
が
口
惜
し
け
れ
ば
'
は
や
思
い
き
っ
た
｡
(巻

四
'
第
十
三
)

(｢天
草
版
平
家
物
語
の
語
法
｣｡
巻
数
等
は
梅
林
補
｡)

ま
た
､
松
村
氏
は
､
｢水
が
飲
み
た
い
J
式
の
表
現
は
古
-
か
hゝ
あ

り
､

｢水
を
飲
み
た
い
J
式
の
表
現
は
新
し
-
出
来
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

そ
れ
ま
で
の
風
潮
に
疑
問
を
抱
か
れ
'
抄
物
､
キ
リ
シ
タ
ン
本
､
能

狂
言
等

々
の
各
種
の
文
献
を
調
査
し
て
､
次
の
結
論
を
打
ち
出
さ
れ

た
｡

す
で
に
室
町
時
代
の
文
献
か
ら
｢水
が
飲
み
た
い
｣
の
類
の
言
い
方

と
と
も
に

｢水
を
飲
み
た
い
｣
の
類
の
言
い
方
も
見
え
て
い
る
の
で

あ
る
｡
そ
し
て
'
こ
の
二
つ
の
言
い
方
は
'
そ
れ
以
降
'
江
戸
時
代

か
ら
明
治
の
時
代
に
い
た
る
ま
で
'
各
時
代
を
通
じ
て
と
も
に
見
え

て
い
る
の
で
あ
っ
て
'
｢
が
｣
を
用
い
る
言
い
方
が
多
い
か
'
｢を
｣

を
用
い
る
言
い
方
が
多
い
か
は
'
時
代
に
よ
り
あ
る
い
は
文
献
の
種

類
に
よ
っ
て
多
少
の
相
違
が
見
ら
れ
る
が
､
ど
ち
ら
か
の
言
い
方
だ

け
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
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(｢
『水
を
飲
み
た
い
』
と
い
う
言
い
方
に
つ
い
て
｣
)

松
村
氏
の
意
図
の
一
端
は
'
｢
を
-
-
た
い
｣
式
の
表
現
が
新
し
い
も

の
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
'
結
果
と
し
て
､
｢
が

-
-
た
い
｣
｢を
-
-
た
い
｣
両
形
式
の
表
現
が
室
町
期
以
降
併
存
し
た

と
い
う
事
実
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
｡

こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
､
｢対
象
語
格
｣
の
｢
が
｣
の
存
在
は
､
ま
ず

室
町
期
ま
で
は
遡
り
得
る
こ
と
に
な
る
｡

さ
て
､
次
に
山
田
巌
氏
の
研
究
に
つ
い
て
見
て
み
る
｡
氏
は
'
松
村
氏

の
研
究
を
踏
ま
え
た
う
え
で
'
さ
ら
に
調
査
を
行
い
'
次
の
よ
う
な
報
告

を
し
て
お
ら
れ
る
｡

鎌
倉
時
代
の
中
期
の
文
献
に
は
'現
代
語
の
｢水
が
飲
み
た
い
J
と

同
じ
よ
う
に
'
主
格
を
あ
ら
わ
す

｢
が
｣
を
と
っ
た
も
の
が
見
ら
れ

る
に
至
っ
た
｡

琵
琶
に
は
手
と
申
て
め
で
た
き
事
の
候
ぞ
か
し
｡
そ
れ
が
承

り
た
-
候
て
｣
と
い
ふ
｡
(古
今
著
聞
集
'
巻
六
､
管
絃
歌
舞
)

念
仏
が
申
度
て

(無
住
､
妻
鏡
)

こ
れ
ら
の
用
例
は
､
現
代
語
の

｢水
が
飲
み
た
い
｣
と
い
う
言
い
方

と
ま
っ
た
-
同
様
の
形
式
で
あ
っ
て
'
恐
ら
-
そ
の
古
い
用
例
と
考

(マ
マ
)

え
る
二
が
で
き
よ
う
｡
(｢
『水
が
飲
み
た
い
』
と
い
う
言
い
方
の
源

流
｣
)

ま
た
､
筆
者
の
調
査
で
も
､
『平
家
物
語
』
に
次
の
よ
う
な
用
例
が
見
出

さ
れ
た
｡

○
是
が
除
に
心
う
け
れ
ば
､
い
か
に
申
す
と
も
始
終
の
事
は
か
な
ふ
ま

じ
｡
(巻

一
'
願
立
)

○
御
牛
の
鼻
珂
こ
は
う
候
｡
(巻
八
､
猫
間
)

○
そ
の
事
が
わ
す
れ
が
た
-
お
ぼ
ゆ
る
な
り
｡
(巻
十

一
､
副
将
被
斬
)

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
､
そ
の
存
在
が
､
さ
ら
に
鎌
倉
期
ま
で
遡
り
得
る
こ

と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
｡

で
は
､
こ
れ
以
上
に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
こ
で
ひ
と
つ
言
え
る
こ

と
は
､
｢
が
-
-
た
い
｣
式
の
表
現
に
つ
い
て
は
'
こ
れ
以
上
遡
り
得
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
'
山
田
氏
が
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
'

｢
た
い
｣
お
よ
び
そ
の
原
形
で
あ
る

｢
た
し
｣
の
あ
る
程
度
存
在
す
る
時
期

が
'
院
政
期
以
降
だ
か
ら
で
あ
る
｡
従
っ
て
'
さ
ら
に
遡
る
場
合
に
は
'

別
の
表
現
に
つ
い
て
の
言
及
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
｡

そ
こ
で
'
続
い
て
平
安
期
の
実
例
を
挙
げ
る
研
究
論
文
を
求
め
た
の
で

あ
る
が
､
私
見
の
限
り
で
は
'
そ
う
し
た
も
の
は
見
出
し
得
な
か
っ
た
｡

そ
こ
で
'
『竹
取
物
語
』
『伊
勢
物
語
』
『大
和
物
語
』
『枕
草
子
』
お
よ
び

『古
今
和
歌
集
』
に
つ
い
て
検
索
を
し
て
み
た
結
果
､
わ
ず
か
な
が
ら
次
の

よ
う
な
用
例
が
見
出
さ
れ
た
｡

○
長
さ
契
の
な
か
-
け
れ
ば
'
程
な
-
罷
り
ぬ
べ
き
な
め
り
と
思
ふ
が
'

悲
し
-
侍
る
也
｡
(
『竹
取
物
語
』
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
)

こ
の
よ
う
に
'
時
代
を
遡
る
に
つ
れ
て
､
用
例
は
見
出
し
に
-
-
な
る

傾
向
に
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
は
'
主
格

｢
が
｣
助
詞
の
変
遷
を
考
慮
す

れ
ば
､
当
然
の
こ
と
と
も
言
え
よ
う
｡

鎌
倉
期
以
前
で
は
'
｢
が
｣
は
'
｢わ
が
家
｣
｢梅
が
花
｣
な
ど
の
よ
-

な
連
体
助
詞
と
し
て
の
用
法
が
優
勢
で
あ
っ
て
'
主
格
助
詞
と
し
て
の
用

法
は
'
必
ず
し
も
多
-
は
な
か
っ
た
｡
ま
た
､
そ
れ
と
表
裏
の
事
柄
と
し
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て
'
主
格
表
示
も
'
｢
の
｣
な
ど
他
の
助
詞
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
り
､
或

い
は
'
｢春
●
さ
れ
ば
ま
づ
咲
-
宿
の
梅
の
花

(
『万
葉
集
』
八

一
八
)｣

<l
>

の
よ
う
に
助
詞
な
し
で
行
な
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
｡
即
ち
､

｢対
象
語
格
｣
に
限
ら
ず
'
主
格

｢
が
｣
助
詞
自
体
が
そ
う
多
-
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
か
ら
'
用
例
が
見
出
だ
し
に
-
-
な
る
の
は
道
理
で
あ
る
｡

従
っ
て
'
鎌
倉
期
以
前
の
用
例
に
つ
い
て
は
､
む
し
ろ
､
主
格

｢
が
｣

助
詞
劣
勢
の
時
代
に
お
い
て
で
さ
え
も
そ
れ
は
見
出
だ
さ
れ
る
､
と
解
さ

れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

さ
て
､
そ
こ
で
さ
ら
に
遡
っ
て
奈
良
期
の
用
例
で
あ
る
が
､
そ
れ
に
つ

い
て
は
橋
本
進
言
氏
が
､
｢
か
よ
う
な
言
ひ
方
は
､
奈
良
朝
か
ら
あ
る
｣
と

し
て
､
次
の
よ
う
に
挙
げ
て
お
ら
れ
る
｡

わ
が
兄
が
ほ
し
園
は

(記
､
下
)

山
が
ら
や
兄
が
ほ
し
か
ら
む

(寓
十
七
'
三
九
八
五
)

アリガ
ホ
シ
スミ
ヨキ
サト
ノ

在

呆

石

住

吉

里

あ

る
ら
-
を
L
も

(商
六
､

一
〇
五
九
)

そ
ら
み
つ
や
ま
と
の
園
は
､
神
が
ら
か
有
り
が
ほ
し
き
､
園
が
ら
か

住
み
が
ほ
し
き
'
(琴
歌
譜
'
崇
神
)

ヒ
タ
テ
リ
ニ
イ
ヤ
,JJ刑
ホ
シ
ク

(寓
十
八
､
四

二

1
)

(
『助
詞

･
助
動
詞
の
研
究
』

一〇
四
ペ
ー
ジ
)

こ
う
し
た
言
及
に
よ
っ
て
'
｢対
象
語
格
｣
の

｢
が
｣
は
､
既
に
奈
良
時

代
よ
り
存
在
し
て
い
た
と
'
ひ
と
ま
ず
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
､
｢兄
が
欲
し
｣
な
ど
に
つ
い
て
は
､
｢上
代
に
於
い
て
は
'
〟
兄

が
欲
し
〟
と
い
う
語
が
頻
繁
に
見
ら
れ
'

一
種
の
熟
語
の
よ
う
に
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
J
(我
妻
多
賀
子

｢助
詞

『が
』
の
適
時
的
考

察
｣
)
と
い
う
よ
う
に
'
や
や
特
殊
な
表
現
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
､
こ

こ
に
多
少
懸
念
が
残
る
｡

そ
こ
で
'
こ
れ
ら
以
外
の
表
現
で
は
ど
う
か
と
今
少
し
検
索
を
し
て
み

る
と
､
次
の
よ
う
な
用
例
が
見
出
さ
れ
る
に
至
る
｡

○
今
の
ご
と
懸
し
-
君
が

(戟
)
思
ほ
え
ば
い
か
に
か
も
せ
む
す
る
馬

方
の
な
さ

(
『万
葉
集
』
三
九
二
八
)

○
ひ
な
-
も
り
碓
日
の
坂
を
越
え
し
だ
に
妹
射

(賀
)
懲
し
く
忘
れ
え

ぬ
か
も

(同
､
四
四
〇
七
)

こ
れ
ら
は
'
そ
れ
ぞ
れ
､
｢今
の
よ
う
に
あ
な
た
が
恋
し
く
思
わ
れ
る

な
ら
'
こ
れ
か
ら
先
ど
う
い
た
し
ま
し
ょ
う
｣
､
｢吾
妹
子
が
恋
し
-
て
忘

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
｣
と
解
さ
れ
る
ゆ
え
へ
｢
が
｣
は

｢対
象
語
格
｣
の

類
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

従
っ
て
'
こ
れ
ら
と
橋
本
氏
の
掲
げ
ら
れ
た
用
例
と
か
ら
､
｢対
象
語

格
｣
の

｢
が
｣
は
'
奈
良
時
代
に
は
既
に
存
在
し
て
い
た
と
や
は
り
考
え

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
'
同
時
に
､
前
記
の
よ
う
な

｢
こ
の
種
の
表
現
は
新

し
い
J
と
い
う
見
解
は
'
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

三

文
法
上
の
扱
･い
に
つ
い
て

で
は
'
こ
の
よ
う
に
古
-
か
ら
存
在
す
る

｢対
象
語
格
｣
の

｢
が
｣
は
'

文
法
上
ど
う
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

従
来
説
を
見
て
み
る
と
､
次
の
三
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
｡

ウヽーJ

I

｢主
格
｣
説

H

｢対
象
語
格
｣
説

(す
な
わ
ち
時
枝
説
)

<3
)

Ⅲ

｢目
的
格
｣
説
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Ⅰ
に
対
し
て
t

H
m
を

｢非
主
格
｣
説
と
し
て

一
括
す
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
が

'
｢目
的
格
｣
説
を
唱
え
る
研
究
者
達
が
'
｢対
象
語

格
｣
説
に
諸
手
を
あ
げ
て
賛
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
考
慮
し
て
'

へl'∨

こ
こ
で
は
分
け
て
お
-
0

さ
て
'
拙
稿
で
は
､
こ
の
内
の

｢主
格
｣
説
に
賛
意
を
抱
-
故
､
以
下

に
そ
の
理
由
を
記
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
｡

ま
ず
初
め
に
'
｢主
格
｣
説
に
は
'
｢-
-
が
｣
と
い
う
成
分
の
識
別
が

｢対
象
語
格
｣
説
の
よ
う
に
唆
味
に
な
ら
な
い
と
い
う
長
所
が
あ
る
｡
｢対

象
語
格
｣
の
提
唱
者
で
あ
る
時
枝
氏
の

｢対
象
語
と
主
語
と
の
認
定
に
は
､

明
確
な
限
界
を
定
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
に
し
て
も
'
そ
れ
が
国
語
の
総

合
的
な
概
念
把
握
の
反
映
と
見
る
時
､
唆
味
な
処
に
国
語
の
真
相
を
把
握

す
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
ふ
｣
(
『国
語
学
言
論
』
三
七
九
ペ
ー
ジ
)
と
い

う
言
葉
を
ひ
い
て
'
松
村
明
氏
が
'

主
語
と
対
象
語
と
の
認
定
に
は
か
な
り
あ
い
ま
い
な
も
の
が
あ
る
わ

け
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､そ
の
区
別
を
主
と
し
て
意
味
の
上
に
求
め
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
文
法
上
の
問
題
と
な
る

た
め
に
は
'
や
は
り
あ
る
程
度
そ
れ
が
形
態
の
上
に
も
あ
ら
わ
れ
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
(先
掲
論
文
)

と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
､
当
を
得
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
い
か
な

る
手
段
を
用
い
て
も
'
区
別
に
唆
昧
さ
が
残
る
の
な
ら
ば
別
で
あ
る
が
'

｢
が
｣
を
主
格
の
標
識
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
｢-
-
が
｣
と
い
う
成

分
は
'
明
快
に
整
理
さ
れ
う
る
わ
け
で
あ
る
｡
文
法
と
い
う
以
上
'
こ
う

し
た
明
快
さ
は
'
ひ
と
つ
評
価
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し

1
万
で
'
恐
ら
-
最
大
と
も
考
え
ら
れ
る
短
所
と
し
て
'
い
わ

ゆ
る

｢対
象
語
格
｣
の

｢
が
｣
を
主
格
と
す
る
こ
と
が
'
文
意
上
ど
う
も

釈
然
と
し
な
い
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
｢私
は
水
が
欲
し

い
J
を
例

に
と
る
と
'
｢水
が
｣
は
､

○
山
が
高
い
｡

○
花
が
赤
い
｡

な
ど
の
属
性
の
主
体
と
同
等
と
い
う
よ
り
も
'
文
意
上

｢私
は
水
を
欲
し

-
忠
,rP
J
な
ど
と
考
え
ら
れ
て
､
目
的
語
と
同
等
で
あ
る
と
解
さ
れ
や
す

い
｡
｢目
的
格
｣
説
の
場
合
で
は
'
こ
れ
を

一
つ
の
根
拠
と
し
て
い
る
｡

し
か
し
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
'
北
原
保
雄
氏
の
見
解
に
賛
意
を
示
す
こ

と
で
応
じ
た
い
｡
氏
は
､
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
｡

｢
私
は
こ
の
犬
が
こ
わ
い
J
の
よ
う
に
'
｢
こ
わ
い
｣
が
単
純
に
犬

の
属
性
だ
け
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
場
合
に
お
い
て
も
'
｢
こ

の
犬
が
｣
は

｢
こ
わ
い
｣
の
属
性
的
表
現

(客
観
的
表
現
)
の
面
の

主
格
に
立
っ
て
い
る
の
だ
と
解
釈
さ
れ
る
｡
/
つ
ま
り
'
｢誰
が
こ

わ
い
｣
の
か
と
い
う
感
情

･
情
意
の
主
体
が

｢私
｣
で
あ
り
'
｢何

が
こ
わ
い
｣
の
か
と
い
う

｢
こ
わ
い
｣
､
あ
る
い
は

｢
こ
わ
が
ら
れ

る
｣
と
い
っ
た
方
が
解
り
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
が
'
そ
の
主
体
が

｢
こ
の
犬
｣
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
先
に
､
｢
こ
わ
い
｣

に
は
主
観
的
な
事
実
の
表
現
と
客
観
的
な
事
実
の
表
現
と
の
両
面
性

が
認
め
ら
れ
る
と
述
べ
た
が
'
そ
の
主
観
的
な
表
現
の
面
の
主
格
語

が

｢私
が

(は
)｣
で
あ
り
'
客
観
的
な
表
現
の
面
の
主
格
語
が

｢
こ

の
犬
が
｣
で
あ
る
と
い
-
こ
と
が
で
き
よ
-
｡
そ
し
て
'
そ
れ
ぞ
れ

を
'
今
仮
に
主
観
的
主
格
語

(主
観
的
主
格
展
叙
成
分
)'
客
観
的
主
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格
語

(客
観
的
主
格
展
叙
成
分
)
と
呼
ん
で
み
る
こ
と
に
す
れ
ば
､時

枝
の
対
象
語
は
'
客
観
的
主
格
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
-
-

(
『日
本
語
助
動
詞
の
研
究
』

1
1
1四
ペ
ー
ジ
)

こ
う
し
た
見
解
に
よ
れ
ば
､
問
題
の

｢
-
-
が
｣
と
い
う
成
分
を
主
格

成
分
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
十
分
可
能
と
考
え
ら
れ
る
｡

さ
ら
に
'
｢主
格
｣
説
を
推
す
理
由
と
し
て
'
も
う
ひ
と
つ
次
の
よ
う
な

こ
と
が
あ
る
｡

①
太
郎
刺
お
金
が
あ
る
o

②
太
郎
吋
お
金
が
あ
る
o

今
､
微
妙
な
文
意
を
別
に
す
れ
ば
'
①
②
は
'
ほ
ぼ
同
意
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
'
｢
が
｣
と

｢
に
｣
は
相
互
に
交
換
が
可
能
で
あ
る
｡
で
は
､
こ
う

し
た
場
合
の

｢
に
｣
を
主
格
の

｢
に
｣
と
称
す
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
｡

日
本
語
教
育
の
分
野
な
ど
で
は
､
時
に
主
語
を
表
す

｢
に
｣
な
ど
と
言
わ

れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
'
そ
れ
は
意
味
上
の
こ
と
で
あ
っ
て
､

文
法
上
主
格
の

｢
に
｣
と
述
べ
ら
れ
た
も
の
は
見
聞
し
た
こ
と
が
な
い
｡

も
う

一
つ
例
を
見
て
み
よ
う
｡

③
京
都
和
行
-
0

④
京
都
叫
行
-
｡

③
④
は
ほ
ぼ
同
意
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
'
｢
に
｣
と

｢
へ
｣
は
相
互
に
交

換
が
可
能
で
あ
る
｡
で
は
､
こ
う
し
た

｢
に
｣
｢
へ
｣
を
同

一
格
の
も
の
と

し
て
考
え
る
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
｡
む
し
ろ
こ
の
場
合
に
は
'
｢
に
｣

は
地
点
を
表
し
､
｢
へ
｣
は
方
向
を
表
す
な
ど
と
､
そ
の
違
い
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
｡

こ
の
よ
う
に
､

⑤
水
が
飲
み
た
い
｡

⑥
水
引
飲
み
た
い
.

の

｢
が
｣
｢を
｣
の
よ
う
な
格
助
詞
相
互
の
交
換
は
'他
の
格
助
詞
に
つ
い

て
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
､
し
か
し
'
そ
の
場
合
に
は
相
互
の
助
詞
を

同

一
格
と
見
な
そ
う
と
は
し
な
い
｡

ま
た
､
加
え
て
言
う
と
､
⑤
の

｢
が
｣
を
､
｢を
｣
の
意
に
通
ず
る
と

い
-
こ
と
で

｢対
象
語
格
｣
と
称
す
る
な
ら
ば
､
⑥
の

｢を
｣
に
つ
い
て

も
'
｢対
象
語
格
｣
と
す
る
⑤
の
｢が
｣
の
意
に
通
ず
る
と
い
う
こ
と
で
｢対

象
語
格
の

『を
』
｣
と
称
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
が
'
そ
の
よ
う
な

<一.)>

こ
と
は
見
聞
さ
れ
な
い
｡

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
､
あ
る
種
の

｢
が
｣
を

｢対
象

語
格
｣
｢目
的
格
｣
と
称
す
る
こ
と
は
'
｢
が
｣
に
対
し
て
の
み
の
特
異
待

遇
な
の
で
あ
っ
て
'
他
の
格
助
詞
の
場
合
の
こ
と
を
考
え
る
と
'
こ
れ
は

整
合
性
に
欠
け
て
い
る
｡
従
っ
て
'
筆
者
は
'
｢対
象
語
格
｣
｢
目
的
格
｣

説
に
つ
い
て
懸
念
を
覚
え
る
の
で
あ
る
｡

さ
て
､
こ
れ
ら
の
理
由
お
よ
び
先
学
の
所
説
に
よ
っ
て
'
｢主
格
｣
説
の

妥
当
性
が
考
え
ら
れ
る
と
同
時
に
､
大
半
の
異
説
に
は
応
対
可
能
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
､
し
か
し
'
目
的
格
説
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
柴

谷
万
良
説
に
つ
い
て
は
､
な
お

1
考
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
そ
こ

で
､
次
に
そ
れ
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
る
｡

四

柴
谷
方
良
説
に
つ
い
て

柴
谷
氏
は
'
以
下
の
四
つ
の
根
拠
を
も
っ
て
'
問
題
の

｢
-

‥
が
｣
を

｢直
接
目
的
語
｣
と
見
徹
す
｡
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根
拠
‖

｢水
が
ほ
し
い
J
等
の
文
に
は
'
｢僕
は
｣
｢私
は
｣
等
の
本

来
の
主
語
が
あ
る
｡

ア

僕
は
水
が
ほ
し
い
｡

イ

僕
は
水
が
飲
み
た
い
｡

り

私
は
あ
の
人
が
好
き
だ
/
き
ら
い
だ
｡

よ
っ
て
'
｢水
が
｣
｢あ
の
人
が
｣
を
主
語
と
見
な
す
分
析
に
対
し
て
は
疑

問
が
起
こ
る
｡

根
拠

口
当
該
の

｢
-
-
が
｣
は
､
尊
敬
語
規
則
を
誘
発
し
な
い
｡
故

に
主
語
で
は
な
い
｡

∧6
)

｢
が
｣
助
詞
を
伴
っ
た
名
詞
節
が
主
語
で
t
か
つ
､
そ
の
主
語
が
話
者
の

尊
敬
に
価
す
る
人
を
指
し
て
い
れ
ば
'
述
語
を
'
動
詞
述
語
の
場
合
に
は

｢
お
-
-
な
る
｣
と
'
形
容
詞

･
形
容
動
詞
述
語
の
場
合
に
は

｢
お
･･-
｣

と
尊
敬
語
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
次
の
ご
と
く
｡

①
山
田
先
生
が
リ
ン
ゴ
が
好
き
だ
｡

｢
①
山
田
先
生
が
リ
ン
ゴ
が
お
好
き
だ
｡

こ
れ
を
尊
敬
語
規
則
と
称
す
る
と
'
当
該
の

｢
-
-
が
｣
は
'
こ
の
規
則

を
誘
発
し
な
い
｡

②
私
は
山
田
先
生
が
好
き
だ
｡

｢
･-

//ヽ

②
私
は
山
田
先
生
が
お
好
き
だ
｡

｢私
｣
自
身
を
尊
敬
し
て
い
る
表

現
と
な
り
不
適
格
文
｡

よ
っ
て
'
②
の

｢
山
田
先
生
が
｣
は
'
①
の

｢
山
田
先
生
が
｣
と
性
質
を

異
に
す
る
も
の
で
あ
る
｡
①
を
主
語
と
考
え
る
な
ら
ば
'
従
っ
て
'
②
は

主
語
で
な
い
｡

根
拠
臼

当
該
の

｢
･･･-
が
｣
は
'
再
帰
代
名
詞
化
を
誘
発
し
な
い
.

故
に
主
語
で
は
な
い
｡

｢同

一
人
物
を
指
す
名
詞
が
重
出
し
､
初
出
の
も
の
が
主
語
で
あ
れ
ば
､

二
回
目
の
も
の
を

『自
分
』
と
置
き
か
え
る
｣｡
こ
れ
を
再
帰
代
名
詞
化
規

則
と
称
す
る
｡
今
'
｢太
郎
が
花
子
を
好
き
だ
｣
と
い
う
内
容
で
次
の
③
④

を
考
え
る
と
､
｢
が
｣
助
詞
を
伴
っ
た
名
詞
節
が
主
語
で
あ
る
場
合
に
は
､

こ
の
規
則
の
適
用
を
誘
発
す
る
｡

③
太
郎
が
花
子
が
対
抑
叫
グ
ル
ー
プ
の
中
で

1
番
好
き
だ
o

｢
③
太
郎
が
花
子
が
副
刺
の~
グ
ル
ー
プ
の
中
で

1
番
好
き
だ
.

し
か
し
､
｢
が
｣
助
詞
を
伴
っ
た
名
詞
節
が
主
語
で
な
い
場
合
に
は
'
再
帰

代
名
詞
化
規
則
の
通
用
を
誘
発
し
な
い
｡
無
理
に
適
用
す
る
と
､
も
と
の

も
の
と
は
文
意
が
異
な
っ
て
し
ま
う
｡

④
太
郎
が
矧
剥
斜
材
刊
叫
グ
ル
ー
プ
の
中
で

1
番
好
き
だ
o

L
釘
太
郎
が
孤
判
別
副
剰
叫
グ
ル
ー
プ
の
中
で

l
番
好
き
だ
.
I

｢自

分
の
グ
ル
ー
プ
｣
が

｢花
子
の
グ
ル
ー
プ
｣
の
意
に
は
な
ら
な
い
｡

従
っ
て
､
同
じ
-

｢
が
｣
助
詞
を
伴
っ
た
名
詞
節
で
は
あ
っ
て
も
'
｢太
郎

が
｣
と

｢
花
子
が
｣
は
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
｡
｢太
郎
が
｣
を
主

語
と
考
え
る
な
ら
ば
'
従
っ
て
'
｢花
子
が
｣
は
主
語
で
は
な
い
｡

根
拠
圃

当
該
の

｢
･･････が
｣
を
直
接
目
的
語
で
あ
る
と
考
え
る
最
大

の
統
語
的
根
拠
は
'
同
じ
名
詞
句
が
対
格
助
詞

｢を
｣
に
よ
っ
て
も
示
さ

れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
｡
こ
れ
は
問
題
の
名
詞
句
が
話
者
に
よ
っ
て
直
接

目
的
語
と
等
し
く
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
有
力
な
証
拠

で
あ
る
｡
(以
上

『
日
本
語
の
分
析
』
第
五
章
二
二
五
～
二
二
九
ペ
ー
ジ
参
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照
｡
た
だ
し
'
根
拠
三
つ
に
つ
い
て
は
第
四
章
を
も
参
照
｡)

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
'
｢主
語
｣
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
で
あ

る
｡
柴
谷
説
で
は
､
次
の
条
件
に
合
致
す
る
も
の
が

｢主
語
｣
と
し
て
見

倣
さ
れ
て
い
る
｡

回尊
敬
語
化
現
象
を
誘
発
す
る
.

㈲再
帰
代
名
詞
化
現
象
を
誘
発
す
る
｡

回特
定
の
述
語
を
持
つ
文
以
外
で
､
題
目
化
さ
れ
な
い
文
以
外
で
は
主

格
助
詞

｢
が
｣
を
伴
う
｡

如存
在
文
で
な
い
文
で
は
基
本
語
順
に
於
い
て
文
頭
に
来
る
｡
(以
上

同
書

一
八
六
ペ
ー
ジ
)

そ
し
て
'
こ
う
し
た
主
語
観
の
も
と
'
氏
は

｢統
語
範
噂
と
格
範
噂
は

一
対

1
の
絶
対
的
な
関
係
に
な
い
.J
と
し
て
､
次
の
図
を
示
す

(同
書

二
三
三
ペ
ー
ジ
｡
番
号
は
梅
林
付
)0

Ⅲ統
語
範
噂

格
範
噂

主
語

直
接
目
的
語

(第

一
客
語

)

間
接
目
的
語

(第
二
客
語
)

が

(主
格
)
-
-
の

を

(対
格
)

に

(与
格
)

2

太
郎
が

花
子
に

本
を

与
え
た
｡

[統
語
範
噂
]
主
語

間
接
目
的
語

直
接
目
的
語

[格

範

噂
]
主
格

与
格

3

僕
が

水
が

欲
し
い
｡

[統
語

範
噂
]
主
語

直
接
目
的
語

対
格

[格

範

噂
]
主
格

主
格

4

僕
が

水
を

欲
し
い
｡

[統
語
範
噂
]
主
語

直
接
目
的
語

[格

範

噂
]
主
格

対
格

5

太
郎
に

英
語
が

わ
か
る
｡

[統
語
範
噂
]
主
語

直
接
目
的
語

[格

範

噂
]
与
格

主
格

こ
う
し
た
見
解
で
は
'
格
助
詞
の
置
き
換
え
の
き
-
成
分
は
'
統
語
範

噂
に
お
い
て
は
同

1
の
成
分
と
し
て
見
倣
さ
れ
て
い
る
.
故
に
､

刷
｢水

が
｣
㈲

｢水
を
｣
は
､
共
に
直
接
目
的
語
と
見
徹
さ
れ
'
ま
た
'

㈲
｢太

郎
に
｣
は
'

㈲
太
郎
が

英
語
が

わ
か
る
｡

と
も
考
え
ら
れ
る
故
に
'
主
語
と
見
徹
さ
れ
る

(
こ
の
場
合
の

｢太
郎
に
｣

は
'
前
記
回

㈲を
も
満
た
す
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
)｡
従
っ
て
､

｢
が
｣
｢を
｣
の
交
換
の
場
合
の
み
を
特
異
待
遇
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
､

先
述
し
た
よ
う
な

｢整
合
性
｣
と
い
う
点
で
は
､
他
の

｢目
的
格
｣
説
と

違
っ
て
'
問
題
は
な
い
｡

し
か
し
な
が
ら
'
柴
谷
説
支
持
に
つ
い
て
は
'
今
少
し
憤
重
で
あ
り
た

ヽ
○
し

右
よ
り
明
ら
か
な
よ
う
に
､
同
説
で
は
'
尊
敬
語
化
現
象
の
誘
発
の
有

無
､
再
帰
代
名
詞
化
現
象
の
誘
発
の
有
無
と
い
う
基
準
が
ひ
と
つ
の
基
盤

と
な
っ
て
い
る
が
､
し
か
し
'
こ
れ
ら
の
基
準
は
'
決
し
て
常
用
し
得
る
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も
の
で
は
な
い
｡

ま
ず
両
基
準
と
も
､
文
中
に
人
物
､
生
物
を
示
す
語
句
が
な
い
と
適
用

が
考
え
ら
れ
な
い
｡

ま
た
'
尊
敬
語
化
現
象
の
誘
発
の
有
無
と
い
う
基
準
に
つ
い
て
は
､
た

と
え
人
物
を
示
す
語
句
が
あ
る
場
合
で
も
､
右

刷や
'

㈲
私
が

リ
ン
ゴ
が

好
き
だ
｡

S
妹
が

ミ
カ
ン
が

好
き
だ
｡

の
よ
う
な
場
合
に
は
'
や
は
り
適
用
が
考
え
ら
れ
な
い
｡
尊
敬
語
規
則
で

は
､
形
容
詞
述
語
の
場
合
は
'
｢
お
-
-
｣
と
尊
敬
語
化
す
る
の
で
あ
っ
た

が
､

㈲
｢欲
し
い
｣
に
つ
い
て
は
'
そ
う
し
た
形
が
考
え
ら
れ
な
い
｡
ま

た
､
㈲
刑
に
つ
い
て
は
､
自
分
自
身
や
妹
に
尊
敬
語
を
用
い
る
こ
と
は
考

え
が
た
い
か
ら
､

○
私
が

リ
ン
ゴ
が

お
好
き
だ
｡
-
-
不
適
格
文

′＼く

○
妹
が

ミ
カ
ン
が

お
好
き
だ
｡
-
-
不
適
格
文

と
な
る
｡
も
し
こ
こ
で
､
尊
敬
語
化
現
象
の
誘
発
の
有
無
と
い
う
基
準
を

適
用
す
る
と
'
｢僕
が
｣
｢
私
が
｣
｢妹
が
｣
は
､
前
記

回に
低
触
す
る
と

同
時
に
根
拠

口に
符
合
す
る
故
に
'
主
語
で
は
な
-
目
的
語
と
い
う
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
が
'
こ
れ
は
お
か
し
か
ろ
う
｡
こ
う
し
た
点
に
関
し
て

は
'
柴
谷
氏
自
身
も

｢も
し
文
中
に
尊
敬
に
価
す
る
人
を
指
す
名
詞
句
が

な
い
場
合
に
は
'
尊
敬
語
化
す
る
と
お
か
し
な
文
が
派
生
さ
れ
る
｣
と
承

知
済
み
で
'
従
っ
て
'
こ
れ
に
対
し
て
は
'
｢規
則
に
お
い
て
､
尊
敬
に
価

す
る
人
を
指
す
名
詞
句
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
す
れ
ば
よ
い
｣

と
述
べ
て
お
ら
れ
る

(先
掲
書
五
八
～
五
九
ペ
ー
ジ
)｡
だ
が
､
そ
う
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
'
尊
敬
語
化
現
象
の
誘
発
の
有
無
と
い
う
基
準
の
適
用
範

囲
は
'
自
然
と
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
二
つ
の
基
準
の
常
用
で
き
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
'

問
題
の

｢
-
-
が
｣
を
直
接
目
的
語
と
す
る
根
拠
の
内
､
口
と
日
は
'

一

般
性
に
欠
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
､
従
っ
て
'
根
拠
r
と
佃
が
主
た
る

も
の
と
し
て
浮
上
し
て
-
る
こ
と
に
な
る
｡
だ
が
､
さ
ら
に
こ
こ
で
'
根

拠
H
も
必
ず
し
も
有
力
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
-
る
｡

日
本
語
で
は
､

○
彼
が
背
が
高
い
｡

○
彼
が
色
が
白
い
｡

の
よ
う
な
'
主
格
を
表
す
成
分
が
複
数
存
在
す
る
よ
う
な
文
は
考
え
得
る
｡

従
っ
て
'
｢水
が
ほ
し
い
J
に

｢私
が
｣
な
ど
の
本
来
の
主
語
が
あ
る
か
ら

と
い
っ
て
'
｢水
が
｣
を
直
接
目
的
語
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
-
こ

と
に
は
な
ら
な
い
｡

ま
た
'
柴
谷
氏
は
､
｢
ア

･
僕
は
水
が
ほ
し
い
J
な
ど
の
よ
う
な
'
い

わ
ゆ
る

｢
は
｣
に
よ
る
と
り
た
て
文
を
挙
げ
て
説
明
さ
れ
る
が
'
し
か

し

､○
山
は

空
気
が

き
れ
い
だ
｡

○
バ
ラ
は

香
-
が

よ
い
｡

○
ひ
ま
わ
り
は

花
が

大
き
い
｡

な
ど
で
は
'
｢空
気
が
｣
｢香
り
が
｣
｢花
が
｣
は
主
格
成
分
に
あ
ら
ず
t
と

は
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡

こ
う
し
て
み
る
と
'
結
局
､
根
拠
周
が
残
る
こ
と
に
な
る
.
そ
こ
で
'

こ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
'
確
か
に
問
題
の
｢
が
｣
に
は
､
｢を
｣
と

の
交
換
が
可
能
な
場
合
が
あ
る
｡
し
か
し
'

一
方
で

｢動
詞
+
助
動
詞
｣

を
述
語
と
す
る
文
に
つ
い
て
は
､

○
水
が
+

(飲
み
+
た
い
)
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○
水
を
+
飲
み
+
た
い

と
い
っ
た
構
造
の
違
い
が
､
松
村
氏

(先
掲
論
文
)
な
ど
に
よ
っ
て
指
摘

<ー
〉

さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
助
詞
の
違
い
に
応
じ
て
構
造
の
違
い
が
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
､
問
題
の

｢-
-
が
｣
成
分
を

｢
-
-
を
｣

成
分
と
同
様
に
扱
う
こ
と
に
は
'
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

ま
た
､
柴
谷
氏
は
､
問
題
の

｢
-
-
が
｣
成
分
を
直
接
目
的
語
と
呼
ぶ

一
方
で
'本

書
で
は
､主
語
と
い
う
統
語
範
噂
､
そ
れ
に
主
格

･
村
椿
と
い
っ

た
助
詞
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
格
範
噂
は
共
に
文
法
範
噂
と
し
て
認

め
る
が
､
｢主
語
-

述
語
｣
･
｢目
的
語
-

述
語
｣
と
い
っ
た
文

法
関
係
'
及
び

｢主
格
関
係
｣
･
｢村
椿
関
係
｣
と
い
っ
た
格
関
係
は

認
め
な
い
｡
(先
掲
書
二
七
三
ペ
ー
ジ
)

と
い
う
見
地
か
ら
､
格
範
噂
で
は
'
こ
れ
を
主
格
と
呼
ぶ
｡
で
は
'
そ
の

際
の
主
格
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
単
に
助
詞
の
違
い
を

示
す
の
み
の
呼
称
と
い
う
訳
で
は
な
い
だ
ろ
-
｡
｢水
が
｣
を
主
格
と
呼

び
､
｢水
を
｣
を
対
格
と
し
て
呼
び
分
け
る
の
な
ら
ば
､
そ
こ
に
意
義
を
見

出
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

以
上
'
柴
谷
説
に
つ
い
て
の
考
察
を
進
め
て
き
た
｡
同
説
は
か
な
り
詳

細
で
､
そ
し
て
､
尊
敬
語
化
現
象
の
誘
発
の
有
無
'
再
帰
代
名
詞
化
現
象

の
誘
発
の
有
無
と
い
っ
た
基
準
の
適
用
し
得
る
範
囲
内
で
は
'
領
け
る
面

も
あ
る
｡
が
'
こ
れ
の
受
容
と
な
る
と
'
現
段
階
で
は
'
以
上
に
示
し
た

よ
う
な
理
由
で
懸
念
を
覚
え
る
故
'
従
っ
て
'
拙
稿
で
は
同
説
支
持
を
控

え
る
こ
と
に
す
る
｡

五

お
わ
り
に

拙
稿
で
は
'
い
わ
ゆ
る

｢対
象
語
格
｣
の

｢
が
｣
を
'
表
現
の
源
流
'

文
法
的
扱
い
の
二
点
か
ら
考
察
し
た
｡

前
者
に
つ
い
て
は
､
先
学
の
挙
げ
ら
れ
た
用
例
に

『万
葉
集
』
な
ど

の
用
例
を
加
え
る
こ
と
で
'
そ
の
存
在
が
'
奈
良
時
代
か
ら
の
も
の
で

あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
｡
ま
た
'
後
者
に
つ
い
て
は
､
先
学
の
助
け
を

大
い
に
借
り
な
が
ら
で
は
あ
る
が
､
自
ら
の
見
解
を
示
し
た
つ
も
り
で
あ

る｡と
こ
ろ
で
､
後
半
で
述
べ
た
よ
-
な

｢主
格
｣
説
と

｢目
的
格
｣
説
の

併
存
状
況
は
'
比
較
的
長
き
に
渡
っ
て
い
る
｡
三
夫
重
松
氏
の

｢
『茶
が
飲

み
た
い
』
な
ど
は
虞
置
格
の
如
-
も
見
ゆ
れ
ど
然
ら
ず
'
な
ほ
主
格
な
り
J

(
『高
等
日
本
文
法
』
一
九
〇
八
年
､
増
訂
版

一
九
二
六
年
四
五
七
ペ
ー
ジ
)

と
い
う

二
百
を
'
仮
に
始
ま
り
と
し
て
み
て
も
､
だ
い
ぶ
続
い
て
い
る
こ

と
に
な
る
｡

こ
の
よ
う
に
長
き
に
わ
た
る
背
景
の

一
つ
に
は
'

一
万
が
言
語
の
形
式

に
目
を
向
け
'
他
方
が
言
語
の
意
味
内
容
に
目
を
向
け
る
と
い
っ
た
姿
勢

の
相
違
が
あ
る
｡

｢主
格
｣
説
で
は
'
三
上
華
氏
の
､

甲

ニ
ハ
乙
ガ
煙
タ
イ
l
甲

ハ
乙
ヲ
煙
タ
ガ
ル

と
い
う
ふ
う
に
変
り
や
す
い
の
は
事
実
で
あ
る
が
'
ま
だ
変
わ
り
も

し
な
い
さ
き
に
対
象
格

(オ
ブ
ジ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
)
の
名
前
で
呼
ぶ
の

は
'
毛
虫
を
蝶
と
呼
ぶ
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
(
『現
代
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語
法
序
説
』
復
刊
版

一
〇
九
ペ
ー
ジ
)

と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
'
表
層
に
お
い
て
､
｢
が
｣
と
示
さ
れ

る
こ
と
に
注
目
す
る
｡
即
ち
､
言
語
の
形
式
に
目
を
向
け
る
｡

一
万
､
｢
目
的
格
｣
説
で
は
､
｢
が
｣
が

｢
を
｣
と
交
換
可
能
､
或

い
は
､

｢
-
-
が
｣
が

｢
-
-
を
｣
の
意
に
通
ず
る
と
い
-
点
に
注
目
す
る
｡
即
ち
､

言
語
の
意
味
内
容
に
目
を
向
け
る
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
姿
勢
の
相
違
を
考
え
る
と
'
｢対
象
語
格
｣
の

｢
が
｣
に
対
す

る
複
数
見
解
併
存
状
況
は
､
今
後
も
な
お
続
-
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
｡

し
か
し
'
だ
か
ら
と
い
っ
て
'
｢
対
象
語
格
｣
の
考
究
に
対
し
て
さ
じ
を

投
げ
て
し
ま
う
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
｡
残
さ
れ
て
い
る
問
題
は
'
こ
の

他
に
も
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
､
今
後
も
そ
れ
ら
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ

探
究
し
て
い
-
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

助
詞
な
し
表
現
の
状
況
に
つ
い
て
は
､
信
太
知
子

｢
〔
『水
が
飲
み

た
い
』
と

『水
を
飲
み
た
い
』
と
い
う
言
い
方
〕
続
瀦
-

格
助

詞
の
発
達
と
関
連
さ
せ
て
-

｣
に
詳
し
い
｡

問
題
の

｢
-
-
が
｣
成
分
を
､
主
語
'
主
格
語
'
主
格
成
分
等
と
称

す
る
見
解
を
便
宜
的
に

｢主
格
｣
説
と
し
た
｡

問
題
の

｢-
-
が
｣
成
分
を
'
客
語
'
目
的
語
等
と
称
す
る
見
解

を
便
宜
的
に

｢目
的
格
｣
説
と
し
た
｡

例
え
ば
'
久
野
嘩
氏
は
'
時
枝
説
の
短
所
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し

て
お
ら
れ
る
｡

｢格
関
係
を
表
わ
す
の
に
'
｢対
象
語
｣
の
よ
う
に
､
意
味
に
基

づ
い
た
用
語
を
用
い
る
の
に
は
危
険
が
あ
る
｡

吊

太
郎
ガ
水
ヲ
欲
シ
ガ
ッ
タ
｡

㈲
太
郎
ガ
母
ヲ
恋
シ
ガ
ッ
タ
｡

に
お
い
て
も
'
｢水
｣
､
｢
母
｣
は
t
で
王
語

｢太
郎
｣
の
感
情
を
触

発
す
る
機
縁
と
な
る
も
の
』
で
あ
る
が
､
こ
れ
ら
は
'
文
法
的
に

は

｢対
象
語
｣
で
は
な
-

｢目
的
語
｣
で
あ
る
｡
乙
例
の

T
水
｣'

｢
母
｣
が
主
語
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
時
枝
の
貢
献
で
あ

る
が
､
ど
う
し
て
こ
こ
に

｢
ガ
｣
が
現
わ
れ
､

旧'
㈲に
｢
ガ
｣

が
現
わ
れ
な
い
か
を
説
明
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
彼
の
分
析
の
欠
陥

が
あ
る
J
(『
日
本
文
法
研
究
』
五
六
ペ
ー
ジ
)｡
同
様
の
指
摘
が
'

柴
谷
方
良

『
日
本
語
の
分
析
』
二
二
七
ペ
ー
ジ
に
も
見
受
け
ら
れ

る

｡
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