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々
」
、
さ
ら
に
は
「
具
体
的
」
と
か
「
く
わ
し
く
」
　
と
か
い
っ
た
意
味
も
派
生

し
た
も
の
と
い
え
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な

ら
ば
、
「
つ
ぶ
さ
に
」
　
「
つ
ぶ
ら
に
」
も
語
源
的
に
「
粒
さ
に
」
　
「
粒
ら
に
」

が
想
定
で
き
、
「
粒
の
ご
と
く
い
ち
い
ち
、
こ
ま
ご
ま
」
の
意
の
由
来
が
よ
く

理
解
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
㈹
に
属
す
る
用
例
よ

り
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
ぶ
つ
ぶ
つ
い
う
」
　
と
か
さ
ら
に
　
「
不
平
を
も
ら

す
」
の
意
も
、
ぽ
つ
ぽ
つ
と
連
続
的
に
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
「
粒
々
」
の
擬

態
的
用
法
の
一
つ
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
最
後
の
㈱
は
涙
滴
の
落

ち
る
様
の
形
容
で
ぬ
る
か
ら
、
涙
の
水
滴
が
目
よ
り
流
れ
出
る
時
や
頬
を
伝
う

時
に
誰
し
も
が
感
じ
ま
た
見
ら
れ
る
様
子
を
、
表
現
し
た
も
の
と
解
し
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
㈲
の
動
麿
の
場
合
も
、
胸
中
に
小
さ
い
玉
が
あ
っ
て
そ
れ
が
し
き

り
に
動
き
つ
づ
け
る
よ
う
な
実
感
　
－
　
心
臓
の
鼓
動
　
－
、
あ
る
い
は
、
あ
る

間
隔
を
お
い
て
打
つ
形
容
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
「
つ
ぶ
く
ど
」
い
う
語
は
「
粒
」
か
ら
来
た
擬
態
語
で
あ
り
、

さ
ら
に
「
具
体
的
」
と
い
う
意
を
派
生
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

か
げ
ろ
ふ
の
日
記
の
三
例
の
場
合
は
、
こ
の
源
氏
物
語
に
お
い
て
帰
納
し
た

S
よ
り
㈱
ま
で
の
五
要
素
に
は
比
べ
る
べ
く
も
な
い
が
、
H
の
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と

言
ひ
知
ら
す
る
も
の
に
も
が
な
」
は
、
「
具
さ
に
」
の
意
で
、
源
氏
物
語
の
用

例
か
ら
帰
納
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
の
に
相
当
し
、
臼
の
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
涙
ぞ

落
つ
る
」
は
㈹
で
あ
り
、
田
の
「
胸
つ
ぶ
つ
ぶ
と
は
し
ろ
に
」
は
動
韓
を
形
容

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
㈲
の
場
合
で
あ
っ
て
、
丸
々
と
肥
え
た
肉
体
の
形

容
は
、
本
日
記
に
そ
う
い
う
場
面
が
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
用
例
も
見

当
ら
な
い
。

注
※
1
　
な
お
、
宿
木
に
、
「
心
の
う
ち
の
く
る
し
ぎ
ま
で
な
り
ゆ
く
さ
ま
を

八
六

十
日
月
日
引
（
別
本
申
桃
園
文
庫
蔵
本
及
び
湖
月
抄
本
つ
ふ
く
と
）

い
ひ
っ
1
け
給
て
」
　
（
源
氏
物
語
大
成
一
七
三
九
頁
）
と
い
う
の
が
あ

る
が
、
今
は
省
く
こ
と
と
す
る
。

1
－
－
三
二
二
二
・
一
五
、
三
四
・
七
・
三
〇
小
補
　
－

か
け
ろ
ふ
の
日
記
の
本
文
は
疑
問
な
と
こ
ろ
が
多
い
。
従
っ
て
語
彙
に
つ
い

て
の
考
察
も
よ
ほ
ど
慄
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
取
扱
っ
た
小
考

は
、
本
日
記
に
見
え
る
擬
声
語
副
詞
に
つ
い
て
の
片
々
た
る
報
告
の
一
部
に

過
ぎ
な
い
が
、
一
往
朝
日
新
聞
社
の
日
本
古
典
全
書
本
に
よ
り
な
が
ら
も
、

玉
上
琢
弥
・
楠
本
奨
両
氏
の
御
厚
意
に
よ
る
宮
内
庁
本
、
山
脇
毅
博
士
の
御

厚
意
に
よ
る
博
士
御
所
蔵
古
写
本
、
ま
た
架
蔵
の
元
禄
十
年
刊
本
な
ど
の
築

跡
を
比
較
参
考
し
な
が
ら
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
黄
重
な
資
料
を
貸
与
下

さ
っ
た
御
厚
意
に
対
し
深
く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

ま
た
終
始
御
指
導
賜
っ
た
清
水
泰
先
生
・
宮
嶋
弘
先
生
・
田
中
重
太
郎
先
生

に
対
し
て
厚
く
お
礼
申
し
あ
げ
る
。

古
典
解
釈
の
た
め
の
助
詞
の
整
理

は

　

じ

　

め

　

に

左
の
「
整
理
表
」
を
説
明
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
三

点
を
あ
さ
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
標
に
説
明
し
た
い
。

古
典
解
釈
の
た
め
の
助
詞
の
整
理
表

長

　

田

　

　

久

　

男

1
　
整
理
の
構
想
と
整
理
の
基
準
に
つ
い
て
。

2
　
整
理
の
構
想
及
び
整
理
の
基
準
と
古
典
解
釈
と
の
関
係
。

3
　
整
理
表
と
通
庸
の
文
法
書
の
助
詞
分
類
と
の
関
連
。

古
典
解
釈
の
た
め
の
助
詞
の
整
理
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八
八

未
然
形
に

連
用
形
に

（
鍵
．
詐
釦

な
が
ら

㊧接
続
が

定
ま
っ

て
い
る

④活
用
語
に

つ

く

）
文
の
途
中
だ
け
に
用

乙（
い
ら
れ
る
助
詞

⑤体
及
言
び
体
言
に
準
ず
る

に
つ
く
も
の

⑧接
続
が
定
ま
っ
て
い
な
い

」
、

し
て
・
つ
つ

とも・）

カの

ー
ば
②
・
ど
・
ど
も

ののーに・よ
れ
ソ

し
て

）
文
末
・
文
の
途
中

丙
の
ど
ち
ら
に
も
用
－

（
い
ら
れ
る
助
詞

⑧
－
接
続
が
定
ま
っ

て
い
な
い

係
り
結
び
あ
り

係
り
結
び
な
し

投
詞

間
助

整
　
理
　
の
　
構
　
想

助
詞
は
、
い
ず
れ
も
語
形
が
小
さ
い
。

一
音
節
・
二
音
節
の
も
の
が
は
と
ん

ど
で
ぬ
る
。
そ
れ
で
い
て
、
そ
の
働
き
は
多
種
多
様
で
あ
る
。
し
か
も
、
助
詞

だ
け
吟
味
し
て
も
、
そ
の
働
き
を
、
正
し
く
と
ら
え
る
の
が
困
難
で
も
ろ
。

「
文
」
の
一
部
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
「
場
面
」
の
中
で
、
吟
味
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合
が
多
い
。
つ
ま
り
、
あ
る
助
詞
の
働
き
を
理
解
す
る
こ
と
は
、

そ
の
「
文
」
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
場
合
が
多
い
。

古
典
の
解
釈
作
業
の
中
で
、
「
文
」
を
理
解
す
る
こ
と
が
一
つ
の
重
要
な
作

業
段
階
で
あ
り
、
「
文
」
を
理
解
す
る
た
め
の
前
の
段
階
の
一
作
業
と
し
て
、

助
詞
の
働
き
を
理
解
し
た
い
と
い
う
場
合
、
「
文
」
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
、

助
詞
が
理
解
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
は
、
作
業
と
し
て
は
、
お
よ
そ
、
逆
で
あ

る
。
助
詞
を
理
解
す
る
時
と
、
「
文
」
を
理
解
す
る
時
と
が
、
仮
に
、
時
間
的

に
は
、
同
時
で
あ
る
と
し
で
も
、
方
法
的
に
は
、
「
文
」
を
理
解
す
る
た
め
に

助
詞
を
理
解
す
る
と
い
う
考
え
方
を
と
り
た
い
。
こ
れ
が
、
「
古
典
解
釈
の
た

㊤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

め
の
助
詞
の
整
理
」
の
構
想
の
出
発
点
で
あ
る
。

時
枝
博
士
は
、
「
古
典
の
読
解
や
鑑
賞
は
、
い
わ
ば
、
臨
床
医
学
の
よ
う
な

③

も
の
で
あ
る
」
　
と
い
わ
れ
た
。
外
に
あ
ら
わ
れ
た
特
徴
か
ら
、
内
部
の
捌
き

を
見
当
ず
け
て
い
く
こ
と
の
必
要
を
言
わ
れ
た
も
の
と
思
う
。
助
詞
の
整
理
も
、

そ
う
し
た
方
向
に
そ
う
て
試
み
た
い
。
外
に
あ
ら
わ
れ
た
特
徴
を
三
つ
の
基
準
．

を
用
い
て
整
理
し
、
助
詞
の
働
き
を
、
読
解
作
業
と
の
関
係
か
ら
三
分
類
し
、

両
者
を
関
連
ず
け
た
の
が
右
の
整
理
表
で
ぬ
る
。

助
詞
の
用
い
ら
れ
る
位
置
　
－
第
一
整
理
基
準
－

助
詞
は
、
用
い
ら
れ
る
位
置
に
よ
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
三
分
類
さ
れ
る
。

文
末
だ
け
に
周
い
ら
れ
る
助
詞
。

文
の
途
中
だ
け
に
用
い
ら
れ
る
助
詞
。

文
末
・
文
の
中
の
ど
ち
ら
に
も
用
い
ら
れ
る
助
詞
。

例
文

甲
○
う
れ
し
く
も
の
た
ま
ぶ
も
の
か
な
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竹
取
物
語
）

乙
野
山
に
ま
じ
り
て
　
竹
を
取
り
つ
つ
よ
ろ
づ
倒
こ
と
吋
つ
か
ひ
け
り
。

（
竹
取
物
語
）

丙
い
づ
れ
の
山
か
天
に
近
き
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竹
取
物
語
）

紀
伊
の
守
の
妹
も
こ
な
た
に
あ
る
坤
。
　
　
　
　
（
源
氏
・
空
蝉
）

通
用
の
文
法
書
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
甲
に
所
属
す
る
助
詞
は
、
「
終
助
詞
」

の
全
部
で
あ
る
。
乙
に
所
属
す
る
助
詞
は
、
「
接
続
助
詞
」
　
「
格
助
詞
」
　
「
副

助
詞
」
の
全
部
で
あ
る
。
丙
に
所
属
す
る
助
詞
は
、
「
係
助
詞
」
「
間
投
助
詞
」

の
全
部
で
あ
る
。古

典
解
釈
の
た
め
の
助
詞
の
整
理

甲
乙
は
、
用
い
ら
れ
る
位
置
が
、
常
に
一
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、
丙
は
、

文
末
と
文
の
途
中
の
両
方
に
用
い
ら
れ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
具
体
例

に
な
る
と
、
そ
の
認
定
は
、
困
難
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
具
体
的
な
一
つ
の
表
現

で
は
、
文
末
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
文
の
途
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
の
ど

ち
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

○
紀
伊
の
守
の
妹
も
こ
な
た
に
あ
る
坤
。
　
　
　
　
　
（
源
氏
・
空
蝉
）

の
よ
う
に
、
文
末
に
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
甲
と
の
区
別
が
、
．
困
難
で
あ

る
。
ま
た
、

○
い
づ
れ
の
山
か
天
に
近
さ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竹
取
物
語
）

の
よ
う
に
、
文
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
乙
と
の
区
別
が
困
難
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
作
業
を
容
易
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
丙
に
所
属
す
る

語
例
を
記
憶
す
る
必
要
が
あ
る
。

助
詞
の
接
続
　
－
第
二
整
理
基
準

助
詞
は
、
必
ず
、
他
の
語
の
下
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
。
接
続
が
定
ま
っ
て

い
る
も
の
と
、
定
ま
っ
て
い
な
い
も
の
と
で
は
、
そ
の
働
き
に
大
き
な
違
い
が

あ
る
。
ま
た
、
接
続
が
定
ま
っ
て
い
る
も
の
の
中
で
も
、
ど
う
い
う
語
に
つ
く

か
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
働
き
と
に
は
、
連
関
が
あ
る
。
つ
ぎ
の
よ
う
に
整
理

さ
れ
る
。文

末
だ

け
に
用

い
ら
れ

る

④接
続
が
定
ま

っ
て
い
る

言 ④活
用
語

に

つ

く

㊥

未
然
形
に
－
ば
や
・
な
む
・
な
・
ね

連
用
形
に
－
・
な
・
…
‥
そ

終
止
形
に
上
」
な
・

⑧接
続
が
定
ま
っ

「
も
」
「
し
」
に
つ
く
－
が
・
が
な
・

て
い
な
い
…
…
…
I
か
・
か
な
・
か
も
・
か
し
・
な

八
九
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つ接⑧　　つ接④
て経　　　て競
いが　　　　いが
な定　　＿　る定
いま　　　　　　ま

ず体㊥　　に
る

2　1

つ

（甲）（丙）い

④活
用
語

言
及
び
体
言
に
準

・カゑ

・に・も
の
か

・
1
も
の

と
（
形
）
と
も

・
つ
つ
・
な

を
・
も
の
の

ら
・
も
の
ゆ

をー・

九
〇

る
の
で
、
「
に
」
と
「
だ
に
」
と
は
、
同
一
グ
ル
ー
プ
で
は
な
い
。
こ
う
し
た

吟
味
を
、
解
釈
作
業
の
途
中
で
、
一
々
行
な
う
事
は
重
要
で
は
あ
る
が
、
実
際

的
で
は
な
い
。
そ
れ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
整
理
表
を
理
解
し
た
上
で
、
⑧

に
所
属
す
る
助
詞
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
記
憶
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

も

の

に

つ

く

ば
・
ど
・
ど
も
・

が
・
の
・
を
・
に
・
へ

・
と
・
と
て
・
よ
り
・

か
ら
・
に
て
・

で
に
、
助
詞
の
語
例
を
記
憶
す
る
順
序
は
、

に
所
属
す
る
助
詞
、
即
ち
、
「
係
助
詞
」
と
「
開
披
助
詞
」

の
⑧
と
乙
の
㊥
に
所
属
す
る
助
詞
、
即
ち
、
「
終
助
詞
」
の
一
部
と
、

に
・
す
ら
・
さ
へ
・
の
み

か
り
・
ま
で
・
な
ど
・
し

）
　
文
末
・
文
の
途
　
⑧

丙
　
車
の
ど
ち
ら
に
－
接
続
が
定
ま
…
・

（
　
も
用
い
ら
れ
る
　
っ
て
い
な
い

や
・
か
・
ぞ
・
な
む
・

こ
そ
・
は
・
も
・
よ
・

を
・
や
・

㊥
に
所
属
す
る
助
詞
、
即
ち
、
接
続
が
定
ま
っ
て
い
な
い
助
詞
は
、
い
ろ
い

ろ
違
っ
た
接
続
を
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
抽
象
的
に
は
、
④

と
⑧
と
の
区
別
は
容
易
で
あ
っ
て
も
、
実
際
の
作
業
と
な
る
と
、
⑧
が
④
と
全

く
同
じ
接
続
の
し
か
た
を
し
て
い
る
場
合
な
ど
、
そ
の
表
現
を
一
見
し
た
だ
け

で
は
、
区
別
は
困
難
な
場
合
が
多
い
。

た
と
え
ば
、

④
　
か
た
時
と
の
た
ま
ふ
吋
怪
し
く
な
り
ぬ
。
　
　
　
　
　
（
竹
取
物
語
）

⑧
　
雪
と
の
み
降
る
相
可
あ
る
を
桜
花
い
か
に
散
れ
と
か
風
の
吹
く
ら
ん
。

（
古
今
集
、
二
）

右
の
場
合
、
「
に
」
と
「
だ
に
」
と
は
、
接
続
の
し
か
た
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
一
見
、
同
じ
グ
ル
ー
プ
の
助
詞
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

○
の
ぼ
ら
む
を
だ
に
見
送
り
た
ま
へ
。
　
　
　
　
　
　
　
（
竹
取
物
語
）

と
、
他
の
例
に
よ
っ
て
、
「
だ
に
」
は
、
違
っ
た
接
続
を
も
す
る
こ
と
が
わ
か

「副助詞」

と
す
る
の
が
、
作
業
と
し
て
は
よ
い
。

何
に
続
い
て
行
く
か
。
何
と
呼
応
す
る
か
。

‖
第
三
整
理
基
蜂
－

第
二
整
理
基
準
の
「
接
続
」
の
項
で
は
、
助
詞
の
前
の
語
を
問
題
に
し
た
の

に
対
し
、
こ
こ
で
は
、
助
詞
（
助
詞
に
統
一
さ
れ
た
文
節
）
が
、
ど
こ
に
続
い

て
行
く
か
、
あ
る
い
は
、
ど
こ
と
呼
応
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
基
準
に
し
ま
う

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
基
塗
は
、
す
で
に
、
助
詞
の
働
き
の
分
野

に
ー
歩
は
い
っ
て
い
て
、
厳
密
に
は
、
「
外
に
あ
ら
わ
れ
た
特
徴
」
と
は
言
い

が
た
い
。
ま
た
、
こ
の
基
準
に
よ
っ
て
、
整
理
さ
れ
る
も
の
は
、
乙
丙
に
所
属

す
る
も
の
に
限
ら
れ
、
し
か
も
、
か
ろ
う
じ
て
、
乙
の
④
の
⑤
と
、
丙
の
⑧
と

を
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
整
理
は
全
般
に
は
及

ば
な
い
が
、
整
理
さ
れ
る
乙
の
④
の
⑤
と
丙
の
⑧
で
は
必
要
な
整
理
で
あ
る
。

（

例
文

乙
の
④
の
⑧

○
野
山
に
ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
つ
か
ひ
け
り
。
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－

　

日

子

1

弓

…

（
竹
取
物
語
）

「
野
山
に
」
は
「
ま
じ
り
」
と
い
う
「
用
言
」
に
続
い
て
い
く
。

は
「
取
り
」
と
い
う
「
用
言
」
に
続
い
て
い
く
。
「
よ
ろ
づ
倒
」

「竹を」

は
「
こ
と
」

と
い
う
「
体
言
」
に
続
い
て
い
く
。

○
手
の
わ
ろ
き
人
坤
は
ば
か
ら
ず
文
書
き
ち
ら
す
ぼ
よ
し
。

「
手
羽
」
は
「
わ
ろ
き
」
と
い
う
「
述
語
」
に
続
い
て
い
く
。

（徒然草）

「
大
判
」
は
、

「
書
き
ち
ら
す
」
と
い
う
「
述
語
」
に
続
い
て
い
く
。

譜
も
入
り
た
た
ぬ
き
ま
し
た
る
奇
十
㌢
　
（
徒
然
草
七
九
段
）

「
ぞ
」
は
、
「
よ
し
」
の
連
体
形
の
「
よ
き
」
と
呼
応
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
乙
の
④
の
⑪
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
格
助
詞
」
の
車
を
、
「
連
体

格
助
詞
」
　
「
主
格
助
詞
」
　
「
連
周
格
助
詞
」
に
三
分
類
し
、
丙
の
⑧
で
は
、
い

わ
ゆ
る
「
係
助
詞
」
と
「
間
投
助
詞
」
と
を
区
別
す
る
。

助
詞
の
働
き
　
ー
整
理
の
終
点
－
解
釈
の
出
発
点
。

助
詞
の
働
き
は
多
種
多
様
で
ぬ
る
。
そ
れ
を
、
今
日
の
文
法
書
で
は
、
「
助

詞
の
用
法
」
と
い
う
標
題
の
も
と
に
各
々
の
藷
に
つ
い
て
、
か
な
り
多
く
の
例

を
あ
げ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
示
し
て
い
る
用
法
は
、
そ
の
助
詞
の
い
わ

ゆ
る
解
釈
を
、
多
く
の
例
文
か
ら
帰
納
し
、
整
理
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
法
書
の
「
助
詞
の
用
法
」
を
、
充
分
、
理
解

し
、
記
憶
し
て
い
る
場
合
は
、
「
文
」
も
し
く
は
、
「
場
面
」
の
理
解
は
、
た

し
か
に
容
易
で
あ
る
。
す
で
に
、
多
く
の
古
典
か
ら
帰
納
し
て
得
た
は
ず
の
用

法
を
、
当
面
の
問
題
文
に
対
比
し
て
、
ど
の
用
法
か
を
見
当
ず
げ
ろ
こ
と
に
な

る
か
ら
で
ぬ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
考
え
方
に
は
、
二
つ
の
問
題
点
が
あ
る
。

古
典
解
釈
の
た
め
の
助
詞
の
整
理

一
つ
は
、
文
法
書
に
示
し
て
い
る
用
法
を
、
そ
れ
ぞ
れ
語
こ
と
に
、
充
分
、
理

解
し
、
記
憶
す
る
こ
と
が
、
学
習
と
し
て
は
、
そ
う
容
易
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
示
さ
れ
て
い
る
用
法
で
、
読
解
し
ょ
う
ど
す
る
問
題

文
の
用
法
を
見
当
ず
け
よ
う
と
す
る
場
合
、
ど
う
も
、
す
っ
き
り
と
適
当
し
な

い
例
が
か
な
り
多
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
、
学
習
心
理
と
し
て
は
、
相

互
に
関
係
す
る
場
合
が
多
い
。
せ
っ
か
く
理
解
し
記
憶
し
た
、
あ
る
助
詞
の
用

法
が
、
具
体
的
な
古
典
を
解
釈
す
る
と
き
に
、
適
当
し
な
い
場
合
が
多
い
と
、

つ
ぎ
の
藷
の
用
法
を
理
解
し
、
記
憶
す
る
意
欲
を
失
な
っ
て
行
く
。
助
詞
の
用

法
を
理
解
し
記
憶
し
て
い
な
い
た
め
に
、
古
典
の
解
釈
が
う
ま
く
行
か
な
い
。

こ
う
し
て
、
悪
循
環
が
続
く
結
果
と
な
る
。

さ
て
、
「
文
」
の
理
解
、
も
し
く
は
、
「
場
面
」
の
理
解
の
た
め
に
、
助
詞

の
働
き
を
手
か
か
り
と
し
よ
う
と
す
る
本
稿
の
場
合
は
、
助
詞
の
働
き
を
、
大

き
く
三
つ
に
分
類
し
た
い
。

第
一
類
、
文
の
性
質
を
変
え
る
助
詞
。

第
二
類
、
文
節
の
任
務
を
示
す
助
詞
。

第
三
類
、
表
現
者
の
気
拝
を
示
す
助
詞
。

例文、
第
一
類
、

○
あ
や
ま
ち
す
な
。
心
し
て
下
り
よ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
徒
然
草
）

「
な
」
を
除
く
と
、
平
叙
文
、
「
な
」
が
つ
く
と
、
禁
止
文
と
な
る
。

○
今
年
よ
り
春
知
り
そ
む
る
桜
花
散
る
と
い
ふ
こ
と
は
習
は
ざ
ら
勘
哲

（古今集）

「
な
む
」
を
除
く
と
、
平
叙
文
（
打
消
）
　
「
な
む
」
が
つ
く
と
、
希
望
文
と

なる。

九
一



9293

○
い
づ
れ
の
山
か
天
に
近
さ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竹
取
物
語
）

「
か
」
を
除
く
と
、
平
叙
文
、
「
か
」
が
つ
く
と
、
疑
問
文
と
な
る
。

第
二
類

○
野
山
に
　
ま
じ
り
て
　
竹
を
　
取
り
つ
つ
　
よ
ろ
づ
の
　
こ
と
に
　
つ
か
ひ

け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竹
取
物
語
）

「
野
山
吋
」
は
「
ま
じ
り
て
」
に
続
く
。
そ
の
場
合
、
「
続
く
力
」
は
「
に
」

に
あ
る
。
以
下
図
解
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
「
ま
じ
り
す
」
－
「
取
り

つ
つ
」
。
「
竹
討
」
－
「
取
り
つ
つ
」
。
「
取
り
早
耳
」
－
「
つ
か
ひ
け
り
」
。
「
よ
ろ

づ
の
」
－
「
こ
と
に
」
。
「
こ
と
可
」
－
「
つ
か
ひ
け
り
」
。

第
三
類
、

㊤
　
　
　
　
　
　
②

○
家
の
人
ど
も
に
、
物
を
だ
に
言
は
む
と
て
、
い
ひ
か
く
れ
と
も
事
と
も
せ
ず
。

（
竹
取
物
語
）

文
節
①
は
、
②
に
続
く
。
右
の
場
合
、
「
続
く
力
」
は
、
「
を
」
　
に
あ
っ
て
、

「
だ
に
」
に
は
な
い
。
「
だ
に
」
は
、
「
続
く
力
」
を
も
っ
て
い
な
い
か
わ

り
に
、
表
現
者
の
気
持
（
耳
i
引
i
計
＜
物
ヲ
＞
列
外
干
草
…
∴
を
示
し
て
い

る。
○
名
を
ば
讃
岐
進
と
測
副
い
ひ
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竹
取
物
語
）

「
名
を
ば
」
は
「
い
ひ
け
る
」
に
続
く
。
そ
の
場
合
、
「
続
く
力
」
は
「
を
」

に
あ
っ
て
、
「
ば
」
に
は
な
い
。
「
ば
」
は
「
は
」
と
同
じ
で
、
「
続
く
力
」

を
も
っ
て
い
な
い
か
わ
り
に
、
強
調
し
ょ
う
と
い
う
表
現
者
の
気
韓
を
示
し

て
い
る
。
「
讃
岐
造
と
な
む
」
は
「
い
ひ
け
る
」
　
に
続
く
。
そ
の
場
合
、

「
続
く
力
」
は
、
「
と
」
で
示
し
、
「
な
む
」
は
、
強
調
し
よ
う
と
い
う
表

現
者
の
気
特
を
示
し
て
い
る
。

九
二

「
か
な
」
が
あ
る
場
合
、
「
ウ
レ
シ
ク
モ
オ
ッ
シ
ャ
ル
コ
下
司
。
」
と
な
り
、

「
か
な
」
が
な
い
場
合
は
「
ウ
レ
シ
ク
モ
オ
ッ
シ
ャ
ル
コ
ト
。
」
　
と
な
り
、

「
文
」
の
性
質
は
変
わ
ら
な
い
。
「
ヨ
」
と
い
う
表
現
者
の
気
特
が
加
わ
る

か
加
わ
ら
な
い
か
の
違
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
か
な
」
は
、
表
現
者
の
感
動

を
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
以
上
の
助
詞
の
働
き
を
、
先
に
、
第
一
か
ら
第
三
ま
で
の
基
蜂
に
よ

っ
て
整
理
し
た
も
の
と
、
関
連
ず
げ
ろ
と
、
は
じ
め
に
あ
げ
た
整
理
表
の
よ
う

に
ま
と
め
ら
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
、
い
わ
ば
、
客
観
的
に
と
ら
え
る
こ
と
の
比
較
的
、
容

易
な
こ
と
が
ら
、
即
ち
、
「
位
置
」
　
「
接
続
」
　
「
そ
の
他
」
と
い
う
「
外
に
あ

ら
わ
れ
た
特
徴
」
と
、
右
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
グ
ル
上
フ
の
助
詞
に
共
通
し

た
「
働
き
」
と
の
関
係
を
理
解
し
記
憶
し
て
お
く
こ
と
を
、
最
小
限
の
知
識
と

し
た
い
。
そ
し
て
、
つ
ぎ
に
、
こ
れ
ら
の
知
識
を
、
解
釈
の
出
発
点
と
し
て
、

多
種
多
様
な
、
具
体
的
表
現
に
応
じ
て
解
釈
を
進
め
た
い
。
こ
の
後
段
の
作
業

で
、
今
日
、
文
法
書
に
示
さ
れ
て
い
る
「
助
詞
の
用
法
」
を
参
考
に
し
た
い
。

そ
の
場
合
、
「
助
詞
の
用
法
」
を
記
憶
す
る
こ
と
は
、
そ
、
の
必
要
と
立
場
と
が

明
確
で
あ
る
か
ら
記
憶
す
る
こ
と
の
無
意
味
を
云
々
す
る
心
配
は
な
い
。
そ
う

い
う
意
味
で
も
、
こ
の
整
理
表
が
、
通
用
の
文
法
書
で
の
助
詞
の
分
類
の
「
格

助
詞
・
接
続
助
詞
・
副
助
詞
・
係
助
詞
・
終
助
詞
・
間
投
助
詞
」
と
、
つ
な
が

り
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
意
義
が
あ
り
、
都
合
が
よ
い
。

注
①
　
高
等
学
校
で
の
古
典
の
学
習
指
導
の
場
合
を
考
え
て
の
整
理
で
あ
る
。

②
　
時
枝
識
語
「
古
典
解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法
」
初
版
の
は
し
が
き
。

○
う
れ
し
く
も
の
た
ま
ふ
も
の
か
な
。

（
竹
取
物
語
）

初
版
「
赤
光
」
に
お
け
る
茂
吉
の
一
用
語

初
版
「
赤
光
」
中
の
秀
歌
に
数
え
ら
れ
る
一
つ
に
、

雪
の
な
か
に
日
の
落
つ
る
見
ゆ
ほ
の
ほ
の
と
慣
憶
の
心
か
な
し
か
れ
ど
も

（
大
正
二
年
作
）

が
あ
る
。
右
に
み
ら
れ
る
「
ほ
の
ぼ
の
と
」
い
う
用
語
は
一
応
注
目
す
べ
き
用

法
で
あ
り
、
種
々
の
点
で
考
察
す
べ
き
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
は
、

こ
の
副
詞
が
常
に
ど
の
よ
う
な
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
よ
う
な
云

わ
ぼ
語
義
解
釈
上
の
問
題
だ
け
で
は
な
し
に
、
こ
こ
で
は
寧
ろ
こ
の
語
の
語
性

と
も
関
連
し
て
頗
る
興
味
あ
る
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

大
体
、
「
ほ
の
ぼ
の
I
L
　
と
い
う
語
は
副
詞
に
属
し
、
「
ほ
ん
の
り
と
」

「
ぼ
ん
や
り
と
」
　
「
ほ
の
か
に
」
　
「
か
す
か
に
」
等
々
の
意
を
も
つ
い
わ
ゆ
る

状
態
副
詞
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
状
態
副
詞
の
中
で
も
、
「
ほ

ろ
ほ
ろ
I
L
　
「
は
ら
は
ら
I
L
　
「
ぴ
か
ぴ
か
I
L
等
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
擬

声
語
」
　
（
擬
音
語
）
や
「
擬
態
語
」
　
（
擬
容
語
）
と
異
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、

形
態
的
に
み
て
、
こ
れ
が
二
音
節
反
復
の
畳
語
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
い
わ

ゆ
る
「
連
濁
」
が
あ
る
点
に
も
見
ら
れ
る
。
「
連
濁
」
と
い
う
の
は
、
通
常
二

語
が
複
合
し
て
一
語
を
成
す
場
合
、
又
は
同
一
語
を
反
復
し
て
畳
語
を
造
る
場

初
版
「
赤
光
」
に
お
け
る
茂
吉
の
一
用
語

小
　
嶋
　
孝
　
三
　
郎

合
、
下
に
来
る
語
の
語
頭
音
が
濁
音
を
生
じ
る
こ
と
（
無
声
音
の
有
声
音
化
）

を
い
う
。
例
え
ば
「
猿
」
と
「
知
恵
」
と
が
一
つ
に
な
っ
て
「
猿
知
恵
」
即
ち

こ
の
場
合
　
「
ち
」
　
の
音
が
「
ぢ
」
ノ
と
な
る
。
「
月
」
　
「
時
」
　
を
反
復
す
る
と

「
つ
き
づ
l
き
」
　
「
と
き
引
き
」
と
な
り
、
下
の
　
「
つ
」
　
「
と
」
　
が
そ
れ
ぞ
れ

「
づ
」
　
「
ど
」
と
い
う
よ
う
に
連
濁
を
生
じ
て
い
る
。
「
高
L
L
「
遙
か
な
り
」

等
の
語
幹
（
語
根
）
を
反
復
す
る
と
「
た
か
だ
か
」
　
「
は
る
ば
る
」
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
語
か
ら
類
推
す
る
と
、
「
ほ
の
ぼ
の
I
L
と
い
う
語
は
諸
原
的
に

「
は
の
に
」
　
「
ほ
の
か
に
」
　
「
灰
か
な
り
」
そ
の
他
「
灰
見
ゆ
」
　
「
灰
聞
く
」

「
灰
め
く
」
　
「
灰
め
か
す
」
　
「
灰
暗
L
L
等
々
に
み
ら
れ
る
語
根
「
ほ
の
」
を

反
復
し
て
成
語
し
た
畳
語
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
初
版
「
赤
光
」
申
「
ほ
の
ぼ
の
ー
」
を
用
い
た
歌
を
あ
げ
る
と

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
最
も
古
い
例
で
は
、
明
治
四
十
二
年
作
の
二

首
が
あ
る
。

l
．
き
み
だ
れ
は
ぎ
の
ふ
よ
り
降
り
行
々
子
を
ほ
の
ぼ
の
や
さ
し
く
聞
く
今

宵
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
折
に
触
れ
て
）

2
．
や
ま
ひ
去
り
嬉
し
み
居
れ
ば
ほ
の
ぼ
の
に
心
ぐ
け
く
も
な
り
て
来
る
か

も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
細
り
身
）

九
三


