
疑
問
文
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て

│
│
応
答
詞
に
よ
る
応
答
の
論
│
│

六

城

雅

章

一

は
じ
め
に

筆
者
は
、
拙
稿
（
二
〇
一
八
）
に
お
い
て
、
応
答
詞
⑴
に
よ
る
応
答
が
呼
掛
文
に
対
し
て
な
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
論
じ
た
。
本
稿
は
、

こ
れ
に
続
き
、
文
法
論
の
観
点
か
ら
、
応
答
詞
に
よ
る
応
答
が
疑
問
文
に
対
し
て
な
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

二

疑

問

文

林
（
二
〇
一
七
）
は
、
国
語
学
・
日
本
語
学
に
お
け
る
疑
問
文
に
つ
い
て
の
原
理
的
研
究
を
、
表
現
論
と
し
て
の
研
究
で
あ
る
「
疑
問

表
現
研
究
」
と
文
法
論
と
し
て
の
研
究
で
あ
る
「
疑
問
文
研
究
」
と
に
大
別
し
、
後
者
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
森
重
（
一
九
五
九
）・
川

端
（
一
九
七
九
・
一
九
九
七
）・
大
鹿
（
一
九
九
〇
）
を
挙
げ
る
⑵
。
本
稿
は
、
文
法
論
の
観
点
か
ら
分
析
を
行
な
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の

「
疑
問
文
」
理
解
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
後
者
の
研
究
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

大
鹿
（
一
九
九
〇
）
は
、
疑
問
文
を
、「
疑
い
も
問
い
も
あ
る
も
の
」
で
あ
り
「
疑
い
の
文
で
あ
る
が
ゆ
え
に
問
い
を
持
つ
も
の
」
で
あ

疑
問
文
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て

一
三
一



る
「
疑
い
の
疑
問
文
」
と
、「
問
い
だ
け
で
疑
い
の
な
い
も
の
」
で
あ
り
「
不
定
の
語
を
持
つ
が
ゆ
え
に
問
い
を
持
つ
も
の
」
で
あ
る

「
不
定
の
疑
問
文
」
と
の
二
つ
に
わ
け
る
。
文
法
概
念
と
し
て
の
「
疑
い
」
と
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
（
森
重
（
一
九

五
九
）・
川
端
（
一
九
七
九
・
一
九
九
七
）
で
は
、「
疑
問
」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
）、
こ
れ
は
、「
承
認
」
に
並
ぶ
も
の
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
。

・
疑
問
と
は
、
主
語
に
述
語
を
つ
け
か
ね
る
こ
と
で
あ
る
（
森
重
一
九
五
九
）

・
肯
定
と
否
定
に
対
し
て
と
も
に
中
間
者
で
あ
る
推
定
と
疑
問
は
、
か
く
て
、
肯
定
否
定
に
表
裏
す
る
よ
う
な
位
置
に
お
い
て
考
え

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
表
に
あ
っ
て
肯
定
・
否
定
と
並
ぶ
推
定
は
、
そ
の
対
象
構
造
に
お
い
て
肯
定
及�

び�

否
定
を
可
変
的
に
結
ぶ
積

極
的
な
中
間
者
で
あ
っ
た
。
一
方
、
裏
と
し
て
の
疑
問
と
は
、
肯
定
或�

い�

は�

否
定
と
し
て
の
断
定
の
、
そ
の
中
止
に
お
い
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
消
極
的
な
中
間
者
で
あ
る
。
と
と
も
に
ま
た
、
対
象
化
で
き
ぬ
も
の
と
し
て
の
作
用
的
な
断
定
（
承
認
）
と
、
同
様

に
対
象
化
不
可
能
な
作
用
的
意
味＝
疑
問
と
は
、
そ
の
性
質
に
よ
っ
て
相
並
ぶ
で
あ
ろ
う
。（
川
端
一
九
九
七
）

・
疑
い
と
は
ま
ず
判
断
を
疑
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
判
断
が
、
あ�

る�

も�

の�

と
、
知�

ら�

れ�

る�

こ�

と�

と
の
関
係
、
換
言
す
れ
ば
主

語
と
述
語
の
関
係
の
承
認
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
疑
い
は
そ
の
承
認
に
含
ま
れ
る
断
定
、
推
定
の
中
止
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
と

す
れ
ば
承
認
の
保
留
と
し
て
の
疑
い
は
、
承
認
と
と
も
に
文
に
お
け
る
判
断
の
二
つ
の
あ
り
方
と
し
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
な

る
。（
大
鹿
一
九
九
〇
）

ま
た
、
文
法
概
念
と
し
て
の
「
問
い
」
に
つ
い
て
、
大
鹿
（
一
九
九
〇
）
は
、「
疑
い
の
疑
問
文
」
に
お
け
る
「
問
い
」
を
「
も
の
の
何
か

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
是
非
を
問
う
こ
と
」「
話
し
手
に
お
い
て
断
定
の
か
な
わ
な
い
判
断
の
形
式
に
、
肯
否
い
ず
れ
に
せ
よ
判
断
を

求
め
、
判
断
に
お
け
る
承
認
を
得
る
こ
と
」
で
あ
る
と
し
、「
不
定
の
疑
問
文
」
に
お
け
る
「
問
い
」
を
「
も
の
の
何
で
あ
る
か
を
問
う

こ
と
」「
述
語
の
具
体
を
求
め
る
こ
と
」
で
あ
る
と
す
る
。

疑
問
文
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て

一
三
二



疑
問
文
は
、
一
般
に
、
真
偽
疑
問
文
（「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」
の
よ
う
な
文
）・
補
充
疑
問
文
（「
太
郎
は
何
を
飼
っ
て
い
ま
す

か
？
」
の
よ
う
な
文
）・
選
択
疑
問
文
（「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
猫
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」
の
よ
う
な
文
）
の
三
つ
に
わ
け

ら
れ
る
⑶
。
本
稿
で
は
、
右
の
分
析
を
受
け
て
、
真
偽
疑
問
文
・
補
充
疑
問
文
・
選
択
疑
問
文
を
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
第
一
に
、
真

偽
疑
問
文
は
、
事
態
の
承
認
が
保
留
さ
れ
て
お
り
（＝

「
疑
い
」
を
も
ち
）、
そ
の
保
留
さ
れ
た
承
認
を
成
立
さ
せ
る
べ
く
問
う
疑
問
文
で
あ

る
。
ま
た
、
真
偽
疑
問
文
は
、
そ
の
述
語
の
肯
否
に
よ
っ
て
、
肯
定
疑
問
文
と
否
定
疑
問
文
と
に
わ
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
肯
定
疑
問
文

「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」
や
否
定
疑
問
文
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
」
は
、
肯
定
的
事
態
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ

て
い
る
」
あ
る
い
は
否
定
的
事
態
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
な
い
」
の
承
認
が
保
留
さ
れ
、
そ
の
保
留
さ
れ
た
承
認
を
成
立
さ
せ
る
べ
く

問
う
疑
問
文
な
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
補
充
疑
問
文
は
、
事
態
の
承
認
が
成
立
し
て
お
り
（＝

「
疑
い
」
を
も
た
ず
）、
そ
の
承
認
の
対
象
た

る
事
態
に
お
け
る
不
定
部
の
具
体
的
意
味
が
補
充
さ
れ
る
べ
く
問
う
疑
問
文
で
あ
る
。
た
と
え
ば
補
充
疑
問
文
「
太
郎
は
何
を
飼
っ
て
い

ま
す
か
？
」
は
、
事
態
「
太
郎
は
何
か
を
飼
っ
て
い
る
」
の
承
認
が
成
立
し
て
お
り
、
そ
の
事
態
に
お
け
る
不
定
部
の
具
体
的
意
味
が
補

充
さ
れ
る
べ
く
問
う
疑
問
文
な
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
選
択
疑
問
文
は
、
事
態
の
承
認
が
成
立
し
て
お
り
（＝

「
疑
い
」
を
も
た
ず
）、
そ
の

承
認
の
対
象
た
る
事
態
に
お
け
る
選
択
肢
の
い
ず
れ
か
が
選
択
さ
れ
る
べ
く
問
う
疑
問
文
で
あ
る
。
た
と
え
ば
選
択
疑
問
文
「
太
郎
は
犬

を
飼
っ
て
い
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
猫
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」
は
、
事
態
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
る
か
猫
を
飼
っ
て
い
る
か
の
い
ず
れ

か
で
あ
る
」
の
承
認
が
成
立
し
て
お
り
、
そ
の
事
態
に
お
け
る
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
る
」「
太
郎
は
猫
を
飼
っ
て
い
る
」
と
い
う
選

択
肢
の
い
ず
れ
か
が
選
択
さ
れ
る
べ
く
問
う
疑
問
文
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
疑
問
文
は
、
判
断
と
い
う
点
か
ら
、
事
態
の
承
認
が
保
留
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
保
留
さ
れ
た
承
認
を
成
立
さ
せ
る
べ

く
問
う
も
の
で
あ
る
真
偽
疑
問
文
と
、
事
態
の
承
認
が
成
立
し
た
う
え
で
具
体
的
意
味
の
補
充
・
選
択
肢
の
選
択
が
な
さ
れ
る
べ
く
問
う

も
の
で
あ
る
補
充
疑
問
文
・
選
択
疑
問
文
と
に
大
別
さ
れ
る
。

疑
問
文
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て

一
三
三



さ
て
、「
文
」
に
つ
い
て
、
大
鹿
（
二
〇
一
四
）
は
、「
文
は
「
こ
と
」
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
文
の
意
味
で
あ
る
」
と
し
、

「
文
」
が
表
わ
し
て
い
る
「
こ
と
」
に
は
「
文
の
形
式
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
「
こ
と
」」
と
い
う
側
面
と
「
表
現
す
る
と
い
う
行
為
自

体
が
表
し
て
い
る
「
こ
と
」」
と
い
う
側
面
と
の
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
述
べ
る
。
拙
稿
（
二
〇
一
八
）
は
、
文
が
も
つ
前
者
の
側
面
を

「〈
内
容
的
意
味
〉」
と
呼
び
、
後
者
の
側
面
を
「〈
行
為
的
意
味
〉」
と
呼
ぶ
。
疑
問
文
は
、
か
か
る
「
文
」
理
解
に
お
い
て
、「
問
い
掛
け

る
（
問
掛
）」
と
い
う
〈
行
為
的
意
味
〉
を
も
ち
、
そ
の
「
問
掛
」
の
内
容
を
〈
内
容
的
意
味
〉
と
す
る
文
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
⑷
。

三

応
答
詞
に
よ
る
応
答

三
│
一

広
義
感
動
詞
に
よ
る
文

拙
稿
（
二
〇
一
六
）
は
、
広
義
感
動
詞
を
、「
そ
れ
自
体
が
独
立
し
て
一
つ
の
完
全
な
文
と
な
り
得
る
」「
対
象
的
意
味
を
積
極
的
に
欠

如
し
た
態
勢
に
お
い
て
も
ち
作
用
的
意
味
に
卓
越
し
て
い
る
」
と
い
う
二
つ
の
文
法
的
特
徴
を
と
も
に
満
た
す
も
の
と
し
て
規
定
す
る
。

ま
た
、
拙
稿
（
二
〇
二
〇
）
が
述
べ
る
よ
う
に
、
広
義
感
動
詞
は
、
対
象
的
意
味
を
積
極
的
に
欠
如
し
た
態
勢
に
お
い
て
も
つ
た
め
、

個
々
の
場
面
の
中
に
置
か
れ
て
は
じ
め
て
機
能
し
意
味
を
も
ち
、
一
つ
の
語
が
様
々
な
機
能
や
意
味
を
有
す
る
。
次
に
一
例
を
示
す
⑸
。

（
１
）ａ
【
応
答
】「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
は
い
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
。」

ｂ
【
応
答
】「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
い
や
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
。」

ｃ
【
応
答
】「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
さ
あ
、
知
り
ま
せ
ん
。」

（
２
）ａ
【
掛
声
】（
写
真
を
撮
る
場
面
）
は
い
、
ポ
ー
ズ
。

ｂ
【
感
動
】（
立
派
な
松
の
木
を
見
た
場
面
）
い
や
、
実
に
立
派
な
松
だ
。

ｃ
【
呼
掛
】（
入
室
を
促
す
場
面
）
さ
あ
、
お
入
り
く
だ
さ
い
。

疑
問
文
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て
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広
義
感
動
詞
に
よ
る
文
に
は
、「
い
や
。」
の
よ
う
に
広
義
感
動
詞
句
そ
れ
一
句
の
み
で
一
文
を
な
す
場
合
と
、「
い
や
、
太
郎
は
犬
を

飼
っ
て
い
ま
せ
ん
。」「
い
や
、
実
に
立
派
な
松
だ
。」
の
よ
う
に
広
義
感
動
詞
句
と
そ
れ
に
相
前
後
す
る
句
と
の
二
句
で
一
文
を
な
す
場

合
と
の
二
つ
が
あ
る
。
前
者
は
、
広
義
感
動
詞
句
が
、
そ
の
欠
如
し
た
対
象
的
意
味
を
現
場
に
よ
り
か
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
填
し
、
一

文
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
広
義
感
動
詞
句
に
相
前
後
す
る
句
の
対
象
的
意
味
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
補
填
を
行
な

い
、
一
文
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
広
義
感
動
詞
に
よ
る
文
は
、
こ
の
よ
う
に
、
一
句
一
文
と
二
句
一
文
と
の
二
つ
の
構
造
を
も
ち
得
る
も

の
で
あ
る
（
以
上
、
大
鹿
（
一
九
八
八
・
一
九
八
九
）・
拙
稿
（
二
〇
一
六
）
を
参
照
）。

三
│
二

応
答
詞
に
よ
る
応
答
の
体
系

拙
稿
（
二
〇
一
八
）
は
、
応
答
詞
に
よ
る
応
答
を
、
文
の
〈
行
為
的
意
味
〉
お
よ
び
〈
内
容
的
意
味
〉
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
な
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、「〈
行
為
的
意
味
〉
の
み
に
対
す
る
応
答
」
で
あ
る
「
一
類
」
と
、「〈
行
為
的
意
味
〉
と
〈
内
容
的
意
味
〉
と
の

両
方
に
対
す
る
応
答
」
で
あ
る
「
二
類
」
と
に
わ
け
る
。
ま
た
、「〈
行
為
的
意
味
〉
を
受
け
入
れ
る
こ
と
」
を
「〈
受
容
〉」
と
呼
ん
だ
う

え
で
、
二
類
に
お
け
る
〈
行
為
的
意
味
〉
の
〈
受
容
〉
は
「
応
答
の
発
話
を
行
な
う
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
」
と
し
、〈
行
為
的

意
味
〉
を
〈
受
容
〉
し
な
い
こ
と
の
表
明
は
「
一
切
の
応
答
を
行
な
わ
な
い
（
相
手
の
発
話
を
無
視
し
た
り
、
話
題
を
逸
ら
し
た
り
す
る
）」
こ

と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
応
答
詞
に
つ
い
て
は
、
次
の
三
種
を
設
定
し
⑹
、
二
類
の
応
答
に
お
い
て
「
は
い
」
系
・

「
い
い
え
」
系
が
表
わ
す
意
味
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「〈
同
意
〉」「〈
不
同
意
〉」
と
呼
ぶ
⑺
。

・「
は
い
」
系

あ
あ
／
う
む
／
う
ん
／
え
え
／
お
う
／
は
あ
／
は
い
／
は
っ
／
へ
い
／
ほ
い

・「
い
い
え
」
系

い
い
え
／
い
い
や
／
い
え
／
い
や
／
う
う
ん

・「
さ
あ
」
系

う
ー
む
／
う
ー
ん
／
さ
あ
／
さ
て
／
は
て

疑
問
文
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て
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た
と
え
ば
呼
掛
文
「
お
い
。」
は
、〈
行
為
的
意
味
〉
の
み
を
も
ち
、〈
内
容
的
意
味
〉
を
も
た
な
い
文
で
あ
り
⑻
、
応
答
詞
に
よ
る
応

答
の
う
ち
か
か
る
文
に
対
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
は
、〈
行
為
的
意
味
〉
の
み
を
対
象
と
す
る
一
類
の
応
答
で
あ
る
。
一
類
の
応
答
に
お
い

て
は
、
次
例
の
よ
う
に
、「
は
い
」
系
の
み
が
使
用
可
能
で
あ
り
、「
い
い
え
」
系
・「
さ
あ
」
系
は
不
可
と
な
る
。

（
３
）ａ
「
お
い
。」「
は
い
。」

ｂ
「
お
い
。」「
＊

い
い
え
。」

ｃ
「
お
い
。」「
＊

さ
あ
。」

こ
こ
で
の
「
は
い
」
系
の
応
答
は
、
対
象
と
な
る
文
の
〈
行
為
的
意
味
〉
の
〈
受
容
〉
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
た
と
え
ば
呼
掛
文
「
太
郎
。」
や
疑
問
文
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」
は
、〈
行
為
的
意
味
〉
と
〈
内
容
的
意
味
〉

と
の
両
方
を
も
つ
文
で
あ
り
⑼
、
応
答
詞
に
よ
る
応
答
の
う
ち
か
か
る
文
に
対
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
は
、〈
行
為
的
意
味
〉
と
〈
内
容
的

意
味
〉
と
の
両
方
を
対
象
と
す
る
二
類
の
応
答
で
あ
る
。
二
類
の
応
答
に
お
い
て
は
、
次
例
の
よ
う
に
、「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
・

「
さ
あ
」
系
の
三
種
が
使
用
さ
れ
、
そ
の
使
い
わ
け
が
な
さ
れ
る
。

（
４
）ａ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
は
い
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
。」

ｂ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
い
い
え
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
。」

ｃ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
さ
あ
、
知
り
ま
せ
ん
。」

こ
こ
で
の
「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
の
応
答
は
、
対
象
と
な
る
文
の
〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応
答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
│
│

こ
こ
で
は
、
太
郎
が
犬
を
飼
っ
て
い
る
か
ど
う
か
│
│
を
今
現
在
所
有
し
て
い
る
（
知
っ
て
い
る
、
わ
か
っ
て
い
る
、
覚
え
て
い
る
）
場
合
に

な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
〈
内
容
的
意
味
〉
に
対
す
る
〈
同
意
〉
お
よ
び
〈
不
同
意
〉
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、「
さ
あ
」
系
の
応
答
は
、
対
象
と
な
る
文
の
〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応
答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
を
今
現
在
所
有
し
て

疑
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い
な
い
（
知
ら
な
い
、
わ
か
っ
て
い
な
い
、
覚
え
て
い
な
い
）
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
⑽
。

以
上
を
整
理
す
る
と
、
応
答
詞
に
よ
る
応
答
の
体
系
は
、
次
表
の
よ
う
に
な
る
⑾
。

応
答
の
対
象

応
答
詞
の
使
い
わ
け

一
類
〈
行
為
的
意
味
〉
の
み

応
答
詞
の
使
い
わ
け
な
し
（「
は
い
」
系
の
み
可
能
）

二
類
〈
行
為
的
意
味
〉
と

〈
内
容
的
意
味
〉
と
の
両
方

〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応

答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
を
今

現
在
所
有
し
て
い
る
場
合

〈
内
容
的
意
味
〉
に
対
す
る
〈
同
意
〉
を
表
わ
す
場
合

「
は
い
」
系

〈
内
容
的
意
味
〉
に
対
す
る
〈
不
同
意
〉
を
表
わ
す
場
合
「
い
い
え
」
系

〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応
答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
を
今
現
在
所
有
し
て
い
な
い
場
合

「
さ
あ
」
系

四

疑
問
文
に
対
す
る
二
類
の
応
答

真
偽
疑
問
文
・
補
充
疑
問
文
・
選
択
疑
問
文
は
、
い
ず
れ
も
、〈
行
為
的
意
味
〉
と
〈
内
容
的
意
味
〉
と
の
両
方
を
も
つ
文
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
応
答
詞
に
よ
る
応
答
の
う
ち
こ
れ
ら
に
対
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
は
、
二
類
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
疑
問
文
に
対
し
て
な
さ
れ

る
二
類
の
応
答
に
つ
い
て
論
じ
る
。

四
│
一

真
偽
疑
問
文
に
対
す
る
二
類
の
応
答

第
一
に
、
真
偽
疑
問
文
に
対
す
る
応
答
と
し
て
、〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応
答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
を
今
現
在
所
有
し
て
い
る

場
合
に
な
さ
れ
る
べ
き
は
、
二
類
の
「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
の
応
答
詞
句
ま
た
は
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
述
体
句
に
よ
る
応
答
で
あ

る
。
次
の
（
５
ａ
・
ｂ
）〜（
７
ａ
・
ｂ
）
は
肯
定
疑
問
文
に
対
す
る
応
答
の
例
で
あ
り
、（
８
ａ
・
ｂ
）〜（
１０
ａ
・
ｂ
）
は
否
定
疑
問
文
に
対

疑
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す
る
応
答
の
例
で
あ
る
。

（
５
）ａ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
は
い
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
。」

ｂ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
い
い
え
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
。」

（
６
）ａ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
は
い
。」

ｂ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
い
い
え
。」

（
７
）ａ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
。」

ｂ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
。」

（
８
）ａ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
」「
は
い
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
。」

ｂ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
」「
い
い
え
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
。」

（
９
）ａ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
」「
は
い
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
。」

ｂ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
」「
い
い
え
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
。」

（
１０
）ａ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
」「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
。」

ｂ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
」「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
。」

（
５
ａ
）（
６
ａ
）
の
「
は
い
」
お
よ
び
（
５
ｂ
）（
６
ｂ
）
の
「
い
い
え
」
は
、
肯
定
疑
問
文
の
〈
内
容
的
意
味
〉
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

〈
同
意
〉
お
よ
び
〈
不
同
意
〉
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
り
、（
８
ａ
）（
９
ａ
）
の
「
は
い
」
お
よ
び
（
８
ｂ
）（
９
ｂ
）
の
「
い
い
え
」
は
、

否
定
疑
問
文
の
〈
内
容
的
意
味
〉
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
〈
同
意
〉
お
よ
び
〈
不
同
意
〉
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。（
５
ａ
・
ｂ
）（
７

ａ
・
ｂ
）〜（
１０
ａ
・
ｂ
）
の
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
」「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
」
は
、「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
の
応

答
詞
句
に
対
応
す
る
述
体
句
に
よ
る
応
答
で
あ
る
。

疑
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す
る
応
答
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真
偽
疑
問
文
に
対
す
る
応
答
に
お
け
る
、「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
の
応
答
詞
句
と
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
述
体
句
の
述
語
の
肯
否
と

の
関
係
に
つ
い
て
、
肯
定
疑
問
文
に
対
す
る
応
答
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
〈
内
容
的
意
味
〉
が
肯
定
的
事
態
と
の
み
解
釈
さ
れ
、（
５

ａ
・
ｂ
）
の
よ
う
に
【「
は
い
」
系
│
│
肯
定
】【「
い
い
え
」
系
│
│
否
定
】
と
な
る
が
、
否
定
疑
問
文
に
対
す
る
応
答
は
、
そ
の
対
象

と
な
る
〈
内
容
的
意
味
〉
が
否
定
的
事
態
・
肯
定
的
事
態
の
い
ず
れ
と
も
解
釈
さ
れ
る
た
め
、
応
答
の
主
体
が
こ
れ
を
否
定
的
事
態
と
解

釈
し
た
場
合
に
は
（
８
ａ
・
ｂ
）
の
よ
う
に
【「
は
い
」
系
│
│
否
定
】【「
い
い
え
」
系
│
│
肯
定
】
と
な
り
、
肯
定
的
事
態
と
解
釈
し
た

場
合
に
は
（
９
ａ
・
ｂ
）
の
よ
う
に
【「
は
い
」
系
│
│
肯
定
】【「
い
い
え
」
系
│
│
否
定
】
と
な
る
⑿
。
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
次
の
よ

う
な
否
定
疑
問
文
に
対
す
る
「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
の
応
答
詞
句
単
独
の
応
答
は
、
可
能
で
は
あ
る
が
、
否
定
的
事
態
・
肯
定
的

事
態
の
い
ず
れ
を
対
象
と
す
る
の
か
が
定
ま
ら
な
い
、
曖
昧
な
も
の
と
な
る
。

（
１１
）ａ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
」「
は
い
。」

ｂ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
」「
い
い
え
。」

こ
れ
を
避
け
る
に
は
、（
８
ａ
・
ｂ
）（
９
ａ
・
ｂ
）
の
よ
う
に
、「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
の
応
答
詞
句
に
対
応
す
る
述
体
句
を
伴
っ
た

応
答
を
行
な
う
必
要
が
あ
り
⒀
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
応
答
詞
句
が
、
そ
の
事
実
上
欠
如
し
た
対
象
的
意
味
を
、
後
続
す
る
句
の
対
象
的

意
味
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
補
填
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
真
偽
疑
問
文
に
対
す
る
応
答
と
し
て
、〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応
答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
を
今
現
在
所
有
し
て
い
な

い
場
合
に
な
さ
れ
る
べ
き
は
、
次
の
よ
う
な
、「
さ
あ
」
系
の
応
答
詞
句
ま
た
は
こ
れ
に
対
応
す
る
述
体
句
（「
知
ら
な
い
」「
わ
か
ら
な
い
」

「
覚
え
て
い
な
い
」「
忘
れ
た
」
な
ど
）
に
よ
る
応
答
で
あ
る
。

（
１２
）ａ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
さ
あ
、
知
り
ま
せ
ん
。」

ｂ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
」「
さ
あ
、
知
り
ま
せ
ん
。」

疑
問
文
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て
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（
１３
）ａ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
さ
あ
。」

ｂ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
」「
さ
あ
。」

（
１４
）ａ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
知
り
ま
せ
ん
。」

ｂ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
」「
知
り
ま
せ
ん
。」

四
│
二

補
充
疑
問
文
・
選
択
疑
問
文
に
対
す
る
二
類
の
応
答

第
一
に
、
補
充
疑
問
文
・
選
択
疑
問
文
に
対
す
る
応
答
と
し
て
、〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応
答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
を
今
現
在

所
有
し
て
い
る
場
合
に
な
さ
れ
る
べ
き
は
、
次
の
よ
う
な
、
補
充
す
べ
き
具
体
的
意
味
・
選
択
す
べ
き
選
択
肢
を
表
わ
す
述
体
句
に
よ
る

応
答
で
あ
る
。

（
１５
）ａ
「
太
郎
は
何
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
。」

ｂ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
猫
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
。」

二
類
の
「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
の
応
答
は
、〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応
答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
を
今
現
在
所
有
し
て
い
る
場

合
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
具
体
的
意
味
の
補
充
・
選
択
肢
の
選
択
を
な
し
得
る
も
の
で
な
い
た
め
、
補
充
疑
問
文
・
選
択
疑

問
文
に
対
す
る
応
答
と
し
て
は
不
適
切
と
な
る
。

第
二
に
、
補
充
疑
問
文
・
選
択
疑
問
文
に
対
す
る
応
答
と
し
て
、〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応
答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
を
今
現
在

所
有
し
て
い
な
い
場
合
に
な
さ
れ
る
べ
き
は
、
次
の
よ
う
な
、「
さ
あ
」
系
の
応
答
詞
句
ま
た
は
こ
れ
に
対
応
す
る
述
体
句
に
よ
る
応
答

で
あ
る
。

（
１６
）ａ
「
太
郎
は
何
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
さ
あ
、
知
り
ま
せ
ん
。」

疑
問
文
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て
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ｂ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
猫
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
さ
あ
、
知
り
ま
せ
ん
。」

（
１７
）ａ
「
太
郎
は
何
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
さ
あ
。」

ｂ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
猫
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
さ
あ
。」

（
１８
）ａ
「
太
郎
は
何
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
知
り
ま
せ
ん
。」

ｂ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
猫
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
知
り
ま
せ
ん
。」

五

疑
問
文
に
対
す
る
「
は
い
」
系
の
応
答
の
解
釈

既
述
の
と
お
り
、
応
答
詞
に
よ
る
応
答
の
う
ち
疑
問
文
に
対
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
は
二
類
で
あ
り
、
真
偽
疑
問
文
に
対
す
る
二
類
の
応

答
と
し
て
は
「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
・「
さ
あ
」
系
の
す
べ
て
が
、
補
充
疑
問
文
・
選
択
疑
問
文
に
対
す
る
二
類
の
応
答
と
し
て
は

「
さ
あ
」
系
の
み
が
、
そ
れ
ぞ
れ
使
用
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、「
は
い
」
系
は
、
一
類
の
応
答
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
疑
問

文
に
対
す
る
「
は
い
」
系
の
応
答
の
例
に
は
、
一
類
と
解
釈
さ
れ
る
も
の
も
存
在
す
る
。
本
節
で
は
、
疑
問
文
に
対
し
て
な
さ
れ
る
「
は

い
」
系
の
応
答
の
解
釈
に
つ
い
て
論
じ
る
。

五
│
一

補
充
疑
問
文
・
選
択
疑
問
文
に
対
す
る
「
は
い
」
系
の
応
答
の
解
釈

次
の
よ
う
な
応
答
は
、
自
然
な
発
話
と
な
る
⒁
。
こ
こ
で
は
、
か
か
る
例
を
は
じ
め
と
す
る
、
補
充
疑
問
文
・
選
択
疑
問
文
に
対
す
る

「
は
い
」
系
の
応
答
の
解
釈
に
つ
い
て
述
べ
る
。

（
１９
）ａ
「
太
郎
は
何
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
は
い
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
。」

ｂ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
猫
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
は
い
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
。」

疑
問
文
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て

一
四
一



次
に
示
す
よ
う
に
、
呼
掛
文
「
お
い
。」・
呼
掛
文
「
太
郎
。」・
真
偽
疑
問
文
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」
に
対
す
る
「
は

い
」
系
の
応
答
詞
句
単
独
の
応
答
は
自
然
な
発
話
と
な
り
、
補
充
疑
問
文
「
太
郎
は
何
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」・
選
択
疑
問
文
「
太
郎

は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
猫
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」
に
対
す
る
「
は
い
」
系
の
応
答
詞
句
単
独
の
応
答
は
不
自
然
な
発
話

と
な
る
。

（
２０
）ａ
「
お
い
。」「
は
い
。」

ｂ
「
太
郎
。」「
は
い
。」

（
２１
）ａ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
は
い
。」

ｂ
「
太
郎
は
何
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「

は
い
。」

ｃ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
猫
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「

は
い
。」

呼
掛
文
「
お
い
。」
は
、〈
行
為
的
意
味
〉
の
み
を
も
つ
文
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
は
一
類
の
応
答
で
あ
る
。（
２０
ａ
）

の
「
は
い
。」
は
、
な
さ
れ
る
べ
き
一
類
の
応
答
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
自
然
な
発
話
と
な
る
。
ま
た
、
呼

掛
文
「
太
郎
。」・
真
偽
疑
問
文
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」
は
、〈
行
為
的
意
味
〉
と
〈
内
容
的
意
味
〉
と
の
両
方
を
も
つ
文

で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
は
二
類
の
応
答
で
あ
る
。（
２０
ｂ
）（
２１
ａ
）
の
「
は
い
。」
は
、
な
さ
れ
る
べ
き
二
類
の
応
答

が
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
自
然
な
発
話
と
な
る
。

補
充
疑
問
文
「
太
郎
は
何
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」・
選
択
疑
問
文
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
猫
を
飼
っ
て
い
ま

す
か
？
」
は
、〈
行
為
的
意
味
〉
と
〈
内
容
的
意
味
〉
と
の
両
方
を
も
つ
文
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
は
二
類
の
応
答

で
あ
る
。
そ
し
て
、（
２１
ｂ
・
ｃ
）
の
「
は
い
。」
に
は
、
二
通
り
の
解
釈
が
成
立
し
得
る
。
そ
の
一
つ
は
、
こ
れ
を
二
類
の
応
答
と
み
る

解
釈
で
あ
る
。
当
該
の
「
は
い
。」
は
、
こ
の
解
釈
の
も
と
で
は
、
不
適
切
な
、
補
充
疑
問
文
・
選
択
疑
問
文
に
対
す
る
二
類
の
「
は
い
」

疑
問
文
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て
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系
の
応
答
を
行
な
っ
た
結
果
、
不
自
然
な
発
話
と
な
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
解
釈
の
い
ま
一
つ
は
、
こ
れ
を
一
類
の
応

答
と
み
る
も
の
で
あ
る
。〈
行
為
的
意
味
〉
と
〈
内
容
的
意
味
〉
と
の
両
方
を
も
つ
文
に
対
す
る
応
答
と
し
て
、〈
行
為
的
意
味
〉
の
み
を

対
象
と
す
る
一
類
の
応
答
だ
け
が
表
わ
さ
れ
た
場
合
、
な
さ
れ
る
べ
き
〈
内
容
的
意
味
〉
を
対
象
と
す
る
応
答
が
表
わ
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
か
ら
、
応
答
と
し
て
の
不
足
が
生
じ
る
。
そ
の
結
果
、
当
該
の
「
は
い
。」
は
、
不
自
然
な
発
話
と
な
る
、
と
考
え
ら
れ
る
⒂
。

（
２１
ｂ
・
ｃ
）
の
「
は
い
。」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
二
通
り
の
解
釈
が
成
立
し
得
る
。
と
は
い
え
、
疑
問
文
に
対
し
て
な
さ
れ
る

べ
き
応
答
が
二
類
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
普
通
は
前
者
の
解
釈
が
採
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
同
じ
補
充
疑
問
文
・
選
択
疑
問
文
に
対

す
る
「
は
い
」
系
の
応
答
の
例
で
あ
る
（
１９
ａ
・
ｂ
）
が
自
然
な
発
話
と
な
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。（
１９

ａ
・
ｂ
）
の
「
は
い
」
系
の
応
答
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
二
類
と
し
て
解
釈
す
る
と
、
不
自
然
な
発
話
に
な
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得

ず
、
説
明
不
能
と
な
る
。
一
方
で
、
こ
れ
を
一
類
と
み
る
と
、
う
ま
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
２１
ｂ
・
ｃ
）
の
一
類
の
応
答
と
し
て

の
「
は
い
。」
が
不
自
然
な
発
話
と
な
る
の
は
、〈
内
容
的
意
味
〉
を
対
象
と
す
る
応
答
を
欠
く
こ
と
に
よ
る
が
、
補
充
疑
問
文
・
選
択
疑

問
文
に
対
す
る
応
答
と
し
て
、
一
類
の
応
答
が
〈
内
容
的
意
味
〉
を
対
象
に
含
む
適
切
な
応
答
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の

全
体
で
「
不
足
」
の
な
い
応
答
と
な
り
、
そ
の
全
体
が
自
然
な
発
話
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
ま
さ
に
、「
一
類
の
応
答
」＋

「
補
充
す
べ
き
具
体
的
意
味
・
選
択
す
べ
き
選
択
肢
を
表
わ
す
述
体
句
に
よ
る
応
答
」
と
い
う
構
造
を
も
つ
（
１９
ａ
・
ｂ
）
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、（
１９
ａ
・
ｂ
）
は
、「
は
い
」
と
い
う
一
類
の
応
答
に
よ
っ
て
補
充
疑
問
文
・
選
択
疑
問
文
が
も
つ
「
問
い
掛
け
る
（
問
掛
）」
と

い
う
〈
行
為
的
意
味
〉
の
〈
受
容
〉
を
表
わ
し
、
そ
の
う
え
で
、「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
補
充
す
べ
き
具
体
的
意
味
・

選
択
す
べ
き
選
択
肢
を
表
わ
す
述
体
句
に
よ
る
応
答
を
行
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
補
充
す
べ
き
具
体
的
意
味
・
選
択
す
べ
き
選
択
肢
を
表
わ
す
述
体
句
に
よ
る
応
答
」
の
み
な
ら
ず
、「「
さ
あ
」
系
の
応
答

詞
句
ま
た
は
こ
れ
に
対
応
す
る
述
体
句
に
よ
る
応
答
」
も
、
補
充
疑
問
文
・
選
択
疑
問
文
の
〈
内
容
的
意
味
〉
を
対
象
に
含
む
適
切
な
応

疑
問
文
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て

一
四
三



答
の
一
種
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
の
よ
う
な
応
答
も
、
自
然
な
発
話
と
な
る
│
│
か
か
る
応
答
（
特
に
、「
は
い
、
さ
あ
（
…
…
）。」
の

よ
う
な
、
応
答
詞
句
が
連
続
す
る
応
答
）
は
、
あ
ま
り
多
く
は
観
察
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
が
可
能
な
応
答
で
あ

り
自
然
な
発
話
と
な
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
以
下
同
様
│
│
。

（
２２
）ａ
「
太
郎
は
何
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
は
い
、｛
さ
あ
、
知
り
ま
せ
ん
／
さ
あ
／
知
り
ま
せ
ん
｝。」

ｂ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
猫
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
は
い
、｛
さ
あ
、
知
り
ま
せ
ん
／
さ
あ
／
知
り

ま
せ
ん
｝。」

五
│
二

真
偽
疑
問
文
に
対
す
る
「
は
い
」
系
の
応
答
の
解
釈

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
補
充
疑
問
文
・
選
択
疑
問
文
に
対
す
る
応
答
と
し
て
、〈
内
容
的
意
味
〉
を
対
象
に
含
む
適
切
な
応
答
と
と
も

に
使
用
さ
れ
る
「
は
い
」
系
の
応
答
は
、
一
類
と
解
釈
さ
れ
る
。
一
方
で
、
真
偽
疑
問
文
に
対
す
る
応
答
と
し
て
、〈
内
容
的
意
味
〉
を

対
象
に
含
む
適
切
な
応
答
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
「
は
い
」
系
の
応
答
に
つ
い
て
は
、〈
内
容
的
意
味
〉
を
対
象
に
含
む
適
切
な
応
答
の

種
類
に
よ
っ
て
、
そ
の
解
釈
に
相
違
が
み
ら
れ
る
。

ま
ず
、
次
の
よ
う
な
、「
二
類
の
「
は
い
」
系
の
応
答
詞
句
ま
た
は
こ
れ
に
対
応
す
る
述
体
句
に
よ
る
応
答
」
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る

「
は
い
」
系
の
応
答
は
、
あ
え
て
一
類
と
み
る
必
要
が
な
く
、
二
類
と
解
釈
さ
れ
る
。

（
２３
）ａ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
は
い
、｛
は
い
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
／
は
い
／
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま

す
｝。」

ｂ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
」「
は
い
、｛
は
い
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
／
は
い
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て

い
ま
す
／
は
い
／
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
／
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
｝。」

疑
問
文
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て
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こ
れ
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
、「
二
類
の
「
は
い
」
系
の
応
答
詞
句
ま
た
は
こ
れ
に
対
応
す
る
述
体
句
に
よ
る
応
答
」
以
外
の
応
答

│
│
肯
定
疑
問
文
に
対
す
る
「「
い
い
え
」
系
の
応
答
詞
句
ま
た
は
こ
れ
に
対
応
す
る
述
体
句
に
よ
る
応
答
」、
肯
定
疑
問
文
に
対
す
る

「「
さ
あ
」
系
の
応
答
詞
句
ま
た
は
こ
れ
に
対
応
す
る
述
体
句
に
よ
る
応
答
」、
否
定
疑
問
文
に
対
す
る
「「
い
い
え
」
系
の
応
答
詞
句
に
よ

る
応
答
＋
こ
れ
に
対
応
す
る
述
体
句
に
よ
る
応
答
」「「
い
い
え
」
系
の
応
答
詞
句
に
よ
る
応
答
」⒃
、
否
定
疑
問
文
に
対
す
る
「「
さ
あ
」

系
の
応
答
詞
句
ま
た
は
こ
れ
に
対
応
す
る
述
体
句
に
よ
る
応
答
」
│
│
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
「
は
い
」
系
の
応
答
は
、
一
類
・
二
類
の

い
ず
れ
と
も
解
釈
さ
れ
る
。

（
２４
）ａ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
は
い
、｛
い
い
え
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
／
い
い
え
／
太
郎
は
犬
を
飼
っ

て
い
ま
せ
ん
｝。」

ｂ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
は
い
、｛
さ
あ
、
知
り
ま
せ
ん
／
さ
あ
／
知
り
ま
せ
ん
｝。」

ｃ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
」「
は
い
、｛
い
い
え
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
／
い
い
え
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ

て
い
ま
せ
ん
／
い
い
え
｝。」

ｄ
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
」「
は
い
、｛
さ
あ
、
知
り
ま
せ
ん
／
さ
あ
／
知
り
ま
せ
ん
｝。」

二
類
と
し
て
の
解
釈
は
、
疑
問
文
に
対
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
応
答
が
二
類
で
あ
り
、
真
偽
疑
問
文
に
対
す
る
二
類
の
「
は
い
」
系
の
応
答

が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
解
釈
を
採
る
と
、
二
類
の
「
は
い
」
系
の
応
答
と
そ
れ
に
後
続
す
る

応
答
と
の
非
対
応
か
ら
、
応
答
の
主
体
が
途
中
で
態
度
や
対
象
と
な
る
疑
問
文
の
解
釈
を
変
え
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
⒄
。
一

方
、
一
類
と
し
て
の
解
釈
は
、
当
該
の
応
答
を
（
１９
ａ
・
ｂ
）（
２２
ａ
・
ｂ
）
と
同
様
に
み
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
解
釈
を
採
る
と
、
先
の

「
非
対
応
」
が
生
じ
ず
、
そ
の
全
体
を
よ
り
自
然
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

疑
問
文
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て
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六

ま

と

め

文
に
は
、〈
行
為
的
意
味
〉
と
〈
内
容
的
意
味
〉
と
の
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
疑
問
文
は
、〈
行
為
的
意
味
〉
│
│
「
問
い
掛
け
る
（
問

掛
）」
│
│
と
〈
内
容
的
意
味
〉
│
│
「
問
掛
」
の
内
容
│
│
と
の
両
方
を
も
つ
文
で
あ
り
、
事
態
の
承
認
が
保
留
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
保

留
さ
れ
た
承
認
を
成
立
さ
せ
る
べ
く
問
う
も
の
で
あ
る
真
偽
疑
問
文
と
、
事
態
の
承
認
が
成
立
し
た
う
え
で
具
体
的
意
味
の
補
充
・
選
択

肢
の
選
択
が
な
さ
れ
る
べ
く
問
う
も
の
で
あ
る
補
充
疑
問
文
・
選
択
疑
問
文
と
に
大
別
さ
れ
る
。
応
答
詞
に
よ
る
応
答
は
、
文
が
も
つ
二

側
面
の
そ
れ
ぞ
れ
を
対
象
と
し
て
な
さ
れ
、〈
行
為
的
意
味
〉
の
み
を
対
象
と
す
る
一
類
の
応
答
と
、〈
行
為
的
意
味
〉
と
〈
内
容
的
意

味
〉
と
の
両
方
を
対
象
と
す
る
二
類
の
応
答
と
に
わ
け
ら
れ
る
。
一
類
の
応
答
に
お
い
て
は
、
応
答
詞
の
使
い
わ
け
が
な
さ
れ
ず
、「
は

い
」
系
の
み
が
使
用
さ
れ
、
二
類
の
応
答
に
お
い
て
は
、「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
・「
さ
あ
」
系
の
三
種
が
使
用
さ
れ
、
そ
の
使
い

わ
け
が
な
さ
れ
る
。

応
答
詞
に
よ
る
応
答
が
疑
問
文
に
対
し
て
な
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、
真
偽
疑
問
文
に
対
す
る
二
類
の
応
答
と
し
て
は
「
は
い
」
系
・

「
い
い
え
」
系
・「
さ
あ
」
系
の
す
べ
て
が
使
用
可
能
で
あ
り
、
補
充
疑
問
文
・
選
択
疑
問
文
に
対
す
る
二
類
の
応
答
と
し
て
は
「
さ
あ
」

系
の
み
が
使
用
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
真
偽
疑
問
文
に
対
す
る
「
は
い
」
系
の
応
答
が
、
単
独
で
使
用
さ
れ
る
場
合
お
よ
び
「
二
類
の

「
は
い
」
系
の
応
答
詞
句
ま
た
は
こ
れ
に
対
応
す
る
述
体
句
に
よ
る
応
答
」
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
場
合
に
は
二
類
と
解
釈
さ
れ
、「
二
類

の
「
は
い
」
系
の
応
答
詞
句
ま
た
は
こ
れ
に
対
応
す
る
述
体
句
に
よ
る
応
答
」
以
外
の
応
答
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
場
合
に
は
一
類
・
二

類
の
い
ず
れ
と
も
解
釈
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
補
充
疑
問
文
・
選
択
疑
問
文
に
対
す
る
「
は
い
」
系
の
応
答
は
、
単
独
で
使
用
さ
れ
る
場

合
に
は
不
自
然
な
発
話
と
な
り
、「
補
充
す
べ
き
具
体
的
意
味
・
選
択
す
べ
き
選
択
肢
を
表
わ
す
述
体
句
に
よ
る
応
答
」「「
さ
あ
」
系
の

応
答
詞
句
ま
た
は
こ
れ
に
対
応
す
る
述
体
句
に
よ
る
応
答
」
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
場
合
に
は
一
類
と
解
釈
さ
れ
る
。

疑
問
文
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て

一
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以
上
、
本
稿
で
は
、
疑
問
文
お
よ
び
応
答
詞
に
よ
る
応
答
の
体
系
に
つ
い
て
述
べ
た
う
え
で
、
応
答
詞
に
よ
る
応
答
が
疑
問
文
に
対
し

て
な
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
論
じ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
関
連
す
る
、
解
決
す
べ
き
問
題
は
、
多
く
残
さ
れ
て
い
る
⒅
。
ひ
き
つ
づ
き
分

析
を
進
め
て
い
き
た
い
。

註
⑴

筆
者
は
、
感
動
・
呼
掛
・
応
答
と
い
っ
た
意
味
を
表
わ
す
語
類
の
総
称
と
し
て
「
広
義
感
動
詞
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
（
そ
の
規
定
に
つ
い

て
は
後
述
す
る
）、「
広
義
感
動
詞
」
の
下
位
類
と
し
て
、
応
答
に
使
用
さ
れ
る
語
類
を
、
森
重
（
一
九
五
九
）
か
ら
用
語
を
借
り
て
「
応
答

詞
」
と
呼
ぶ
。

⑵

林
（
二
〇
一
七
）
は
、
の
ち
に
林
（
二
〇
二
〇
）
に
収
め
ら
れ
、
そ
こ
で
は
、
森
重
（
一
九
五
九
）・
川
端
（
一
九
七
九
・
一
九
九
七
）・
大
鹿

（
一
九
九
〇
）
に
続
く
論
と
し
て
、
近
藤
（
二
〇
一
九
）
が
新
た
に
挙
げ
ら
れ
る
。

⑶

た
と
え
ば
、
安
達
（
二
〇
一
四
）。

⑷
「
え
？
」「
は
て
な
？
」
の
よ
う
な
文
も
ま
た
、
拙
稿
（
二
〇
二
一
）
が
「
行
為
と
し
て
「
感
動
」
で
は
な
く
「
問
掛
」
を
行
な
う
、
聞
き
手
を

必
要
と
す
る
文
で
あ
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、「
問
い
掛
け
る
（
問
掛
）」
と
い
う
〈
行
為
的
意
味
〉
を
も
つ
文
で
あ
る
（
た
だ
し
、
本
稿
で

は
、「
え
？
」「
は
て
な
？
」
の
よ
う
な
文
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
上
触
れ
な
い
）。

⑸

広
義
感
動
詞
に
よ
る
文
の
う
ち
、「
掛
声
」
文
に
つ
い
て
は
拙
稿
（
二
〇
一
七
）
で
、「
感
動
」
文
に
つ
い
て
は
拙
稿
（
二
〇
二
一
）
で
、「
呼

掛
」
文
に
つ
い
て
は
拙
稿
（
二
〇
一
六
）
で
、
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
た
。

⑹

こ
こ
に
挙
げ
る
応
答
詞
は
、
そ
の
変
異
形
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
も
含
む
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
「
は
い
」
は
、「
は
あ
い
」「
は
い
は
い
」

な
ど
を
も
含
む
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑺

二
類
の
「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
の
応
答
が
表
わ
す
意
味
は
、
文
の
〈
行
為
的
意
味
〉
と
〈
内
容
的
意
味
〉
と
の
両
方
を
対
象
と
す
る
、

行
為
と
し
て
の
意
味
で
あ
っ
て
、「
〜
ス
ル
／
〜
シ
ナ
イ
」
の
よ
う
な
述
語
に
お
け
る
否
定
の
形
式
の
不
在
・
在
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
意
味

と
し
て
の
肯
定
・
否
定
と
、
同
一
の
も
の
で
は
な
い
（
な
お
、
真
偽
疑
問
文
の
下
位
類
と
し
て
の
肯�

定�

疑
問
文
・
否�

定�

疑
問
文
は
、「
述
語
の

肯
否
」
す
な
わ
ち
述
語
に
お
け
る
否
定
の
形
式
の
不
在
・
在
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
）。
加
え
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
否
定
疑

問
文
に
対
す
る
応
答
に
お
い
て
、「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
は
、
と
も
に
、
肯
定
述
語
・
否
定
述
語
の
両
方
と
の
対
応
関
係
を
も
ち
得
る
。

疑
問
文
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て

一
四
七



以
上
か
ら
、「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
の
応
答
が
表
わ
す
意
味
を
「
肯
定
」「
否
定
」
と
呼
ぶ
の
は
、
避
け
た
方
が
よ
い
と
考
え
る
。

⑻

呼
掛
文
「
お
い
。」
は
、
拙
稿
（
二
〇
一
六
）
が
「
第
一
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
」
と
呼
ぶ
種
類
の
呼
掛
文
で
あ
り
、
第
一
種
呼
掛
詞
に
よ
る

呼
掛
文
は
、「〈
我
〉
│
〈
汝
〉
の
言
語
場
を
構
成
す
る
（
言
語
場
構
成
）」
と
い
う
〈
行
為
的
意
味
〉
の
み
を
も
ち
、〈
内
容
的
意
味
〉
を
も
た

な
い
文
で
あ
る
（
拙
稿
（
二
〇
一
六
・
二
〇
一
八
）
を
参
照
）。

⑼

呼
掛
文
「
太
郎
。」
は
、
拙
稿
（
二
〇
一
五
）
が
「
名
詞
に
よ
る
呼
掛
」
と
呼
ぶ
種
類
の
呼
掛
文
で
あ
り
、
名
詞
に
よ
る
呼
掛
文
は
、「〈
我
〉
│

〈
汝
〉
の
言
語
場
を
構
成
す
る
（
言
語
場
構
成
）」
お
よ
び
「〈
個
性
〉
を
も
つ
も
の
と
し
て
対
象
を
指
定
す
る
（
指
定
）」
と
い
う
〈
行
為
的
意

味
〉
を
も
ち
、
そ
の
「
指
定
」
の
内
容
を
〈
内
容
的
意
味
〉
と
す
る
文
で
あ
る
（
拙
稿
（
二
〇
一
五
・
二
〇
一
六
・
二
〇
一
八
）
を
参
照
）。

し
か
し
な
が
ら
、
拙
稿
（
二
〇
一
八
）
が
述
べ
る
よ
う
に
、
名
詞
に
よ
る
呼
掛
文
に
対
す
る
応
答
に
お
い
て
は
、「
い
い
え
」
系
・「
さ
あ
」
系

の
応
答
が
「
ほ
と
ん
ど
観
察
さ
れ
な
い
」
も
し
く
は
「
不
可
と
な
る
」。
そ
の
た
め
、
以
下
で
は
、
疑
問
文
「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す

か
？
」
に
対
す
る
応
答
を
例
と
し
て
、
二
類
の
説
明
を
行
な
う
。

⑽
〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応
答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
を
今
現
在
所
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
知
ら
な
い
ふ
り
、
わ
か
っ
て
い
な
い

ふ
り
、
覚
え
て
い
な
い
ふ
り
を
す
る
場
合
に
も
、「
さ
あ
」
系
の
応
答
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
（
二
〇
一
八
）

に
従
い
、
通
常
の
「
さ
あ
」
系
の
応
答
と
同
様
に
扱
う
。
要
す
る
に
、
二
類
の
「
さ
あ
」
系
の
応
答
は
、〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応
答
の

主
体
が
必
要
な
情
報
を
今
現
在
所
有
し
て
い
な
い
も
の
と�

し�

て�

の
応
答
な
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
二
類
の
「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
の
応

答
も
、〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応
答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
を
今
現
在
所
有
し
て
い
る
も
の
と�

し�

て�

の
応
答
な
の
で
あ
る
。

⑾

こ
の
表
は
、
拙
稿
（
二
〇
一
八
）
が
掲
げ
る
表
か
ら
註
釈
的
な
文
言
を
削
除
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑿

こ
の
現
象
そ
の
も
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
益
岡
・
田
窪
（
一
九
九
二
）
は
、「
疑
問
文
が
否
定
形
で
表
さ
れ
る
場
合
は
、

質
問
者
の
判
断
が
２
通
り
に
解
釈
可
能
で
あ
る
の
で
、
解
釈
に
応
じ
て
「
は
い
」、「
い
い
え
」
が
選
択
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
、
日
本

語
記
述
文
法
研
究
会
編
（
二
〇
〇
七
）
は
、「
肯
定
形
の
述
語
を
も
つ
真
偽
疑
問
文
の
場
合
、
応
答
は
、「
は
い
」
系
＋
肯
定
か
、「
い
い
え
」

系
＋
否
定
の
組
み
合
わ
せ
と
な
る
」「
否
定
形
の
述
語
を
も
つ
真
偽
疑
問
文
の
場
合
も
、
応
答
は
、「
は
い
」
系
＋
肯
定
、「
い
い
え
」
系
＋
否

定
の
組
み
合
わ
せ
に
な
る
場
合
が
多
い
が
、「
は
い
」
系
＋
否
定
、「
い
い
え
」
系
＋
肯
定
の
組
み
合
わ
せ
も
あ
り
う
る
」
と
述
べ
る
。

⒀

本
稿
は
「
応
答
詞
に
よ
る
応
答
」
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
本
文
中
で
は
あ
え
て
述
べ
な
か
っ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
、（
１０
ａ
・
ｂ
）

の
よ
う
な
「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
の
応
答
詞
句
に
対
応
す
る
述
体
句
単
独
の
応
答
を
行
な
っ
て
も
よ
い
。

疑
問
文
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て
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⒁
（
１９
ａ
・
ｂ
）
の
よ
う
な
「
は
い
」
系
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。

ま
ず
、
補
充
疑
問
文
・
選
択
疑
問
文
に
対
す
る
「
は
い
」
系
を
相
槌
と
み
な
す
説
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
森
田
（
一
九
九
三
）
は
、
補
充
疑
問

文
「
な
ぜ
日
本
語
を
勉
強
す
る
の
で
す
か
。」
に
対
す
る
「（
は
い
）
日
本
文
化
を
理
解
し
た
い
か
ら
で
す
。」
や
選
択
疑
問
文
「
コ
ー
ヒ
ー
に

し
ま
す
か
、
紅
茶
に
し
ま
す
か
。」
に
対
す
る
「（
は
い
）
私
は
紅
茶
に
し
ま
す
。」
に
お
け
る
「
は
い
」
を
「
合
い
づ
ち
」
で
あ
る
と
す
る
。

ま
た
、
日
本
語
記
述
文
法
研
究
会
編
（
二
〇
〇
九
）
は
、「
あ
い
づ
ち
は
、
対
話
の
相
手
の
発
話
の
途
中
の
区
切
れ
目
に
入
る
の
が
普
通
で
あ

る
」
と
し
な
が
ら
も
「
発
話
が
終
わ
っ
た
段
階
で
も
対
話
の
相
手
の
発
話
意
図
を
了
解
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
意
味
で
用
い
る
こ
と
が
あ

る
」「
呼
び
か
け
ら
れ
た
り
、
名
前
を
呼
ば
れ
て
「
は
い
」
と
答
え
る
場
合
も
聞
き
取
っ
た
こ
と
を
示
す
あ
い
づ
ち
で
あ
る
」
と
し
て
、
補
充

疑
問
文
「
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ど
う
お
考
え
で
す
か
」
に
対
す
る
「
は
い
、
こ
れ
は
で
す
ね
、
…
」
や
呼
掛
文
「
あ
の
ー
、
す
み
ま
せ
ん
」

「
田
中
君
」
に
対
す
る
「
は
い
」
を
「
あ
い
づ
ち
」
で
あ
る
と
す
る
（
な
お
、
呼
掛
文
「
あ
の
ー
、
す
み
ま
せ
ん
」
は
呼
掛
文
「
お
い
」
と
同

じ
第
一
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
文
で
あ
り
、
呼
掛
文
「
田
中
君
」
は
呼
掛
文
「
太
郎
」
と
同
じ
名
詞
に
よ
る
呼
掛
文
で
あ
る
）。
だ
が
、
少
な

く
と
も
疑
問
文
や
呼
掛
文
に
対
す
る
「
は
い
」
系
に
つ
い
て
は
、
相
槌
の
典
型
的
な
出
現
箇
所
を
「
対
話
の
相
手
の
発
話
の
途
中
の
区
切
れ

目
」
と
し
、
応
答
（
相
槌
で
は
な
い
、
狭
義
の
応
答
で
あ
る
）
の
典
型
的
な
出
現
箇
所
を
「
発
話
が
終
わ
っ
た
段
階
」
と
す
る
の
が
、
や
は
り

一
般
的
な
理
解
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
発
話
が
終
わ
っ
た
段
階
」
に
出
現
す
る
（
１９
ａ
・
ｂ
）
の
よ
う
な
「
は
い
」
系
は
、
応
答
と
考

え
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。

一
方
で
、
渡
邉
（
二
〇
一
七
）
は
、「
肯
定
、
否
定
と
い
う
２
つ
の
選
択
肢
を
有
し
な
い
相
手
の
質
問
」
に
対
す
る
「
は
い
」
を
「〈
相
手
の
肯

定
、
否
定
と
い
う
２
つ
の
選
択
肢
を
有
し
な
い
質
問
か
ら
捉
え
た
〉〈
相
手
の
質
問
が
前
提
と
し
て
い
る
考
え
（
の
内
容
）
に
対
し
て
〉〈
肯
定

判
断
を
〉〈
示
す
〉」
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
次
例
の
「
は
い
」
を
「
話
者
が
〈
相
手
の
肯
定
、
否
定
と
い
う
２
つ
の
選
択
肢
を
有
し
な
い
質
問

か
ら
直
接
的
に
捉
え
た
〉「（
話
者
が
）
誰
か
の
詩
を
読
ん
で
い
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
〈
相
手
の
質
問
が
前
提
と
し
て
い
る
考
え
（
の
内
容
）
に

対
し
て
〉〈
肯
定
判
断
を
〉〈
示
す
〉」
も
の
と
す
る
。

・「
ど
ん
な
ひ
と
の
詩
を
読
み
ま
し
た
か
？
」「
は
い
、
ハ
イ
ネ
を
読
み
ま
し
た
。
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
も
読
み
ま
し
た
」（
林
芙
美
子
『
放
浪

記
』／
傍
線
は
す
べ
て
渡
邉
（
二
〇
一
七
）
に
よ
る
）

こ
の
説
は
、
補
充
疑
問
文
に
対
す
る
「
は
い
」
系
を
相
槌
と
み
な
さ
な
い
点
に
お
い
て
、
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
相

手
の
質
問
が
前
提
と
し
て
い
る
考
え
（
の
内
容
）」
と
さ
れ
る
の
は
、
補
充
疑
問
文
に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
る
事
態
で
あ
り
、
右
例
お
よ
び

疑
問
文
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て
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（
１９
ａ
・
ｂ
）
の
「
は
い
」
に
つ
い
て
、
そ
の
補
充
疑
問
文
・
選
択
疑
問
文
に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
る
事
態
（「
問
掛
の
相
手
は
誰
か
の
詩
を

読
ん
だ
」「
太
郎
は
何
か
を
飼
っ
て
い
る
」「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
る
か
猫
を
飼
っ
て
い
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
」）
の
内
容
が
正
し
い

（
と
応
答
の
主
体
が
考
え
る
）
場
合
に
な
さ
れ
る
べ
き
は
、
疑
問
文
そ
の
も
の
│
│
疑
問
文
の
〈
行
為
的
意
味
〉
お
よ
び
〈
内
容
的
意
味
〉
そ

の
も
の
│
│
に
対
す
る
真
正
面
か
ら
の
応
答
で
あ
り
、
そ
こ
で
承
認
さ
れ
て
い
る
事
態
の
内
容
に
対
す
る
〈
同
意
〉（
渡
邉
（
二
〇
一
七
）
に

い
う
「
肯
定
判
断
」）
を
表
わ
す
の
は
、
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
次
の
よ
う
な
応
答
は
、
問
掛
の
主
体
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
事
態

を
応
答
の
主
体
が
不
必
要
に
取
り
あ
げ
て
繰
り
か
え
し
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
先
行
す
る
文
に
対
す
る
応
答
と
し
て
は
不
自
然
な
発
話
と
な

る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
説
に
は
従
い
が
た
い
。

・「
ど
ん
な
ひ
と
の
詩
を
読
み
ま
し
た
か
？
」「

は
い
、
私
は
誰
か
の
詩
を
読
み
ま
し
た
。」（＝

右
例
を
改
変
）

・「
太
郎
は
何
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「

は
い
、
太
郎
は
何
か
を
飼
っ
て
い
ま
す
。」（＝

１９
ａ
を
改
変
）

・「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
猫
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「

は
い
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
る
か
猫
を
飼
っ
て
い
る

か
の
い
ず
れ
か
で
す
。」（＝

１９
ｂ
を
改
変
）

な
お
、
こ
れ
に
対
し
て
、
次
に
示
す
よ
う
な
「
い
い
え
」
系
の
応
答
は
、
自
然
な
発
話
と
な
る
（
選
択
疑
問
文
に
関
す
る
応
答
に
つ
い
て
、
実

際
に
多
く
観
察
さ
れ
る
の
は
「
い
い
え
、｛
太
郎
は
ど
ち
ら
も
飼
っ
て
い
ま
す
／
太
郎
は
ど
ち
ら
も
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
｝。」
と
い
っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
、
ひ
と
ま
ず
機
械
的
に
補
充
疑
問
文
の
場
合
に
合
わ
せ
て
「
い
い
え
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
る
か
猫
を
飼
っ
て
い
る

か
の
い
ず
れ
か
（
一
方
）
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
し
て
お
く
）。

・「
ど
ん
な
ひ
と
の
詩
を
読
み
ま
し
た
か
？
」「
い
い
え
、
私
は
誰
の
詩
も
読
ん
で
い
ま
せ
ん
。」（＝

右
例
を
改
変
）

・「
太
郎
は
何
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
い
い
え
、
太
郎
は
何
も
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
。」（＝

１９
ａ
を
改
変
）

・「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
猫
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
い
い
え
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
る
か
猫
を
飼
っ
て
い
る

か
の
い
ず
れ
か
（
一
方
）
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」（＝

１９
ｂ
を
改
変
）

た
だ
し
、
次
に
示
す
よ
う
に
、「
い
い
え
」
系
の
応
答
詞
句
単
独
の
応
答
は
、
不
自
然
な
発
話
と
な
る
。

・「
ど
ん
な
ひ
と
の
詩
を
読
み
ま
し
た
か
？
」「

い
い
え
。」（＝
右
例
を
改
変
）

・「
太
郎
は
何
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「

い
い
え
。」（＝

１９
ａ
を
改
変
）

・「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
猫
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「

い
い
え
。」（＝

１９
ｂ
を
改
変
）

疑
問
文
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て
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加
え
て
、
次
の
よ
う
に
、
こ
の
種
の
「
い
い
え
」
系
の
応
答
が
現
実
的
に
行
な
え
ず
、
不
自
然
な
発
話
と
な
る
場
合
も
あ
る
。

・「
今
日
は
何
曜
日
で
す
か
？
」「

い
い
え
、
今
日
は
何
曜
日
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。」

・「
太
郎
は
二
十
歳
以
上
で
す
か
、
そ
れ
と
も
二
十
歳
未
満
で
す
か
？
」「

い
い
え
、
太
郎
は
二
十
歳
以
上
か
二
十
歳
未
満
か
の
い
ず
れ

か
（
一
方
）
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」

こ
の
種
の
「
い
い
え
」
系
の
応
答
は
、
時
折
観
察
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
疑
問
文
そ
の
も
の
に
対
す
る
真
正
面
か
ら
の
応
答
で
は
な
く
、
本

稿
の
範
囲
外
に
位
置
す
る
現
象
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
そ
の
現
象
を
記
述
す
る
に
留
め
る
。

⒂
（
２０
ａ
）
の
「
は
い
。」
に
つ
い
て
は
、〈
内
容
的
意
味
〉
を
も
た
な
い
文
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
〈
内
容
的
意
味
〉
に
対

す
る
〈
同
意
〉
を
表
わ
す
二
類
の
応
答
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、（
２０
ｂ
）（
２１
ａ
）
の
「
は
い
。」
に
つ
い
て
は
、
も
し
こ
れ
が
一

類
の
応
答
で
あ
る
な
ら
ば
不
自
然
な
発
話
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
解
釈
は
成
立
し
得
な
い
。

⒃

否
定
疑
問
文
に
対
す
る
応
答
と
し
て
の
「「
い
い
え
」
系
の
応
答
詞
句
に
対
応
す
る
述
体
句
」
│
│
こ
こ
で
は
、「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
」

「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
」
│
│
は
、
す
な
わ
ち
否
定
疑
問
文
に
対
す
る
応
答
と
し
て
の
「
二
類
の
「
は
い
」
系
の
応
答
詞
句
に
対
応
す

る
述
体
句
」
と
な
る
た
め
、
そ
の
〈
内
容
的
意
味
〉
を
対
象
に
含
む
適
切
な
応
答
が
「「
い
い
え
」
系
の
応
答
詞
句
に
対
応
す
る
述
体
句
に
よ

る
応
答
」
で
あ
る
場
合
（
つ
ま
り
は
、
そ
の
全
体
が
「
は
い
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
。」「
は
い
、
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
せ
ん
。」

の
よ
う
に
な
る
場
合
）
は
、
こ
こ
に
は
含
ま
れ
な
い
。

⒄

も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
応
答
の
主
体
が
途
中
で
態
度
や
対
象
と
な
る
疑
問
文
の
解
釈
を
変
え
た
場
合
は
、
積
極
的
に
こ
の
解
釈
を
採
れ
ば
よ
い
。

⒅

た
と
え
ば
、
註
⒁
で
触
れ
た
「
い
い
え
」
系
の
応
答
を
ど
の
よ
う
に
分
析
し
位
置
づ
け
る
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
（
な
お
、
こ
の
種
の
「
い

い
え
」
系
の
応
答
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
（
二
〇
一
七
）
に
論
が
あ
る
）。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
例
に
つ
い
て
は
、「
応
答
詞
の
文
末
用
法
」
と
し

て
単
純
に
処
理
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
こ
れ
が
「
応
答
」
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
応
答
を
表
わ
す
と
す
れ
ば
そ
れ
は

一
体
ど
の
よ
う
な
応
答
で
あ
る
の
か
、
応
答
を
表
わ
さ
な
い
（
あ
る
い
は
、
応
答
以
外
の
意
味
に
も
解
釈
で
き
る
）
と
す
れ
ば
そ
れ
は
一
体
何

を
表
わ
す
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
を
解
決
す
る
必
要
が
あ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
森
重
（
一
九
五
二
）
の
分
析
が
参
考
に
な
る
）。

・「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
、
は
い
。」

・「
太
郎
は
何
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
、
は
い
。」

・「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
猫
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
？
」「
太
郎
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
、
は
い
。」

疑
問
文
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て
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化
専
攻

（
ろ
く
じ
ょ
う

つ
ね
あ
き
・
関
西
学
院
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
／
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
）

疑
問
文
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て

一
五
三


