
１
、
対
話
を
構
成
す
る
直
接
軍
位
を
「
発
話
」
と
す
る
。

２
、
発
話
を
構
成
ず
る
直
接
単
位
を
「
発
言
」
と
す
る
。

３
、
発
話
の
中
に
は
、
一
発
言
で
一
発
話
を
構
成
す
る
も
の
と
、
一
発
言
で
、

一
発
話
を
構
成
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
の
別
が
あ
る
。

４
、
い
わ
ゆ
る
「
候
置
の
表
現
」
は
、
一
発
言
で
発
話
を
直
接
構
成
す
る
こ
と

さ
き
に
「
対
話
に
お
け
る
軍
位
」
に
つ
い
て
・
次
の
よ
う
に
述
ぺ
た
』
」
と
が

あ
る
。
（
拙
稿
「
対
話
に
お
け
る
軍
位
の
考
え
方
」
論
研
日
本
文
学
第
九
号
）

654321
1

序
序発

話
の
認
定

発
話
の
き
れ
め

発
話
の
機
能

発
話
の
種
類

発
話
の
構
造 発

話

「
発
話
」
の
概
念
は
、
服
部
四
郎
博
士
、
阪
倉
篇
義
氏
の
次
の
定
義
に
よ

ブ
（
》
。

○
音
声
言
語
表
出
行
動
（
こ
れ
を
「
発
話
行
動
」
と
い
う
）
と
、
そ
の
結
果
生

じ
た
音
声
。
（
国
語
学
典
七
四
六
頁
）
服
部
四
郎
博
士
執
筆
。

○
「
話
し
手
が
発
言
（
言
語
表
出
運
動
）
を
は
じ
め
て
か
ら
、
そ
の
発
言
を
打

切
っ
て
、
沈
黙
に
移
る
ま
で
を
、
（
表
出
さ
れ
た
言
葉
を
ふ
く
め
て
）
服
部
四

郎
博
士
の
用
語
を
借
り
て
「
発
話
」
（
毎
ミ
ざ
．
§
愚
）
と
称
す
る
。
」
阪
倉
篇

義
氏
「
対
話
Ｉ
戯
曲
の
こ
と
ば
」
（
国
語
国
文
二
四
三
号
）

「
発
話
」
は
、
音
声
言
語
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
直
接
に
観
察
で
き
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
「
発
話
」
の
認
定
も
、
一
応
、
容
易
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と

え
ば
、

の
で
き
な
い
発
言
に
属
す
る
。

本
稿
は
、
右
の
稿
を
受
け
、
「
発
話
」
を
中
心
に
、
そ
の
認
定
・
機
能
・
種

類
・
に
つ
い
て
述
ぺ
る
。
長
田
久
男

２
発
話
の
認
定

~ニ

ー+令



－

係
「
内
職
・
も
や
っ
た
こ
と
な
い
ん
で
す
か
。
」
…
①

女
「
え
え
。
あ
の
オ
別
に
内
職
っ
て
し
た
事
な
い
ん
で
す
け
ど
お
針
の
…
針

仕
事
の
内
職
く
ら
い
…
」
…
②

係
「
和
裁
の
方
？
」
：
．
③

女
「
た
い
し
て
、
出
来
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
…
・
」
．
：
④

係
「
下
着
ぐ
ら
い
は
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
。
」
・
・
・
⑤

女
「
は
あ
。
そ
の
く
ら
い
の
事
は
致
し
ま
す
、
あ
の
オ
子
供
連
れ
な
も
ん
で

す
か
ら
ね
。
」
…
⑥

（
こ
と
ば
の
現
代
風
景
八
六
頁
）
（
職
業
安
定
所
の
窓
口
）

の
①
②
③
④
⑤
⑥
が
・
そ
れ
ぞ
れ
「
発
話
」
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
自
己
紹
介
」
「
演
説
」
の
よ
う
な
独
話
形
式
に
よ
る
も
の
に

「
発
話
」
と
い
う
軍
位
を
適
用
す
る
に
は
、
「
発
話
の
き
れ
め
」
の
検
討
が
必

要
で
あ
る
ま
た
「
ワ
ッ
シ
ョ
ィ
・
ワ
ッ
シ
ョ
ィ
」
の
よ
う
に
物
を
運
ん
だ
り

す
る
と
き
の
、
「
掛
声
」
、
「
エ
イ
ッ
」
の
よ
う
に
、
競
技
を
す
る
と
き
に
発

す
る
「
気
合
」
の
よ
う
に
、
異
な
っ
た
言
語
主
体
が
、
同
時
に
発
す
る
も
の
に

「
発
話
」
と
い
う
単
位
を
適
用
す
る
に
は
「
発
話
の
機
能
」
に
つ
い
て
の
検
討

が
必
要
で
あ
る
。

服
部
博
士
に
よ
る
と
、
「
発
話
」
の
「
き
れ
め
」
は
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ

ヲ
（
》
Ｏ

話
し
手
が
そ
の
発
話
行
動
を
打
ち
切
り
（
客
観
的
に
哨
そ
れ
が
確
認
さ
れ
）

発
話
以
外
の
行
動
、
あ
る
い
は
沈
黙
に
移
っ
た
時
に
、
そ
の
発
話
は
終
っ
た

３
発
話
の
き
れ
め

二
入

も
の
と
認
め
る
方
が
適
当
で
あ
る
。
（
国
語
学
辞
典
七
四
六
頁
）

↑
」
れ
に
よ
る
と
、
「
演
説
」
の
途
中
で
、
た
と
え
ば
「
水
を
飲
ん
だ
」
と
し

、
、
、

て
も
、
そ
れ
は
、
「
発
話
」
以
外
の
行
動
に
移
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま

、
、
、

た
、
途
中
、
話
し
に
つ
ま
っ
て
、
「
沈
黙
し
た
」
と
し
て
も
、
沈
黙
に
移
っ
た

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
場
合
は
、
「
発
話
」
は
ま
だ
続
い

て
い
る
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
「
演
説
」
の
途
中
で
、
聴
象
か
ら
「
ャ
》
と
が
出
て
．
「
演
説

者
」
が
そ
の
「
ヤ
ジ
」
を
う
け
て
話
を
続
け
た
場
合
、
「
発
話
」
は
、
「
ヤ

ジ
」
を
う
け
た
と
こ
ろ
で
二
分
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
別
の
言
語

主
体
の
発
話
行
動
が
、
途
中
に
入
り
こ
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
と
似
た
も
の
に
、
一
方
的
な
対
話
が
あ
る
。

岸
ヨ
ー
わ
た
し
は
ね
え
、
終
戦
後
で
す
よ
、
ま
あ
、
あ
あ
い
う
戦
争
に

負
け
て
で
す
ね
え
そ
し
て
国
が
ま
あ
い
た
る
と
こ
ろ
に
イ
非
常

な
経
済
的
に
言
っ
て
も
で
す
よ
」

ア
ナ
「
え
」

岸
「
非
常
に
つ
ら
い
立
場
に
な
り
」

ア
ナ
「
え
」

岸
「
そ
し
て
相
当
長
い
期
間
で
す
ね
え
」

ア
ナ
「
え
」

岸
「
ウ
ー
ン
国
が
占
領
さ
れ
て
」

ア
ナ
「
え
」

岸
「
そ
の
占
領
軍
の
権
力
の
も
と
に
置
か
れ
て
た
と
」

ア
ナ
「
う
ん
」

岸
「
言
い
ま
す
と
ね
え
、
何
と
言
い
ま
す
か
や
っ
ぱ
り
一
種
の
エ
ー



劣
等
感
と
い
う
か
」

ア
ナ
「
う
ん
」

岸
「
ウ
ー
敗
戦
感
て
言
い
ま
す
か
ね
え
そ
れ
が
で
す
よ
」

ア
ナ
「
震
う
ん
」

（
話
し
こ
と
ば
の
魅
力
二
一
頁
）

岸
総
理
大
臣
の
一
方
的
な
話
で
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
「
え
．
シ
」
「
う
ん
」
と

い
う
「
あ
い
つ
ち
」
を
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
え
ゞ
」
「
う
ん
」

と
い
う
「
あ
い
づ
ち
」
に
よ
っ
て
、
岸
さ
ん
の
「
発
話
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
独

立
し
て
い
る
。
「
え
農
」
「
う
ん
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
一
つ
の
「
発
話
」
で
あ

ｈ
ソ
、
「
え
‐
■
」
「
う
ん
」
と
い
う
別
の
言
語
主
体
の
発
話
行
動
が
入
り
こ
ん
で

い
る
か
ら
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
服
部
博
士
の
規
定
に
、

Ａ
の
「
発
話
行
動
」
の
つ
ぎ
に
、
ま
た
は
、
途
中
に
、
別
の
言
語
主
体
に
よ

る
、
Ｂ
の
「
発
話
行
動
」
が
な
さ
れ
、
そ
の
こ
と
を
、
Ａ
の
話
し
手
が
、
自

覚
し
て
、
発
話
行
動
を
中
止
し
た
り
、
発
話
行
動
以
外
の
行
動
に
移
っ
た
り

す
る
と
き
、
Ａ
の
発
話
は
終
っ
た
と
認
め
る
。

と
い
う
説
明
を
加
え
た
い
。

「
発
話
」
に
つ
い
て
、
右
の
よ
う
な
「
き
れ
め
」
の
規
定
を
す
れ
ば
、
「
自

己
紹
介
」
「
演
説
」
な
ど
の
独
話
形
式
の
も
の
に
も
「
発
話
」
と
い
う
単
位
を

適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
発
話
の
機
能

「
発
話
」
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
仮
設
を
た
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
具
体
的

な
事
例
の
検
討
を
試
み
よ
う
と
思
う
。

「
発
話
」
の
機
能
に
は
、
二
つ
の
面
が
あ
る
。

一
つ
は
、
話
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
話
し
手
の
思
想
感
情
を
、
相
手
に
伝
達

し
、
あ
る
行
動
の
目
的
を
果
た
す
面
で
あ
る
。
八
思
想
感
情
の
伝
達
機
能
Ｖ
と

呼
ぶ
。
八
伝
達
機
能
Ｖ
と
略
記
す
る
。

一
つ
は
、
話
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
話
し
手
の
思
想
感
情
を
安
定
さ
せ
る
面
で

あ
る
。
八
思
想
感
情
の
安
定
機
能
Ｖ
と
呼
ぶ
。
八
安
定
機
能
Ｖ
と
略
記
す
る
。

そ
し
て
、
具
体
的
な
話
し
の
場
で
は
、
上
記
の
機
能
の
二
面
は
、
次
の
よ
う

な
あ
ら
わ
れ
方
を
す
る
、
と
予
想
す
る
。

①
八
伝
達
機
能
Ｖ
が
、
八
安
定
機
能
Ｖ
よ
り
も
強
く
あ
ら
わ
れ
る
場
合
。

②
八
安
定
機
能
Ｖ
が
、
八
伝
達
機
能
Ｖ
よ
り
も
強
く
あ
ら
わ
れ
る
場
合
。

③
八
伝
達
機
能
Ｖ
と
、
八
安
定
機
能
Ｖ
と
が
、
融
合
不
可
分
の
関
係
で
あ
ら
わ

れ
る
場
合
。
（
両
者
の
力
が
等
し
い
と
言
っ
て
も
よ
い
。
）
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
生
活
の
上
で
、
何
ら
か
の
用
向
き
を
も
っ
て
い
る
と
き
、
電

話
を
か
げ
る
と
か
、
直
接
逢
っ
て
、
「
話
し
か
け
る
」
と
い
う
方
法
を
と
る
の

が
普
通
で
あ
る
。
「
話
す
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
用
向
き
が
果
た
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
の
「
話
す
こ
と
」
自
体
に
、
そ
の
用
向
き
を
果
た
す
機
能
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
話
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
話
し
手
の
思
想
感
情
を
伝

達
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
か
ら
で
あ
る
．
↑
’
一
れ
が
、
「
発
話
」
の
も
つ
伝
達

機
能
の
面
で
あ
る
。

次
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
考
え
た
り
．
、
感
じ
た
り
し
て
い
る
こ
と
で
、
こ
と
ば

に
、
う
ま
く
表
現
で
き
な
い
ゞ
」
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
考
え
や
感
じ
が
安
定
し

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
話
す
一
」
と
で
、
考
え
や
、
感
じ
が
、
は
っ
き

り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
話
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
想
感
情
が
安
定
す

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
「
発
話
」
の
も
つ
「
安
定
機
能
」
の
面
で
あ
る
。

二
九



す
ぺ
て
の
「
発
話
」
は
、
右
に
述
べ
た
機
能
の
二
面
を
共
有
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
が
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
方
に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
強
弱
の
差
が
あ

る
。
つ
ま
り
、
八
伝
達
機
能
Ｖ
が
も
っ
と
も
強
く
、
八
安
定
機
能
Ｖ
が
も
っ
と

も
弱
く
あ
ら
わ
れ
る
「
発
話
」
と
、
八
安
定
機
能
Ｖ
が
も
つ
と
も
強
く
、
八
伝
達
機

能
Ｖ
が
も
つ
と
も
弱
く
あ
ら
わ
れ
る
「
発
話
」
と
が
あ
り
そ
の
間
に
、
他
の

「
発
話
」
は
存
在
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、

係
「
自
動
車
乗
れ
ま
す
か
。
」

女
「
乗
れ
ま
せ
ん
。
あ
の
オ
何
で
す
ね
。
こ
う
会
社
み
た
い
な
ね
、
と
こ

ろ
の
住
込
み
で
ね
。
」

係
「
住
込
み
と
い
う
と
？
ご
主
人
は
ど
う
な
さ
い
ま
し
た
か
。
」

女
「
主
人
は
別
に
田
舎
の
方
に
一
人
で
居
り
ま
す
ん
で
す
が
。
」

係
「
ご
病
気
で
す
か
。
」

女
「
い
え
そ
う
じ
や
あ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
…
」

係
「
そ
う
す
る
と
お
炊
事
婦
さ
ん
で
す
ね
。
」

女
「
は
あ
・
」
（
こ
と
ば
の
現
代
風
景
八
六
頁
）

の
「
対
話
」
に
み
ら
れ
る
「
発
話
」
は
、
八
伝
達
機
能
Ｖ
が
強
く
、
八
安
定
機

能
Ｖ
が
弱
い
「
発
話
」
に
属
す
る
。

そ
れ
に
対
し
、
い
わ
ゆ
る
「
ひ
と
り
ご
と
」
は
、
八
安
定
機
能
Ｖ
が
強
く
、

八
伝
達
機
能
Ｖ
が
弱
い
「
発
話
」
に
属
す
る
。
「
ひ
と
り
ご
と
」
と
は
、
国
語

学
辞
典
に
い
う
、
次
の
よ
う
な
も
の
を
さ
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
役
立
た
ぬ
吾
声
言
語
の
こ
と
。
成
人
に
お
い
て

は
、
多
く
内
語
化
さ
れ
、
外
へ
行
動
と
な
っ
て
現
わ
れ
な
い
が
、
子
供
、
精

神
病
者
に
は
著
し
く
現
わ
れ
、
ま
た
成
人
に
お
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
条
件

三
○

の
も
と
で
は
、
は
っ
き
り
現
わ
れ
る
。

川
自
分
の
考
え
を
明
白
に
ま
と
め
上
げ
よ
う
と
す
る
時
。
こ
れ
は
困
難
な
思

考
過
程
を
行
っ
て
い
る
際
に
著
し
い
。
將
棋
、
碁
を
や
る
人
、
数
学
の
問
題

を
解
く
場
合
な
ど
。

②
感
情
的
に
高
揚
し
た
状
態
に
お
い
て
過
去
ま
た
は
未
来
を
想
像
す
る
時

（
「
く
や
し
い
シ
」
「
ひ
と
つ
、
と
っ
ち
め
て
や
ろ
う
」
等
）
・

側
全
く
独
居
し
て
い
て
、
会
話
の
相
手
が
な
い
時
。

（
国
語
学
辞
典
七
六
八
頁
）
波
多
野
完
治
氏
執
筆

右
の
側
の
場
合
は
、
た
と
え
ば
、

○
「
ど
迄
う
し
よ
壱
フ
？
」

○
「
こ
う
し
て
、
あ
あ
し
て
、
．
．
…
・
」

の
よ
う
に
「
た
め
ら
い
」
ま
た
は
、
「
つ
ぶ
や
き
」
の
「
発
話
」
と
し
て
あ
ら

わ
れ
る
。

側
の
場
合
の

○
「
く
や
し
い
」

○
「
ひ
と
つ
、
と
っ
ち
め
て
や
ろ
う
。
」

は
、
「
詠
嘆
」
「
つ
ぶ
や
き
」
の
「
発
話
」
で
あ
る
。
側
は
、
過
去
、
ま
た
は
、
末

来
を
想
像
す
る
時
以
外
に
、
た
と
え
ば
、

○
「
し
ま
っ
た
」
（
作
業
の
途
中
で
仕
事
に
失
敗
し
た
時
な
ど
）

○
「
あ
れ
－
つ
／
」
（
窓
然
ぴ
つ
く
し
た
時
な
ど
）

の
よ
う
に
、
「
感
覚
の
表
出
の
発
話
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

③
の
場
合
は
、
「
た
め
ら
ひ
」
「
つ
ぶ
や
き
」
の
「
発
話
」
の
外
に
、
た
と
え

ば
、

○
「
う
つ
く
し
い
月
だ
な
あ
。
」
（
独
居
し
て
い
て
、
月
の
美
し
さ
を
な
が



め
て
）

○
「
あ
あ
、
秋
．
・
・
・
」
（
独
居
し
て
い
て
、
紅
葉
の
お
ち
る
の
を
見
て
）

の
よ
う
に
「
詠
嘆
の
発
話
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の

「
ひ
と
り
ご
と
」
に
み
ら
れ
る
「
発
話
」
は
、
八
安
定
機
能
Ｖ
が
強
く
八
伝
達

機
能
Ｖ
が
弱
い
「
発
話
」
で
あ
る
。

次
に
、
さ
き
に
あ
げ
た
、
「
掛
声
」
「
気
合
」
を
、
「
発
話
」
と
し
て
認
め

る
な
ら
ば
、
「
掛
声
」
「
気
合
」
は
、
八
伝
達
機
能
Ｖ
と
八
安
定
機
能
Ｖ
と
が

融
合
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
場
合
、
つ
ま
り
、
両
者
の
力
が
、
ほ
ぼ
等
し
い
関

係
に
あ
る
「
発
話
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
い
。

た
と
え
ば
、

○
「
ワ
シ
・
ン
ヨ
イ
・
ワ
シ
、
ン
ヨ
イ
ｃ
」
（
物
を
運
ぶ
時
、
デ
モ
行
進
を
す
る
時
）

は
、
お
た
が
い
に
「
掛
声
」
を
か
け
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
志
と
気
分
と
を

統
一
し
合
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
発
話
」
の
機
能
を
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
発
話
」
と
い
う
軍
位

は
、
異
な
っ
た
言
語
主
体
の
相
互
の
や
り
と
り
で
あ
る
「
対
話
」
に
は
勿
論
、

異
な
っ
た
言
語
主
体
の
同
時
に
発
す
る
「
掛
声
」
、
「
気
合
」
に
も
、
ま
た
、

い
わ
ゆ
る
「
ひ
と
り
ご
と
」
に
も
適
用
が
可
能
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
「
発
話
」
を
「
一
音
声
言
語
」
全
般
に
適
用
で
き
る
軍
位
と

し
て
考
え
た
い
。
そ
し
て
、
「
対
話
」
「
独
話
」
な
ど
の
「
言
語
生
活
」
の
形

態
を
い
う
概
念
と
区
別
し
た
い
。

「
発
話
」
に
は
、
ど
の
よ
う
な
種
類
が
あ
る
か
を
述
べ
る
。

５
発
話
の
種
類

ま
ず
「
対
話
」
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
「
発
話
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

岸
「
エ
ー
わ
た
し
は
ね
え
、
終
戦
後
で
す
よ
ま
あ
、
あ
あ
い
う
戦
争
に
負

け
て
で
す
ね
え
そ
し
て
国
が
ま
あ
い
た
る
と
こ
ろ
に
イ
非
常
な

経
済
的
に
言
っ
て
も
国
民
生
活
の
面
か
ら
言
っ
て
も
で
す
よ
」

ア
ナ
つ
え
」

岸
「
非
常
に
つ
ら
い
立
場
に
な
り
」

ア
ナ
「
え
」

岸
「
そ
し
て
相
当
長
い
期
間
で
す
ね
え
」

ア
ナ
う
え
」

岸
「
ウ
ー
ン
国
が
占
領
さ
れ
て
」

ア
ナ
「
え
」

岸
「
そ
の
占
領
軍
の
権
力
の
も
と
に
置
か
れ
た
と
」

ア
ナ
「
う
ん
」
（
話
し
こ
と
ば
の
魅
力
二
十
一
頁
）

右
の
対
話
で
、
岸
さ
ん
の
「
発
話
」
は
、
「
働
き
か
け
る
発
話
」
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
「
発
話
」
は
、
「
受
け
る
だ
け
の
発
話
」
で

あ
る
。○

Ａ
「
ご
め
ん
く
だ
さ
あ
い
」
（
働
き
か
け
る
発
話
）
（
呼
び
か
け
）

Ｂ
「
は
い
」
（
受
け
る
だ
け
の
発
話
）

Ａ
「
い
い
に
お
い
が
し
ま
す
ね
え
」
（
働
き
か
け
る
発
話
）
（
た
し
か
め
）

Ｂ
「
そ
う
で
す
か
あ
」
（
受
け
る
だ
け
の
発
話
）

Ａ
「
お
ば
あ
さ
ん
、
ゴ
ム
ひ
も
買
っ
て
く
ん
な
い
か
な
あ
」
（
働
き
か
け

る
発
話
）
（
た
の
み
）
（
話
し
こ
と
ば
の
魅
力
一
五
二
頁
）

○
イ
「
あ
た
し
、
お
で
ん
を
、
も
ら
お
う
か
な
、
し
ら
た
き
下
さ
い
」

（
働
き
か
け
る
発
話
）
（
命
令
）

一
一
一
一



－

ロ
「
は
い
」
（
受
け
る
だ
け
の
発
話
）（

話
し
こ
と
ば
の
魅
力
一
四
五
頁
）

○
係
「
住
込
み
と
い
う
と
？
ご
主
人
は
ど
う
な
さ
い
ま
し
た
か
？
」
（
働
き

か
け
る
発
話
）
（
質
問
）

女
「
主
人
は
別
に
田
舎
の
方
に
一
人
で
居
り
ま
す
ん
で
す
が
。
」
（
働
き

か
け
る
発
話
）
（
説
明
）
（
こ
と
ば
の
現
代
風
景
一
八
六
頁
）

右
の
例
で
わ
か
る
通
り
「
働
き
か
け
る
発
話
」
に
は
、
「
呼
び
か
け
」
「
た

し
か
め
」
「
た
の
み
」
「
命
令
」
「
質
問
」
「
説
明
」
「
主
張
」
な
ど
の
「
働

き
か
け
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
相
手
に
「
働
き
か
け
る
」
と
い
う

こ
と
を
そ
の
「
発
話
」
の
中
心
機
能
と
し
て
い
る
。

「
受
け
る
だ
げ
の
発
話
」
は
、
先
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
「
発
話
」
の
よ
う

に
、
い
わ
ゆ
る
返
事
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
発
話
」
に
先
行
し
て
、
必
ず
、
他
の

「
発
話
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
何
ら
か
の
意
味
赤
、
「
働
き
か
け
る

発
話
」
を
う
け
て
、
返
事
だ
け
を
し
て
い
る
「
発
話
」
で
あ
る
。
↑
」
の
「
発
話
」
の

構
造
は
き
わ
め
て
軍
純
で
あ
る
。

「
話
し
《
」
と
ぱ
の
文
型
川
」
（
国
立
国
語
研
究
所
）
に
よ
る
と
「
応
答
表

現
」
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

－
１
未
分
化
的
現
現
一
皿
郷
諦
州
》
鋤
を
持
っ
た
応
答
詞

応
答
表
現

２
や
や
分
化
し
た
表
現
一
準
一
皿
誌
癖
偏
窪
耕
嘩
識
鋤
識
）

（
話
し
こ
と
ば
の
文
型
佃
一
二
七
頁
）

本
稿
で
の
「
受
け
る
だ
げ
の
発
話
」
は
、
右
か
ら
「
２
．
２
そ
の
他
の
類
型
的
表

現
」
を
の
ぞ
く
、
残
り
の
「
１
．
１
声
的
受
け
」
「
１
．
２
語
的
類
型
を
持
っ

た
応
答
詞
」
「
２
．
１
指
示
詞
（
十
文
末
助
辞
）
」
に
よ
る
「
応
答
表
現
」
に

ほ
ぼ
相
当
す
る
。

「
２
．
２
そ
の
他
の
類
型
的
表
現
」
は
、

○
「
ホ
ン
ト
ネ
」

○
「
ヨ
ロ
シ
ユ
ウ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
」

○
「
シ
ラ
ナ
ィ
」

○
「
チ
ガ
イ
マ
ス
」

○
「
ゾ
レ
モ
チ
ガ
イ
マ
ス
」

の
よ
う
な
も
の
で
、

・
・
・
応
答
を
あ
ら
わ
す
と
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
為
ら
た
な
判
叙
表
現

で
あ
る
の
か
と
も
疑
わ
れ
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

．
の
な
か
に
は
、
あ
る
類
型
が
見
出
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら

は
、
あ
ら
た
な
判
叙
表
現
に
至
る
直
前
の
．
応
答
表
現
と
解
釈
し
、

こ
の
項
に
お
さ
め
た
。
（
話
し
こ
と
ば
の
文
型
川
一
三
○
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
考
察
の
立
場
に
よ
っ
て
、
そ
の
所
属
に
違
い
が
お
こ
る
可
能

性
を
も
っ
て
い
る
。

「
話
し
こ
と
ば
の
文
型
川
」
の
立
場
は
、
「
表
現
意
図
」
の
体
系
の
追
究
と

い
う
立
場
が
強
く
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
宮
地
敦
子
氏
の
い
う
「
う

、
、

け
こ
た
へ
」
（
回
語
学
二
九
号
）
の
態
度
と
形
式
の
中
、
態
度
へ
の
配
慮
が
、
よ

り
強
い
・
だ
か
ら
、
先
に
あ
げ
た
一
つ
一
つ
の
実
例
の
認
定
に
あ
た
っ
て
「
場
面
」

へ
の
依
存
度
が
よ
り
高
く
な
つ
．
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、
本
稿
の
立
場
は
、
宮
地
敦
子
氏
の
い
う
「
う
け
こ
た
こ
の

一
一
一
一
一



形
式
を
、
よ
り
重
視
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
「
２
．
２
そ

の
他
の
類
型
的
表
現
」
の
項
に
あ
げ
て
い
る
例
は
、
「
受
け
る
だ
け
の
発
話
」

か
ら
除
外
し
て
、
「
働
き
か
け
る
発
話
」
に
属
す
る
も
の
と
し
た
。

記
者
「
あ
の
、
警
察
の
戸
籍
調
ぺ
み
た
い
に
な
っ
て
恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
す

が
ね
、
お
と
し
は
お
い
く
つ
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。
」
…
①

相
談
員
「
エ
ー
四
十
五
歳
で
す
。
」
．
：
②

記
者
「
あ
そ
う
で
す
か
、
お
若
く
見
え
る
。
」
…
③

相
談
員
「
い
い
え
、
ど
う
も
、
も
う
子
供
が
大
学
へ
行
っ
て
お
り
ま
す
か

ら
。
」
…
④

記
者
「
あ
あ
そ
う
で
す
か
、
と
こ
ろ
で
、
あ
な
た
の
職
名
は
結
婚
相
談
所

の
相
談
員
と
云
う
ん
で
す
か
、
正
確
に
は
」
…
⑤

相
談
員
「
は
あ
、
ま
あ
相
談
員
で
す
ね
」
…
⑥

（
話
し
こ
と
ば
の
魅
力
三
七
頁
）

右
の
の
は
「
働
き
か
け
る
発
話
」
で
あ
る
が
、
②
③
④
⑤
⑰
は
、
そ
れ
ぞ

れ
、
「
受
け
て
働
き
か
け
る
発
話
」
で
あ
る
。

「
受
け
て
働
き
か
け
る
発
話
」
は
原
理
的
に
は
、
「
受
け
る
だ
け
の
発
話
」

と
「
働
き
か
け
る
発
話
」
と
の
混
合
し
た
「
発
話
」
で
あ
り
、
形
式
的
に
も
、

「
受
け
て
い
る
」
部
分
と
「
働
き
か
け
る
」
部
分
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

ブ
（
》
。

す
な
わ
ち

受
け
石
働
き
か
け
る

相
談
員
「
エ
ー
四
十
五
歳
で
す
。
」

受
け
る
働
き
か
け
る

記
者
「
あ
そ
う
で
す
か
、
お
若
く
見
え
る
。
」

受
け
る
働
き
か
け
る

相
談
員
「
は
あ
、
ま
あ
相
談
員
で
ね
。
」

の
よ
う
に
、
「
受
け
て
い
る
」
部
分
と
「
働
き
か
け
る
」
部
分
と
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

係
「
就
職
に
つ
い
て
何
か
ご
希
望
あ
り
ま
す
か
。
」
…
①

女
「
初
め
て
な
も
ん
で
見
当
が
つ
き
ま
せ
ん
。
」
…
②

右
の
場
合
、
②
は
、
場
面
的
に
は
、
受
け
て
働
き
か
け
て
い
る
が
、
形
式
的
に

「
受
け
る
」
部
分
が
形
式
化
し
て
い
な
い
の
で
、
「
受
け
て
働
き
か
け
る
発

話
」
と
は
し
な
い
の
で
、
「
働
き
か
け
る
発
話
」
と
す
る
。

○
係
「
就
職
に
つ
い
て
何
か
ご
希
望
あ
り
ま
す
か
。
」
：
．
①

女
「
は
あ
。
初
め
て
な
も
ん
で
見
当
が
つ
き
ま
せ
ん
。
」
：
．
②

の
②
の
よ
う
に
な
れ
ば
、
「
受
け
て
働
き
か
け
る
発
話
」
で
あ
る
。
「
は
あ
」

に
、
受
け
る
部
分
が
形
式
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

女
二
「
だ
め
ね
、
今
度
三
本
立
禁
止
で
し
ょ
う
？
」

女
三
「
そ
う
。
で
も
結
構
や
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
の
。
」

男
三
「
ま
だ
い
い
ん
で
し
ょ
う
。
」

男
一
「
潤
割
Ⅵ
ｑ
三
本
立
見
た
ら
、
も
う
ほ
ん
と
に
の
び
る
か
ら
。
」

男
三
「
で
も
ま
だ
六
本
立
っ
て
の
、
や
っ
て
る
で
し
ょ
う
？
」

一
一
一
一
一
一

記

受
げ
る

相
談
員
「
い
い
え
、

か
ら
。
」

受
け
る
働
き
か
け
る

者
「
あ
あ
そ
う
で
す
か
、
と
↑
」
ろ
で
、
あ
な
た
の
職
名
は
結
婚
相
談
所

の
相
談
員
と
云
う
ん
で
す
か
、
正
確
に
は
ｃ
」

働
き
か
け
る

ど
う
も
、
も
う
子
供
が
大
学
へ
行
っ
て
お
り
ま
す



可

女
二
「
え
エ
？
六
本
立
？
」

（
こ
と
ば
の
現
代
風
景
二
六
頁
下
）

右
の
例
で
は
、
「
そ
う
」
「
だ
け
ど
」
「
で
も
」
「
え
エ
？
」
な
ど
に
、
受
け

る
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
人
、
の
「
発
話
」

は
、
「
受
け
て
働
き
か
け
る
発
話
」
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
「
ひ
と
り
ご
と
」
に
あ
ら
わ
れ
る
「
発
話
」
に
は
、
右
の
外
に
「
感

覚
表
出
の
発
話
」
と
「
詠
嘆
・
つ
ぶ
や
き
の
発
話
」
と
を
加
え
る
こ
と
が
で
き

う
（
》
Ｏ「

感
覚
表
出
の
発
話
」
は
、
た
と
え
ば
、

○
「
う
－
む
」

○
「
き
や
－
つ
」

○
「
あ
れ
－
つ
」

の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
、
感
覚
の
直
接
表
出
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

「
詠
嘆
・
つ
ぶ
や
き
」
の
発
話
は
、
た
と
え
ば
、

○
「
ど
諺
う
し
ょ
う
。
」

○
「
こ
う
し
て
・
・
・
あ
あ
し
て
…
・
」

の
よ
う
な
「
発
話
」
で
あ
る
。

な
お

○
「
ワ
ッ
シ
ョ
イ
・
ワ
ッ
シ
ョ
イ
・
」

○
「
エ
イ
ッ
ー
‐
・
」

の
よ
う
に
、
異
な
っ
た
言
語
主
体
が
同
時
に
発
す
る
も
の
に
、
「
掛
声
・
気
合

の
発
話
」
が
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
話
し
｛
」
と
ば
の
場
面
に
表
わ
れ
る
「
発
話
」

に
つ
い
て
、
そ
の
機
能
と
形
態
的
特
徴
と
か
ら
、
一
応
、
次
の
よ
う
な
種
類
診
｝
み

三
四

と
め
よ
う
と
思
う
。
「
発
話
」
の
種
類
が
、
こ
れ
で
、
す
ぺ
て
つ
く
し
て
い
る

か
ど
う
か
は
、
も
ち
ろ
ん
、
さ
ら
に
調
査
と
検
討
を
必
要
と
し
よ
う
。

１
「
働
き
か
け
る
発
話
」

２
「
受
け
る
だ
け
の
発
話
」

３
「
受
け
て
働
き
か
け
る
発
話
」

４
「
感
覚
表
出
の
発
話
」

５
「
詠
嘆
・
つ
ぶ
や
き
の
発
話
」

６
「
掛
声
・
気
合
の
発
話
」

こ
れ
ら
の
「
発
話
」
は
４
に
述
ぺ
た
機
能
の
上
で
は
、
次
の
三
つ
に
グ
ル
ー
プ

分
け
ら
れ
る
。

「
働
き
か
け
る
発
話
」
「
受
け
て
働
き
か
け
る
発
話
」
は
、
八
伝
達
機
能
Ｖ
が

強
く
、
八
安
定
機
能
Ｖ
が
弱
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
「
発
話
」
で
あ
る
。
「
感
覚

表
出
の
発
話
」
「
詠
嘆
・
つ
ぶ
や
き
の
発
話
」
は
・
八
安
定
機
能
Ｖ
が
強
く
、

八
伝
達
機
能
Ｖ
が
弱
く
あ
ら
わ
れ
る
発
話
毛
あ
る
。
「
掛
声
・
気
合
の
発
話
」

は
、
「
伝
達
機
能
」
と
「
安
定
機
能
」
と
が
ほ
ｇ
等
し
い
関
係
で
あ
ら
わ
れ
る

「
発
話
」
で
あ
る
。

形
態
の
上
で
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
か
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
こ
ろ

で
、
一
応
、
素
朴
な
理
解
は
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
明
確
な
説
明
の
た
め
に

は
、
當
然
、
「
発
話
」
一
般
の
構
造
に
つ
い
て
述
べ
、
構
造
の
上
か
ら
の
説
明

を
要
す
る
。
現
在
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
充
分
の
準
備
が
な
い
の
で
、
こ
こ
で

は
、
「
発
話
の
構
造
」
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
だ
け
を
次

に
附
記
す
る
。

附
記

「
発
話
」
を
考
察
の
対
称
に
し
て
、
そ
の
「
発
話
」
に
は
、
言
語
に
よ
る
話



し
手
の
ど
う
い
う
意
図
の
表
明
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
求
め
る
と
、
「
ひ
と
つ

の
意
図
」
の
表
明
に
対
応
す
る
「
ひ
と
ま
と
ま
り
の
言
語
形
式
」
を
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
、
．
発
言
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
発
話
」
は
香
声

表
現
に
お
い
て
直
観
的
に
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る
、
も
つ
と
も
具
体
的
な
言

語
軍
位
で
あ
る
が
、
「
発
言
」
は
、
「
発
話
」
を
考
察
対
称
に
し
て
、
作
業
の

結
果
、
第
一
次
に
抽
出
さ
れ
る
言
語
単
位
で
あ
る
。
「
発
言
」
は
、
話
し
手
の

言
語
に
よ
る
ひ
と
つ
の
意
図
の
表
現
に
対
応
す
る
ひ
と
ま
と
ま
り
の
言
語
形
式

を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
「
発
話
」
の
内
容
を
充
填
す
る
も
の
で
あ
・
る
「
発
言
」

は
、
い
わ
ゆ
る
「
文
」
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
稿
と
の
関
係
で
、
し

ば
ら
く
「
発
言
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。

○
係
「
内
職
も
や
つ
た
て
と
な
い
ん
で
す
か
。
」

右
は
一
発
話
が
一
発
言
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。

○
女
「
え
え
。
あ
の
オ
別
に
内
職
っ
て
し
た
事
な
い
ん
で
す
け
ど
、
お
針
の
…

右
は
．
発
話
」
が
「
は
あ
・
」
「
そ
の
く
ら
い
の
事
は
致
し
ま
す
。
」
「
あ
の

オ
子
供
連
れ
な
も
ん
で
す
か
ら
ね
」
と
い
う
「
三
発
言
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

右
の
「
発
話
」
は
「
え
え
」
と
「
あ
の
オ
別
に
内
職
っ
て
し
た
事
な
い
ん
で
す

け
ど
、
お
針
の
…
針
仕
事
の
内
職
ぐ
ら
い
。
」
と
い
う
、
「
二
発
言
」
に
よ
つ

け
ど
、
お
針
の
…
針
叫

て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

女
「
は
あ
。
そ
の
ノ

す
か
ら
ね
。
」

○
女
「
え
え
。
あ
の
オ
別
に
内
職

針
仕
事
の
内
職
く
ら
い
。
」

い
る
。女

「
①
そ
う
で
す
ね
。
②
特
別
何
も
特
技
は
な
い
ん
で
す
の
。
③
学
校
を
出
て

か
ら
家
庭
で
お
針
を
少
し
ね
④
三
年
ば
か
り
い
き
ま
し
て
ね
⑤
そ
れ
つ
き

そ
の
く
ら
い
の
事
は
致
し
ま
す
。

あ
の
オ
子
供
連
れ
な
も
ん
で

り
。
⑥
そ
の
オ
そ
れ
で
三
年
も
い
っ
た
か
ら
た
い
し
た
事
が
出
来
る
か
と

い
う
と
出
来
な
い
ん
で
す
の
。
⑦
そ
れ
か
ら
直
ぐ
家
庭
に
は
い
り
ま
し

て
、
人
様
の
前
じ
ゃ
縫
っ
て
み
せ
る
と
い
う
わ
け
に
も
、
そ
れ
だ
け
の
度

胸
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
」
（
こ
と
ば
の
現
代
風
景
八
七
頁
）

右
の
．
発
話
」
は
、
傍
記
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
の
よ
う
に
、
「
七
発
言
」
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
発
話
」
は
、
．
発
言
」
も
し
く
は
、
「
二
つ
以
上
の
発

言
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
「
発
言
」
が
「
発
話
」
を
構
成
す
る
場
合

の
構
成
の
し
か
た
は
、
「
発
言
」
の
機
能
に
関
係
す
る
点
が
多
い
の
で
「
発
言
」

を
中
心
に
別
稿
に
述
ぺ
た
い
。

（
三
五
、
一
二
、
二
○
）

一

一

一

詞


