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通
達
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
に
つ
い

～

て
､
T

文
章
諭
レ
は
諸
単
位
の

磯
節
や
ま
と
ま
り
か
た
を
固

い
､
T

文
体
諦
い
ぼ
個
別
性
や

顛
型
性
を
問
う
｡

-

文
章

･
文
体
を
研
究
す
る
た
め
の
基
礎
概
念

人
の
行
う
言
語
活
動
に
お
い
て
､
あ
る
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
表
現

の
具
体
相
を
テ
ク
ス
ト
と
呼
ぶ
｡
こ
の
テ
ク
■ス
ト
が
､
文
章
論

･
文

体
論
の
研
究
対
象
で
あ
る
｡

テ
ク
ス
ト
は
､
書
き
言
葉
と
話
し
言
葉
と
を
包
括
す
る
概
念
で
あ

る
が
､
｢文
章
｣
と

｢談
話
｣
と
い
う
語
で
こ
れ
を
と
ら
え
な
お
す

と
き
､
書
き
言
葉
を
文
章
､
話
し
言
葉
を
談
話
と
よ
ぶ
の
が
通
例
で

あ
る
｡
書
き
言
葉
の
マ
ク
ロ
の
単
位
体
を
示
す
用
語
と
し
て
も

｢文

章
｣
を
も
ち
い
る
｡
文
章
の
ミ
ク

ロ
の
単
位
体
は
､
基
本
的
に

｢文
｣
で
あ
り
､
分
析
の
過
程
で
句
や
語
に
も
言
及
す
る
｡
中
間
的

な
メ
ゾ
の
単
位
体
に
は
'
改
行
を
指
標
と
す
る

｢段
落
｣
や
､
改
行

に
か
か
わ
ら
な
い
内
容
的
な
ま
と
ま
り
と
し
て
の

｢文
段
｣
あ
る
い

は

｢段
｣
を
設
定
す
る
｡
こ
れ
ら
の
複
合
し
た

｢達
文
｣
｢連
合
段

落
｣
｢連
段
｣
な
ど
も
認
定
で
き
る
が
､
単
位
体
と
は
み
な
さ
な
い
｡

言
語
活
動
に
お
い
て
t
と
い
う
こ
と
は
'
書
き
言
葉
か
話
し
言
葉

か
を
問
わ
ず
､
実
際
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
即
し
て
考
え
る
こ

と
を
意
味
す
る
｡
す
な
わ
ち
'
抽
象
的
に
あ
た
え
ら
れ
た
言
語
資
料

を
扱
う
の
で
は
な
く
'
送
り
手

(書
き
手
や
話
し
手
)
と
受
け
手

(読
み

手
や
聞
き
手
)
を
介
在
さ
せ
て
言
語
を
と
ら
え
る
'
と
い
う
こ
と
で
あ

る
｡
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
'
表
現
の
指
示
し
て
い
る
意
味

を
､

1
万
か
ら
他
方
に
1
対

一
の
対
応
で
転
写
さ
せ
る
こ
と
で
は
な

い
｡
送
り
手
と
受
け
手
は
､
相
互
に
関
わ
り
あ
い
へ
そ
れ
ぞ
れ
が
能

動
的
に
表
現
に
言
及
す
る
の
で
あ
っ
て
'
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
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日本語学の対象と方法

お
い
て
､
受
け
手
は
自
分
自
身
の
環
境
や
知
識
を
た
よ
り
に
､
表
現

か
ら
新
た
に
情
報
を
つ
-
り
だ
す
｡

ま
と
ま
り
を
も
っ
た
表
現
を
対
象
に
す
る
と
い
う
の
は
､
た
と
え

ば
辞
書
の
任
意
の
見
出
し
語
や
例
文
と
し
て
､
語
や
文
が
意
味
的
に

関
連
す
る
こ
と
な
く
列
挙
さ
れ
て
い
る
ば
あ
い
､
こ
れ
を
文
章
論

･

文
体
論
で
と
り
あ
げ
る
対
象
と
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
｡
前
後
に

境
界
を
も
っ
た

一
つ
の
文
学
作
品
や
エ
ッ
セ
イ
は
'
そ
こ
に
書
き
言

葉
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
あ
り
､
話
し
言
葉
で
は
､

1
回
の
電
話
の

や
り
と
り
､
日
常
的
な
座
談
な
ど
に
ま
と
ま
り
を
兄
い
だ
す
こ
と
が

で
き
る
｡
こ
れ
ら
が
'
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
言
語
表
現
の
単
位
体
と

し
て
､
サ
イ
ズ
の
大
き
い
'
マ
ク
ロ
の
水
準
で
設
定
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
｡

そ
の
ま
と
ま
り
か
た
を
分
析
す
る
と
こ
ろ
に
､
文
章
論
の
本
質
が

あ
る
｡
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
'
ど
の
よ
う
な
要
素
が
､
ど
の
よ
う
に

機
能
し
､
ど
の
よ
う
な
関
係
を
つ
-
り
だ
し
､
ど
の
よ
う
な
様
相
で

ま
と
ま
り
を
構
成
し
て
い
る
の
か
､
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

表
現
の
具
体
的
な
あ
り
よ
う
を
と
り
あ
げ
る
の
は
､

1
つ
7
つ
の

表
現
の
か
た
ち
を
そ
の
ま
ま
に
'
研
究
対
象
に
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
｡
分
析
の
過
程
で
'
テ
ク
ス
ト
を
類
型
化
し
た
り
､

1
般
化
し

て
と
ら
え
な
お
す
と
し
て
も
へ
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
あ
た
え
ら
れ

た
テ
ク
ス
ト
の
個
別
性
や
印
象
を
認
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
｡
こ

の
個
別
性
や
印
象
を
'
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
で
と
ら
え
よ

う
と
す
る
と
こ
ろ
に
'
文
体
論
の
本
質
が
あ
る
｡

-

文
章
論
の
研
究
対
象
と
方
法

2

･
-

文
章
に
お
け
る
単
位
の
認
定
と
研
究
方
法

文
章
を
語

･
文
と
な
ら
ぶ
単
位
体
と
し
て
認
定
し
､
こ
れ
を
言
語

分
析
の
対
象
と
し
た
の
は
'
時
枝
誠
記
で
あ
る
｡
時
枝
は
'
文
法
論

に
お
い
て
文
章
論
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
が
､
文
章
を
文
さ
ら
に
語

に
還
元
し
て
説
明
し
う
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
｡
こ
れ
は
説
明
原
理
と
し
て
そ
う
な
の
で
あ
り
､
ミ
ク
ロ
や
メ
ゾ

の
単
位
体
に
着
目
し
て
の
'
文
章
の
分
析
は
､
充
分
に
有
効
で
あ

る
｡ま

ず
､
語
の
単
位
に
よ
っ
て
文
章
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
た
ち
ば

が
考
え
ら
れ
る
｡
あ
る
テ
ク
ス
ト
を
構
成
す
る

｢語
桑
｣
に
つ
い

て
､
そ
の
頻
度
や
意
味
の
か
た
よ
り
を
調
査
す
㌢

｣
と
で
､
テ
ク
ス

ト
の
内
容
を
あ
る
程
度
ま
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か

し
､
こ
れ
だ
け
で
は
語
嚢
の
調
査
に
と
ど
ま
る
｡
そ
こ
で
､
段
落
な

ど
の
メ
ゾ
の
単
位
を
基
準
に
､
テ
ク
ス
ト
の
流
れ
に
沿

っ
て
､
｢主

要
語
句
｣
の
現
わ
れ
方
を
観
察
し
な
お
し
て
い
け
ば
､
テ
ク
ス
ト
の

意
味
的
な
ま
と
ま
り
と
の
関
連
性
を
と
り
だ
L
t
さ
ら
に
テ
ク
ス
ト

が
展
開
す
る
様
相
を
知
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
｡
ま
た
､
｢同

1
語

80



文章･文飾
句
｣
や

｢関
連
語
句
｣
の
系
列
を
仮
定
L
t
そ
れ
が

｢反
復
｣
し
た

り
ま
と
ま
り
を
形
成
し
た
り
す
る
様
相
を
と
り
あ
げ
れ
ば
'
さ
ら
に

詳
細
な
結
果
が
え
ら
れ
る
｡
こ
の
種
の
調
査
に
は
､
語
句
の
関
連
す

る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
反
復
の
図
表
を
作
成
す
る
な
ど
､
視
覚
的
な
工

夫
が
分
析
の
役
に
た
つ
｡

こ
の
方
法
は
､
記
述
の
客
観
性
が
保
証
で
き
る
も
の
の
'
文
に
お

け
る
語
の
機
能
が
無
視
さ
れ
て
い
る
た
め
､
テ
ク
ス
ト
の
表
層
の
分

析
に
と
ど
ま
る
恐
れ
が
あ
る
｡
そ
こ
で
､
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
語
あ

る
い
は
句
に
着
目
す
る
と
き
､㌧
そ
れ
が

1
つ
1
つ
の
文
で
は
た
し
て

い
る
機
能
を
参
照
し
な
が
ら
行
う
方
針
が
た
て
ら
れ
る
バ

｢文
法
論

的
文
章
論
｣
と
い
う
研
究
領
域
の
提
案
は
'
こ
の
水
準
で
の
研
究
が

中
心
に
な
り
､
広
範
な
方
法
が
あ
る
｡
｢連
鎖

･
連
接

･
配
列

･
照

応
｣
な
ど
が
説
明
概
念
と
し
て
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
｡

文
法
論
を
拡
張
す
る
と
い
う
方
向
で
､
｢連
文
論
｣
の
提
案
が
あ

る
｡
こ
れ
は
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
二
つ
以
上
の
文
の
連
続
体
に
お
い

て
､
文
の
成
分
が
ど
の
よ
う
に
意
味
的
な
つ
な
が
り
の
成
立
に
機
能

し
て
い
る
か
を
探
る
も
の
で
あ
る
｡
前
後
の
文
脈
あ
る
い
は
言
語
外

の
環
境
の
要
素
に
ど
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
か
に
関
わ
る

｢照

応
｣
の
現
象
も
こ
の
段
階
で
の
研
究
で
あ
る
｡
語
句
の
文
法
論
的
な

機
能
が
参
照
さ
れ
る
の
で
'
反
復
だ
け
で
な
-
文
の
成
分
の

｢省

略
｣
の
現
象
も
視
野
に
は
い
る
｡
こ
れ
ら
の
現
象
は

｢結
束
性
｣
と

い
う
用
語
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
｡
接
続
表
現
は
こ
の
段
階
で
の
分

析
の
重
要
な
指
標
で
あ
る
｡

先
に
述
べ
た
主
要
語
句
の
現
わ
れ
方
に
着
目
す
る
方
法
に
つ
い

･●

て
'
語
句
の
文
法
的
な
機
能
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
､
た
と
え
ば

｢提

題
表
現
｣
が
ど
の
よ
う
に
う
け
つ
が
れ
て
い
る
の
か
'
あ
る
い
は
文

末
の
表
現
が
ど
の
よ
う
に
連
鎖
し
'
ま
た
変
化
し
て
い
る
の
か
､
な

ど
の
分
析
が
可
能
に
な
る
｡
さ
ら
に
､
｢叙
述
表
現
｣
に
あ
ら
わ
れ

た
語
句
が
､
提
題
表
現
に
機
能
転
移
す
る
現
象
な
ど
も
観
察
で
き

る
｡
こ
の
段
階
に
い
た
る
と
､
｢
テ
ク
ス
ト
の
テ
ー
マ
の
構
造
｣
を

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
､
書
き
手
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
た
形
式
段

落
の
み
な
ら
ず
､
内
容
的
な
､
意
味
的
な
ま
と
ま
り
と
し
て
の
文
段

が
分
析
の
対
象
に
な
る
｡

段
落

･
文
段
な
ど
､
中
間
的
な
単
位
の
研
究
は
'
提
題

･
叙
述
表

現
の
関
係
'
主
要

･
関
連
語
句
や
文
末
表
現
の
連
鎖
を
手
が
か
り
に

す
る
こ
と
で
､
そ
の
規
模
や
ま
と
ま
り
の
様
相
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
｡
さ
ら
に
'
｢中
心
文

(ト
ピ
ッ
ク
･
セ
ン
テ
ン
ス
)｣
を
取
り
だ
し
､

そ
の
形
式
や
機
能
､
作
用
す
る
範
囲
を
特
定
し
て
､
段
落

･
文
段
と

の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
を
複
合
さ
せ
て

い
く
こ
と
で
'
段
落

･
文
段
相
互
の
関
連
性
や
､
文
章
全
体
に
お
け

る
段
落

･
文
段
の
位
置
づ
け
を
と
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
こ
に

は
'
階
層
の
関
係
や
重
層
す
る
関
係
'
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
関
係
な
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ど
､
多
様
な
ま
と
ま
り
の
構
造
が
浮
び
上
が
る
｡
ま
た
､
そ
の
統
括

力
の
大
小
や
ま
と
ま
り
の
範
囲
も
問
わ
れ
る
｡

文
章
の
全
体
構
造
を
と
ら
え
る
単
位
は
､
と
り
あ
げ
る
文
章
の
規

模
に
も
依
存
す
る
の
で
'
単
純
に
'
段
落
や
文
段
お
よ
び
そ
の
複
合

体
を
想
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡
現
段
階
で
は
､
い
ま
述
べ
た

｢統
括
｣
の
機
能
に
即
し
て
考
え
る
の
が
着
実
で
あ
り
'
文
章
の
冒

頭
や
末
尾
の
表
現
も
重
要
で
あ
る
｡

な
お
'
こ
こ
ま
で
の
記
述
は
'
ミ
ク
ロ
か
ら
マ
ク
ロ
へ
と
い
う
方

向
を
た
ど

っ
た
が
'
こ
れ
を
逆
に
た
ど
る
こ
と
も
あ
り
う
る
｡
た

だ
'
ミ
ク
ロ
の
単
位
か
ら
出
発
す
る
ば
あ
い
､
J
fり
小
さ
い
単
位
体

の
表
現
構
造
や
機
能
を
規
定
し
て
､
そ
の
積
み
重
ね
で
帰
納
的
に
分

析
が
進
め
ら
れ
る
｡

一
方
､
マ
ク
ロ
の
単
位
か
ら
た
ど
る
ば
あ
い
'

表
現
さ
れ
て
い
る
事
象
そ
の
も
の
の
構
造
や
機
能
を
､
分
析
者
が
あ

ら
か
じ
め
ど
の
よ
う
に
認
知
し
て
い
る
か
が
'
説
明
概
念
を
構
成

し
､
研
究
は
清
輝
的
な
お
も
b
き
を
呈
す
る
.

文
章
の
要
約
に
関
す
る
問
題
は
､
右
の
双
方
向
か
ら
考
察
す
る
可

能
性
が
あ
る
｡
こ
の
領
域
に
お
い
て
も
､
分
析
の
た
め
の
単
位
の
認

定
が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

2

･
-

構
造
か
ら
機
能
へ

語
嚢
論
や
文
法
論
な
ど
ミ
ク
ロ
の
単
位
体
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え

て
､
文
章
の
分
析
を
進
め
る
の
は
正
当
な
方
法
で
あ
り
､
こ
れ
ま
で

も
多
-
そ
の
態
度
が
と
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
'
文
章
の
構
造
を
明

確
に
と
り
だ
す
た
め
に
必
要
な
考
え
方
で
あ
る
｡
し
か
し
､
は
じ
め

に
述
べ
た
よ
う
に
､
テ
ク
ス
ト
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
即
し
て

と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
き
､
そ
の
動
態
を
明
示
し
が
た
い
｡
達
文
を

考
え
る
ば
あ
い
に
も
､
文
法
論
の
拡
張
で
は
な
し
に
､
文
相
互
の
機

能
の
関
係
か
ち
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
さ
ら
に
､
個
々
の
文
や

段
落

･
文
段
が
テ
ク
ス
ト
の
展
開
に
作
用
す
る
機
能
を
と
り
だ
し

て
'
類
型
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
た
と
え
ば
､
時
間
の
範
噂
と
の

か
か
わ
り
か
た
､
話
題
の
展
開
や
推
論
の
し
か
た
な
ど
が
問
わ
れ

る
｡
ま
た
､
テ
ク
ス
ト
か
ら
ど
の
よ
う
に
情
報
を
と
り
だ
し
う
る
の

か
'
文
章
を
順
行
す
る
か
遡
行
す
る
か
､
と
い
う
読
み
方
に
よ
っ
て

も
と
ら
え
か
た
が
異
な
る
｡
そ
の
よ
う
な
研
究
で
は
'
言
語
運
用
論

や
認
知
科
学
な
ど
､
関
連
領
域
の
知
見
が
参
照
さ
れ
る
｡

-

文
体
論
の
研
究
対
象
と
方
法

-

･
-

文
体
を
規
定
す
る
要
因
と
研
究
方
法

文
体
論
で
は
､
研
究
方
法
を
規
定
す
る
前
提
で
あ
る
か
の
よ
う
に

｢語
学
的
-
文
学
的
｣
と
い
う
区
分
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
き
た
O

し
か
し
､
テ
ク
ス
ト
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
と
ら
え
よ
う

と
す
る
以
上
'
い
ず
れ
か
の
領
域
に
安
住
し
て
は
な
ら
な
い
｡
文
体
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文章 ･.文飾
の
研
究
方
法
を
二
項
対
立
で
規
定
す
る
と
し
て
も
､
テ
ク
ス
ト
の
と

ら
え
か
た
に
つ
い
て
､
｢量
的

-
質
的
｣
｢表
層
的
I
深
層
的
｣
｢静

態
的
1

動
態
的
｣
｢共
時
的
-
適
時
的
｣
な
ど
の
複
合
的
な
視
野
で

考
え
る
の
が
生
産
的
で
あ
る
｡
ま
た
､
分
析
の
対
象
と
す
る
テ
ク
ス

ト
の
性
質
や
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
の
吟
味
が
大
切
で
あ
る
｡

テ
ク
ス
ト
の
何
ら
か
の
要
素
に
着
目
し
て
､
数
量
的
に
分
析
す
る

方
法
が
ひ
ろ
-
行
わ
れ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
､
文
の
長
さ

･
品
詞
の

比
率

･
色
彩
語
な
ど
の
語
桑
の
比
率

･
和
語
漢
語
な
ど
の
語
種
の
割

合

･
文
末
表
現
の
偏
差

･
文
字
表
記

･
句
読
点
の
打
ち
方

･
種
々
の

レ
ト
リ
ッ
ク
の
技
法
な
ど
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
｡
こ
れ
を
多
様
な
テ

ク
ス
ト
や
書
き
手
に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と
で
､
そ
れ
ら
を
類
型
化

し
､
異
質
性
や
同
質
性
を
取
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
こ

の
よ
う
な
方
法
は
､
規
準
が
明
確
で
あ
る
が
､
選
択
さ
れ
た
項
目
に

制
約
さ
れ
る
側
面
が
強
い
｡
そ
の
た
め
へ
個
々
の
テ
ク
ス
ト
に
固
有

の
現
象
を
､
大
量
調
査
が
見
失
わ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
｡
古
典
の
分

析
な
ら
ば
､
仏
教
語
嚢
を
調
査
す
る
な
ど
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る

か
ど
う
か
､
き
め
こ
ま
か
な
態
度
が
も
と
め
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ

る
｡こ

の
研
究
方
法
に
よ
っ
て
､
主
と
し
て
古
典
の
､
執
筆
者
の
推
定

が
行
わ
れ
て
い
る
｡
時
に
は
作
品
の
真
贋
を
判
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
｡
た
だ
し
､
こ
の
推
定
は
質
的
な
分
析
に
よ

っ
て
も
可
能
で
あ

り
､
方
法
は
多
様
で
あ
り
う
る
｡

さ
て
､
量
的
な
分
析
に
か
ぎ
ら
ず
'
テ
ク
ス
ト
の
表
層
の
要
因
を

て
が
か
り
に
し
て
文
体
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
の
は
着
実
な
方
針
で

あ
る
｡
テ
ク
ス
ト
に
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
語
の
単
位
体
に
お
い
て

も
､
歴
史
的
な
属
性
や
待
遇
的
な
価
値
､
和
語

･
漢
語
､
雅
語

･
俗

語
､
幼
児
語
か
い
な
か
､
な
ど
多
様
な
特
徴
が
文
体
を
規
定
す
る
機

能
を
は
た
す
｡
他
に
'
係
結
び
の
現
象
や
文
以
上
の
単
位
で
の
待
遇

表
現
も
､
文
体
を
制
約
す
る
｡

文
章
論
に
お
い
て
述
べ
た
文
法
論
的
な
観
点
も
考
慮
で
き
る
｡
か

っ
て

K
u
ro
d
a

()973)は
､
｢あ

つ
い
｣
な
ど
の
知
覚
形
容
詞
や

｢自
分
｣
の
用
法
に
ふ
れ
て

｢視
点
｣
の
あ
り
か
を
論
じ
､
｢報
告

文
体

･
非
報
告
文
体
｣
の
区
分
を
実
証
し
ょ
う
と
し
た
｡
こ
の
区
分

の
妥
当
性
は
検
討
し
な
お
す
必
要
が
あ
る
も
の
の
､
文
体
論
の
一
つ

の
研
究
方
法
と
し
て
重
要
な
問
題
提
起
で
あ
っ
た
｡
日
常
談
話
と
小

説
の
地
の
文
と
で
は
､
文
末
の
テ
ン
ス
の
意
味

･
機
能
が
異
な
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
､
や
は
り
視
点
の
問
題
に
ふ
れ
る
こ
と
が
多

い
｡
テ
ン
ス
に
加
え
て
ム
ー
ド
の
表
現
､
人
称
の
識
別
を
と
り
あ
げ

る
と
､
描
出
話
法
や
内
的
独
自
の
表
現
に
も
言
及
で
き
､
歴
史
的
現

在
の
研
究
も
こ
の
周
辺
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
｡

描
出
話
法

(体
験
話
法
･
自
由
間
接
話
法
)
は
､
古
典
に
つ
い
て
も
､

し
ば
し
ば
文
体
論
の
テ
ー
マ
に
な
る
｡
こ
れ
は
本
来
､
印
欧
語
の
話
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法
や
文
体
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
が
､
そ
れ
を
日
本
語

の
表
現
や
翻
訳
の
問
題
と
し
て
展
開
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡
し

か
し
'
文
法
体
系
の
異
な
る
言
語
へ
の
適
用
な
の
で
､
単
純
な
応
用

は
危
険
で
あ
り
､
内
的
独
白
や
歴
史
的
現
在
に
も
同
様
の
注
意
が
必

要
で
あ
る
｡

以
上
は
､
テ
ク
ス
ト
の
表
層
に
即
し
た
'
静
態
的
な
分
析
方
法
に

か
な
う
問
題
で
あ
っ
た
が
､
文
章
の
展
開
を
と
り
あ
げ
て
'
諸
単
位

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
機
能
を
視
野
に
い
れ
'
し
た
が

っ

て
､
｢語
り
手
｣
｢読
み
手
｣
ま
た
観
察
者
自
身
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
過
程
に
位
置
づ
け
る
観
点
が
求
め
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
研

究
で
は
､
表
層
の
要
因
を
て
が
か
り
に
す
る
と
し
て
も
､
テ
ク
ス
ト

の
深
層
と
の
間
に
い
る
読
み
手
の
立
場
に
た
っ
た
動
態
的
な
分
析
方

法
が
必
要
で
あ
る
｡
｢印
象
｣
を
問
う
の
は
こ
の
段
階
に
お
い
て
で

あ
る
｡

す
で
に
取
り
上
げ
た
文
末
表
現
は
､
数
量
的
な
分
析
方
法
が
有
効

で
あ
る
し
､
文
章
論
に
お
け
る
分
析
の
対
象
で
も
あ
っ
た
｡
こ
れ
を

文
章
の
展
開
に
お
い
て
と
ら
え
な
お
す
と
､
た
と
え
ば
'
あ
る
作
品

で

｢
タ
系
列
｣
と

｢非
夕
系
列
｣
の
頻
度
や
分
布
に
偏
り
が
あ
っ
た

と
き
､
時
間
の
流
れ
の
認
識
の
し
か
た
と
表
現
の
対
応
が
問
題
と
し

て
浮
び
あ
が
る
｡
そ
の
表
現
が
ど
の
よ
う
な
内
容
の
箇
所
に
あ
ら
わ

れ
､
ど
の
よ
う
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る
か
､
読
み
手
は
そ
の
テ
ク
ス

ト
を
ど
う
読
み
取
り
う
る
か
､
な
ど
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
｡
こ

の
よ
う
な
動
態
的
な
研
究
方
法
は
､
先
に
あ
げ
た
描
出
話
法
な
ど
に

つ
い
て
も
適
用
で
き
る
｡

テ
ク
ス
ト
の
中
間
的
な
単
位
体
に
着
目
し
て
展
開
の
様
相
を
と
り

だ
し
､
そ
の
タ
イ
プ
を
個
別
性
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
方
法
が
あ

る
｡
描
写
の
変
化
'
表
現
対
象
の
配
列
や
組
み
合
わ
せ
､
比
喰
表
現

へ
の
依
存
の
し
か
た
な
ど
､
着
眼
点
は
個
々
の
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て

設
定
す
べ
き
で
あ
り
､
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
を

7
律
に
扱
う
と
､
文

体
の
本
質
を
兄
の
が
す
｡

こ
の
よ
う
な
､
文
体
の
動
態
的
な
分
析
や
説
明
概
念
に
も

｢視

点
｣
｢共
感
｣
な
ど
の
も
ち
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
｡
作
中
人
物

･

語
り
手

･
読
み
手
な
ど
と
､
表
層
の
文
法
論
的
な
て
が
か
り
と
を
媒

介
す
る
範
噂
と
し
て
､
こ
れ
ま
で
に
も
す
ぐ
れ
た
研
究
成
果
を
も
た

ら
し
て
い
る
｡
し
か
し
'
抽
象
的
で
比
境
的
な
用
語
な
の
で
､
そ
れ

が

一
人
歩
き
し
な
い
よ
う
､
概
念
規
定
に
は
注
意
を
要
す
る
｡

比
喰
表
現
で
代
表
さ
れ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
研
究
は
､
そ
れ
だ
け
で

1
つ
の
領
域
を
な
す
が
､
ひ
ろ
-
文
体
論
に
ふ
-
め
て
と
ら
え
ら
れ

る
｡
単
に
表
現
技
法
の
分
類
作
業
を
行
う
の
で
な
く
'
そ
の
表
現
を

指
標
と
し
て
'
文
脈
的
な
効
果
を
と
り
だ
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
｡
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文章･文飾
-

1
-

構
造
か
ら
認
知
へ

文
体
論
は
'
テ
ク
ス
ト
の
表
層
の
要
因
を
て
が
か
り
と
し
な
が

ら
､
そ
の
個
別
性
や
類
型
性
を
と
り
だ
す
こ
と
で
展
開
す
る
｡
文
体

を
規
定
す
る
多
様
な
要
因
は
､
総
体
と
し
て
テ
ク
ス
ト
を
性
格
づ
け

る
べ
-
､
構
造
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
｡
し
か
も
'
そ
れ
ぞ
れ
の
要

因
が
文
体
の
形
成
に
機
能
す
る
度
合
い
に
は
差
が
認
め
ら
れ
る
｡
だ

が
'
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
配
慮
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
わ
れ
わ
れ

が
そ
う
し
た
要
因
を
認
知
す
る
過
程
に
も
注
意
を
は
ら
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡
テ
ク
ス
ト
の
要
素
は
､
そ
れ
を
読
み
と
る
過
程
で
た
が

い
に
結
び

つ
き
､
文
体
を
形
成
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
比
境
の
理
解

や
'
あ
る
テ
ク
ス
ト
と
他
の
テ
ク
ス
ト
と
の
関
連
も
､
表
現
と
意
味

や
知
識
を
認
知
す
る
過
程
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

4

関
連
領
域
へ
の
広
が
り
と
相
互
作
用

文
章

･
文
体
の
研
究
で
は
､
文
法
論
や
文
学
の
み
な
ら
ず
､
多
様

な
関
連
領
域
と
の
相
互
作
用
が
生
じ
る
｡
そ
れ
は
､
人
の
行
う
言
語

活
動
そ
の
も
の
の
広
が
り
に
対
応
し
､
研
究
の
シ
ス
テ
ム
が
動
的
に

開
放
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
談
話
の
研
究
は
､
中
で
も
関
連
性

が
た
か
-
､
文
章
に
設
定
し
た
単
位
体
と
の
異
同
が
問
わ
れ
る
｡
た

と
え
ば
､
段
落
に
対
し
て

｢話
段
｣
の
提
案
が
あ
る
｡
ま
た
､
中
心

文
に
対
し
て

｢中
心
発
話

(ト
ピ
ッ
ク
･
ア
タ
ラ
ン
ス
)｣
が
想
定
で
き

る
か
､
で
き
る
な
ら
形
態
や
機
能
が
ど
こ
ま
で
一
致
す
る
か
､
な
ど

が
新
た
に
検
討
さ
れ
て
よ
い
｡
談
話
の
文
体
は
'
T
an
nen
()984)

の
あ
げ
る
指
標
が
参
考
に
な
る
｡
｢話
体
｣
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
｡

認
知
科
学
や
言
語
運
用
論
に
は
､
先
に
言
及
し
た
｡
こ
の
よ
う
な
広

が
り
は
'
｢
テ
ク
ス
ト
記
号
論
｣
と
呼
ぶ
べ
き
領
域
に
お
い
て
､
や

が
て
組
織
化
さ
れ
て
い
-
だ
ろ
う
｡
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