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題
目
の
範
囲
と
真
の
題
目

半
　
藤
　
英
　
明

一
、
論
点

「
は
」
構
文
は
、
そ
の
係
助
詞
と
し
て
の
「
取
り
立
て
」
機
能
に
よ

り
、
「
は
」
の
前
項
と
後
項
と
の
二
項
を
も
っ
て
判
断
文
の
構
成
に

関
わ
る
。
最
も
シ
ン
プ
ル
な
構
造
の
文
で
見
れ
ば
、
次
例
で
は
前
項

（
こ
こ
）
と
後
項
（
熊
本
だ
）
が
判
断
文
た
る
「
は
」
構
文
の
構
成
素
で

あ
る
。こ

こ　

は　

熊
本
だ
。

筆
者
は
、
「
は
」
の
前
項
が
そ
の
判
断
文
の
主
要
構
成
素
で
あ
る

も
の
は
「
題
目
」
と
見
做
す
、
と
述
べ
た（

１
）

。
即
ち
、
右
例
の
「
こ
こ
」
は

題
目
で
あ
る
。
（
「
は
」
が
題
目
の
要
件
で
あ
る
と
見
れ
ば
、
「
こ
こ

は
」と
「は
」を
含
む
と
こ
ろ
ま
で
を
題
目
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
）

判
断
文
の
主
要
構
成
素
で
あ
る
も
の
は
、
「
は
」
の
前
項
の
表
現

形
式
に
関
係
せ
ず
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
「
に
」
格
（
こ
こ
に
）
で

あ
っ
て
も
「
題
目
」
と
捉
え
る
。
即
ち
、
筆
者
の
題
目
相
当
語
の
範

囲
は
、
従
来
の
も
の
よ
り
も
広
く
、
松
下
大
三
郎
の
規
定
に
近
い
。

こ
こ
に　

は　

来
な
い
。

但
し
、
題
目
の
規
定
を
「
判
断
文
の
主
要
構
成
素
と
な
る
二
項

の
う
ち
の
前
項
」
と
す
る
な
ら
ば
、
「
は
」
以
外
の
助
詞
が
も
た
ら
す

判
断
文
に
つ
い
て
も
、
題
目
の
存
在
を
認
め
る
理
屈
と
な
る
。
係
助

詞
「
も
」
「
こ
そ
」
は
、
「
は
」
の
表
現
内
容
と
は
別
な
る
も
、
判
断
文

を
作
り
、
他
に
も
口
頭
語
「
っ
て
」
が
判
断
文
を
作
る
。
ま
た
、
格
助
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詞
「が
」
の
構
文
も
判
断
文
と
な
り
得
る（

２
）

。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
係
助
詞
と
し
て
「
は
」
と
同
様
の
「
取
り
立

て
」
機
能
を
有
す
る
「
も
」
「
こ
そ
」
の
前
項
を
題
目
と
判
断
す
る
こ

と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
論
ず
る
。
な
お
、
「
っ
て
」
「
が
」
に
つ
い
て
は
、

係
助
詞
の
働
き
と
は
別
の
論
点
が
必
要
と
な
る
た
め
、
本
論
で
は

取
り
上
げ
な
い
。

二
、
係
助
詞
の
判
断
文

「
は
」
が
「
取
り
立
て
」
機
能
に
伴
っ
て
主
題
―
解
説
の
構
造
を
為

す
判
断
文
を
作
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
の
に
対
し
、
「
も
」
「
こ
そ
」

の
表
現
上
の
個
性
は
、
基
本
的
に
含
蓄
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
「
も
」
「
こ
そ
」
の
場
合
は
、
そ
の
発
話
内
容
と
絡
む
話
題
が
あ

ら
か
じ
め
存
在
す
る
こ
と
が
ほ
ぼ
成
立
の
要
件
と
な
る
。

こ
こ　

も　
　

熊
本
だ
。

こ
こ　

こ
そ　

熊
本
だ
。

ど
ち
ら
も
初
出
の
場
面
で
は
使
用
さ
れ
ず
、
「
…
は
熊
本
だ
」
の

よ
う
に
「
ど
こ
か
の
場
所
が
熊
本
だ
」
と
判
断
し
た
よ
う
な
話
題
を

受
け
て
発
話
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
「
も
」
「
こ
そ
」
の
前
項

と
初
出
が
可
能
な
「
は
」
の
前
項
と
を
一
律
に
題
目
と
見
做
し
得

る
か
、
と
い
う
疑
問
は
起
こ
り
得
る
が
、
し
か
し
「
判
断
文
の
主
要

構
成
素
と
な
る
二
項
の
う
ち
の
前
項
」と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

そ
れ
ら
は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
結
局
、
論
点
は
「
は
」
「
も
」

「
こ
そ
」
そ
れ
ぞ
れ
の
前
項
の
異
質
性
と
同
質
性
の
ど
ち
ら
を
重
視

す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
に
関
し
、
本
論
で
重
視
す
る
の
は
、
前
稿（

３
）

で
は
扱
わ
な

か
っ
た
係
助
詞
と
連
体
句
（
＝
連
体
修
飾
句
）
と
の
関
係
で
あ
る
。

大
島
資
生
（
二
〇
〇
三
）
は
、
連
体
修
飾
節
（
＝
連
体
句
）
の
意
味

的
な
機
能
を
「
属
性
限
定
」
と
し
、
「
主
名
詞
の
も
つ
複
数
の
属
性

の
中
か
ら
一
つ
の
属
性
を
取
り
出
す
」
働
き
と
す
る（

４
）

。
こ
の
と
き
、

連
体
句
に
よ
る
後
続
名
詞
の
修
飾
限
定
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
担
う
の

は
、
連
体
句
の
述
語
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
判
断
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式

は(

一
部)

あ
り
得
て
も
、
伝
達
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
は
現
れ
な
い
。

（
以
下
、
＊
＝
非
文
、
？
＝
許
容
度
が
低
い
、
と
す
る
。
）

犯
人
ら
し
い
人
物

受
か
る
か
も
し
れ
な
い
試
験

＊
犯
人
な
人
物

？
こ
れ
か
ら
住
む
だ
ろ
う
家
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益
岡
隆
志
（
一
九
九
七
）
は
、
連
体
句
が
モ
ダ
リ
テ
ィ
レ
ベ
ル
の
要

素
を
取
り
に
く
い
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

名
詞
修
飾
の
基
本
形
が
命
題
の
レ
ベ
ル
を
超
え
な
い
の
は
、
そ
の

表
現
の
主
要
素
で
あ
る
名
詞
が
表
現
主
体
か
ら
は
独
立
し
た
対
象

の
領
域
に
属
す
る
こ
と
と
関
係
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
主
要
素

が
命
題
の
領
域
を
超
え
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
限
定
す
る

要
素
も
ま
た
命
題
の
領
域
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
名

詞
を
限
定
す
る
表
現
は
、
名
詞
の
指
示
対
象
を
し
ぼ
り
込
む
働
き

を
す
る
だ
け
で
あ
り
、
表
現
主
体
が
関
わ
る
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
領
域
に

踏
み
込
む
こ
と
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。(

42
頁)

右
の
よ
う
に
「
名
詞
を
限
定
す
る
表
現
」
が
「
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
領

域
に
踏
み
込
む
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
連
体
句
が
全
体
と

し
て
客
観
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
名
詞

に
対
し
、
そ
の
属
性
を
貼
り
付
け
る
連
体
句
で
は
、
表
現
の
あ
り

方
と
し
て
事
態
の
客
観
性
に
重
き
が
置
か
れ
、
発
話
者
の
主
観
性

が
反
映
さ
れ
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
連
体
句
で
の
「
は
」
の
用
法
と
も
関
わ
る
。
既
に
明

ら
か
な
よ
う
に
、
「
は
」
構
文
は
連
体
句
中
に
収
ま
る
こ
と
が
殆
ど

無
く
、
「
け
れ
ど
も
」
「
が
」
に
よ
る
既
定
逆
接
条
件
を
除
く
条
件
文

中
に
も
用
い
ら
れ
な
い（

５
）

。
こ
れ
は
、
「
は
」
が
主
に
主
題
―
解
説
の
構

造
を
為
す
判
断
文
の
構
成
を
特
徴
と
す
る
こ
と
に
伴
う
結
果
的

事
態
で
あ
る
。

青
木
伶
子
（
一
九
九
〇
）
は
「
題
目
提
示
の
ハ
は
、
文
の
表
現
構

造
を
、
最
も
基
本
的
な
対
立
二
項
と
し
て
決
定
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
当
然
、
主
文
に
対
し
て
働
く
も
の
で
あ
り
、
間
接
成
分
に
対

し
て
は
働
か
な
い
」
（
８
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
右
の
「
最
も
基
本
的
な

対
立
二
項
」
を
顕
著
に
す
る
表
現
構
造
が
「
こ
こ
は
熊
本
だ
」
の
よ

う
な
主
題
―
解
説
の
構
造
で
あ
る
。

主
題
―
解
説
の
構
造
に
よ
っ
て
発
話
者
の
判
断
を
表
明
す
る

「
は
」
構
文
は
、
恒
常
的
な
事
態
（
例
、
地
球
は
丸
い
。
）
を
述
べ
る
場

面
を
除
け
ば
、
極
め
て
主
観
性
が
強
い
。
連
体
句
と
し
て
「
主
名
詞

の
も
つ
複
数
の
属
性
の
中
か
ら
一
つ
の
属
性
を
取
り
出
す
」
過
程
で

は
、
事
態
の
客
観
性
が
無
視
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
主
観
的
な
「
は
」

を
使
い
に
く
く
、
従
っ
て
、
連
体
句
中
の
「
は
」
構
文
は
、
主
題
用
法

に
は
な
ら
ず
、
対
比
用
法
で
現
れ
る
。(

連
体
句
中
で
「
は
」
の
主
題

用
法
と
見
え
る
も
の
は
、
概
ね
不
自
然
な
文
例
で
あ
る
。)

彼
は
受
か
る
か
も
し
れ
な
い
試
験

？
男
は
着
な
い
だ
ろ
う
服

男
は
着
な
い
服
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こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
野
田
尚
史(

一
九
九
六)

が
「
強
い
従
属
節

（
半
藤
注
、
主
文
へ
の
従
属
度
が
高
く
、
独
立
度
が
低
い
従
属
節
）
は
内
部

に
主
題
を
も
て
な
い
の
で
、
強
い
従
属
節
の
中
で
は
『
は
』
が
使
わ
れ

ず
、
『が
』が
使
わ
れ
る
」
（

１７４
頁
）と
述
べ
て
い
る
。

彼
が
受
か
る
か
も
し
れ
な
い
試
験

？
男
が
着
な
い
だ
ろ
う
服

男
が
着
な
い
服

実
例
で
も
見
て
み
よ
う
。

１　

こ
れ
は
季
語
に
か
ぎ
る
こ
と
で
は
な
く
、
お
よ
そ
こ
と
ば

の
意
味
は
す
べ
て
同
じ
よ
う
な
基
礎
の
上
に
立
っ
て
い
る
こ

と
に
思
い
至
る
の
で
あ
る
。(

外
山
滋
比
古
『省
略
の
文
学
』)

２　

無
理
に
も
終
わ
ら
せ
た
い
事
件
で
あ
り
、
マ
ス
コ
ミ
が
報
道

し
な
い
の
は
、
終
わ
っ
た
証
拠
だ
と
、
自
分
を
強
引
に
納
得

さ
せ
よ
う
と
す
る
そ
ば
か
ら
、
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
捜
査

が
進
め
ら
れ
、
司
直
の
追
及
は
、
徐
々
に
身
辺
に
せ
ま
り

つ
つ
あ
る
よ
う
な
恐
怖
に
お
び
え
た
。

(

森
村
誠
一
『
黒
魔
術
の
女
』) 

例
文
１
の
連
体
句
は
「
こ
と
ば
の
意
味
は
す
べ
て
同
じ
よ
う
な
基

礎
の
上
に
立
っ
て
お
り
、
季
語
だ
け
が
基
礎
の
上
に
立
っ
て
い
る
も

の
で
は
な
い
」
の
意
、
２
は
「
マ
ス
コ
ミ
が
報
道
し
な
い
の
は
、
云
々
」
と

の
対
比
で
「
司
直
の
追
及
は
」と
続
い
て
お
り
、
と
も
に
主
題
の
「
は
」

に
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、｢

が｣

を
使
用
せ
ず
、
対
比
の
「
は
」
を
使

用
す
る
こ
と
か
ら
は
、
対
比
の
「
は
」
も
ま
た
、
主
文
へ
の
従
属
度
が

高
く
、
独
立
度
が
低
い
従
属
節
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

繰
り
返
す
が
、
係
助
詞
の
中
で
「
は
」
は
主
題
用
法
を
特
徴
と
す

る
が
、
「
も
」
「
こ
そ
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
類
示
用
法
、
卓
立
用
法
を
特

徴
と
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
も
対
比
的
な
用
法
で
あ
る（

６
）

。
そ
の
た
め
、

「
も
」
「
こ
そ
」
は
、
「
は
」
の
対
比
用
法
と
同
じ
よ
う
に
、
連
体
句
中

の
主
語
（
ガ
格
）
の
位
置
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
（
そ
の
よ
う
な
事

実
か
ら
「
も
」
「
こ
そ
」
を
「
は
」
と
は
別
の
助
詞
範
疇
と
す
る
見
方
が

あ
る
が
、
私
見
で
は
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
助
詞
の
本
質
を
決
定

す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
）

私
も
入
り
た
い
大
学

日
本
こ
そ
果
た
す
べ
き
責
任

つ
ま
り
、
「
は
」
「
も
」
「
こ
そ
」
が
い
ず
れ
も
判
断
文
の
構
成
に
関
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わ
る
と
し
て
も
、
主
題
用
法
の
構
成
に
関
わ
る
「
は
」
は
連
体
句
に

収
ま
り
得
ず
、
専
ら
主
文
で
判
断
文
を
作
り
、
一
方
、
対
比
的
な

用
法
の
構
成
に
関
わ
る
「
も
」
「
こ
そ
」
（
お
よ
び
対
比
の
「
は
」
）
は
主

文
で
判
断
文
を
作
る
の
み
な
ら
ず
、
連
体
句
に
も
収
ま
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
主
題
用
法
と
対
比
的
な
用
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
構

文
と
を
同
一
の
構
文
と
は
扱
え
な
い
事
実
を
示
し
て
い
る
。

但
し
、
「
は
」
の
主
題
用
法
と
対
比
用
法
は
決
し
て
不
連
続
で
は

な
い
か
ら（

７
）

、
主
文
に
お
い
て
は
「
は
」
の
主
題
用
法
も
対
比
用
法
も
、

ほ
ぼ
同
じ
性
質
の
判
断
文
を
作
っ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
な
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
文
の
タ
イ
プ
・
構
造
が
連
体
句
と
如
何
に

関
わ
る
か
、
或
い
は
、
連
体
句
に
収
ま
る
対
比
用
法
が
如
何
な
る

文
の
タ
イ
プ
・
構
造
に
変
質
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

三
、
連
体
句
と
対
比
用
法

主
文
に
お
け
る
「
は
」
「
も
」
「こ
そ
」
の
判
断
文
が
連
体
句
中
で
如

何
な
る
性
質
に
あ
る
か
を
今
少
し
確
認
し
た
い
。

「
は
」
は
、
格
助
詞
を
上
接
す
る
と
き
、
対
比
用
法
に
な
る
傾
向

が
あ
る
。

（こ
の
話
に
つ
い
て
）君
に
は
関
係
な
い
。
（→
私
に
は
関
係
あ
る
。
）

（こ
の
問
題
に
つ
い
て
）彼
で
は
解
け
な
い
。
（→
私
に
は
解
け
る
。
）

こ
の
よ
う
な
対
比
用
法
で
は
、
「
は
」
に
代
え
て
、
含
蓄
的
で
あ
る

「も
」
「こ
そ
」を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（こ
の
話
に
つ
い
て
）君
に
も
関
係
な
い
。
（→
私
に
は
関
係
な
い
。
）

（こ
の
問
題
に
つ
い
て
）彼
で
こ
そ
解
け
る
。
（→
私
で
も
何
と
か
な
る
。
）

そ
れ
ら
は
一
様
に
、
次
の
よ
う
に
連
体
句
中
に
収
ま
る
こ
と
が

で
き
る
。

君
に
は
関
係
な
い
話

彼
で
は
解
け
な
い
問
題

君
に
も
関
係
な
い
話

彼
で
こ
そ
解
け
る
問
題

こ
の
こ
と
は
、
「
も
」
「こ
そ
」
が
「
は
」
の
対
比
用
法
と
同
じ
よ
う
に

連
体
句
中
の
主
語
（
ガ
格
）
の
位
置
に
立
ち
得
る
こ
と
を
も
含
め
、

「
は
」
の
対
比
用
法
と
「
も
」
「
こ
そ
」
の
用
法
が
用
法
上
・
構
文
上
の

近
似
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
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主
文
に
お
い
て
は
、
「
は
」
の
主
題
用
法
の
み
な
ら
ず
、
「
は
」
の
対

比
用
法
、
「
も
」
「
こ
そ
」
の
用
法
が
い
ず
れ
も
判
断
文
を
構
成
す
る

こ
と
が
否
定
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
は
」
「
も
」
「
こ
そ
」
が
連
体
句
に

使
用
さ
れ
る
際
に
は
、
「
は
」
の
主
題
用
法
が
許
さ
れ
ず
、
対
比
を

帯
び
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
連
体
句
と
い

う
も
の
が
係
助
詞
（
特
に
「
は
」
）
の
使
用
に
対
し
て
何
ら
か
の
制
限

を
加
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

益
岡
隆
志
（
二
〇
〇
九
）
に
は
「
日
本
語
の
連
体
節
表
現
の
特
徴

は
、
主
名
詞
と
そ
れ
に
先
行
す
る
修
飾
節
の
あ
い
だ
の
多
様
な
関

係
的
意
味
が
形
の
う
え
で
明
示
さ
れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
」
（
19

頁
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
連
体
句
の
意
味
が
文
法
形
式
以
外
の
も
の

に
影
響
を
承
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
な
れ
ば
、
連
体
句
内
で
は

「
は
」
の
よ
う
に
構
文
構
造
が
明
示
的
で
構
文
的
構
成
力
の
強
い
助

詞
が
使
い
辛
い
環
境
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
連
体
句
に

対
比
（
お
よ
び
対
比
的
）
用
法
の
み
が
許
さ
れ
る
事
態
は
、
そ
れ
ら

が
主
題
用
法
と
は
異
な
る
用
法
上
・
構
文
上
の
特
性
を
持
つ
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
る
。

題
目
提
示
の
「
は
」
が
間
接
成
分
に
対
し
て
は
働
か
な
い
（
前
掲
）

の
は
、
間
接
成
分
の
表
現
が
客
体
化
と
い
う
観
点
か
ら
把
握
で
き

る
こ
と
と
も
関
わ
る
。
井
口
厚
夫
（
一
九
九
五
）
で
は
「
連
体
修
飾

節
内
に
主
題
の
『
ハ
』
が
生
じ
る
場
合
、
そ
の
『
ハ
』
を
含
む
内
容
節
は

コ
ト
と
し
て
客
体
化
さ
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
、
「
主
観
的
要
素
を
コ
ト

と
し
て
客
体
化
す
る
性
質
上
、
被
修
飾
名
詞
は
、
コ
ト
、
ま
た
は
コ

ト
性
の
名
詞
に
な
る
」
と
述
べ
ら
れ
る（

８
）

（
26
頁
、
な
お
「
客
体
化
」
は

「
客
観
的
に
事
実
と
し
て
み
な
す
こ
と
」
、
24
頁
）
。
即
ち
、
主
文
に

お
け
る
「
は
」
の
判
断
文
は
、
間
接
成
分
た
る
連
体
句
で
は
客
体
化

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

井
口
に
よ
れ
ば
、
「
い
ず
れ
に
し
て
も
主
題
の
『
ハ
』
は
、
あ
る
要
素

を
特
別
に
取
り
立
て
る
の
で
あ
る
か
ら
、
主
観
的
な
要
素
で
あ
る

こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
う
し
た
ム
ー
ド
的
要
素
の
コ
ト
と
し
て
の
認

識
は
、
い
わ
ば
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
『
主
観
的
要
素
の
客
体
化
』
と

い
う
こ
と
に
な
る
」
（
25
頁
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
連
体

句
で
は
発
話
者
の
主
観
性
よ
り
も
事
態
の
客
観
性
に
重
き
が
置
か

れ
る
（
前
述
）
と
い
う
こ
と
と
根
底
で
同
義
で
あ
ろ
う
。
丹
羽
哲
也

(

二
〇
〇
六)

は
「
連
体
修
飾
関
係
は
、
Ｘ
に
限
定
を
加
え
る
・
情
報

を
付
加
す
る
た
め
の
も
の
で
、
そ
の
働
き
を
成
り
立
た
たマ

マ

せ
る
た
め

に
主
体
と
属
性
・
状
況
の
関
係
が
成
り
立
て
ば
よ
く
、
題
目
文
の
よ

う
に
、
そ
の
文
脈
に
お
い
て
適
切
な
属
性
・
状
況
の
説
明
に
な
っ
て

い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
関
与
す
る
度
合
が
小
さ
い
」(

341
頁)

と

述
べ
て
お
り
、
「
は
」
と
の
関
係
か
ら
連
体
句
の
表
現
が
客
観
度
を

高
く
し
て
い
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
主
題
用
法
の
「
は
」
が
連
体
句
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に
現
れ
に
く
い
事
態
は
、
そ
の
表
現
全
体
が
客
体
化
し
に
く
い
性

質
に
あ
る
こ
と
、
一
方
で
、
対
比
用
法
の
「
は
」
が
表
現
と
し
て
の
客

体
化
を
許
す
性
質
に
あ
る
こ
と
を
物
語
る
。
そ
こ
か
ら
判
断
し
て

「
も
」
「
こ
そ
」
の
構
文
は
、
主
文
で
判
断
文
を
構
成
す
る
も
の
の
、

潜
在
的
に
は
表
現
と
し
て
の
客
体
化
を
許
す
性
質
に
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る

(

９)
。

四
、
係
助
詞
の
客
体
化

主
文
に
お
け
る
「
は
」
「
も
」
「
こ
そ
」
の
判
断
文
に
つ
い
て
は
、
モ
ダ

リ
テ
ィ
形
式
の
現
れ
方
に
大
差
な
く
、
用
法
上
の
違
い
を
除
け
ば
、

判
断
文
と
し
て
決
定
的
に
異
な
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
な
い
。
（
但

し
、
卓
立
の
「こ
そ
」
は
、
最
上
級
の
事
物
を
選
抜
す
る
と
い
う
働
き

ゆ
え
に
、
「
か
も
し
れ
な
い
／
ら
し
い
」
等
は
取
り
に
く
い
。
）

彼
は
男　

だ
／
だ
ろ
う
／
か
も
し
れ
な
い
／
ら
し
い
／
に
ち
が

い
な
い

彼
も
男　

だ
／
だ
ろ
う
／
か
も
し
れ
な
い
／
ら
し
い
／
に
ち
が

い
な
い

彼
こ
そ
男　

だ
／
だ
ろ
う
／
に
ち
が
い
な
い

し
か
し
、
連
体
句
で
対
比
の
「
は
」
「
も
」
「
こ
そ
」
が
成
立
す
る
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
主
題
用
法
の
「
は
」
構
文
が
常
に
判
断
文
と
し
て

の
性
質
を
強
固
に
し
、
客
体
化
せ
ず
に
い
る
一
方
、
対
比
用
法
の

「は
」
、
ま
た
「
も
」
「こ
そ
」は
、
常
に
判
断
文
と
し
て
の
成
立
を
優
先

す
る
も
の
で
は
な
く
、
客
体
化
を
許
し
、
連
体
句
中
に
取
り
込
ま

れ
て
後
続
の
名
詞
を
修
飾
限
定
す
る
こ
と
に
も
働
き
得
る
性
質
に

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
実
例
と
し
て
連
体
句
中
の
「
は
」
「
も
」
「
こ
そ
」
の
述

語
が
判
断
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
を
伴
い
に
く
い
こ
と
か
ら
も
、
推
察
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。(

例
文
１
、
２
も
参
照
。)

３　

こ
れ
は
学
校
で
な
く
て
も
で
き
る
こ
と
だ
が
、
学
校
も
ま

た
、
当
然
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
で
あ
る
。　　
　
　

  　
　
　

(

斎
藤
喜
博
『
君
の
可
能
性
』)

４　

「
も
う
あ
な
た
達
へ
の
御
恩
は
と
っ
く
に
返
し
た
筈
で
す
」

　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　

 

（
半
藤
末
利
子
『
夏
目
家
の
糠
み
そ
』
）

５　

自
分
ひ
と
り
だ
け
で
は 

出
せ
な
い
よ
う
な
力
を
、
ど
の
人

間
に
も
出
さ
せ
、
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
も
引
き
出
し
、
高
め

て
い
く
こ
と
の
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。(

『
君
の
可
能
性
』)
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６　

女
性
も
ウ
エ
ス
ト
ポ
イ
ン
ト
に
入
学
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
、
と
私
は
新
聞
で
知
っ
た
。　  

（
『
夏
目
家
の
糠
み
そ
』
）

７　

け
れ
ど
も
冷
静
に
客
観
的
に
見
れ
ば
、
そ
う
い
う
父
親
も

ま
た
、
ひ
ど
い
苦
し
み
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

(

『
君
の
可
能
性
』)

８　

け
れ
ど
も
生
徒
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
追
求
し
考
え
て
い
る
う

ち
に
、
思
い
も 
お
よ
ば
な
か
っ
た
よ
う
な
世
界
へ
は
い
っ
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 (

同)

９　

そ
う
い
う
能
力
を
こ
そ
、
学
校
の
な
か
で
つ
く
り
出
さ
な
く

て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

(

同)

こ
れ
ら
の
述
語(

傍
線
部)

は
、
判
断
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
を
有
す
る
例

文
９
の
他
は
、
状
態
性
の
も
の
と
判
断
で
き
、
客
体
化
し
た
表
現
に

な
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
文
５
、
８
の
よ
う
に
「
よ
う

な
」
を
介
し
て
後
続
の
名
詞
を
修
飾
限
定
す
る
の
は
、
連
体
句
全

体
が
帯
び
る
筈
の
主
観
性
の
客
体
化
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
い
ず
れ
も
が
事
態
の
客
観
度
を
高
く
す
る
こ
と
で
は
、
表
現

さ
れ
る
事
態
が
必
然
的
で
あ
る
こ
と
を
示
す
よ
う
な
判
断
の
モ
ダ

リ
テ
ィ
（
「
ら
し
い
」
「
か
も
し
れ
な
い
」
「
に
ち
が
い
な
い
」
「
ね
ば
な
ら

な
い
」
等
）
が
述
部
に
現
れ
る
こ
と
は
排
除
さ
れ
ず
、
そ
の
よ
う
な

環
境
の
中
で
例
文
９
は
成
立
す
る
と
見
ら
れ
る(

但
し
、
筆
者
は
例

文
９
に
違
和
感
が
あ
る)

。

「
は
」
の
主
題
用
法
の
場
合
、
そ
の
「
は
」
の
働
き
は
、
主
題
―
解

説
の
構
造
を
作
る
こ
と
に
伴
っ
て
発
話
者
の
判
断
を
表
明
す
る
こ

と
に
優
れ
て
い
る
た
め
、
文
は
主
観
的
判
断
そ
の
も
の
と
な
る
。
そ

の
よ
う
な
文
は
、
当
然
、
名
詞
を
修
飾
限
定
し
て
全
体
と
し
て
客

体
化
す
る
よ
う
な
状
況
に
馴
染
ま
ず
、
常
に
主
文
と
し
て
表
現
化

さ
れ
る
。
一
方
、
「
は
」
の
対
比
用
法
や
「
も
」
「こ
そ
」
の
用
法
は
、
主

文
に
お
い
て
は
「
取
り
立
て
」
機
能
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
助
詞
の

個
性
に
即
し
て
発
話
者
の
判
断
を
表
明
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
連

体
句
中
に
お
い
て
は
表
現
全
体
が
客
体
化
に
向
か
う
こ
と
で
本
来

の
「
取
り
立
て
」
機
能
が
弱
め
ら
れ
、
同
時
に
表
現
全
体
の
主
観
性

も
弱
ま
る
も
の
と
考
え
る
。
連
体
句
と
い
う
も
の
が
そ
の
内
部
に

お
い
て
係
助
詞
の
使
用
に
何
ら
か
の
制
限
を
加
え
る(

前
述)

、
つ
ま

り
、
連
体
句
中
に
係
助
詞
が
収
ま
る
上
で
何
ら
か
の
要
件
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
連
体
句
全
体
の
客
体
化
の
可
否
と
連
関
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
係
助
詞
「
は
」
「
も
」
「
こ
そ
」
が
連
体
句

中
に
使
用
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
「
取
り
立
て
」
機
能
は
、
本
来
の
構

文
的
な
働
き
を
弱
め
、
対
比
的
含
み
の
形
成
を
メ
イ
ン
と
す
べ
く

意
味
的
な
働
き
を
強
く
し
、
「
取
り
立
て
」
機
能
に
基
づ
く
主
観
的

な
判
断
文
の
構
成
を
放
棄
し
て
し
ま
う
状
況
に
あ
る
の
で
は
な
い
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か
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
連
体
句
内
で
は
「
取
り
立
て
」
機
能
が
有

名
無
実
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

青
木
伶
子
（
一
九
九
〇
）
は
、
「
は
」
の
対
比
用
法
に
つ
い
て
「
対

比
と
は
、
そ
の
結
合
（
半
藤
注
、
「
は
」
構
文
の
前
後
関
係
）
と
、
並
行
す

る
他
の
結
合
（
半
藤
注
、
対
比
的
要
素
）
と
の
対
比
で
あ
る
。
（
中
略
）

従
っ
て
、
題
目
提
示
と
し
て
、
す
な
は
ち
表
現
構
造
の
決
定
と
し
て

は
働
か
な
い
」
（
３
頁
）
と
述
べ
て
、
「
は
」
の
主
題
用
法
と
対
比
用
法

の
、
文
の
構
成
上
の
違
い
を
述
べ
た
。
私
見
で
は
、
主
文
に
お
い
て
は

「
は
」
の
表
現
構
造
が
主
題
用
法
と
対
比
用
法
と
で
別
物
で
あ
る
と

は
思
え
な
い(

両
用
法
に
連
続
的
な
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る)

が
、
両

用
法
に
構
文
上
の
異
質
性
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。

野
田
尚
史
（
一
九
九
五
）
は
「
主
題
の
『
は
』
は
、
事
態
に
た
い
す

る
ム
ー
ド
の
階
層
で
働
く
も
の
で
、
確
定
の
ム
ー
ド
と
呼
応
す
る
の

で
あ
る(

半
藤
注
、
野
田
は
推
量
の
ム
ー
ド
と
の
呼
応
も
認
め
る)

。
こ
れ

は
、
主
題
の
『
は
』
は
、
肯
定
否
定
の
階
層
で
働
く
対
比
の
『
は
』
よ
り

外
側
の
階
層
で
働
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」(

20
～
21
頁)
と
述
べ
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
階
層
差
を
、
本
論
で
は
以
下
の
よ
う
に
読
み
替

え
る
。

「
は
」
構
文
の
主
題
用
法
で
は
「
は
」
が
文
の
構
造
を
決
定
し
、
そ

の
こ
と
が
構
文
形
成
上
の
要
件
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
対
比
用

法
で
は
文
の
構
造
の
決
定
よ
り
も
優
先
す
べ
き
も
の
と
し
て
含
蓄

的
な
意
味
の
形
成
が
あ
り
、
そ
の
た
め
、
文
の
構
造
の
決
定
が
要
件

に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。

連
体
句
で
の
「
は
」
の
対
比
用
法
、
「
も
」
「
こ
そ
」
の
用
法
は
、
右

記
の
点
に
基
づ
い
て
成
立
し
て
い
る
表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る(10)

。

と
こ
ろ
で
、
係
助
詞
「
は
」
「
も
」
「
こ
そ
」
に
対
し
て
一
律
に
「
取

り
立
て
」
機
能
を
認
め
る
筆
者
の
立
場
と
し
て
は
、
主
文
で
の
「
も
」

「
こ
そ
」
が
文
の
構
造
の
決
定
に
何
ら
関
与
し
な
い
と
は
考
え
に
く

い
。
な
れ
ば
、
主
文
で
の
「は
」
の
主
題
用
法
・
対
比
用
法
と
「
も
」
「こ

そ
」
の
用
法
は
、
文
の
構
造
を
決
定
し
つ
つ
判
断
文
を
作
り
、
連
体

句
で
の
「
は
」(

対
比
用
法)

と
「
も
」
「
こ
そ
」
は
、
判
断
文
を
客
体
化

し
た
形
で
意
味
の
実
現
を
は
か
る
た
め
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
と
見

る
の
が
最
も
妥
当
な
と
こ
ろ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

五
、
真
の
題
目

こ
こ
に
ま
と
め
れ
ば
、
係
助
詞
の
全
体
は
、
主
文
に
お
い
て
は
、

個
々
の
助
詞
の
「
取
り
立
て
」
機
能
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
文

を
作
る
。
し
か
し
、
判
断
文
た
る
「
は
」
の
主
題
用
法
が
連
体
句
中

に
は
現
れ
ず
、
対
比
用
法
（
対
比
的
用
法
）
の
み
使
用
で
き
る
点

120(61)



半藤　英明 ： 題目の範囲と真の題目 (62)119

か
ら
、
連
体
句
中
の
用
法
は
判
断
文
と
し
て
の
主
観
性
を
減
じ
た

表
現
で
あ
り
、
判
断
文
を
客
体
化
し
た
も
の(

「
客
体
化
し
た
判
断

文
」
で
は
な
い)

、
即
ち
、
も
は
や
判
断
文
の
資
格
を
持
た
な
い
も

の
、
と
認
定
す
る
。

こ
の
立
場
か
ら
、
題
目
の
範
囲
を
以
下
の
よ
う
に
設
定
す
る
。

前
述
の
よ
う
に
「
判
断
文
の
主
要
構
成
素
と
な
る
二
項
の
う
ち
の

前
項
」と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

①
主
文
の
「は
」(

主
題
用
法)

の
前
項

②
主
文
の
「は
」(

対
比
用
法)
の
前
項

③
主
文
の
「
も
」
の
前
項

④
主
文
の
「こ
そ
」
の
前
項

が
題
目
で
あ
る
。
但
し
、
②
③
④
は
、
連
体
句
と
し
て
全
体
的
に
客

体
化
し
得
る
性
質
を
潜
在
的
に
備
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
そ
れ
ら
の
中
で
、
題
目
た
る
題
目
は
①
で
あ
り
、
②
③
④
は

①
に
準
ず
る
題
目
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
題
目
の
範
囲
は
①
～
④
の
全

体
で
あ
る
が
、
①
こ
そ
が
「
真
の
題
目
（
題
目
の
代
表
格
）
」で
あ
り
、

②
③
④
に
つ
い
て
は
題
目
な
る
も
、
仮
に
「
準
題
目
」
と
呼
ぶ
。
な

お
、
題
目
の
中
核
的
な
要
件
と
し
て
は
主
題
用
法
で
あ
る
こ
と
が

最
も
重
視
さ
れ
、
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
表
現
形
式(

体
言
か
格
形

式
か
等
）
に
つ
い
て
は
問
題
と
な
ら
な
い
こ
と
を
こ
こ
に
確
認
し
て
お

く(11)

。ま
た
、
間
接
成
分
で
あ
る
連
体
句
に
現
れ
る
対
比
用
法
の

「は
」
、
並
び
に
「
も
」
「こ
そ
」
の
前
項
は
、
そ
れ
ら
の
助
詞
が
本
来
的

に
構
成
す
る
筈
の(

主
文
と
し
て
の)

判
断
文
を
客
体
化
し
た
と
こ

ろ
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
以
て
、
題
目
と
は
な
ら
な
い
。

要
す
る
に
、
本
論
に
よ
れ
ば
、
題
目
と
は
、
係
助
詞
に
よ
る
文
法

的
な
「
取
り
立
て
」
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
環
境
に
お
い
て
存
在
す
る

表
現
構
成
上
の
概
念
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
に
、
前
稿
で
「
は
」
の
前
項
を
ほ
ぼ
一
律
に
題
目
と

扱
っ
た
点
、
及
び
「
も
」
「
こ
そ
」(

お
よ
び
「
っ
て
」
「
が
」)

の
前
項
を

「
は
」
と
の
区
別
に
お
い
て
「
題
目
類
」
と
し
た
点
を
結
果
と
し
て
修

正
す
る
に
至
っ
た
こ
と
も
付
し
て
お
き
た
い(12)

。

（
注
）

１　

半
藤
英
明
（
二
〇
〇
九
）
参
照
。
そ
こ
で
は
、
①
題
目
は
一
文
に
一
つ
が
原
則

と
な
る
こ
と
、
②
一
文
中
に
複
数
の
「
は
」
が
現
れ
る
際
は
、
最
上
位
の
も
の
が
題

目
と
な
る
こ
と
、
③
述
部
と
な
る
連
語
内
用
法
の
前
項
部
分
（
例
、
彼
は
死
に
は4

し
な
い
）
は
非
題
目
で
あ
る
こ
と
、
も
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
あ
く
ま
で
「
は
」

の
主
文
を
考
察
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

２　

例
え
ば
「
転
位
陰
題
文
」
「
状
況
陰
題
文
」
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
。
仁
田
義
雄

（
一
九
九
一
）
参
照
。

３　

半
藤
英
明
（
二
〇
〇
九
）
の
こ
と
。
以
下
、
「
前
稿
」と
は
こ
れ
を
指
す
。

４　

大
島
は
、
こ
の
「
属
性
限
定
」
を
基
本
と
し
つ
つ
、
別
の
「
集
合
限
定
」
と
い
う
も

の
を
設
定
し
、
そ
れ
ら
の
限
定
が
「
複
数
の
事
物
の
中
か
ら
あ
る
も
の
を
取
り
出

す
」
働
き
に
お
い
て
共
通
す
る
と
説
く
。
91
～
92
頁
。
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５　

青
木
伶
子
（
一
九
九
二
）
407
頁
。

６　

類
示
用
法
、
卓
立
用
法
に
つ
い
て
は
、
半
藤
英
明
（
二
〇
〇
三
）
参
照
。

７　

半
藤
英
明
（
二
〇
〇
九
）
参
照
。
益
岡
隆
志(

一
九
九
一)

に
は
「
主
題
の
ハ
と

対
比
の
ハ
に
は
対
立
的
な
面
と
連
続
的
な
面
の
両
面
が
あ
り
、
ど
ち
ら
か
一
方

だ
け
を
強
調
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
る
」(

218
頁)

と
あ
る
。
野
田
尚
史

（
一
九
九
六
）
第
28
章
（
274
～
276
頁
）
に
も
指
摘
が
あ
る
。

８　

井
口
は
「
客
体
化
と
い
う
過
程
を
最
も
受
け
や
す
い
の
は
客
観
的
事
実
と
し
て

確
定
し
て
い
る
真
理
な
ど
に
関
す
る
内
容
の
節
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
内
容
の
客

体
化
が
不
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
が
、
ど
こ
ま
で
を
客
体
化
す
る
か
は
個
人
差
が

あ
る
」
（
26
頁
）と
も
述
べ
て
い
る
。

９　

沼
田
善
子(

二
〇
〇
九)
は
、
対
比
の
「
は
」
を
含
む
「
も
」
「
こ
そ
」
等
の
所
謂
「
と

り
た
て
詞
」
に
つ
い
て
「
１
語
の
中
に
客
観
的
な
コ
ト
ガ
ラ
的
側
面
と
主
観
的
な
側

面
が
二
重
に
存
在
す
る
と
い
っ
た
見
方
が
、
と
り
た
て
詞
に
お
い
て
も
必
要
と
な

る
」(

30
頁)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
論
述
の
趣
旨
は
異
な
れ
ど
、
対
比
と
客

観
性
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
も
の
と
し
て
、
本
論
と
認
識
を
共
有
す
る
も
の
で
あ

る
。

10　

私
見
で
は
、
「
は
」
の
対
比
用
法
と
「
も
」
「
こ
そ
」
の
用
法
は
同
じ
階
層
に
あ
る

と
考
え
る
が
、
野
田
尚
史
（
一
九
九
五
）
は
「
主
題
の
『
は
』
は
、
同
類
の
『
も
』
と
は

別
の
階
層
で
働
く
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
同
類
の
『
も
』
は
、
対
比
の
『
は
』
と
同

じ
肯
定
否
定
の
階
層
で
、
対
比
の
『
は
』
と
た
が
い
に
対
称
的
な
ペ
ア
と
し
て
働
い

て
い
る
」(

21
頁)

と
述
べ
つ
つ
、
「
特
立
の
『こ
そ
』
は
、
事
態
に
た
い
す
る
ム
ー
ド
よ
り

外
側
の
、
聞
き
手
に
た
い
す
る
ム
ー
ド
の
階
層
の
も
の
だ
」(

22
頁)

と
し
て
い
る
。

11  

丹
羽
哲
也
氏
よ
り
、
「
私
は
あ
な
た
と
は
会
わ
な
い
」
の
「
私
は
」
を
題
目
、
「
あ

な
た
と
は
」
を
非
題
目
（
「
題
目
と
し
て
立
つ
こ
と
を
結
果
的
に
潜
在
化
し
て
い

る
」と
し
た
）と
す
る
私
見
（
前
稿
）
に
対
し
、
「
そ
の
非
題
目
を
積
極
的
に
は
ど
う

い
う
名
称
で
呼
ぶ
の
か
」
と
の
質
問
を
頂
い
た
。
連
体
句
中
の
も
の
を
も
含
め
、
題

目
と
な
る
筈
の
も
の
が
他
の
諸
条
件
に
よ
り
非
題
目
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
「
題
目

の
資
格
を
保
持
し
つ
つ
題
目
と
は
な
っ
て
い
な
い
」
の
意
味
で
、
ひ
と
ま
ず
「
擬
似
題

目
」
と
し
て
お
く
。
な
お
、
益
岡
隆
志
（
二
〇
〇
〇
）
が
指
摘
す
る
「
二
重
主
題
」

(

119
頁
以
下)

の
立
場
に
は
、
現
在
、
立
っ
て
い
な
い
。

12 

「
っ
て
」
に
つ
い
て
は
、
「
と
い
う
の
は
」
と
同
等
と
見
れ
ば
、
そ
の
前
項
が
「
真
の
題

目
」
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
「
が
」
構
文
に
お
い
て
題
目
の
資
格
に
あ
る

と
認
定
さ
れ
る
項
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
「
題
目
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
「
題
目

類
」と
し
て
お
く
。
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