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（
一
八
）

藤
原
浩
史
氏
「
平
安
和
文
の
命
令
表
現
」（
二
〇
一
四
・
四
、「
日
本
語
学
」︿
特
集 

命
令
表
現
﹀
明
治
書
院
）
は
氏
自
身
の
命
令
表
現
に
つ
い
て
の
主
張
に
絡

め
て
繰
返
し
筆
者
の
見
解
を
批
判
・
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
氏
の
主
張
は
著
し
く
観
念
的
・
思
弁
的
で
あ
っ
て
、
甚
だ
実
証
に
乏
し
い
。
以
下
の
反
論
は
自
ず

か
ら
論
文
及
び
他
者
へ
の
批
判
の
有
り
様
に
つ
い
て
問
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
が
表
題
の
所
以
で
あ
る
。

一

次
は
氏
の
論
の
「
一　

は
じ
め
に
」
の
後
半
部
か
ら
そ
の
要
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ⓐ　
「
～
た
ま
へ
」
は
目
上
に
対
す
る
命
令
表
現
で
あ
る
。（
取
意
）

ⓑ　
「
～
た
ま
へ
」
と
「
～
し
て
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
か
」
は
出
現
環
境
が
類
似
す
る
の
で
0

0

ⓒ　

こ
れ
を
等
価
と
見
な
す
。（
記
号
傍
点
線
筆
者
）

氏
は
本
論
文
に
お
い
て
右
の
可
能
性
を
提
起
す
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
既
に
大
き
な
問
題
を
含
む
。
ま
ず
ⓐ
は
明
ら
か
に
事
実
に
反
す
る
。
問
題
の

﹃
源
氏
物
語
﹄
で
目
上
に
対
す
る
表
現
は
概
ね
「
せ
（
さ
せ
）
た
ま
へ
」
で
あ
っ
て
「
た
ま
へ
」
で
は
な
い
。「
た
ま
へ
」
は
対
等
乃
至
目
下
に
対
し
て
用
い
ら
れ

る
。
こ
の
点
は
氏
自
身
、
光
源
氏
を
中
心
と
し
た
貴
族
間
で
は
目
上
に
は
「
さ
せ
た
ま
へ
」、
対
等
の
相
手
に
は
「
た
ま
へ
」、
下
位
者
に
は
常
体
表
現
を
用
い
る

（
取
意
）
と
し
て
い
る
。
右
は
氏
の
初
期
の
論
文
（
注
１
）
以
来
の
持
説
で
あ
り
、
更
に
本
論
文
と
同
時
期
発
表
の
論
で
も
そ
れ
を
、「
三
段
階
構
造
」
と
し
て
力

説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、「
た
ま
へ
」
が
目
上
に
対
す
る
も
の
な
ら
ば
、
よ
り
敬
度
の
高
い
「
さ
せ
た
ま
へ
」
は
誰
に
対
し
如
何
に
用
い
ら
れ
る
の
か
。

ⓑ
で
両
語
の
出
現
環
境
の
類
似
を
言
う
が
、
こ
れ
は
軽
々
に
断
言
し
得
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
。
類
似
を
言
う
た
め
に
は
比
較
を
要
す
る
が
時
代
・
表
現
形

式
の
全
く
異
な
る
右
二
語
の
出
現
環
境
を
如
何
な
る
基
準
に
よ
っ
て
比
較
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
一
言
の
説
明
も
な
い
。
こ
れ
で
は
な
ん
ら
幻
想
と
選

ぶ
所
が
無
か
ろ
う
。
な
お
、
右
の
調
査
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
前
述
ⓐ
の
如
き
見
解
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

ⓒ
は
右
ⓑ
を
論
拠
と
し
て
お
り
、
そ
れ
が
認
め
難
い
こ
と
は
既
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
現
代
語
の
、
相
手
の
意
向
を
伺
う
否
定
疑
問
形
式
の
「
～
し

て
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
か
」
と
平
安
貴
族
の
物
語
世
界
の
命
令
形
に
よ
る
命
令
表
現
「
～
た
ま
へ
」
と
が
等
価
で
あ
る
可
能
性
な
ど
甚
だ
考
え
難
い
こ
と
で
あ
る
（
な

お
「
等
価
」
の
意
味
も
分
明
を
欠
く
）。
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氏
は
「
本
稿
は
、
古
代
の
命
令
形
述
語
文
の
価
値
と
命
令
表
現
の
体
系
に
つ
い
て
論
ず
る
」
と
い
う
が
右
の
如
き
方
針
で
果
し
て
論
文
が
成
り
立
ち
得
る
で
あ

ろ
う
か
。
筆
者
に
は
甚
だ
覚
束
無
い
も
の
に
思
わ
れ
る
。

二

第
二
項
即
ち
本
論
に
入
り
、
そ
の
冒
頭
で
氏
は
唐
突
に
筆
者
の
見
解
を
引
き
、
そ
れ
を
批
判
・
否
定
し
て
い
る
（
し
か
も
そ
れ
が
本
論
の
部
の
過
半
を
占
め
る
）。

よ
っ
て
次
に
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
拙
著
『
命
令
・
勧
誘
表
現
の
体
系
的
研
究
』（
二
〇
〇
五
・
五
、
お
う
ふ
う
）「
序
論
第
二
章
」
掲
載
の
「
命
令
・
勧
誘
表
現

の
四
段
型
体
系
表
」
を
紹
介
す
る
。（
注
２
）

　

  （
斜
線
部
は
用
例
を
欠
く
。
こ
れ
は
助
動
詞
「
な
ぬ
」「
て
ぬ
」
と
い
う
連
接
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
敬
語
は
「
給
ふ
」
で
代
表
さ
せ
て
あ
る
）

右
に
つ
き
著
書
の
記
述
を
一
部
和
ら
げ
て
説
明
す
る
。

①
型　

命
令
形
に
よ
る
直
接
的
な
命
令
表
現

「
給
ひ
つ
」
系

「
給
ひ
ぬ
」
系

「
給
ふ
」　 

系

「
つ
」　　

系

「
ぬ
」　　

系

動　

詞　

系

名　
　
　

称

形　
　
　

式

機　
　
　

能

…
…
給
ひ
て
よ

…
…
…
給
ひ
ね

…
…
…
…
給
へ

…
…
…
…
て
よ

…
…
…
…
…
ね

…
…
…
…
＊
＊

①　
　
　

型

命　

令　

形

命　
　
　

令

…
…
給
ひ
て
む

…
…
給
ひ
な
む

…
…
…
給
は
む

…
…
…
…
て
む

…
…
…
…
な
む

…
…
…
…
…
む

②　
　
　

型

推　
　
　

量婉　

曲　

な　

命　

令　

・　

勧　

誘

…
給
ひ
て
む
や

…
給
ひ
な
む
や

…
…
給
は
む
や

…
…
…
て
む
や

…
…
…
な
む
や

…
…
…
…
む
や

③　
　
　

型

推
量
︱
疑
問

　 　
や
は
…
給
は
ぬ

　 　
や
は
…
…
…
ぬ

④　
　
　

型

反
語
…
否
定
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②
型　

聞
き
手
の
行
為
の
実
現
を
推
量
す
る
形
で
述
べ
、
結
果
的
に
そ
の
実
現
を
求
め
る
婉
曲
・
間
接
的
な
命
令
・
勧
誘
表
現

③
型　

②
型
に
疑
問
（
問
い
）
の
意
の
「
や
」
を
下
接
し
て
聞
き
手
の
意
向
を
尋
ね
る
形
で
、
一
層
婉
曲
・
間
接
的
な
命
令
・
勧
誘
表
現

④
型　
「
反
語
…
…
否
定
」
の
形
式
に
よ
る
最
も
婉
曲
・
間
接
的
な
命
令
・
勧
誘
表
現

な
お
、
前
掲
「
体
系
表
」
を
一
見
す
れ
ば
こ
れ
が
ま
こ
と
に
整
然
た
る
秩
序
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
中
古
の
仮
名
文
学
作
品
二
十
余

の
全
用
例
の
帰
納
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
観
念
的
・
思
弁
的
に
作
り
成
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
一
言
し
て
お
き
た
い
。

三

氏
は
右
体
系
に
関
し
次
の
二
点
を
問
題
と
す
る
。

Ａ　

②
型
・
③
型
の
「
む
」
及
び
③
型
の
「
や
」
の
意
味

Ｂ　

命
令
表
現
と
禁
止
表
現
と
が
「
対
称
性
」
を
も
つ
こ
と
（
記
号
筆
者
）

先
ず
Ａ
の
う
ち
③
型
の「
や
」に
つ
い
て
見
る
。
氏
は「
こ
れ
は
必
ず
し
も
疑
問
と
は
限
ら
ず
、命
令
形
述
語
に
も
し
ば
し
ば
下
接
す
る
」と
し
て
、③
型
の「
や
」

と
命
令
形
に
下
接
す
る
「
や
」
と
を
同
一
で
あ
る
と
す
る
。
よ
っ
て
先
ず
右
二
種
の
「
や
」
の
機
能
を
体
系
の
観
点
か
ら
略
述
す
る
。
前
述
の
如
く
③
型
は
②
型

に
「
や
」（
係
助
詞
）
が
下
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
即
ち
こ
の
「
や
」
は
③
型
の
構
成
要
素
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
命
令
形
に
下
接
す
る
「
や
」（
終

助
詞
）
は
①
型
の
構
成
要
素
で
は
な
い
。
命
令
形
自
体
が
①
型
必
須
の
条
件
な
の
で
あ
っ
て
終
助
詞
「
や
」
は
そ
れ
に
関
わ
ら
な
い
。
こ
の
点
は
命
令
形
に
下
接

す
る
他
の
終
助
詞
「
か
し
」「
よ
」
の
場
合
も
同
様
で
あ
り
何
れ
も
派
生
・
副
次
的
な
表
現
で
あ
る
。
以
上
、二
種
の
「
や
」
の
体
系
上
の
根
本
的
な
相
違
を
見
た
。

次
に
そ
の
意
味
に
つ
い
て
述
べ
る
。
筆
者
は
①
型
即
ち
命
令
形
に
下
接
す
る
「
や
」
の
意
味
を
「
焦
燥
、
苛
立
ち
等
、
話
し
手
の
昂
っ
た
感
情
の
表
わ
れ
」（
拙

著
七
五
五
頁
）
と
し
、
③
型
の
「
や
」
の
意
味
を
「
疑
問
」
︱
︱
こ
れ
を
「
疑
い
」
と
「
問
い
」
に
分
け
る
な
ら
「
問
い
」
︱
︱
（
同
五
四
・
六
一
頁
）
と
し
た
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の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
氏
は
前
者
に
つ
い
て
⑶
「
待
ち
た
ま
へ
や
」（
空
蝉
）、「
声
加
へ
た
ま
へ
や
」（
匂
兵
部
卿
）
の
例
を
引
き
、
そ
れ
を

「
㋐
今
の
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
に
す
る
つ
も
り
が
な
い
と
思
う
が
、
㋑
そ
う
す
る
よ
う
に
」
と
、
相
手
の
意
志
の
変
更
を
働
き
か
け
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

と
す
る
（
記
号
筆
者
）。
け
れ
ど
も
右
㋐
は
命
令
の
前
置
き
に
相
当
し
、㋑
は
ま
さ
に
命
令
形
そ
の
も
の
の
機
能
で
あ
る
。
次
い
で
③
型
の
「
や
」
に
つ
い
て
⑵
「
得

さ
せ
て
む
や
」（
帚
木
）
を
例
と
し
て
、

自
分
の
要
求
を
全
く
予
期
し
て
い
な
い
相
手
へ
話
題
を
切
り
出
す
も
の
と
し
て
、
右
と
同
様
に
「
や
」
が
付
加
さ
れ
…
…
「
㋐
あ
な
た
は
予
期
し
て
い
な
い

こ
と
で
は
あ
る
が
、
㋑
わ
た
し
に
得
さ
せ
る
よ
う
に
」
と
い
う
通
達
と
理
解
で
き
る
。（
同
）

と
す
る
。
こ
こ
で
も
㋐
は
前
置
き
、
㋑
は
ま
さ
し
く
述
語
「
得
さ
せ
て
む
や
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
果
し
て
「
や
」
の
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
こ

れ
は
と
も
に
右
の
命
令
文
の
文
意
0

0

で
あ
っ
て
決
し
て
「
や
」
の
意
味
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
所
謂
付
属
語
と
し
て
の
助
詞
「
や
」
が
か
か
る
複
雑
な
文
意
を
担
う

こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
文
末
の
「
や
」
が
如
何
に
し
て
「
話
題
を
切
り
出
す
」
機
能
や
前
置
き
の
意
味
を
持
ち
得
る
の
か
。
更
に
右
に
よ
れ
ば

①
型
と
③
型
と
の
文
意
に
何
ら
相
違
が
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
右
の
「
通
達
」
の
語
義
を
確
認
す
る
。
現
行
の
辞
書
に
よ
れ
ば
「
通
達
」
と
は

︹
決
定
事
項
な
ど
を
︺
上
か
ら
下
へ
告
げ
知
ら
せ
る
こ
と
。
特
に
上
級
官
庁
が
所
管
の
機
関
・
職
員
な
ど
に
命
令
・
通
知
な
ど
を
出
す
こ
と
。
ま
た
そ
の
命
令
・

通
知
（
の
文
書
）。

の
意
で
あ
る
。（
注
３
）
こ
の
語
は
右
の
如
く
極
め
て
限
定
さ
れ
た
意
味
を
表
す
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
物
語
会
話
文

0

0

0

0

0

中
の
命
令
・
依
頼
・
慫
慂
等
の
詞
を
指

す
も
の
で
は
な
い
。
氏
は
こ
の
語
を
頻
用
す
る
が
そ
の
用
法
は
多
義
に
わ
た
り
、
か
つ
甚
だ
曖
昧
で
あ
る
。

次
に
「
む
」
に
つ
い
て
見
る
。
氏
は
「﹃
推
量
﹄
と
さ
れ
る
助
動
詞
﹃
む
﹄
の
文
法
的
な
意
味
が
問
題
の
中
核
で
あ
る
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

⑸
「
ま
だ
人
は
起
き
て
は
べ
る
べ
し
。
た
だ
こ
れ
よ
り
お
は
し
ま
さ
む
」（
浮
舟
、
大
内
記
→
匂
宮
）

　

こ
れ
は
「
こ
こ
か
ら
お
入
り
く
だ
さ
い
」
以
外
の
意
味
と
考
え
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
な
ら
ば
、
命
令
形
述
語
の
文
と
ど
こ
が
異
な
る
か
。

氏
は
自
ら
「
む
」
の
文
法
的
な
意
味
を
問
題
の
中
核
と
し
な
が
ら
こ
こ
に
は
何
故
か
そ
の
肝
腎
の
文
法
的
な
検
討
が
全
く
見
ら
れ
ず
、
た
だ
訳
文
に
よ
っ
て
文

意
を
言
う
の
み
で
あ
る
。
因
み
に
右
は
「
こ
こ
か
ら
お
入
り
遊
ば
し
ま
す
よ
う
に
」
と
鄭
重
に
勧
奨
し
た
も
の
で
あ
る
。
氏
は
こ
れ
を
指
示
・
通
達
と
す
る
が
大



川　上　徳　明

175

（
二
二
）

内
記
が
匂
宮
に
（
あ
る
い
は
紀
伊
守
や
惟
光
が
源
氏
に
）「
強
い
態
度
で
」
命
令
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
。
勿
論
物
語
に
そ
う
し
た
例
は
無
い
（
な
お
、
右

の
波
線
部
の
内
容
は
次
項
⑽
①
と
撞
着
す
る
）。

こ
こ
で
改
め
て
「
む
」
の
意
味
を
確
認
す
る
。

　

宮
の
大
夫
、
御
簾
の
も
と
に
ま
ゐ
り
て
「
上
達
部
御
前
に
召
さ
む
」
と
啓
し
0

0

た
ま
ふ
。（
紫
式
部
日
記
）

右
は
若
宮
の
御
五
十
日
の
祝
の
場
面
で
、
中
宮
の
大
夫
が
中
宮
に
「
お
召
し
下
さ
い
ま
す
よ
う
に
」
と
婉
曲
に
勧
奨
し
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
拙
著
に
挙
げ
た

古
記
録
の
朝
儀
・
公
事
の
例
の
一
部
を
引
く
。

（
内
弁
）
奏
し
0

0

て
云
、「
ま
ち
き
ん
だ
ち
に
み
き
給
は
む
」（
建
武
年
中
行
事
、
元
日
節
会
）

「
院
宮
の
御
申
文
め
し
に
つ
か
は
さ
む
」
と
奏
す
0

0

。（
同
、
県
召
除
目
）

氏
は
以
上
の
「
む
」
を
推
量
・
婉
曲
と
解
す
る
こ
と
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
が
天
皇
や
中
宮
に
対
す
る
こ
れ
ら
奏
・
啓
の
詞
を
指
示
・
通
達
と
解
す
る
日
本
人

は
恐
ら
く
古
今
を
通
じ
て
存
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

先
の
⑸
に
続
い
て
氏
は
三
例
文
を
挙
げ
同
趣
旨
の
説
明
を
し
た
後
、
こ
の
部
分
を
次
の
如
く
結
論
す
る
。

「
む
」
型
の
文
型
0

0

が
推
量
で
は
な
く
、「
や
」
型
の
文
型
0

0

が
疑
問
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
川
上
氏
の
四
段
型
体
系
は
成
立
し
な
い
。（
傍
点
筆
者
）

し
か
し
前
述
の
如
く
「
む
」
の
文
法
的
な
検
討
は
皆
無
で
あ
っ
た
。「
む
」
の
意
味
は
予
め
「
通
達
」
と
措
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
ま
た
「
や
」

の
意
味
は
尋
常
の
文
法
的
見
解
の
埒
外
に
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
こ
に
は
更
に
大
き
な
誤
解
が
あ
る
。
筆
者
は
「
む
」
を
推
量
、「
や
」
を
疑
問
（
問
い
）
と
解
す

る
が
そ
れ
を
直
ち
に
②
型
・
③
型
の
文
意
0

0

と
し
た
の
で
は
な
い
。
即
ち
筆
者
は
決
し
て
②
型
を
推
量
0

0

表
現
、
③
型
を
疑
問
0

0

表
現
と
説
明
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

既
述
の
如
く
両
者
は
と
も
に
「
命
令
0

0

・
勧
誘
0

0

表
現
」
で
あ
る
。
そ
の
点
で
右
は
全
く
的
外
れ
の
批
判
と
い
う
他
は
な
い
。

四

次
は
第
三
項
「
命
令
の
場
と
態
度
」
に
お
い
て
命
令
文
の
「
価
値
」
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
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⑽
①　

聞
き
手
に
諾
否
の
選
択
が
あ
る
と
想
定
す
る
場
合
に
は
、
命
令
形
述
語
が
選
択
さ
れ
る
。

　

②　

聞
き
手
が
諾
す
る
し
か
な
い
と
想
定
す
る
場
合
に
は
、「
む
」
型
述
語
が
選
択
さ
れ
る
。

筆
者
の
直
観
は
一
読
こ
れ
を
受
け
容
れ
な
い
。
そ
の
現
実
性
の
欠
如
を
直
覚
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
直
観
は
論
理
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
拙
著
執

筆
に
際
し
用
例
カ
ー
ド
五
〇
〇
〇
枚
を
解
析
し
た
自
ら
の
経
験
に
発
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

氏
は
①
を
説
明
し
て
「
相
手
の
諾
否
を
う
か
が
う
形
式
で
、
命
令
と
い
う
よ
り
依
頼
で
あ
り
、
聞
き
手
の
自
由
度
が
大
き
い
」
と
い
う
（
な
お
他
に
も
「
相
手

の
意
向
を
確
認
す
る
表
現
」
等
と
す
る
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
①
は
単
に
諾
否
に
つ
い
て
相
手
の
意
向
を
尋
ね
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
右
が
「
は
じ
め
に
」

で
問
題
の
二
語
を
「
等
価
」
と
し
た
見
解
に
由
来
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。「
命
令
形
述
語
」
と
し
な
が
ら
実
際
に
は
「
～
た
ま
へ
」
に
限
定
さ
れ
る
理
由
も
そ

こ
に
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
こ
に
は
論
文
の
中
心
課
題
で
あ
る
そ
の
「
～
た
ま
へ
」
を
右
①
の
観
点
か
ら
検
討
し
た
例
が
全
然
な
い
。
更
に
論
文
全
体
を
通
じ
て
も
、

遂
に
そ
の
例
を
見
出
し
得
な
い
。
思
う
に
、
幻
想
に
は
根
拠
が
な
い
道
理
で
あ
る
。
否
、
実
例
を
検
証
し
て
幻
想
に
水
を
指
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
要
す

る
に
全
く
実
証
を
欠
く
の
で
あ
る
が
こ
の
事
実
は
端
的
に
本
論
文
の
性
格
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
命
令
形
と
は
何
か
、
そ
の
機
能
を
確
認
す
る
必
要
を
痛
感
す
る
。
い
ま
動
詞
「
見
よ
」
を
例
に
す
れ
ば
そ
こ
に
は
次
の
二
要
素
を
含
む
。

Ⅰ　

動
詞
「
見
る
」
の
素
材
的
意
味
（「
見
ル
コ
ト
」）

Ⅱ　

命
令
形
に
よ
る
、
相
手
に
行
為
の
実
現
を
求
め
る
話
し
手
の
心
的
態
度
（
ム
ー
ド
）
の
表
明

右
Ⅰ
は
各
活
用
形
に
共
通
す
る
が
Ⅱ
は
命
令
形
独
自
の
機
能
で
あ
っ
て
他
の
活
用
形
に
は
な
い
。
次
に
「
見
た
ま
へ
」
の
場
合
は
右
Ⅰ
Ⅱ
に
次
の
Ⅲ
が
加
わ
る
。

Ⅲ　

尊
敬
語
「
た
ま
ふ
」
の
敬
意

そ
し
て
こ
の
Ⅱ
Ⅲ
は
「
～
た
ま
へ
」
一
般
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
「
～
た
ま
へ
」
が
右
Ⅱ
Ⅲ
以
外
に
例
え
ば
相
手
の
意
向
を
確
認
し
た
り
、
諾
否

を
う
か
が
っ
た
り
等
々
の
意
味
を
表
す
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
例
え
ば
「
～
た
ま
ひ

0

0

0

て
よ
」「
～
た
ま
ひ

0

0

0

ね
」
に
お
い
て
前
述
Ⅱ
の
機
能
を
担
う
の
は
そ
れ
ぞ
れ

文
末
の
助
動
詞
「
つ
」「
ぬ
」
の
命
令
形
で
あ
っ
て
、
文
中
の
「
た
ま
ふ
」
は
単
に
敬
意
（
Ⅲ
）
を
表
す
の
み
で
あ
る
こ
と
を
見
て
も
了
得
せ
ら
れ
よ
う
。
命
令

形
の
機
能
を
論
ず
る
場
合
、
以
上
の
認
識
を
欠
い
て
は
な
ら
な
い
。
次
は
前
掲
⑽
の
②
を
見
る
。
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②
は
①
の
裏
返
し
で
あ
り
、
殊
更
①
と
対
照
的
・
対
蹠
的
な
説
明
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
命
令
と
い
う
よ
り
通
達
」
で
「
聞
き
手
の
未
来
の
行
動
を

予
定
す
る
通
達
で
あ
り
、
命
令
文
と
な
る
」
と
言
う
（
他
に
も
「
相
手
の
拒
絶
は
ま
っ
た
く
考
慮
し
て
い
な
い
」
等
と
す
る
）。
つ
ま
り
「
む
」
型
述
語
は
、
相

手
は
必
ず
聞
く
筈
だ
、
相
手
に
否
や
0

0

は
な
い
、
と
聞
き
手
の
行
動
を
予
定
す
る
表
現
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
右
に
対
す
る
反
例
を
挙
げ
よ
う
。

「
い
ざ
、た
だ
こ
の
わ
た
り
近
き
所
に
、心
や
す
く
て
明
か
さ
む
。
…
…
」と
の
た
ま
へ
ば「
い
か
で
か

0

0

0

0

。
に
は
か
な
ら
む
」と
い
と
お
い
ら
か
に
言
ひ
て
ゐ
た
り
。

（
夕
顔
、
源
氏
→
女
）

右
は
源
氏
が
女
（
夕
顔
）
を
某
院
に
誘
う
場
面
。
女
は
「
い
か
で
か

0

0

0

0

」
と
そ
れ
に
応
じ
な
い
。

「（
五
節
を
）
ま
た
見
せ
て
ん
や
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
い
か
で
か
さ
は
は
べ
ら
ん

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
…
…
ま
し
て
、
い
か
で
か
君
達
に
は
御
覧
ぜ
さ
せ
ん

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
聞
こ
ゆ
。（
少

女
、
夕
霧
→
童
殿
上
）

夕
霧
は
五
節
の
舞
姫
に
選
ば
れ
た
娘
に
心
ひ
か
れ
、
娘
の
兄
弟
に
、
ま
た
会
い
た
い
と
頼
む
が
相
手
は
そ
れ
を
き
っ
ぱ
り
と
断
っ
て
い
る
。
右
は
諾
否
の
「
権

利
」
が
①
の
み
な
ら
ず
②
即
ち
「
む
」
型
の
聞
き
手
に
も
あ
る
こ
と
を
判
然
と
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
重
大
で
あ
る
。
何
故
な
ら
こ
れ
は
⑽
の
分
類
が
成

り
立
た
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
⑽
は
氏
の
主
張
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
本
論
文
は
根
柢
か
ら
瓦
解
す
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
⑽
の
根
本
的
な
問
題
を
述
べ
た
が
次
に
残
る
問
題
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
先
ず
⑽
に
は
④
型
が
全
く
欠
落
し
て
い
る
。
次
に
①
は
僅
か
に
尊
敬
語
「
た

ま
ふ
」
の
場
合
に
限
ら
れ
、
最
高
敬
語
・
謙
譲
語
・
尊
大
語
・
常
体
語
の
例
を
含
ま
な
い
。
更
に
②
で
は
②
型
・
③
型
が
単
に
「
む
」
型
の
呼
称
の
下
に
一
括
さ

れ
、「
や
」
の
有
無
に
よ
る
両
型
の
重
要
な
相
違
が
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
⑽
は
命
令
表
現
の
ご
く
一
部
を
言
う
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

こ
こ
で
特
に
③
型
の
表
現
価
値
に
つ
い
て
述
べ
る
。

「
さ
む
べ
き
方
な
く
た
へ
難
き
は
如
何
に
す
べ
き
わ
ざ
に
か
と
も
、
問
ひ
あ
は
す
べ
き
人
だ
に
な
き
を
、
忍
び
て
は
参
り
給
ひ
な
ん
や
。
若
宮
の
い
と
お
ぼ

つ
か
な
く
露
け
き
中
に
過
ぐ
し
給
ふ
も
心
苦
し
う
思
さ
る
る
を
、
と
く
参
り
給
へ
」（
桐
壺
、
帝
→
更
衣
の
母
）

こ
こ
に
は
一
発
話
中
に
③
型
と
①
型
の
両
形
式
が
出
て
来
る
が
、
そ
れ
は
婉
曲
・
間
接
的
な
表
現
か
ら
直
接
的
な
表
現
へ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
勧
誘
・

依
頼
の
場
面
の
自
然
で
あ
ろ
う
。
賀
茂
真
淵
は
﹃
源
氏
物
語
新
釋
﹄
で
「
上
に
は
給
ひ
な
む
や
と
ゆ
る
く
の
た
ま
ひ

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
ゝ
に
は
か
く
の
た
ま
へ
る
様
ま
こ
と
に

其
時
の
御
有
様
み
る
が
如
し
」
と
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
玉
上
琢
彌
﹃
評
釈
﹄
で
は
「
ず
い
ぶ
ん
相
手
を
立
て
た
言
い
よ
う
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
る
。
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次
は
傍
点
部
の
如
く
最
高
度
に
恐
縮
し
な
が
ら
自
邸
の
祝
宴
に
招
待
し
て
い
る
例
で
あ
る
。

「
今
宵
い
と
さ
う
ざ
う
し
く
侍
る
べ
き
。
い
と
も
い
と
も
か
し
こ
く
と
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

わ
た
り
お
は
し
ま
し
な
ん
や
」（
う
つ
ほ
・
蔵
開
上
、
右
大
臣
正
頼
→
左
大
臣
忠
雅
・

式
部
卿
宮
）

続
い
て
③
型
の
訳
を
見
る
。
佐
伯
梅
友
氏
は

「
こ
の
世
に
の
ゝ
し
り
給
ふ
光
源
氏
、
か
ゝ
る
つ
い
で
に
見
た
て
ま
つ
り
給
は
ん
や
」（
若
紫
、
僧
都
→
尼
上
）

に
つ
い
て
、「
こ
う
し
た
機
会
に
お
拝
み
に
な
り
ま
せ
ん
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
訳
し
、「
原
文
に
は
打
ち
消
し
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
今
は
こ
う
い
う
場
合
に
は
打
ち
消
し
を
入

0

0

0

0

0

0

れ
て
た
ず
ね
る

0

0

0

0

0

0

。
い
い
方
の
ち
が
い
に
注
意
」
と
説
い
て
い
る
（﹃
源
氏
物
語
新
抄
﹄
傍
点
筆
者
）。
藤
原
氏
は
こ
れ
ら
先
覚
の
見
解
を
一
顧
だ
に
し
て
い
な
い
。

因
み
に
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
は
宿
の
貸
借
を
め
ぐ
る
応
答
の
例
が
見
ら
れ
る
が
、
次
に
そ
の
中
心
の
語
句
の
み
を
示
す
。

「
宿
シ
給
ヒ
テ
ム
ヤ
」（
若
キ
僧
）
←—
→
「
入
リ
給
ヘ
」（
家イ
へ

主ア
ル
ジ

側
ノ
若
キ
女
）
…
…
（
一
七
・
33
）

「
宿
シ
給
ヒ
テ
ム
ヤ
」（
男
）
←—

—
—

→
「
宿
リ
給
ヘ
」（
家
主
ノ
老
女
）
…
…
…
…
…
（
二
六
・
19
）

「
宿
シ
給
ヒ
テ
ム
ヤ
」（
法
師
）
←—

—

→
「
宿
リ
給
ヘ
」（
家
主
ノ
女
）
…
…
…
…
…
…
（
二
九
・
９
）

こ
こ
で
宿
を
乞
う
者
は
「
宿
シ
給
ヒ
テ
ム
ヤ
」
と
③
型
の
婉
曲
、
間
接
的
な
表
現
に
よ
っ
て
依
頼
し
、
家
主
側
は
「
入
リ
給
ヘ
」「
宿
リ
給
ヘ
」
と
①
型
で
応

じ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
遣
に
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
が
端
的
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、三
例
と
も「
日
暮
タ
レ
バ
」「
日
ノ
暮
レ
ニ
タ
レ
バ
」「
日

暮
レ
ニ
タ
リ
」
と
窮
状
を
訴
え
、
か
つ
「
今コ
ヨ
ヒ
バ
カ
リ

夜
許
」
と
遠
慮
し
な
が
ら
宿
を
乞
う
て
い
る
。
こ
れ
は
も
の
を
頼
む
時
、
そ
の
依
頼
の
理
由
や
事
情
を
言
い
添
え
る

方
が
丁
寧
だ
と
意
識
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

五

前
掲
Ｂ
の
禁
止
表
現
の
問
題
に
移
る
。
第
四
項
で
は
平
安
和
文
の
禁
止
表
現
は
「
な
～
そ
」
型
、「
な
」
型
を
基
本
と
す
る
と
し
て
二
、三
の
例
を
挙
げ
、
次
い

で
和
文
外
を
含
む
「
ま
じ
」
の
二
例
を
引
き
、
そ
れ
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
と
言
う
。

⒆
①　

聞
き
手
に
諾
否
の
選
択
が
あ
る
と
想
定
す
る
場
合
に
は
、
禁
止
形
述
語
（
な
。
な
～
そ
）
が
選
択
さ
れ
る
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②　

聞
き
手
が
諾
す
る
し
か
な
い
と
想
定
す
る
場
合
に
は
、「
ま
じ
」
型
述
語
が
選
択
さ
れ
る
。

一
読
驚
き
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。
右
は
全
く
先
の
命
令
表
現
⑽
①
②
の
文
言
の
敷
き
写
し
で
は
な
い
か
。
即
ち
右
は
傍
線
部
（
傍
線
筆
者
）
の
述
語
形
式
名
を

入
れ
替
え
た
だ
け
で
あ
っ
て
両
者
は
ま
さ
に
吻
合
す
る
。
本
論
文
で
は
禁
止
表
現
へ
の
言
及
が
極
端
に
少
な
い
が
そ
れ
は
氏
が
初
期
論
文
以
来
禁
止
表
現
を
研
究

対
象
と
し
て
い
な
か
っ
た
所
為
で
あ
り
、
所
詮
こ
の
項
は
付
け
た
り
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
（
論
の
冒
頭
及
び
結
論
部
に
も
禁
止
表
現
に
触
れ
る
こ
と
は
な
い
）。

以
下
、
若
干
の
検
討
を
加
え
る
。
①
で
「
な
」
と
「
な
～
そ
」
と
を
一
括
し
て
い
る
が
富
士
谷
成
章
は

「
な
」
…
…
ひ
と
へ
に
固
く
い
さ
め
た
る
心
な
り
。

「
な
～
そ
」
…
…
「
な
」
と
い
さ
む
る
よ
り
は
心
ゆ
る
し
。（﹃
あ
ゆ
ひ
抄
﹄
巻
一
）

と
説
き
、
現
今
で
は
「
な
」
は
身
分
の
上
位
よ
り
下
位
へ
の
強
い
禁
止
、「
な
～
そ
」
は
身
分
の
上
下
に
制
約
せ
ら
れ
ず
、
誂
え
に
近
い
勧
誘
的
禁
止
と
す
る
見

解
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
筆
者
の
調
査
に
よ
れ
ば
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
禁
止
表
現
は
約
一
二
〇
例
で
あ
る
が
右
の
見
解
に
異
存
は
な
い
。

氏
は
①
に
つ
い
て「
禁
止
さ
れ
た
か
ら
と
言
っ
て
従
う
わ
け
で
は
な
い
」「
命
令
形
に
よ
る
命
令
表
現
と
同
じ
く
、聞
き
手
に
対
す
る
依
頼
で
あ
り
、従
う
か
否
か
、

そ
の
決
定
権
は
聞
き
手
側
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
」
と
言
う
。
要
す
る
に
⑽
①
の
繰
返
し
で
あ
る
か
ら
も
は
や
検
討
の
意
味
は
な
か
ろ
う
。
②
の
「
ま
じ
」

の
例
文
解
釈
も
自
ら
の
結
論
に
合
わ
せ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
か
ら
省
略
に
従
う
。

右
に
代
え
次
例
を
⑽
・
⒆
の
総
括
に
当
て
よ
う
。
次
は
周
知
の
夕
顔
急
死
の
場
面
で
あ
る
。

「
あ
が
君
、生
き
出
で
給
へ
。
い
と
い
み
じ
き
目

0

0

0

0

0

0

0

な
見
せ
給
ひ
そ
」と
の
給
へ
ど
、冷
え
入
り
に
た
れ
ば
、け
は
ひ
物
う
と
く
な
り
ゆ
く
。（
夕
顔
、源
氏
→
夕
顔
）

右
は
源
氏
が
相
手
の
夕
顔
に
「
諾
否
の
選
択
が
あ
る
と
想
定
」
し
て
言
っ
た
詞
な
の
か
。
否
、源
氏
は
こ
こ
で
「
生
き
出
で
給
は
む
（
や
）」「
見
せ
給
ふ
ま
じ
」

と
通
達
0

0

、
指
示
0

0

す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。「
む
」
型
文
型
は
「
相
手
の
拒
絶
は
ま
っ
た
く
考
慮
し
て
い
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
夕
顔
も
「
諾
す
る
し
か
な
い
」

の
で
あ
り
、
ま
た
「
ま
じ
」
型
文
型
は
更
に
「
そ
の
行
為
」
が
「
あ
り
え
な
い
場
合
」
の
表
現
で
あ
る
か
ら
夕
顔
も
源
氏
に
「
い
と
い
み
じ
き
目
」
を
見
せ
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
つ
ま
り
、
夕
顔
は
右
に
よ
っ
て
蘇
生
し
な
け
れ
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
う
ろ
た
え
た
源
氏
は
言
い
違
え
て
し
ま
っ
た
。
ま
こ
と

に
残
念
な
こ
と
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
、
総
括
と
し
な
が
ら
覚
え
ず
幻
想
に
遊
ぶ
結
果
と
な
っ
た
。
次
に
進
む
。
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氏
は
右
⒆
に
続
い
て
、「
命
令
表
現
⑽
と
禁
止
表
現
⒆
は
、
対
称
性
を
も
つ
も
の
と
見
な
さ
れ
る
」
か
ら
筆
者
の
四
段
型
体
系
は
成
り
立
た
な
い
と
言
う
。
⒆

は
言
わ
ば
⑽
の
コ
ピ
ー
で
あ
る
か
ら
両
者
が
等
し
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
自
ら
同
文
を
拵
え
て
そ
こ
に
対
称
性
（
な
る
も
の
）
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

こ
れ
が
如
何
に
し
て
四
段
型
体
系
の
否
定
を
意
味
す
る
の
か
、
筆
者
に
は
到
底
理
解
の
限
り
で
な
い
。

六

次
が
氏
の
結
論
で
あ
る
。
先
ず

本
稿
で
は
…
…
「
む
」
型
・「
べ
し
（
べ
き
な
り
）」
型
が
、
聞
き
手
の
諾
否
を
確
認
し
な
い
タ
イ
プ
の
命
令
表
現
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

と
す
る
。
し
か
し
、
右
の
「
べ
し
（
べ
き
な
り
）」
型
は
和
文
の
例
で
は
な
い
。
そ
の
僅
か
な
用
例
の
出
典
は
﹃
雲
州
往
来
﹄﹃
平
安
遺
文
﹄
で
あ
り
、
変
体
漢
文

乃
至
候
文
体
の
書
簡
文
の
例
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
は
平
安
和
文
の
命
令
表
現
と
同
列
に
論
ず
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
一
方
、
命
令
形
述
語
に
つ
い
て
は
次
の

如
く
結
論
す
る
。

相
手
の
意
思
を
確
認
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
り
、
相
手
側
に
回
答
あ
る
い
は
対
応
を
予
定
し
て
い
る
も
の
と
言
い
う
る
。
…
…
す
な
わ

ち
、「
～
な
い
か
？
」
の
よ
う
に
、
聞
き
手
に
意
思
確
認
を
行
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
諾
否
の
回
答
を
要
求
す
る
文
型
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
推
定
す
る
。（
傍
点
筆
者
）

こ
の
最
後
の
一
句
に
は
瞠
目
し
た
。
な
ん
と
命
令
形
述
語
「
～
た
ま
へ
」
は
聞
き
手
の
意
志
を
尋
ね

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
諾
否
の
回
答
即
ち
返
答
・
返
事
を
要
求
す
る
も
の
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と

言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
行
為
の
実
行
を
要
求
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
「
命
令
表
現
」
と
称
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
右
は
紛
れ
も

な
く
「
疑
問
表
現
」
に
当
る
。
た
だ
し
こ
の
驚
く
べ
き
結
論
は
実
は
冒
頭
の
問
題
設
定
の
自
ず
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
初
め
に
筆
者
が
論
の
成
立
を

危
ぶ
ん
だ
通
り
で
も
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
特
に
驚
く
に
は
当
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
真
に
驚
く
べ
き
は
徹
頭
徹
尾
、
幻
想
を
弄
び
言
葉
を
巧
ん
だ
か
か
る
作
文
の

類
が
学
会
誌
「
日
本
語
学
」
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
て
そ
の
責
は
奈
辺
に
あ
る
の
か
。

「
体
系
を
論
ず
る
」
と
し
な
が
ら
自
ら
の
そ
れ
を
明
示
す
る
こ
と
が
な
い
。
体
系
は
用
例
の
悉
皆
調
査
、
そ
の
帰
納
に
よ
っ
て
し
か
得
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

問
題
は
ま
だ
多
く
残
る
が
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
一
往
こ
れ
ま
で
と
す
る
。
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注（
１
）「
平
安
和
文
の
依
頼
表
現
」（「
日
本
語
学
」
一
九
九
五
・
一
〇
）、「
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
依
頼
・
禁
止
に
見
ら
れ
る
配
慮
表
現
」（
野
田
尚
史
・
髙
山
善
行
・

小
林　

隆
他
編
﹃
日
本
語
の
配
慮
表
現
の
多
様
性
﹄
二
〇
一
四
・
六
、
く
ろ
し
お
出
版
所
収
）。

（
２
）
筆
者
は
、
直
接
的
な
い
わ
ゆ
る
命
令
の
他
、
依
頼
・
懇
請
・
勧
誘
・
勧
奨
・
慫
慂
等
々
の
用
法
を
含
め
、
そ
れ
を
「
命
令
・
勧
誘
表
現
」
と
称
す
る
。

（
３
）「
通
達
」
の
具
体
例
を
一
つ
示
す
。
次
は
「
中
国
証
券
当
局
の
ト
ッ
プ
更
迭

－

株
式
市
場
混
乱

－

」
と
題
す
る
新
聞
記
事
の
一
部
で
あ
る
。

習
近
平
指
導
部
は
（
中
略
）
十
五
年
夏
に
は
思
想
・
宣
伝
活
動
を
統
括
す
る
部
門
を
通
じ
て
「
株
式
市
場
の
問
題
の
政
治
化
を
避
け
、
批
判
の
矛
先
が
政

府
や
党
に
向
か
う
こ
と
を
防
げ
」
と
報
道
機
関
に
厳
命
す
る
通
達

0

0

0

0

0

0

を
出
し
て
い
た
。（「
日
本
經
濟
新
聞
」
二
〇
一
六
・
二
・
二
一
、
傍
点
筆
者
）

︻
附
言
︼

筆
者
は
「
命
令
・
勧
誘
表
現
の
体
系
的
研
究
」（
二
〇
〇
五
・
五
）
に
先
立
っ
て
夙
に
次
の
二
論
文
を
公
に
し
て
い
る
。

Ⅰ
「
中
古
仮
名
文
に
お
け
る
命
令
・
勧
誘
表
現
体
系
」（
一
九
七
五
・
三
、「
國
語
國
文
」
第
四
四
卷
第
三
号
）

Ⅱ
「
源
氏
物
語
の
命
令
・
勧
誘
表
現
」（
一
九
七
六
・
一
一
、「
國
語
國
文
」
第
四
五
卷
第
一
一
号
）

右
は
発
表
当
時
、「
学
界
展
望
」
で
そ
れ
ぞ
れ
高
い
評
価
を
得
た
も
の
で
あ
る
（「
文
学
・
語
学
」
第
七
七
号
、「
國
語
学
」
第
一
一
三
集
）。

と
こ
ろ
で
、
右
の
二
十
年
後
、
藤
原
氏
は
次
の
論
文
を
発
表
し
た
。

　
「
平
安
和
文
の
依
頼
表
現
」（
一
九
九
五
・
一
〇
、「
日
本
語
学
」）

氏
は
そ
の
結
論
で
、
こ
れ
は
未
だ
用
例
調
査
を
尽
し
て
い
な
い
「
中
間
的
な
報
告
」
で
あ
る
と
言
う
。
事
実
こ
こ
で
は
主
と
し
て
光
源
氏
の
例
の
一
部
を
中
心

に
、
ご
く
限
ら
れ
た
例
を
対
象
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
に
も
拘
ら
ず
「
用
例
（
約
五
六
〇

0

0

0

例
）
を
も
と
に
」
考
察
し
た
と
す
る
。

し
か
し
、
調
査
を
尽
さ
ず
に
そ
の
総
数
を
示
す
こ
と
は
あ
り
得
な
い
道
理
で
は
な
い
か
。
筆
者
は
前
掲
Ⅱ
で
源
氏
物
語
の
悉
皆
調
査
の
結
果
用
例
数
を
五
六
三

0

0

0

と
し
た
の
で
あ
り
、
右
が
そ
れ
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
疑
う
余
地
が
な
か
ろ
う
と
思
う
。
更
に
、
氏
の
論
が
筆
者
の
二
論
文
を
踏
ま
え
、
そ

れ
を
亜
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
の
骨
子
（「
直
接
的
依
頼
表
現
」「
間
接
的
依
頼
表
現
」
に
二
分
）
を
初
め
と
す
る
そ
の
他
幾
多
の
事
実
に
よ
っ
て
明
確
に
指
摘
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し
得
る
。

更
に
ま
た
、氏
は
本
論
文
の
「
む
」
型
の
結
論
に
お
い
て
、「
藤
原
（
一
九
九
五
）
で
は
、こ
れ
を
﹃
間
接
的
依
頼
表
現
﹄
と
し
た
」
こ
と
は
「
間
違
い
で
あ
る
」

と
し
、
そ
の
誤
解
の
原
因
を

　

筆
者
自
身
が
「
む
」
型
命
令
を
「
推
量
」
で
あ
る
こ
と
を
疑
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
す
る
。
こ
こ
に
「
筆
者
自
身
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
当
然
他
者
の
見
解
を
前
提
と
し
た
記
述
で
あ
る
。
そ
し
て
当
時
の
学
界
の
状
況
か
ら
見
て
こ
れ
が
「
む
」

を
推
量
と
解
す
る
筆
者
の
二
論
文
を
指
す
こ
と
は
間
違
い
な
い
も
の
と
考
え
る
。
如
上
の
事
情
に
も
拘
ら
ず
氏
は
筆
者
の
二
論
文
に
つ
い
て
全
く
一
言
も
触
れ
る

こ
と
が
な
い
。

以
上
は
論
文
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
、
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
か
ら
、「
論
文
と
は
何
か
」
と
題
し
、
氏
の
論
文
の
有
様
を
問
う

た
こ
の
機
会
に
特
に
一
言
し
て
お
く
の
で
あ
る
。


