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①
か
り
の
こ
の
見
ゆ
る
を
、
こ
れ
十
づ
つ
重
ぬ
る
わ
ざ
を
い
か
で
せ
ん
と
て

手
ま
さ
ぐ
り
に
、
生
糸
の
糸
を
長
う
む
す
び
て
、
訓
到
則
副
叫
詞
酬
剖
削
刷
馴

ひ
ノ
ー
、
し
て
、
ひ
き
た
て
た
れ
ば
い
と
よ
う
重
な
り
た
り
。

（
蜻
蛉
日
記
上
巻
康
保
四
年
三
月旧

日
本
古
典
文
学
大
系
一
五
八
②
）

の
「
ひ
と
つ
む
す
び
て
は
ノ
ー
Ｉ
」
は
、
意
味
と
し
て
は
「
ヒ
ト
ッ
ム
ス
ブ
」
動

作
を
し
て
は
そ
の
都
度
「
ユ
フ
」
こ
と
を
繰
り
返
す
、
と
い
う
こ
と
と
見
て
異

存
の
無
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
（
注
１
）
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
箇
所
を
ど
う
読
む

本
稿
は
筆
者
の
動
詞
重
複
形
・
接
頭
辞
・
補
助
形
容
詞
に
関
す
る
既
発
表
の

論
考
に
関
し
て
、
発
表
後
気
が
つ
い
た
用
例
等
を
追
加
し
、
考
察
を
補
お
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
注
・
参
考
文
献
等
は
各
節
ご
と
に
示
す
も
の
と
す

プ
（
》
。

｜
「
ひ
と
つ
む
す
び
て
は
ゆ
ひ
，
Ｉ
、
し
て
」

肋
室
も
己
の
三
の
言
言
困
の
三
胄
言
④
邑
与
毎
号
田
庸
色
呂
巨
旨
里
ご
房
弔
忌
働
語
酔
画
目
色
診
呂
圏
］
雷
昌
少
昼
⑦
ｇ
弓
霊

動
詞
重
複
形
・
接
頭
辞
・
補
助
形
容
詞
関
係
論
考
追
補

ｌ
「
ひ
と
つ
む
す
び
て
は
ゆ
ひ
Ｉ
し
て
」
／
「
直
後
」
の
意
の
動
詞
重
複
形
／

「
ウ
チ
カ
ヘ
ス
」
／
「
～
ヅ
ラ
イ
」
の
動
向
Ｉ

か
に
つ
い
て
は

ｉ
「
ヒ
ト
ッ
ム
ス
ビ
テ
ハ
ユ
ヒ
ユ
ヒ
」
と
、
三
上
」
の
み
を
繰
り
返
し

て
読
む
。

ｉ
「
ヒ
ト
ッ
ム
ス
ビ
テ
ハ
ユ
ヒ
ヒ
ト
ッ
ム
ス
ビ
テ
ハ
ユ
ヒ
」
と
、
全

体
を
繰
り
返
し
て
読
む
。

亜
「
ヒ
ト
ツ
ム
ス
ビ
テ
ハ
ユ
ヒ
ム
ス
ピ
テ
ハ
ユ
ヒ
」
と
、
「
ヒ
ト
ツ
」

は
繰
り
返
さ
ず
に
、
「
ム
ス
ピ
テ
ハ
」
以
下
を
繰
り
返
し
て
読
む
。

の
い
ず
れ
で
あ
る
の
か
、
こ
の
表
記
か
ら
は
特
定
で
き
な
い
。
く
の
字
点

「
／
：
、
」
は
、
現
代
で
は
二
字
分
の
繰
り
返
し
を
表
す
と
い
う
感
覚
が
あ
る

が
、
『
国
語
学
辞
典
』
（
東
京
堂
出
版
）
「
重
点
」
の
項
（
山
田
忠
雄
執
筆
）
は

「
「
ノ
ー
～
」
が
代
表
す
る
字
数
（
音
節
数
と
言
っ
て
も
よ
い
）
は
不
定
で
あ
る
」
と

し
、
酒
井
憲
二
（
一
九
八
○
）
は
古
語
に
お
け
る
く
の
字
点
「
／
鴫
Ｉ
」
に
つ
い
て

「
要
す
る
に
「
，
Ｉ
、
」
は
直
前
の
二
字
以
上
の
繰
り
返
し
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

原
則
と
し
て
無
限
定
。
そ
れ
を
決
す
る
の
は
一
に
文
脈
に
よ
る
」
と
し
て
お

り
、
現
代
の
感
覚
か
ら
安
直
に
「
ヒ
ト
ッ
ム
ス
ビ
テ
ハ
ュ
ヒ
ュ
ヒ
」
と
い
う
読

近
藤
明

少
置
国
【
○
ｚ
己
○
国

一

平成27年10月1日受理
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（
天
草
版
平
家
物
語
巻
二
第
十
一
五
一
⑳
）

の
例
の
場
合
、
意
味
上
は
（
親
や
子
が
）
「
死
ぬ
」
こ
と
と
そ
の
度
に
「
乗
り
越

え
る
」
と
い
う
一
連
の
動
作
の
反
復
な
の
で
あ
る
が
、
形
態
上
重
複
し
て
い
る

み
方
を
採
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

当
該
の
用
例
に
つ
い
て
蜂
屋
真
郷
（
一
九
八
七
）
は
、
「
ム
ス
ピ
テ
ハ
に
は
ヒ

ト
ッ
が
上
接
し
て
い
て
、
実
際
に
反
復
さ
れ
る
動
作
は
ヒ
ト
ッ
ム
ス
ビ
テ
ハ
ュ

ヒ
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
ヒ
ト
ッ
を
含
め
た
そ
れ
を
重
複
す
る
と
は
些
か
考

え
に
く
い
」
と
し
、
複
合
動
詞
の
重
複
に
準
じ
る
「
イ
ッ
テ
ハ
カ
ヘ
リ
イ
ッ
テ
ハ

カ
ヘ
リ
ス
」
の
類
に
含
め
ら
れ
る
可
能
性
に
も
触
れ
つ
つ
、
「
暫
く
は
通
説
の
よ

う
に
ユ
ヒ
ュ
ヒ
ス
」
と
読
む
も
の
と
し
て
単
独
の
動
詞
の
重
複
の
も
の
に
入
れ

て
お
く
と
い
う
扱
い
を
し
て
い
る
。

こ
れ
は
「
ノ
‐
、
」
を
二
字
分
の
繰
り
返
し
を
表
す
も
の
と
限
定
し
な
い
こ
と

と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
か
つ
意
味
上
の
反
復
の
範
囲
と
形
態
上
の
重
複
の
範

囲
と
が
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
前
者
よ
り
も
後
者
が
狭
く
な
る
場
合
も
あ
る

（
例
え
ば
全
体
を
重
複
さ
せ
る
こ
と
が
あ
ま
り
に
煩
わ
し
い
と
い
っ
た
場
合
）
こ

と
、
す
な
わ
ち

意
味
上
の
反
復
の
範
囲

く
一
一

形
態
上
の
重
複
の
範
囲

の
よ
う
な
関
係
を
想
定
し
て
の
考
え
と
思
わ
れ
る
。

近
藤
明
（
一
九
八
八
）
（
一
九
八
九
）
で
は
、
①
の
よ
う
な
「
Ｖ
１
テ
ハ
Ｖ
２
」

だ
け
で
な
く
「
Ｖ
１
バ
Ｖ
２
」
等
の
場
合
も
考
察
の
対
象
に
加
え
た
上
で
、

ロ
ー
マ
字
表
記
や
、
現
存
の
写
本
で
く
の
字
点
を
用
い
ず
通
常
の
仮
名
・
漢
字

で
の
表
記
が
さ
れ
て
い
て
、
重
複
の
範
囲
が
明
ら
か
で
あ
る
用
例
等
を
手
が
か

り
に
し
て
、
何
ら
か
の
傾
向
・
法
則
性
を
見
出
す
こ
と
で
、
①
の
よ
う
な
も
の

の
読
み
方
を
絞
っ
て
い
こ
う
と
い
う
手
法
を
と
っ
た
。
そ
の
結
果
、
例
え
ば
、

②
（
坂
東
の
武
者
は
）
軍
に
は
親
も
討
た
れ
よ
子
も
討
た
れ
よ
、
殉
卿
叫
測
圏
荊

り
越
え
乗
り
越
え
（
ご
呂
尉
ｇ
ｇ
ｐ
ｏ
昌
①
９
国
。
。
瀞
）

■

戦
ひ
ま
ら
す
る
。

の
は
「
乗
り
越
え
」
だ
け
で
あ
る
よ
う
に
、
あ
る
程
度
古
い
時
代
ま
で
は
Ｖ
２

が
複
合
動
詞
で
あ
る
場
合
は
Ｖ
２
の
み
が
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
等
、
現

代
よ
り
も
重
複
の
範
囲
が
狭
め
で
あ
る
と
い
っ
た
見
当
を
得
る
こ
と
は
で
き

た
。

し
か
し
な
が
ら
筆
者
の
整
理
の
手
際
の
悪
さ
や
、
右
記
の
手
法
の
有
効
性

が
そ
も
そ
も
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
っ
た
問
題
も
あ
っ
て
、
①
の

用
例
の
よ
う
な
場
合
は
明
確
な
結
論
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
っ

た
。
一
連
の
動
作
を
ど
の
程
度
入
念
に
描
写
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て

差
異
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
そ
う
だ
が
、
そ
の
こ
と
も
当
時
は
十
分
思
い
至
っ

て
い
な
か
っ
た
し
、
蜂
屋
真
郷
（
一
九
八
七
）
の
存
在
を
知
っ
た
の
が
近
藤
明

（
一
九
八
八
）
の
脱
稿
後
と
い
う
不
手
際
も
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
今
西
佑
一
郎
（
一
九
九
九
）
は
、
「
絹
糸
で
卵
を
く
く
り
そ
の
作
業

を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
繰
り
返
し
て
卵
を
重
ね
る
と
い
う
実
際
に
徴
す
れ
ば
、
「
一

つ
む
す
び
て
は
ゆ
ひ
一
つ
む
す
び
て
は
ゆ
ひ
し
て
」
と
、
読
ま
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
が
、
蜂
屋
真
郷
（
一
九
八
七
）
、
近
藤
明

（
一
九
八
八
）
（
一
九
八
九
）
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
か
、
単
に

意
味
上
の
反
復
の
範
囲

一
一

形
態
上
の
重
複
の
範
囲

と
い
う
前
提
で
、
か
つ
現
代
語
の
感
覚
を
そ
の
ま
ま
古
語
に
適
用
し
得
る
と
の

認
識
に
基
づ
い
て
の
こ
と
な
の
か
、
判
然
と
し
な
い
。

た
だ
、
そ
の
後
近
現
代
語
に
お
い
て
、
「
ひ
と
つ
む
す
び
て
は
ゆ
ひ
」
と
同

様
の

数
詞
‐
Ｖ
１
‐
Ｖ
２

が
繰
り
返
さ
れ
る
例
を
目
に
す
る
中
で
、
次
の
③
～
⑥
の
よ
う
に
数
詞
を
含
め

て
全
体
が

数
詞
‐
Ｖ
１
‐
Ｖ
２
数
詞
‐
Ｖ
１
‐
Ｖ
２

一
一
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と
繰
り
返
さ
れ
る
例
を
複
数
見
出
し
得
た
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
近
現
代
語

に
お
い
て
は
近
藤
明
（
一
九
八
八
）
執
筆
時
に
漠
然
と
考
え
て
い
た
よ
り
も
数
詞

を
含
め
た
全
体
の
重
複
が
行
わ
れ
易
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
き
た
ｌ
後
述
鋤
よ

う
に
、
｛
そ
れ
を
た
だ
ち
に
①
の
よ
う
な
古
代
語
の
用
例
に
適
用
し
得
る
か
ど
う

か
は
別
で
あ
る
が
。

③
夫
は
晩
御
飯
の
と
き
に
そ
れ
（
引
用
者
注
”
観
音
の
絵
）
畳
の
上
い
広
げ

て
、
一
と
筈
倒
割
引
釧
聞
則
、
一
と
筈
矧
割
引
創
聞
別
Ⅷ
し
て
、

（
谷
崎
潤
一
郎
「
卍
」
そ
の
五
谷
崎
潤
一
郎
全
集
［
中
央
公
論
社
］

第
十
一
巻
四
一
六
⑫
）

マ
マ

④
ま
だ
い
く
ら
か
残
っ
て
ゐ
た
酒
に
未
練
お
を
ぽ
え
て
、
一
と
口
飲
ん
で
は

雪
司
、
一
と
口
餉
削
剥
剖
醐
笥
割
し
た
が

（
谷
崎
潤
一
郎
「
蘆
刈
」
『
改
造
』
」
昭
和
七
年
十
一
月
号
）
（
注
２
）

⑤
一
粒
制
司
１
副
刈
君
捌
到
矧
倒
馴
、
そ
れ
か
ら
一
粒
淵
副
刻
Ⅵ
判
過
川
訓
劃
側
別

（
井
伏
鱒
二
「
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
」

（
井
伏
鱒
二
全
集
［
筑
摩
書
房
］
第
一
巻
五
一
⑫
）

⑥
で
、
二
、
三
段
伽
国
司
制
剖
悩
刎
斜
、
二
、
三
段
刎
鯏
司
到
馴
剛
州
剃
、
休
む

た
ん
び
に
腰
を
の
ば
し
て
、
そ
れ
か
ら
ま
た
、
エ
ッ
チ
ラ
オ
ッ
チ
ラ
と
の

ぼ
っ
て
ゆ
く
の
ね
。

（
吉
野
源
三
郎
『
君
た
ち
は
ど
う
生
き
る
か
』
「
七
石
段
の
思
い
出
」

岩
波
文
庫
二
四
二
⑦
）

い
ず
れ
も
、
Ｖ
１
の
動
作
を
わ
ず
か
に
行
っ
て
は
そ
の
都
度
Ｖ
２
の
動
作
を
行

う
、
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
す
の
を
、
入
念
に
描
写
し
て
い
る
、
と
い
う
共
通

性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
用
例
①
の
描
写
に
も
こ
れ
ら
と
同
等

の
特
徴
を
認
め
得
る
か
と
い
う
こ
と
も
あ
る
し
、
前
述
の
よ
う
に
古
い
時
代
に

お
い
て
は
現
代
語
と
比
べ
て
重
複
の
範
囲
が
狭
め
と
思
わ
れ
る
節
も
あ
り
、
こ

の
こ
と
を
た
だ
ち
に
用
例
①
の
読
み
方
に
適
用
す
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
。

な
お
修
飾
成
分
・
補
充
成
分
が
伴
い
、
そ
れ
が
数
詞
以
外
の
も
の
で
あ
る
場

合
で
も
、
次
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。

⑦
（
引
用
者
注
轆
茶
碗
の
薬
を
）
鋼
剥
司
訓
引
叫
可
剛
茶
碗
を
圖
司
醐
劉
割
引
劃

し
て
は
茶
碗
を
雪
圓
州
刈
居
る
と

（
夏
目
漱
石
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
二

（
漱
石
全
集
［
岩
波
書
店
新
書
版
］
六
七
下
段
②
）

⑧
ぬ
る
，
Ｉ
、
と
手
が
か
り
の
な
い
舷
に
手
を
劃
ｄ
科
訓
升
釧
間
㈲
例
、
手
を
あ

制
刑
創
到
馴
刷
淵
刎
し
て
ゐ
た
。

（
有
島
武
郎
「
生
れ
出
づ
る
悩
み
」
六有

島
武
郎
全
集
第
三
巻
四
二
八
⑮
）

⑨
父
は
、
大
皿
に
盛
ら
れ
た
桜
桃
を
、
極
め
て
ま
づ
さ
う
に
創
剖
可
剛
種
を

州
ヨ
、
創
引
可
剛
種
を
州
ヨ
、
創
剣
司
剛
種
を
州
ヨ
、
さ
う
し
て
心
の
中

で
虚
勢
み
た
い
に
眩
く
言
葉
は
、
子
供
よ
り
も
親
が
大
事
。

（
太
宰
治
「
桜
桃
」
太
宰
治
全
集
［
筑
摩
書
房
］
Ⅲ
三
八
二
⑦
）

い
ず
れ
も
補
充
成
分
「
茶
碗
を
」
「
種
を
」
「
手
を
」
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
な
く

繰
り
返
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
⑨
の
例
に
つ
い
て
考
え
る
と
、

桜
桃
を
口
に
入
れ
て
、
食
べ
ら
れ
る
果
肉
の
部
分
は
飲
み
込
み
、
種
だ
け
を
吐

き
出
す
と
い
う
意
味
を
正
し
く
伝
え
よ
う
と
す
る
と
、
補
充
成
分
「
種
を
」
も

含
め
て
繰
り
返
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
仮
に
「
種
を
」
を
省
略
し
て
繰
り
返
さ
な

い
と
す
る
と
、
「
一
粒
食
べ
て
は
種
を
吐
き
、
食
べ
て
は
吐
き
、
食
べ
て
は
吐

き
」
と
な
り
、
後
半
は
食
べ
ら
れ
る
果
肉
の
部
分
ま
で
も
吐
き
出
し
て
い
る
か

の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
、
右
記
の
よ
う
な
意
味
が
正
し
く
伝
わ
ら
な
い
恐
れ

が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

描
写
が
ど
の
程
度
入
念
で
あ
る
か
に
加
え
て
、
こ
の
よ
う
な
要
因
も
重
複
の

範
囲
に
影
響
を
与
え
得
る
も
の
と
し
て
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
も

あ
ろ
う
。

一
一
一
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注（
１
）
意
味
上
の
繰
り
返
し
は
「
反
復
」
、
形
態
上
の
繰
り
返
し
は
「
重
複
」
と
呼
ん
で

区
別
す
る
こ
と
が
あ
る
。
な
お
動
詞
の
重
複
と
い
っ
て
も
、
「
湖
剖
湖
剖
帰
る
」
の

よ
う
な
並
行
動
作
を
表
す
動
詞
重
複
形
等
と
比
べ
て
、
こ
の
種
の
も
の
は
文
法
的

と
い
う
よ
り
は
、
修
辞
的
な
性
格
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
用
例
⑨
の

よ
う
に
三
回
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
前
者
で
は
考
え
難
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
谷
崎
潤
一
郎
全
集
（
中
央
公
論
社
）
の
本
文
（
第
十
三
巻
四
五
五
⑦
）
で
は
読
点

が
減
っ
て
い
る
（
他
に
「
お
を
」
の
転
倒
も
正
さ
れ
て
い
る
）
が
、
重
複
箇
所
に
関

す
る
筆
者
の
意
識
が
よ
り
よ
く
伺
え
そ
う
な
初
出
本
文
に
よ
っ
た
。
用
例
③
も
一

応
初
出
（
『
改
造
』
昭
和
三
年
七
月
号
）
を
確
認
し
た
が
、
「
畳
の
上
い
」
が
「
畳
の

上
へ
」
で
あ
っ
た
他
は
、
論
旨
に
関
わ
る
部
分
の
異
同
は
無
か
っ
た
。

参
考
文
献

今
西
祐
一
郎
（
一
九
九
九
）
「
あ
な
は
ら
ｊ
ｌ
Ｉ
」
考
（
森
重
敏
先
生
喜
寿
記
念
『
こ
と
ば
と

こ
と
の
は
』
和
泉
書
院
の
ち
『
蜻
蛉
日
記
覚
書
』
岩
波
書
店
二
○
○
七
年
）

近
藤
明
（
一
九
八
八
）
「
動
詞
重
複
型
継
起
反
復
表
現
の
重
複
範
囲
ｌ
「
ひ
と
つ
む
す
び

て
は
ゆ
ひ
ｊ
ｉ
ｌ
」
等
の
読
み
方
ｌ
」
（
『
梅
花
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
三
六
）

近
藤
明
（
一
九
八
九
）
「
中
世
後
期
口
語
資
料
・
近
世
に
お
け
る
動
詞
重
複
型
継
起
反
復

表
現
ｌ
「
同
じ
所
へ
行
っ
て
は
帰
り
行
っ
て
は
帰
り
」
等
Ｉ
上
（
『
梅
花
短
期
大
学
研

究
紀
要
』
三
七
）

酒
井
憲
二
（
一
九
八
○
）
「
猫
ま
た
よ
や
，
Ｉ
～
」
考
」
（
『
リ
ポ
ー
ト
笠
間
』
一
二
の
ち

『
老
国
語
教
師
の
「
喜
の
字
の
落
ち
穂
拾
い
こ
笠
間
書
院
二
○
○
四
年
）

蜂
屋
真
郷
（
一
九
八
七
）
「
重
複
サ
変
動
詞
の
構
成
ｌ
動
詞
の
重
複
続
考
’
三
『
こ
と

ば
と
こ
と
の
は
』
四
の
ち
『
国
語
重
複
語
の
語
構
成
論
的
研
究
』
塙
書
房

一
九
九
八
年
。
引
用
は
初
出
に
よ
っ
た
）

二
「
直
後
」
の
意
の
動
詞
重
複
形

近
藤
明
（
二
○
○
一
）
に
お
い
て
、

①
「
こ
ん
ど
の
も
ま
た
、
女
学
校
出
え
出
え
の
た
ま
ご
じ
ゃ
い
よ
っ
た
ぞ
」

（
壺
井
栄
『
二
十
四
の
瞳
』
新
潮
文
庫
七
⑧
）

の
「
出
え
出
え
」
に
つ
い
て
、
「
出
た
（
卒
業
し
た
）
ば
か
り
」
と
い
う
「
直

後
」
の
意
を
表
し
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
と
の
見
解
を
述
べ
た
。
飯
間
浩
明

（
二
○
○
三
）
に
は

こ
の
「
出
え
出
え
」
と
い
う
へ
ん
な
こ
と
ば
は
、
ぼ
く
に
も
な
じ
み
深
い

こ
と
ば
で
す
。
意
味
は
「
出
た
ば
か
り
（
卒
業
し
た
ば
か
り
ご
と
い
う

こ
と
で
す
。
関
西
方
言
に
は
「
取
れ
取
れ
」
（
取
れ
た
ば
か
り
）
の
よ
う
に

動
詞
を
重
ね
る
言
い
方
が
あ
り
、
谷
崎
潤
一
郎
『
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を

ん
な
』
に
も
〈
「
鰺
の
取
れ
取
れ
」
「
鰯
の
取
れ
取
れ
」
〉
と
出
て
き
ま
す
。

そ
の
同
類
で
し
ょ
う
。
（
ｐ
一
五
三

と
あ
り
、
そ
の
地
域
の
出
身
者
に
と
っ
て
は
指
摘
さ
れ
る
ま
で
な
い
こ
と
で

あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

た
だ
し
「
出
え
出
え
」
や
「
と
れ
と
れ
」
（
注
１
）
は
と
も
か
く
、
「
直
後
」

の
意
の
動
詞
重
複
形
と
し
て
一
般
化
し
て
見
た
場
合
、
必
ず
し
も
小
豆
島
の
よ

う
な
瀬
戸
内
地
方
や
関
西
地
方
に
特
有
と
も
思
わ
れ
な
い
節
が
あ
る
。

②
小
屋
の
中
が
真
暗
に
な
っ
た
日
の
く
れ
か
、
に

（
有
島
武
郎
「
カ
イ
ン
の
末
喬
」
（
五
）

有
島
武
郎
全
集
［
筑
摩
書
房
］
第
三
巻
二
四
⑰
）

③
夜
の
捌
刷
洲
川
Ⅵ
に
大
捜
索
が
行
は
れ
た
。
（
同
（
六
）
一
二
○
⑰
）

④
い
ま
、
米
を
と
い
だ
ば
っ
か
で
、
・
剖
到
日
割
の
米
を
炊
く
と
、
こ
わ
飯
に

な
っ
て
、
年
寄
り
の
胃
に
も
た
れ
シ
す
け
え

（
相
沢
直
人
『
そ
う
れ
ィ
ば
ｌ
死
体
焼
却
処
理
場
風
景
ｌ
』

河
出
書
房
新
社
六
一
⑭
）

②
の
「
く
れ
ぐ
れ
」
、
③
の
「
あ
け
あ
け
」
は
、
い
ず
れ
も
『
日
本
国
語
大
辞

典
第
二
版
』
に
も
立
項
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
用
い
て
い
る
有
島
武
郎
は

東
京
都
出
身
で
あ
る
し
、
④
の
「
と
ぎ
と
ぎ
」
は
「
と
い
だ
直
後
」
の
意
味
で

四
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あ
る
こ
と
は
、
「
米
を
と
い
だ
ば
っ
か
で
」
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、
著
者
の

相
沢
直
人
氏
は
新
潟
県
燕
市
出
身
で
あ
り
、
作
品
の
舞
台
は
同
市
が
モ
デ
ル
と

思
わ
れ
る
「
ス
ズ
メ
町
」
で
登
場
人
物
の
使
用
す
る
方
言
も
そ
の
地
域
を
想
起

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
直
後
」
の
意
の
動
詞
重
複
形
の
現
代
に
お

け
る
地
域
的
分
布
に
つ
い
て
は
、
右
記
以
外
の
地
域
も
視
野
に
入
れ
る
必
要

や
、
語
ご
と
の
相
違
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
「
直
後
」
の
意
と
見
ら
れ
る
動
詞
重
複
形
の
古
典
作
品
に
お
け
る
用
例

と
し
て
、
近
藤
明
（
二
○
○
二
に
お
い
て
、

⑤
ま
だ
起
き
Ｊ
１
の
禿
ど
も

（
近
松
浄
瑠
璃
け
い
せ
い
反
魂
香
［
一
七
○
八
年
初
演
］
中
之
巻

旧
日
本
古
典
文
学
大
系
『
近
松
浄
瑠
璃
集
下
』
一
四
五
④
）

⑥
さ
す
が
の
私
も
宿
に
も
居
ず
、
在
宿
も
い
た
し
ま
せ
ん
所
へ
、
御
使
だ
と

申
事
で
、
帰
り
ノ
、
宿
で
申
し
ま
す
に
は
、
池
の
端
さ
ま
で
開
帳
が
始
ま

り
ま
す
そ
ふ
だ
と
申
ま
す
ゆ
へ

（
花
暦
八
笑
人
三
編
上
［
一
八
二
三
年
刊
］
岩
波
文
庫
一
二
四
⑧
）

の
二
例
を
掲
げ
た
（
注
２
）
。
前
者
の
「
起
き
起
き
」
は
、
『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
』
に
も
立
項
さ
れ
、
「
起
き
た
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
」
と
語
義
が
記
さ

れ
て
お
り
、
⑤
の
用
例
も
そ
の
線
で
異
論
の
無
さ
そ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
（
注

３
）
。
用
例
⑥
は
、
池
の
端
の
佐
次
郎
か
ら
の
廻
状
と
開
帳
を
間
違
え
て
、
と

い
う
ギ
ャ
グ
に
な
る
の
だ
が
、
家
に
帰
っ
た
ば
か
り
の
あ
た
ふ
た
し
て
い
る
中

で
聞
き
違
え
た
と
い
う
こ
と
で
、
「
直
後
」
の
意
に
解
し
得
る
か
と
思
う
。

こ
の
他

⑦
俺
も
今
有
馬
か
ら
戻
っ
た
れ
ば
、
も
ど
り
ｊ
’
四
貫
匁
と
い
ふ
銀
は
取
出

し
に
く
い

（
近
松
歌
舞
伎
傾
城
壬
生
大
念
仏
［
一
七
○
二
年
初
演
］
中

旧
日
本
古
典
文
学
大
系
『
歌
舞
伎
脚
本
集
上
』
七
六
⑭
）

も
、
旧
日
本
古
典
文
学
大
系
の
頭
注
は
「
戻
る
途
中
で
」
と
す
る
が
、
「
戻
っ

て
す
ぐ
に
」
と
い
う
「
直
後
」
の
意
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
発
言
者
の

七
左
衛
門
は
、
道
芝
の
年
季
明
け
や
銀
四
貫
目
が
必
要
に
な
っ
た
こ
と
を
、
有

馬
か
ら
戻
る
途
中
で
知
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
場
で
聞
い
た
と
こ
ろ

な
の
で
あ
る
。

ま
た
嘉
永
三
年
（
一
八
五
○
）
刊
の
「
な
ぞ
な
ぞ
春
の
雪
」
に
収
め
ら
れ
る
三

段
謎
に

⑧
四
月
八
日
の
御
誕
生
ト
カ
ケ
テ
め
づ
ら
し
い
軽
業

心
ハ
う
ま
れ
ノ
１
１
の
し
や
か
だ
ち
じ
や

（
音
誠
一
コ
な
ぞ
か
、
春
の
雪
」
翻
刻
・
紹
介
」

『
金
沢
大
学
語
学
・
文
学
研
究
』
十
三
一
九
八
四
年
）

と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
「
う
ま
れ
ノ
ｆ
Ｉ
」
も
、
「
生
ま
れ
て
す
ぐ
」
と

い
う
「
直
後
」
の
意
味
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
（
謎
と
し
て
は
「
生
ま
れ
生
ま
れ

の
釈
迦
立
ち
」
と
「
稀
々
の
逆
立
ち
」
と
を
掛
け
た
も
の
か
）
。

な
お
近
藤
明
（
二
○
○
一
）
で
は

⑨
萩
の
花
く
れ
ｊ
～
ま
で
も
あ
り
つ
る
が
月
出
て
み
る
に
な
き
が
は
か
な
き

（
金
槐
和
歌
集
［
貞
亨
四
年
版
本
］
旧
日
本
古
典
文
学
大
系
二
一
○
）

⑩
「
モ
ウ
、
ア
カ
ン
カ
イ
？
」
／
「
あ
あ
、
も
う
、
こ
ら
ァ
、
死
に
死
に
や
」

（
開
高
健
「
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
」
新
潮
文
庫
一
五
九
⑭
）

の
よ
う
に
、
「
直
前
」
の
意
に
解
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
『
日

本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
の
「
あ
け
あ
け
」
の
項
は
、
「
夜
が
明
け
よ
う
と

す
る
こ
ろ
」
と
、
「
直
前
」
「
直
後
」
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
は
っ
き
り
し
な
い
語

釈
を
し
た
上
で
、
史
記
抄
の
用
例
を
掲
げ
て
い
る
。

⑪
平
明
ト
云
、
平
旦
ト
云
ハ
、
夜
ノ
ア
ケ
ノ
ー
ゾ
。

（
桃
源
瑞
仙
講
史
記
抄
劉
叔
孫
列
伝
第
三
十
九

［
一
四
七
六
～
一
九
八
○
年
］
『
史
記
桃
源
抄
の
研
究
本
文
篇
四
』
八
四
⑫
）

前
述
の
「
く
れ
ぐ
れ
」
に
つ
い
て
も
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
の
語
釈

は
「
日
が
暮
れ
よ
う
と
す
る
頃
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
前
掲
②
の
「
く
れ

ぐ
れ
」
は
「
真
暗
に
な
っ
た
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
日
の
暮
れ
る
直
前
」
で

五
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注（
１
）
「
と
れ
と
れ
」
は
、
遡
る
と
「
と
り
と
り
」
と
い
う
形
が
あ
り
、
『
日
本
国
語

大
辞
典
第
二
版
』
に
は
そ
れ
が
立
項
さ
れ
て
お
り
、
第
一
掲
出
例
は
虎
寛
本
狂

言
で
あ
る
。
東
海
道
中
膝
栗
毛
の
「
ま
た
秋
に
お
出
な
さ
る
と
と
り
ノ
ー
の
松
茸

じ
や
」
（
七
編
下
旧
日
本
古
典
文
学
大
系
四
○
八
⑤
）
と
い
う
例
は
、
京
都
の

「
へ
ん
ぐ
り
屋
与
太
九
郎
」
の
発
言
に
お
け
る
も
の
。

（
２
）
用
例
の
引
用
は
近
藤
明
（
二
○
○
一
）
に
お
け
る
よ
り
も
詳
し
く
し
て
あ
る
。
同
様

に
用
例
⑪
も
、
辞
書
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
よ
り
も
詳
し
く
引
用
し
た
。

（
３
）
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
に
お
け
る
「
起
き
起
き
」
の
第
一
掲
出
例
は
、

俳
譜
・
猿
蓑
［
一
六
九
一
年
］
の
用
例
で
あ
る
が
、
次
の
例
は
そ
れ
よ
り
も
古
い
例

と
し
て
挙
げ
ら
れ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。

・
元
日
の
朝
ふ
と
超
割
川
Ⅱ
、
女
房
の
い
ひ
け
る
や
う
は

（
醒
睡
笑
［
一
六
二
八
年
献
呈
］
巻
八
「
祝
済
た
」

醒
睡
笑
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
文
編
』
三
二
七
⑰
）

・
朝
超
割
引
川
Ⅵ
絶
へ
ず
使
う
ふ
よ
し

（
わ
ら
ん
べ
草
［
一
六
五
八
年
定
稿
］
四
七
五
段
岩
波
文
庫
三
三
○
③
）

ぐ
ら
」
と
読
ま
れ
て
い
》

と
な
る
か
も
知
れ
な
い
）

は
な
く
「
直
後
」
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
⑨
の
方
は
「
日
が
暮
れ
て
見
え
な

く
な
る
直
前
ま
で
は
萩
の
花
が
散
り
残
っ
て
い
た
が
、
月
が
出
て
月
明
か
り
で

見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
時
は
既
に
散
っ
て
見
え
な
く
な
っ
て
い
た
」
と
解
す
る

と
す
る
と
、
「
直
前
」
の
意
に
な
ろ
う
。
（
「
く
れ
ぐ
れ
」
に
つ
い
て
は
、
「
ぐ
ら

ぐ
ら
」
と
読
ま
れ
て
い
る
用
例
に
つ
い
て
の
検
討
等
も
場
合
に
よ
っ
て
は
必
要

そ
の
よ
う
な
「
直
前
」
の
意
の
も
の
が
あ
る
と
し
て
、
「
直
前
」
の
意
と

「
直
後
」
の
意
の
い
ず
れ
に
な
る
か
が
い
か
な
る
要
因
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
く

る
の
か
、
時
代
的
に
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
「
直
前
」
と

「
直
後
」
を
包
括
し
た
「
時
間
的
近
接
」
の
意
く
ら
い
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る

の
か
、
と
い
っ
た
点
も
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

近
藤
明
（
一
九
九
九
）
に
お
い
て
、
古
代
語
の
「
ウ
チ
カ
ヘ
ス
」
の
う
ち
、

「
ウ
チ
」
が
接
頭
辞
化
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
を

「
反
転
／
逆
方
向
へ
の
移
動
／
元
の
状
態
へ
の
変
化
／
逆
転
・
一
転
／
反
復
」

の
五
つ
に
分
け
て
考
察
し
た
。
こ
の
う
ち
「
反
転
」
と
は
、
『
角
川
古
語
大
辞

典
』
で
「
⑤
裏
返
す
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
衣
服
の
表
裏
を
逆
に
す

る
と
い
っ
た
例
も
あ
る
が
、
回
転
軸
が
想
定
で
き
る
よ
う
な
場
合
は
、
中
古
頃

に
お
い
て
は
ほ
ぼ
一
八
○
度
の
回
転
を
意
味
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

①
火
桶
の
火
、
炭
櫃
な
ど
に
、
手
の
う
ら
引
制
召
潤
リ
ハ
Ⅵ
を
し
の
べ
な
ど
し

て
あ
ぶ
り
た
る
者

（
枕
草
子
「
に
く
き
も
の
」
段
新
日
本
古
典
文
学
大
系
三
三
⑬
）

こ
の
種
の
「
ウ
チ
カ
ヘ
ス
」
に
つ
い
て
、
中
世
後
期
の
抄
物
に
お
け
る
次
の
よ

う
な
例
の
存
在
に
そ
の
後
気
が
つ
い
た
。

②
報
ハ
転
ノ
半
ゾ
。
一
メ
グ
リ
マ
ワ
ラ
ウ
ヲ
半
斗
リ
廻
ツ
タ
ヲ
鞭
卜
云
。
転

ハ
ー
メ
グ
リ
グ
ラ
リ
ト
扣
刻
‐
割
刻
刻
。

（
清
原
宣
賢
講
毛
詩
抄
［
一
五
三
五
年
以
前
講
］

巻
一
関
雄
抄
物
資
料
集
成
一
九
オ
⑥
）

「
轆
転
反
側
」
の
「
轆
転
」
に
関
す
る
注
で
、
こ
の
場
合
、
「
一
メ
グ
リ
グ
ラ
リ

ト
打
カ
ヘ
ス
ゾ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
ウ
チ
カ
ヘ
ス
」
は

三
六
○
度
の
回
転
を
表
し
て
い
る
。
近
藤
明
（
一
九
九
六
）
を
は
じ
め
、
「
接
頭

辞
ウ
チ
＋
動
詞
」
に
関
す
る
一
連
の
考
察
に
お
い
て
、
「
接
頭
辞
ウ
チ
」
は
古

参
考
文
献

飯
間
浩
明
（
二
○
○
三
）
『
遊
ぶ
日
本
語
不
思
議
な
日
本
語
』
（
岩
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
新

書
）

近
藤
明
（
二
○
○
一
）
「
主
体
変
化
動
詞
が
重
複
形
に
な
る
場
合
」
（
『
金
沢
大
学
教
育
学

部
紀
要
人
文
科
学
・
社
会
科
学
編
』
五
○
）

三
「
ウ
チ
カ
ヘ
ス
」

一
ハ
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参
考
文
献

阿
部
裕
（
二
○
一
二
）
「
上
代
日
本
語
の
動
詞
連
接
ウ
チ
ー
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
語
学

会
二
○
一
二
年
度
秋
季
大
会
予
稿
集
』
）

菊
地
康
人
（
一
九
九
四
）
『
敬
語
』
角
川
書
店
の
ち
講
談
社
学
術
文
庫
一
九
九
七
年
）

近
藤
明
（
一
九
九
六
）
コ
ウ
チ
ワ
ラ
フ
」
の
意
味
の
時
代
的
変
化
」
（
『
国
語
語
彙
史

の
研
究
』
十
六
）

近
藤
明
（
一
九
九
八
）
「
「
ウ
チ
カ
ヘ
ス
」
考
Ｉ
「
ウ
チ
」
が
接
辞
化
し
て
い
る
も
の
の

代
語
に
お
い
て
は
下
接
す
る
動
詞
の
意
味
を
弱
め
る
方
向
に
働
い
て
い
る
が
、

中
世
以
後
意
味
を
強
め
る
方
向
に
転
じ
た
と
見
ら
れ
る
と
の
考
え
を
示
し
て
き

た
。

「
ウ
チ
」
を
伴
わ
な
い
「
カ
ヘ
ス
」
の
意
味
が
抄
物
に
お
い
て
ど
う
で
あ
っ

た
か
を
調
べ
な
い
と
、
「
ウ
チ
」
が
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
が
強
め
ら
れ
た

と
言
え
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
中
古
の
頃
の
「
反
転
」
の
意
の
「
ウ

チ
カ
ヘ
ス
」
と
比
べ
て
よ
り
強
い
意
味
に
転
じ
た
と
見
ら
れ
る
例
と
し
て
挙
げ

て
お
く
次
第
で
あ
る
。

な
お
「
接
頭
辞
ウ
チ
＋
動
詞
」
に
関
す
る
一
連
の
考
察
に
お
い
て
、
近
現
代

の
「
ウ
チ
」
を
主
に
「
強
意
」
と
の
観
点
か
ら
捉
え
て
き
た
が
、
菊
地
康
人

（
一
九
九
四
）
は
「
ご
無
沙
汰
に
打
ち
過
ぎ
ま
し
て
」
の
「
打
ち
す
ぎ
る
」
の
よ

う
な
も
の
を
、
「
改
ま
り
語
」
の
色
彩
を
帯
び
た
例
と
し
て
挙
げ
て
お
り
（
ｐ

三
一
○
）
、
「
ウ
チ
」
の
近
現
代
語
に
至
る
ま
で
の
変
容
に
つ
い
て
考
え
る
場

合
、
そ
の
よ
う
な
観
点
が
必
要
に
な
る
場
合
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
山
王
丸
有
紀
（
二
○
二
）
は
、
従
来
動
詞
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
て

き
た
こ
の
「
ウ
チ
」
に
つ
い
て
、
名
詞
「
内
」
に
由
来
す
る
と
の
考
え
を
示
し

て
い
る
が
、
阿
部
裕
（
二
○
一
三
は
上
代
文
献
に
お
け
る
漢
字
の
あ
て
ら
れ
方

か
ら
、
こ
れ
に
否
定
的
な
見
方
を
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
考
え
が
言
語
事
実
に

よ
り
よ
く
沿
い
、
よ
く
説
明
し
得
る
の
か
、
考
え
て
い
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ

ブ
（
》
０

動
詞
に
下
接
し
て
困
難
の
意
を
表
す
「
～
ヅ
ラ
イ
」
に
つ
い
て
は
、
「
自
然
現

象
を
表
す
動
詞
や
非
意
図
的
な
動
詞
に
は
付
き
に
く
い
「
×
雨
が
降
り
づ
ら
い

」
」
（
『
明
鏡
国
語
辞
典
』
大
修
館
書
店
）
と
言
わ
れ
、
し
か
し
例
え
ば
「
醤
油
が

出
づ
ら
い
」
の
場
合
、
醤
油
が
出
な
い
の
を
も
ど
か
し
い
．
じ
れ
っ
た
い
と
思

う
人
間
が
言
外
に
居
る
よ
う
な
場
合
は
、
右
の
よ
う
な
動
詞
で
も
可
と
い
う
指

摘
も
さ
れ
て
い
る
（
徐
修
程
（
一
九
八
三
）
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
苦
痛
を
感
じ
る

人
間
の
存
在
が
想
起
さ
れ
ず
、
困
難
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
マ
イ
ナ
ス
評
価
が

伴
わ
な
い
中
立
的
、
あ
る
い
は
プ
ラ
ス
評
価
を
伴
う
用
例
も
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
る
旨
、
近
藤
明
（
二
○
○
四
）
で
言
及
し
、
「
近
い
将
来
こ
の
用

法
が
一
般
の
出
版
物
に
も
現
れ
た
り
、
あ
る
い
は
更
な
る
将
来
こ
の
用
法
が
広

く
受
け
入
れ
ら
れ
、
正
用
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
」
と

の
考
え
を
述
べ
た
。

筆
者
の
関
心
は
主
に
「
～
ニ
ク
シ
／
ニ
ク
イ
」
の
歴
史
的
変
化
と
の
類
似
性
に

あ
り
、
ま
た
個
人
の
ブ
ロ
グ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
用
例
に
関
し
て
は
慎
重
な
態

度
を
と
っ
て
き
た
の
だ
が
、
次
の
用
例
は
全
国
紙
の
記
事
そ
れ
も
社
外
の
執
筆

者
等
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
記
者
の
署
名
記
事
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
上
に
、

相
当
極
端
な
例
と
感
じ
ら
れ
る
。

心
不
全
に
広
く
使
わ
れ
る
心
臓
ホ
ル
モ
ン
の
製
剤
に
、
が
ん
細
胞
を
輯
溜

剣
朝
副
訓
馴
ｑ
す
る
働
き
が
あ
る
こ
と
を
、
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー

と
大
阪
大
な
ど
の
研
究
チ
ー
ム
が
見
つ
け
た
。
（
中
略
）
心
臓
に
は
が
ん
が

輯
謝
刷
司
剴
切
Ⅷ
こ
と
か
ら
、
チ
ー
ム
は
心
臓
に
特
有
な
Ａ
Ｎ
Ｐ
と
い
う
ホ

ル
モ
ン
に
着
目
。

場
合
ｌ
」
（
『
金
沢
大
学
教
育
学
部
紀
要
人
文
科
学
・
社
会
科
学
編
』
四
七
』
）

山
王
丸
有
紀
（
二
○
二
）
「
接
頭
語
と
解
さ
れ
る
「
う
ち
ｌ
」
に
つ
い
て
ｌ
源
氏
物
語

に
お
け
る
「
う
ち
ｌ
」
を
中
心
と
し
て
」
（
『
汲
古
』
六
○
）

四
「
～
ヅ
ラ
イ
」
の
動
向

七
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（
『
朝
日
新
聞
』
二
○
一
二
年
十
月
二
四
日
「
権
敬
淑
」
の
署
名
あ
り
）

が
ん
の
転
移
が
起
き
る
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
、
尋
常
の
価
値
観
を
有
し
た

人
間
が
苦
痛
に
感
じ
マ
イ
ナ
ス
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
く
、
研
究
者

と
し
て
の
立
場
と
し
て
も
せ
い
ぜ
い
中
立
的
、
一
般
読
者
は
も
ち
ろ
ん
、
研
究

者
で
あ
っ
て
も
が
ん
の
有
効
な
治
療
法
開
発
を
目
指
す
と
い
っ
た
立
場
が
投
影

し
て
い
れ
ば
プ
ラ
ス
評
価
さ
れ
そ
う
な
性
質
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
同
社
校
閲
部

は

物
は
「
燃
え
に
く
い
」
と
言
い
ま
す
が
、
「
燃
え
づ
ら
い
」
と
は
言
い
ま
せ

ん
。
つ
ら
く
感
じ
る
人
間
が
不
在
だ
か
ら
で
す
。
（
中
略
）
た
だ
、
最
近
は

物
に
つ
い
て
も
「
づ
ら
い
」
表
現
が
目
立
ち
ま
す
。
「
手
に
入
り
づ
ら
い
チ

ケ
ッ
ト
」
「
見
え
づ
ら
い
文
字
」
な
ど
は
、
話
し
手
の
気
持
を
鋺
曲
に
表
そ

う
と
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

（
同
紙
二
○
○
二
年
十
月
二
七
日
「
校
閲
部
・
塚
本
真
理
」
の
署
名
あ
り
）

と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
ア
ー
ト
作
品
は
売
れ
づ
ら
く
な
っ
て

い
る
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
前
掲
の
用
例
は
そ
の
域

を
大
き
く
超
え
る
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
間
に
お
け
る
「
～
ヅ
ラ
イ
」
の

変
化
の
進
展
の
一
端
を
示
す
も
の
か
と
考
え
、
記
し
て
お
く
次
第
で
あ
る
。

「
～
ニ
ク
シ
／
ニ
ク
イ
」
に
お
い
て
は
、
中
立
的
も
し
く
は
プ
ラ
ス
評
価
と

思
わ
れ
る
用
例
が
抄
物
に
お
い
て
見
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
が
拡
大
し
、
容
易

に
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
数
百
年
単
位
の
長
い
時
間
を
要
し
た
よ
う

で
あ
っ
た
（
近
藤
明
（
二
○
○
六
）
）
（
注
１
）
。
そ
れ
と
比
べ
る
と
「
～
ヅ
ラ
イ
」

の
同
様
の
変
化
の
進
展
は
急
速
で
あ
る
よ
う
に
見
え
、
近
藤
明
（
二
○
○
四
）
で

予
見
し
た
事
態
が
思
っ
た
よ
り
も
早
く
実
現
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
引
き
続
き
注
視
を
要
す
る
と
こ
ろ
か
と
思
う
。

ち
な
み
に
金
城
克
哉
（
二
○
二
）
は
、
コ
ー
パ
ス
を
活
用
し
多
量
の
言
語

デ
ー
タ
を
生
か
し
た
有
意
義
な
論
と
感
じ
ら
れ
、

従
来
指
摘
さ
れ
て
い
た
「
『
～
づ
ら
い
』
は
無
意
志
動
詞
と
は
結
び
つ
か

ず
話
し
手
自
身
に
困
難
さ
の
原
因
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
」
と
い
う
用

参
考
文
献

神
作
晋
一
（
二
○
○
六
）
「
形
容
詞
型
接
尾
語
「
～
に
く
い
」
「
～
づ
ら
い
」
の
動
向
」
（
『
国

語
研
究
』
六
九
）

金
城
克
哉
（
二
○
二
）
ヨ
ー
パ
ス
分
析
に
基
づ
く
「
～
に
く
い
」
「
～
づ
ら
い
」
表
現
の

研
究
」
（
『
琉
球
大
学
留
学
生
セ
ン
タ
ー
紀
要
留
学
生
教
育
』
八
）

近
藤
明
（
二
○
○
四
）
「
「
～
ニ
ク
シ
／
ニ
ク
イ
」
の
語
史
へ
の
一
視
点
ｌ
現
代
語
「
～
ヅ

ラ
イ
」
と
の
対
照
か
ら
ｌ
」
（
『
金
沢
大
学
教
育
学
部
紀
要
人
文
科
学
・
社
会
科
学

編
』
五
三
）

近
藤
明
（
二
○
○
六
）
「
「
～
ニ
ク
シ
／
ニ
ク
イ
」
の
意
味
・
用
法
の
時
代
的
変
化
ｌ
室

町
期
以
降
を
中
心
に
ｌ
」
（
『
国
語
語
彙
史
の
研
究
二
五
』
和
泉
書
院
）

近
藤
明
（
二
○
一
三
）
「
形
容
詞
系
難
易
表
現
の
史
的
変
遷
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
金
沢
大

学
人
間
社
会
学
域
学
校
教
育
学
類
紀
要
』
五
）

徐
修
程
（
一
九
八
三
）
「
「
ｌ
に
く
い
」
と
「
ｌ
づ
ら
い
」
の
異
同
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
語

注（
１
）
近
藤
明
（
二
○
○
六
）
の
時
点
で
は
、
夏
目
漱
石
の
作
品
に
中
立
的
も
し
く

は
プ
ラ
ス
評
価
の
「
～
ヅ
ラ
イ
」
の
用
例
を
見
出
せ
な
い
で
い
た
が
、
近
藤
明

（
二
○
一
三
）
で
も
触
れ
た
よ
う
に

は
か
ら
ざ
る
病
の
た
め
に
、
周
囲
の
人
の
丁
重
な
保
護
を
受
け
、
一
歩
浮
世

に
く

の
風
の
当
り
悪
い
安
全
な
地
に
移
っ
て
た
来
た
様
に
感
じ
た
。

（
「
思
ひ
出
す
事
な
ど
」
十
六

漱
石
全
集
［
岩
波
書
店
新
書
版
］
四
三
下
段
⑥
）

と
い
う
例
を
見
出
し
得
た
。
た
だ
、
昭
和
も
戦
後
に
な
ら
な
い
と
容
易
に
見
出
せ

る
よ
う
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
大
筋
に
お
い
て
は
変
わ
ら
な
い
。

法
、
特
に
自
動
詞
の
用
法
と
総
称
解
釈
に
変
化
が
見
ら
れ
る

と
の
見
解
も
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
趣
旨
に
通
じ
る
指
摘
は
、
近

藤
明
（
二
○
○
四
）
等
で
も
行
っ
て
き
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。

八
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教
育
研
究
論
纂
』
一
）

三
木
望
（
二
○
○
四
）
「
「
～
づ
ら
い
」
に
つ
い
て
ｌ
自
発
と
否
定
総
可
能
の
連
続
性
Ｉ
」

（
岸
本
・
影
山
編
『
日
本
語
の
分
析
と
言
語
類
型
ｌ
柴
谷
方
良
教
授
還
暦
記
念
論
文

集
ｌ
』
く
る
し
お
出
版
）

九


