
言
葉
の
力
と
「
生
き
る
」
こ
と
の
意
味

―
日
本
語
の
再
定
義
を
求
め
て

日
本
語
を
も
う
い
ち
ど
定
義
し
直
す
こ
と
、
こ
れ
が
、
近
代
の
果
て
、
大
転
換
の
時
代
に
求
め
ら
れ
て
い
る
―
―
そ
れ
が
、
二
〇

一
一
年
の
二
つ
の
大
き
な
出
来
事
・
東
京
電
力
福
島
原
発
事
故
の
惨
禍
と
『
古
典
基
礎
語
辞
典
』（
大
野
晋
）
の
出
版
が
指
し
示
し

た
こ
と
だ
っ
た
。

は
じ
め
に

私
は
日
本
主
義
と
は
次
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
日
本
列

島
弧
や
琉
球
列
島
弧
で
、
言
葉
を
つ
む
ぎ
命
を
つ
な
い
で
、
縄
文
時

代
か
ら
で
も
一
万
五
千
年
に
わ
た
っ
て
、
人
々
は
生
活
し
て
き
た
。

そ
の
暮
ら
し
の
な
か
で
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
生
き
る
か
た
ち
と
そ
の

こ
と
わ
り
、
そ
れ
を
後
に
定
義
す
る
よ
う
に
里
の
こ
と
わ
り
と
い
う

が
、
そ
れ
を
自
覚
的
に
取
り
出
し
、
そ
れ
に
学
び
そ
れ
を
人
生
の
土

台
と
し
て
、
今
日
の
転
換
期
を
生
き
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

そ
の
た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
日
本
語
の
再
定
義
と
い
う
問
題

を
考
え
た
い
。

考
え
る
力
の
衰
退

私
は
な
が
く
高
校
生
に
数
学
を
教
え
て
き
た
。
そ
し
て
「
わ
か
っ

て
、
に
っ
こ
り
」
が
授
業
の
原
点
で
あ
る
と
生
徒
た
ち
か
ら
教
え
ら

れ
た
。
人
は
「
あ
あ
、
そ
う
か
」
と
わ
か
れ
ば
に
っ
こ
り
し
、
そ
の

人
自
身
が
変
わ
る
。
そ
こ
に
喜
び
が
あ
る
。
こ
の
経
験
を
得
る
場
こ

そ
授
業
の
場
で
あ
る
。

教
育
と
は
、
そ
の
子
の
う
ち
に
あ
る
力
を
引
き
出
し
、
人
そ
の
も

の
を
育
て
る
こ
と
で
あ
る
。
一
人
一
人
の
人
間
を
開
花
さ
せ
る
。
そ

う
し
て
現
れ
た
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
力
は
、
け
っ
し
て
個
人
の
私
有

物
で
は
な
い
。
ど
ん
な
力
も
、
多
く
の
人
々
に
囲
ま
れ
育
ま
れ
て
は

じ
め
て
開
花
す
る
。
育
ま
れ
た
自
ら
の
力
は
、
育
て
て
く
れ
た
こ
の

世
間
に
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
人
を
育
て
、
人
に
支

え
ら
れ
る
世
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
立
場
で
高
校
生
に
接
し
痛
感
す
る
の
は
、
言
葉
の
力
の
衰
え

で
あ
る
。
言
葉
と
は
、
存
在
を
分
節
し
て
つ
か
む
こ
と
で
あ
り
、
同

時
に
、
考
え
る
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
ま
と
め
、
話
し
書

い
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
力
が
お
し
な
べ
て
弱
い
。
何
度
も
何

度
も
こ
の
事
実
に
出
会
っ
て
き
た
。

考
え
る
力
の
衰
退
と
い
う
現
実
に
出
会
う
こ
と
で
、
自
分
自
身
が
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高
校
時
代
、
現
代
日
本
語
へ
の
違
和
感
を
強
く
も
っ
て
き
た
こ
と
に

改
め
て
気
づ
い
た
。
そ
の
頃
読
ん
だ
哲
学
の
本
の
中
に
「
思
考
す

る
」
と
い
う
言
葉
が
何
度
も
出
て
き
た
。
し
か
し
高
校
生
の
自
分
に

は
「
思
考
す
る
」
と
は
ど
の
よ
う
に
頭
を
働
か
せ
る
こ
と
な
の
か
分

か
ら
な
か
っ
た
。「
思
う
」
は
分
か
る
。「
考
え
る
」
も
分
か
る
。
だ

が
「
思
考
す
る
」
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。
高
校
生
の
私
は
「
思
う
」

と
「
考
え
る
」
は
別
の
言
葉
だ
と
考
え
て
い
た
。

私
の
こ
と
を
ほ
ん
と
う
に
思
っ
て
い
る
の
。

そ
う
だ
よ
。

な
ら
、
も
っ
と
し
っ
か
り
考
え
て
よ
。

こ
の
対
話
は
、
思
う
こ
と
が
た
だ
ち
に
考
え
る
こ
と
で
は
な
い
こ

と
と
、
本
当
に
思
う
の
な
ら
考
え
る
は
ず
だ
、
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
別
の
言
葉
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
使
い
分
け
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
近
代
日
本
語
は
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
繋
い
で
「
思
考
す

る
」
と
い
う
言
葉
を
作
っ
た
。
こ
れ
は
英
語
の
「th

in
k

」
等
の
翻

訳
に
用
い
る
た
め
の
漢
字
造
語
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
用
い
て
き
た

日
本
語
に
根
ざ
し
た
言
葉
で
は
な
い
。

か
つ
て
ド
イ
ツ
に
留
学
し
た
日
本
の
哲
学
徒
の
部
屋
の
掃
除
に

来
た
メ
ー
ド
が
、
窓
を
あ
け
る
と
き
に
「au

fh
eb

en

」
と
言
っ
た
。

「a
u
fh
eb

en

」
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
基
礎
概
念
で
「
止
揚
す
る
」
と

訳
し
て
い
る
。
そ
れ
で
「
ド
イ
ツ
で
は
メ
ー
ド
ま
で
こ
ん
な
哲
学
語

を
使
う
の
か
」
と
感
心
し
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
逆

で
「a

u
fh
eb

en

」
は
誰
も
が
使
う
日
常
語
な
の
だ
。
そ
れ
を
抽
象
し

て
基
幹
の
言
葉
に
育
て
た
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
な
の
だ
。

ド
イ
ツ
に
学
ぶ
の
な
ら
、
何
よ
り
こ
の
よ
う
な
日
常
語
と
哲
学
語

の
関
係
を
こ
そ
学
ぶ
べ
き
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
近
代
日
本
は
、
西
洋

の
知
の
肝
心
な
と
こ
ろ
は
学
ば
ず
、
結
果
の
み
を
漢
字
語
を
作
っ
て

移
入
し
た
。
こ
こ
に
近
代
日
本
語
の
基
本
問
題
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
近
代
日
本
語
の
あ
り
方
に
こ
そ
、
高
校
生
の
考
え
る

力
が
弱
い
根
源
が
あ
る
。
こ
こ
を
何
と
か
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
高

校
生
の
言
葉
の
力
が
衰
え
る
一
方
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
日
本

語
は
次
の
時
代
に
は
人
間
の
言
葉
と
し
て
の
役
割
を
果
た
せ
な
い
の

で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
に
思
い
至
っ
た
。

な
ら
ば
こ
の
問
題
を
ほ
り
さ
げ
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は

言
葉
の
専
門
家
や
教
育
に
か
か
わ
る
も
の
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。

言
葉
の
意
味
を
自
覚
し
て
問
い
、
そ
し
て
言
葉
を
い
つ
く
し
む
こ
と

が
、
一
人
一
人
の
日
常
の
営
み
と
し
て
根
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
う
い
う
文
化
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
な
ら
、
言
葉
の

素
人
が
言
葉
に
向
き
あ
う
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
。
こ
れ
が
私
が
言

葉
に
か
か
わ
る
根
拠
で
あ
っ
た
。

人
間
と
言
葉

人
間
は
音
節
の
あ
る
言
葉
を
も
つ
。
そ
し
て
言
葉
に
よ
っ
て
協
働

し
て
命
を
つ
な
ぐ
生
命
で
あ
る
。
人
を
し
て
人
と
し
て
い
る
言
葉
、

そ
れ
を
そ
の
人
の
「
固
有
の
言
葉
」
と
言
お
う
。
こ
こ
で
言
う
「
言

葉
」
は
、「
日
本
語
」
と
い
う
よ
う
に
全
体
を
示
す
と
き
も
、
個
々
の
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い
わ
ゆ
る
単
語
や
文
な
ど
を
示
す
と
き
も
あ
る
。
あ
え
て
同
じ
「
言

葉
」
と
い
う
言
葉
で
表
す
。
そ
れ
は
、
言
葉
の
立
ち
現
れ
る
場
を
大

切
に
し
、
現
れ
る
も
の
を
言
葉
と
表
す
か
ら
で
あ
る
。

で
は
こ
の
日
本
語
を
、
も
う
い
ち
ど
人
間
の
言
葉
と
し
て
甦
ら
せ

る
た
め
の
基
礎
作
業
は
何
か
。

第
一
は
、
基
本
的
な
言
葉
の
再
定
義
で
あ
る
。
こ
れ
を
経
な
け
れ

ば
立
ち
か
え
る
べ
き
根
拠
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
ゆ

く
か
ら
で
あ
る
。
言
葉
は
、
言
葉
の
構
造
を
支
え
る
根
の
あ
る
言
葉

か
ら
、
必
要
な
言
葉
を
定
義
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
近
代
日
本
語
は
そ
の
よ
う
に
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、

い
わ
ゆ
る
こ
と
わ
り
の
言
葉
が
高
校
生
に
と
っ
て
内
か
ら
の
言
葉
と

な
り
が
た
く
、
納
得
し
た
論
証
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
は
、
一
万
五
千
年
以
上
前
に
さ
か
の
ぼ
る
縄
文
文
明
、
三
千

年
前
に
は
じ
ま
る
弥
生
文
明
、
そ
の
混
成
語
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き

た
日
本
語
は
、
言
葉
と
し
て
の
構
造
と
、
そ
の
構
造
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
る
も
の
の
見
方
考
え
方
を
も
っ
て
い
る
。
再
定
義
を
通
し
て
そ

れ
を
自
覚
的
に
取
り
出
し
て
ゆ
く
。

時
代
は
近
代
日
本
語
の
見
直
し
を
求
め
て
い
る

日
本
語
を
も
う
い
ち
ど
定
義
し
、
大
転
換
の
時
代
を
に
日
本
語
と

そ
の
言
葉
で
生
き
る
人
々
が
甦
る
。
そ
れ
が
、
近
代
の
果
て
に
お
い

て
、
い
ま
歴
史
が
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
次
の
二
つ
の
事

実
が
そ
れ
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。

第
一
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
の
東
京
電
力
福
島
原
子
力
発
電
所
核

惨
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
近
代
日
本
の
結
末
と
し
て
起
こ
っ
た
惨
事
で

あ
り
、
今
後
ま
す
ま
す
惨
事
で
あ
る
こ
と
が
明
確
と
な
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
の
核
惨
事
は
、
日
本
語
の
こ
と
わ
り
と
断
絶
し
た
近
代

漢
字
造
語
に
支
え
ら
れ
た
日
本
国
の
官
僚
制
を
中
心
と
す
る
無
責
任

体
制
が
生
み
だ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
の
り
こ
え
る
た
め
に

は
、
近
代
日
本
語
を
こ
の
核
惨
事
と
い
う
経
験
を
通
し
て
再
点
検
し

再
構
成
す
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
同
じ
二
〇
一
一
年
十
月
『
古
典
基
礎
語
辞
典
』
が
発
刊

さ
れ
た
。
編
集
者
の
故
大
野
晋
先
生
は
、
弥
生
時
代
の
日
本
語
は
、

タ
ミ
ル
語
が
縄
文
時
代
の
言
葉
と
出
会
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
日
本
語
と
日
本
列
島
弧
の
文
明
が
、

い
か
に
深
く
タ
ミ
ル
語
と
そ
れ
と
と
も
に
も
た
ら
さ
れ
た
水
田
耕
作

稲
作
技
術
に
依
拠
し
て
い
る
か
と
い
う
事
実
は
、
歴
史
的
真
理
で
あ

る
。『
古
典
基
礎
語
辞
典
』
が
こ
の
東
電
核
惨
事
の
後
に
世
に
出
た

こ
と
は
、
偶
然
と
は
い
え
、
そ
こ
に
大
き
な
歴
史
的
必
然
性
を
見
出

す
こ
と
が
出
来
る
。

以
上
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
東
電
核
惨
事
に
い
た
る
近
代
の
経
験

を
、『
古
典
基
礎
語
辞
典
』
に
照
ら
し
あ
わ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日

本
語
を
再
定
義
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
た
。

言
葉
を
定
義
す
る
と
い
う
の
は
、
人
生
の
経
験
と
し
て
学
ん
だ
言

葉
の
意
味
や
意
義
を
、
辞
書
を
通
し
て
古
人
の
用
法
と
照
ら
し
あ
わ

せ
た
う
え
で
、
も
う
い
ち
ど
自
分
の
言
葉
で
書
き
直
す
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
を
、
言
葉
を
拓
き
耕
す
こ
と
と
言
お
う
。
一
つ
一
つ
の
言
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葉
を
味
わ
い
、
相
互
に
そ
の
意
味
を
書
き
定
め
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、

ど
ん
な
こ
と
も
、
み
ず
か
ら
納
得
で
き
る
ま
で
そ
の
根
拠
を
問
う
。

こ
れ
が
、
言
葉
を
拓
き
耕
す
営
み
で
あ
る
。

日
本
語
の
構
造
を
定
め
る
言
葉

ま
ず
「
構
造
」
の
意
味
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
構
」
と
は
「
か
ま
え
」
で
あ
り
、「
造
」
と
は
「
つ
く
り
」
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
も
の
の
現
れ
か
た
（
型
）
と
、
そ
の
も
の
の

つ
く
ら
れ
か
た
（
方
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
「
か
た
」
も
「
こ
と
」

で
あ
り
、「
も
の
」
の
二
つ
の
側
面
と
し
て
の
「
こ
と
」
が
、
構
造

の
意
味
で
あ
る
。

日
本
語
の
構
造
と
い
う
と
き
、
ま
ず
日
本
語
と
し
て
と
ら
え
た
言

葉
の
全
体
が
あ
る
。
そ
し
て
言
葉
の
構
造
と
は
、
そ
の
言
葉
の
か
ま

え
と
つ
く
り
と
し
て
、
考
え
ら
れ
る
。

日
本
語
は
「
て
に
を
は
」
に
集
約
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
辞
」
と
、

も
の
に
対
応
し
て
そ
れ
を
分
節
す
る
言
葉
と
し
て
の
「
詞
」
か
ら
で

き
て
い
る
。「
辞
」
は
文
の
構
造
を
定
め
る
言
葉
で
あ
り
、「
詞
」
は

そ
れ
ぞ
れ
意
味
を
も
ち
、「
辞
」
と
合
わ
せ
て
文
の
意
味
を
定
め
る
。

「
辞
」
も
「
詞
」
も
「
こ
と
ば
」
と
訓
じ
る
。

日
本
語
の
仕
組
み
は
、「
辞
」
と
い
く
つ
か
の
基
本
的
な
「
詞
」
に

よ
っ
て
定
ま
る
。
そ
れ
ら
は
日
本
語
の
構
造
を
規
定
す
る
言
葉
で
あ

る
。
そ
れ
で
、
そ
れ
ら
の
言
葉
を
構
造
の
言
葉
と
い
う
。
同
時
に
構

造
の
言
葉
は
、
世
界
を
ど
の
よ
う
な
枠
組
で
つ
か
む
か
を
定
め
る
。

世
界
を
分
節
し
て
切
り
取
る
う
え
で
基
本
と
な
る
言
葉
で
あ
る
。

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
は
、
言
葉
の
構
造
の
な
か
に
位
置
を
も

ち
、
そ
の
諸
関
係
で
は
じ
め
て
意
味
が
定
ま
る
。
言
葉
の
意
味
は
、

そ
の
構
造
上
の
位
置
を
基
本
に
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
言
葉
に
こ
め
ら

れ
た
人
間
の
経
験
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
言
葉
は
豊
か

に
な
っ
て
ゆ
く
。

構
造
の
言
葉
が
言
葉
の
土
台
で
あ
る
。
こ
の
土
台
に
長
い
歴
史
の

な
か
で
積
み
あ
げ
ら
れ
て
き
た
人
間
の
智
慧
が
蓄
え
ら
れ
て
い
る
。

人
間
は
、
日
常
の
言
葉
を
抽
象
し
洗
練
し
結
晶
さ
せ
て
新
た
な
言
葉

を
生
み
出
し
思
想
を
組
み
立
て
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り

構
造
語
か
ら
く
み
上
げ
ら
れ
た
思
想
で
な
け
れ
ば
、
言
葉
の
力
は

な
い
。

構
造
と
無
縁
に
翻
訳
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
り
、
外
国
語
を
そ
の

ま
ま
音
で
写
し
た
単
語
や
言
い
回
し
は
そ
の
位
置
を
構
造
の
中
に
も

つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
は
そ
の
意
味
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
す
べ
て
の
新
た
な
単
語
や
言
い
回
し
は
、
構
造
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
て
い
る
基
本
的
な
言
葉
か
ら
定
義
さ
れ
、
新
た
な
位
置
を
持

ち
意
味
が
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
明
確
な
言
葉
と
は
な
り
え
な
い
。

近
代
日
本
語
は
言
葉
を
内
部
か
ら
定
め
な
か
っ
た
。
翻
訳
の
た
め

に
漢
字
語
を
作
り
出
し
、
最
終
的
な
意
味
の
定
義
は
外
国
語
に
求
め

て
終
わ
り
に
し
、
そ
れ
も
面
倒
に
な
れ
ば
カ
タ
カ
ナ
や
横
文
字
を
中

に
は
め
込
ん
で
済
ま
す
こ
と
で
、
固
有
の
言
葉
を
育
て
な
か
っ
た
。

漢
字
に
は
、
長
い
漢
字
文
明
の
歴
史
が
あ
る
。
日
本
語
は
、
縄
文

の
時
代
も
弥
生
の
時
代
も
、
な
が
く
文
字
を
も
た
ず
、
漢
字
文
明
と
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は
離
れ
て
熟
成
し
て
き
た
。
だ
か
ら
ま
た
、
日
本
語
に
と
っ
て
は
音

読
み
し
た
漢
字
語
も
ま
た
内
在
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
ま
ま
で
は

異
物
で
あ
る
。

同
じ
異
物
な
ら
音
訳
の
洋
語
の
ほ
う
が
簡
明
だ
し
見
栄
え
が
す

る
、
そ
れ
が
今
の
流
れ
で
あ
る
。
学
術
か
ら
思
想
、
政
治
、
そ
し
て

日
常
の
言
葉
ま
で
、
こ
の
風
潮
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
。

や
ま
と
こ
と
ば

日
本
語
の
「
構
造
の
言
葉
」
は
い
わ
ゆ
る
「
や
ま
と
こ
と
ば
」
と

重
な
る
部
分
が
あ
る
。「
や
ま
と
こ
と
ば
」
と
言
わ
れ
る
言
葉
を
含

む
。
で
は
な
ぜ
「
や
ま
と
こ
と
ば
」
と
言
わ
な
い
の
か
。
理
由
は
二

つ
あ
る
。

第
一
、「
や
ま
と
こ
と
ば
」
と
い
う
言
葉
に
は
、「
日
本
の
古
来
の

言
葉
」「
本
来
の
日
本
語
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の

よ
う
な
言
葉
の
存
在
は
仮
説
で
し
か
な
い
。「
本
来
の
日
本
語
」
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
在
の
日
本
語
総
体
の
な
か
で
の
相
互
関
係

に
お
い
て
よ
り
基
本
的
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
の
み
が
あ
る
。

「
や
ま
と
こ
と
ば
」
と
い
う
考
え
方
か
ら
は
自
由
に
、
世
界
の
構

造
を
切
り
と
る
言
葉
で
あ
り
、
日
本
語
の
構
造
を
定
め
る
言
葉
と
い

う
意
味
で
「
構
造
日
本
語
」
と
い
う
考
え
方
を
す
る
。
従
来
や
ま
と

こ
と
ば
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
語
群
を
含
む
基
本
語
を
、
構
造

日
本
語
と
し
て
と
ら
え
直
し
再
定
義
す
る
。

第
二
、
構
造
日
本
語
は
生
き
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
語
を
固
有
の

言
葉
と
す
る
も
の
が
現
代
日
本
語
と
向
き
あ
い
吟
味
し
日
本
語
の
な

か
で
の
構
造
的
な
位
置
づ
け
を
確
定
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
言
葉
は
新
た
に
構
造
日
本
語
に
加
わ
る
。「
や
ま
と
こ
と
ば
」
は

固
定
さ
れ
て
い
る
。
経
験
に
よ
っ
て
言
葉
を
再
定
義
し
、
骨
格
と
な

る
言
葉
を
広
げ
深
め
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
運
動
過
程
に
よ
っ
て
変

化
し
て
い
く
基
本
語
、
こ
れ
が
構
造
日
本
語
で
あ
る
。

定
義
は
言
葉
の
い
の
ち

日
本
語
の
構
造
を
定
め
、
ま
た
構
造
か
ら
定
義
さ
れ
る
基
本
語
、

つ
ま
り
構
造
語
に
つ
い
て
、
構
造
か
ら
定
義
さ
れ
る
そ
の
こ
と
を
、

基
本
語
相
互
の
関
係
と
し
て
つ
か
み
な
お
す
。
そ
れ
を
言
葉
の
内
在

的
定
義
と
い
う
。

言
葉
の
意
味
を
「
本
来
の
日
本
語
」
と
か
あ
る
い
は
「
農
業
協
同

体
の
言
葉
」
と
か
現
代
日
本
語
の
外
に
帰
結
さ
せ
な
い
。
外
在
的
説

明
は
必
要
に
応
じ
て
述
べ
る
が
、
定
義
を
文
明
論
に
置
き
換
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
語
源
も
ま
た
本
質
的
で
は
な
い
。
ま
た
、
縄
文

語
や
あ
る
い
は
タ
ミ
ル
語
に
由
来
す
る
か
ど
う
か
も
本
質
的
で
は
な

い
。
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
再
定
義
の
営
み
に
お
け
る
参
考
資
料
で
あ

る
。
こ
の
資
料
は
重
視
す
る
が
、
本
質
で
は
な
い
。

言
葉
は
生
き
て
い
る
。
言
葉
の
意
味
を
深
く
構
造
か
ら
再
定
義
し

て
ゆ
く
こ
と
自
体
が
言
葉
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
構
造
語
の
定
義
は

現
在
の
日
本
語
に
対
し
て
な
さ
れ
る
。
現
在
の
日
本
語
を
そ
の
構
造

と
意
味
に
お
い
て
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
構
造
と
意
味
を
吟
味
し
再
定
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義
す
る
。
固
有
の
言
葉
に
よ
っ
て
固
有
の
言
葉
を
対
象
化
し
て
ゆ
く

営
み
そ
の
も
の
で
あ
る
。

世
界
は
固
有
の
文
化
が
と
も
に
輝
く
深
い
普
遍
の
場
を
め
ざ
す
。

そ
の
場
こ
そ
文
明
の
新
し
い
段
階
で
あ
る
。
西
洋
に
端
を
発
す
る
近

代
文
明
は
自
ら
を
乗
り
越
え
、
新
し
い
世
界
文
明
に
な
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
多
極
化
を
経
て
、
そ
の
う
え
で
極
を
超
え
て
、
新
し
い

人
類
的
な
場
と
し
て
の
文
明
に
至
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
一
大
転
換
期
、
こ
れ
が
現
代
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
転
換
は

言
う
は
易
く
為
す
は
難
い
こ
と
こ
の
う
え
な
く
、
す
べ
て
は
未
だ
可

能
性
に
過
ぎ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
転
換
は
必
然
で
あ
る
。

固
有
の
言
葉
の
再
訓
は
こ
の
転
換
の
時
代
に
不
可
欠
で
あ
る
。

日
本
語
の
来
歴

こ
れ
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
そ
も
そ
も
こ
の
日
本
語
は
ど
の
よ

う
な
歴
史
の
言
葉
な
の
か
。
こ
こ
で
そ
れ
を
再
確
認
し
た
い
。

一
万
五
千
年
前
に
は
じ
ま
る
縄
文
時
代
は
、
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
系
を

基
礎
に
各
地
に
三
内
丸
山
遺
跡
の
よ
う
に
文
明
が
成
立
し
て
い
た
。

そ
し
て
、
黒
曜
石
の
分
布
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
交
易
も
ま
た
盛
ん
で

あ
り
、
東
ア
ジ
ア
の
大
陸
沿
岸
沿
い
に
、
遠
く
イ
ン
ド
大
陸
に
お
よ

ん
で
い
た
。

紀
元
前
一
千
年
頃
の
ア
ー
リ
ア
人
の
イ
ン
ド
大
陸
進
出
に
よ
っ
て

ド
ラ
ビ
ダ
人
が
拡
散
し
日
本
列
島
に
も
至
っ
た
。
水
田
耕
作
と
鉄
器

が
タ
ミ
ル
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
多
く
の
今
に
連
な
る
言
葉

も
ま
た
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
弥
生
の
文
明
が
始
ま
っ
た
。

こ
の
言
葉
が
縄
文
語
と
混
成
す
る
。
そ
の
過
程
の
な
か
に
、
紀
元

前
の
数
百
年
、
揚
子
江
沿
岸
部
の
呉
や
越
か
ら
、
日
本
列
島
へ
幾
重

に
も
海
の
民
の
移
住
が
お
こ
な
わ
れ
、
小
国
家
を
形
成
し
た
。
そ
し

て
混
成
語
と
し
て
の
日
本
語
が
熟
成
し
た
。

こ
の
う
え
に
さ
ら
に
一
〜
六
世
紀
に
か
け
て
、
漢
の
後
の
中
国
大

陸
の
動
乱
に
あ
わ
せ
て
遼
東
半
島
や
朝
鮮
半
島
か
ら
新
た
な
支
配

者
、
天
皇
家
の
祖
先
に
連
な
る
人
々
、
あ
る
い
は
邪
馬
台
国
の
よ
う

に
ま
た
別
の
系
統
の
人
々
が
移
住
し
た
。
彼
ら
は
黄
河
文
明
と
の
つ

な
が
り
を
も
つ
大
陸
文
明
の
人
で
あ
っ
た
。

縄
文
の
言
葉
と
弥
生
の
言
葉
が
出
会
い
熟
成
し
て
一
つ
の
混
成
語

を
生
み
だ
す
の
に
千
年
以
上
の
と
き
が
必
要
だ
っ
た
。
平
安
の
時
代

か
ら
再
び
千
年
の
時
を
へ
て
江
戸
末
か
ら
明
治
期
の
西
洋
と
の
出
会

い
で
あ
る
。
そ
こ
で
近
代
日
本
語
の
試
行
錯
誤
と
苦
し
み
が
は
じ
ま

る
。
近
代
日
本
語
の
前
提
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
混
成
と
熟
成
の
と

き
が
あ
っ
た
こ
と
を
お
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

近
代
の
漢
字
造
語
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
あ
る
言
葉
の
生

き
た
力
が
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
果
て
に
東
大
話
法
と
い

わ
れ
る
官
僚
言
葉
が
あ
る
。
そ
し
て
つ
い
に
東
電
核
惨
事
に
至
っ
た
。

里
の
こ
と
わ
り

で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
か
ら
の
活
路
を
求
め
る
も
の
は
、
塗
り
込
め

ら
れ
封
じ
込
め
ら
れ
た
日
本
語
の
い
の
ち
を
解
き
は
な
ち
、
現
代
に
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甦
ら
せ
る
こ
と
を
基
礎
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
観
点
か

ら
、
い
く
つ
か
の
言
葉
を
吟
味
し
た
い
。

日
本
列
島
の
歴
史
を
踏
ま
え
、
今
日
こ
こ
に
住
む
も
の
の
生
き
方

を
考
え
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
な
が
く
こ
の
列
島
弧
に
住
み
、
そ
の
風

土
と
と
も
に
育
ん
で
き
た
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
、
も
う
い
ち
ど

取
り
出
し
、
時
代
に
応
じ
て
そ
れ
を
深
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
よ
う
な
わ
れ
わ
れ
の
人
生
観
や
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
「
里
の

こ
と
わ
り
」
と
言
お
う
。
そ
の
骨
格
を
な
す
言
葉
を
、
こ
こ
で
取
り

あ
げ
よ
う
。

さ
とま

ず
里
を
改
め
て
定
義
す
る
。「
さ
と
（
里
）」
は
接
頭
語
の
「
さ
」

と
「
と
こ
ろ
」
を
表
す
「
と
」
よ
り
な
る
。「
さ
」
は
「
さ
つ
き
（
皐

月
）」、「
さ
お
と
め
（
早
乙
女
）」、「
さ
な
え
（
早
苗
）」、「
さ
み
だ

れ
（
五
月
雨
）」
の
「
さ
」
で
あ
り
、
み
ず
み
ず
し
い
い
の
ち
の
満
ち

て
い
る
こ
と
を
表
す
。「
と
」
は
「
や
ま
と
（
山
の
霊
威
が
あ
ら
わ

れ
る
と
こ
ろ
）」、「
み
な
と
（
水
の
霊
威
が
あ
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
）」

の
よ
う
に
場
を
表
す
。

「
さ
と
」
は
い
の
ち
の
霊
威
が
あ
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
い
う
。
つ

ま
り
、
人
が
生
ま
れ
育
ち
、
生
活
し
、
い
の
ち
を
つ
な
ぐ
と
こ
ろ
の

意
で
あ
る
。
後
に
そ
こ
を
出
た
者
は
、
育
っ
た
里
を
、
心
の
拠
り
所

と
し
て
「
ふ
る
さ
と
（
古
里
、
故
郷
）」
と
い
う
。「
こ
と
―
わ
り
」

の
意
味
は
、「
こ
と
」
の
意
味
を
考
え
た
う
え
で
後
で
定
義
す
る
。
こ

こ
で
は
、
里
に
つ
た
え
ら
れ
そ
こ
に
住
む
も
の
の
生
き
方
、
そ
の
形

そ
し
て
そ
の
仕
組
み
を
表
す
も
の
と
す
る
。

里
の
こ
と
わ
り
を
慈
し
み
、
そ
れ
を
今
に
生
か
す
。
こ
の
心
が
世

の
在
り
方
を
変
え
て
ゆ
く
力
で
あ
り
、
こ
の
心
を
欠
く
な
ら
ば
、
何

ご
と
を
な
さ
ん
と
し
て
も
そ
れ
は
根
な
し
草
で
あ
る
。

も
の宇

宙
空
間
と
し
て
の
「
ま
（
間
）」
と
、
大
地
と
し
て
の
「
な
（
地
）」、

つ
ま
り
「
ま
な
」、
こ
れ
が
世
界
で
あ
る
。
こ
の
「
ま
な
」
は
「
も

の
」
か
ら
な
る
。「
も
の
」
が
あ
る
こ
と
で
「
ま
な
」
が
あ
る
。

「
ひ
と
」
は
「
も
の
」
の
「
こ
と
」
を
「
か
た
る
」
が
、「
も
の
」

そ
の
も
の
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
の
は
、
ひ
と
の
ち
か
ら

で
か
え
ら
れ
な
い
定
め
で
あ
り
、
き
ま
り
の
根
拠
で
あ
る
。

こ
の
言
葉
は
、
タ
ミ
ル
語m

an

に
起
源
を
も
つ
。
タ
ミ
ル
語
は

世
の
定
め
や
決
ま
り
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
が
縄
文
語
と
混
成

す
る
な
か
で
熟
成
し
た
。

「
も
の
」
は
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
定
め
で
あ
り
、
人
の
世
の

定
め
ま
で
す
べ
て
を
つ
つ
む
。
定
め
、
き
ま
り
の
意
味
の
タ
ミ
ル
語

が
、
熟
成
し
、
意
味
が
深
ま
り
、
定
め
や
き
ま
り
の
根
拠
と
し
て
、

人
が
見
る
こ
と
が
で
き
る
す
べ
て
の
も
の
を
「
も
の
」
と
い
う
。
さ

ら
に
思
い
を
か
け
る
す
べ
て
の
も
の
を
「
も
の
」
と
い
う
。
見
た
り

思
っ
た
り
す
る
そ
の
視
線
に
あ
る
も
の
が
、「
も
の
」
で
あ
る
。

「
も
の
」
を
「
も
の
」
と
し
て
と
ら
え
る
の
は
、「
見
る
」
働
き
、
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あ
る
い
は
「
思
う
」
働
き
で
あ
る
。
そ
し
て
見
た
も
の
の
こ
と
を
言

葉
で
切
り
取
る
、
つ
ま
り
考
え
る
。
逆
に
こ
の
認
知
作
用
が
成
立
す

る
も
の
す
べ
て
が
「
も
の
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
一
義
で
あ
る
。

諸
々
の
こ
と
が
生
起
す
る
土
台
に
あ
る
「
も
の
」
は
、
人
の
力

の
外
に
あ
り
人
が
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
か
ら
既
定
の
事

実
、
避
け
が
た
い
さ
だ
め
、
さ
ま
ざ
ま
の
規
範
な
ど
を
表
す
。
し

か
し
ま
た
「
も
の
」
は
人
に
対
し
て
無
関
係
に
存
在
す
る
の
で
は
な

く
、
逆
に
人
と
の
関
係
に
お
い
て
つ
か
ま
れ
、
人
を
ひ
き
つ
け
る
と

と
も
に
、
ひ
き
つ
け
て
は
な
さ
な
い
力
の
あ
る
存
在
で
あ
る
。
こ
れ

が
第
二
義
で
あ
る
。

「
も
の
」
は
、
物
と
心
を
切
り
離
す
二
元
論
の
「
物
」
と
は
異

な
り
、「
思
い
」
と
切
り
離
さ
れ
な
い
。「
も
の
」
は
そ
の
も
の
へ
の

「
思
い
」
を
引
き
起
こ
し
、
見
る
者
の
い
の
ち
に
関
わ
る
力
あ
る
も

の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
も
の
」
は
人
に
働
き
か
け

る
。
も
の
自
体
が
人
が
恐
怖
し
畏
怖
す
る
対
象
と
な
る
。
こ
の
意
義

を
吟
味
し
、
こ
こ
に
蓄
え
ら
れ
た
先
人
の
智
慧
に
注
目
し
よ
う
。

「
も
の
」
は
確
か
に
あ
る
。
見
た
り
思
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
が
「
も
の
」
で
あ
る
。
す
べ
て
も
の
は
人
と
係
わ
り
、
人
と

係
わ
る
一
切
が
も
の
で
あ
る
。
も
の
と
は
思
い
を
よ
せ
る
方
に
あ
る

す
べ
て
の
も
の
を
い
う
。「
も
の
」
を
「
も
の
」
と
し
て
と
ら
え
る

の
は
、
ま
ず
「
見
る
」
働
き
、
あ
る
い
は
「
思
う
」
働
き
で
あ
る
。

そ
し
て
見
た
も
の
を
言
葉
に
切
り
取
り
名
づ
け
る
。
逆
に
こ
の
認
知

の
営
み
が
成
立
す
る
す
べ
て
の
も
の
が
「
も
の
」
で
あ
る
。
思
う
こ

と
に
よ
っ
て
も
の
と
し
て
切
り
取
ら
れ
名
づ
け
ら
れ
て
も
の
が
成
立

す
る
。
こ
れ
が
も
の
で
あ
る
。

も
の
は
そ
れ
自
体
で
存
在
し
て
い
る
。
人
が
も
の
に
思
い
を
か

け
、
も
の
の
こ
と
を
考
え
る
の
は
な
ぜ
可
能
か
。
そ
れ
は
そ
こ
に
、

も
の
が
確
か
に
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
も
の
で
あ

る
。
そ
の
も
の
は
、
諸
々
の
こ
と
が
生
起
す
る
土
台
に
あ
り
、
人
の

力
の
外
に
あ
り
、
存
在
を
な
く
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

も
の
は
も
の
自
身
の
力
で
動
い
て
い
る
。
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人

が
も
の
を
思
う
の
は
、
実
は
も
の
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
は
じ
め
て
起

こ
る
。
も
の
は
人
間
を
つ
か
む
。
ひ
き
つ
け
て
は
な
さ
な
い
力
の
あ

る
存
在
で
あ
る
。

こ
と「

も
の
」
の
「
か
た
」
を
「
こ
と
」
と
い
う
。

世
界
と
し
て
の
「
ま
な
」
は
「
も
の
」
か
ら
な
る
。「
ま
な
」
を

「
つ
く
る
」
そ
の
「
か
た
」
が
「
こ
と
」
で
あ
る
。
ひ
と
は
そ
れ
を

「
こ
と
」
と
し
て
と
ら
え
、
言
葉
を
つ
け
る
。

も
の
の
集
ま
り
が
一
つ
の
型
と
し
て
括
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
括
ら

れ
た
ま
と
ま
り
を
ひ
と
は
「
こ
と
」
と
し
て
つ
か
む
。《
無
秩
序
で

あ
っ
た
》
も
の
の
な
か
に
意
味
を
見
出
し
、
一
つ
の
「
か
た
（
型
）」

に
と
ら
え
る
と
き
、
そ
の
か
た
を
分
節
し
た
言
葉
を
「
こ
と
」
と
い

う
。
こ
れ
が
「
こ
と
」
の
原
義
で
あ
る
。

こ
の
言
葉
は
、
タ
ミ
ル
語katan

に
起
源
を
も
つ
。
定
め
や
義
務

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
が
熟
成
し
た
。
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「
こ
と
」
は
日
本
語
で
も
っ
と
も
基
本
に
な
る
言
葉
で
、
そ
の
意

味
は
深
く
大
き
い
。
人
に
と
っ
て
こ
の
世
は
、
動
き
、
生
き
、
響
き

あ
い
、
輝
き
、
生
ま
れ
死
に
、
興
り
滅
び
し
て
い
る
。
そ
れ
を
人
は

「
こ
と
」
の
は
た
ら
き
と
し
て
つ
か
む
。「
こ
と
」
は
、
人
が
自
ら
の

諸
活
動
と
自
ら
が
生
き
る
場
所
に
生
起
す
る
内
容
を
つ
か
も
う
と
す

る
と
き
、
の
べ
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。

「
こ
と
」
そ
の
も
の
は
言
葉
に
な
ら
な
い
。
山
の
光
景
に
わ
れ
を

忘
れ
、
職
人
が
制
作
に
没
頭
し
全
精
神
を
傾
け
て
仕
事
に
打
ち
込
ん

で
い
る
と
き
、
人
は
「
こ
と
」
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
に
か

え
り
反
省
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
と
き
、
体
験
し
た
こ
と
を
言
葉
に
す

る
。
直
接
の
出
会
い
か
ら
「
こ
と
」
を
経
て
、
概
念
の
把
握
へ
転
化

す
る
。
事
実
と
し
て
の
存
在
が
本
質
と
し
て
の
存
在
に
転
化
す
る
。

つ
ま
り
「
こ
と
」
は
、「
こ
と
（
の
）
は
（
端
、
葉
）」
と
し
て

の
「
言
葉
」
に
現
実
化
す
る
。「
は
」
は
言
葉
を
意
味
す
る
タ
ミ
ル

語vay

に
由
来
す
る
。「
こ
と
」
そ
れ
自
体
は
、「
言
葉
」
で
は
な

い
。「
言
葉
」
は
「
こ
と
」
の
現
実
の
形
で
あ
っ
て
「
こ
と
」
そ
の

も
の
で
は
な
い
。「
こ
と
」
は
「
言
葉
」
が
成
立
す
る
土
台
で
あ
り
、

「
言
葉
」
に
つ
か
ま
れ
る
以
前
の
本
質
を
指
し
示
す
（
指
し
示
そ
う

と
す
る
）
言
葉
で
あ
る
。

「
く
ち
」
の
古
形
「
く
つ
」
の
か
た
る
内
容
が
「
こ
と
」
で
あ
る
。

「
く
つ
」
は
「
く
つ
わ
〔
く
つ
（
口
）
わ
（
輪
）〕
の
意
」
に
残
っ

て
い
る
。
こ
と
ば
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
秩
序
な
も
の
が
ま
と

ま
り
「
こ
と
」
が
成
立
す
る
。
で
は
「
う
ち
な
あ
ぐ
ち
（
沖
縄
語
）」

と
い
う
よ
う
に
「
く
ち
」
は
言
葉
の
意
味
で
あ
る
。

「
も
の
」
の
世
界
に
意
味
を
見
い
だ
し
、
こ
れ
を
一
つ
の
「
こ
と
」

と
し
て
つ
か
む
。
こ
の
と
き
、「
こ
と
」
と
し
て
「
つ
か
む
」「
私
」

が
確
立
す
る
。
ま
た
、「
こ
と
と
し
て
つ
か
む
」
と
き
に
、
意
味
を

成
立
さ
せ
る
「
と
き
」
が
生
ま
れ
る
。「
時
」
の
成
立
で
あ
る
。「
こ

と
」
と
し
て
つ
か
ま
れ
た
内
容
は
、
人
に
は
「
時
間
的
に
経
過
す
る

一
連
の
出
来
事
」
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
統
括
し
て
つ

か
む
作
用
が
人
間
の
認
知
行
為
で
あ
る
。

「
も
の
」
と
「
こ
と
」
は
取
り
違
え
る
こ
と
な
く
使
わ
れ
る
。
意

味
を
い
ち
い
ち
判
断
し
て
使
う
の
で
は
な
く
、
発
話
者
の
意
図
と
言

葉
が
一
体
に
な
っ
て
い
る
か
ら
「
も
の
」「
こ
と
」
は
正
し
く
使
わ
れ

る
。
日
本
語
の
構
造
と
言
葉
の
意
識
が
一
体
に
な
っ
て
い
る
。「
も

の
」
の
世
界
を
一
つ
の
「
こ
と
」
と
し
て
つ
か
む
の
は
人
の
認
知
作

用
の
根
幹
で
あ
る
。
言
葉
と
い
う
も
の
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
を
言

葉
に
し
た
言
葉
が
「
こ
と
」
で
あ
る
。

「
こ
と
」
は
事
実
の
発
見
の
意
識
を
表
現
し
、「
も
の
」
は
個
人

の
力
の
及
ば
な
い
も
の
の
存
在
を
表
現
し
て
い
る
。「
も
の
」
が
世

界
を
「
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
切
り
と
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、「
こ

と
」
は
世
界
に
耳
を
傾
け
「
き
く(

聞
く
、
聴
く)

」
こ
と
に
よ
っ
て

言
葉
と
し
て
つ
か
ま
れ
る
。

こ
と
わ
り

こ
と
（
言
）
を
わ
る
（
割
る
）
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
と
な
る
こ
と
。

こ
と
を
わ
っ
て
人
が
知
っ
た
そ
の
も
の
の
こ
と
。
こ
と
を
わ
っ
て
開
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か
れ
た
よ
り
深
い
こ
と
。
こ
れ
が
こ
と
わ
り
で
あ
る
。

「
こ
と
」
は
、
生
々
流
転
す
る
世
界
を
一
つ
の
ま
と
ま
り
で
切
り

取
り
つ
か
む
作
用
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
内
容
そ
の
も
の
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
「
こ
と
わ
り
」
は
、
つ
か
ん
だ
「
も
の
の
道
理
」、
も
の

に
内
在
す
る
道
理
を
意
味
す
る
。
も
の
は
人
の
意
の
ま
ま
に
は
な
ら

な
い
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
と
わ
り
は
人
の
力
で
は
支
配
し
動

か
す
こ
と
の
で
き
な
い
条
理
、
す
じ
道
、
も
意
味
す
る
。

こ
と
を
割
る
こ
と
は
人
間
が
生
き
て
ゆ
く
こ
と
そ
の
も
の
で
あ

る
。
生
き
て
ゆ
く
こ
と
は
い
ず
れ
に
せ
よ
一
つ
一
つ
の
困
難
と
向
き

あ
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。「
も
の
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
人
生

の
厳
格
さ
を
聴
き
と
り
、
そ
れ
を
自
己
の
生
き
方
に
表
す
、
そ
れ
が

「
こ
と
を
割
る
」
こ
と
で
あ
る
。
人
生
と
は
こ
と
わ
り
の
人
生
だ
と

い
う
こ
と
も
ま
た
、
人
生
の
厳
格
さ
で
あ
る
。

世
界
は
い
き
い
き
と
輝
き
運
動
を
続
け
て
い
る
。
人
間
も
ま
た
こ

の
世
界
の
な
か
で
い
っ
と
き
輝
き
そ
し
て
生
を
終
え
て
も
の
に
か
え

る
。
そ
の
い
っ
と
き
を
「
い
の
ち
あ
る
」
と
き
と
い
う
。
い
の
ち
あ

る
と
き
、
そ
れ
を
生
き
る
と
い
う
。
人
が
生
き
る
内
実
は
、「
こ
と
」

の
内
に
入
っ
て
「
こ
と
」
を
つ
か
み
、
人
生
を
動
か
し
て
い
く
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
営
み
を
「
こ
と
を
わ
る
」
と
い
う
。
人
生
と
は
「
こ

と
を
わ
る
」
営
み
そ
の
も
の
で
あ
る
。
里
は
こ
と
を
わ
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
こ
と
わ
り
の
智
恵
を
つ
た
え
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

「
こ
と
わ
り
」
は
「
こ
と
わ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
」
の
よ

う
な
用
法
を
仲
立
ち
に
し
て
、
拒
絶
す
る
と
い
う
意
味
ま
で
拡
が
っ

た
。
家
や
村
や
な
ど
の
内
で
「
こ
と
」
を
荒
立
て
る
こ
と
は
、
日
常

生
活
の
流
れ
を
断
ち
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
つ
ま
り
「
こ
と

を
わ
る
」
こ
と
で
あ
り
、
日
常
生
活
を
「
断
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
協

働
の
場
の
慣
習
的
な
任
務
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
が
「
こ
と
わ
り
」

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
日
常
生
活
を
「
断
つ
」
こ
と
を
意
味
す
る
漢

字
が
当
て
ら
れ
た
。

人
の
い
の
ち
の
い
と
な
み
そ
れ
自
身
が
「
こ
と
わ
り
」
で
あ
り
、

さ
ら
に
そ
の
う
え
で
の
「
語
ら
い
」
で
あ
る
。
人
が
生
き
る
と
い
う

こ
と
は
何
か
し
ら
「
こ
と
」
を
荒
立
て
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

対
の
言
葉

「
も
の
が
な
る
」
の
で
あ
り
、「
こ
と
を
す
る
」
の
で
あ
る
。「
も

の
を
思
う
」
の
で
あ
り
、「
こ
と
を
考
え
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
対
に
な
っ
た
言
葉
が
日
本
語
の
骨
格
を
つ
く
っ
て
い
る
。
こ

こ
ま
で
き
て
、
私
の
高
校
時
代
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

お
も
う
（
思
う
）

も
の
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
、
心
が
そ
の
も
の
の
上
に
よ
る
こ
と
を

「
お
も
う
（
思
う
）」
と
い
う
。
も
の
に
思
い
を
よ
せ
、
そ
の
も
の
の

こ
と
を
考
え
る
。
思
う
と
き
、
考
え
、
こ
と
が
生
ま
れ
る
。
思
う
と

考
え
る
は
二
つ
で
は
じ
め
て
、
ま
こ
と
の
心
の
働
き
と
な
る
。

「
お
も
う
」
は
「
う
む
（
生
む
）」
か
ら
転
じ
た
こ
と
ば
で
あ
り
、

「
生
む
」
こ
と
が
起
こ
る
根
拠
と
な
る
行
為
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

タ
ミ
ル
語om

p
-u

（
熟
考
す
る
、
心
を
集
中
す
る
）
に
由
来
す
る
。
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思
う
こ
と
は
創
造
の
源
で
あ
る
。
そ
の
思
う
行
為
が
な
ぜ
生
じ
る

か
。
そ
れ
は
「
も
の
が
人
を
惹
き
つ
け
る
」
か
ら
で
あ
る
。
も
の
が

人
を
惹
き
つ
け
と
ら
え
る
と
き
、
人
は
も
の
を
思
う
。
惹
き
つ
け
ら

れ
て
い
る
そ
の
人
の
心
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
、
惹
き
つ
け
ら
れ
た
状

態
の
人
の
意
識
と
そ
の
内
容
を
「
思
い
」
と
い
う
。

思
う
は
、
具
体
的
に
は
、
自
己
の
内
に
、
恋
・
思
慕
・
恨
み
・
感

慨
・
望
み
・
想
像
・
執
念
・
予
想
・
心
配
な
ど
を
じ
っ
と
避
け
が

た
く
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
思
う
こ
と
は
単
に
あ
る
感
情
な
ど

を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。「
思
う
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
」、

「
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
「
思
う
」
と
い
う

言
葉
の
意
味
が
あ
る
。

「
も
の
」
と
心
は
こ
の
よ
う
に
互
い
に
交
感
し
響
き
あ
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
「
思
う
」
が
と
ら
え
る
世
界
で
あ
る
。「
思
い
」
は
「
思
う
」

の
連
用
形
の
名
詞
化
と
し
て
「
思
う
」
と
い
う
心
の
働
き
、
ま
た

「
思
う
」
内
容
を
表
す
。
人
の
力
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
く
て
「
思

わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
こ
と
が
本
質
的
な
意
味
で
あ
る
。
人
の
内

部
に
生
ま
れ
た
そ
の
「
思
い
」
は
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
じ
っ
と
心
中

に
置
け
ば
「
思
い
」
の
ま
ま
で
あ
る
。

か
ん
が
え
る
（
考
え
る
）

古
形
は
「
か
む
が
ふ
」
で
あ
り
、「
か
む
」
は
、「
か
み
（
神
）」

を
根
拠
に
協
同
体
を
「
結
ぶ
」
こ
と
で
あ
り
、「
が
ふ
」
は
「
向
か

う
」
の
意
味
。
つ
ま
り
は
協
同
体
を
結
ぶ
場
で
「
向
か
う
」
こ
と
で

あ
る
。「
か
む
」
は
タ
ミ
ル
語kam

u

に
由
来
す
る
。

そ
の
「
か
み
（
神
）」
の
「
か
」
は
「
あ
り
か
」
や
「
す
み
か
」
の

「
か
」
と
同
じ
く
人
が
働
く
根
拠
と
し
て
の
場
と
、
そ
れ
を
成
り
立

た
せ
て
い
る(

結
ぶ)

も
の
、
つ
ま
り
協
同
体
を
ま
と
め
る
は
た
ら

き
そ
の
も
の
、
こ
れ
が
「
か
み
」
の
基
層
の
意
味
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
二
つ
揃
っ
て
真
と
す
る
日
本
語
の
な
か
で
、「
考
え

る
」
は
「
思
う
」
を
対
の
言
葉
と
し
て
熟
成
し
た
。

も
の
と
も
の
と
を
つ
き
あ
わ
せ
、
も
の
の
こ
と
を
わ
る
（
分
析
・

判
断
す
る
）
こ
と
。「
考
え
る
」
こ
と
は
次
の
三
つ
の
段
階
の
総
体

で
あ
る
。

第
一
に
、
こ
の
世
界
の
あ
る
範
囲
の
も
の
の
集
ま
り
を
一
つ
の

「
こ
と
」
と
し
て
と
ら
え
る
。
第
二
に
、「
こ
と
」
と
し
て
つ
か
ん
だ

中
に
あ
る
も
の
と
も
の
を
つ
き
あ
わ
せ
、
そ
の
関
係
を
調
べ
る
。
第

三
に
、「
こ
と
」
の
仕
組
み
、
つ
ま
り
こ
と
の
内
部
の
構
造
を
知
る
。

「
考
え
る
」
の
連
用
形
の
名
詞
化
と
し
て
「
考
え
」
は
、
考
え
た
結

果
の
内
容
を
表
す
。

「
思
う
」
と
「
考
え
る
」
は
別
の
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
う
え
で
、

「
思
う
」
と
「
考
え
る
」
の
二
つ
が
そ
ろ
っ
て
は
じ
め
て
「
真
（
ま
）」

と
な
る
。
一
方
を
欠
い
て
は
真
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
が
日
本
語

の
こ
と
わ
り
で
あ
る
。

い
き
と
い
の
ち

「
い
き
」
は
「
お
き
」
の
母
音
交
換
形
。「
お
き
」
は
「
お
く
（
起
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く
）」
の
根
拠
で
あ
る
。
も
の
が
お
き
る
の
が
い
き
の
は
た
ら
き
。
も

の
が
お
き
る
の
は
そ
れ
が
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
い
の
ち
」
の
根
源
を
「
い
き
」
と
い
う
。
こ
れ
が
「
生
き
」
と

「
息
」
に
分
か
れ
た
。「
生
き
る
」
は
「
い
き
」
が
は
た
ら
く
状
態
に

「
い
る
」
こ
と
で
あ
る
。
い
の
ち
を
い
の
ち
と
す
る
こ
の
根
元
的
な

働
き
が
い
き
で
あ
る
。

い
の
ち
の
「
い
」
は
食
べ
物
。「
の
」
の
動
作
形
は
「
ぬ
」
で
大

地
（「
な
」）
か
ら
も
の
を
得
る
こ
と
。
つ
ま
り
「
い
ぬ
」
は
生
き
る

う
え
で
の
糧
を
得
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
行
為
が
な
さ
れ
る
場
で
あ

り
、
ま
た
そ
の
行
為
の
主
も
表
す
。
こ
の
よ
う
に
﹇in

﹈
は
「
い
ね

（
稲
）」、「
い
の
ち
（
命
）」、「
い
の
り
（
祈
り
）」
な
ど
に
共
通
の
不

変
部
。「
ち
」
は
「
霊
（
ち
）」
と
も
書
か
れ
、
手
の
行
為
を
起
こ
さ

せ
る
大
元
を
示
し
て
い
る
。

も
の
が
糧
を
得
て
生
成
発
展
す
る
こ
と
が
、
生
き
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
こ
の
と
き
そ
の
も
の
の
こ
と
を
「
い
き
も
の
」
と
い
う
。
い

き
る
こ
と
の
根
拠
と
し
て
の
は
た
ら
き
、
そ
れ
が
い
の
ち
で
あ
る
。

い
の
ち
は
も
の
の
一
つ
の
存
在
形
式
。「
も
の
」
が
「
い
き
」
に

よ
り
「
い
き
も
の
」
と
な
る
。
そ
の
こ
と
を
「
い
の
ち
」
と
い
う
。

「
も
の
」
が
「
い
き
」
を
根
幹
に
し
て
「
も
の
―
こ
と
―
い
き
」
の
三

位
一
体
構
造
に
お
い
て
存
在
す
る
と
き
、
こ
の
存
在
を
「
い
の
ち
」

と
い
う
。

「
い
の
ち
あ
る
」
と
い
う
そ
の
「
い
の
ち
」
そ
の
も
の
は
こ
と
ば

に
な
ら
な
い
。
世
界
が
、
動
き
、
生
き
、
響
き
あ
い
、
輝
き
、
生
ま

れ
死
に
、
興
り
滅
び
し
て
い
る
。
そ
れ
は
い
の
ち
の
発
現
で
あ
る
。

人
間
が
い
の
ち
あ
る
の
も
ま
た
い
の
ち
の
発
現
で
あ
る
。
人
間
が
生

ま
れ
、
そ
し
て
帰
っ
て
い
く
大
元
で
あ
り
、
人
間
に
さ
ち
を
贈
る
大

元
で
も
あ
る
。

い
の
ち
は
深
い
。
い
の
ち
の
発
現
は
、
つ
ね
に
、
こ
と
を
わ
る
は

た
ら
き
と
い
う
形
で
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
れ
が
人
間
の
存
在
の
基
本

構
造
で
あ
る
。

人
の
い
の
ち
が
は
た
ら
く
と
き
、
そ
の
と
こ
ろ
で
、
こ
と
は
言
葉

と
な
る
。
い
の
ち
は
、
と
き
で
あ
り
、
世
界
の
輝
き
で
あ
り
、
世
界

の
意
味
で
あ
る
。
も
の
は
た
が
い
に
こ
と
わ
り
を
や
り
と
り
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
と
も
に
は
た
ら
く
場
に
お
い
て
「
こ
と
わ
り
あ
う
」。

「
語
り
あ
い
」、「
語
ら
い
」
で
あ
る
。
も
の
が
語
ら
う
、
こ
れ
が
世

界
で
あ
る
。
も
の
が
語
ら
い
響
き
あ
う
と
き
、
そ
の
こ
と
そ
の
も
の

と
し
て
こ
と
わ
り
は
ひ
ら
か
れ
る
。

も
の
の
内
部
の
語
ら
い
、
も
の
の
あ
い
だ
の
語
ら
い
、
こ
の
語
ら

い
こ
そ
が
内
部
か
ら
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
語
ら
う
こ
と
に
よ
っ

て
も
の
は
よ
り
高
く
ま
た
広
い
と
こ
ろ
に
立
つ
。
問
題
自
身
の
な
か

か
ら
解
決
の
道
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
人
も
ま
た
、
語
ら
い

に
よ
っ
て
、
独
り
よ
が
り
な
思
い
こ
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
語
ら
い

こ
そ
世
界
を
動
か
す
ち
か
ら
で
あ
る
。

ひ
と「

ひ
と
」
の
「
ひ
」
は
「
ひ
（
霊
）」
と
お
な
じ
。「
と
」
は
「
と

（
処
）」、
つ
ま
り
場
所
を
意
味
す
る
。「
ひ
と
」
は
い
の
ち
の
根
拠
で
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あ
る
「
ひ
（
霊
）」
が
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
。
こ
れ
が
日
本
語
が
人
間

を
つ
か
ん
だ
原
初
の
形
で
あ
る
。

こ
の
世
界
を
生
成
す
る
い
の
ち
の
根
拠
が
こ
の
世
界
に
現
れ
る
あ

り
方
。
そ
れ
が
人
で
あ
る
。
近
代
に
い
た
り
、
労
働
し
言
語
を
も
つ

生
命
と
し
て
人
が
「
人
間
」
と
し
て
再
発
見
さ
れ
た
。
そ
し
て
今

日
、
近
代
の
人
間
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
て
い
る
。

人
が
生
き
て
は
た
ら
く
こ
と
は
、
も
の
と
ひ
と
と
の
こ
と
わ
り
あ

い
そ
の
も
の
で
あ
り
、
世
界
と
の
語
ら
い
で
あ
る
。
人
が
こ
の
世
界

で
一
定
の
あ
い
だ
生
き
る
こ
と
自
体
、
こ
と
わ
り
で
あ
る
。
い
の
ち

あ
る
も
の
と
し
て
の
人
は
世
界
か
ら
も
の
を
受
け
と
り
生
き
る
。
そ

れ
が
は
た
ら
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
直
接
の
も
の
の
や
り
と
り
、

つ
ま
り
直
接
生
産
の
は
た
ら
き
こ
そ
、
い
の
ち
の
根
元
的
な
は
た
ら

き
で
あ
り
、
そ
の
場
で
こ
そ
も
っ
と
も
い
の
ち
が
響
き
あ
い
輝
く
。

人
と
人
は
こ
と
を
わ
り
あ
い
力
を
あ
わ
せ
て
は
た
ら
く
。
つ
ま
り
、

人
は
語
ら
い
協
同
し
て
は
た
ら
く
、
つ
ま
り
協
働
す
る
こ
と
で
人
に

な
る
。

ひ
と
は
資
源
で
は
な
い

今
日
、
日
本
で
は
「
人
的
資
源
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
。

中
央
教
育
審
議
会
は
一
九
七
〇
年
代
「
人
的
資
源
の
開
発
」
を
言
い

は
じ
め
、
そ
れ
が
今
日
に
続
い
て
い
る
。「
人
的
資
源
」
と
は
生
産

活
動
に
必
要
な
労
働
力
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
を
人
と
し
て
育
て

る
教
育
か
ら
、
人
を
資
源
と
し
て
使
え
る
よ
う
に
す
る
教
育
へ
の
転

換
が
は
か
ら
れ
て
き
た
。
教
育
を
生
産
活
動
の
一
部
と
す
る
考
え
方

が
表
面
化
す
る
。

も
と
よ
り
近
代
の
学
校
制
度
は
、
産
業
技
術
を
習
得
し
た
人
の
育

成
を
目
的
に
し
て
い
る
。
そ
の
時
代
の
文
明
と
そ
れ
を
支
え
る
技
術

を
習
得
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
人
が
何
ら
か
の
生
産
に
つ
な
が

る
こ
と
は
、
人
の
存
在
条
件
そ
の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
仕
事
を
求

め
る
人
す
べ
て
に
仕
事
を
保
障
す
る
。
そ
れ
は
人
の
尊
厳
を
尊
重
す

る
と
い
う
こ
と
だ
。

「
人
的
資
源
」
と
い
う
考
え
方
が
い
き
わ
た
る
こ
と
で
、
こ
の
関

係
は
逆
転
さ
せ
ら
れ
、
正
面
か
ら
人
間
は
「
資
源
」
で
あ
る
と
い
う

主
張
が
行
わ
れ
は
じ
め
た
。

し
か
し
、
人
間
は
資
源
で
は
な
い
。
人
そ
の
も
の
と
し
て
、
ま
じ

め
に
働
き
、
も
の
を
大
切
に
し
、
隣
人
同
僚
、
生
き
と
し
生
き
る
も

の
、
た
が
い
に
助
け
あ
っ
て
生
き
て
ゆ
く
。
そ
れ
が
里
の
こ
と
わ
り

の
教
え
る
人
の
あ
り
方
で
あ
る
。
経
済
は
人
間
に
と
っ
て
目
的
で
は

な
い
。
あ
く
ま
で
方
法
で
あ
る
。

現
実
に
も
、
経
済
を
第
一
と
す
る
世
の
あ
り
方
に
対
し
、
協
働
の

力
で
人
を
第
一
と
す
る
世
を
求
め
る
動
き
は
、
ま
す
ま
す
深
く
広

が
っ
て
い
る
。
経
済
原
理
か
ら
人
間
原
理
へ
、
世
界
は
い
ま
大
き
な

転
換
期
の
黎
明
期
に
あ
る
。

た
み「

た
み
（
民
）」
の
語
る
言
葉
こ
そ
が
本
当
の
「
こ
と
」
で
あ
る
。
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つ
ま
り
「
ま
こ
と(

真
言)

」
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
「
民
」
が
働
く

人
で
あ
り
、
実
際
に
自
然
と
交
わ
る
人
で
あ
り
、
人
間
が
存
在
す
る

形
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。「
た
み
」
は
万
葉
集
に
も
出
る
古
い

言
葉
で
あ
る
が
、
「
田
―
人
（
臣
）」「
た
―
お
み
」
か
ら
来
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
田
で
働
く
も
の
を
い
う
言
葉
で

あ
る
。

「
田
」
と
は
何
か
。「
た
」
は
「
た
か
ら(

宝)

」、「
た
か
い(

高

い)

」、「
た
か
い(
貴
い)

」
な
ど
と
と
も
に
、「
た
か
」
を
共
通
に
す

る
。「
た
か
」
は
「
得
難
い
立
派
な
」
を
意
味
し
た
。「
田
ん
ぼ
」
は

泥
田
、
水
田
を
指
す
。
紀
元
前
九
〜
十
世
紀
の
頃
、
タ
ミ
ル
人
が
日

本
列
島
に
も
ち
こ
ん
だ
技
術
で
あ
る
。
稲
作
そ
の
も
の
は
縄
文
時
代

か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
タ
ミ
ル
人
が
も
ち
こ
ん
だ
の
は
技
術
と
し
て

の
水
田
耕
作
で
あ
る
。
栽
培
さ
れ
た
稲
そ
の
も
の
は
在
来
種
で
あ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。
水
田
で
な
い
耕
作
地
は
「
は
た
（
畑
）」
と
い

う
が
、
後
に
「
田
」
は
乾
田
も
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
た
が
や
す(

耕
す)

」
は
、「
も
の
」
の
で
き
る
「
場
」
で
あ
る

「
田
」
を
「
返
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
の
が
な
る
よ
う
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。「
た
か
へ
す
」
が
古
形
、「
田
を
返
す
」
か
ら
来
る
。
作

物
を
作
る
た
め
に
田
畑
を
掘
り
起
こ
し
、
す
き
返
し
て
土
を
柔
ら
か

に
す
る
。

人
間
の
営
み
と
は
、
場
を
耕
す
こ
と
に
よ
っ
て
も
の
が
成
る
よ
う

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
「
も
の
」
を
直
接
に
は
作
ら
な
い
。

「
田
」
を
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
豊
に
「
な
る
」
よ
う
に
す
る
。「
耕
す
・

人
」
と
「
場
の
・
田
」
と
そ
し
て
「
そ
こ
に
な
る
・
も
の
」
の
三
者

の
相
互
関
係
が
労
働
、
ひ
い
て
は
人
間
の
営
み
の
基
本
的
な
型
で
あ

る
。
民
と
は
「
耕
す
人
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
葉
を
通
し
た
協
働

に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
人
間
の
基
本
的
な
あ
り
方
が
、
日
本
語
の
構
造
の
な

か
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

生
活
の
な
か
で
言
葉
の
意
味
を
問
う
こ
と

以
上
で
も
っ
と
も
基
本
的
な
言
葉
を
再
定
義
し
た
。
こ
と
ば
を
取

り
出
し
、
も
う
い
ち
ど
そ
の
意
味
を
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
営
み

が
、
人
々
の
日
々
の
生
活
の
一
部
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
文
化
が
根
づ
く
こ
と
が
、
こ
の
転
換
の
時
代
の
内
実
で
あ

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

言
葉
に
お
い
て
深
く
根
づ
く
人
々
こ
そ
、
言
葉
を
こ
え
て
結
ば
れ

る
。
日
本
語
の
こ
と
わ
り
に
お
い
て
考
え
、
生
き
ん
と
す
る
も
の
が

い
る
か
ぎ
り
、
希
望
は
あ
る
。
新
た
な
世
の
形
が
で
き
る
ま
で
に
は
、

さ
ら
に
困
難
な
段
階
を
踏
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
そ
こ
に
人
間
の

再
生
が
あ
る
。
日
本
近
代
百
五
十
年
の
苦
悩
は
新
し
い
時
代
の
肥
や

し
で
あ
り
糧
で
あ
り
、
新
し
い
時
代
の
深
い
普
遍
の
礎
で
あ
る
。

私
は
以
上
の
よ
う
に
考
え
、
定
義
を
積
み
あ
げ
て
き
た
。
そ
の
跡

は
、
青
空
学
園
に
お
か
れ
た
「
日
本
語
定
義
集
」（
こ
の
語
で
検
索
）

を
見
ら
れ
た
い
。
現
在
お
よ
そ
、
百
五
十
語
を
再
定
義
し
て
い
る
。
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