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13 　低程度評価を表す「だけだ」と「にすぎない」

１
．
は
じ
め
に

　

本
稿
で
扱
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
用
法
で
あ
る
。

（
1
）
祝
言
と
い
っ
て
も
ざ
っ
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
二
人
が
並
ん
で
坐
り
、

貰
っ
た
ば
か
り
の
箱
膳
を
三
方
の
代
り
に
、
三
三
九
度
の
盃
を
交
わ
し

た
｛
だ
け
で
あ
る
／
ニ
ス
ギ
ナ
イ
｝。（
さ
ぶ
）

（
（
）
シ
ャ
ド
ー
ボ
ク
シ
ン
グ
を
す
る
内
藤
の
動
き
に
は
冴
え
が
な
か
っ
た
。

上
半
身
は
軽
や
か
に
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
足
の
運
び
に
ス

ピ
ー
ド
が
な
い
。
た
だ
、
す
り
足
で
前
に
進
ん
で
い
る
｛
に
す
ぎ
な
い

／
ダ
ケ
ダ
｝。（
一
瞬
の
夏
）

（
1
）
で
は
、
祝
言
が
三
方
も
な
し
に
、〝
三
三
九
度
の
盃
を
交
わ
す
〟
程
度
で

あ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。（
（
）
は
、
シ
ャ
ド
ー
ボ
ク
シ
ン
グ
の
足
の
動
き

が
〝
す
り
足
で
前
に
進
む
〟
程
度
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
動
詞
に
接
続

す
る
「
だ
け
」
に
「
だ
」
が
続
く
場
合
（
以
下
、「
ダ
ケ
ダ
」）
と
、
動
詞
に
接

続
す
る
「
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
複
合
的
な
形
（
以
下
、「
ニ
ス
ギ
ナ
イ
」）
は
、

（
1
）（
（
） 

の
よ
う
に
相
互
置
換
可
能
な
場
合
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
（
節
で
見

る
よ
う
に
辞
典
類
で
は
両
者
を
同
義
と
す
る
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、

（
3
）（
（
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
両
者
は
全
く
同
じ
意
味
を
表
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。

（
3
）「
冗
談
じ
ゃ
な
い
。
ご
承
知
の
よ
う
に
、
当
社
は
い
ま
、
非
常
に
苦
し

い
立
場
に
あ
る
。
少
し
待
っ
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
決
し
て
返
済

し
な
い
つ
も
り
で
は
な
い
。
待
っ
て
い
た
だ
き
た
い
｛
だ
け
だ
／
??
ニ

ス
ギ
ナ
イ
｝。
無
理
に
取
り
立
て
ら
れ
た
ら
、
つ
ぶ
れ
て
し
ま
う
…
…
」

（
人
民
は
弱
し
官
吏
は
強
し
）

（
（
）
陽
は
ま
だ
東
の
松
並
木
の
先
に
あ
っ
た
。
七
時
を
少
し
廻
っ
た
｛
に
す

ぎ
な
い
／
??
ダ
ケ
ダ
｝。
街
道
を
右
へ
曲
っ
た
と
こ
ろ
で
吟
子
は
ふ
と
利

根
へ
行
っ
て
み
よ
う
か
と
思
っ
た
。（
花
埋
み
）

そ
こ
で
、
両
形
式
の
相
似
・
相
違
に
つ
い
て
考
え
る
。

２
．
辞
典
類
の
記
述

『
教
師
と
学
習
者
の
た
め
の
日
本
語
文
型
辞
典
』
は
次
の
例
を
あ
げ
、

低
程
度
評
価
を
表
す
「
だ
け
だ
」
と
「
に
す
ぎ
な
い
」

藪
　
崎
　
淳
　
子

（『文学史研究』61号　（0（1. 3）
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（
（
）
そ
れ
が
本
当
に
あ
る
か
ど
う
か
は
知
り
ま
せ
ん
。
例
と
し
て
言
っ
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
ん
で
す
。（
1（7
頁
の
（
3
））

こ
れ
は
「「
例
と
し
て
言
っ
て
い
る
だ
け
だ
」
の
意
味
」（
1（7
頁
、
下
線
は
本
稿
筆

者
に
よ
る
。
以
下
、
同
）
で
あ
る
と
説
明
す
る
も
の
の
、
両
者
の
差
異
に
は
触
れ

て
い
な
い
。『
中
上
級
を
教
え
る
人
の
た
め
の
日
本
語
文
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
で

は
、
ニ
ス
ギ
ナ
イ
は
「
述
語
と
な
っ
て
い
る
節
を
取
り
立
て
る
場
合
に
は
「
だ

け
だ
」
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
」
る 

（
3（（
頁
）
と
の
記
述
に
加
え
、「「
に
す

ぎ
な
い
」
を
用
い
る
と
限
定
の
意
味
に
加
え
て
、「
質
的
・
量
的
に
低
い
レ
ベ
ル

だ
」
と
い
う
話
し
手
の
評
価
的
な
気
持
ち
を
表
」
す
と
の
説
明
が
あ
る
（
3（1
頁

（
1

（
注）。

こ
れ
は
、
ダ
ケ
ダ
と
ニ
ス
ギ
ナ
イ
は
「
限
定
」
を
表
す
点
で
共
通
す
る
も
の
の
、

「
低
い
レ
ベ
ル
」
で
あ
る
と
い
う
話
し
手
の
評
価
を
表
す
の
は
、
ニ
ス
ギ
ナ
イ
の

み
で
あ
る
と
い
う
説
明
に
と
れ
る
。
し
か
し
、「
低
い
レ
ベ
ル
」
で
あ
る
と
い
う

評
価
を
ニ
ス
ギ
ナ
イ
の
み
が
表
す
の
で
あ
れ
ば
、（
1
）（
（
）
に
お
い
て
ダ
ケ
ダ

と
ニ
ス
ギ
ナ
イ
を
用
い
る
場
合
で
意
味
に
差
が
生
じ
る
は
ず
だ
が
、
い
ず
れ
で
も

低
い
評
価
を
表
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ダ
ケ
ダ
と
ニ
ス
ギ
ナ
イ
に
つ
い
て
、
両
者
が
類
義
関
係
に
あ

る
こ
と
は
記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
な
ぜ
（
3
）（
（
）
の
よ
う
に
相
互
置
換
で

き
な
い
場
合
が
あ
る
の
か
、
両
者
の
差
異
に
つ
い
て
は
考
察
の
余
地
が
あ
る
。

３
．
ダ
ケ
ダ
の
用
法

　

ダ
ケ
ダ
と
ニ
ス
ギ
ナ
イ
の
差
異
を
考
察
す
る
上
で
参
考
に
な
る
も
の
に
、
ダ
ケ
ダ

の
用
法
を
三
種
に
分
類
し
た
安
部
（
一
九
九
九
）、
森
山
（
二
〇
〇
二
）
が
あ
げ
ら

れ
る
。
両
氏
の
議
論
に
つ
い
て
、
本
稿
の
理
解
を
整
理
し
た
の
が
次
の
表
で
あ
る

（
（

（
注

。
　
【
表
１
】
安
部
（
一
九
九
九
）、
森
山
（
二
〇
〇
二
）
の
ダ
ケ
ダ
の
分
類

安
部（

一
九
九
九
）

森
山（

二
〇
〇
二
）

用　
　
　

例

典
型
的
な

ダ
ケ
ダ
文
排
他
用
法

（
6
）
実
体
験
を
書
い
た
だ
け
だ
。

（
7
）
今
朝
は
り
ん
ご
を
食
べ
た
だ
け
だ
。

慣
用
句
用
法

事
態
選
択
的
用
法

（
8
）
収
入
が
減
っ
た
ら
節
約
す
る
だ
け

だ
。

（
9
）
こ
う
な
っ
た
ら
法
的
手
段
を
と
る

だ
け
だ
。

直
前
状
態
用
法

排
他
用
法
と

事
態
選
択
的
用
法

の
中
間

（
10
）
あ
と
は
お
肉
を
焼
く
だ
け
だ
。

（
11
）
あ
と
は
デ
ザ
ー
ト
の
り
ん
ご
を
食

べ
る
だ
け
だ
。

安
部
（
一
九
九
九
）
の
「
慣
用
句
用
法
」、
及
び
森
山
（
二
〇
〇
二
）
の
「
事
態

選
択
的
用
法
」
は
、「
当
該
事
象
が
発
話
者
に
と
っ
て
「
前
提
を
満
た
す
唯
一
の

選
択
肢
」
と
し
て
選
択
さ
れ
て
い
る
」（
安
部
一
九
九
九
：
（（
）
こ
と
を
表
す

（
以
下
、
こ
れ
を
「
事
態
選
択
的
用
法
」
と
呼
ぶ
）。
こ
れ
は
、（
8
）
の
「
収
入

が
減
っ
た
ら
」、（
9
）
の
「
こ
う
な
っ
た
ら
」
の
よ
う
に
、
前
提
と
な
る
条
件
が

文
中
や
文
脈
に
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
条
件
の
も
と
に
選
択
す
る
事
柄
を
取
り
上
げ
て

い
る
。
安
部
（
一
九
九
九
）
の
「
直
前
状
態
用
法
」、
及
び
森
山
（
二
〇
〇
二
）

の
「
排
他
用
法
と
事
態
選
択
的
用
法
の
中
間
」
は
、「
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
、
そ

れ
が
完
了
す
る
た
め
に
残
さ
れ
た
事
象
は
、
ダ
ケ
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
事
象
で

あ
る
」（
安
部
一
九
九
九
：
（（
）
こ
と
を
表
す
（
以
下
、
こ
れ
を
「
排
他
用
法
と

事
態
選
択
的
用
法
の
中
間
」
と
呼
ぶ
）。
当
該
用
法
は
、（
10
）（
11
）
の
よ
う
に

「
あ
と
は
」
が
共
起
す
る
な
ど
し
、
ダ
ケ
が
示
す
事
象
以
外
は
既
に
整
っ
て
い
る

こ
と
を
表
す
。
そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
見
た
二
つ
の
用
法
に
見
ら
れ
る
特
徴
を
有
さ
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な
い
の
が
、
安
部
（
一
九
九
九
）
の
「
典
型
的
な
ダ
ケ
ダ
文
」、
及
び
森
山
（
二

〇
〇
二
）
の
「
排
他
用
法
」
で
あ
る
（
以
下
、
こ
れ
を
「
排
他
用
法
」
と
呼
ぶ
）。

両
氏
が
提
示
す
る
ダ
ケ
ダ
の
三
分
類
は
ニ
ス
ギ
ナ
イ
と
の
差
異
を
考
え
る
上
で

有
効
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
事
態
選
択
的
用
法
」「
事
態
選
択
的
用
法
と
排
他
用
法

の
中
間
」
の
二
種
は
、
ニ
ス
ギ
ナ
イ
に
置
換
し
難
い
か
ら
で
あ
る
。

（
6
）
実
体
験
を
書
い
た
｛
だ
け
だ
／
ニ
ス
ギ
ナ
イ
｝。

（
7
）
今
朝
は
り
ん
ご
を
食
べ
た
｛
だ
け
だ
／
ニ
ス
ギ
ナ
イ
｝。

（
8
）
収
入
が
減
っ
た
ら
節
約
す
る
｛
だ
け
だ
／
??
ニ
ス
ギ
ナ
イ
｝。

（
9
）
こ
う
な
っ
た
ら
法
的
手
段
を
と
る
｛
だ
け
だ
／
??
ニ
ス
ギ
ナ
イ
｝。

（
10
）
あ
と
は
お
肉
を
焼
く
｛
だ
け
だ
／
??
ニ
ス
ギ
ナ
イ
｝。

（
11
）
あ
と
は
デ
ザ
ー
ト
の
り
ん
ご
を
食
べ
る
｛
だ
け
だ
／
??
ニ
ス
ギ
ナ
イ
｝。

「
排
他
用
法
」
の
（
6
）（
7
）
は
、
ニ
ス
ギ
ナ
イ
に
置
き
換
え
て
も
自
然
で
あ
る

の
に
対
し
、「
事
態
選
択
的
用
法
」
の
（
8
）（
9
）、「
事
態
選
択
的
用
法
と
排
他

用
法
の
中
間
」
の
（
10
）（
11
）
は
、
ニ
ス
ギ
ナ
イ
に
置
き
換
え
難
い
。
従
っ
て
、

ニ
ス
ギ
ナ
イ
と
意
味
的
に
近
い
の
は
「
排
他
用
法
」
の
ダ
ケ
ダ
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る

（
3

（
注

。
こ
の
よ
う
に
、
安
部
（
一
九
九
九
）、
森
山
（
二
〇
〇
二
）
に
よ
る
ダ
ケ
ダ
の

分
類
は
、
ニ
ス
ギ
ナ
イ
と
の
差
異
を
考
え
る
上
で
有
用
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ダ
ケ

ダ
の
基
本
的
な
意
味
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
両
氏
と
本
稿
で
異
な
る
。
安
部

（
一
九
九
九
）、
森
山
（
二
〇
〇
二
）
は
、「
典
型
的
な
ダ
ケ
ダ
文
」、
及
び
「
排
他

用
法
」
に
つ
い
て
は
「
不
足
感
」（
安
部
一
九
九
九
）、
あ
る
い
は
「
微
小
的
評
価

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
」（
森
山
二
〇
〇
二
）
を
表
す
の
に
対
し
、
他
の
二
種
は
そ
う
し

た
意
味
を
表
さ
な
い
点
で
異
な
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
本
稿
は
、
ダ
ケ
ダ
は
用

法
を
問
わ
ず
限
定
す
る
事
柄
に
対
し
〝
当
然
な
こ
と
で
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
〟

〝
容
易
な
こ
と
で
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
〟
と
い
う
話
し
手
の
評
価
を
表
す
点
で

通
底
し
て
い
る
と
考
え
る
（
藪
崎
二
〇
一
二
）。

（
’6

ａ
）
実
体
験
を
書
い
た
だ
け
だ
。
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
。

（
’6

ｂ
）
??
実
体
験
を
書
い
た
だ
け
だ
。
大
変
な
こ
と
だ
。

（
’8

ａ
）
収
入
が
減
っ
た
ら
節
約
す
る
だ
け
だ
。
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
。

（
’8

ｂ
） 

??
収
入
が
減
っ
た
ら
節
約
す
る
だ
け
だ
。
大
変
な
こ
と
だ
。

（
’10

ａ
）
あ
と
は
お
肉
を
焼
く
だ
け
だ
。
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
。

（
’10

ｂ
） 

??
あ
と
は
お
肉
を
焼
く
だ
け
だ
。
大
変
だ
。

ａ
に
見
る
よ
う
に
、
限
定
さ
れ
る
事
柄
に
対
し
て
程
度
が
低
い
と
い
う
評
価
を
伴

う
場
合
の
方
が
、
ｂ
の
程
度
が
高
い
と
い
う
評
価
を
伴
う
場
合
に
比
べ
て
自
然
で

あ
る
。
従
っ
て
、
ダ
ケ
ダ
は
用
法
を
問
わ
ず
、
限
定
す
る
事
柄
に
対
し
て
程
度
が

低
い
こ
と
を
表
す
「
当
然
・
容
易
」
と
い
う
評
価
を
表
す
と
考
え
る
。

４
．
問
題
の
所
在

　

3
節
で
見
た
よ
う
に
、
ニ
ス
ギ
ナ
イ
と
類
義
関
係
に
あ
る
の
は
ダ
ケ
ダ
の
「
排

他
用
法
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
排
他
用
法
」
の
ダ
ケ
ダ
と
ニ
ス
ギ
ナ
イ
が
全
く

同
じ
意
味
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

（
（

（
注

。

（
1（
）（
ボ
ク
サ
ー
が
体
重
に
つ
い
て
）「
で
も
ね
、
明
日
と
あ
さ
っ
て
は
何
も

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
な
い
で
食
べ
る
｛
だ
け
で
し
ょ
／
??
ニ
ス
ギ
ナ
イ

デ
シ
ョ
｝。
だ
か
ら
、
今
日
、
か
な
り
落
と
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ん
だ
」（
一
瞬
の
夏
）

先
に
あ
げ
た
（
3
）
と
（
1（
）
は
、「
排
他
用
法
」
の
ダ
ケ
ダ
で
あ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ニ
ス
ギ
ナ
イ
に
置
換
し
難
い
。
ま
た
、
ダ
ケ
ダ
に
置
き
換
え
に
く
い
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ニ
ス
ギ
ナ
イ
の
例
も
（
（
）
の
他
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

（
13
）
予
科
一
年
の
成
績
は
、
華
語
、
歴
史
の
八
十
四
点
を
筆
頭
に
、
総
点
七

百
四
十
八
点
で
、
席
次
は
八
十
四
人
中
二
十
四
番
で
あ
る
。
欠
席
は
四

百
六
十
四
時
間
中
、
十
四
時
間
を
数
え
る
｛
に
す
ぎ
な
い
／
??
ダ
ケ
ダ
｝。

予
科
二
年
の
成
績
は
総
点
数
六
百
九
十
三
点
で
、
席
次
は
七
十
七
人
中

三
十
五
番
に
落
ち
た
。（
金
閣
寺
）

従
っ
て
、「
排
他
用
法
」
の
ダ
ケ
ダ
と
ニ
ス
ギ
ナ
イ
の
差
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察

が
必
要
で
あ
る
。
加
え
て
、
他
の
二
種
の
ダ
ケ
ダ
は
な
ぜ
ニ
ス
ギ
ナ
イ
に
置
き
換

え
に
く
い
の
か
、
と
い
う
問
い
も
残
さ
れ
て
い
る
。

５
．
ダ
ケ
ダ
と
ニ
ス
ギ
ナ
イ
の
差
異

結
論
を
先
取
り
す
る
形
に
な
る
が
、
両
形
式
は
次
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
と

考
え
る
。

　
【
表
２
】
ダ
ケ
ダ
と
ニ
ス
ギ
ナ
イ
の
差
異

形
式

意
味

ダ
ケ
ダ

ニ
ス
ギ
ナ
イ

限　
　

定

＋

－

程
度
を
表
す
客
観
的
ス
ケ
ー
ル
の
形
成

－

＋

ダ
ケ
ダ
は
限
定
を
表
す
の
に
対
し
、
ニ
ス
ギ
ナ
イ
は
限
定
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。

一
方
、
ニ
ス
ギ
ナ
イ
は
程
度
を
表
す
客
観
的
ス
ケ
ー
ル
を
形
成
し
、
そ
の
ス
ケ
ー

ル
上
の
低
い
程
度
に
留
ま
る
と
い
う
評
価
を
表
す
の
に
対
し
、
ダ
ケ
ダ
は
そ
う
し

た
ス
ケ
ー
ル
を
形
成
し
な
い
。
ダ
ケ
ダ
は
話
し
手
が
「
当
然
・
容
易
」
だ
と
評
価

す
る
項
目
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
表
す
。

５
・
１
．
限
定

　

ダ
ケ
ダ
が
「
限
定
」
を
表
す
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。（
1
）
で
は
、

「
祝
言
」
に
お
い
て
行
っ
た
の
は
、〝
箱
膳
を
用
い
て
三
三
九
度
の
盃
を
交
わ
す
〟

こ
と
に
尽
き
、〝
数
日
に
わ
た
る
宴
を
催
す
〟
こ
と
や
〝
謡
の
披
露
〟、〝
晴
れ
の

日
に
ふ
さ
わ
し
い
道
具
や
料
理
を
そ
ろ
え
る
〟
こ
と
な
ど
は
行
わ
な
か
っ
た
こ
と

を
表
す
。
ダ
ケ
ダ
を
構
成
す
る
ダ
ケ
の
意
味
か
ら
も
、
こ
れ
が
「
限
定
」
を
表
す

こ
と
は
納
得
さ
れ
よ
う
。

　

一
方
、
ニ
ス
ギ
ナ
イ
が
「
限
定
」
を
表
さ
な
い
と
見
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
例

か
ら
で
あ
る
。

（
1（
）「
仲
良
く
し
た
ほ
う
が
い
い
。
手
を
握
っ
た
な
ら
ば
、
明
日
に
で
も
幕
府

は
倒
れ
る
」

　
　

 　

 

だ
れ
で
も
わ
か
る
こ
と
を
言
っ
た 　
　

 

に
す
ぎ
な
い
の
で
す
が
、
竜
馬

に
は
言
い
だ
し
っ
ぺ
の
魅
力
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。（『
週
刊
朝

日
』
二
〇
二
〇
年
六
月
五
日
）

（
1（
） （「
桃
太
郎
」
を
題
材
に
し
た
児
童
模
擬
裁
判
に
つ
い
て
）
弁
護
側
は
「
村 

人
を
救
う
た
め
と
い
う
目
的
は
正
当
だ
し
、
木
刀
で
脅
し
た 　
　

 

に
す

ぎ
な
い
。
緊
急
的
に
必
要
な
行
為
だ
っ
た
」
と
主
張
。（『
朝
日
新
聞
』

二
〇
一
七
年
八
月
十
六
日
）

（
1（
）（
1（
）
で
は
、
ニ
ス
ギ
ナ
イ
に
ダ
ケ
が
前
接
し
て
い
る
。（
1（
）
で
は
、「
だ

れ
で
も
わ
か
る
こ
と
を
言
っ
た
」
の
で
あ
り
、〝
意
外
な
こ
と
を
言
う
〟
こ
と

や
、〝
難
し
い
こ
と
を
言
う
〟
こ
と
は
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
。

（
1（
）
は
、「
木
刀
で
脅
し
た
」
こ
と
に
尽
き
、〝
け
が
を
さ
せ
る
〟
な
ど
の
他
の

だ
け

だ
け
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被
害
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
ダ
ケ
＋
ニ
ス
ギ
ナ

イ
」
が
指
し
示
す
事
柄
の
み
が
実
現
し
た
と
い
う
「
限
定
」
を
表
し
て
い
る
。
仮

に
、
こ
の
「
限
定
」
の
意
味
を
ニ
ス
ギ
ナ
イ
が
本
義
と
し
て
表
す
と
す
る
と
、
な

ぜ
「
限
定
」
を
表
す
ダ
ケ
を
承
接
す
る
の
か
、
説
明
が
つ
か
な
い

（
（

（
注

。
従
っ
て
、
ニ

ス
ギ
ナ
イ
は
「
限
定
」
を
表
す
も
の
で
は
な
い
と
本
稿
は
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、

動
詞
接
続
以
外
の
ニ
ス
ギ
ナ
イ
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

（
16
）
こ
の
時
、
内
藤
は
ま
だ
二
十
一
歳
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。（
一
瞬
の
夏
）

（
17
） 

貴
賓
室
の
片
隅
に
は
こ
れ
も
独
逸
製
の
ピ
ア
ノ
が
飾
っ
て
あ
っ
た
。

飾
っ
て
あ
る
と
い
う
の
は
、
誰
も
こ
れ
を
弾
く
者
が
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。（
中
略
）
今
で
は
こ
の
ピ
ア
ノ
は
そ
の
上
に
セ
ー
ブ
ル
の
磁
器
な

ど
を
飾
る
た
め
の
台
で
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。（
楡
家
の
人
び
と
）

（
16
）
は
〝
ま
だ
二
十
一
歳
で
あ
る
〟
こ
と
を
表
す
も
の
で
、
何
か
を
排
除
す
る

意
味
合
い
は
な
い
。（
17
）
は
「
ピ
ア
ノ
」
が
「
磁
器
な
ど
を
飾
る
た
め
の
台
」

に
成
り
下
が
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
ピ
ア
ノ
の
役
割
が
「
飾
る
た
め
の

台
で
あ
る
」
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
意
味
は
表
し
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

（
16
）（
17
）
の
よ
う
に
動
詞
に
接
続
し
な
い
ニ
ス
ギ
ナ
イ
は
、
そ
も
そ
も
ダ
ケ
ダ

に
置
き
換
え
ら
れ
ず
、
意
味
に
差
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
接
す
る
項
目
の

品
詞
に
よ
っ
て
、
ニ
ス
ギ
ナ
イ
自
体
が
異
な
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
の
意
味
は

通
底
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
ニ
ス
ギ
ナ
イ
は
「
限
定
」
を
表
す
も

の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

５
・
２
．
程
度
を
表
す
客
観
的
ス
ケ
ー
ル

　

ニ
ス
ギ
ナ
イ
が
形
成
す
る
「
程
度
を
表
す
客
観
的
ス
ケ
ー
ル
」
に
つ
い
て
説
明

す
る
前
に
、
ス
ケ
ー
ル
に
関
す
る
本
稿
の
考
え
を
述
べ
て
お
き
た
い

（
6

（
注

。

（
18
）
学
校
ま
で
歩
い
た
。

（
19
）
10
番
ま
で
部
屋
に
入
っ
た
。

（
（0
）
妻
に
ま
で
裏
切
ら
れ
た
。

【図１】　（18）学校まで歩いた。

始発点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 学校　

【図２】　（19）10 番まで部屋に入った。

1 番 … （ 番 … 3 番 … （ 番 … （ 番 … 6 番 … 7 番 … 8 番 … 9 番 … 10 番

【図３】　（（0）妻にまで裏切られた。

（裏切る可能性高い）知り合い … 友人 … 親友 … 親戚 … 妻（裏切る可能性低い）
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（
18
）
か
ら
は
、
図
１
の
よ
う
に
始
発
点
か
ら
「
学
校
」
に
至
る
連
続
的
な
ス

ケ
ー
ル
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
場
所
名
詞
「
学
校
」
と
マ
デ
の
結
び
つ
き
が
、

「
歩
い
た
」
と
い
う
移
動
動
詞
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
自
ず
と
想
起
さ
れ

る
ス
ケ
ー
ル
で
あ
る
。
図
１
は
本
稿
が
描
い
た
も
の
で
は
あ
る
が
、（
18
）
か
ら

は
誰
し
も
が
同
様
の
ス
ケ
ー
ル
を
描
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。（
19
）
か
ら
は
、
図

２
の
よ
う
な
「
10
番
」
に
至
る
非
連
続
的
な
ス
ケ
ー
ル
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
は

「
10
番
」
と
マ
デ
の
結
び
つ
き
が
、「
入
っ
た
」
と
い
う
動
詞
と
結
び
つ
い
て
い
る

こ
と
か
ら
想
起
さ
れ
る
ス
ケ
ー
ル
で
あ
る
―
―
図
２
の
ス
ケ
ー
ル
は
、「
10
番
ま

で
」
が
数
字
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
も
の
の
、
例

え
ば
、「（
背
番
号
）
10
番
ま
で
も
ら
っ
た
」
な
ど
、
結
び
つ
く
動
詞
に
よ
っ
て
は

〝
実
力
が
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
加
え
、
チ
ー
ム
の
エ
ー
ス
と
し
て
も
認
め
ら
れ
た
〟

と
い
う
解
釈
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、
述
語
と
の
結
び
つ
き
も
ス
ケ
ー
ル
形
成
に
関

わ
る
―
―
。（
19
）
の
ス
ケ
ー
ル
は
、「
1
番
、
（
番
…
…
」
と
非
連
続
的
な
要
素

が
序
列
づ
け
ら
れ
て
形
成
さ
れ
る
点
で
は
、（
18
）
の
連
続
的
な
ス
ケ
ー
ル
と
は

異
な
る
。
し
か
し
、（
19
）
は
、
こ
こ
か
ら
誰
し
も
同
様
の
ス
ケ
ー
ル
を
描
け
る

と
い
う
点
で
は
、（
18
）
と
同
じ
で
あ
る
。（
（0
）
は
「
妻
に
ま
で
」
と
い
う
名
詞

句
と
「
裏
切
ら
れ
た
」
と
い
う
述
語
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
、
他
に
〝
裏
切
っ

た
〟
に
該
当
す
る
人
物
が
い
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
、
範
列
関
係
を
表
し
て
い

る
。
そ
し
て
、〝
裏
切
る
〟
可
能
性
の
高
い
人
物
か
ら
低
い
人
物
へ
と
序
列
づ
け

た
、
図
３
の
よ
う
な
非
連
続
的
な
ス
ケ
ー
ル
が
描
け
る
。
こ
の
ス
ケ
ー
ル
は
、
非

連
続
的
な
要
素
に
よ
る
点
で
は
（
19
）
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、（
（0
）
の
ス

ケ
ー
ル
は
話
し
手
の
主
観
に
よ
る
の
に
対
し
、（
19
）
の
そ
れ
は
客
観
的
な
も
の

で
あ
る
点
で
質
的
に
異
な
る

（
7

（
注

。

　

こ
の
よ
う
に
ス
ケ
ー
ル
に
は
、（
18
）（
19
）
の
よ
う
に
客
観
的
な
も
の
と
、

（
（0
）
の
よ
う
に
主
観
的
な
も
の
と
二
種
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
ニ
ス
ギ
ナ
イ
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
は
、（
18
）（
19
）
の
よ
う
な
客
観
的
ス
ケ
ー
ル
で
あ
り
、

そ
の
ス
ケ
ー
ル
上
の
程
度
の
低
い
点
を
示
す
こ
と
で
、
当
該
事
態
が
低
い
程
度
に

留
ま
る
こ
と
を
表
す
と
考
え
る
。

（
（
）
陽
は
ま
だ
東
の
松
並
木
の
先
に
あ
っ
た
。
七
時
を
少
し
廻
っ
た
｛
に
す

ぎ
な
い
／
??
ダ
ケ
ダ
｝。
街
道
を
右
へ
曲
っ
た
と
こ
ろ
で
吟
子
は
ふ
と
利

根
へ
行
っ
て
み
よ
う
か
と
思
っ
た
。（
花
埋
み
）

（
13
）
予
科
一
年
の
成
績
は
、
華
語
、
歴
史
の
八
十
四
点
を
筆
頭
に
、
総
点
七

百
四
十
八
点
で
、
席
次
は
八
十
四
人
中
二
十
四
番
で
あ
る
。
欠
席
は
四

百
六
十
四
時
間
中
、
十
四
時
間
を
数
え
る
｛
に
す
ぎ
な
い
／
??
ダ
ケ
ダ
｝。

予
科
二
年
の
成
績
は
総
点
数
六
百
九
十
三
点
で
、
席
次
は
七
十
七
人
中

三
十
五
番
に
落
ち
た
。（
金
閣
寺
）

 

（
（
）
は
外
出
が
許
容
さ
れ
る
範
囲
内
に
留
ま
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

女
性
の
外
出
と
い
う
点
で
、
容
易
に
許
容
さ
れ
る
時
間
帯
か
ら
そ
う
で
な
い
時
間

帯
へ
と
い
う
、
一
般
常
識
に
よ
る
客
観
的
ス
ケ
ー
ル
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
う
ち
夜

間
外
出
と
し
て
は
程
度
が
低
い
、〝
ま
だ
陽
が
出
て
い
る
「
七
時
を
少
し
廻
っ
た
」〟

点
を
ニ
ス
ギ
ナ
イ
が
示
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。（
13
）
は
欠
席
時
間
が
さ
ほ
ど

問
題
と
は
な
ら
な
い
程
度
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
欠
席
の
累
積

時
間
数
と
い
う
客
観
的
ス
ケ
ー
ル
を
形
成
し
、「
四
百
六
十
四
時
間
」
と
い
う
全

体
に
対
し
、
さ
ほ
ど
累
積
量
が
多
く
な
い
「
十
四
時
間
」
を
ニ
ス
ギ
ナ
イ
が
示
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
客
観
的
ス
ケ
ー
ル
を
形
成
す
る
の
は
、
動

詞
接
続
の
ニ
ス
ギ
ナ
イ
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。

（
16
）
こ
の
時
、
内
藤
は
ま
だ
二
十
一
歳
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。（
一
瞬
の
夏
）

（
17
） 

貴
賓
室
の
片
隅
に
は
こ
れ
も
独
逸
製
の
ピ
ア
ノ
が
飾
っ
て
あ
っ
た
。
飾
っ
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て
あ
る
と
い
う
の
は
、
誰
も
こ
れ
を
弾
く
者
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
中
略
）
今
で
は
こ
の
ピ
ア
ノ
は
そ
の
上
に
セ
ー
ブ
ル
の
磁
器
な
ど
を
飾

る
た
め
の
台
で
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。（
楡
家
の
人
び
と
）

（
16
）
か
ら
は
年
齢
と
い
う
ス
ケ
ー
ル
、（
17
）
か
ら
は
ピ
ア
ノ
の
は
た
ら
き
の
程

度
と
い
う
ス
ケ
ー
ル
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
し
て
、（
16
）
で
は
ボ
ク
シ
ン
グ
選
手

と
し
て
今
後
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
若
い
年
齢
に
留
ま
る
こ
と
を
、（
17
）
で
は

ピ
ア
ノ
の
は
た
ら
き
の
う
ち
、
活
用
さ
れ
て
い
る
の
は
低
い
程
度
に
留
ま
る
こ
と

を
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
動
詞
接
続
以
外
の
ニ
ス
ギ
ナ
イ
に
お
い
て
も
、

客
観
的
ス
ケ
ー
ル
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
ニ
ス
ギ
ナ
イ
に
通
底
す
る
性
質

で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
ダ
ケ
ダ
は
ス
ケ
ー
ル
が
客
観
的
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
超
え
、
そ
も
そ

も
ス
ケ
ー
ル
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
1（
） （
ボ
ク
サ
ー
が
体
重
に
つ
い
て
）「
で
も
ね
、
明
日
と
あ
さ
っ
て
は
何
も

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
な
い
で
食
べ
る
｛
だ
け
で
し
ょ
／
??
ニ
ス
ギ
ナ
イ

デ
シ
ョ
｝。
だ
か
ら
、
今
日
、
か
な
り
落
と
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ん
だ
」（
一
瞬
の
夏
）

（
（1
） 

ニ
ュ
ー
ス
は
横
目
で
見
る
｛
だ
け
だ
／
？
ニ
ス
ギ
ナ
イ
｝。
テ
レ
ビ
の

ニ
ュ
ー
ス
と
い
う
や
つ
は
、
ど
う
も
部
分
と
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ

て
な
い
よ
う
に
思
う
。（
風
に
吹
か
れ
て
）

（
1（
）
を
図
式
化
し
た
の
が
図
４
で
あ
る
。（
1（
）
か
ら
は
ボ
ク
サ
ー
の
過
ご
し
方

と
い
う
意
味
で
同
類
の
〝
朝
か
ら
晩
ま
で
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
す
る
〟〝
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
は
す
る
が
減
量
の
た
め
に
食
事
を
し
な
い
〟〝
試
合
に
出
場
す
る
〟
な
ど
と

い
っ
た
項
目
が
想
起
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
ど
の
項
目
の
程
度
が
高

く
、
ま
た
低
い
か
と
い
う
こ
と
は
決
ま
っ
て
お
ら
ず
項
目
間
の
序
列
は
な
い
。
こ

【図４】　ボクサーの過ごし方
トレーニングをしないで食べる

朝から晩までトレーニング

トレーニングをして食事をしない 試合に出場する

う
し
た
項
目
の
う
ち
、
ダ
ケ
ダ
で
示
す
「
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
を
し
な
い
で
食
べ
る
」
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を

表
し
て
お
り
、
ス
ケ
ー
ル
は
形
成
さ
れ
て
い
な
い
。

（
（1
）
は
、
ダ
ケ
ダ
に
よ
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ス
へ
の
対
し

方
と
い
う
意
味
で
同
類
の
〝
ニ
ュ
ー
ス
を
見
な
い
〟

〝
毎
日
欠
か
さ
ず
熱
心
に
見
る
〟〝
ぼ
ん
や
り
と
眺
め

る
〟
と
い
っ
た
項
目
が
想
起
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
横

目
で
見
る
」
こ
と
と
、〝
ぼ
ん
や
り
眺
め
る
〟
こ
と
、

あ
る
い
は
「
横
目
で
見
る
」
こ
と
と
、〝
ニ
ュ
ー
ス
を

見
な
い
〟
こ
と
と
の
間
で
、
ど
ち
ら
の
方
が
ニ
ュ
ー

ス
へ
の
対
し
方
と
し
て
程
度
が
高
い
、
あ
る
い
は
低

い
と
い
っ
た
序
列
は
な
い

（
8

（
注

。
ダ
ケ
ダ
を
構
成
す
る
ダ

ケ
に
は
そ
も
そ
も
範
列
関
係
に
あ
る
項
目
を
序
列
づ

け
て
ス
ケ
ー
ル
を
形
成
す
る
は
た
ら
き
は
な
い
。
こ

の
ダ
ケ
の
性
質
か
ら
も
、
ダ
ケ
ダ
が
ス
ケ
ー
ル
を
形

成
し
な
い
こ
と
は
納
得
さ
れ
よ
う

（
9

（
注

。
ま
た
、（
1（
）

（
（1
）
の
ダ
ケ
ダ
は
ニ
ス
ギ
ナ
イ
に
置
き
換
え
る
と
許

容
度
が
下
が
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
例
か
ら
は
、

ニ
ス
ギ
ナ
イ
の
使
用
に
は
ス
ケ
ー
ル
の
存
在
が
不
可

欠
で
あ
る
こ
と
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

６
．
な
ぜ
置
換
可
能
な
の
か

（
節
で
見
た
よ
う
に
、
ダ
ケ
ダ
は
話
し
手
が
「
当
然
・
容
易
」
で
あ
る
と
評
価
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る
こ
と
か
ら
、
ニ
ス
ギ
ナ
イ
に
置
き
換
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
（
）
シ
ャ
ド
ー
ボ
ク
シ
ン
グ
を
す
る
内
藤
の
動
き
に
は
冴
え
が
な
か
っ
た
。

上
半
身
は
軽
や
か
に
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
足
の
運
び
に
ス

ピ
ー
ド
が
な
い
。
た
だ
、
す
り
足
で
前
に
進
ん
で
い
る
｛
に
す
ぎ
な
い

／
ダ
ケ
ダ
｝。（
一
瞬
の
夏
）

（
（
）
で
は
、
シ
ャ
ド
ー
ボ
ク
シ
ン
グ
の
動
き
の
程
度
の
高
低
に
よ
る
客
観
的
な

ス
ケ
ー
ル
上
の
、
低
い
程
度
を
表
す
「
す
り
足
で
前
に
進
む
」
を
ニ
ス
ギ
ナ
イ
で

示
し
、
動
き
が
低
い
程
度
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
ス
ケ
ー

ル
は
図
６
の
よ
う
な
非
連
続
的
な
項
目
に
よ
る
ス
ケ
ー
ル
と
し
て
描
く
こ
と
が
で

き
る
。
ニ
ス
ギ
ナ
イ
の
表
す
低
い
程
度
で
留
ま
る
と
い
う
意
味
は
、
裏
を
返
せ
ば

そ
れ
以
上
の
こ
と
は
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
非
連
続
的
な
事
柄
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
ス
ケ
ー
ル
上
で
、「
す
り
足
で
前
に
進
む
」
と
い
う
程

度
に
し
か
到
達
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
項
目
を
排
除
す
る
限
定
と
同

義
に
と
れ
る
。
そ
の
た
め
、
ダ
ケ
ダ
に
置
き
換
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

話
し
手
の
評
価
は
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
世
間
一
般
や
聞
き
手
の
常

識
と
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
両
者
は
常
に
食
い
違
う
わ
け
で
は
な

い
。
時
間
な
ど
の
数
値
は
客
観
的
で
し
か
な
い
が
、
話
し
手
の
考
え
が
聞
き
手
の

常
識
と
一
致
し
て
い
る
場
合
、
そ
れ
は
客
観
的
な
も
の
に
も
見
え
る
。
ま
た
、
低

い
程
度
に
留
ま
り
、
そ
れ
以
上
で
は
な
い
と
い
う
意
味
は
、
高
い
程
度
の
項
目
を

排
除
し
て
い
る
よ
う
に
も
と
れ
る
。
ダ
ケ
ダ
と
ニ
ス
ギ
ナ
イ
は
、
指
し
示
す
項
目

が
非
連
続
的
な
事
柄
を
表
し
、
そ
の
事
柄
の
程
度
が
低
い
と
い
う
評
価
が
広
く
一

般
に
も
共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
近
接
す
る
の
だ
と
説
明
さ
れ
る
。

す
る
項
目
に
対
す
る
限
定
を
表
し
、

ス
ケ
ー
ル
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な

い
の
に
対
し
、
ニ
ス
ギ
ナ
イ
は
客
観

的
な
ス
ケ
ー
ル
を
形
成
し
、
そ
の
ス

ケ
ー
ル
上
の
低
い
程
度
に
留
ま
る
と

い
う
評
価
を
表
す
。
で
は
、
な
ぜ
こ

の
よ
う
に
差
異
の
あ
る
両
形
式
が
置

換
可
能
に
な
る
場
合
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。

（
1
）
で
ダ
ケ
ダ
が
示
す
〝
三
方

の
代
わ
り
に
箱
善
を
用
い
て
三
三
九

度
の
盃
を
交
わ
す
〟
こ
と
は
、
祝
言

と
し
て
は
ご
く
簡
素
な
も
の
で
あ
る

と
評
価
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
評
価

は
、
話
し
手
だ
け
で
な
く
一
般
に
も

共
有
さ
れ
よ
う
。
そ
の
た
め
、
読
み

手
は
ダ
ケ
ダ
が
示
す
項
目
を
ス
ケ
ー

ル
の
端
と
し
、
図
５
の
よ
う
な
「
祝

言
」
と
し
て
の
程
度
の
低
い
も
の
か

ら
、
程
度
の
高
い
も
の
へ
と
序
列
づ

け
た
ス
ケ
ー
ル
を
描
く
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
結
果
、
読
み
手
は
序
列
の

中
で
最
も
程
度
が
低
い
段
階
に
留

ま
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
と
れ

【図５】
　　　　　　　箱善を用いて盃を交わす　　晴れの日にふさわしく取り揃える　　盛大に祝う

程度　低い   程度　高い

　　　　　　　　　　ダケダ（限定）　　　　　　　　　　排除　　　　　　　　　　排除

【図６】
　　　　　　　　 すり足で前に進む　　　　　　　 足を使って動く　　　　 足が軽やかに動く

程度　低い   程度　高い

　　　　　　　　　　ニスギナイ
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７
．
語
用
論
的
な
差
異

ダ
ケ
ダ
と
ニ
ス
ギ
ナ
イ
の
意
味
上
の
差
異
は
、
両
形
式
の
運
用
に
も
あ
ら
わ
れ

る
。ダ

ケ
ダ
は
、
話
し
手
が
「
当
然
・
容
易
」
と
い
う
評
価
を
す
る
こ
と
に
限
定
さ

れ
る
こ
と
を
表
す
。
そ
の
評
価
は
話
し
手
の
主
観
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
世
間
一

般
や
聞
き
手
と
一
致
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
他
の
意
を
顧
み
ず
、
個
人

的
な
主
張
を
す
る
場
面
に
も
用
い
ら
れ
る
。

（
3
）
Ａ
：「
安
楽
君
も
死
ん
で
し
ま
っ
た
し
、
保
険
会
社
が
手
形
で
金
を
貸

し
て
お
く
の
は
、
原
則
と
し
て
み
と
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
ま
ま
だ
と
、

や
っ
か
い
な
こ
と
に
な
る
。
す
ぐ
に
清
算
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
、

こ
う
し
て
出
か
け
て
き
た
わ
け
だ
」

 

Ｂ
：「
冗
談
じ
ゃ
な
い
。
ご
承
知
の
よ
う
に
、
当
社
は
い
ま
、
非
常
に

苦
し
い
立
場
に
あ
る
。
少
し
待
っ
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
決
し
て

返
済
し
な
い
つ
も
り
で
は
な
い
。
待
っ
て
い
た
だ
き
た
い
｛
だ
け
だ

／
??
ニ
ス
ギ
ナ
イ
｝。
無
理
に
取
り
立
て
ら
れ
た
ら
、
つ
ぶ
れ
て
し
ま
う

…
…
」（
人
民
は
弱
し
官
吏
は
強
し
、
Ａ
・
Ｂ
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
）

（
（（
）「
そ
り
ゃ
私
か
ら
見
れ
ば
分
っ
て
い
ま
す
。（
先
生
は
そ
う
思
っ
て
い
な

い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
）
先
生
は
私
を
離
れ
れ
ば
不
幸
に
な
る
｛
だ
け

で
す
／
??
ニ
ス
ギ
マ
セ
ン
｝。
或
は
生
き
て
い
ら
れ
な
い
か
も
知
れ
ま

せ
ん
よ
。
そ
う
い
う
と
、
己
惚
に
な
る
よ
う
で
す
が
、
私
は
今
先
生
を

人
間
と
し
て
出
来
る
だ
け
幸
福
に
し
て
い
る
ん
だ
と
信
じ
て
い
ま
す
わ
。

（
後
略
）」（
こ
こ
ろ
）

（
3
）
は
借
金
の
返
済
に
関
す
る
や
り
と
り
で
あ
る
。
貸
し
手
の
Ａ
は
返
済
時
期

の
延
長
に
つ
い
て
「
み
と
め
ら
れ
な
い
」
と
し
、〝
返
済
を
待
つ
〟
こ
と
は
困
難

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｂ
は
「
返
済
し
な
い
」
と
い
う
難

し
い
こ
と
で
は
な
く
、〝
返
済
を
待
つ
〟
と
い
う
容
易
な
こ
と
を
頼
ん
で
い
る
の

だ
と
主
張
し
て
い
る
。（
（（
）
の
〝
私
を
離
れ
る
と
先
生
が
不
幸
に
な
る
〟
と
い

う
こ
と
は
、
発
話
者
で
あ
る
「
私
」
に
と
っ
て
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
い
う
評

価
を
表
し
て
い
る

（
（注

（
注

。
し
か
し
、
こ
の
評
価
が
あ
く
ま
で
「
私
」
に
よ
る
も
の
で
、

他
者
に
共
有
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、「
私
か
ら
見
れ
ば
」「
先
生
は
そ
う
思
っ

て
い
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。（
3
）
や

（
（（
）
の
よ
う
に
、
他
の
意
を
顧
み
ず
、
話
し
手
の
個
人
的
な
主
張
が
で
き
る
の

は
、
ダ
ケ
ダ
が
ニ
ス
ギ
ナ
イ
の
よ
う
な
客
観
的
な
ス
ケ
ー
ル
を
形
成
す
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
裏
づ
け
る
。
こ
う
し
た
性
質
は
、
３
節
で
見
た
「
排
他
用
法
」
以

外
の
ダ
ケ
ダ
に
も
通
底
し
て
い
る
。

（
（3
）（
聴
覚
障
害
偽
装
に
よ
る
障
害
年
金
の
詐
取
事
件
に
つ
い
て
逮
捕
さ
れ
た

社
会
保
険
労
務
士
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

 

―
受
給
者
に
年
金
を
だ
ま
し
取
ら
せ
る
意
思
は
あ
っ
た
か
。

 

「
だ
ま
し
取
ら
せ
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。（
中
略
）
受
給
希
望
者
か
ら

診
断
書
を
預
か
れ
ば
、
社
会
保
険
庁
に
提
出
す
る
｛
だ
け
だ
／
??
ニ
ス

ギ
ナ
イ
｝」（
朝
日
新
聞
二
〇
〇
九
年
六
月
一
二
日
）

（
（（
） 

逃
げ
た
り
し
ち
ゃ
い
か
ん
よ
。
だ
い
た
い
、
逃
げ
て
も
む
だ
。
貴
様
が

逃
げ
れ
ば
ま
た
フ
ン
先
生
を
牢
屋
に
た
た
き
こ
む
｛
だ
け
だ
／
??
ニ
ス

ギ
ナ
イ
｝
か
ら
な
。（
ブ
ン
と
フ
ン
）

（
（（
）
あ
と
は
安
田
の
筆
跡
が
ど
う
し
て
名
簿
に
載
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
追

及
す
る
｛
だ
け
で
あ
る
／
??
ニ
ス
ギ
ナ
イ
｝。（
点
と
線
）

（
（6
）
試
合
の
場
所
は
ソ
ウ
ル
の
文
化
体
育
館
、
あ
と
は
日
時
を
テ
レ
ビ
局
と
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決
め
る
｛
だ
け
だ
／
??
ニ
ス
ギ
ナ
イ
｝。
た
ぶ
ん
七
月
二
十
五
日
の
前
後

に
な
る
だ
ろ
う
。（
一
瞬
の
夏
）

（
（3
）（
（（
）
は
あ
る
条
件
に
お
い
て
、
選
択
す
る
こ
と
を
示
す
「
事
態
選
択
的
用

法
」
で
あ
る
。
選
択
と
は
ま
さ
に
話
し
手
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
、
他
者
と
共
有

す
る
も
の
で
は
な
い
。（
（（
）（
（6
）
は
「
あ
と
は
」
が
共
起
し
、
当
該
の
事
態
完

了
の
た
め
に
残
さ
れ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
ダ
ケ
ダ
が
示
す
事
柄
の
み
が

残
さ
れ
て
い
る
と
の
判
断
は
話
し
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
森
山
（
二
〇
〇
二
）

が
こ
れ
ら
を
指
し
て
「
排
他
用
法
と
事
態
選
択
的
用
法
の
中
間
」
と
し
て
い
る
よ

う
に
、
当
該
用
法
は
（
（3
）（
（（
）
の
よ
う
な
話
し
手
個
人
に
よ
る
選
択
を
表
す
用

法
に
近
く
、
話
し
手
の
主
観
的
評
価
が
色
濃
い
。（
（3
）～（
（6
）
の
ダ
ケ
ダ
二
種

の
用
法
に
ニ
ス
ギ
ナ
イ
が
な
じ
ま
な
い
の
は
、
話
し
手
個
人
の
主
観
的
な
評
価
で

あ
る
こ
と
が
明
確
で
、
客
観
的
ス
ケ
ー
ル
を
形
成
す
る
性
質
と
相
容
れ
な
い
た
め

で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。

　

一
方
、
ニ
ス
ギ
ナ
イ
に
は
次
の
よ
う
な
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。

（
（7
）
鈴
木
裁
判
官
は
逮
捕
監
禁
を
「
卑
劣
で
悪
質
」
と
し
な
が
ら
、
守
田
被

告
は
秋
山
被
告
に
脅
さ
れ
て
指
示
に
従
い
、
永
松
さ
ん
が
す
で
に
ロ
ー

プ
な
ど
で
拘
束
さ
れ
て
い
た
状
態
を
維
持
し
た
｛
に
す
ぎ
な
い
／
ダ
ケ

ダ
｝
と
指
摘
し
た
。（
朝
日
新
聞
二
〇
一
八
年
八
月
二
日
）

（
（8
）
被
告
側
は
こ
の
日
ま
で
に
、
原
告
側
が
申
し
出
た
意
見
陳
述
を
許
可
し

な
い
よ
う
求
め
る
上
申
書
を
提
出
。
こ
の
日
の
弁
論
で
は
「
東
京
高
裁

判
決
に
つ
い
て
自
ら
の
都
合
の
よ
い
と
こ
ろ
を
恣
意
的
に
誤
っ
て
引
用

し
て
い
る
｛
に
す
ぎ
な
い
／
ダ
ケ
ダ
｝」
な
ど
と
反
論
し
た
。（
朝
日
新

聞
二
〇
一
七
年
十
二
月
二
十
四
日
）

（
（7
）（
（8
）
は
、
い
ず
れ
も
裁
判
に
お
け
る
発
話
で
あ
る
。
こ
の
ニ
ス
ギ
ナ
イ
は

ダ
ケ
ダ
に
置
き
換
え
て
も
文
法
的
に
は
何
ら
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
ニ
ス
ギ
ナ

イ
は
、
証
拠
な
ど
に
基
づ
く
客
観
的
な
意
見
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
の
に

対
し
、
ダ
ケ
ダ
を
用
い
る
と
、
個
人
の
主
観
的
な
主
張
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。

こ
れ
ら
に
ニ
ス
ギ
ナ
イ
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
客
観
的
な
ス
ケ
ー
ル
を
形
成
す
る

性
質
に
よ
り
、
表
す
低
程
度
評
価
が
客
観
的
な
指
標
に
基
づ
く
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン

ス
に
な
る
た
め
、
客
観
的
・
論
理
的
判
断
が
求
め
ら
れ
る
裁
判
と
い
う
場
と
の
親

和
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

８
．
お
わ
り
に

「
取
り
立
て
」
を
表
す
形
式
は
助
詞
に
限
ら
ず
、
副
詞
や
複
合
的
な
形
式
も
あ

り
、
こ
れ
ら
を
覆
う
「
取
り
立
て
」
の
体
系
を
ど
う
描
く
べ
き
か
と
い
う
課
題
が

あ
る
（
工
藤
二
〇
〇
〇
、
丹
羽
二
〇
〇
七
、
藪
崎
二
〇
一
七
、
二
〇
一
八
、
茂
木

二
〇
一
九
）。
そ
れ
に
は
「
取
り
立
て
」
を
表
す
諸
形
式
の
意
味
記
述
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、「
取
り
立
て
」
の
外
延
を
定
め
る
必
要
も
あ
る
。
ダ
ケ
ダ
は
排
除
す

る
項
目
を
想
起
さ
せ
、
限
定
す
る
項
目
と
そ
う
で
な
い
項
目
と
の
関
係
を
表
す

「
取
り
立
て
」
で
あ
る
。
一
方
、
ニ
ス
ギ
ナ
イ
は
項
目
間
の
関
係
を
表
す
も
の
で

は
な
く
、
程
度
を
表
す
ス
ケ
ー
ル
を
形
成
し
、
低
い
程
度
に
留
ま
る
こ
と
を
表
す

も
の
で
あ
る
。
動
詞
接
続
の
場
合
に
は
、
事
柄
が
ス
ケ
ー
ル
を
形
成
す
る
こ
と
が

多
く
、
非
連
続
的
な
項
目
が
並
ぶ
こ
と
か
ら
、
範
列
関
係
を
表
し
て
い
る
か
に
見

え
る
。
し
か
し
、
ニ
ス
ギ
ナ
イ
は
動
詞
接
続
の
場
合
で
も
、
時
間
な
ど
の
連
続
的

な
ス
ケ
ー
ル
の
形
成
も
可
能
で
あ
る
（
例
（
、
13
）
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
範
列
関

係
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
ニ
ス
ギ
ナ
イ
は
典
型
的
な
「
取
り
立
て
」

で
は
な
い

（
（（

（
注

。
両
形
式
の
記
述
か
ら
は
、「
取
り
立
て
」
体
系
構
築
の
課
題
も
浮
き
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彫
り
に
な
る
。

注

（
注
1
） 

類
似
の
記
述
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
ニ
ス
ギ
ナ
イ
に
つ
い
て
、
森
田
・

松
木
（
一
九
八
九
：
（86
）
に
は
「〝
そ
の
程
度
・
範
囲
を
出
な
い
〟
と
い
う
の

が
原
義
で
、〝
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
〟〝
た
だ
そ
れ
だ
け
の
も
の
だ
〟

〝
特
に
問
題
に
す
る
こ
と
は
な
い
〟
な
ど
の
意
味
を
強
調
す
る
の
に
用
い
る
」

と
あ
る
。
ま
た
、『
新
装
版　

ど
ん
な
と
き
ど
う
使
う
日
本
語
表
現
文
型
辞

典
』
に
は
「「
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
・
た
だ
そ
の
程
度
の
も
の
だ
」
と

言
っ
て
、
程
度
の
低
さ
を
強
調
す
る
と
き
の
表
現
」（
30（
頁
）
と
あ
る
。

（
注
（
） 

安
部
（
一
九
九
九
）
と
森
山
（
二
〇
〇
二
）
の
議
論
が
表
１
の
よ
う
に

対
応
す
る
と
い
う
理
解
は
、
あ
く
ま
で
本
稿
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
森
山

（
二
〇
〇
二
）
は
、「
排
他
用
法
」
の
ダ
ケ
ダ
に
前
接
す
る
動
詞
は
ル
形
と
タ

形
、
他
の
二
用
法
は
ル
形
の
み
と
、
統
語
的
特
徴
に
も
着
目
し
た
分
類
を
し

て
い
る
が
、
安
部
（
一
九
九
九
）
に
は
前
接
形
式
の
統
語
的
特
徴
に
つ
い
て

の
言
及
は
な
い
。
し
か
し
、
あ
げ
ら
れ
て
い
る
例
文
や
記
述
の
内
容
か
ら
、

両
氏
の
議
論
は
表
１
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
読
め
る
。

（
注
3
） 『
新
潮
文
庫
の
100
冊
』
に
は
、
条
件
を
表
す
従
属
節
が
共
起
す
る
ニ
ス
ギ

ナ
イ
が
二
例
、「
あ
と
は
」
が
共
起
す
る
ニ
ス
ギ
ナ
イ
が
一
例
見
ら
れ
た
。

①
私
は
彼
に
、
も
し
我
等
二
人
だ
け
が
男
同
志
で
永
久
に
話
を
交
換
し
て

い
る
な
ら
ば
、
二
人
は
た
だ
直
線
的
に
先
へ
延
び
て
行
く
に
過
ぎ
な
い

だ
ろ
う
と
云
い
ま
し
た
。（
こ
こ
ろ
）

②
東
洋
に
は
自
然
科
学
を
育
て
て
行
く
雰
囲
気
は
無
い
の
だ
と
宣
告
し
た
。

果
し
て
そ
う
な
ら
、
帝
国
大
学
も
、
伝
染
病
研
究
所
も
、
永
遠
に
欧
羅

巴
の
学
術
の
結
論
だ
け
を
取
り
続
ぐ
場
所
た
る
に
過
ぎ
な
い
筈
で
あ
る
。

（
妄
想
）

③
あ
と
は
た
だ
、
病
ん
だ
血
の
亡
霊
と
し
て
、
私
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
た

に
す
ぎ
な
い
。（
初
夜
）

 

し
か
し
、
①
②
は
主
節
の
動
作
を
選
択
す
る
と
い
う
意
味
合
い
は
な
い
。
ま

た
、
③
も
全
て
整
い
、
当
該
の
事
柄
の
み
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
す
も

の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
二
種
の
ダ
ケ
ダ
と
は
異
な
る
。

（
注
（
） 「
排
他
用
法
」
の
ダ
ケ
ダ
が
ニ
ス
ギ
ナ
イ
と
類
義
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、

森
山
（
二
〇
〇
二
：
1（（
）
に
も
あ
る
。
し
か
し
、
当
該
用
法
の
ダ
ケ
ダ
が
全

て
ニ
ス
ギ
ナ
イ
に
置
換
可
能
な
意
味
を
表
す
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て

は
、
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
注
（
） 

限
定
を
表
す
形
式
を
承
接
さ
せ
た
例
は
、「
現
代
書
き
言
葉
均
衡
コ
ー
パ

ス
」
に
「
の
み
だ
け
」
が
四
例
見
ら
れ
る
に
留
ま
り
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

会
議
録
や
ブ
ロ
グ
な
ど
、
口
語
的
表
現
に
限
ら
れ
る
。
ま
た
、『
新
潮
文
庫
の

100
冊
』
に
同
様
の
例
は
見
ら
れ
な
い
。

（
注
6
） 

本
稿
の
ス
ケ
ー
ル
に
関
す
る
考
え
は
、
丹
羽
（
二
〇
〇
一
）
の
「
近

傍
・
類
似
関
係
」
と
「
同
類
・
範
列
関
係
」
に
負
う
も
の
で
あ
る
。

（
注
7
） （
（0
）
の
タ
イ
プ
は
、
範
列
関
係
に
あ
る
各
項
目
と
、
そ
れ
ら
に
対
す

る
評
価
が
、
文
中
・
文
脈
に
明
示
さ
れ
な
い
限
り
、
助
詞
が
示
す
項
目
が
ス

ケ
ー
ル
の
端
に
位
置
す
る
こ
と
以
外
は
明
確
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、（
（0
）

の
話
し
手
が
図
３
と
同
じ
ス
ケ
ー
ル
を
描
い
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
「
友

人
…
…
親
戚
…
…
兄
弟
…
…
親
…
…
妻
」
と
い
っ
た
別
の
ス
ケ
ー
ル
を
描
い

て
い
た
の
か
は
読
み
手
に
は
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
も
、
ス
ケ
ー
ル
が
話
し
手
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の
主
観
的
評
価
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
が
故
で
あ
る
。

（
注
8
） （
（1
）
に
つ
い
て
、
本
稿
は
ニ
ュ
ー
ス
を
ど
う
見
る
の
か
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
と
解
釈
し
、
ス
ケ
ー
ル
が
想
起
で
き
な
い
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
情

報
収
集
の
手
段
と
し
て
ニ
ュ
ー
ス
を
評
価
す
る
、
と
い
う
読
み
で
あ
れ
ば
、

〝
積
極
的
に
活
用
す
る
も
の
〟
か
ら
〝
ま
と
も
に
取
り
合
わ
な
い
も
の
〟
と
い

う
ス
ケ
ー
ル
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
。「
ニ
ュ
ー
ス
は
横
目
で
見
る
（
も
の
）

に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
評
価
の
程
度
を
表
す
ス
ケ
ー
ル
を
想
起
す
る
読
み
で

あ
れ
ば
、
ニ
ス
ギ
ナ
イ
の
許
容
度
は
あ
が
る
。

（
注
9
） 

サ
エ
や
マ
デ
は
、
範
列
関
係
に
あ
る
項
目
を
序
列
付
け
、
ス
ケ
ー
ル
を

形
成
す
る
性
質
を
有
す
る
。「（
（0
）
妻
に
ま
で
裏
切
ら
れ
た
」
で
あ
れ
ば
、

〝
知
り
合
い
、
友
人
、
親
戚
〟
と
い
っ
た
言
外
の
項
目
が
想
起
さ
れ
る
だ
け
で

な
く
、〝
裏
切
る
〟
可
能
性
の
高
低
に
よ
る
図
３
の
よ
う
な
ス
ケ
ー
ル
を
形
成

す
る
。
一
方
、「
妻
に
だ
け
裏
切
ら
れ
た
」
は
、〝
知
り
合
い
、
友
人
、
親
戚
〟

と
い
っ
た
項
目
が
想
起
さ
れ
る
点
は
同
じ
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
項
目
間
に
序

列
は
な
い
。
藪
崎
（
二
〇
一
二
）
は
、
範
列
関
係
に
あ
る
項
目
が
序
列
付
け

ら
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
で
、
ダ
ケ
ダ
と
マ
デ
ダ
が
異
な
る
こ
と
を
論

じ
て
い
る
。

（
注
10
） （
（（
）
は
「
私
を
離
れ
れ
ば
」
と
い
う
条
件
節
が
共
起
し
て
い
る
。
し
か

し
、
主
節
が
話
し
手
の
選
択
を
表
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、「
事
態
選
択

的
用
法
」
で
は
な
く
「
排
他
用
法
」
で
あ
る
。

（
注
11
） 「
取
り
立
て
」
の
捉
え
方
は
立
場
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
。
本
稿
の
考
え
る

「
取
り
立
て
」
に
つ
い
て
は
、
藪
崎
（
二
〇
一
七
）
に
述
べ
た
。
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