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表
層
の
形
式
が
反
転
的
に
肯
否
の
対
立
す
る
判
断
を
確
認
・
主
張
す
る
表

現
性
を
特
徴
と
し
て
、
非
疑
問
形
な
が
ら
反
語
形
式
と
呼
べ
る
も
の
に
注
目

す
る
と
、
「
ば
こ
そ
」
「
て
こ
そ
」
「
に
こ
そ
」
と
い
っ
た
形
式
の
形
成
が
中

世
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
中
世
と
い
う
時
代
は
、
係
り
結

び
体
制
の
崩
壊
に
よ
っ
て
、
疑
問
形
式
の
新
し
い
体
制
に
移
る
流
動
期
で
あ

り
、
口
語
的
に
は
反
語
に
対
し
て
そ
の
資
材
を
十
分
提
供
で
き
る
ほ
ど
の
安

Iま

め

じ

反
語
と
い
う
語
が
一
般
に
指
す
も
の
は
、
疑
問
の
形
式
(
疑
問
詞
・
疑
問
助

詞
)
を
借
り
な
が
ら
、
話
し
手
が
あ
ら
か
じ
め
そ
の
表
層
の
形
式
と
は
肯
定
否
定

の
異
な
る
正
答
案
を
す
で
に
抱
き
、
答
え
の
返
っ
て
く
る
こ
と
を
期
待
す
る
よ
り

も
、
み
ず
か
ら
そ
の
表
層
の
仮
の
案
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
転
的
に
そ
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定
し
た
状
況
に
な
か
っ
た
こ
と
が
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
窒
町
期

の
新
し
い
反
語
形
式
で
あ
る
「
ば
や
」
も
、
そ
の
形
は
疑
問
形
で
あ
る
が
、

成
立
過
程
か
ら
い
え
ば
、
非
疑
問
形
の
「
ば
こ
そ
」
形
式
を
前
提
と
し
て
折

衷
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
と
考
え
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

反
語
、
疑
問
、
係
り
結
び
体
制
、
「
ば
こ
そ
」
、
「
ば
や
」

の
正
答
案
と
し
て
の
判
断
を
確
認
・
主
張
す
る
た
め
の
手
段
と
な
る
表
現
法
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
反
語
に
よ
っ
て
確
認
・
主
張
さ
れ
る
判
断
は
、

一
般
に
当
為
性

を
帯
び
た
も
の
に
も
な
る
が
、
表
層
の
形
式
自
体
は
少
な
く
と
も
本
来
そ
の
正
答

案
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
、
反
語
は
反
転
的
で
暗
示
的
な
表
現

法
だ
と
言
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
反
語
の
反
語
た
る
ゆ
え
ん
は
、
疑
問
形
式
を
借
り
る
こ
と
よ
り
も
、

五
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そ
の
表
層
の
形
式
が
担
う
仮
の
案
を
否
定
し
、
反
転
的
に
そ
れ
と
肯
否
の
異
な
る

判
断
を
確
認
・
主
張
す
る
と
い
う
表
現
性
自
体
に
求
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、

事
実
、
反
語
と
呼
ぶ
べ
き
表
現
は
、
疑
問
形
式
に
よ
ら
な
い
表
現
に
も
存
在
し
て

い
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
両
者
を
区
別
す
る
た
め
、
便
宜
、
疑
問
形
式
に
よ
る
反
語

を
疑
問
形
の
反
語
、
疑
問
形
式
に
よ
ら
な
い
反
語
を
非
疑
問
形
の
反
語
と
呼
ぶ
こ

と
に
し
よ
う
。

非
疑
問
形
の
反
語
と
見
て
よ
い
も
の
に
は
、
条
件
関
係
の
複
文
全
体
で
反
語
に

な
る
も
の
と
、
単
文
な
い
し
は
複
文
主
句
の
み
で
反
語
に
な
る
も
の
と
が
あ
っ
て
、

さ
ら
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
前
者
を
複
文
性
の
反
語
、
後
者
を

単
文
牲
の
反
語
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
複
文
性
の
反
語
形
式
に
は
、

般

の
条
件
形
式
と
も
連
続
性
が
あ
り
、
そ
の
反
語
の
表
現
性
は
条
件
表
現
で
あ
る
こ

と
と
両
立
し
て
認
め
ら
れ
る
が
、
単
文
性
の
反
語
形
式
に
は
、

ま
さ
に
反
語
形
式

と
呼
ぶ
し
か
な
い
独
自
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
も
、
単
文
性
の
反
語
形
式
が
登

場
す
る
時
期
は
、
中
世
を
中
心
と
し
て
い
て
、
時
期
的
に
偏
っ
て
い
る
。
そ
の
時

期
的
な
偏
り
が
、
そ
の
形
式
の
成
立
を
文
法
史
の
問
題
と
し
て
検
討
す
る
必
要
性

を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
非
疑
問
形
の
反
語
形
式
を
中
心
に
、
先
行
し
た
複
文
牲
の
形
式
も
含

め
て
取
り
上
げ
る
が
、
文
法
史
の
問
題
と
し
て
は
単
文
性
の
形
式
を
中
心
に
、
疑

問
形
の
反
語
形
式
の
状
況
と
併
せ
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
ぱ
+
こ
そ
」
と
「
ば
こ
そ
」

ニ
の

複
文
性
の
「
ぱ
+
こ
そ
」

古
代
語
の
仮
定
表
現
に
は
、
次
の
よ
う
に
「
未
然
形
+
ば
+
こ
そ
」
と
い
う
形

ム

ノ¥

で
、
そ
の
条
件
関
係
に
係
助
詞
「
こ
そ
」
を
介
入
さ
せ
た
例
が
少
な
く
な
い
。

た

ま

〈

し

ろ

ぬ

川
玉
釧
ま
き
寝
る
妹
も
あ
ら
ば
こ
そ
〈
有
者
許
増
〉
夜
の
長
け
く
も
う
れ

し

か

る

べ

き

(

万

葉

・

十

二

・

二

八

六

五

)

(
お
)

-
を
の
が
身
は
、
此
固
に
む
ま
れ
て
侍
ら
ば
こ
そ
、
使
ひ
た
ま
は
め
、
い
と

率
て
お
は
し
ま
し
が
た
く
や
侍
ら
ん
、
と
奏
す
。

(
竹
取
)

-
並
々
の
人
に
も
あ
ら
ば
こ
そ
、
聞
き
入
れ
で
も
過
ぐ
さ
め
。
い
か
に
も
、

か
く
召
し
寄
せ
ら
る
L

面
目
も
お
ろ
か
な
ら
ず
、

(
狭
衣
・
二
)

-
世
ニ
人
ノ
此
ル
鼻
ツ
キ
有
ル
人
ノ
御
パ
コ
ソ
ハ
、
外
ニ
テ
ハ
鼻
モ
持
上
メ
。

(
今
昔
・
二
十
八
・
二
十
)

た
と
え
ば
、

右
の
第
一
例
は
、
「
:
:
:
あ
ら
ば
」

で
表
示
さ
れ
る
仮
定
条
件
句

を
、
「
こ
そ
」

逆
に
そ
の
条
件
が
成
立
し
な

で
車
一
不
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

い
場
合
の
条
件
関
係
も
強
く
暗
示
す
る
結
果
、
そ
の
「
:
:
:
あ
ら
ば
こ
そ
:
:
:
う

れ
し
か
る
べ
き
」
と
い
う
表
層
の
条
件
関
係
と
は
肯
否
の
逆
に
な
る
、
「
し
か
し
、

実
際
に
は
(
手
枕
を
し
て
共
寝
の
で
き
る
妻
は
)
い
な
い
か
ら
、
(
こ
の
夜
長
が
)

う
れ
し
い
は
ず
は
な
い
。
悲
し
い
こ
と
だ
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
で
、
反
転
的
に
現

実
の
あ
り
ょ
う
を
確
認
・
主
張
す
る
表
現
効
果
を
そ
な
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に

現
実
の
あ
り
ょ
う
を
反
転
的
に
確
認
・
主
張
す
る
表
現
効
果
を
そ
な
え
て
い
る
点

に
お
い
て
は
、
第
二
例
以
下
も
同
様
で
あ
る
。

「
未
然
形
+
ば
+
こ
そ
」

と
い
う
形
式
は
、

こ
の
よ
う
に
そ
の
条
件
関
係
と
は

肯
否
の
逆
に
な
る
場
合
を
お
の
ず
か
ら
強
く
暗
示
す
る
効
果
を
発
揮
す
る
た
め
、

そ
れ
を
利
用
し
て
、
古
く
か
ら
現
実
の
あ
り
よ
う
と
は
逆
の
非
現
実
的
・
反
実
的



な
条
件
関
係
に
適
用
さ
れ
、
言
外
に
現
実
の
あ
り
ょ
う
を
当
然
そ
う
で
あ
る
は
ず

と
い
う
当
為
的
な
論
理
の
も
と
に
確
認
・
主
張
す
る
形
式
で
あ
っ
た
。
そ
の
反
転

的
な
確
認
・
主
張
性
に
お
い
て
は
、

「
未
然
形
十
ば
+
こ
そ
」

形
式
に
よ
る
こ
の

種
の
仮
定
表
現
も
、
そ
の
条
件
表
現
全
体
で
す
で
に
反
語
と
呼
べ
る
点
が
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
反
語
と
呼
べ
る
点
が
あ
る
結
果
、
こ
れ
ら
の
「
未
然
形

+
ば
」
が
通
常
の
仮
定
条
件
法
と
は
区
別
す
べ
き
形
式
に
な
っ
て
い
る
か
と
言
え

ギ
品
、

そ
う
は
言
え
な
い
。

仮
定
表
現
と
い
う
も
の
は
、

川
の
諸
例
の
よ
う
に
そ

の
条
件
関
係
に
「
こ
そ
」
が
介
入
し
な
い
場
合
で
も
、
そ
の
条
件
関
係
の
論
理
的

な
緊
密
さ
か
ら
、
反
転
的
に
そ
れ
と
は
肯
否
を
逆
に
し
た
条
件
関
係
を
暗
示
し
が

ち
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ω世
の
中
に
た
え
て
さ
く
ら
の
な
か
り
せ
ば
春
の
こ
こ
ろ
は
の
ど
け
か
ら
ま

し

(
古
今
・
春
上
)

の
よ
う
な
例
も
、
「
桜
が
あ
る
ば
か
り
に
春
の
心
は
こ
の
よ
う
に
慌
た
だ
し
い
の

だ
」
と
、
桜
の
存
在
を
恨
め
し
が
る
ほ
ど
の
反
転
的
な
条
件
関
係
の
暗
示
性
は
十

分
そ
な
え
て
い
る
。

ωの
諸
例
の
よ
う
に
現
実
の
当
為
的
な
確
認
・
主
張
性
ま

で
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
仮
定
表
現
も
そ
の
表
層
の
非
現
実
的
な
想

像
そ
の
も
の
よ
り
、
む
し
ろ
そ
の
言
外
の
暗
示
性
に
託
し
て
こ
そ
、
桜
に
対
す
る

愛
惜
の
情
を
詠
ん
で
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
こ
の

ωの
よ
う
な
仮
定
表
現
と
の

を
介
入
さ
せ
た
川
の
諸
例

連
続
性
に
お
い
て
も
、

そ
の
条
件
関
係
に
「
こ
そ
」

の
反
語
性
は
、
な
お
一
般
の
仮
定
表
現
の
延
長
上
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
反
語
牲
に
よ
っ
て
そ
の
「
未
然
形
+
ば
+
こ
そ
L
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簡
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「
ば
+
こ
そ
」
形
式
も
、
広
義
に
反
語
形
式
と
呼
ぶ
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、

そ

の
「
ば
十
こ
そ
」
形
式
は
少
な
く
と
も
反
語
形
式
と
し
か
号
早
え
な
い
も
の
に
な
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

な
お
、
川
の
諸
例
が
仮
定
表
現
の
条
件
関
係
か
ら
成
る
複
文
全
体
と
し
て
反

語
性
を
も
っ
、
複
文
性
の
反
語
の
形
式
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
疑
問
形
の
反
語
表
現

に
も
、
己
然
形
に
よ
る
接
続
法
で
構
成
さ
れ
た
複
文
の
条
件
関
係
が
そ
の
全
体
で

反
語
に
な
っ
て
い
る
、
次
の
よ
う
な
例
が
上
代
を
中
心
に
少
し
認
め
ら
れ
る
。

あ

し

が

り

ね

ω足
柄
の
箱
根
の
嶺
ろ
の
に
こ
草
の
花
つ
妻
な
れ
や
〈
波
奈
都
豆
麻
奈
礼

也
〉
紐
解
か
ず
寝
む

(
万
葉
・
十
四
・
三
三
一
七

O
)

こ
の
つ
花
つ
妻
な
れ
や
」
の

「
な
れ
」
は
、
「
な
れ
ば
」
の
意
で
己
然
形
に
よ

る
接
続
法
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
係
助
詞
「
や
」
は
反
語
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
あ
な
た
が
触
れ
て
は
い
け
な
い
花
妻
で
あ
る
の
な
ら
、
紐
も
解
か
ず
に
寝
ま

し
ょ
う
」
と
い
う
の
が
そ
の
表
層
の
意
味
で
、
「
し
か
し
、
そ
ん
な
わ
け
で
は
な

い
以
上
、
共
寝
を
せ
ず
に
は
:
:
:
」
と
い
う
意
を
暗
示
的
に
主
張
し
た
反
語
表
現

で
あ
る
。

川
植
ゑ
し
植
ゑ
ば
秋
な
き
時
や
咲
か
ざ
ら
ん

花
こ
そ
散
ら
め
根
さ
へ
枯
れ

(
古
今
・
秋
下
)

め
や

右
の
例
の
「
秋
な
き
時
や
:
:
:
」
も
、
意
味
土
「
秋
な
き
時
な
ら
ば
や
:
:
:
」

の
意
で
「
秋
が
あ
る
限
り
、
花
の
咲
か
な
い
は
ず
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
確

七
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認
・
主
張
し
て
お
り
、
複
文
性
の
反
語
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中

古
に
は
他
に
類
例
を
見
出
し
が
た
く
、
珍
し
い
例
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
複
文
性
の
反
語
形
式
と
見
る
べ
き
も
の
も
、
仮
定
表
現
に
係
助
詞

「
こ
そ
」
の
介
入
し
た

ωの
諸
例
の
み
で
は
な
く
、
疑
問
形
に
も
類
例
は
あ
る
と

二
一
一
口
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、

ωの
諸
例
が
、
古
代
語
以
来
、
和
歌
散
文
を
問
わ
ず

広
く
存
在
す
る
の
に
比
べ
て
、
疑
問
形
の
そ
れ
は
上
代
に
偏
り
、
ま
た
資
料
的
に

は
和
歌
に
偏
っ
て
い
る
の
で
、
非
疑
問
形
の
そ
れ
と
の
聞
に
成
立
上
の
影
響
関
係

は
特
に
認
め
が
た
い
。

ニ
の
ニ

単
文
性
の
「
ば
こ
そ
」

と
こ
ろ
が
、
中
世
に
な
る
と
、
例

ωの
複
文
形
式
か
ら
、

条
件
句
に
当
た
る
部
分
の
み
を
表
し
、
帰
結
句
の
部
分
の
現
れ
な
い
、
次
の
よ
う

そ
の
う
ち
の
仮
定

な
表
現
も
次
第
に
多
く
な
る
。

川
指
せ
る
親
の
敵
な
ら
ば
こ
そ
。
顕
れ
ん
と
は
よ
も
不
レ
思
。

(
日
蓮
消
息
・
弘
安
五
年
)

-
「
自
然
の
事
候
者
、
頼
盛
か
ま
へ
て
た
す
け
さ
せ
給
へ
」
と
申
さ
れ
け
れ

共
、
女
院
「
今
は
世
の
世
に
で
も
あ
ら
ば
こ
そ
」
と
て
、
た
の
も
し
気
も

(
覚
一
本
平
家
・
七
・
一
門
部
落
)

む
し
ろ

・
し
め
ぢ
が
は
ら
だ
ち
ゃ
。
よ
し
な
き
恋
を
す
が
涯
、
ふ
し
て
見
れ
ど
も

な
う
ぞ
仰
け
る
。

を
ら
れ
ば
こ
そ
。
く
る
し
ゃ
独
り
寝
の
、
わ
が
た
ま
く
ら
の
肩
か
へ
て
、

も
て
ど
も
も
た
れ
ず
。
そ
も
恋
は
何
の
重
荷
ぞ
。

ひ
と
よ
ふ
た
よ

l
I
l
l
1
1
1
I
l
l
i
-
-

・
一
夜
二
夜
と
も
言
は
ば
こ
そ
な

よ
し
せ
め
て
朝
顔
の
花(

閣の 仏

露葉
の
閉ま L
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と

(
宗
安
小
歌
集
・
一
ム
ハ
六
)

1¥ 

-
横
笛
是
を
見
給
ひ
て
、

「
情
な
の
有
様
や
。
昔
に
か
は
ら
で
、
今
も
契
ら

ん
と
い
は
Y

こ
そ
。
か
は
り
し
姿
た
Y

一
目
見
せ
さ
せ
給
へ
」
と

(
伽
・
横
笛
草
紙
)

こ
の
よ
う
に
帰
結
句
に
当
た
る
部
分
を
伴
わ
な
い
例
も
、
そ
の
よ
う
な
例
の
少

な
い
う
ち
は
、
あ
る
べ
き
帰
結
句
の
省
略
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
中
世
以
降
は
、
逆
に
帰
結
句
を
伴
う
例
の
ほ
う
が
実
際
に
は
稀
に
な
っ

て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
帰
結
句
の
省
略
は
む
し
ろ
語
源
の
問
題
に
過
ぎ
な
く
な

り
、
も
は
や
本
来
の
仮
定
条
件
句
で
は
な
く
、
そ
れ
を
出
自
と
し
て
表
層
の
事
態

を
否
定
す
る
現
実
の
状
況
を
、
反
転
的
に
確
認
・
主
張
す
る
こ
と
自
体
を
狙
い
と

す
る
、
単
文
性
の
形
式
に
な
っ
て
き
た
と
見
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に

し
て
仮
定
条
件
句
か
ら
変
容
し
た
も
の
は
、
疑
問
形
式
に
こ
そ
よ
ら
な
い
が
、
通

常
の
疑
問
形
の
そ
れ
に
類
す
る
単
文
性
の
反
語
形
式
と
言
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
形
も
具
体
的
な
帰
結
句
を
要
求
す
る
本
来
の
仮
定

こ
で
は
、

「
未
然
形
十
ば
」

条
件
句
と
し
て
の
働
き
は
消
失
し
、
い
わ
ば
そ
の
働
き
の
一
部
と
し
て
、
可
能
的

な
事
態
の
あ
り
ょ
う
を
表
示
す
る
に
と
ど
ま
り
、

そ
の
分
、

「
こ
そ
」
が
反
語
形

式
と
し
て
の
反
転
的
な
暗
示
力
を
代
表
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
単
文
化
し
た
も
の
の
文
末
形
式
は
、
「
未
然
形
+
ば
」
の
形
が
、

来
の
働
き
を
失
っ
た
だ
け
「
こ
そ
」
と
一
体
化
し
て
反
語
形
式
を
構
成
す
る
こ
と

そ
れ
本

に
な
っ
た
と
見
て
よ
い
か
ら
、
そ
の
承
接
す
る
活
用
形
ま
で
示
す
に
し
て
も
、
先

述
の
複
文
性
の
反
語
形
式
に
対
し
て
は
、
「
ば
こ
そ
」
を
一
つ
に
ま
と
め
て

未

然
形
+
ば
こ
そ
」
と
表
記
し
て
よ
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
「
ば



こ
そ
」
形
式
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
単
文
性
の
「
ば
こ
そ
」
形
式
は
、
ま
さ
に
反

語
形
式
と
呼
ぶ
し
か
な
い
独
自
牲
を
も
つ
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
先
述
の
複
文
性
の
「
ば
十
こ
そ
」
形
式
に
お
け
る
帰
結
句
の
省
略
か
ら
、

反
語
の
「
ば
こ
そ
」
形
式
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
の
変
容
は
、

で
は
な
く
、
漸
進
的
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
事
実
上
「
ば
こ
そ
」
で

文
が
終
わ
っ
て
も
、
帰
結
句
の
省
略
と
解
せ
る
う
ち
は
、
複
文
性
の
「
ば
+
こ

一
挙
に
生
じ
た
も
の

そ
」
形
式
と
見
う
る
か
ら
、
具
体
的
な
個
々
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
複
文
性
の

「
ば
こ
そ
」
形
式
と
が
常
に
区
別
で
き
る
と
は

限
ら
な
い
。
し
か
し
、
時
代
的
な
用
例
の
分
布
か
ら
一
応
の
線
を
引
く
こ
と
は
可

能
で
あ
り
、
仰
の
諸
例
の
よ
う
な
中
世
の
例
は
、
単
文
性
の

と
見
う
る
可
能
性
が
高
い
。

「
ば
+
こ
そ
」
形
式
と
単
文
性
の

「
ば
こ
そ
」
形
式

南
北
朝
以
降
に
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
「
ば
こ
そ
」
形
式
の
単
文
中
の
主

語
が
「
は
」

で
提
示
さ
れ
た
、
「
:
:
:
は
:
:
:
あ
ら
ば
こ
そ
」
な
ど
の
形
も
見
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
形
は
「
:
:
:
は
:
:
:
な
り
」
と
い

う
典
型
的
な
判
断
形
式
の
よ
り
強
調
的
な
言
い
方
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
よ

う
な
形
の
出
現
は
、
単
文
牲
の
「
ば
こ
そ
」
形
式
が
定
着
し
た
き
た
目
印
に
も
な

る
だ
ろ
う
。

川
此
殿
ば
ら
兄
弟
は
、
身
こ
そ
貧
な
り
と
も
、
心
は
貧
に
あ
ら
ば
こ
そ
。
楚

忽
に
入
て
、
細
首
う
ち
お
と
さ
れ
、
あ
し
か
り
な
ん
と
思
ひ
、

(
曾
我
・
六
)

-
も
と
よ
り
勧
進
帳
は
あ
ら
ば
こ
そ
。
笈
の
中
よ
り
往
来
の
巻
き
物
取
り
出

だ
し
、
勧
進
帳
と
名
付
け
つ
つ
、
高
ら
か
に
こ
そ
読
み
上
げ
け
れ
。

文
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(
謡
・
安
宅
)

「
ば
こ
そ
」
形
式
に
よ
る
反
語
表
現
の
例
は
、

近
世
に
入
っ
て
も
次
の
よ
う
に

引
き
続
き
よ
く
認
め
ら
れ
る
。

仰
大
鼓
も
ち
で
も
犬
で
も
猫
で
も
あ
ら
ば
こ
そ
、
人
で
ご
ざ
ん
す
物
を
。
苦

(
仮
・
難
波
鉦
・
三
)

・
文
身
共
も
奉
公
に
こ
れ
程
も
油
断
せ
ず
、
商
物
も
も
じ
ひ
ら
な
か
ち
が
へ

し
う
な
い
こ
と
で
も
有
。

(
浄
・
曾
根
崎
心
中
・
上
)

・
針
の
む
し
ろ
の
此
家
に
、
生
き
づ
さ
え
も
た
え
ば
こ
そ
。

た
こ
と
の
あ
ら
ば
こ
そ
。

(
東
海
道
四
谷
怪
談
・
二
幕
目
)

「
て
こ
そ
」
「
に
こ
そ
」

「
ば
こ
そ
」
形
式
が
成
立
す
る
と
、
「
こ
そ
」
が
反
語
形
式
と
し
て
の
反
転
的
な

暗
示
力
を
代
表
す
る
、
そ
の
特
徴
を
利
用
し
て
、
さ
ら
に
「
活
用
語
連
用
形
+
て

こ
そ
」
「
活
用
語
連
体
形
+
に
こ
そ
」

と
い
う
形
の
反
語
形
式
も
そ
れ
ぞ
れ
形
成

さ
れ
た
。
次
に
そ
れ
ら
の
反
語
形
式
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

「
活
用
語
連
用
形
+
て
こ
そ
」
形
式
は
、
「
て
こ
そ
」
形
式
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

こ
の
形
式
は
室
町
時
代
の
口
語
的
な
言
い
方
か
ら
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
次
に
そ
の
一
斑
を
一
示
す
。

川
欲
振
頑
綱
、
ト
ガ
-
一
頼
レ
タ
ル
綱
紀
ヲ
振
起
セ
ウ
ト
テ
モ
、
一
五
誰
克
補
ハ

ン
ト
テ
、
人
ガ
ア
ツ
テ
コ
ソ
ナ
リ
(
史
記
抄
・
秦
始
皇
本
紀
・
四
百
ウ
)

九



非
疑
問
形
反
語
形
式
の
史
的
考
察

(
山
口
亮
二
)

-
ア
レ
ガ
義
ト
徳
ト
ハ
我
レ
ガ
勢
ト
財
ト
ニ
ハ
カ
エ
ウ
ト
云
テ
モ
ナ
ル
マ
イ
。

ナ
ニ
ガ
易
ウ
者
デ
ハ
ア
ツ
テ
コ
ソ
マ

(
蒙
求
抄
・
五
お
ウ
)

-
ナ
ン
ニ
小
庭
ナ
ド
ヲ
サ
ウ
ヂ
シ
テ
、
用
ガ
ア
ツ
テ
コ
ソ
ト
一
五
タ
ゾ

(
玉
塵
抄
・
三
・
二
一
四
八
頁
)

イ
h

i

-

-
師
資
相
続
ニ
マ
シ
テ
目
出
度
事
ハ
矧
ニ
在
ツ
テ
コ
ソ
(
巨
海
代
抄
・
上
)

-
な
に
と
言
ふ
ぞ
。
殿
よ
り
御
ざ
っ
し
ゃ
う
が
参
り
た
る
か
。
あ
ま
り
ふ
る

(
室
町
物
語
・
窓
の
教
)

ひ
て
言
ふ
ゆ
へ
、
き
こ
え
て
こ
そ
。

「
て
こ
そ
」
形
式
に
つ
い
て
は
、
『
ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典
』
に
次
の
よ

う
な
指
摘
が
あ
る
。

こ
の

第
四
。

主
と
し
て
、
「
て
」
に
終
る
分
詞
の
後
へ
添
へ
た
場
合
で
あ
る
が
、

或
言
ひ
方
に
於
い
て
は
否
定
の
意
味
を
持
ち
、
決
し
て
な
い
、
話
す
こ
と
な

ど
あ
り
は
し
な
い
、
有
る
も
の
か
等
と
い
ふ
意
を
表
す
。
例
へ
ば
、
「
な
っ

て
こ
そ
」
、

又
は
、

「
な
っ
て
こ
そ
あ
れ
」
「
御
座
っ
て
こ
そ
」
「
参
っ
て
こ

そ
」
「
書
か
れ
て
こ
そ
」
「
参
ら
れ
て
こ
そ
」
「
食
べ
ら
れ
て
こ
そ
」
「
御
前
に

物
を
申
さ
れ
て
こ
そ
」
「
し
て
こ
そ
」
「
知
っ
て
こ
そ
」

(
ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典
・
二
)

「
ば
こ
そ
」
形
式
(
「
未
然
形
+
ば
こ
そ
」
)
に
お
い
て
は
、

そ
の
「
未
然
形
+

ば
」
の
形
も
具
体
的
な
帰
結
句
を
要
求
す
る
本
来
の
仮
定
条
件
句
と
し
て
の
働
き

は
消
失
し
て
、
た
ん
に
可
能
的
な
事
態
の
あ
り
ょ
う
を
表
示
す
る
に
と
ど
ま
り
、

そ
れ
に
伴
っ
て
、

「
こ
そ
」

が
反
語
形
式
と
し
て
の
反
転
的
な
暗
示
力
を
代
表
す

四
O 

る
よ
う
に
な
っ
た
と
見
た
が
、
「
て
こ
そ
」
形
式
は
、

そ
の
接
続
助
詞
「
ば
」
と

助
調
の
下
位
分
類
に
お
い
て
も
共
通
性
の
あ
る
接
続
助
詞
「
て
」
に
、
「
ば
こ
そ
」

「
こ
そ
」
を
付
け
た
形
で
あ
る
。
そ
の
出
現
す
る
時
期
か
ら
見
て
も
、
「
て
こ

のそ
」
形
式
は
「
ば
こ
そ
」
形
式
の
特
徴
を
利
用
し
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
か

ろ
う
。
「
て
こ
そ
」
形
式
は
、
「
ば
こ
そ
」
形
式
に
お
い
て
た
ん
に
可
能
的
な
事
態

の
あ
り
ょ
う
を
表
示
す
る
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た

「
未
然
形
+
ば
」
を
、
「
連
用
形

+
て
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
接
続
助
詞

は
、
本
来
接
続
助
詞
「
ば
」
よ
り
も
は
る
か
に
お
お
ま
か
な
意
味
関
係
し

か
表
示
せ
ず
、
そ
の
消
極
的
な
関
係
表
示
の
た
め
に
か
え
っ
て
多
様
な
意
味
関
係

に
適
応
す
る
こ
と
も
で
き
た
が
、

「て」

そ
の
よ
う
な
関
係
表
示
の
消
極
性
が
、

「
ば
こ

そ
」
形
式
の
構
成
を
利
用
し
て
新
た
な
反
語
形
式
を
形
成
す
る
に
も
、
か
え
っ
て

好
都
合
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
て
こ
そ
」
形
式
に
は
、
「
ば
こ
そ
」
形
式
の
形
成
を
容
易
に
し
た
複
文
性
の

「
ば
+
こ
そ
L

形
式
の
よ
う
な
先
行
形
式
は
な
か
っ
た
が
、
「
て
こ
そ
し
形
式
に

と
っ
て
は
、

「
ば
こ
そ
」
形
式
と
い
う
単
文
性
の
反
語
形
式
自
体
が
モ
デ
ル
と
し

て
そ
の
成
立
を
助
け
る
先
行
形
式
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

立
に
よ
っ
て
、
活
用
語
の
連
用
形
を
承
け
て
の
反
語
表
現
も
可
能
に
な
っ
た
。

「
て
こ
そ
」
形
式
は
、
近
世
に
も
そ
の
早
い
時
期
に
は
、
次
の
よ
う
に
用
い
ら

「
て
こ
そ
」
形
式
の
成

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
、
近
世
中
期
以
降
に
は
そ
の
例
が
見
当
た
ら

唱

L

、。
や
I
1
t
u
w

川
い
さ
さ
か
お
も
し
ろ
げ
も
あ
っ
て
こ
そ
。

(
噺
・
昨
日
は
今
日
の
物
語
・
上
)



-
上
様
ま
け
さ
せ
ら
れ
て
、
又
々
召
出
、
い
つ
も
の
ご
と
く
ニ
成
申
候
。
名

誉
な
る
主
従
之
間
ニ
て
御
ざ
候
。
但
馬
被
申
候
様
、
お
れ
ハ
何
共
思
ふ
て

こ
そ
、
あ
な
た
ニ
さ
う
思
召
さ
ば
、
あ
な
た
次
第
よ
。

(
沢
庵
書
簡
・
寛
永
一
五
・
七
・
二
・
小
出
吉
英
宛
)

は

I
l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1

そ

れ

が

し

か

「
い
や
/
¥
あ
の
羽
つ
が
ひ
で
は
あ
っ
て
こ
そ
。
某
が
描
い
た
様
に
は

得
飛
ぶ
ま
い
」
と
言
ふ
た
。

(
仮
・
浮
世
物
語
・
一
二
・
一
二
)

「
活
用
語
連
体
形
十
に
こ
そ
」
形
式
は
、
「
に
こ
そ
」
形
式
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

こ
の
形
式
も
室
町
時
代
の
口
語
的
な
言
い
方
か
ら
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
次
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

帥
ゲ
ニ
モ
ワ
メ
イ
テ
カ
ナ
シ
ガ
ル
ト
モ
沈
ム
ベ
キ
舟
ガ
不
沈
ニ
コ
ソ
デ
有
程

一
吟
輔
自
若
ナ
ル
ゾ

(
四
河
入
海
・
二
・
三
日
ウ
)

-
人
-
一
恥
ヲ
忍
ン
デ
米
ヲ
請
ハ
ン
ヨ
リ
ハ
首
陽
ニ
ワ
ラ
ビ
ガ
ナ
カ
ラ
ウ
ニ
コ

J
ノ

(
中
華
若
木
詩
抄
・
中
)

こ
の

「
に
こ
そ
」
形
式
の

「
に
」
は
活
用
語
の
連
体
形
を
承
け
て
い
る
。
「
ば

こ
そ
」
「
て
こ
そ
」
と
の
関
連
か
ら
見
て
、
こ
の
「
に
」
は
接
続
助
詞
「
に
」
で

あ
ろ
う
。
「
に
こ
そ
」
形
式
も
、
「
ば
こ
そ
」
形
式
の
中
の

「
未
然
形
+
ば
」
、

る
い
は
、
「
て
こ
そ
」
形
式
の
中
の

「
連
用
形
十
て
」
を
「
連
体
形
十
に
」
に
置

き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
見
て
よ
い
。
接
続
助
調
「
に
」
の
関
係
表

一
不
は
、
後
の
「
の
に
」
の
成
立
へ
と
、
次
第
に
逆
接
へ
の
偏
り
の
進
む
時
期
で
は

あ
る
が
、
古
来
多
様
な
意
味
関
係
に
適
用
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
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「
に
こ
そ
L

形
式
に
は
、

そ
の
連
体
形
に
承
接
す
る
点
が
、
後
述
す
る
疑
問
形
の

反
語
形
式
の
め
ざ
す
あ
り
よ
う
と
共
通
し
て
お
り
、
そ
の
点
が
そ
の
関
係
表
示
性

以
上
に
、
利
点
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
に
こ
そ
」
形
式
の
例
も
、
次
に
一
不
す
よ
う
に
近
世
の
中
期
ご
ろ
ま
で
は
ま
だ

用
い
ら
れ
て
い
る
。
近
松
門
左
衛
門
の
浄
摺
璃
に
は
概
し
て
例
が
め
だ
っ
。

ω和
中
散
で
も
き
く
に
こ
そ
。

-
ア
、
去
リ
迫
は
お
気
の
弱
い
。
何
ン
の
神
仏
ヶ
様
が
な
い
に
こ
そ
。

(
浄
・
伊
賀
越
道
中
双
六
・
九
)

(
浄
・
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
・
中
)

四

非
疑
問
形
単
文
性
反
語
形
式
の
成
立
理
由

以
上
の
よ
う
に
、
非
疑
問
形
単
文
性
の
反
語
形
式
「
ば
こ
そ
」
は
、
中
世
に
形

成
さ
れ
、

そ
の
特
徴
を
利
用
し
て
室
町
期
の
口
語
で
は

「
て
こ
そ
」
「
に
こ
そ
」

形
式
も
形
成
さ
れ
た
と
見
う
る
。
そ
し
て
遅
く
と
も
近
世
後
期
に
は
そ
れ
ら
が
姿

を
消
し
て
い
く
。
そ
の
時
期
的
な
分
布
は
中
世
を
中
心
と
す
る
時
代
に
偏
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
中
世
を
中
心
に
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
反
語
形
式
が
必
要
に
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
そ
の
問
題
を
反
語
形
式
が
そ
の
基
礎
的
な
地
盤
と
し
た
は

ず
の
疑
問
形
式
の
そ
の
時
期
に
お
け
る
あ
り
ょ
う
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

あ

中
世
と
い
う
時
代
は
、
古
代
語
の
係
り
結
び
体
制
が
崩
壊
し
て
新
し
い
構
文
体

制
が
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
過
渡
期
で
あ
っ
た
。
通
常
の
反
語
に
そ
の
基
礎
地
盤

を
提
供
し
て
い
た
疑
問
形
式
は
、
古
代
語
で
は
係
り
結
び
体
制
の
重
要
な
一
翼
を

担
っ
た
形
式
で
あ
る
。
そ
の
体
制
が
崩
壊
す
る
中
世
は
、
し
た
が
っ
て
、
反
語
の

形
式
に
と
っ
て
も
、
そ
の
基
礎
地
盤
が
い
わ
ば
地
滑
り
を
起
こ
し
た
時
代
で
あ
る
。

四



非
疑
問
形
反
語
形
式
の
史
的
考
察

(
山
口
亮
二
)

疑
問
形
の
反
語
形
式
も
、
そ
れ
ま
で
通
り
疑
問
形
式
に
基
礎
地
盤
を
求
め
る
限
り
、

変
化
す
る
疑
問
形
式
の
跡
を
追
っ
て
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
中
世
か
ら
近
世

に
か
け
て
は
、
通
史
的
に
見
て
そ
の
跡
を
追
う
べ
き
疑
問
形
式
自
体
が
、
ま
だ
そ

の
落
ち
着
く
べ
き
と
こ
ろ
に
落
ち
着
い
て
い
な
い
流
動
期
で
あ
っ
た
。

少
し
具
体
的
に
ヨ
一
守
え
ば
、
古
代
語
の
疑
問
表
現
で
は
疑
念
の
焦
点
に
な
る
成
分

を
卓
示
強
調
す
べ
く
、
疑
問
の
係
助
詞
「
か
」
「
や
」
が
係
り
用
法
と
し
て
そ
の

成
分
の
下
に
介
入
し
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
中
世
に
入
る
こ
ろ
か
ら
、
疑
問
表
現
に

お
い
て
も
、
疑
念
の
焦
点
を
強
調
す
る
よ
り
は
、
解
答
案
に
な
る
事
柄
全
体
を
一

つ
に
取
り
ま
と
め
て
、
主
要
な
成
分
の
論
理
関
係
を
明
示
化
す
る
要
求
の
ほ
う
が

高
ま
り
、
そ
の
事
柄
を
一
つ
に
ま
と
め
た
上
で
、
疑
問
助
詞
は
文
末
に
付
け
る
と

い
う
方
向
に
向
か
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
に
大
き
な
変
化
は
急
激
に
は
達
成

さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
中
世
に
は
機
能
に
お
け
る
新
旧
の
あ
り
ょ
う
の
連
立
的

な
形
式
が
い
ろ
い
ろ
出
現
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

疑
問
詞
に
よ
る
不
定
方
式
の
疑
問
表
現
で
も
、
古
く
は
疑
問
詞
が
係
り
用
法
の

「
か
」
と
共
起
す
る
「
何
か
」
「
何
か
は
」
「
何
人
に
か
」
な
ど
の
形
で
反
語
形
式

に
な
る
こ
と
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
多
か
っ
た
が
、
中
世
に
は
疑
問
詞
も
次
第

に
文
中
に
「
か
」
を
伴
う
こ
と
な
く
反
語
を
表
示
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た

め
、
も
と
も
と
係
助
詞
「
か
」
の
係
り
用
法
と
は
共
起
し
な
か
っ
た
主
格
の
表
示

を
担
う
格
助
詞
も
、
室
町
期
の
口
語
で
は
次
の
よ
う
に
「
何
が
」
な
ど
の
形
で
反

語
形
式
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
め
だ
っ
て
多
く
な
っ
た
。

ωい
や
/
¥
お
い
そ
が
は
し
ひ
に
、

は
た
ら
き
こ
そ
い
た
さ
ず
共
、
伺
が
さ

や
う
に
ゆ
る
り
と
い
ら
れ
ま
ら
せ
う
ぞ
、
た
Y
罷
帰
ふ

四
(
虎
明
本
狂
言
・
櫨
庖
丁
)

中
世
の
不
定
方
式
の
反
語
表
現
は
、
次
に
そ
の
一
例
を
示
す
よ
う
に
反
語
の
助

調
「
や
は
」

「
や
は
」
「
や
は
か
」
「
や
は

や
Lー

な
ど

よ士

号長
t 問
ι 調
も相

手喜
三の

三型
だE担

転
用
し
た

ωや
は
か
女
の
身
と
し
て
、
大
法
座
へ
は
上
が
る
べ
き
。

(
幸
若
・
常
葉
問
答
)

こ
の
よ
う
な
反
語
の
助
調
の
副
詞
化
と
そ
の
進
出
現
象
も
、
や
は
り
反
語
形
式

の
基
礎
地
盤
と
な
る
べ
き
疑
問
形
式
の
変
動
に
よ
っ
て
、
疑
問
調
と
係
り
用
法
の

「
か
」
の
共
起
す
る
従
来
の
不
定
方
式
の
反
語
形
式
が
時
流
に
合
わ
な
く
な
っ
て

き
た
、
そ
の
補
い
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
不
定
方
式
の
反
語
形
式
の
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
い
ず
れ
も
い
わ
ば

疑
問
形
式
の
内
部
に
お
い
て
ま
か
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
特
定
の
解
答
案
に

よ
っ
て
成
り
立
つ
特
定
方
式
で
は
そ
う
は
い
か
な
か
っ
た
。
特
定
方
式
の
疑
問
表

現
で
は
、
古
来
そ
の
特
定
方
式
の
疑
問
表
示
を
中
心
的
に
担
っ
て
き
た
係
助
調
の

「
に
や
あ
ら
ん
」

「
や
」
に
も
、
事
柄
を
準
体
的
に
ひ
と
ま
と
め
に
し
た
句
を

承
け
る
と
い
う
形
で
、
い
わ
ば
「
指
定
辞
+
推
量
辞
」
と
い
う
助
動
調
層
に
適
用

さ
れ
る
こ
と
が
盛
ん
に
な
り
、
そ
の
慣
用
の
結
果
と
し
て
の
簡
略
化
か
ら
、
鎌
倉 で

期
に
は
ま
ず
「
や
ら
ん
」
と
い
う
新
し
い
疑
問
の
終
助
詞
が
形
成
さ
れ
て
、
時
代

の
要
求
に
応
え
た
。



ω御
酒
ハ
参
リ
候
ヤ
ラ
ム
ト
問
へ
パ

(
党
舜
本
沙
石
集
・
七
)

し
か
し
、
そ
の
「
や
ら
ん
」
を
疑
問
表
示
に
用
い
た
時
期
も
、
鎌
倉
期
を
そ
の

盛
期
と
し
て
、
比
較
的
短
期
間
に
終
わ
り
、
そ
の
語
形
も
「
や
ら
」
へ
と
転
じ
な

が
ら
、

そ
れ
は
不
定
の
意
を
添
え
る
だ
け
の
副
助
詞
に
変
化
し
て
い
く
。

一方、

疑
問
形
式
の
ほ
う
は
次
の
よ
う
に
文
末
に
「
か
」
を
付
け
る
形
式
へ
と
推
移
し
、

も
と
の
係
助
詞
「
か
」
は
、
口
語
的
に
疑
問
を
表
す
に
は
も
っ
ぱ
ら
文
末
に
用
い

ら
れ
て
、
終
助
詞
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ω朝
ニ
顧
ル
ト
ハ
今
夜
ハ
ス
ル
/
¥
ト
御
寝
ナ
ツ
タ
カ
ト
相
尋
ル
ヲ
一
五

(
応
永
二
十
七
年
本
論
語
抄
・
為
政
)

こ
の
よ
う
に
疑
問
の
助
詞
は
形
態
的
に
も
位
置
的
に
も
変
化
し
て
い
く
不
安
定

な
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
、
そ
の
形
式
を
反
語
に
利
用
す
る
こ
と

は
、
す
ぐ
に
は
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
や
ら
ん
」

は
反
語
形
式
と
し
て

は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
文
末
の
「
か
」
は
反
語
形
式
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と

は
あ
る
が
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
、
そ
の
当
為
的
な
表
現
力
を
「
ベ
し
」
に
依

存
し
な
け
れ
ば
、
落
ち
着
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
文
末
の
「
か
」
の
表
現
性

だ
け
で
は
な
お
不
十
分
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

M
W
父
の
た
め
に
そ
な
へ
て
お
き
た
る
命
、
お
も
は
ざ
る
こ
と
に
、

か
と
思
ひ
、
自
害
を
の
が
れ
け
る
こ
そ
、
無
意
な
れ
。

は
つ
べ
き

(
曾
我
・
四
)

文
学
部
論
集

第
八
十
三
号
(
一
九
九
九
年
三
月
)

以
上
の
よ
う
に
、
疑
問
形
の
反
語
形
式
は
、
そ
の
基
礎
地
盤
と
な
る
疑
問
形
式

の
大
き
な
変
動
に
応
じ
て
、
新
し
い
形
式
を
必
要
と
し
て
い
た
が
、
特
定
方
式
の

疑
問
形
式
の
側
に
は
、
そ
の
要
求
を
充
足
さ
せ
る
ほ
ど
に
い
わ
ば
品
質
の
安
定
し

た
資
材
が
ま
だ
乏
し
く
、
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
新
し
い
形
式
を
供
給
す
る
に
は
、

慣
例
に
と
ら
わ
れ
な
い
工
夫
が
必
要
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五

疑
問
形
の
「
ぱ
や
」
の
成
立
過
程

中
世
に
お
け
る
疑
問
形
反
語
形
式
に
も
、
そ
の
一
端
に
は
す
で
に
触
れ
た
が
、

な
お
そ
の
反
語
形
式
に
も
非
疑
問
形
の
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
も

の
が
あ
る
。
次
の
よ
う
な
「
未
然
形
+
ば
や
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

仰
な
に
と
て
か
た
て
湯
の
か
ら
く
な
か
る
ら
ん
/
む
め
水
と
て
も
す
く
も
あ

ら
ば
や

(
竹
馬
狂
吟
集
・
五
)

-
イ
カ
ニ
コ
ロ
サ
ウ
ト
ス
レ
ド
モ
、
ト
ガ
ぐ
ア
ラ
パ
ヤ
ヂ
ヤ
ホ
ド
ニ
エ
コ
ロ

サ
ヌ
ゾ

(
史
記
抄
・
五
帝
本
紀
・
二
部
オ
)

-
或
説
ニ
ハ
此
水
ヲ
ト
ツ
テ
イ
テ
モ
子
由
ナ
ン
ド
ガ
ヲ
ラ
パ
ヤ
ゾ
、
サ
ル
程

ニ
ト
ツ
テ
イ
テ
モ
何
ノ
用
ゾ

(
四
河
入
海
・
一
・
一
一
品
オ
)

-
酒
ハ
ノ
マ
セ
タ
シ
、
銭
ハ
ア
ラ
パ
ャ
、
詩
デ
酒
ニ
カ
へ
テ
淵
明
ニ
酒
ヲ
メ

タ
ト
ノ
マ
セ
タ
也
。

(
中
華
若
木
詩
抄
)

こ
の
よ
う
に
活
用
語
の
未
然
形
に
付
い
て
反
語
の
意
を
表
す
「
ば
や
」
に
つ
い

て
は
、
湯
沢
幸
吉
郎
が
「
(
一
)
希
望
の
意
を
表
す
。
:
:
:
(
二
)
打
消
の
意
を

表
す
。
:
:
:
」
と
、
希
望
の
意
の
終
助
詞
「
ば
や
」
と
一
括
し
て
取
り
上
げ
て
以

四
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来
、
希
望
(
願
望
)
の
意
の
終
助
詞
と
、
連
続
す
る
も
の
の
よ
う
に
見
ら
れ
が
ち

で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
反
語
と
は
言
わ
ず
、
打
消
、
な
い
し
、

否
定
と
い
う
説
明
法
が
一
般
に
通
用
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
小
林
好
日
も
、
願

望
の

へ
の
言
及
に
続
い
て
、
「
室
町
時
代
に
、
次
の
如
く
否
定
に
か
は

る
と
共
に
、
亡
び
た
」
と
、
そ
の
両
者
の
連
続
性
を
認
め
る
言
い
方
を
し
て
い
る
。

「
ば
や
」

こ
の
よ
う
な
理
解
の
方
向
に
対
し
て
、
筆
者
は
か
つ
て

「
古
語
大
辞
典
』
(
小

学
館
)

「
ば
や

〔
終
助
〕
」

の
項
を
担
当
し
た
折
、
「
①
話
し
手
の
願
望
を
表

す
。
:
:
:
②
話
し
手
の
意
志
を
表
す
。
:
:
:
③
反
語
的
に
、
打
消
の
意
味
を
表

す
。
室
町
時
代
の
口
語
で
多
く
用
い
ら
れ
た
。
:
:
:
」
な
ど
の
語
義
解
説
・
用
例

の

に
加
え
て
、
最
後
に
設
け
ら
れ
た
語
誌
欄
に
、
次
に
よ
う
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

③
は
室
町
時
代
の
口
語
的
表
現
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
同

じ
く
強
い
打
消
を
表
す
「
ば
こ
そ
」
へ
の
類
推
に
よ
っ
て
成
立
し
た
用
法
で

あ
ろ
う
。
①
か
ら
の
自
然
な
意
味
変
化
の
結
果
と
は
考
え
に
く
い
。

こ
こ
に
言
う
「
ば
こ
そ
」
は
、
本
稿
に
言
う
非
疑
問
形
単
文
性
の
反
語
形
式
の

そ
れ
で
あ
る
。

そ
の
③
の

「
ば
や
」
は
疑
問
の
係
助
詞
「
や
」
に
よ
る
と
見
て

よ
い
か
ら
、
①
②
の

「
ば
や
」

の

「
や
」
と
語
源
的
な
つ
な
が
り
が
な
い
と
は

勿
論
言
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
希
望
(
願
望
)
の
「
ば
や
」
は
遅
く
と
も
平
安

時
代
に
成
立
し
て
い
た
終
助
詞
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
古
代
語
で
は
「
か
」
を
含
め

て
、
疑
問
の
係
助
詞
か
ら
希
望
(
願
望
)
の
形
式
へ
の
変
化
は
、
珍
し
く
な
か
っ

た
。
意
味
の
変
化
が
実
現
す
る
に
は
普
通
一
定
の
方
向
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
も
し
も
、
そ
の
「
ば
や
」
が
反
語
に
転
用
さ
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の

四
四

転
用
の
成
立
す
る
室
町
期
ま
で
、
終
助
詞
「
ば
や
」
は
な
お
「
ば
+
や
」
と
容
易

に
分
析
で
き
る
二
語
性
を
維
持
し
て
お
り
、
し
か
も
室
町
時
代
に
至
っ
て
、
終
助

詞
「
ば
や
」
が
成
立
し
た
方
向
と
は
逆
向
き
に
、
再
び
語
源
上
の
疑
問
性
を
蘇
ら

せ
た
と
い
う
、
無
理
な
想
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
反
語
の
「
ば
や
」
の
成

立
は
、
希
望
の
意
の
終
助
詞
「
ば
や
」
か
ら
で
は
な
く
、
別
途
に
「
ば
+
や
」
と

し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

疑
問
形
単
文
性
の
「
ば
や
」
形
式
に
も
、
も
し
も
非
疑
問
形
の
「
ば
こ
そ
」
形

式
の
成
立
と
同
様
の
過
程
、
す
な
わ
ち
、
複
文
性
の
反
語
形
式
(
「
ば
+
や
」
形

式
と
呼
べ
る
も
の
)
が
先
行
し
、
か
っ
、
多
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
で
も
あ

れ
ば
、

「
ば
こ
そ
」
形
式
の
影
響
と
い
う
考
え
は
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
。
し
か
し
、
疑
問
形
の
複
文
性
反
語
形
式
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

複
文
性
の
「
ば
+
こ
そ
」
形
式
の
箇
所
で
言
及
し
た
通
り
で
あ
る
。
中
古
に
は
そ

の
形
式
の
例
さ
え
認
め
が
た
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
期
に
は
次
の
よ
う
に
複
文

性
の
「
ば
+
や
」
形
式
の
類
例
と
ヨ
一
早
え
そ
う
な
も
の
も
皆
無
で
は
な
い
が
、
こ
れ

は
仮
定
の
条
件
関
係
に
「
や
は
」
を
介
入
さ
せ
て
お
り
、
鎌
倉
期
に
も
今
の
と
こ

ろ
珍
し
い
例
で
あ
る
。

同
ヤ
ガ
テ
流
罪
ニ
ヲ
ヨ
パ
ン
ト
、

コ
ノ
人
/
¥
申
ヲ
コ
ナ
イ
ケ
レ
ド
モ
、

ソ

レ
ヲ
パ
、

ツ
ヨ
ク
御
気
色
エ
ア
ラ
ジ
ト
ヲ
ボ
シ
メ
シ
タ
リ
ケ
レ
パ
、
一
五
ツ

グ
ベ
キ
罪
過
ノ
ア
ラ
パ
ヤ
ハ
、
サ
シ
モ
申
ベ
キ
ナ
レ
パ
、
サ
テ
ヤ
ミ
ニ
ケ

(
愚
管
抄
・
六
)

し
た
が
っ
て
、
右
の
よ
う
な
例
か
ら
複
文
性
の
「
ば
+
や
」
形
式
の
存
在
も
仮



に
少
し
は
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
影
の
薄
い
存
在
か
ら
直
ち
に
「
ば

や
」
形
式
が
導
か
れ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

で
は
、
単
文
性
の
「
ば
や
」
形
式
は
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
そ
の
よ
う
に

室
町
期
に
お
い
て
に
わ
か
に
成
立
し
得
た
の
か
。
筆
者
の
か
つ
て
の
簡
単
な
言
及

は
、
本
稿
の
立
場
か
ら
改
め
て
次
の
よ
う
に
言
い
直
し
て
よ
か
ろ
う
。
室
町
期
の

単
文
性
の
反
語
形
式
「
ば
や
」
は
、
そ
の
「
や
」
が
疑
問
の
助
詞
で
あ
る
か
ら
疑

問
形
の
反
語
形
式
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
形
式
の
成
立
過

程
に
は
、
同
じ
単
文
性
の
「
ば
こ
そ
」
形
式
と
い
う
非
疑
問
形
の
形
式
の
影
響
を

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
非
疑
問
形
の
単
文
性
の
「
ば
こ
そ
」
形
式
は
、
複
文
性
の

「
ば
+
こ
そ
」
形
式
を
踏
ま
え
て
成
立
し
た
。
そ
の

「
ば
こ
そ
」
形
式
に
つ
い
て

は
、
「
ば
十
こ
そ
」
形
式
と
の
違
い
を
明
示
す
る
た
め
に
こ
そ
、
中
世
に
お
け
る

「
ば
こ
そ
」
の
一
語
化
に
も
言
及
し
た
が
、
「
、
ば
十
こ
そ
」
か
ら
「
ば
こ
そ
」
へ
の

変
化
は
前
述
の
通
り
き
わ
め
て
漸
進
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
も
、
「
ば
こ
そ
」

へ
の
一
語
化
は
、

で
は
な
っ
た
。

「
ば
十
こ
そ
」

へ
の
遡
源
を
直
ち
に
困
難
に
す
る
よ
う
な
も
の

し
た
が
っ
て
、
前
掲
の
例
帥
か
ら
察
せ
ら
れ
る

「
ば
十
や
」
形
式
の
例
が
仮

に
少
し
は
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
す
で
に
述
べ
た
非
疑
問
形
反
語
形
式

な
い
し
は
、
援
助
が
、
「
ば
や
」
形
式
の
成
立
よ
り

の
疑
問
形
に
対
す
る
影
響
、

も
一
足
早
い
段
階
に
お
い
て
も
あ
り
得
た
と
言
え
ば
よ
い
だ
け
で
あ
る
。

中
世
の
反
語
形
式
に
つ
い
て
は
、
疑
問
形
式
の
側
の
旧
秩
序
の
崩
壊
に
伴
う
安

定
し
た
資
材
の
不
足
か
ら
、
従
来
の
慣
例
に
と
ら
わ
れ
な
い
工
夫
に
よ
っ
て
非
疑

問
形
の
反
語
形
式
に
依
存
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
が
、

そ
の
一
方
で
は
、

一「

ば

や
」
形
式
の
成
立
過
程
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
疑
問
形
式
を
こ
そ
反
語
形
式
の

文
学
部
論
集

第
八
十
三
号
(
一
九
九
九
年
三
月
)

本
拠
と
し
て
、
で
き
れ
ば
そ
れ
に
拠
ろ
う
す
る
意
識
も
働
い
て
い
た
こ
と
を
う
か

が
わ
せ
る
。
例
側
も
そ
の
よ
う
な
意
識
の
も
と
に
、

非
疑
問
形
の
形
式
に
お
い

て
反
語
と
し
て
の
反
転
的
な
暗
示
力
を
代
表
す
る
「
こ
そ
」
の
み
を
旧
来
の
体
制

に
基
づ
く
「
や
は
」
に
置
き
換
え
た
表
現
と
見
う
る
。

回.L.

" 
む

す

び

表
層
の
形
式
が
反
転
的
に
そ
れ
と
肯
否
の
対
立
す
る
判
断
を
暗
示
的
に
確
認
・

主
張
す
る
と
い
う
表
現
性
を
反
語
形
式
の
目
印
に
す
れ
ば
、
反
語
形
式
に
は
疑
問

形
式
に
よ
ら
な
い
非
疑
問
形
の
も
の
も
認
め
ら
れ
る
が
、
疑
問
形
・
非
疑
問
形
の

ど
ち
ら
に
も
、
条
件
関
係
の
複
文
全
体
に
よ
る
複
文
性
の
反
語
と
、
単
文
な
い
し

は
複
文
主
句
の
み
で
反
語
に
な
る
、
単
文
性
の
反
語
が
あ
っ
た
。
非
疑
問
形
の
場

合
も
、
複
文
性
の
「
ば
+
こ
そ
」
形
式
は
、
一
般
の
条
件
形
式
と
両
立
す
る
が
、

「
ば
こ
そ
」
形
式
以
下
の
単
文
性
の
形
式
に
は
、

な
い
独
自
性
が
認
め
ら
れ
た
。

ま
さ
に
反
語
形
式
と
呼
ぶ
し
か

単
文
性
の
反
語
形
式
の
登
場
は
、
中
世
を
中
心
と
し
て
い
た
。
複
文
性
の
「
ば

+
こ
そ
L

形
式
の
慣
用
を
踏
ま
え
て
、
鎌
倉
期
に
ま
ず
「
ば
こ
そ
」
形
式
が
成
立

し
た
が
、
そ
の
形
式
の
特
徴
を
利
用
し
て
、
室
町
期
に
は
承
接
す
る
活
用
形
を
異

に
し
た
、
「
て
こ
そ
」
「
に
こ
そ
」
形
式
も
そ
れ
ぞ
れ
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

係
り
結
び
体
制
の
崩
壊
す
る
中
世
は
、
通
常
の
反
語
が
本
拠
と
す
る
疑
問
形
式

が
、
地
滑
り
を
起
こ
し
た
に
等
し
く
、
通
史
的
に
見
れ
ば
、
ま
だ
そ
の
落
ち
着
く

べ
き
と
こ
ろ
に
落
ち
着
い
て
い
な
い
流
動
期
で
あ
っ
た
。
疑
問
詞
を
何
よ
り
の
標

識
と
す
る
不
定
方
式
の
表
現
に
お
い
て
も
、
反
語
形
式
に
は
係
助
調
「
か
」
の
係

り
用
法
は
衰
退
し
、
室
町
期
に
は
主
格
助
詞
を
伴
う
「
何
が
」
や
、
反
語
の
助
調

四
五



非
疑
問
形
反
語
形
式
の
史
的
考
察

(
山
口
亮
二
)

四
六

を
疑
問
調
相
当
の
副
詞
に
転
用
し
た

「
や
は
か
」
「
や
は
や
」
な
ど
の
多
用
が
め

し
た
が
、

そ
れ
は
非
疑
問
形
が
幅
を
き
か
せ
た
状
況
の
中
で
も
、

で
き
れ
ば
疑
問

回
?
っ
。

(4)
土
井
忠
生
訳
、
昭
和
三

O
年
、
三
省
堂
。

(5)
拙
著
『
古
代
接
続
法
の
研
究
」
第
十
章
、
拙
著
『
日
本
語
接
続
法
史
論
』
(
平

成
八
年
、
和
泉
書
院
)
第
二
章
三
の
一
。

(6)
拙
稿
「
係
り
結
び
体
制
末
期
の
新
旧
連
立
形
式
|
|
機
能
の
新
旧
連
立
性

|
|
」
(
『
京
都
語
文
』
創
刊
号
)
。

(7)
拙
稿
「
反
語
副
詞
「
な
に
が
」
の
形
成
」
(
『
悌
教
大
学
文
学
部
論
集
』
八
二
)
。

(8)
拙
著
『
日
本
語
疑
問
表
現
通
史
』
第
六
章
二
の
三
。

(9)
拙
稿
「
疑
問
助
詞
「
や
ら
ん
」
の
成
立
L

(

『
語
文
』
五
三
・
五
四
輯
)
。

(
叩
)
湯
沢
幸
吉
郎
『
室
町
時
代
言
語
の
研
究
」
(
昭
和
四
、
大
岡
山
書
居
、
昭
和
四

五
、
風
間
書
房
再
販
)
。

(U)
小
林
好
日
『
日
本
文
法
史
』
(
昭
和
四
五
、
万
江
書
院
)
。
福
島
邦
道
「
否
定

の
「
ば
や
」
再
考
L

(

『
実
践
国
文
学
」
十
六
)
も
、
希
望
の
意
の
「
ば
や
」
と

の
連
続
性
を
想
定
す
る
方
向
の
も
の
。
な
お
、
山
内
洋
一
郎
「
否
定
の
助
調

「
ば
や
」
に
つ
い
て
」
(
『
連
歌
と
そ
の
周
辺
』
、
昭
和
四
二
年
)
は
、
疑
問
形
の

仮
定
表
現
と
の
関
連
を
想
定
。
森
脇
茂
秀
「
否
定
の
助
辞
「
ば
や
」
を
め
ぐ
っ

て
」
(
『
一
の
坂
川
姫
山
国
語
国
文
論
集
』
、
平
成
九
年
、
笠
間
書
院
)
は
、
逆
接

の
「
ば
と
て
」
と
の
関
連
を
想
定
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
見
方
に
は
従
え
な
い
。

(
臼
)
拙
著
「
日
本
語
疑
問
表
現
通
史
』
第
三
章
一
。

だ
つ
が
、
そ
れ
ら
は
疑
問
形
式
の
内
部
で
ま
か
な
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

疑
問
助
詞
を
何
よ
り
の
標
識
と
す
べ
き
特
定
方
式
の
表
現
に
お
い
て
は
、
そ
う
は

い
か
な
か
っ
た
。
特
定
方
式
の
疑
問
助
詞
に
は
新
た
に
終
助
詞
「
や
ら
ん
」
が
成

立
し
た
が
、
反
語
形
式
に
利
用
で
き
る
に
は
至
ら
ず
、
次
い
で
文
末
で
疑
問
表
示

に
当
た
る
「
か
」
の
終
助
調
化
が
進
ん
だ
が
、
こ
れ
も
中
世
に
は
反
語
に
十
分
な

資
材
を
提
供
す
る
ま
で
に
は
至
ら
ず
、
口
語
的
な
反
語
形
式
に
は
、
従
来
の
慣
例

に
と
ら
わ
れ
な
い
工
夫
が
必
要
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
ば
こ
そ
」
形
式
を

は
じ
め
と
す
る
非
疑
問
形
単
文
性
反
語
形
式
が
、
疑
問
形
の
特
定
方
式
に
相
当
す

る
形
式
と
し
て
中
世
に
登
場
し
た
最
大
の
理
由
は
、
そ
の
点
に
求
め
ら
れ
る
。

室
町
期
の
新
し
い
反
語
形
式
に
は
、
疑
問
形
に
属
す
る
「
ば
や
」
形
式
も
成
立

形
式
に
拠
ろ
う
す
る
意
識
の
も
と
に
、
非
疑
問
形
の
形
式
で
反
語
と
し
て
の
反
転

的
暗
示
力
を
代
表
す
る
「
こ
そ
」
の
み
を
疑
問
形
式
に
置
き
換
え
る
と
い
う
折
衷

法
に
依
っ
た
と
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

注

(1)
こ
の
反
語
を
は
じ
め
、
そ
の
基
礎
と
な
る
疑
問
表
現
に
つ
い
て
の
考
え
方
、

お
よ
び
、
用
語
は
、
拙
著
『
日
本
語
疑
問
表
現
通
史
』
(
平
成
二
年
、
明
治
書

院
)
に
よ
る
。

(2)
拙
著
『
古
代
接
続
法
の
研
究
』
(
昭
和
五
五
年
、
明
治
書
院
)
第
一
章
・
二
の

二
、
拙
著
『
日
本
語
疑
問
表
現
通
史
』
第
三
章
三
。

(3)
『
室
町
物
語
集
・
下
』
(
新
日
本
古
典
文
学
大
系
)
で
は
、
「
き
こ
え
で
こ
そ
L

と
、
「
て
」
を
打
消
の
意
を
含
む
接
続
助
詞
「
で
」
と
見
て
い
る
が
、
誤
解
だ
と

(
や
ま
ぐ
ち

ぎ
ょ
う
じ

国
文
学
科
)

一
九
九
八
年
一

O
月
一
四
日
受
理


