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巳
然
形
に
承
接
し
て
反
語
を
表
は
す
「
か
も
」

　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
「
か
も
」
が
活
用
形
の
已
然
形
に
承
接
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

　
　
古
を
仰
、
言
て
今
を
恋
ひ
ざ
・
1
9
め
か
も
（
古
今
集
・
序
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
ゆ

　
　
山
科
の
音
羽
の
山
の
音
に
だ
に
人
の
知
る
べ
く
わ
が
恋
め
か
も
（
古
冷
、
集

　
　
・
六
六
四
）

　
　
　
註
　
幻
滅
歌
で
は
「
息
め
や
も
」
に
な
っ
て
み
る
。

の
如
く
・
反
語
を
表
は
す
こ
と
は
既
に
俺
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
、
か
か
る
用
例
は
極
め
て
少
く
、
普
通
、
反
語
を
表
は

す
場
ム
．
に
は
、
特
に
上
雄
艶
て
は
、

ω
　
と
こ
し
へ
に
轡
も
阿
閑
鋼
広
い
さ
な
と
り
海
の
自
証
の
寄
る
時
々
を
（
允

　
　
恭
紀
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
み
た
た
め
や
も

㈲
　
沖
つ
波
辺
波
立
つ
と
も
わ
が
せ
こ
が
み
船
の
と
ま
り
王
立
目
鼻
（
万

　
　
三
・
ご
四
七
）

L
う
か
ね
く
が
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
め
や
も

㈹
　
銀
も
金
も
玉
も
な
に
せ
む
に
ま
さ
れ
る
宝
子
に
斯
迦
米
閥
母
（
万
五
・
八

　
　
〇
三
）

　
　
　
　
　
鶴
　
　
　
　
　
　
　
　
久

　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
か
め
や
も

ω
　
わ
ぎ
も
こ
が
結
ひ
て
し
紐
を
将
解
八
方
た
え
ば
絶
ゆ
と
も
圏
に
あ
ふ
ま
で

　
　
に
（
万
九
・
鳳
七
八
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
た
め
や
も

㈲
　
百
に
千
に
人
は
言
ふ
と
も
つ
き
草
の
う
つ
ろ
ふ
心
わ
れ
将
持
八
ガ
（
万
十

　
　
二
・
三
〇
五
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ひ
め
や
も

㈲
　
あ
し
ひ
き
の
山
桜
花
一
目
だ
に
瘤
と
し
見
て
ば
あ
れ
右
期
米
虚
幻
（
刀
十
・

　
　
七
・
三
九
七
〇
）

　
　
　
　
　
　
に
し
　
そ
わ
す
れ
め
．

ω
　
大
和
へ
に
四
風
吹
き
あ
げ
て
雲
ば
な
れ
退
き
を
り
と
も
よ
わ
れ
和
平
禮
米

　
　
陣

　
　
夜
（
仁
徳
記
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
す
れ
め
や

㈹
　
大
名
児
を
を
ち
か
た
野
辺
に
苅
る
草
の
つ
か
の
間
も
わ
れ
忘
閉
べ
．
（
万
一
｝

　
　
・
コ
○
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
す
れ
め
や

㈲
　
わ
が
命
の
ま
た
け
む
か
ぎ
り
忘
目
八
い
や
目
に
け
に
は
思
ひ
ま
す
と
も

　
　
（
二
四
・
．
五
九
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
．
い
な
と
い
は
め
や

㈲
　
見
む
と
言
は
ば
炉
職
事
伊
波
米
講
評
の
花
散
り
す
ぐ
る
ま
で
君
が
き
ま
さ
．

　
　
ぬ
（
万
二
十
・
四
四
九
七
）

の
や
う
に
、
助
詞
「
や
」
「
や
も
」
が
活
用
形
の
已
然
形
に
接
し
て
そ
の
機
能
㎡

を
は
た
し
て
み
る
の
で
あ
り
、
万
葉
集
だ
け
で
も
枚
挙
に
鶏
が
な
い
。
し
た
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ



っ
て
、
前
掲
の
古
今
集
の
如
き
、
活
用
形
の
已
然
形
に
助
詞
「
か
も
」
が
接
し

て
反
語
を
表
は
す
や
う
な
例
は
特
異
な
存
在
と
し
て
注
目
さ
れ
、
し
か
も
上
代

の
文
献
に
は
所
謂
中
央
語
と
し
て
の
用
例
を
蒔
い
て
み
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、

東
国
方
言
と
い
は
れ
る
万
葉
集
の
東
歌
や
防
人
歌
に
隈
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ぐ
ら
め
か
も
よ

　
＠
し
だ
の
浦
を
あ
さ
ご
ぐ
船
は
よ
し
な
し
に
許
求
良
米
可
母
與
な
し
こ
ざ

　
　
　
る
ら
め
へ
十
四
・
三
四
三
〇
、
駿
河
）
、

　
　
み
ち
の
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

せ
ら
し
め
き
な
ば
つ
、
ら
腰
か

　
　
　
陸
奥
の
あ
だ
た
ら
ま
ゆ
み
は
じ
き
お
き
て
西
良
思
馬
伎
奈
波
帯
良
波
帯

　
⑤

　
　
　
塀
か
も

　
　
・
霜
可
署
（
十
四
・
三
四
三
七
・
陸
奥
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
櫓
言
め

　
◎
大
船
を
へ
ゆ
も
と
も
ゆ
も
か
た
め
て
し
こ
そ
の
さ
と
人
阿
良
波
下
米

　
　
　
檎

　
　
　
可
母
（
十
四
・
三
五
五
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ひ
ず
あ
ら
め
か
も

　
⑥
　
橘
の
下
ふ
く
風
の
か
ぐ
は
し
き
筑
波
の
山
を
古
志
受
安
良
領
事
矧
（
二

　
　
　
十
・
四
三
七
一
、
常
陸
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
り
あ
よ
く
な
め
か
．

　
⑥
　
む
ら
た
ま
の
く
る
に
く
ぎ
さ
し
か
た
め
と
し
妹
が
心
は
下
用
久
奈
米
加

　
　
　
ポ

　
　
超
（
二
十
・
四
三
九
〇
、
下
総
）

の
如
く
存
在
す
る
の
は
刮
目
に
便
す
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
し
か
る
に
、

従
来
の
文
法
書
に
は
活
用
形
の
已
然
形
に
接
し
て
反
語
の
意
を
表
は
す
「
や
」

「
や
も
」
と
同
様
、
「
か
も
」
に
も
同
様
な
意
昧
機
能
の
あ
る
こ
と
を
、
前
掲

の
古
今
集
の
例
や
東
歌
、
防
人
歌
の
例
に
よ
り
認
め
て
、
活
用
形
の
已
然
形
に

承
接
し
て
反
語
の
意
を
表
示
す
る
場
合
が
あ
る
と
解
か
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

山
田
孝
雄
博
士
に
よ
れ
ば
（
奈
良
朝
文
法
史
P
鵬
）

　
　
　
　
　
　
　
お
も
ひ
け
め
か
も

　
　
…
い
か
さ
ま
に
念
鶏
目
鴨
つ
れ
も
な
き
佐
保
の
山
べ
に
泣
く
子
な
す
慕
ひ

　
　
き
ま
し
て
…
（
万
三
。
四
六
〇
）

も
そ
の
例
に
入
れ
ら
れ
て
み
る
が
、
こ
れ
は
反
語
と
解
し
て
は
意
味
を
な
さ

ず
、
例
へ
ば
日
本
古
典
交
点
大
系
万
葉
集
．
万
葉
集
注
釈
の
や
う
に
疑
問
を
表

＝
一

は
す
「
か
も
」
と
解
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
0
．
、
活
用
形
の
已
然
形
に
接
し
て
反
．

語
を
表
は
す
「
か
も
」
は
、
上
代
に
お
い
て
は
佐
伯
梅
友
博
士
べ
万
葉
語
の
砺
、

究
P
4
0
－
P
4
1
）
や
福
田
良
輔
博
士
（
万
葉
集
大
成
4
訓
話
篇
P
鵬
）
等
が
言

は
れ
て
る
る
や
う
に
、
東
歌
・
防
人
歌
に
限
ら
れ
て
み
る
と
認
め
て
良
さ
さ
う
・

で
あ
る
。

　
し
か
ら
ば
、
「
か
も
し
が
活
用
形
の
巳
然
形
に
接
し
て
反
語
を
衷
は
す
と
い

ふ
の
は
ふ
策
国
方
書
に
の
み
現
は
れ
る
方
言
的
特
殊
現
象
な
の
で
あ
ら
う
か
。

も
し
、
康
国
方
言
の
特
色
の
哺
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
文
法
的
特
色
で
あ
ら
う

か
、
そ
れ
と
も
音
韻
的
特
色
な
の
で
あ
ら
う
か
。
或
い
は
、
古
今
集
の
例
を
加

昧
し
て
、
現
存
す
る
限
ら
れ
た
上
代
文
献
に
は
不
幸
に
し
て
残
存
し
な
か
っ
た

例
が
た
ま
た
ま
平
安
時
代
に
な
っ
て
古
今
集
に
現
は
れ
た
も
の
と
考
へ
る
べ
き
・

で
あ
ら
う
か
。
こ
の
辺
の
霧
に
つ
い
て
は
自
明
の
こ
と
と
し
て
か
言
及
さ
れ
た

も
の
を
暑
い
の
で
あ
驚
－
｝

二

　
と
こ
ろ
で
、
東
歌
・
防
人
歌
に
お
い
て
反
語
を
表
は
す
と
き
に
は
中
央
語
と
・

異
な
り
、
前
掲
し
た
＠
～
⑨
の
用
例
の
や
う
に
常
に
活
用
形
の
巳
然
形
に
「
か
・

も
」
が
つ
い
た
場
合
に
限
ら
れ
て
み
る
か
と
い
ふ
と
、
必
ず
し
も
さ
う
で
は
な

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
わ
す
る

　
ω
　
う
な
ば
ら
の
替
ね
や
は
ら
小
管
あ
ま
た
あ
れ
ば
零
は
忘
ら
す
和
禮
和
須
流

　
　
　
れ
’
ド

　
　
　
禮
夜
（
十
四
・
三
四
九
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
㈲
あ
せ
か
が
た
潮
干
の
ゆ
た
に
お
も
へ
ら
ば
う
け
ら
が
花
の
色
に

　
　
　
で
め
や
も

　
　
　
墨
壷
競
落
（
（
十
四
・
三
五
〇
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
れ
と
ひ
．
φ

　
㈲
芝
付
の
み
う
ら
ざ
き
な
る
根
っ
こ
草
あ
ひ
見
ず
あ
ら
ば
風
味
古
非
米



　
　
　
駈
綜
「

　
　
　
夜
詰
（
十
四
・
三
五
〇
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
　
　
　
と
に
た
て
め

　
儒
　
に
ほ
鳥
の
か
つ
し
か
わ
せ
を
に
へ
す
と
も
そ
の
愛
し
き
を
刀
爾
多
量
米

　
　
　
や
も

　
　
　
昆
劇
（
十
四
。
三
三
八
六
）

等
の
例
で
も
わ
か
る
や
う
に
、
や
は
り
中
央
語
と
同
じ
ぐ
、
活
用
語
に
「
や
」

「
や
も
」
が
つ
い
て
反
語
の
意
を
表
は
し
て
み
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
意
味
の
上

か
ら
し
て
も

　
　
　
わ
れ
わ
す
る
れ
や

　
㈲
　
一
匹
籾
須
流
禮
夜
（
私
が
あ
な
た
を
忘
れ
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
せ
う

　
　
　
か
。
絶
対
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
）

　
　
　
い
ろ
に
　
で
め
や
も

　
＠
　
伊
三
一
域
米
一
一
（
顔
色
に
出
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
う
か
。
決
し
て
こ

　
　
　
涼
誌
眺
莇
に
思
ふ
か
ら
こ
そ
顔
色
に
ま
で
出
る
の
で
す
。
）

　
㈲
　
安
禮
古
非
一
夜
母
（
私
は
恋
ふ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
う
か
。
決
し
て
あ

　
　
　
り
ま
せ
ん
。
）

　
　
　
と
に
た
て
め
や
も

　
⇔
刀
爾
多
丸
米
也
母
（
愛
し
い
人
を
外
に
立
た
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
う

　
　
　
か
。
絶
対
に
そ
ん
な
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
）

と
な
り
、
前
掲
し
た
ω
～
⑩
な
ど
の
中
央
語
の
例
と
少
し
も
変
る
と
こ
ろ
は
な

い
。
そ
の
反
語
も
非
常
に
強
く
、
「
決
し
て
…
…
な
い
」
と
い
ふ
気
持
を
如
実

に
表
は
し
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
活
用
形
の
已
然
形

に
つ
い
た
「
か
も
し
の
場
合
に
は

　
　
　
こ
ぐ
ら
め
か
も
よ

　
③⑮◎

許
求
良
米
司
母
與
（
理
由
な
し
に
漕
い
で
み
る
の
で
あ
ら
う
か
。
ま
さ

勢
既
楚
請
あ
る
ま
い
．
多
分
理
由
が
あ
っ
て
で
あ
ら
う
。
）

都
良
波
可
馬
可
毛
（
再
び
弦
を
と
り
つ
け
る
こ
と
が
あ
ら
う
か
。
ま
さ

か
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
ま
い
。
）
闘
正
確
に
は
讐
喩
不
明
。

あ
ら
は
さ
め
か
も

阿
良
波
南
米
旬
母
（
あ
ら
は
す
こ
と
が
あ
ら
う
か
。
ま
さ
か
言
ひ
ふ
ら

す
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
）

④◎

こ
ひ
ず
あ
ら
め
か
も

古
比
受
安
良
米
可
母
（
恋
ひ
な
い
で
る
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
・
ま
さ

か
さ
う
は
ゆ
く
ま
い
。
）

あ
よ
ぐ
な
め
　
レ
も

阿
用
久
奈
米
加
母
（
し
っ
か
り
と
契
っ
た
妻
の
心
は
動
揺
す
る
こ
と
が

あ
ら
う
か
。
ま
さ
か
そ
ん
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
）

と
な
り
、
同
じ
反
語
で
も
「
や
」
「
や
も
」
の
場
合
の
「
絶
対
に
さ
う
で
な

い
」
と
い
う
気
持
と
相
違
し
て
、
「
ま
さ
か
そ
ん
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
」
マ
多
分

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
だ
ら
う
」
と
い
ふ
気
持
で
あ
り
、
梅
端
な
言
ひ
方
を
す
れ

ば
、
「
め
や
も
」
と
「
め
か
も
」
に
は
「
絶
対
に
し
「
決
し
て
」
に
対
す
る

「
お
そ
ら
く
」
「
多
分
し
「
ま
さ
か
」
と
い
ふ
ほ
ど
の
差
異
が
見
ら
れ
る
。
い

は
ば
、
「
め
や
し
「
め
や
も
」
に
は
絶
対
に
そ
の
や
う
な
四
割
が
あ
り
得
な
い

の
に
対
し
て
、
「
め
か
も
」
に
は
ま
さ
か
そ
ん
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
が
、
万
が

一
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
や
う
に
、
或
慕
実
の
介
入
す
る
餓
地
が
残
っ
て
み
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
反
語
の
意
味
は
従
来
疑
問
が
強
く
な
る
と
出
て
く
る
と
…
畜
は

れ
て
る
る
が
、
め
や
・
め
や
も
が
純
然
た
る
反
語
の
意
を
衰
は
し
て
み
る
の
に

対
し
、
め
か
も
に
は
疑
が
強
く
な
っ
て
反
語
の
意
が
生
じ
て
き
た
名
残
を
残
し

て
み
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
即
ち
、
こ
の
「
め
か
も
」
は
活
用
語
の
連
体
形
に

接
し
て
反
語
の
意
を
表
ば
し
て
み
る
例
、
例
へ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
な
ひ
あ
へ
む
か
も

　
　
常
の
恋
い
ま
だ
や
ま
ぬ
に
都
よ
り
馬
に
判
こ
ば
遜
譲
比
安
倍
牟
可
母
（
万

　
　
十
八
・
四
〇
八
三
）

の
如
き
「
む
か
も
」
と
同
じ
や
う
な
意
味
を
表
は
し
て
み
る
こ
と
に
な
る
。
形

の
上
で
は
已
然
形
に
接
し
た
「
か
も
」
で
あ
っ
て
も
、
意
味
上
は
連
体
形
に
接

し
て
反
語
を
表
は
す
「
か
も
」
と
何
等
変
り
は
な
い
。
こ
の
や
う
に
、
活
用
語

の
連
体
形
に
「
か
も
」
が
接
し
て
反
語
を
な
寸
場
合
は
何
も
中
央
語
の
み
な
ら

一
三



ず
、
東
国
語
に
も
、
例
へ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
す
く
ね
む
か
も

　
　
た
ら
ち
ね
の
母
を
別
れ
て
ま
こ
と
我
旅
の
か
り
ほ
に
夜
須
久
禰
牟
加
母

　
　
（
ご
十
・
四
三
四
八
、
上
総
）

の
例
が
見
ら
れ
、
意
味
も
「
め
や
」
　
「
め
や
も
」
の
場
合
と
相
違
し
て
（
「
め

か
も
」
の
場
合
の
反
語
に
極
め
て
近
い
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
や
う
な

「
む
か
も
」
も
原
初
的
に
は
多
分
に
詠
嘆
的
な
疑
問
を
表
は
し
て
み
た
も
の
で

あ
り
、
疑
が
更
に
強
く
な
っ
て
反
語
を
衷
は
す
や
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
　
い
で
む
か
も

　
　
生
ふ
し
も
と
こ
の
本
山
の
ま
し
ば
に
も
告
ら
ぬ
妹
が
名
象
に
伊
昆
牟
可
母

　
　
（
十
四
・
三
四
八
八
）

の
「
む
か
も
」
な
ど
は
諸
註
、
疑
問
、
反
語
の
両
説
に
分
か
れ
て
み
る
や
う
に

何
れ
と
も
解
釈
が
可
能
で
あ
り
、
・
お
そ
ら
く
疑
念
か
ら
反
語
に
移
行
す
る
過
渡

的
な
姿
を
と
ど
め
て
み
る
も
の
で
あ
ら
う
。

　
按
ず
る
に
、
上
代
文
献
に
お
い
て
、
東
国
方
言
に
隈
っ
て
現
は
れ
る
活
用
語

の
劃
然
形
に
接
し
て
反
語
を
表
は
す
「
か
も
」
は
、
実
は
前
群
切
「
夜
須
久
智

略
加
母
（
四
三
四
八
）
」
の
「
か
も
」
と
岡
様
、
形
は
活
用
語
の
已
然
形
に
接
し

て
み
る
や
う
で
あ
っ
て
も
覧
そ
の
連
体
形
に
承
接
し
た
、
い
は
ば
中
央
語
に
お

け
る
場
合
と
同
じ
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
「
め
か
も
」
と

已
然
形
に
つ
い
て
み
る
や
・
に
見
え
る
の
は
・
輿
語
の
ω
が
司
に
な
っ
て
ゐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

る
藁
國
方
言
の
特
徴
の
一
と
見
倣
さ
れ
る
。
つ
ま
り
中
央
語
に
お
け
る
助
動
詞

「
む
」
の
連
体
形
が
「
め
」
に
変
化
し
て
、
已
然
形
の
や
う
な
現
象
を
生
し
て

み
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
連
体
形
の
機
能
を
は
た
し
て
み
る
と
見

ら
れ
る
・
か
か
る
音
韻
現
象
な
ど
に
お
け
る
東
國
方
言
の
特
色
に
つ
い
て
は
、

夙
に
福
田
良
輔
博
士
が
秀
れ
た
御
論
考
（
奈
良
時
代
東
國
方
言
の
成
立
に
つ
い

一
四

て
　
文
学
研
究
3
7
・
3
8
・
4
0
輯
）
を
発
表
に
な
っ
て
を
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

り
、
今
更
贅
言
の
必
腰
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
、
中
央
語
に
お
い
て
臼
で
あ
る

も
の
が
東
國
語
で
・
e
に
な
っ
て
み
る
の
は

　
　
い
陪
　
　
　
　
あ
し
ぶ
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ふ
し
サ
も
に

　
　
払
う
に
は
葦
火
た
け
ど
も
す
み
よ
け
を
筑
紫
に
い
た
り
て
巴
布
志
気
毛
波
，

　
　
も

　
　
母
（
二
十
・
四
四
一
九
、
武
蔵
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
亭
こ

　
　
　
　
　
　
を
さ
謬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
，
ろ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え

　
　
と
や
の
野
に
兎
ね
ら
は
り
を
さ
を
さ
も
寝
な
へ
子
ゆ
ゑ
に
母
に
許
呂
波
劉

　
　
（
十
四
・
三
五
二
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
如
く
・
例
が
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
④
が
・
e
に
な
っ
た
例
が
存
在
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

い
ふ
だ
け
で
は
傍
聴
の
役
に
も
立
た
ず
、
加
へ
て
例
が
少
な
い
と
あ
仙
て
は
、

私
案
の
根
拠
は
な
く
な
り
、
そ
の
可
能
性
も
稀
薄
に
な
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し

な
が
ら
、
見
逃
せ
な
い
こ
と
は
、
前
掲
し
た
‘
ぐ
ら
め
か
も
よ
　
三
“

　
③
　
し
だ
の
浦
を
あ
さ
溜
ぐ
船
は
よ
し
な
し
に
黒
垂
良
風
聖
母
與
な
し
紅
皿

　
　
　
る
ら
ロ
め

　
　
　
流
鍵
（
十
四
・
三
四
三
〇
）

の
歌
に
は
「
こ
ぐ
ら
め
か
も
よ
」
と
「
な
し
ご
ざ
る
ら
め
」
が
共
存
し
て
み
る

こ
と
で
あ
る
。
結
句
の
「
奈
」
は
元
暦
校
‡
に
の
み
「
余
し
と
あ
り
、
こ
れ
に

従
っ
て
み
る
註
釈
書
も
あ
る
が
、
仙
蟄
…
み
系
統
の
写
本
は
勿
論
、
類
聚
古
集
や

古
葉
略
類
聚
紗
な
ど
の
他
の
古
写
串
に
も
「
奈
」
止
な
っ
て
を
り
、
「
余
」
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
沖
む
し
ろ
、
「
よ
し
な
し
に
ご
ぐ
め
ら
か
も

　
　
　
　
　
　
　
よ

よ
」
に
対
し
て
「
余
し
こ
さ
る
ら
め
」
と
す
れ
ば
、
「
こ
ぐ
ら
め
か
も
よ
」
が
「
理

由
な
し
に
あ
て
も
な
く
漕
い
で
み
る
の
で
あ
ら
う
か
。
ま
ざ
か
そ
ん
な
こ
と
は

あ
る
ま
い
。
多
分
理
由
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ら
う
」
と
い
ふ
意
で
あ
る
の
に

　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

対
し
、
「
余
し
こ
さ
る
ら
め
」
は
「
よ
し
こ
そ
あ
る
ら
め
」
の
融
倉
縮
約
ざ
れ

た
も
の
と
見
る
わ
け
で
、
つ
ま
り
結
句
「
よ
し
こ
そ
あ
る
ら
め
一
1
理
由
が
あ
る

の
で
あ
ら
う
」
の
意
は
、
す
で
に
「
こ
ぐ
ら
め
か
も
よ
」
に
含
ま
れ
て
を
り
、



同
じ
意
味
を
再
度
く
り
返
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
句
に
つ
い
て
は
福
田
良
輔
博

士
が
万
葉
集
大
成
4
訓
話
篇
（
巻
十
四
P
血
）
に
述
べ
て
ゐ
ら
れ
る
如
く
、
元

暦
校
勘
以
外
の
写
本
に
従
ひ
「
な
し
こ
ざ
る
ら
め
」
と
し
、
「
な
し
ご
ざ
る
ら

　
　
　
　
な
ぜ

め
」
は
「
何
故
来
ざ
る
ら
む
」
の
東
面
語
と
見
て
問
違
ひ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ら

う
。
「
良
米
」
は
「
無
量
」
の
存
在
か
ら
し
て
連
体
形
コ
が
ラ
メ
と
音
変
化

を
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
や
う
な
例
が
共
存

し
て
み
る
「
許
求
良
米
可
母
與
」
の
「
良
米
」
を
ラ
ム
の
音
変
化
し
た
も
の
と

見
倣
す
こ
と
は
既
述
の
諸
点
、
特
に
、
意
味
的
に
連
体
形
に
承
接
し
て
反
語
を

表
は
す
「
か
も
」
と
一
致
し
て
み
る
こ
と
を
加
味
し
た
場
介
・
極
め
て
妥
当
性

に
富
ん
だ
自
然
な
考
へ
と
思
は
れ
る
。
し
か
し
て
、
中
央
語
の
助
動
詞
「
む
」

「
ら
む
」
の
連
体
形
が
東
國
語
で
「
め
」
　
「
ら
め
」
に
な
る
こ
と
が
あ
る
の
は

十
分
に
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
⑮
～
⑥
の
「
め
か
も
」
も
中
央
語
の
「
む

か
も
」
が
「
め
か
も
」
に
な
っ
た
東
國
方
君
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。

罠

　
さ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
粟
暗
語
に
限
っ
て
「
か
も
」
が
活
用
語
の
已
然
形
に
承

接
し
て
反
語
を
表
は
す
と
見
傲
さ
れ
て
る
た
の
は
、
実
は
活
用
語
の
連
体
形
に

承
接
し
て
み
た
の
で
あ
り
、
そ
の
活
用
語
の
連
体
形
が
音
変
化
を
き
た
し
て
恰
．

も
已
然
形
の
如
き
現
象
を
呈
し
て
み
た
に
す
ぎ
f
、
現
存
す
る
上
代
文
献
に
お

い
て
、
活
用
語
の
已
然
形
に
接
続
し
て
修
繕
を
蓑
は
す
「
か
も
」
は
姿
を
消
す

わ
け
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
已
然
形
に
承
接
し
て
反
語
を
表
は
す
「
か
も
」
は

平
安
時
代
で
も
最
初
に
挙
げ
た
古
今
集
の
歌
二
例
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
が
、
古

今
集
六
六
四
番
の
歌
は
写
本
に
よ
っ
て
は
「
や
も
し
と
な
っ
て
み
る
も
の
で
あ

り
、
墨
滅
歌
で
も
前
記
し
た
よ
う
に
「
や
も
」
と
な
っ
て
み
る
。
序
の
方
は
ほ

と
ん
ど
古
写
本
一
致
し
て
「
か
も
」
に
な
っ
て
は
み
る
が
、
池
田
亀
鑑
博
士
が

貫
之
原
本
の
姿
を
も
っ
と
も
よ
く
と
ど
め
て
み
る
と
言
は
れ
る
鈴
木
直
徳
艶
陽

咀
家
本
古
今
和
歌
集
序
に
は
「
や
も
」
と
な
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
古
今
集
序
と
六
六
四
番
の
「
か
も
」
二
例
も
確
実
な
用
例
と
し
て
、
必
ず

し
も
已
然
形
に
承
接
し
て
反
語
を
表
は
す
例
と
は
言
ひ
き
れ
な
い
。
む
し
ろ
、

意
昧
的
に
は
「
や
も
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
二

例
の
「
か
も
し
を
「
や
も
し
と
な
っ
て
み
る
写
本
に
従
っ
て
除
外
し
て
し
ま
へ

ば
、
上
代
文
献
で
は
勿
論
、
平
安
時
代
で
も
、
活
用
語
の
巳
然
形
に
承
接
し
て

反
語
を
表
は
す
「
か
も
」
の
用
例
ば
皆
無
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
鈴
木
直
徳
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

陽
明
引
廻
古
今
和
歌
集
序
に
は
疑
問
の
籐
地
も
あ
り
、
か
な
り
疑
っ
て
を
ら
れ

る
学
者
（
例
へ
ば
西
下
経
一
博
士
「
古
今
集
伝
雄
の
研
究
し
）
も
あ
る
ほ
ど
で
、

依
然
と
し
て
間
題
は
解
消
さ
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
古
今
早
々
の
「
か
も
」
の
例

だ
け
は
己
然
形
に
承
接
し
て
反
語
を
表
は
す
用
例
と
し
て
認
め
る
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
平
安
時
代
に
な
っ
て
新
し
く
発
生
し
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
曜
こ
の
や
う
に
考
へ
る
と
巳
然
形
承
接
の
「
や
も
し
．
で
さ
へ

も
、
反
語
を
表
は
す
例
は
、
平
安
時
代
で
は
歌
に
限
り
上
代
の
遺
影
を
と
ど
め

て
み
る
ほ
ど
で
、
散
文
で
は
「
か
は
」
　
「
や
は
し
　
「
む
や
」
な
ど
が
専
ら
反
藩

の
役
を
は
た
し
て
み
る
こ
と
と
矛
盾
し
て
き
て
、
こ
の
種
の
「
か
も
」
が
平
安

時
代
に
な
っ
て
新
し
く
発
生
し
た
と
も
見
倣
，
し
難
い
。
或
い
は
、

　
　
夏
引
の
白
綜
七
鍵
あ
り
　
さ
衣
に
織
り
て
も
着
せ
む
　
ま
し
妻
は
な
れ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
み
な
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
さ
ぎ
ぬ

　
　
か
た
く
な
に
も
の
需
ふ
女
か
な
な
　
ま
し
麻
衣
も
わ
が
妻
の
ご
と
も
　
訣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
し
き
せ
め
か
も
　

ぬ
ひ
き
せ

　
　
よ
く
着
よ
く
肩
よ
く
　
小
頸
や
す
ら
に
万
之
岐
世
女
加
毛
　
奴
比
支
世

　
　
跨
解

　
・
女
加
毛
（
催
馬
楽
・
夏
引
）

一
五



の
「
か
も
」
を
已
然
形
承
接
の
反
語
を
意
昧
す
る
例
と
混
濁
し
て
、
少
く
と
も

口
語
的
に
古
く
か
ら
存
在
し
で
る
た
「
め
か
も
」
が
環
存
す
る
上
代
文
献
に
は

姿
を
と
ど
め
ず
、
た
ま
ノ
、
平
安
時
代
の
宵
雲
集
序
や
催
馬
楽
に
遺
影
を
と
ど

め
て
み
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
催
馬
楽
の
「
め
か
も
」
は

「
め
や
も
」
の
や
う
な
強
い
反
語
で
は
な
く
、
意
味
的
に
は
「
む
か
も
」
と
同

様
「
ま
さ
か
」
の
介
入
の
緊
緊
を
有
し
て
を
り
、
た
し
か
に
東
歌
・
防
人
歌
の

「
め
か
も
」
と
系
統
を
同
じ
く
し
て
み
る
。
た
ぜ
、
古
今
集
序
の
「
め
か
も
」
・

と
は
意
昧
葡
に
相
違
し
、
古
今
集
序
の
「
め
か
も
」
と
催
馬
楽
の
「
め
か
も
」

は
必
ず
し
も
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
は
、
言
語
の
、
位
相
差
と

考
へ
、
東
國
語
が
庶
民
的
な
言
葉
と
し
て
催
馬
楽
に
う
け
つ
が
れ
た
も
の
と
見

・
託
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
◎
た
だ
、
か
り
に
さ
う
考
へ
る
と
し
て
も
、
例
へ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

上
代
に
お
け
る
中
央
語
の
「
拾
り
ふ
」
は
平
安
時
代
に
「
拾
ろ
ふ
」
と
な
つ
、
て

る
る
が
、
す
で
に
東
歌
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
と
ひ
ろ
肱
む

　
　
信
濃
な
る
ち
く
ま
の
河
の
さ
ざ
れ
石
も
君
し
ふ
み
て
ば
多
親
等
比
呂
波
牟

　
　
（
十
四
・
三
四
〇
〇
）

と
見
え
て
を
り
、
催
馬
楽
（
伊
勢
の
海
）
に
も

覇
篶
き
霧
薦
棚
ひ
に
な
の
り
そ
や
摘
ま
む
齢

　
　
也
比
呂
波
牟
也
多
夫
也
比
呂
波
牟
也

　
　
　
　
　
　
た
ま
も
ひ
ろ
娃
督
　
か
ひ
も
ひ
ろ
に
む

　
　
　
古
説
　
司
馬
毛
比
呂
単
元
　
加
比
毛
比
呂
波
莞

の
如
く
見
ら
れ
、
そ
れ
は
古
今
集
そ
の
他
の
平
安
朝
文
献
に
も
国
々
用
ゐ
ら
れ

て
る
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
ひ
ろ
ふ
」
が
一
概
に
東
剰
語
と
の
み
は
言
は
れ
な

い
や
う
に
、
古
今
集
や
催
馬
楽
に
見
ら
れ
る
「
め
か
も
」
も
…
果
國
語
に
脈
絡
が

金
く
な
い
と
も
断
言
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
㌧
東
歌
・
防
人
歌
に
見
え
る

「
め
か
も
」
が
古
今
集
や
催
馬
楽
の
「
め
か
も
」
と
つ
な
が
り
が
あ
り
、
必
ず

一
六

し
も
東
圓
語
と
ば
か
ワ
言
は
れ
な
い
と
い
ふ
可
能
性
の
鹸
地
が
あ
る
こ
と
は
乎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

分
認
め
な
が
ら
も
、
「
め
か
も
」
の
場
合
は
「
拾
ろ
ふ
」
の
場
合
と
は
鹸
蔀
戸

情
を
異
に
し
、
古
今
集
の
「
め
か
も
」
ほ
「
め
や
も
」
と
同
意
で
用
ゐ
ら
れ
て

を
り
、
東
歌
・
防
人
歌
の
「
め
か
も
」
と
は
意
味
駒
に
相
違
し
て
み
る
こ
と
を

考
慮
し
、
一
方
で
は
奈
良
時
代
末
期
よ
り
平
安
時
代
に
か
け
て
「
か
」
　
「
や
」

の
区
別
が
う
す
れ
て
行
き
、
二
者
混
噛
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
も
な
っ
た
こ

と
を
思
ふ
と
き
、
貫
之
の
古
語
意
識
に
よ
っ
て
用
ゐ
ら
れ
た
と
い
ふ
可
能
性
も

十
分
考
へ
ら
れ
る
。

四

　
以
上
、
活
用
語
の
已
然
形
に
承
接
し
て
反
語
を
表
は
す
「
か
も
」
に
つ
い
て

言
及
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
、
結
論
的
に
擁
実
視
す
る
こ
止
が
で
罷
る
こ
と

は
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
巻
た
諸
点
を
勘
案
し
て
、
万
葉
集
の
東
歌
・
防
人
歌

に
見
え
る
「
め
か
も
」
は
「
む
か
も
」
が
音
変
化
を
し
て
東
國
方
醤
の
一
特
魯

を
な
し
て
み
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
従
来
清
用
語
の
已
然
形
に
承
接
し
て
反
「

語
を
表
は
す
「
か
も
」
は
上
代
文
献
か
ら
は
姿
を
消
す
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら

・
つ
。

〔
註
1
〕
　
管
見
に
入
る
限
り
で
は
、
木
下
正
俊
氏
が
「
け
め
か
も
」
孜

　
　
（
国
語
国
丈
二
十
三
巻
三
号
）
と
い
ふ
論
考
に
お
い
て
、
直
間
を
撮

　
　
示
し
て
ゐ
ら
れ
る
。

〔
粧
2
U

　
　
る
。

こ
れ
は
、
連
用
形
で
結
ん
だ
例
と
も
解
せ
ら
れ
、
両
説
が
あ




