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句
の
説
明
の
予
測

－
予
測
の
読
み
の
一
側
面

1
　
は
じ
め
に

　
あ
る
読
み
手
が
文
章
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
次
に
来
る
内

容
を
予
測
し
な
が
ら
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
最
近
の
研
究

に
よ
っ
て
自
明
の
こ
と
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ

る
。
も
し
予
測
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
と
す
る
と
、
読
み
手
が
短

時
間
の
う
ち
に
文
章
を
読
ん
で
理
解
で
き
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問

い
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
（
寺
村
一
九
八
七
、
庵
一
九
九

九
）
、
ユ
ー
モ
ア
ェ
ツ
セ
イ
や
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
な
ど
、
読
み
手

の
予
測
を
前
提
と
し
、
そ
れ
を
外
す
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
種
の
表
現

効
果
を
得
て
い
る
文
章
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る

（
石
黒
二
〇
〇
一
a
、
二
〇
〇
一
b
）
。
ま
た
、
日
本
語
教
育
の
分
野

に
見
ら
れ
る
、
日
本
語
母
語
話
者
、
日
本
語
学
習
者
に
対
し
て
お
こ

石
　
　
黒

圭

な
っ
た
調
査
に
お
い
て
も
、
母
語
話
者
の
持
つ
、
す
ぐ
れ
た
予
測
能

力
の
存
在
は
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
一
酒
井
一
九
九
五
、
大
野
他
一
九

九
六
、
杉
山
他
一
九
九
七
一
。

　
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
研
究
の
課
題
と
し
て
は
、
読
み
手
が
予
測

を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
前
提
に
、
そ
の
予
測
が
ど
の
よ

う
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
論
者
は
こ

れ
ま
で
、
文
を
単
位
に
し
た
予
測
の
し
く
み
を
明
ら
か
に
す
る
と
い

う
課
題
に
取
り
組
み
、
今
読
ん
で
理
解
し
て
い
る
文
、
す
な
わ
ち
当

該
文
か
ら
、
次
に
続
く
文
、
す
な
わ
ち
後
続
文
を
予
測
す
る
仕
方
に
、

当
該
文
と
後
続
文
の
連
接
関
係
か
ら
考
え
て
、
①
理
由
、
②
句
の
説

明
、
③
格
成
分
の
説
明
、
④
結
果
、
⑤
逆
接
、
⑥
並
立
の
六
つ
あ
る

と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
一
石
黒
一
九
九
六
一
。
そ
の
う
ち
、
①
理
由

に
つ
い
て
は
石
黒
（
一
九
九
八
a
一
で
、
③
格
成
分
の
説
明
に
つ
い
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（49）　句の説明の予測

て
は
石
黒
（
二
〇
〇
一
c
一
で
、
⑤
逆
接
に
つ
い
て
は
石
黒
二
九

九
八
b
一
で
、
⑥
並
立
に
つ
い
て
は
石
黒
一
一
九
九
九
）
で
、
そ
れ

ぞ
れ
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
。
残
る
の
は
、
②
句
の
説
明
と
④
結
果

の
二
つ
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
前
者
、
す
な
わ
ち
句
の
説
明
の
予
測

を
扱
う
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
句
は
、
国
語
学
で
一
般

に
い
わ
れ
る
句
、
つ
ま
り
文
ま
た
は
文
に
準
じ
る
単
位
（
英
語
学
で

い
う
o
－
彗
器
）
を
指
し
て
い
る
。

　
当
該
文
か
ら
句
の
説
明
の
予
測
が
誘
発
さ
れ
る
た
め
に
は
、
当
該

文
が
何
ら
か
の
意
味
で
抽
象
性
を
備
え
て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

当
該
文
が
備
え
て
い
る
そ
の
抽
象
性
を
こ
こ
で
は
大
き
く
二
つ
に
分

け
て
考
え
よ
う
と
思
う
。

　
一
つ
は
、
事
象
の
概
括
的
把
握
で
あ
る
。
こ
の
事
象
の
概
括
的
把

握
は
、
典
型
的
に
は
形
容
詞
述
語
文
に
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

「
今
日
は
楽
し
か
っ
た
」
と
い
う
表
現
は
、
一
日
中
ず
っ
と
楽
し

か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
保
証
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
日
曜
日
に
御
殿

場
に
ハ
イ
キ
ン
グ
に
行
っ
た
帰
り
、
東
名
高
速
が
渋
滞
し
て
帰
り
が

遅
く
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
抜
け
る
よ
う
な

青
空
の
も
と
、
都
会
の
喧
躁
を
離
れ
、
豊
か
な
緑
の
中
を
家
族
み
ん

な
で
歩
き
、
心
地
よ
い
汗
を
流
し
、
お
い
し
い
空
気
を
吸
い
、
山
頂

で
お
弁
当
を
広
げ
、
と
い
っ
た
昼
間
の
体
験
が
脳
裏
に
焼
き
つ
い
て

い
れ
ぱ
、
渋
滞
の
せ
い
で
、
夜
遅
く
疲
れ
切
っ
て
家
に
帰
り
つ
い
た

と
し
て
も
、
家
の
中
で
ほ
っ
と
一
息
つ
い
た
瞬
間
、
「
あ
あ
、
今
日

は
楽
し
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
ば
が
口
を
つ
い
て
出
て
く
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
形
容
詞
に
よ
る
把
握
は
、
細
部
に
わ
た
っ
て

検
討
し
た
場
合
、
そ
う
し
た
把
握
に
そ
ぐ
わ
な
い
部
分
が
出
て
く
る

も
の
だ
が
、
全
体
と
し
て
だ
い
た
い
合
っ
て
い
れ
ぱ
当
該
の
形
容
詞

で
事
象
を
と
ら
え
る
も
の
で
あ
る
。
概
括
的
な
把
握
と
い
う
ゆ
え
ん

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
把
握
は
、
表
現
主
体
が
感
覚
的
に
と

ら
え
た
大
雑
把
な
も
の
な
の
で
、
そ
の
把
握
を
、
実
感
を
と
も
な
っ

て
理
解
主
体
に
伝
え
る
た
め
に
は
、
具
体
的
な
例
に
よ
る
裏
づ
け
が

必
要
に
な
る
。
そ
の
と
き
句
の
説
明
の
予
測
が
働
く
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
は
、
関
係
の
漠
然
性
で
あ
り
、
名
詞
述
語
文
に
典
型
的

に
見
ら
れ
る
。
名
詞
述
語
文
は
、
そ
の
関
係
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、

予
測
を
引
き
起
こ
さ
な
い
場
合
、
理
由
の
予
測
を
引
き
起
こ
す
場
合
、

句
の
説
明
の
予
測
を
引
き
起
こ
す
場
合
の
三
つ
に
分
か
れ
る
。

　
係
助
詞
「
は
」
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
前
後
の
関
係
の
妥
当

性
が
高
い
場
合
は
、
予
測
を
引
き
起
こ
さ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。

「
政
治
は
社
会
科
学
の
一
部
で
あ
る
」
と
い
う
文
は
、
政
治
は
経
済
、

法
律
な
ど
と
な
ら
ん
で
、
社
会
科
学
の
一
分
野
を
構
成
し
て
お
り
、

そ
の
意
味
で
前
後
の
関
係
の
妥
当
性
が
高
く
、
句
の
説
明
の
予
測
を
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引
き
起
こ
し
に
く
い
。
し
か
し
、
「
政
治
は
経
済
の
一
部
で
あ
る
」

と
い
っ
た
場
合
、
政
治
と
経
済
は
別
の
分
野
で
あ
る
と
一
般
に
考
え

ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
に
反
す
る
結
び
つ
き
は
、
「
ど
う
し
て
政

治
が
経
済
の
一
部
に
な
る
の
か
」
と
い
う
理
由
の
予
測
を
誘
発
し
や

す
い
。
一
方
、
「
政
治
は
時
代
精
神
の
一
部
で
あ
る
」
と
い
う
文
は
、

こ
の
結
び
つ
き
が
常
識
と
適
合
す
る
か
否
か
以
前
に
、
「
時
代
精
神
」

の
意
味
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
、
結
び
つ
き
そ
の
も
の
の
が
は
っ
き

り
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
読
み
手
は
「
政
治
が
時
代
精
神
の
一
部
で

あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
」
と
い
う
疑
間
を
抱
き
つ
つ
、
そ

の
意
味
を
明
確
に
し
て
く
れ
る
よ
う
な
具
体
的
な
例
が
後
続
文
に
出

て
く
る
こ
と
を
期
待
し
て
読
み
進
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に

結
び
つ
き
そ
の
も
の
が
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
、
そ
の
漠
然
と
し
た

結
び
つ
き
に
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
す
る
と
い
う
意
味
で
、
句

の
説
明
の
予
測
が
働
く
の
で
あ
る
。

2
　
研
究
の
方
法
と
資
料

　
1
章
で
述
ぺ
た
よ
う
に
、
本
稿
で
の
予
測
は
文
を
単
位
に
し
て
考

え
て
い
る
。
用
例
の
中
で
、
当
該
文
に
は
下
線
を
付
し
、
当
該
文
を

理
解
し
た
結
果
、
予
測
で
き
た
後
続
文
に
は
破
線
を
付
す
こ
と
に
す

る
。
予
測
に
は
、
当
該
文
だ
け
で
な
く
、
当
該
文
ま
で
の
文
脈
も
影

響
を
与
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
が
な
い
と
予

測
が
困
難
に
な
る
場
合
、
当
該
文
の
直
前
に
あ
る
先
行
文
も
あ
わ
せ

て
提
示
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
本
文
に
な
い
表
現
で
補
足
説
明

を
お
こ
な
う
場
合
、
｛
　
｝
に
入
れ
て
示
す
よ
う
に
す
る
。

　
実
際
の
作
業
手
順
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
①
作
品
の
冒
頭
の
1
文
（
H
当
該
文
）
を
読
み
、
隠
し
て
あ
る

　
　
　
後
続
文
を
予
測
す
る
。

　
　
②
隠
し
て
あ
っ
た
後
続
文
を
読
み
、
予
測
が
当
た
っ
て
い
た
と

　
　
　
き
そ
れ
を
記
録
す
る
。

　
　
　
　
↑

　
　
①
作
品
の
冒
頭
の
1
文
↑
先
行
文
）
の
内
容
は
既
に
頭
に

　
　
　
入
っ
て
い
る
。

　
　
②
冒
頭
文
の
次
の
文
（
H
当
該
文
）
を
読
み
、
隠
し
て
あ
る
後

　
　
　
続
文
を
予
測
す
る
。

　
　
③
隠
し
て
あ
っ
た
後
続
文
を
読
み
、
予
測
が
当
た
っ
て
い
た
と

　
　
　
き
そ
れ
を
記
録
す
る
。

　
　
　
　
↑

　
　
一
以
下
同
様
の
操
作
を
繰
り
返
す
一

　
　
　
　
↑

　
　
n

　
　
①
作
品
の
n
番
目
の
文
↑
先
行
文
）
ま
で
の
内
容
は
既
に
頭
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（51）　句の説明の予測

　
　
　
に
入
っ
て
い
る
。

　
　
n

　
　
②
n
＋
1
番
目
の
文
一
1
－
当
該
文
一
を
読
み
、
隠
し
て
あ
る
後

　
　
　
続
文
を
予
測
す
る
。

　
　
n

　
　
③
隠
し
て
あ
っ
た
後
続
文
を
読
み
、
予
測
が
当
た
っ
て
い
た
と

　
　
　
き
そ
れ
を
記
録
す
る
。

　
す
べ
て
の
対
象
資
料
で
、
作
品
の
結
末
ま
で
こ
の
作
業
を
1
文
づ

つ
順
に
繰
り
返
す
。
以
降
の
用
例
は
、
そ
の
作
業
の
結
果
得
ら
れ
た

も
の
の
う
ち
で
、
句
の
説
明
を
予
測
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
整
理
、

分
類
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
予
測
は
、
目
に
見
え
る
事
態
を
描
写
す
る
描
写
文
と
、
論
理
を
組

み
立
て
て
説
明
す
る
説
明
文
と
で
は
そ
の
実
態
が
大
き
く
異
な
り
、

ま
た
、
筆
考
の
個
性
に
よ
っ
て
も
か
な
り
左
右
さ
れ
る
た
め
、
描
写

文
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
原
爆
小
説
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る

『
何
と
も
知
れ
な
い
末
来
に
』
を
、
説
明
文
を
代
表
す
る
も
の
と
し

て
雑
誌
『
世
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る

『
『
世
界
』
主
要
論
文
選
』
を
、
そ
れ
ぞ
れ
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と

に
し
た
。

3
　
事
象
の
概
括
的
把
握
に
よ
っ
て
生
じ
る
予
測

3
－
1
　
事
態
の
概
括
的
認
識

　
す
で
に
一
章
で
触
れ
た
、
典
型
的
に
は
形
容
詞
に
見
ら
れ
る
事
態

の
概
括
的
認
識
で
あ
る
。
形
容
詞
は
事
態
を
感
覚
的
に
大
雑
把
に
捉

え
る
た
め
、
読
み
手
は
そ
の
形
容
詞
の
内
実
を
予
想
す
る
こ
と
に
な

る
。
形
容
詞
で
あ
れ
ば
、
感
情
形
容
詞
で
あ
っ
て
も
、
属
性
形
容
詞

で
あ
っ
て
も
、
ま
た
、
イ
形
容
詞
で
あ
っ
て
も
、
ナ
形
容
詞
で
あ
っ

て
も
よ
い
。
さ
ら
に
、
形
容
詞
だ
け
で
な
く
、
②
の
「
は
っ
き
り
し

て
い
る
」
の
よ
う
な
形
容
詞
に
近
い
意
味
を
表
す
状
態
動
詞
の
こ
と

も
あ
る
。

　
に
　
と
く
に
こ
こ
数
年
の
財
政
危
機
の
影
響
は
深
刻
で
あ
り
ま
す
。

　
　
高
度
成
長
に
と
も
な
う
租
税
収
入
の
伸
び
を
前
提
と
し
た
個
別

　
　
対
応
型
の
施
策
は
壁
に
つ
き
当
た
っ
て
、
新
し
い
理
念
に
基
づ

　
　
く
施
策
の
体
系
化
、
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
の
選
択
が
き
び
し
く
求

　
　
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
世
七
九
九
頁
一

ω
論
壇
に
目
を
う
つ
す
と
、
幸
い
な
こ
と
に
、
三
大
紙
の
論
調

　
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
崔
大
統
領
辞
任
に
さ
い
し
て
、
『
朝

　
日
新
聞
』
の
論
説
は
、
漸
進
的
な
民
主
化
を
約
束
し
て
い
た
崔

　
大
統
領
が
任
務
を
果
た
さ
ず
中
途
退
陣
し
た
こ
と
を
「
意
外
」

　
と
し
、
こ
れ
が
「
三
金
氏
の
排
除
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
力
を

　
背
景
に
し
た
政
治
指
導
者
の
交
代
と
い
う
印
象
は
ぬ
ぐ
い
が
た

　
い
」
と
、
や
ん
わ
り
と
批
判
し
て
い
る
（
八
月
一
七
日
一
。
『
毎
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日
新
聞
』
の
論
説
は
、
「
韓
国
の
行
方
に
憂
慮
を
深
め
る
」
と

題
し
て
、
金
大
中
裁
判
に
か
ん
す
る
伊
東
外
相
の
立
場
を
支
持

す
る
と
表
明
し
、
「
全
斗
換
委
員
長
の
政
治
を
、
朴
正
煕
体
制

の
再
演
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
｛
中
略
｝
全
委
員
長
が
今
後
と

も
同
じ
道
を
歩
ん
だ
の
で
は
、
抑
圧
政
治
を
繰
り
返
し
、
悲
劇

的
末
路
を
た
ど
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
『
読
売

新
聞
』
の
社
説
も
、
「
韓
国
に
は
、
朴
時
代
の
『
維
新
体
制
』

よ
り
も
一
層
厳
し
い
『
新
維
新
体
制
』
と
も
い
う
べ
き
強
権
政

治
が
再
来
す
る
」
と
述
べ
、
「
わ
が
国
政
府
筋
に
も
、
こ
の
事

態
を
、
韓
国
民
は
『
安
定
』
を
望
ん
で
お
り
、
や
む
を
得
な
い

選
択
、
と
受
け
流
そ
う
と
す
る
向
き
が
あ
る
。
だ
が
民
主
的
手

続
き
を
無
視
す
る
強
権
政
治
で
、
頁
の
安
定
が
得
ら
れ
る
だ
ろ

う
か
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
一
世
八
六
〇
頁
一

3
－
2
　
程
度
の
概
括
的
認
識

　
程
度
を
問
い
う
る
語
句
が
当
該
文
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
、
後
続

文
に
そ
の
程
度
が
具
体
的
に
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
程
度
を
問
い

う
る
語
句
は
典
型
的
に
は
形
容
詞
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
事
態
の

概
括
的
認
識
と
重
な
る
が
、
事
態
の
概
括
的
認
識
に
よ
っ
て
誘
発
さ

れ
る
反
問
が
「
ど
う
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
程
度
の
概
括
的
認

識
の
反
問
は
「
ど
の
く
ら
い
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
異
な
る
。
ま
た
、

実
際
に
用
例
に
お
い
て
、
程
度
の
概
括
的
認
識
は
、
ω
の
よ
う
な

「
遠
い
」
「
高
い
」
「
激
し
い
」
と
い
っ
た
形
容
詞
だ
け
で
な
く
、
ω

の
よ
う
な
「
ず
い
ぶ
ん
」
「
だ
い
ぶ
」
と
い
っ
た
副
詞
、
㈲
の
よ
う

な
「
極
度
」
「
大
量
」
と
い
っ
た
名
詞
に
も
見
ら
れ
た
。

〕3（〕4〔〕5｛
　
北
京
ま
で
の
道
の
り
も
遠
か
っ
た
。
香
港
か
ら
国
境
深
洲
の

長
い
橋
を
歩
い
て
渡
り
、
広
州
か
ら
北
京
ま
で
は
汽
車
で
五
十

八
時
間
ほ
ど
か
か
っ
た
よ
う
に
記
憶
す
る
。
（
世
九
二
七
頁
）

　
旅
券
の
交
付
に
は
ず
い
ぶ
ん
手
間
ど
っ
た
。
何
度
も
外
務
省

の
窓
口
に
出
か
け
て
い
っ
た
が
碍
が
あ
か
な
か
っ
た
。
（
世
九

二
七
頁
一

　
裁
判
は
公
開
と
は
名
ぱ
か
り
で
、
報
道
は
極
度
に
制
限
さ
れ

て
い
る
。
一
八
日
に
、
金
大
中
氏
が
裁
判
を
「
政
治
的
抑
圧
」

と
し
て
検
事
訊
問
を
拒
否
し
た
こ
と
、
一
九
日
に
は
、
ニ
カ
月

も
地
下
室
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
、
連
日
一
五
時
間
も
取
り
調
べ
を

受
け
、
拷
問
さ
れ
た
に
ひ
と
し
い
と
述
べ
、
暴
力
で
政
治
転
覆

を
は
か
っ
た
と
の
検
察
の
主
張
を
否
定
し
た
こ
と
、
二
五
日
は
、

す
べ
て
は
大
統
領
選
挙
の
準
備
で
あ
り
、
そ
れ
が
行
わ
れ
れ
ぱ

勝
利
す
る
自
信
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
内
乱
を
ひ
き

お
こ
す
か
と
述
べ
た
こ
と
な
ど
が
よ
う
や
く
外
に
伝
わ
っ
た
程
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度
で
あ
る
。
そ
れ
も
外
国
報
道
の
み
で
、
国
内
に
は
一
切
報
道

さ
れ
な
い
。
（
世
八
五
五
頁
）

3
－
3
　
多
様
性
の
概
括
的
認
識

　
「
い
ろ
い
ろ
」
「
さ
ま
ざ
ま
」
「
ま
ち
ま
ち
」
と
い
っ
た
種
類
が
多

い
と
い
う
こ
と
を
示
す
語
句
は
「
た
と
え
ぱ
」
と
い
う
反
問
を
生
み

や
す
い
。
こ
れ
ら
の
語
句
は
多
様
な
例
を
背
後
に
イ
メ
i
ジ
で
き
て

こ
そ
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
多
様
な
例
を
背
後
に
イ
メ
ー
ジ

で
き
る
の
は
書
き
手
の
側
だ
け
で
あ
っ
て
、
書
き
手
が
具
体
的
な
例

を
開
示
し
な
い
限
り
、
読
み
手
に
は
そ
う
し
た
多
様
な
例
を
知
り
え

な
い
か
ら
で
あ
る
。
㈹
で
は
、
「
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
」
で
種
類

が
多
い
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
が
具
体
的
な
例
の
開
示
を
予
測
さ
せ
て

い
る
。

　
屹
　
学
歴
と
い
う
点
か
ら
み
て
も
、
日
本
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
は
、

　
一
す
こ
ぶ
る
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
法
学
部
出
身
の
エ
コ
ノ
ミ

　
　
ス
ト
は
多
い
し
、
理
学
部
出
身
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
も
少
な
く
な

　
一
d
（
世
八
一
五
頁
）

3
－
4
　
相
違
の
概
括
的
認
識

　
違
う
と
い
う
こ
と
を
示
す
語
句
は
、

句
の
説
明
の
予
測
を
生
み
出

し
や
す
い
。
と
い
う
の
は
、
違
う
と
い
う
の
は
、
何
が
違
う
か
と
い

う
面
と
、
ど
う
違
う
か
と
い
う
面
が
あ
り
、
句
の
説
明
の
予
測
を
生

み
出
す
当
該
文
は
、
何
が
違
う
か
と
い
う
面
は
描
か
れ
て
い
て
も
、

ど
う
違
う
か
と
い
う
面
は
描
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ω
で
言

え
ぱ
、
工
場
の
内
部
と
外
が
違
う
こ
と
、
つ
ま
り
何
が
違
う
か
が
描

か
れ
て
い
る
だ
け
で
、
ど
う
違
う
と
い
う
こ
と
が
描
か
れ
て
い
な
い
。

そ
の
こ
と
が
「
ど
う
」
の
反
閲
を
誘
発
す
る
の
で
あ
る
。

　
σ
　
裏
門
か
ら
外
へ
出
た
と
き
、
そ
こ
は
工
場
の
内
部
と
全
く
異

な
っ
て
い
た
。

　
遠
く
聞
こ
え
て
い
た
人
と
物
の
ざ
わ
め
き
が
、
そ
こ
で
は
現
．

実
の
声
と
な
っ
て
交
錯
し
て
い
た
。
（
何
二
八
二
頁
一

3
－
5
　
変
化
の
概
括
的
認
識

　
変
わ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
語
句
も
、
違
う
と
い
う
こ
と
を
示
す

語
句
と
似
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
変
わ
る
と
い
う
の

は
、
何
が
変
わ
る
か
と
い
う
面
と
、
ど
う
変
わ
る
か
と
い
う
面
が
あ

り
、
句
の
説
明
の
予
測
を
生
み
出
す
当
該
文
は
、
何
が
変
わ
る
か
と

い
う
面
は
描
か
れ
て
い
て
も
、
ど
う
変
わ
る
か
と
い
う
面
は
描
か
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
⑧
で
は
、
公
共
事
業
が
票
に
結
び
つ
く
意
味

が
変
わ
っ
た
こ
と
は
わ
か
る
が
、
そ
の
意
味
が
ど
う
変
わ
っ
た
か
は
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わ
か
ら
ず
、
そ
の
た
め
、
ど
う
変
わ
っ
た
か
を
後
続
文
に
求
め
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

　
㈲
　
従
来
、
公
共
事
業
が
票
に
結
び
つ
く
の
は
、
道
路
や
橋
な
ど

　
　
の
「
出
来
あ
が
っ
た
物
」
自
体
に
対
す
る
謝
礼
と
い
う
意
味
あ

い
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
土
建
国
家
と
な
っ
た
今
は
、

表
面
的

に
は
相
変
わ
ら
ず
の
結
び
つ
き
に
見
え
て
、
そ
の
意
味
は
大
き

く
変
わ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
で
は
公
共
事
業
は

「
物
」
と
し
て
の
価
値
よ
り
も
、
生
活
の
基
礎
と
し
て
の
「
仕

事
」
と
し
て
の
値
打
ち
が
高
い
の
で
あ
る
。
一
世
九
一
九
頁
）

3
－
6
　
事
態
の
概
括
的
描
写

　
3
－
1
で
見
た
よ
う
に
事
態
の
概
括
的
認
識
は
形
容
詞
や
状
態
動

詞
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
説
明
す
る
事
態
の
概
括
的
描
写

は
出
来
事
を
表
す
動
詞
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
段
落
が
変
わ
っ
て
新

た
な
事
態
を
提
示
す
る
と
き
に
用
い
る
こ
と
が
多
く
、
ω
の
よ
う
に

動
詞
述
語
文
が
倒
置
に
よ
っ
て
名
詞
述
語
文
化
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

反
問
は
「
ど
の
よ
う
に
」
、
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
形
（
「
ど
ん
な
ふ

う
に
」
「
ど
の
よ
う
に
し
て
」
な
ど
）
で
誘
発
さ
れ
る
。

　
⑫
　
だ
が
、
ま
も
な
く
荘
重
な
儀
式
｛
H
葬
儀
｝
が
世
津
子
を
取

　
　
り
囲
む
だ
ろ
う
。
任
地
か
ら
呼
び
戻
さ
れ
た
夫
は
、
暗
い
地
下

　
室
で
妻
と
対
面
す
る
。
彼
の
同
僚
、
世
津
子
の
知
人
、
そ
し
て

　
二
人
の
親
族
が
屍
体
と
な
っ
た
世
津
子
の
ま
わ
り
に
集
ま
り
、

　
ま
た
あ
わ
た
だ
し
く
去
っ
て
行
く
。
彼
は
恐
ら
く
世
津
子
の
傍

　
で
、
夜
を
明
か
す
に
ち
が
い
な
い
。
出
棺
、
茶
毘
、
厳
か
な
読

　
経
、
弔
い
の
花
、
弔
い
の
音
楽
、
焼
香
。
彼
は
石
灰
に
な
っ
た

　
妻
包
抱
い
て
退
場
す
る
。
参
列
者
が
そ
の
後
に
つ
づ
く
。
人
気

　
な
い
葬
場
の
入
口
か
ら
、
手
拭
を
被
っ
た
清
掃
夫
が
現
わ
れ
る
。

　
祭
壇
に
近
づ
き
、
花
束
を
片
づ
け
は
じ
め
る
。
（
何
二
三
五
頁
）

㏄
近
代
経
済
学
者
の
発
言
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
も
っ
と
も

　
　
強
い
社
会
的
影
響
力
を
も
っ
た
の
は
、
昭
和
四
〇
年
前
後
の
こ

　
　
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
近
代
経
済
学
の
理
論
に
よ
っ
て
裏
う
ち
さ

　
　
れ
た
発
言
は
、
そ
の
当
時
の
「
常
識
」
か
ら
す
れ
ぱ
、
い
ち
い

　
　
ち
逆
説
的
な
含
み
を
も
っ
て
い
た
。
世
間
一
般
の
「
常
識
」
を

　
　
く
つ
が
え
す
、
経
済
学
者
の
発
言
は
、
人
び
と
の
耳
目
を
ひ
き

　
　
つ
け
、
そ
の
首
尾
一
貫
し
た
論
理
に
、
人
び
と
は
感
服
し
、

　
　
「
常
識
の
ウ
ソ
」
を
い
た
く
悟
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
世
八

　
　
一
九
頁
一

　
ま
た
、
「
役
割
を
果
た
す
」
や
「
影
響
を
及
ぼ
す
」
「
効
果
を
発
揮

す
る
」
と
い
っ
た
機
能
的
な
意
味
を
表
す
連
語
も
説
明
文
に
お
い
て

句
の
説
明
の
予
測
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
多
い
。
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ω
　
第
一
に
、

現
実
に
日
本
の
現
状
や
政
策
を
変
え
る
上
で
、

「
横
か
ら
の
入
力
」
由
H
海
外
か
ら
の
政
治
的
圧
力
｝
は
極
め
て

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
そ
の
効
果
を
発
揮
し
た
か
ら
で
あ
る
。
川
．
五
．

年
春
か
ら
ア
メ
リ
カ
議
会
で
数
多
く
提
出
ざ
れ
だ
．
保
護
主
義
．
法
，

案
の
圧
力
が
、
六
月
末
の
「
一
八
五
〇
品
目
の
関
税
下
げ
・
撤

廃
」
、
七
月
初
め
の
「
基
準
・
認
証
、
輸
入
手
続
き
改
善
」
「
政

府
調
達
」
と
い
っ
た
市
場
開
放
の
た
め
の
行
動
計
画
を
次
々
と

生
み
出
し
て
い
く
有
様
は
、
そ
の
現
実
の
効
果
は
と
も
か
く
と

し
て
、
何
が
日
本
の
政
治
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
源
泉
と
な
っ
て

い
る
か
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
た
。
一
〇
月
の
「
内
需
拡
大

に
関
す
る
政
策
」
以
後
も
、
内
需
拡
大
政
策
へ
の
外
圧
は
止
ま

る
と
こ
ろ
が
な
く
、
中
曾
根
内
閣
の
金
看
板
で
あ
る
財
政
再
建

の
死
命
を
制
す
る
の
は
国
内
か
ら
の
入
力
で
ば
が
．
ぐ
．
「
樹
が
．
引

の
入
力
」
で
あ
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
ピ

一
世
九
四
九
頁
一

3
－
7
　
行
動
の
概
括
的
描
写

　
事
態
の
概
播
的
描
写
と
同
様
に
、
動
詞
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
も
の

に
、
行
動
の
概
括
的
描
写
が
あ
る
。
や
は
り
、
段
落
が
変
わ
っ
て
新

た
な
事
態
を
提
示
す
る
際
に
よ
く
用
い
ら
れ
、
倒
置
に
よ
っ
て
名
詞

文
化
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
た
だ
し
、
反
問
が
「
ど
う
や
っ
て
」
で

誘
発
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
事
態
の
概
括
的
描
写
と
は
異
な
る
。

　
ω
　
た
と
え
ば
貧
し
い
青
年
と
娘
が
好
き
合
っ
た
と
き
、
ど
ん
な

　
　
贈
物
を
す
る
だ
ろ
う
か
。
物
は
贈
れ
な
く
と
も
、
言
葉
を
贈
る

　
　
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
あ
る
日
二
人
で
ど
こ
か
ヘ
ピ
ク
ニ
ッ

　
　
ク
に
い
く
。
美
し
い
山
が
あ
り
湖
が
あ
る
。
仮
に
　
　
こ
ん
な

　
　
言
葉
は
キ
ザ
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
1
青
年
が
恋
人

　
　
に
向
か
っ
て
、
「
今
日
の
こ
の
風
景
を
君
に
あ
げ
よ
う
」
と

　
　
言
っ
た
と
す
る
。
そ
の
言
葉
が
、
娘
に
と
っ
て
は
永
く
忘
れ
ら

　
　
れ
な
い
贈
物
と
し
て
心
に
残
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
う
る
こ

　
　
と
で
あ
る
。
（
世
七
八
三
頁
）

　
ま
た
、
あ
る
人
物
が
何
ら
か
の
動
作
を
し
て
い
る
こ
と
は
わ
か
っ

て
も
、
そ
れ
が
何
の
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
こ

と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
と
き
は
そ
の
人
物
の
動
作
が
概
括
的
に
描

か
れ
、
読
み
手
は
そ
の
動
作
の
内
実
を
後
続
文
に
予
測
す
る
こ
と
に

な
る
が
、
そ
の
場
合
、
反
間
が
、
「
ど
う
や
っ
て
」
と
い
う
、
あ
る

行
為
を
前
提
と
し
、
そ
の
行
為
の
手
段
や
方
法
を
問
う
も
の
で
は
な

く
、
「
何
を
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
、
行
為
そ
の
も
の
の
意
味
を

問
う
も
の
に
な
り
、
動
詞
に
表
れ
て
い
る
行
為
そ
の
も
の
が
ま
だ
未

分
化
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
両
者
は
区
別
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
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思
わ
れ
る
。

砂o
わ
れ
に
戻
る
と

麦
藁
帽
の
若
者
を
交
え
た
数
人
の
男
た
ち

　
　
が
、
死
体
の
積
み
重
ね
の
前
で
忙
し
く
立
ち
廻
っ
て
い
た
　
列

　
　
の
端
か
ら
五
つ
の
躰
が
無
造
作
に
持
ち
上
げ
ら
れ
る
と
、
そ
れ

　
　
ぞ
れ
の
穴
の
前
ま
で
、
引
き
ず
ら
れ
て
行
き
、
投
げ
こ
ま
れ
た
。

　
　
薪
を
抱
え
た
男
が
穴
の
ま
わ
り
を
行
き
来
し
な
が
ら
、
二
三
束

　
　
ず
つ
分
配
す
る
と
、
そ
の
後
に
続
く
男
が
、
す
で
に
死
体
に
ふ

　
　
り
か
け
て
あ
っ
た
枯
松
葉
に
素
早
く
点
火
し
て
廻
っ
た
。
一
何

　
　
一
四
二
頁
）

　
○
副
で
言
え
ぱ
、
「
忙
し
く
立
ち
廻
っ
て
い
た
」
と
い
う
動
作
の
内

実
が
、
死
体
を
燃
や
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
後
続

文
で
示
さ
れ
て
い
る
。

3
－
8
　
思
考
・
伝
達
行
為
の
概
括
的
描
写

　
恩
考
・
伝
達
行
為
の
概
括
的
描
写
は
、
行
動
の
概
括
的
描
写
に
準

じ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
誘
発
さ
れ
る
反
問
が
「
ど

う
や
っ
て
」
と
い
う
よ
り
「
ど
の
よ
う
に
」
と
い
う
点
で
異
な
る
点

で
区
別
で
き
る
。

ω
　
し
た
が
っ
て
し
ば
し
ば
、
日
本
の
状
況
を
罵
倒
し
、
武
士
道

　
の
限
界
も
指
摘
し
た
。
た
と
え
ば
後
考
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

　
　
記
し
て
い
る
。

　
　
ヨ
武
士
道
』
即
ち
日
本
の
道
徳
に
て
十
分
で
あ
る
、
こ
れ
は
キ

　
　
ヅ
．
刈
H
教
そ
の
者
よ
り
高
く
し
て
偉
大
で
あ
る
、
と
信
ず
る
こ

　
　
と
は
、
誤
謬
で
あ
る
。
そ
れ
は
此
世
の
一
つ
の
道
徳
に
す
ぎ
な

　
　
い
。
｛
中
略
｝
そ
の
美
し
さ
に
拘
ら
ず
、
そ
れ
は
万
邦
無
比
の

　
　
富
士
山
の
ご
と
く
で
あ
る
一
一
万
邦
無
比
で
あ
る
、
併
し
活
動

　
　
す
る
こ
と
な
き
死
火
山
で
あ
る
L
（
世
八
七
四
頁
）

　
な
お
、
ω
の
よ
う
な
、
思
考
・
伝
達
動
詞
の
文
に
お
い
て

「
5
を
」
や
「
㌔
と
」
の
よ
う
な
内
容
を
表
す
名
詞
や
引
用
句
が
省

略
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
格
成
分
の
省
略
と
考
え
、
本
稿
で
は
扱
わ

な
い
。
石
黒
（
二
〇
〇
一
c
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
⑯
あ
る
と
き
、
あ
る
学
生
が
私
に
一
φ
と
一
語
っ
た
。

　
　
「
私
の
知
ら
な
い
こ
と
ぱ
か
り
で
お
も
し
ろ
い
。
昔
の
歴
史
と

　
　
い
う
感
じ
ね
」
（
世
七
六
三
頁
一

3
－
9
　
事
態
の
不
定
的
認
識

　
事
態
の
不
定
的
認
識
と
は
、
3
－
6
｛
3
－
8
で
見
た
事
態
、
行
動
、

思
考
・
伝
達
行
為
の
概
括
的
描
写
の
反
問
部
分
が
「
ど
の
よ
う
に
」

「
ど
う
や
っ
て
」
「
何
を
し
て
い
る
」
の
よ
う
に
不
定
語
で
具
体
的
に

表
さ
れ
て
い
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
不
定
語
で
表
さ
れ
て
い
る
以
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上
、
後
続
文
で
必
ず
埋
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
予
測
が
義
務
的
と
い

う
点
で
他
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ω
で
は

「
ど
う
し
た
ら
」
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。

　
ω
　
や
は
り
私
た
ち
が
こ
う
だ
と
思
っ
て
い
る
日
本
と
、
外
国
か

　
　
ら
見
る
日
本
と
は
喰
い
ち
が
っ
て
い
る
ら
し
い
。
こ
の
喰
い
ち

が
い
を
ど
う
し
た
ら
小
さ
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

七
日
の
夜
の
B
B
C
や
八
日
の
ザ
・
サ
ン
デ
イ
・
タ
イ
ム
ズ
が

そ
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
そ
う
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
王
室
や

政
府
が
天
皇
の
国
葬
に
王
族
や
政
府
高
官
を
派
遣
し
た
い
と
い

う
意
向
を
洩
ら
し
た
途
端
、
ケ
ン
ケ
ン
ゴ
ウ
ゴ
ウ
の
議
論
が
始

ま
っ
た
の
だ
。
｛
中
略
｝
こ
の
よ
う
に
国
民
各
層
が
思
う
と
こ

ろ
を
存
分
に
述
ぺ
合
い
、
諸
外
国
の
動
き
も
勘
定
に
入
れ
つ
つ
、

ゆ
っ
く
り
と
議
論
を
し
ぼ
っ
て
行
く
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
少

し
ず
つ
譲
り
合
っ
て
結
論
を
出
す
。
ち
ょ
っ
と
美
化
し
す
ぎ
た

も
し
れ
な
い
が
、
天
皇
敬
慕
の
地
で
は
こ
ん
な
風
に
話
が
進
ん

で
行
く
よ
う
に
見
え
た
。
一
世
九
六
三
頁
一

3
－
1
0
　
一
般
的
事
態
の
提
示

　
動
詞
の
基
本
形
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
一
般
的
な
内
容
の
文
、
野
村

（
二
〇
〇
〇
）
の
い
う
と
こ
ろ
の
総
称
表
現
は
、
具
体
的
な
内
容
を

導
入
す
る
た
め
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
該

文
が
一
般
的
な
内
容
を
表
す
文
で
あ
れ
ぱ
、
そ
こ
で
「
た
と
え
ぱ
」

と
い
う
反
問
が
誘
発
さ
れ
、
後
続
文
に
は
そ
の
一
般
的
内
容
を
補
完

す
る
よ
う
な
具
体
的
な
例
が
来
る
こ
と
に
な
る
。

㈹
　
何
事
に
よ
ら
ず
こ
の
国
で
は
、
コ
ト
バ
が
ひ
と
り
歩
き
し
て

　
　
議
論
を
わ
か
り
に
く
く
す
る
。
「
国
連
中
心
主
義
」
ひ
と
つ
を

　
　
と
っ
て
も
、
そ
う
だ
っ
た
。
も
う
ひ
と
つ
だ
け
例
を
あ
げ
れ
ぱ
、

　
　
日
本
国
憲
法
を
悪
い
憲
法
だ
と
し
て
非
難
す
る
ひ
と
が
「
憲
法

　
　
を
タ
ブ
ー
に
す
る
な
」
と
い
う
に
至
っ
て
は
、
日
本
社
会
の
本

　
　
当
の
タ
ブ
ー
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
、
は
ぐ
ら
か

　
　
す
も
の
だ
っ
た
。
一
世
九
七
八
頁
一

　
動
詞
の
基
本
形
だ
け
で
な
く
、
「
こ
と
が
多
い
」
「
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
」
「
傾
向
が
あ
る
」
な
ど
の
形
態
で
文
の
一
般
性
が
保
証
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
あ
る
。
㈹
で
は
「
場
合
が
多
い
」
に
加
え
て
、
「
一
般

的
に
い
っ
て
」
も
文
の
一
般
性
を
保
証
す
る
よ
う
に
働
い
て
い
る
。

　
ω
　
一
般
的
に
い
っ
て
、
意
味
の
実
質
的
な
内
容
が
明
確
で
な
い
、

抽
象
的
概
念
的
宣
言
葉
だ
け
を
使
っ
て
議
論
し
て
も
不
毛
な
場

合
が
多
い
。
こ
の
こ
と
は
防
衛
問
題
に
つ
い
て
と
く
に
あ
て
は

ま
る
。
一
世
八
八
六
頁
）
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4
　
関
係
の
漢
然
性
に
よ
っ
て
生
じ
る
予
測

　
－
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
事
象
の
概
括
的
把
握
だ
け
で
な
く
、
関

係
の
漠
然
性
に
よ
っ
て
生
じ
る
句
の
説
明
の
予
測
も
あ
る
。
一
文
の

中
の
要
素
の
結
び
つ
き
が
漢
然
と
し
て
い
る
と
、
書
き
手
の
言
っ
て

い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
ら
ず
、
読
み
手
の
心
内
で
は
「
ど
う
い
う
こ

と
」
と
い
う
反
間
が
起
き
る
。
そ
の
場
合
、
大
き
く
は
、
書
か
れ
て

い
る
内
容
が
難
解
で
解
説
を
要
す
る
場
合
と
、
書
か
れ
て
い
る
内
容

が
比
楡
性
を
帯
び
て
い
て
説
明
を
要
す
る
場
合
と
に
分
か
れ
る
。
そ

こ
で
な
さ
れ
る
予
測
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
3
章
で
見
た
よ
う
な

当
該
文
を
具
体
化
し
、
そ
の
内
容
を
掘
り
下
げ
る
予
測
で
は
な
く
、

当
該
文
を
読
み
手
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
別
の
表
現
に
す
る
言
い

換
え
の
予
測
に
な
る
。

4
－
1
　
当
該
文
が
難
解

　
当
該
文
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
が
難
解
で
あ
る
と
、
読
み
手
に

と
っ
て
は
そ
の
内
容
を
漢
然
と
し
か
つ
か
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ

の
た
め
、
後
続
文
に
解
説
が
必
要
と
な
る
。
ω
で
は
、
「
緊
密
な
相

似
関
係
」
と
い
う
わ
か
り
に
く
い
表
現
が
「
し
っ
か
り
と
生
き
て
い

る
」
「
反
映
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
両
面
か
ら
言
い
換
え
ら
れ
る
こ

と
で
表
現
が
わ
か
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

90
く
り
か
え
し
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
人
の
コ
モ
ン
・
セ

ン
ス
と
経
済
学
の
理
論
と
は
、
緊
密
な
相
似
関
係
に
あ
る
。
経

済
理
論
の
A
B
C
は
、
ア
メ
リ
カ
人
の
日
常
生
活
の
な
か
に
、

し
っ
か
り
と
生
き
て
い
る
。
ま
た
逆
に
、
ア
メ
リ
カ
人
の
生
活

感
覚
そ
の
も
の
が
、
経
済
学
の
な
か
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
も

い
え
る
。
一
世
八
ニ
ハ
頁
）

4
－
2
　
当
該
文
が
比
職
的

　
個
々
の
要
素
が
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
要
素
の

結
び
つ
き
が
比
楡
的
で
あ
る
と
、
読
み
手
と
し
て
は
そ
の
内
容
を
明

確
に
つ
か
む
と
こ
ろ
ま
で
は
い
た
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
後
続
文
に

説
明
が
必
要
に
な
る
。
⑫
⑰
に
お
い
て
、
当
該
文
か
ら
「
わ
れ
わ
れ
が

使
っ
て
い
る
言
葉
は
海
面
に
出
て
い
る
ほ
ん
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
」

と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
が
、
海
面
に
出
て
い
な
い
部
分
が
何
か
は
わ

か
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
読
み
手
と
し
て
は
、
後
続
文
で
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
さ
れ
る
の
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
。

　
⑫
⑭
　
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
使
っ
て
い
る
言
葉
は
氷
山
の
一
角
だ

　
　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
氷
山
の
海
面
下
に
沈
ん
で
い
る
部
分
は

　
　
な
に
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
言
葉
を
発
し
た
人
の
心
に
ほ
か
な
ら
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（59）　句の説明の予測

　
　
ず
、
ま
た
そ
の
心
が
、
同
じ
く
言
葉
の
海
面
下
の
部
分
で
伝
わ

　
　
り
合
う
他
人
の
心
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
私
た
ち
が
用
い
て
い
る

　
　
言
葉
は
、
心
の
そ
う
い
う
深
部
を
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
ぴ
り
の
ぞ
か

　
　
せ
る
窓
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
の
ぞ
き

　
　
こ
み
な
が
ら
相
手
の
奥
ま
で
理
解
し
よ
う
と
た
え
ず
努
め
て
い

　
　
る
の
で
あ
る
。
（
世
七
八
七
頁
）

　
比
楡
と
い
う
も
の
は
事
象
を
概
括
的
に
と
ら
え
る
一
つ
の
方
法
で

あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
4
－
ー
の
書
か
れ
て
い
る
内
容
が
難
解
な
も

の
よ
り
も
、
3
章
の
事
象
の
概
括
的
把
握
に
近
い
と
恩
わ
れ
る
。

　
要
素
の
結
び
つ
き
が
比
楡
的
な
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
文
そ
の
も

の
の
意
味
が
比
楡
的
な
た
め
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
予
測
も
あ
る
。
⑰
D

の
場
合
、
文
そ
の
も
の
の
意
味
が
比
楡
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が

ク
ォ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ー
ク
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
。

　
ω
　
前
の
養
父
が
熱
心
に
探
し
廻
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
、
五
カ

月
ほ
ど
安
全
な
と
こ
ろ
へ
避
難
し
て
い
る
あ
い
だ
に
、
前
の
養

　
　
父
と
新
し
い
養
父
と
の
あ
い
だ
で
”
話
が
つ
い
た
・
と
き
い
た
。

　
　
金
銭
上
の
解
決
が
つ
い
て
、
こ
こ
で
も
、
彼
女
は
ふ
た
た
び
金

　
　
で
転
買
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
世
九
三
八
頁
一

　
ま
た
、
⑳
の
よ
う
な
象
徴
的
な
表
現
は
一
般
的
な
比
楡
よ
り
も
表

現
が
難
し
く
、
そ
の
意
味
で
4
－
1
の
書
か
れ
て
い
る
内
容
が
難
解

な
も
の
に
近
づ
い
て
い
く
。

〕22（
　
彼
に
よ
れ
ば
「
日
本
国
は
精
神
に
し
て
、
ソ
ー
ル
な
り
」

一
「
日
本
」
一
九
〇
一
年
一
で
あ
っ
た
。
日
本
の
存
在
の
根
源
と

い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
現
実
の
日
本
と
い
う
よ
り

内
村
に
よ
っ
て
思
わ
れ
た
日
本
、
「
理
想
」
化
さ
れ
た
日
本
で

あ
っ
た
。
（
世
八
七
四
頁
一

5
　
お
わ
り
に

　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
本
稿
の
主
張
は
以
下
の
よ
う
に
ま

と
め
ら
れ
る
。

　
　
①
句
の
説
明
の
予
測
に
は
、
事
象
の
概
括
的
把
握
に
よ
っ
て
生

　
　
　
じ
る
予
測
と
、
関
係
の
漠
然
性
に
よ
っ
て
生
じ
る
予
測
が
あ

　
　
　
る
。

　
　
②
事
象
の
概
括
的
把
握
に
よ
っ
て
生
じ
る
予
測
は
事
象
を
大
雑

　
把
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
予
測
で
あ
り
、
読
み
手

　
は
そ
の
具
体
的
に
掘
り
下
げ
ら
れ
た
内
容
を
後
続
文
に
期
待

　
す
る
。

③
関
係
の
漠
然
性
に
よ
っ
て
生
じ
る
予
測
は
一
文
の
中
の
要
素

　
の
結
び
つ
き
が
漢
然
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
予

　
測
で
あ
り
、
読
み
手
は
わ
か
り
や
す
く
言
い
換
え
ら
れ
た
内
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容
を
後
続
文
に
期
待
す
る
。

事
象
の
概
括
的
把
握
に
よ
っ
て
生
じ
る
予
測
、

関
係
の
漠
然
性
に
よ
っ
て
生
じ
る
予
測
、
そ
れ
ぞ
れ
の
下
位
類
型
は
左
の
よ
う
に
な
る
。

一
般
的
事
態
の
提
示

事
態
の
不
定
的
認
識

思
考
●
伝
達
行
為
の
概
括
的
描
写

行
動
の
概
括
的
描
写

事
態
の
概
括
的
描
写

変
化
の
概
括
的
認
識
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