
　

「
も
の
か
」
の
反
語
文
に
つ
い
て
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は
じ
め
に

　

「
も
の
か
」
と
い
う
形
を
末
尾
に
持
つ
文
は
、
古
く
か
ら
、
多
く
、
反
語
を

表
す
文
や
、
詠
嘆
（
意
外
な
こ
と
に
対
す
る
驚
き
）
を
表
す
文
と
な
る
こ
と
が

知

ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
と
り
あ
え
ず
、
そ
の
う
ち
、
反
語
を
表
す
文
に
つ

い

て
、
そ
の
反
語
の
意
味
の
生
ま
れ
て
く
る
仕
組
み
を
、
近
・
現
代
語
の
用
例

を
も
と
に
、
主
に
構
文
論
的
な
観
点
に
立
っ
て
探
っ
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
以
下
、
「
も
の
か
」
と
い
う
と
き
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
反
語
文

に

お

け
る
そ
れ
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
資
料
に
は
、
夏
目
漱
石
「
吾
輩
は
猫
で

あ
る
」
（
「
O
O
由
○
ζ
版
新
潮
文
庫
明
治
の
文
豪
」
に
よ
る
、
以
下
出
典

名
と
し
て
は
「
猫
」
と
略
記
）
と
、
「
O
U
由
○
呂
版
新
潮
文
庫
の
1
0
0

冊
」
を
用
い
、
補
足
的
に
適
宜
そ
の
他
の
明
治
以
後
の
文
学
作
品
の
用
例
を
使

用
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
そ
の
場
合
、
「
も
ん
か
」
「
も
の
で
す
か
」
「
も

ん

で
す
か
」
な
ど
は
、
「
も
の
か
」
の
変
化
形
と
認
め
る
。

一
一　

「
も
の
か
」
の
反
語
文
の
構
造

　
周
知
の
よ
う
に
、
「
も
の
か
」
を
末
尾
に
持
ち
、
反
語
を
表
す
文
（
以
下
、

「
も
の
か
」
の
反
語
文
と
呼
ぶ
）
は
、
上
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
各
時
代

を
通
じ
て
引
き
続
き
用
い
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
、
現
在
、
文

法
書
や
国
語
辞
典
・
古
語
辞
典
の
中
に
は
、
「
も
の
か
」
を
、
全
体
で
一
語
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

反
語

（及
び

詠
嘆
）
の
終
助
詞
の
扱
い
と
し
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。

　

し
か
し
、
改
め
て
考
え
て
み
る
に
、
「
も
の
か
」
は
、
本
来
、
形
式
名
詞

「
も
の
」
に
疑
問
の
助
詞
「
か
」
が
結
び
つ
い
て
で
き
た
連
語
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
り
、
文
末
に
そ
の
よ
う
な
形
を
と
る
に
つ
い
て
は
、
構
文
論
的
に

そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
特
徴
が
近
・
現

代
語
に

お
い
て
全
く
消
滅
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
を
考
慮
に
入
れ

ず
に
、
単
に
「
も
の
か
」
を
反
語
の
終
助
詞
と
し
て
済
ま
す
こ
と
は
、
「
も
の

か
」
の
文
か
ら
反
語
の
意
味
が
生
ま
れ
て
く
る
仕
組
み
を
追
究
す
る
手
掛
か
り

を
自
ら
放
棄
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
も
の
か
」
の
文
の
真
に
正
確
な
意
味
あ

い

を
見
誤
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
我
々
と
し
て
は
、
「
も
の
＋
か
」
と

い

う
本
来
の
語
句
の
組
み
立
て
に
こ
だ
わ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
の
が
適

当
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
立
場
か
ら
、
ま
ず
再
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

1
　
「
も
の
か
」
の
「
か
」
は
「
で
あ
る
か
」
相
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

2
　
「
も
の
（
か
）
」
に
前
接
す
る
一
連
の
語
句
は
、
主
文
を
構
成
す
る
語
句

　
で

は
な
く
、
連
体
修
飾
節
を
構
成
す
る
語
句
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

　
上
代
か

ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
文
末
に
お
い
て
、
「
断
定
の
助
動
詞
＋
か
」

と
あ
る
べ
き
箇
所
を
、
多
く
単
に
「
か
」
で
済
ま
せ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の

一
（1）一
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こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
代
語
で
も
、
口
頭
語
に
お
い
て
最
も
標
準
的
な
断
定
の
助

動
詞
「
だ
」
に
助
詞
「
か
」
を
付
け
て
言
う
と
き
、
例
え
ば
、
「
学
生
だ
」
「
暖

か

く
な
っ
た
か
ら
だ
」
な
ど
を
疑
問
の
形
で
言
う
と
き
は
、
普
通
、
単
に
「
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

生

か
」
「
暖
か
く
な
っ
た
か
ら
か
」
な
ど
と
言
う
。
こ
の
場
合
の
「
か
」
は
、

「
で

あ
る
か
」
相
当
の
「
か
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
な
お
、
丁
寧
表
現
に
お
い

て
、
「
学
生
で
す
か
」
一
暖
か
く
な
っ
た
か
ら
で
す
か
」
、
「
学
生
で
ご
ざ
い
ま
す

か
」
「
暖
か
く
な
っ
た
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
か
」
、
ま
た
、
文
章
語
に
お
い
て
、

「
学
生
で
あ
る
か
」
「
暖
か
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
か
」
な
ど
の
形
が
用
い
ら
れ

る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
「
学
生
か
」
「
暖
か
く
な
っ
た
か
ら

か
」
な
ど
の
「
か
」
が
「
で
あ
る
か
」
相
当
で
あ
る
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
と

言

え
る
。
反
語
文
に
お
け
る
「
～
も
の
か
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
丁
寧
表
現

で

は
、
「
～
も
の
で
す
か
」
「
～
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
」
が
用
い
ら
れ
る
。
た

だ

し
、
文
章
語
と
し
て
は
、
反
語
文
で
も
、
「
～
も
の
で
あ
る
か
」
で
な
く
、

や

は
り
、
「
～
も
の
か
」
が
用
い
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の

「
か
」
が
本
来
「
で
あ
る
か
」
相
当
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　
次
に
、
「
も
の
＋
か
」
の
「
も
の
」
が
本
来
形
式
名
詞
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

ま
た
、
そ
れ
に
前
接
す
る
語
句
が
本
来
連
体
修
飾
節
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

だ

れ

も
認
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
際
、
そ
の
こ
と
が
構
文
論
的
に
持
つ
本

来
の
意
味
を
改
め
て
思
い
返
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　
以
上
か

ら
、
「
も
の
か
」
の
反
語
文
は
、
単
に
文
末
に
「
も
の
か
」
が
付
い

た

文

と
い
う
よ
り
は
、
本
来
「
連
体
修
飾
節
＋
も
の
（
＋
断
定
の
助
動
詞
）
」

の

形
の
述
部
を
持
つ
一
種
の
名
詞
文
に
、
更
に
「
か
」
が
付
い
た
文
と
見
る
の

が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

　
典
型
的
な
名
詞
文
は
、

　
　

X
　
は
　
Y
　
だ
／
で
あ
る

と
い
う
構
造
と
い
え
る
が
（
以
下
、
X
に
相
当
す
る
部
分
に
は
二
重
傍
線
、
Y

に

相
当
す
る
部
分
に
は
傍
線
を
施
す
）
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
典
型
的
な
「
も
の

か
」
の
反
語
文
の
構
造
は
、
一
応
、

　
　

X
　
は
　
連
体
修
飾
節
　
も
の
　
　
（
で
あ
る
）
　
か
　
…
…
…
…
1

と
い
う
構
造
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
連
体
修
飾

節
の
連
体
修
飾
が
「
内
の
関
係
」
の
そ
れ
で
あ
る
か
、
「
外
の
関
係
」
の
そ
れ

　
　
　
　
　
　

で
あ
る
か
は
、
こ
の
段
階
で
は
不
明
で
あ
る
と
し
て
お
く
。

三
　
修
正
「
も
の
か
」
の
反
語
文
の
構
造

　
で

は
、
実
際
の
状
況
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
試
み
に
、
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」

に

つ
い

て

調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
出
現
し
た
「
も
の
か
」
の
反
語
文
は
、
「
～

も
の
か
」
の
形
の
も
の
3
7
例
、
「
～
も
の
で
す
か
」
の
形
の
も
の
7
例
、
「
～
も

ん

か
」
の
形
の
も
の
7
例
、
「
～
も
ん
で
す
か
」
の
形
の
も
の
H
例
、
計
6
2
例

で

あ
っ
た
。
こ
れ
を
、
「
X
は
」
「
X
が
」
な
ど
の
現
れ
方
か
ら
再
分
類
し
た
内

訳

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①

「
X
は
（
X
が
）
～
」
の
形
の
も
の
1
例

　

こ
の
場
合
の
「
X
が
」
が
連
体
修
飾
節
中
の
要
素
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
こ

の
段
階
で
は
、
不
明
。

1
　
心
の
落
着
は
死
ぬ
ま
で
焦
っ
た
っ
て
片
付
く
事
が
あ
る
も
の
か
。

　
（
「
猫
」
）

②

「
X
が
～
」
（
「
X
も
X
も
～
」
を
含
む
）
の
形
の
も
の
4
0
例

　

こ
の
場
合
の
「
X
が
」
が
連
体
修
飾
節
中
の
要
素
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
こ

の

段
階
で
は
、
不
明
。

2
　
そ
ん
な
古
い
も
の
が
役
に
立
つ
も
の
か
。
（
「
猫
」
）

3
　
九
時
に
出
頭
し
ろ
と
云
い
な
が
ら
十
一
時
ま
で
待
た
せ
る
法
が
あ
る
も
の

　
か
。
（
「
猫
」
）

《2）一
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4
　
な
に
、
己
が
そ
ん
な
卑
劣
な
男
な
も
の
か
。
（
森
鴎
外
「
雁
」
）

5
　
意
味
も
何
も
あ
る
も
の
か
。
（
「
猫
」
）

6
　
そ
ん
な
愚
な
男
が
ど
こ
の
国
に
居
る
も
の
か
。
（
「
猫
」
）

7
　
誰
が
警
察
か
ら
油
壷
を
貰
っ
て
く
る
も
の
か
。
（
「
猫
」
）

　
な
ど
。

③

「
X
は
」
も
「
X
が
」
も
現
れ
な
い
も
の
2
1
例

8
　
「
こ
い
つ
は
大
変
だ
。
奥
方
は
ち
ゃ
ん
と
居
る
ぜ
、
君
」
「
ウ
フ
フ
フ
フ
」

　
と
主
人
は
笑
い
な
が
ら
「
構
う
も
の
か
」
と
云
っ
た
。
（
「
猫
」
）

9
　
「
叔
父
さ
ん
の
様
な
の
は
一
人
も
居
な
い
わ
ね
」
「
居
る
も
の
で
す
か
。
無

　
類
で
す
よ
」
（
「
猫
」
）

10
　
「
夫
で
先
ず
実
験
上
差
し
支
え
な
い
位
な
球
を
作
っ
て
見
様
と
思
い
ま
し

　
て

ね
。
先
達
て
か
ら
や
り
始
め
た
の
で
す
」
「
出
来
た
か
い
」
と
主
人
が
訳

　
の

な
い
様
に
き
く
。
「
出
来
る
も
の
で
す
か
」
と
寒
月
君
が
云
っ
た
が
、

　
（
「
猫
」
）

11
　
小
供
は
平
気
な
も
の
で
「
あ
ら
、
で
も
今
日
は
御
休
み
よ
」
と
支
度
を
す

　

る
景
色
が
な
い
。
「
お
休
み
な
も
ん
で
す
か
、
早
く
な
さ
い
」
と
叱
る
様
に

　
言
っ
て
聞
か
せ
る
と
、
（
「
猫
」
）

な
ど
。

　

こ
の
う
ち
、
③
は
、
①
な
い
し
は
②
の
タ
イ
プ
の
文
の
省
略
文
で
あ
る
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
反
語
文
は
、
や
や
感
情
に
ま
か
せ
て
、
吐
き
出
す
よ
う

に
言
い
放
つ
こ
と
も
多
く
、
当
事
者
（
特
に
話
し
手
）
に
自
明
の
こ
と
は
、
言

語
化
し
な
い
で
済
ま
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
が
ち
な
こ
と
は
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
ち
な
み
に
、
我
々
の
語
感
か
ら
言
っ
て
、
例
8
で
は
「
私
が
／
だ
れ
が
（
そ

ん

な
こ
と
に
）
」
、
例
9
で
は
「
叔
父
さ
ん
の
様
な
人
が
」
、
例
1
0
で
は
「
（
私
に
）

そ
ん
な
球
が
」
、
例
1
1
で
は
「
今
日
が
」
な
ど
が
、
省
略
さ
れ
た
語
句
と
し
て
、

想
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
③
が
②
に
準
ず
る
も
の
と
す
れ
ば
、
「
も
の
か
」
の
反

語
文
の
大
勢
は
、
②
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
改
め
て
、

例
え
ば
例
2
に
つ
い
て
、
そ
の
構
造
を
考
え
て
み
る
に
、
ま
ず
、
「
そ
ん
な
古

い

も
の
が
役
に
立
つ
」
の
全
体
を
、
「
も
の
」
に
前
接
す
る
連
体
修
飾
節
と
見

る
見
方
が
あ
り
得
る
。
そ
の
場
合
、
自
動
詞
相
当
の
「
役
に
立
つ
」
に
対
す
る

必
須
補
語

は
、
「
そ
ん
な
古
い
も
の
が
」
で
す
べ
て
出
尽
く
し
て
い
る
と
こ
ろ

か

ら
、
そ
の
連
体
修
飾
節
は
、
「
外
の
関
係
」
の
連
体
修
飾
と
し
て
「
も
の
」

に

か

か

っ

て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
「
X
は
」
に
相
当
す
る
語
句

が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
省
略
さ
れ
て
い
る
「
X
は
」
と
し
て
は
、

「
の

だ
」
の
文
や
、
解
説
的
用
法
の
「
も
の
だ
」
の
文
の
場
合
に
な
ら
っ
て
、

言
語
的
又
は
非
言
語
的
文
脈
中
の
あ
る
事
態
を
先
行
詞
と
し
た
「
そ
れ
は
」
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ど
の
語
句
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。
こ
れ
を
図
式
的
に
示
せ
ば
、

2
　
（
あ
る
事
態
に
関
し
て
）
そ
れ
　
は
　
そ
ん
な
古
い
も
の
が
役
に
立
つ
も

　
司
　
　
（
で
あ
る
）
　
か
。

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
意
味
は
、
「
（
あ
る
事
態
に
関
し
て
）
そ
れ
は
、
そ
ん
な

古
い
も
の
が
役
に
立
つ
と
い
う
事
態
で
あ
る
か
。
（
い
や
、
そ
ん
な
事
態
で
は

な
い
。
）
」
と
い
っ
た
ぐ
ら
い
の
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
し
か
し
、
原
文
に
当
た
っ

て
み

て

も
、
前
後
に
、
「
そ
れ
は
」
の
先
行
詞
と
な
り
そ
う
な
事
態
は
見
当
た

ら
な
い
し
、
文
の
意
味
そ
の
も
の
も
、
上
記
の
よ
う
な
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
も
う
一
つ
の
見
方
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「
役
に
立
つ
」
の
部
分
だ
け

を
、
「
も
の
」
に
前
接
す
る
連
体
修
飾
節
と
見
る
見
方
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合

は
、
「
役
に
立
つ
」
に
対
す
る
必
須
補
語
と
し
て
、
「
～
が
」
が
欠
け
て
い
る
の

で
、
そ
の
連
体
修
飾
節
は
、
「
内
の
関
係
」
の
連
体
修
飾
と
し
て
「
も
の
」
に

か

か

っ

て
い

る
と
見
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
「
X
は
」
に
相
当
す
る

語
句
が
な
く
、
代
わ
り
に
、
「
X
が
」
（
「
そ
ん
な
古
い
も
の
が
」
）
が
存
在
す
る

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
、
二
番
目
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
初
め
に
想
定
さ
れ

一
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た
形
と
は
異
な
る
、
次
の
よ
う
な
形
が
現
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

Z
　
そ
ん
な
古
い
も
の
　
が
　
役
に
立
つ
も
の
　
（
で
あ
る
）
　
か
。

　
次
に
例
7
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
こ
の
例
で
も
、
一
応
、
例
2
の
場
合
と

同
様
に
、
「
誰
が
警
察
か
ら
油
壼
を
貰
っ
て
く
る
」
を
前
接
の
連
体
修
飾
節
と

し
、
そ
れ
が
「
外
の
関
係
」
の
連
体
修
飾
と
し
て
「
も
の
」
に
か
か
っ
て
い
る

と
見
て
、
「
（
あ
る
事
態
に
つ
い
て
）
そ
れ
は
、
誰
が
警
察
か
ら
油
壼
を
貰
っ
て

く
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
か
。
（
い
や
、
そ
ん
な
事
態
で
は
な
い
。
）
」
と
い
う

意
味
の
文
と
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
や
は
り
、
こ
れ
も
、
実

情
に
即
し
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
一
方
、
　
「
警
察
か
ら
油
壼
を
貰
っ
て
く
る
」
を
前
接
の
連
体
修
飾
節
と
し
、

そ

れ
が

「
内
の
関
係
」
の
連
体
修
飾
と
し
て
「
も
の
」
に
か
か
っ
て
い
る
と
見

た
場
合
、
初
め
に
想
定
さ
れ
た
形
と
異
な
り
、
や
は
り
Z
と
同
種
の
、
次
の

よ
う
な
形
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。

㍗
　
酬
　
が
　
警
察
か
ら
油
壼
を
貰
っ
て
く
る
も
の
　
　
（
で
あ
る
）
　
か
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
標
準
的
な
「
も
の
か
」
の
反
語
文
の
構
造
を
、

次
の
よ
う
に
想
定
し
直
す
の
が
適
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
馴
　
が
　
連
体
修
飾
節
　
も
の
　
　
（
で
あ
る
）
　
か
。
　
…
…
…
…
n

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
場
合
の
連
体
修
飾
節
の
連
体
修
飾
は
、
「
内
の
関
係
」
の
そ
れ
で
あ
る
。

　

「
も
の
か
」
の
反
語
文
で
は
、
例
7
の
よ
う
に
、
「
X
」
の
位
置
に
、
も
と

も
と
「
は
」
を
伴
っ
て
題
目
と
な
る
可
能
性
の
な
い
「
疑
問
語
」
が
現
れ
る
こ

と
が
少
な
く
な
い
と
い
う
事
実
も
、
こ
の
形
を
標
準
形
と
し
て
立
て
る
こ
と
の

妥
当
性
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
「
も
の
か
」
の
反
語

文
に
限
ら
ず
、
一
般
に
、
反
語
文
は
、
題
目
を
持
た
な
い
無
題
文
で
あ
る
の
が

普
通
の

よ
う
で
あ
る
。
例
、

12
　
「
ど
う
し
た
ん
で
し
ょ
う
」
「
お
れ
が
知
る
か
。
（
略
）
」
（
井
上
ひ
さ
し

　
「
下
駄
の
上
の
卵
」
）

13
　
二
階
位
か
ら
飛
び
降
り
て
腰
を
抜
か
す
奴
が
あ
る
か
。
（
夏
目
漱
石
「
坊

　
　
つ
ち
や
ん
」
）

　
例
1
の
よ
う
な
、
題
目
を
備
え
た
反
語
文
は
、
数
が
極
端
に
少
な
い
だ
け
で

な
く
、
や
や
特
殊
な
感
じ
が
す
る
。
1
は
、
H
か
ら
派
生
し
た
、
特
殊
な
文
と

考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
で
も
う
一
度
取
り
上

げ
る
。

　

H
は
、
い
わ
ば
無
題
の
名
詞
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
文
法
的
に
特
に
許

さ
れ
な
い
形
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
連
体
節
や
一
部
の
連
用
節
、
ま
た
、

述
部
節
の
内
部
で
は
、
「
彼
が
学
生
で
あ
る
こ
と
は
、
～
」
「
彼
が
学
生
で
あ
る

な
ら
ば
、
～
」
「
私
の
家
で
は
、
長
男
が
大
学
生
で
、
次
男
が
高
校
生
で
す
。
」

な
ど
の
よ
う
に
、
ご
く
普
通
に
無
題
の
名
詞
文
が
現
れ
る
。
「
も
の
か
」
の
反

語
文
中
の
「
X
が
～
も
の
（
で
あ
る
）
か
」
も
、
そ
れ
ら
の
形
に
準
ず
る
も
の

と
考
え
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
な
お
、
反
語
文
の
裏
返
し
と
も
い
う
べ
き
、
「
も

の

で

は
な
い
」
の
文
と
い
う
の
が
あ
る
（
例
「
そ
ん
な
角
張
っ
た
事
を
し
て
物

が
纏
ま
る
も
の
じ
ゃ
な
い
」
（
猫
）
、
「
そ
の
あ
い
だ
中
、
わ
た
し
が
夫
人
に
へ

ば

り
つ
い
て
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
（
原
田
康
子
「
挽
歌
」
）
）
。
そ
の
場
合

も
、
「
～
も
の
だ
」
に
対
応
す
る
の
は
、
「
X
が
」
で
あ
る
。

　

な
お
、
一
般
に
、
主
語
に
「
X
は
」
で
な
く
「
X
が
」
を
持
つ
名
詞
文
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

そ
の
「
X
が
」
に
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
が
置
か
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
総
記
の
意
味
と
な

る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
連
体
節
や
一
部
の
連
用
節
、
ま
た
、
述
部
節
の
内
部

の

名
詞
文
の
「
X
が
」
は
、
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
が
置
か
れ
る
こ
と
も
な
く
、
総
記

の

意
味
で
も
な
い
。
「
も
の
か
」
の
反
語
文
や
、
反
語
文
の
裏
返
し
の
「
も
の

で

は
な
い
」
の
文
の
「
X
が
」
も
同
様
で
あ
る
。
（
「
も
の
か
」
の
反
語
文
に
も
、

プ

ロ

ミ
ネ
ン
ス
が
置
か
れ
る
が
、
そ
の
置
か
れ
方
は
、
総
記
の
文
の
そ
れ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　

全
く
の
別
物
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
後
で
触
れ
る
。
）

一
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四
　

H
の
形
の
問
題
点

　

H
を
「
も
の
か
」
の
反
語
文
の
標
準
的
な
形
と
認
め
る
上
で
、
幾
つ
か
疑
問

が

生
ず
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
を
述
べ
て
お
く
。

　

そ
の
一
は
、
「
も
の
か
」
の
反
語
文
で
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
「
～
も
の

（
で

あ
る
）
」
と
い
う
形
で
必
ず
形
式
名
詞
「
も
の
」
が
用
い
ら
れ
る
わ
け
で
あ

る
が
、
そ
れ
ら
の
「
も
の
」
に
共
通
し
た
意
味
が
存
在
し
て
い
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
は
、
形
式
名
詞
の
「
も
の
」
に
つ
い
て
、
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　

者
は
、
先
に
、
別
稿
で
、
か
な
り
抽
象
度
の
高
い
意
味
し
か
表
さ
な
い
も
の
で
、

常
に
被
連
体
修
飾
語
の
位
置
に
立
ち
、
と
り
あ
え
ず
名
詞
の
役
割
を
果
た
す
代

理
名
詞
的
性
格
の
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
。
「
も
の
」
が
、

そ
の
よ
う
な
、
「
物
」
的
・
「
者
」
的
・
「
こ
と
」
的
な
ど
の
意
味
を
超
越
し
た

性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
X
は
～
も
の
だ
」
の
文
に
お
い
て
、

「
X
」
の
位
置
に
ど
の
よ
う
な
名
詞
が
来
て
も
、
「
も
の
」
は
、
う
ま
く
、
そ
の

「
X
」
と
対
応
し
て
、
そ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
と
考

え

ら
れ
る
。
「
も
の
だ
」
の
文
の
「
も
の
」
が
、
時
に
、
「
物
」
的
、
「
者
」
的
、

「

こ
と
」
的
な
ど
に
見
え
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
単
に
「
X
は
」
の

「
X
」
の
意
味
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
そ
う
見
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
X
が
～
も
の

（
で

あ
る
）
か
」
の
文
の
「
も
の
」
に
つ
い
て
も
全
く
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の

で

は
な
か
ろ
う
か

　
そ

の

二

は
、
「
も
の
か
」
の
「
も
の
」
に
前
接
す
る
部
分
で
は
、
い
わ
ゆ
る

「
ガ

ノ
交
替
」
の
現
象
が
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
「
ガ
ノ
交
替
」
は
、
従
属
節
（
現
代
語
で
は
、
主
と
し
て
連
体
修
飾
節

（名
詞
節
）
）
中
で
の
特
有
の
現
象
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
が
生
じ
な
い
こ
と
は
、

そ
れ
を
取
り
巻
く
一
連
の
語
句
が
連
体
修
飾
節
（
名
詞
節
）
で
な
い
こ
と
の
証

拠

と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
確
か
に
、
筆
者
が
今
回
調
査
し
た
資
料
で
も
、

「
も
の
か
」
の
「
も
の
」
を
修
飾
す
る
と
見
な
さ
れ
た
一
連
の
語
句
中
に
「
名

詞
＋
が
」
の
代
わ
り
に
「
名
詞
＋
の
」
が
用
い
ら
れ
た
例
は
見
当
た
ら
な
か
っ

た
。
「
も
の
（
か
）
」
に
前
接
す
る
一
連
の
語
句
が
連
体
修
飾
節
の
性
格
を
薄
め

つ

つ

あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
は
、
も

と
も
と
連
体
修
飾
節
中
に
ガ
格
語
が
現
れ
る
可
能
性
が
少
な
い
構
造
に
な
っ
て

い

る
ふ
し
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
よ
く
観
察
す
る
と
、
「
も
の

か
」
の
「
も
の
」
に
前
接
す
る
連
体
修
飾
節
の
連
体
修
飾
は
、
「
内
の
関
係
」

の

そ
れ
で
あ
り
、
し
か
も
、
ガ
格
の
名
詞
が
底
（
被
連
体
修
飾
語
）
に
回
る
関

係
に
な
っ
て
い
る
も
の
（
事
実
上
、
そ
の
底
の
位
置
を
代
理
名
詞
「
も
の
」
が

占
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
）
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
、
「
も
の
か
」
の
反
語
文
の
場
合
、
も
と
も
と
、
「
も
の
」
に
前
接
す
る

連
体
修
飾
節
中
に
は
、
ほ
と
ん
ど
ガ
格
語
が
現
れ
な
い
構
造
に
な
っ
て
い
る
の

で

あ
る
。
な
お
、
つ
い
で
に
触
れ
る
と
、
そ
の
結
果
、
「
も
の
か
」
の
反
語
文

で

は
、
あ
た
か
も
文
の
主
語
の
「
X
＋
が
」
と
「
も
の
」
に
か
か
る
連
体
修
飾

節
中
の
述
語
と
が
主
述
関
係
を
構
成
し
、
「
か
」
で
な
く
「
も
の
か
」
が
終
助

詞
で

あ
る
か
の
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
例

2
で
は
、
「
そ
ん
な
古
い
も
の
が
」
と
「
役
に
立
つ
も
の
（
で
あ
る
）
」
が
主
述

の

関
係
を
な
し
、
そ
れ
を
終
助
詞
「
か
」
が
包
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
「
そ

ん

な
古
い
も
の
が
」
と
「
役
に
立
つ
」
が
主
述
の
関
係
を
な
し
、
そ
れ
を
終
助

詞
「
も
の
か
」
が
包
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
図

示
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

｛
そ
ん
な
古
い
も
の
が
役
に
立
つ
も
の
（
で
あ
る
）
｝
か
。
　
…
…
…
…

（本
当
の
構
造
）

　

｛
そ
ん
な
古
い
も
の
が
役
に
立
つ
｝
も
の
か
。
　
　
…
…
…
…
（
見
か
け
上

の

構
造
）

　
そ

の

三

は
、
一
、
二
に
続
い
て
起
こ
っ
て
く
る
問
題
で
、
例
1
2
、
例
1
3
な
ど

一
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の

よ
う
に
、
普
通
の
述
語
に
「
か
」
を
付
け
た
形
（
上
の
、
見
か
け
上
の
構
造

の

「
も
の
か
」
を
「
か
」
に
替
え
た
形
）
で
十
分
反
語
文
と
な
り
得
る
の
に
、

な
ぜ
、
多
く
の
反
語
文
で
は
、
述
語
を
わ
ざ
わ
ざ
「
～
も
の
（
で
あ
る
）
」
と

名
詞
述
語
化
し
、
そ
れ
に
「
か
」
を
付
け
た
構
造
を
と
る
必
要
が
あ
る
の
か
と

い

う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
例
4
の
よ
う
に
、
「
卑
劣
な
男
だ
」
と
い
う
名
詞

述
語

を
、
更
に
「
卑
劣
な
男
な
も
の
（
で
あ
る
）
」
と
二
重
に
名
詞
述
語
化
し

た
文
で
は
、
そ
の
感
が
更
に
強
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
広
く
「
も
の
だ
」
の

文

と
絡
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
結
論
的
な
こ
と
を
言
う
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
筆
者
は
、
例
え
ば
、
「
動
く
」
と
か
「
悲
し
い
」
と
か
言
う

よ
り
も
、
「
動
く
も
の
で
あ
る
」
「
悲
し
い
も
の
で
あ
る
」
な
ど
と
す
る
方
が
、

一
般
論
と
し
て
の
表
現
の
性
格
を
よ
り
強
め
る
効
果
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

考

え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
六
で
述
べ
る
こ
と
と
も
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の

で
、
そ
ち
ら
も
参
照
さ
れ
た
い
。

　

そ
の
四
は
、
語
順
の
関
係
で
、
厳
密
に
ど
の
部
分
を
連
体
修
飾
節
と
認
め
る

べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
分
か
り
に
く
い
例
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

例
え
ば
、

14
　
ど
こ
の
国
に
頭
の
試
験
を
し
て
及
第
し
た
ら
嫁
に
く
る
な
ん
て
も
の
が
在

　
る
も
ん
で
す
か
。
　
　
（
「
猫
」
）

で

は
、
「
在
る
」
の
部
分
だ
け
を
連
体
修
飾
節
と
認
め
る
と
、
「
ど
こ
の
国
に
」

の

か
か

り
先
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
場
合
は
、
意
味
か
ら
言
っ
て
、
語

順
に

こ
だ
わ
ら
ず
に
、
「
ど
こ
の
国
に
　
在
る
」
を
連
体
修
飾
節
と
認
め
る
の

が

よ
い
と
思
わ
れ
る
。
語
順
を
変
え
て
言
う
の
も
、
何
ら
か
の
強
調
意
識
の
表

れ

で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
反
語
文
に
は
、
同
様
の
例
が
少
な
く
な
い
。

例
、15

　
女
な
ん
か
に
何
が
わ
か
る
も
の
か
。
（
「
猫
」
）

16
　
あ
ん
な
も
の
の
娘
を
誰
が
貰
う
も
の
か
。
（
「
猫
」
）

な
お
、
例
6
、

在
す
る
。

例
7
よ
う
に
、
穏
や
か
な
語
順
で
述
べ
た
例
も
、
も
ち
ろ
ん
存

五
　
「
も
の
か
」
の
文
に
反
語
の
意
味
が
生
ま
れ
る
理
由

　

H
を
「
も
の
か
」
の
反
語
文
の
標
準
的
な
形
と
認
め
る
と
し
て
、
で
は
、
そ

こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
反
語
の
意
味
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ポ

イ
ン
ト
に
な
る
こ
と
は
、
三
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
一
は
、
こ
の
形
に
は
、
「
X
が
　
連
体
修
飾
節
＋
も
の
（
＋
で
あ
る
）
」

と
い
う
名
詞
文
が
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
「
X
」
と
「
Y
（
連

体
修
飾
節
＋
も
の
）
」
に
、
そ
の
発
話
の
当
事
者
（
主
に
話
し
手
、
つ
い
で
に

聞
き
手
）
に
と
っ
て
、
も
と
も
と
「
X
が
Y
だ
」
と
い
う
形
で
結
び
つ
け
ら
れ

る
は
ず
の
な
い
も
の
が
こ
と
さ
ら
並
べ
ら
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で

あ
る
。
例
え
ば
、
例
2
で
は
、
「
こ
ん
な
古
い
も
の
」
が
「
役
に
立
つ
も
の
」

で

あ
る
は
ず
は
な
い
が
、
そ
の
両
者
が
「
こ
ん
な
古
い
も
の
が
役
に
立
つ
も
の

（
で

あ
る
）
」
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
例
8
で
は
、
自
他
共
に
認
め
る
よ
う

に
、
「
（
こ
の
）
私
」
が
「
（
そ
ん
な
こ
と
に
）
構
う
も
の
」
で
あ
る
は
ず
は
な

い

が
、
「
（
私
が
そ
ん
な
こ
と
に
）
構
う
も
の
（
で
あ
る
）
」
と
結
び
つ
け
ら
れ

て
い

る
。
ま
た
、
例
1
6
で
は
、
「
あ
ん
な
も
の
の
娘
を
貰
う
も
の
」
が
い
る
は

ず
が
な
い
の
に
、
そ
の
い
る
は
ず
の
な
い
も
の
を
故
意
に
強
調
し
て
「
誰
が
」

と
問
い
立
て
、
そ
れ
が
「
あ
ん
な
も
の
の
娘
を
貰
う
も
の
（
で
あ
る
）
」
と
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
二
は
、
上
の
よ
う
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
「
X
が
　
連
体
修
飾
節
＋
も
の

（＋

で

あ
る
）
」
の
全
体
を
、
助
詞
「
か
」
が
意
味
的
に
包
み
、
疑
問
の
対
象

（
ス

コ

ー
プ
）
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
さ
ら
矛
盾
す
る
「
X
」
と

「
連
体
修
飾
節
＋
も
の
」
を
「
X
が
Y
だ
」
と
い
う
形
で
結
び
つ
け
た
上
で
、

一
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そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
得
る
か
と
問
い
立
て
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
導
き
出

さ
れ
る
回
答
は
、
当
然
否
定
的
な
も
の
に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、

「
X
が
」
を
「
X
は
」
と
し
た
ら
ど
う
な
る
か
。
「
X
は
」
が
疑
問
の
ス
コ
ー
プ

に

入

る
か
ど
う
か
、
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
少

な
く
と
も
一
旦
は
ス
コ
ー
プ
か
ら
は
ず
れ
る
と
考
え
て
お
く
。
反
語
文
で
、

「
X
は
」
で
な
く
、
基
本
と
し
て
「
X
が
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
た
め

で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ

の

三

は
、
「
も
の
か
」
の
反
語
文
に
限
ら
ず
、
反
語
文
に
お
い
て
、
特
有

の

プ

ロ

ミ
ネ
ン
ス
が
置
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
と
り
あ
え
ず
「
も

の

か
」
の
反
語
文
に
絞
っ
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
と
、
そ
の
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
の

置
か
れ
方
に
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
文
中
に
疑
問
語

が
存
在
し
な
い
場
合
は
、
「
も
の
か
」
の
「
も
の
」
の
部
分
、
又
は
そ
の
直
前

の
、
前
接
す
る
連
体
修
飾
節
中
の
述
語
に
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
が
置
か
れ
る
。
「
彼

が
そ

ん

な
こ
と
を
言
う
も
の
か
」
「
彼
が
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
も
ん
か
」
「
そ
ん

な
所
か
ら
飛
び
降
り
る
奴
が
あ
る
も
の
か
」
「
そ
ん
な
所
か
ら
飛
び
降
り
る
奴

が

あ
る
も
ん
か
」
な
ど
。
ま
た
、
文
中
に
疑
問
語
が
存
在
す
る
場
合
は
、
そ
の

疑
問
語
に
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
が
置
か
れ
る
。
「
だ
れ
が
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
も
の

か
」
「
そ
ん
な
こ
と
、
だ
れ
が
知
る
も
の
か
」
な
ど
。
反
語
文
に
お
け
る
プ
ロ

ミ
ネ
ン
ス
が
特
有
と
言
う
の
は
、
そ
れ
が
、
普
通
の
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
と
比
較
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

て
、
音
の
高
低
差
・
強
さ
が
更
に
大
き
い
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
こ
れ

は
私
が
今
日
買
っ
て
き
た
も
の
だ
」
（
平
叙
文
、
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
な
し
）
、
「
こ

う
な
れ
ば
、
こ
っ
ち
の
も
の
だ
」
（
平
叙
文
、
普
通
の
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
）
、
「
そ

ん

な
こ
と
構
う
も
の
で
す
か
」
（
反
語
文
、
反
語
文
の
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
）
の
三

つ
の

文
の
「
モ
」
の
発
音
、
ま
た
、
「
だ
れ
か
が
来
た
」
（
平
叙
文
）
、
「
今
日
は

だ

れ
が
来
ま
す
か
」
（
疑
問
文
）
、
「
だ
れ
が
そ
ん
な
こ
と
言
う
も
の
で
す
か
」

（反
語
文
）
の
三
つ
の
文
の
「
ダ
」
の
発
音
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
こ
と

が

了
解
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
反
語
文
、
と
り
わ
け
「
も
の
か
」
の
反

語
文
に

お

け
る
特
有
な
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
が
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
慎

重
に

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
「
X
」
又
は
「
連
体
修
飾
節
＋

も
の
」
の
一
方
を
、
よ
り
強
く
な
い
し
は
感
情
的
に
強
調
し
て
、
「
X
が
　
連

体
修
飾
節
＋
も
の
（
＋
で
あ
る
）
」
と
い
う
結
び
つ
き
の
矛
盾
を
一
層
際
だ
た

せ

る
働
き
を
も
つ
も
の
と
考
え
て
お
く
。

　
以
上
に

よ
り
、
H
の
形
の
「
も
の
か
」
の
文
が
反
語
の
意
味
を
表
す
に
至
る

事
情
は
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

六
　
　
「
も
の
か
」
の
反
語
文
の
一
特
徴

　

「
も
の
か
」
の
反
語
文
の
特
徴
で
、
更
に
一
つ
触
れ
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
「
も
の
」
に
直
接
す
る
活
用
語
が
常
に
ル
形
を
と
っ
て
い
る
と

い

う
こ
と
で
あ
る
。

17
　
「
そ
れ
で
地
蔵
様
は
動
い
た
の
？
」
「
動
く
も
ん
で
す
か
」
（
「
猫
」
）

18
　
「
あ
る
日
藤
さ
ん
が
散
歩
に
出
た
あ
と
で
、
よ
せ
ば
い
い
の
に
苦
沙
彌
君

　

が
一
寸
盗
ん
で
飲
ん
だ
所
が
…
」
「
お
れ
が
鈴
木
の
味
酬
杯
を
飲
む
も
の
か
、

　
（
略
）
」
と
主
人
は
突
然
大
き
な
声
を
出
し
た
。
（
「
猫
」
）

　

こ
れ
ら
は
、
相
手
が
タ
形
の
動
詞
を
用
い
て
表
し
た
過
去
の
事
柄
に
関
し
て
、

い

ず
れ

も
、
「
（
X
が
）
～
ル
形
動
詞
＋
も
の
（
＋
で
あ
る
）
＋
か
」
の
形
で
答

え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
も
の
か
」
の
反
語
文
が
、
「
X
」
に
つ
い
て
、
そ

れ

が
、
テ
ン
ス
を
超
越
し
た
、
あ
る
一
般
化
し
た
性
質
を
も
つ
何
か
（
存
在
）

で

あ
る
か
と
問
う
（
そ
し
て
、
自
ら
そ
れ
を
言
外
に
否
定
す
る
）
、
一
般
論
の

世
界
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
っ

と
も
、
例
え
ば
、
例
1
7
、
例
1
8
を
、
「
（
地
蔵
が
）
動
く
か
」
「
お
れ
が
味
酬
な

ど
を
飲
む
か
」
の
よ
う
に
、
「
か
」
の
反
語
文
に
変
え
て
も
、
や
は
り
、
「
か
」

一
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の

直
前
の
活
用
語
は
ル
形
を
と
る
よ
う
な
の
で
、
こ
れ
は
「
も
の
か
」
の
反
語

文
だ

け
の
特
徴
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
も
の
か
」
の
反
語
文
で
特
に

顕
著
で
あ
る
と
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
論
理
の
世
界
の
表
現
と
い
っ
て
も
、
表
現
の
あ
や
で
そ
の
よ
う

な
体
裁
を
と
っ
て
い
る
だ
け
で
、
事
実
上
、
（
「
も
の
か
」
の
）
反
語
文
が
現
実

の

時
（
テ
ン
ス
）
に
か
か
わ
る
事
柄
に
関
し
て
何
も
表
現
し
な
い
と
い
う
わ
け

で

は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
例
え
ば
、
例
1
7
で
は
、
「
地
蔵
」
が
動
く
存
在
で
あ
る

か

ど
う
か
を
一
般
論
と
し
て
問
題
に
す
る
体
裁
を
と
っ
て
い
る
が
、
結
果
と
し

て
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
地
蔵
」
は
そ
の
問
題
の
と
き
動
か
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
を
表
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

19

　
さ
あ
云
え
だ
な
ん
て
、
そ
ん
な
横
柄
つ
く
で
誰
が
云
う
も
ん
で
す
か
。

　

（「猫
」
）

で

は
、
「
誰
」
が
そ
ん
な
横
柄
つ
く
な
質
問
に
答
え
る
存
在
で
あ
る
か
を
一
般

論
と
し
て
問
題
に
す
る
体
裁
を
と
っ
て
い
る
が
、
結
果
と
し
て
、
自
分
は
絶
対

に

答
え

な
い
つ
も
り
だ
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

七
　
有
題
の
「
も
の
か
」
の
反
語
文

　

こ
れ
ま
で
、
無
題
文
で
あ
る
H
を
「
も
の
か
」
の
反
語
文
の
標
準
的
な
形
と

考

え
て
き
た
が
、
題
目
を
備
え
た
「
も
の
か
」
の
反
語
文
が
な
い
わ
け
で
は
な

い

よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
出
現
頻
度
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
。
「
吾
輩
は
猫

で

あ
る
」
で
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
「
も
の
か
」
の
反
語
文
6
2
例
中
1
例
で
、

こ
れ
は
既
に
例
1
と
し
て
掲
げ
た
。
ま
た
、
「
○
∪
出
○
窓
版
　
新
潮
文
庫
の

1
0
0
冊
」
中
の
、
純
粋
に
「
～
も
の
か
」
の
形
（
「
～
も
の
で
す
か
」
な
ど

を
含
ま
な
い
）
の
例
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
全
曽
込
例
中
、
題
目
を
も
つ
も

の

（対
比
強
調
の
も
の
を
除
く
）
は
、
6
例
で
あ
っ
た
。
そ
の
全
例
を
次
に
掲

げ
る
。

20
　
人
殺
し
の
罪
は
変
る
も
の
か
。
（
芥
川
龍
之
介
「
好
色
」
）

21
　
も
と
も
と
、
正
室
、
側
室
に
上
下
は
あ
る
も
の
か
。
（
司
馬
遼
太
郎
「
国

　
盗
り
物
語
」
）

22
　
相
談
な
ど
は
、
お
の
れ
ら
に
す
る
も
の
か
。
（
同
）

23
　
あ
な
た
が
お
と
な
に
な
っ
た
ら
、
私
は
も
う
決
し
て
、
よ
そ
へ
な
ん
か
い

　
く
も
の
か
。
（
田
　
辺
聖
子
「
新
源
氏
物
語
」
）

24
　
こ
ん
な
こ
と
は
あ
て
に
な
る
も
の
か
。
（
武
者
小
路
実
篤
「
友
情
」
）

25
　
自
分
は
も
う
杉
子
の
こ
と
な
ん
か
思
っ
て
や
る
も
の
か
。
（
同
）

　

こ
の
よ
う
な
例
が
存
在
す
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。

筆
者

は
、
H
を
退
け
て
、
こ
と
さ
ら
ー
を
「
も
の
か
」
の
反
語
文
の
標
準
的
な

形
と
考
え
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
文
の
題
目
は
、
い
ず
れ
も
、
本
来
「
X
が
　
連
体
修
飾
節

　
も
の
　
（
で
あ
る
）
　
か
」
と
い
う
H
の
文
の
中
に
収
ま
る
要
素
が
取
り
立

て

ら
れ
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
1
は
「
X
」
に
か
か
る
連
体
修

飾
節
中
の
要
素
を
題
目
に
掲
げ
た
も
の
、
例
2
2
は
「
も
の
」
に
前
接
す
る
連
体

修
飾
節
中
の
要
素
を
題
目
に
掲
げ
た
も
の
（
た
だ
し
、
「
X
が
（
だ
れ
が
／
私

が
）
」
は
省
略
さ
れ
て
い
る
）
、
残
る
5
例
は
、
本
来
の
「
X
」
そ
の
も
の
を
題

目
に
掲
げ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
題
目
を
備
え
た
「
も
の
か
」
の
反
語
文
は
、
相
対
的
に
、
数
も
少
な

く
、
実
際
の
例
を
見
る
と
、
表
現
に
ど
こ
か
不
自
然
さ
の
あ
る
も
の
が
多
い
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
。
題
目
を
備
え
た
「
も
の
か
」
の
反
語
文
が
存
在
す
る
の
は
、

反
語
文
で
も
、
時
に
、
何
ら
か
の
理
由
で
、
題
目
を
立
て
て
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
必
要
が
生
じ
る
た
め
、
そ
の
と
き
は
、
H
を
変
形
す
る
形
で
文
が
作
ら

れ

る
と
い
っ
た
風
に
考
え
て
お
き
た
い
。
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八
　
お
わ
り
に

　
以
上
、
い
わ
ゆ
る
「
も
の
か
」
の
反
語
文
に
つ
い
て
、
本
来
の
文
構
造
を
考

え
、
そ
こ
か
ら
、
反
語
の
意
味
が
生
ま
れ
て
く
る
仕
組
み
を
考
え
て
み
た
。

「
も
の
か
」
の
「
も
の
」
が
名
詞
性
を
失
い
か
け
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
よ
う

の

な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
も
の
か
」
の
反
語
文
に
は
、
文
末
に

「
も
の
か
」
と
い
う
一
つ
の
終
助
詞
が
付
い
て
で
き
た
と
す
る
だ
け
で
は
済
ま

さ
れ
な
い
、
様
々
な
、
本
来
の
構
文
論
的
な
姿
の
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う

に

思

わ
れ
る
。
「
も
の
か
」
を
、
今
し
ば
ら
く
は
連
語
と
い
う
あ
い
ま
い
な
扱

い

に

し
て
お
く
の
も
、
そ
れ
な
り
に
意
味
の
あ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

　

な
お
、
反
語
文
は
、
「
も
の
か
」
の
そ
れ
に
限
ら
ず
、
上
代
語
か
ら
存
在
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
研
究
は
、
上
代
語
を
資
料
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出

発
す
べ
き
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
用
例
が
得
や
す
い
こ
と
、
プ
ロ
ミ
ネ

ン

ス

の

観
察
に
有
利
な
こ
と
な
ど
の
理
由
で
、
と
り
あ
え
ず
近
・
現
代
語
を
資

料
と
し
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
古
典
語
と
近
・
現
代

語
の
間
に
、
「
も
の
か
」
の
反
語
文
の
基
本
的
な
構
造
の
上
で
一
貫
す
る
も
の

が

あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
想
定
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
当
然
、
通
時
的
な
考

察
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ

の

他
、
そ
も
そ
も
反
語
文
と
は
何
か
、
「
も
の
か
」
の
反
語
文
は
そ
の
反

語
文
全
体
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
か
な
ど
、
ま
だ

ま
だ
考
察
す
べ
き
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
す
べ
て
、
今
後
の
課
題
と
し
て
い
き

た
い
。

注
ω
　
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
保
科
（
一
九
＝
）
、
木
枝
（
一
九
三
七
）
、
時
枝

（
一
九
五
〇
）
、
鈴
木
・
林
二
九
七
三
）
／
松
村
（
一
九
六
九
）
、
松
村
（
一
九

七
一
）
、
中
田
・
和
田
・
北
原
（
一
九
▲
二
）
な
ど
。
山
崎
（
一
九
五
八
）
に

　

は
、
「
名
詞
「
も
の
」
と
助
詞
「
か
」
の
結
び
つ
い
た
「
も
の
か
」
も
ま

　
た
、
「
か
し
ら
」
と
土
ハ
に
、
話
手
の
気
持
を
直
接
的
に
表
わ
す
助
詞
で
あ

　

る
こ
と
に
変
り
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
あ
る
。

②
　
例
え
ば
、
時
枝
（
一
九
五
四
）
で
は
、
「
人
は
な
れ
た
る
と
こ
ろ
に
心
と

　
け
て
寝
ぬ
る
も
の
か
（
源
氏
　
夕
顔
）
」
に
つ
い
て
、
「
寝
ぬ
る
も
の
か
」

　
は
「
寝
ぬ
る
も
の
な
る
か
」
の
省
略
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

③
　
た
だ
し
、
土
ハ
通
語
で
も
、
「
さ
あ
、
そ
れ
は
、
ど
う
だ
か
」
の
よ
う
に
、

　
慣
用
的
に
「
～
だ
か
」
の
形
を
用
い
る
場
合
が
あ
る
。

ω
　
「
内
の
関
係
」
「
外
の
関
係
」
の
用
語
は
、
寺
村
秀
夫
『
日
本
語
の
シ
ン

　
タ
ク
ス
と
意
味
H
』
（
く
ろ
し
お
出
版
　
一
九
八
四
年
）
に
よ
る
。

⑤
　
拙
論
、
「
「
の
だ
」
の
文
に
つ
い
て
」
（
「
国
文
学
研
究
」
7
7
　
一
九
七
五

　
年
）
、
「
い
わ
ゆ
る
解
説
的
用
法
の
「
も
の
だ
」
の
文
」
（
『
十
文
字
国
文
』

　
第
8
号
　
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

⑥
　
湯
沢
（
一
九
三
六
）
で
は
、
「
さ
う
し
て
居
る
と
い
ふ
事
が
あ
る
も
の
か
」

　
（
「
近
松
歌
舞
伎
狂
言
上
」
）
な
ど
の
「
も
の
か
」
に
つ
い
て
、
一
語
の
助

　
詞

と
し
て
扱
い
な
が
ら
も
、
「
こ
の
場
合
の
「
も
の
」
は
、
未
だ
い
く
ら

　
か
本
来
の
意
を
保
っ
て
、
上
の
「
事
」
を
承
け
て
居
る
と
見
ら
れ
る
様
で

　
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

m　
「
総
記
」
の
考
え
方
は
、
久
野
障
『
日
本
文
法
研
究
」
（
大
修
館
　
一
九

　
七
三
年
）
に
よ
る
。
例
え
ば
、
「
会
長
は
彼
だ
」
に
対
応
す
る
「
彼
が
会

　
長
だ
」
の
「
が
」
な
ど
は
総
記
の
「
が
」
。

⑧
　
実
は
、
反
語
文
の
裏
返
し
の
「
も
の
で
は
な
い
」
の
文
の
「
X
が
」
に

　
も
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
が
置
か
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
文
全
体
の
音
調
は
、
総

　
記
の
場
合
の
そ
れ
と
も
、
反
語
文
の
そ
れ
と
も
、
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
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こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
更
に
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　
⑨
　
山
口
（
二
〇
〇
〇
）
参
照
。

　
00
　
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
な
お
主
観
的
判
断
の
域
を
出
な
い
と
言
わ
ざ
る

　
　
を
得
な
い
。
今
後
客
観
的
に
証
明
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

〈
参
考
文
献
〉

保
科
孝
一
（
一
九
＝
）
『
日
本
口
語
法
」
（
同
文
館
）

湯
沢
幸
吉
郎

（
一
九
三
六
）
『
徳
川
時
代
言
語
の
研
究
』
（
刀
江
書
院
）

木
枝
増
一
（
一
九
三
七
）
『
高
等
国
文
法
新
講
』
（
東
洋
図
書
）

時
枝
誠
記
（
一
九
五
〇
）
『
日
本
文
法
　
口
語
編
』
（
岩
波
書
店
）

時
枝
誠
記

（
一
九
五

四
）
『
日
本
文
法
　
文
語
編
』
（
岩
波
書
店
）

山
崎
良
幸
（
一
九
五
八
）
『
現
代
語
の
文
法
』
（
武
蔵
野
書
院
）

鈴
木
一
彦
、
林
巨
樹
編
（
一
九
七
三
）
『
品
詞
別
日
本
文
法
講
座
　
助
詞
」
（
明

　
治
書
院
）

松
村
明
編
（
一
九
六
九
）
『
古
典
語
現
代
語
　
助
詞
助
動
詞
詳
説
』
（
学
燈
社
）

松
村
明
編
（
一
九
七
一
）
『
日
本
文
法
大
辞
典
』
（
明
治
書
院
）

中
田
祝
夫
・
和
田
利
政
・
北
原
保
雄
編
（
一
九
八
三
）
『
古
語
大
辞
典
』
（
小
学

　
館
）

森
田
良
行
・
松
木
正
恵
（
一
九
八
九
）
『
日
本
語
表
現
文
型
』
（
ア
ル
ク
）

グ
ル
ー
プ
・
ジ
ャ
マ
シ
イ
（
一
九
九
八
）
『
日
本
語
文
型
辞
典
』
（
く
ろ
し
お
出

　
版
）

山
口
佳
也
（
二
〇
〇
〇
）
「
「
も
の
」
の
用
法
概
観
」
『
私
学
研
修
』
第
」
置
・
」
㎝
㎝

　
号

（私
学
研
修
福
祉
会
）

日
本
語
記
述
文
法
研
究
会
（
二
〇
〇
三
）
『
現
代
日
本
語
文
法
4
　
第
8
部
モ
ダ

　
リ
テ
ィ
』
（
く
ろ
し
お
出
版
）

，
○
昌
戸
9
8
ユ
8
＝
巨
o
苔
o
o
q
①
菖
く
Φ
．
．
窓
o
づ
o
民
①
．
．
G
力
o
巨
巴
8

、
，
㎡
o
ω
巨
さ
㎡
①
日
①
o
q
已
合
一
（
富
b
昌
①
乙
・
o
↑
き
σ
q
g
σ
q
o
①
邑
↑
一
［
o
s
9
苫
）

キ
ー
ワ
ー
ド
　
も
の
か
　
反
語
文
　
名
詞
文
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