
日
本
語
の
あ
い
さ
つ
こ
と
ば

1
「
ど
う
も
。
」
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
一

住

田

幾

子

 
 
 
は
じ
め
に

 
外
国
人
留
学
生
が
抱
く
日
本
語
に
対
す
る
疑
問
の
一
つ
に
、
あ
い
さ
つ
こ
と

ば
の
「
ど
う
も
。
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
「
『
ど
う
も
。
』
は
、
ど
う
い
う
時
に
使

う
の
で
す
か
。
」
と
問
わ
れ
て
、
す
ぐ
に
は
、
相
手
の
納
得
が
い
く
よ
う
に
は

答
え
ら
れ
な
か
っ
た
経
験
が
あ
る
。

 
自
分
自
身
の
言
語
生
活
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
。
た
と
え
ば
、
個
人
病
院
や
商

店
で
支
払
い
を
済
ま
せ
、
そ
の
場
を
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
時
、
さ
て
何
と
こ
と

ば
を
か
け
よ
う
か
、
と
考
え
る
こ
と
が
あ
る
。
瞬
時
迷
っ
て
、
結
局
、
適
当
な

も
の
と
し
て
「
ど
う
も
。
」
と
い
う
あ
い
さ
つ
表
現
を
選
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

 
あ
る
時
は
ま
た
、
「
ど
う
も
。
」
と
言
わ
れ
て
、
一
瞬
、
嫌
な
思
い
を
す
る
こ

と
も
あ
る
。
人
に
足
を
踏
ま
れ
た
時
に
、
「
あ
、
ど
う
も
。
」
と
い
う
陳
謝
の
あ

い
さ
つ
こ
と
ば
で
は
、
少
し
ム
ッ
と
す
る
。
あ
る
い
は
、
買
物
を
終
え
た
後
も
、

「
ど
う
も
一
。
」
と
い
う
感
謝
の
あ
い
さ
つ
ご
と
ば
で
は
ぞ
ん
ざ
い
な
感
じ
が

す
る
も
の
で
あ
る
。

「
ど
う
も
」
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
「
ど
う
一
も
」

の
項
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

 
 
④
感
謝
し
た
り
詫
び
た
り
す
る
気
持
を
含
む
挨
拶
（
あ
い
さ
つ
）
に
用
い

 
 
る
。
内
容
を
省
略
し
、
「
ど
う
も
ど
う
も
」
と
重
ね
て
用
い
る
こ
と
も
多
い
。

 
 
（
以
下
、
用
例
略
。
）

 
 
⑤
あ
い
ま
い
な
、
ま
た
は
安
易
な
挨
拶
の
こ
と
ば
と
し
て
用
い
る
。
（
以
下
、

 
 
用
例
略
つ
）

 
つ
ぎ
に
、
『
基
礎
日
本
語
2
⊥
翠
雨
と
使
い
方
l
l
』
（
角
川
小
辞
典
7
、

森
田
良
行
 
一
九
八
○
）
の
「
ど
う
も
」
の
説
明
で
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ

る
。 

 
回
こ
の
“
い
ず
れ
に
し
て
も
”
の
気
持
ち
が
弱
ま
っ
て
、
固
定
し
た
一
つ

 
 
の
言
葉
と
し
て
慣
用
化
す
れ
ば
、
も
は
や
感
動
詞
で
あ
る
。

 
 
 
「
ど
う
も
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
「
ど
う
も
ご
馳
走
さ
ま
」
「
こ
れ
は

 
 
ど
う
も
」
「
や
、
ど
う
も
」
「
ど
う
も
、
ど
う
も
」
「
昨
日
は
ど
う
も
す
み

 
 
よ
せ
ん
で
し
た
」
「
ど
う
も
失
敬
」
「
先
輩
、
き
の
う
は
ど
う
も
」

 
そ
し
て
、
『
外
国
人
の
疑
問
に
答
え
る
日
本
語
ノ
ー
ト
ー
 
こ
と
ば
と
生
活
』

（
水
谷
修
・
水
谷
信
子
著
一
九
八
八
 
ジ
ャ
パ
ン
タ
イ
ム
ズ
）
の
「
ド
ウ
モ

（H

､
Φ
巴
）
」
の
項
に
は
、
「
一
般
的
な
用
法
」
の
中
の
「
②
社
交
上
の
用
法
」
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日
本
語
の
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
 
一
「
ど
う
も
。
」
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
ー



と
し
て
、
つ
ぎ
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

 
 
↓
げ
⇔
昆
楓
o
F

 
 
Q
り
。
冥
ざ

 
 
国
×
O
＝
ω
Φ
ヨ
ρ

 
 
↓
ゴ
鋤
鼻
楓
。
信
h
O
「
8
巨
⇒
伽
Q
り

 
 
の
。
居
著
8
け
更
Φ
ぢ
至
尊
ヨ
⑦
．

 
 
 
出
Φ
言

 
 
 
O
o
8
t
ξ
Φ

 
以
上
の
説
明
に
あ
た
っ
て
、
「
ど
う
も
」
が
、
ま
ず
は
、
感
謝
・
詫
び
の
あ

い
さ
つ
表
現
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
ど
う
も
」
は
、
こ
れ
ら
の
文
表
現
に

お
い
て
、
一
話
部
を
に
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
「
ど
う
も
」
が
文
の

最
後
に
立
っ
た
表
現
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
「
ど
う
も
」
が
独
立
し
て
一
文
を

成
す
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
文
表
現
の
意
味
・
用
法
も
、
な
る

ほ
ど
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
が
、
実
際
に
、
「
ど
う
も
。
」
と
い
う
あ
い
さ
つ
文
表
現
が
、
身
の
ま
わ
り
の

言
語
生
活
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
を
、
具
体
的
に
わ
か
り

や
す
く
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
留
学
生
た
ち
は
、
さ
か
ん
に
耳
に
す
る
「
ど

う
も
。
」
を
使
い
た
い
と
思
う
の
だ
が
、
，
い
ざ
使
お
う
と
す
る
段
に
お
い
て
不

安
に
な
る
。
「
ど
う
も
。
」
の
使
い
方
を
、
整
理
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。

 
工
文
表
現
の
類
型
を
見
る
。

 
H
談
話
上
で
の
は
た
ら
き
を
見
る
。

 
皿
待
遇
表
現
上
の
法
則
を
見
る
。

 
以
上
の
三
点
を
把
握
す
る
た
め
に
、
主
に
、
筆
者
の
身
近
な
存
在
で
あ
る
女

子
学
生
の
用
例
を
採
集
す
る
。

 
 
調
査
年
月
 
一
九
九
二
年
十
一
月
～
一
九
九
三
年
十
月

 
 
被
調
査
者
 
梅
光
女
学
院
大
学
2
年
生

 
 
調
査
方
法
 
女
子
学
生
の
内
省
を
も
と
に
し
た
談
話
の
記
録
と
筆
者
の
観

 
 
 
 
 
 
 
察
記
録

 
女
子
学
生
の
内
省
記
録
作
業
は
、
一
定
の
時
間
に
、
一
斉
に
記
録
す
る
よ
う

に
し
た
。
あ
ら
か
じ
め
、
記
録
内
容
に
つ
い
て
解
説
し
、
記
録
の
場
面
と
話
者

に
関
す
る
情
報
の
提
示
を
求
め
た
。
ま
た
、
自
分
た
ち
の
話
し
こ
と
ば
を
、
あ

る
が
ま
ま
に
、
素
直
に
、
忠
実
に
書
き
と
る
練
習
も
行
っ
た
。
記
録
の
内
容
は
、

各
自
、
思
い
浮
か
ん
だ
事
件
を
自
由
に
記
録
す
る
こ
と
と
し
た
。
用
例
は
、
つ

ぎ
の
三
つ
の
題
目
を
提
示
し
て
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
ω
感
謝
の
あ
い
さ
つ
表
現
を
使
用
し
た
場
面

 
②
詫
び
の
あ
い
さ
つ
表
現
を
使
用
し
た
場
面

 
㈹
「
ど
う
も
。
」
と
い
う
あ
い
さ
づ
表
現
を
使
用
し
た
場
面

、
「
ど
う
も
」
が
か
か
わ
る
あ
い
さ
つ
文
表
現
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こ
の
稿
で
は
、
日
本
語
の
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
の
中
の
、
「
感
謝
」
「
詫
び
」
の

表
現
の
一
環
と
し
て
、
「
ど
う
も
」
が
か
か
わ
る
も
の
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
点

に
注
目
し
て
整
理
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一
、
1
 
「
ど
う
も
＋
～
。
」
の
文
表
現

「
ど
う
も
」
は
、
主
と
し
て
感
謝
・
詫
び
・
ね
ぎ
ら
い
な
ど
の
あ
い
さ
つ
文



表
現
に
お
い
て
、
修
飾
部
と
し
て
は
た
ら
く
。

感
謝
の
表
現

 
①
ど
う
も

陳
謝
の
表
現

 
②
ど
う
も

 
③
ど
う
も

④
ど
う
も

 
⑤
ど
う
も

⑥
ど
う
も

⑦
ど
う
も

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

す
み
ま
せ
ん
。

も
う
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
。

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
。

失
礼
し
ま
レ
た
。

お
邪
魔
し
ま
し
た
。

お
さ
わ
が
せ
し
ま
し
た
。

謝
意
を
含
む
ね
ぎ
ら
い
の
表
現

 
⑧
ど
う
も
 
わ
ざ
わ
ざ
 
す
み
ま
せ
ん
。

 
⑨
ど
う
も
 
お
手
数
か
け
ま
し
た
。

 
⑩
ど
う
も
 
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

 
⑪
ど
う
も
 
ご
ち
そ
う
さ
ま
で
し
た
。

ね
ぎ
ら
い
の
表
現

 
⑫
ど
う
も
 
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
。

 
⑬
ど
う
も
 
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。

出
会
い
の
表
現

 
⑭
ど
う
も
 
ご
ぶ
さ
た
し
て
い
ま
す
。

祝
い
の
表
現

 
⑮
ど
う
も
 
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

悔
み
の
表
現

日
本
語
の
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
 
一
「
ど
う
も
。
」
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
一

⑯
ど
う
も
 
ご
愁
傷
さ
ま
で
す
。

 
以
上
の
他
に
、
「
ほ
ん
と
う
に
」
が
添
え
ら
れ
る
表
現
も
あ
る
。

 
⑰
ほ
ん
と
に
 
ど
う
も
．
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 
⑱
ほ
ん
ど
に
 
ど
う
も
 
す
み
ま
せ
ん
。

 
文
表
現
と
し
て
は
、
「
ど
う
も
」
よ
り
「
ほ
ん
と
う
に
」
「
ま
こ
と
に
」
「
た

い
へ
ん
」
な
ど
の
語
の
方
が
意
を
つ
く
し
て
い
る
。
手
紙
文
に
お
け
る
「
ど
う

も
」
の
用
例
に
あ
た
っ
て
み
た
が
、
「
ど
う
も
」
よ
り
「
ま
こ
と
に
」
「
大
変
」

の
例
の
方
が
多
い
。
「
ど
う
も
」
に
つ
い
て
は
、

 
⑲
～
て
、
ど
う
も
申
し
わ
け
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

 
⑳
～
て
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 
⑳
～
で
は
、
ど
う
も
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

な
ど
の
例
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

 
⑳
お
手
紙
 
ど
う
も
あ
り
が
と
う
。

 
⑳
冬
休
み
は
 
色
々
と
ど
う
も
。

な
ど
、
目
上
か
ら
目
下
で
の
手
紙
文
に
使
わ
れ
て
い
る
。
が
、
「
ど
う
も
」
は
、

手
紙
文
よ
り
も
、
む
し
ろ
話
し
こ
と
ば
の
中
で
活
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
言
え

よ
う
。

 
以
前
に
老
年
層
の
女
性
の
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
を
調
査
し
た
際
に
は
、
謝
辞
と

し
て
「
オ
ー
キ
ニ
（
お
お
い
に
）
」
「
ホ
ン
ニ
（
ほ
ん
と
う
に
）
」
な
ど
の
例
が

あ
り
、
「
ど
う
も
」
に
つ
い
て
は
、
「
ド
ー
モ
 
ド
ー
モ
」
と
重
ね
た
表
現
し
か

得
ら
れ
な
か
っ
た
。
（
住
田
幾
子
 
「
方
言
生
活
に
見
ら
れ
る
あ
い
さ
つ
こ
と

ば
に
つ
い
て
の
研
究
」
一
九
七
八
）
調
査
の
不
十
分
を
反
省
す
る
と
と
も
に
、

実
際
の
言
語
生
活
に
生
き
る
「
ど
う
も
」
を
、
あ
る
が
ま
ま
に
と
ら
え
、
記
録
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す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
知
っ
た
。

 
こ
の
調
査
で
は
、
「
オ
ー
キ
ニ
 
ア
リ
ガ
ト
ー
ゴ
ザ
イ
マ
シ
タ
。
」
と
い
う
謝

辞
の
慣
用
表
現
か
ら
、
さ
ら
に
「
オ
ー
キ
ニ
」
と
い
う
修
飾
部
が
独
立
し
て
「
オ
ー

キ
ニ
。
」
と
い
う
二
つ
の
文
表
現
が
成
立
す
る
す
が
た
が
見
て
と
れ
た
。
「
ど
う

も
」
ま
た
、
「
ド
ー
モ
。
」
と
い
う
一
文
表
現
と
し
て
成
長
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

が
、
し
ば
ら
く
は
、
「
ど
う
も
。
」
文
表
現
が
、
そ
の
背
景
と
し
て
に
な
っ
て
い

る
も
の
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
2
 
「
ど
う
も
＋
～
～
。
」
＋
「
～
～
。
」
の
連
文
表
現

 
先
に
、
「
ど
う
も
」
が
修
飾
部
と
し
て
た
つ
文
表
現
を
単
文
の
レ
ベ
ル
で
分
類
、

整
理
し
て
み
た
。
「
感
謝
」
「
陳
謝
」
「
謝
意
を
含
む
ね
ぎ
ら
い
」
「
ね
ぎ
ら
い
」

「
出
会
い
」
な
ど
の
表
現
が
、
日
常
生
活
に
身
近
な
も
の
で
あ
る
。
が
、
実
際

の
言
語
生
活
に
お
い
て
は
、
単
文
で
は
た
ら
く
よ
り
も
、
二
文
、
三
文
の
連
文

表
現
じ
た
て
で
は
た
ら
く
の
が
自
然
な
状
態
で
あ
る
。

感
謝
＋
陳
謝

 
⑳
ど
う
も
 
す
み
ま
せ
ん
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

 
⑳
す
み
ま
せ
ん
。
ど
う
も
 
あ
り
が
と
ケ
ご
ざ
い
ま
す
。

 
⑳
ど
う
も
 
す
み
ま
せ
ん
。
助
か
り
ま
す
。

感
謝
＋
陳
謝
（
別
辞
）

 
⑳
ど
う
も
 
あ
り
が
乏
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
邪
魔
し
ま
し
た
。

 
⑳
夜
分
 
遅
く
に
 
申
し
わ
け
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
う
も

 
 
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

あ
り
が

陳
謝
＋
陳
謝
（
別
辞
）

 
⑳
ど
う
も
 
す
み
ま
せ
ん
。
失
礼
し
ま
す
。

 
⑳
ど
う
も
 
お
邪
魔
し
ま
し
た
。
遅
く
ま
で
 
す
み
ま
せ
ん
。

ね
ぎ
ら
い
＋
陳
謝

 
⑳
お
手
数
お
か
け
い
た
し
ま
し
た
。
ど
う
も
 
す
み
ま
せ
ん
。

 
⑫
ど
う
も
 
す
み
ま
せ
ん
。
い
つ
も
い
つ
も
 
お
世
話
に
な
り
ま
す
。

陳
謝
＋
依
頼

 
⑳
ど
う
も
 
す
み
ま
せ
ん
。
よ
ろ
し
く
 
お
願
い
し
ま
す
。

 
⑭
ど
う
ぞ
 
よ
ろ
し
く
 
お
願
い
し
ま
す
。
ど
う
も
 
失
礼
し
ま
し
た
q

陳
謝
＋
陳
謝
＋
陳
謝
（
別
辞
）

 
⑯
ど
う
も
 
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
。
す
み
ま
せ
ん
。
失
礼
し
ま
し
た
。

陳
謝
＋
ね
ぎ
ら
い
＋
感
謝
（
別
辞
）

 
⑯
ど
う
も
 
す
み
ま
せ
ん
。
お
手
数
か
け
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

 
 
し
た
。

 
⑳
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。
ど
う
も
 
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
失
礼
し

 
 
ま
す
。

 
発
想
の
異
な
る
文
を
重
ね
て
、
連
文
じ
た
て
で
…
つ
の
あ
い
さ
つ
表
現
を
成

し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
あ
る
い
な
ま
た
、
陳
謝
を
く
り
返
し
て
重
ね
て
い
っ

て
三
文
で
一
つ
の
別
辞
を
成
し
て
い
る
。
「
ど
う
も
」
が
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
あ

い
さ
つ
文
表
現
の
調
子
を
と
と
の
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

「
ど
う
も
」
は
、
連
文
表
現
を
全
体
的
に
統
一
さ
せ
る
重
要
な
役
割
を
果
し
て

い
る
も
の
と
も
考
え
る
。
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一
、
3
 
 
「
ど
う
も
。
」
十
「
～
～
。
」
の
連
文
表
現

 
さ
て
、
こ
れ
ま
で
は
、
「
ど
う
も
」
が
文
表
現
上
、
修
飾
五
部
と
し
て
は
た

ら
く
用
例
を
見
て
き
た
が
、
実
際
の
話
し
こ
と
ば
の
現
場
に
お
い
て
は
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
観
察
も
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
⑳
ど
う
も
。
い
つ
も
父
が
 
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

 
⑳
ど
う
も
。
ご
ぶ
さ
た
し
て
ま
す
。

な
ど
で
は
、
「
ど
う
も
」
は
、
修
飾
話
部
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、

も
は
や
、
「
ど
う
も
。
」
と
い
う
文
と
し
で
独
立
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
場
合
の
「
ど
う
も
。
」
は
、
出
会
い
の
あ
い
さ
つ
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

 
⑳
こ
の
あ
い
だ
は
 
ど
う
も
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

と
い
う
の
も
、
こ
れ
に
類
す
る
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
で
あ
る
。

 
別
辞
と
し
て
も
、
・
よ
く
は
た
ら
い
て
い
る
。

 
⑪
で
は
 
ど
う
も
。
お
疲
れ
さ
ま
で
す
。
お
先
に
 
失
礼
し
ま
す
。

 
⑫
ど
う
も
i
。
お
邪
魔
し
ま
し
た
一
。

 
⑬
ど
う
も
i
。
ご
ち
そ
う
さ
ま
で
し
た
一
。
失
礼
し
ま
一
す
。

な
ど
は
辞
去
の
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
で
あ
る
。
送
辞
で
は
、

⑭
わ
ざ
わ
ざ
 
ど
う
も
。
す
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

 
⑮
あ
っ
 
ど
う
も
。
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
。

 
⑯
ど
う
も
つ
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

な
ど
の
用
例
が
あ
る
。

 
「
ど
う
も
」
文
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
謝
辞
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
。

 
⑰
ど
う
も
。
す
み
ま
せ
ん
ね
え
。
い
つ
つ
も
 
い
た
だ
く
ば
っ
か
り
で
。

 
⑱
ど
う
も
。
ご
親
切
に
。

日
本
語
の
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
 
一
「
ど
う
も
。
」
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
一

こ
れ
ら
の
「
ど
う
も
。
」
は
、
連
文
じ
た
て
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し
だ
い
に
、
「
ど
う
も
」
が
独
立
し
て
い
く
さ
ま
が
見
て
と
ら
れ
る
。
「
ど
う
も
」

は
、
本
来
の
感
謝
・
陳
謝
・
．
ね
ぎ
ら
い
等
の
あ
い
さ
つ
文
表
現
に
お
い
て
、
そ

の
役
割
を
に
な
う
一
方
で
、
や
が
て
一
文
と
し
て
独
立
し
、
談
話
展
開
上
の
機

能
を
有
す
る
に
至
る
。

二
、
「
ど
う
も
。
」
の
文
表
現

 
こ
れ
ま
で
に
、
「
ど
う
も
」
が
か
か
わ
る
、
単
文
、
連
文
の
表
現
の
類
型
を

整
理
し
て
、
修
飾
部
と
し
て
の
は
た
ら
き
、
あ
る
い
は
文
と
し
て
独
立
し
や
す

い
性
質
の
あ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。

 
こ
れ
か
ら
は
、
修
飾
部
と
し
て
で
は
な
く
、
独
立
し
た
「
ど
う
も
。
」
と
い

う
文
表
現
の
生
き
る
さ
ま
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
つ
ま
り
は
、
こ
れ
ま
で

に
見
た
「
ど
う
も
」
が
か
か
わ
る
文
表
現
か
ら
、
「
ど
う
も
」
以
外
の
部
分
が

省
略
さ
れ
た
「
ど
う
も
。
」
文
と
で
も
言
え
る
文
表
現
の
は
た
ら
き
を
観
察
す

る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
、
「
ど
う
も
」
以
外
の
も
の
が
省
略
さ
れ
た
の
か
。
省

略
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
と
い
う
の
は
、
現
時
点
で
は
よ
く
説
明
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
が
、
ま
ず
は
、
談
話
上
で
の
「
ど
う
も
。
」
文
の
用
例
を
、

分
類
、
整
理
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。

第
一
番
目
に
、
詫
び
の
場
面
か
ら
見
る
。

〈
4
9
＞
（
電
車
で
、
ひ
と
の
足
を
踏
ん
だ
時
）

a
あ
っ
 
ど
う
も

b
い
え
。
い
い
で
す
よ
。
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〈
5
0
＞
（
教
室
を
間
違
え
て
入
っ
た
時
）

 
a
あ
っ
。

 
b
ま
だ
 
授
業
中
で
す
よ
。

 
a
は
あ
つ
、
ど
う
も
。

 
〈
5
1
＞
（
相
手
が
忙
し
い
時
に
た
ず
ね
た
時
）

 
a
あ
の
う
。

 
b
い
ま
ち
ょ
っ
と
忙
し
い
ん
だ
け
ど
。

 
a
ど
、
つ
も
一
。

 
b
ま
た
 
あ
と
で
。

 
a
は
い
。
じ
ゃ
あ
 
の
ち
ほ
ど
。

な
ど
の
用
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
面
は
、
い
ず
れ
も
瞬
時
に
詫
び
る
も
の
で

あ
る
。
陳
謝
の
意
を
表
す
部
分
が
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
時
間
的
に
緊
張
し
た

も
の
で
、
対
遇
上
の
上
下
に
は
関
係
な
く
、
失
礼
な
表
現
と
は
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
時
間
的
に
余
裕
の
あ
る
場
合
、
詫
び
の
表
現
と
し
て
は
「
ど
う
も
。
」

文
だ
け
で
は
失
礼
と
な
ろ
う
。
詫
び
は
、
対
象
上
の
上
下
関
係
に
左
右
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
本
来
は
、
陳
謝
の
表
現
の
部
分
を
省
略
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も

の
で
あ
る
。

 
第
二
番
且
に
、
感
謝
の
場
面
を
見
る
。
謝
辞
の
場
合
は
、
こ
と
が
ら
に
対
す

る
感
謝
の
度
合
、
相
手
に
対
す
る
対
遇
上
の
度
合
な
ど
が
、
感
謝
の
表
現
の
部

分
の
省
略
に
関
係
し
て
い
る
。

 
〈
5
2
＞
（
友
人
宅
に
電
話
を
し
た
時
）

 
a
あ
 
も
し
も
し
。
a
と
申
し
ま
す
が
、
C
さ
ん
 
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

 
b
あ
一
 
い
ま
 
ち
ょ
っ
と
 
出
か
け
て
い
る
ん
で
す
け
ど
。

 
a
あ
っ
 
そ
う
で
す
が
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
 
伝
言
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

 
b
は
い
。
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

 
a
あ
し
た
の
 
1
時
問
目
が
休
講
に
な
っ
た
と
 
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

 
b
は
い
。
わ
ざ
わ
ざ
 
ど
う
も
。

 
a
い
い
え
。
そ
れ
で
は
 
失
礼
し
ま
す
。

こ
の
用
例
は
、
a
が
女
子
学
生
、
b
が
a
の
友
人
の
母
親
で
、
対
遇
上
の
上
下

関
係
が
あ
る
。
こ
と
が
ら
に
対
す
る
感
謝
度
も
高
く
は
な
い
。
こ
と
が
ら
に
対

す
る
感
謝
度
が
低
く
、
対
遇
上
、
上
位
に
立
つ
場
合
に
は
、
省
略
さ
れ
た
表
現

の
「
ど
う
も
。
」
文
が
使
わ
れ
る
。

 
つ
ぎ
の
よ
う
な
場
面
に
も
、
一
つ
の
類
型
が
見
て
と
ら
れ
る
。

 
〈
5
3
＞
（
空
席
を
教
え
ら
れ
た
時
）

 
a
こ
こ
の
席
 
あ
い
て
ま
す
よ
。

 
b
あ
っ
 
ど
う
も
Q

 
〈
5
4
＞
（
落
と
し
物
を
注
意
し
て
も
ら
っ
た
時
）

 
a
あ
の
う
、
ハ
ン
カ
チ
 
落
ち
ま
し
た
よ
。
（
渡
し
て
す
ぐ
去
る
。
）

 
b
え
っ
 
あ
っ
 
ど
う
も
。

 
〈
5
5
＞
（
道
を
教
え
て
も
ら
っ
た
時
）

 
a
す
み
ま
せ
ん
。
郵
便
局
は
 
ど
う
行
っ
た
ら
い
い
で
す
か
。

 
b
こ
こ
を
 
右
に
曲
が
っ
て
 
す
ぐ
で
す
よ
。

 
a
ど
う
も
。

な
ど
の
用
例
は
、
感
謝
の
対
象
の
こ
と
が
ら
が
、
特
に
丁
寧
に
謝
意
を
述
べ
る

ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
日
常
よ
く
あ
る
当
然
の
マ
ナ
ー
と
も
言
え
る
、
感
謝

度
の
低
い
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
つ
の
談
話
が
、
い
ず
れ
も
「
ど
う
も
。
」

で
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
省
略
が
、
談
話
の
切
り
上
げ
に
効
果
的
に
役
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割
を
は
た
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
場
面
で
は
、
あ
い
さ
つ
文
表
現
の
後

に
会
釈
を
伴
う
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
。

 
感
謝
表
現
は
、
相
手
の
行
為
な
ど
に
何
ら
か
の
恩
恵
を
受
け
た
こ
と
に
対
し

て
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
が
常
に
受
け
手
の
意
に
か
な
っ
て
い

る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
つ
ぎ
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
。

 
〈
5
6
＞
（
頼
ん
で
も
い
な
い
本
を
す
す
め
ら
れ
た
時
）

 
a
こ
れ
 
お
も
し
ろ
い
か
ら
 
読
ん
で
み
て
。

 
b
は
あ
 
ど
う
も
。

心
か
ら
有
難
い
と
思
え
な
い
場
合
は
、
当
然
分
こ
と
な
が
ら
「
あ
り
が
た
い
」

と
い
う
表
現
は
省
略
す
る
。
あ
る
い
は
、
励
ま
し
や
誉
め
こ
と
ば
に
対
し
て
と

ま
ど
い
を
感
じ
た
時
な
ど
も
、
「
ど
う
も
。
」
文
で
応
じ
て
い
る
。

 
〈
5
7
＞
（
励
ま
さ
れ
た
時
）

 
a
勉
強
 
が
ん
ば
り
な
さ
い
よ
。

 
b
あ
 
ど
う
も
。

 
〈
5
8
＞
（
誉
め
ら
れ
た
時
）

 
a
b
子
、
い
つ
も
 
き
れ
い
だ
ね
。

 
b
ど
う
も
。

な
ど
の
用
例
が
あ
る
。

「
ど
う
も
。
」
は
、
相
手
の
行
為
を
受
け
取
っ
た
こ
と
を
示
す
合
図
と
も
言
え

る
よ
う
な
…
機
能
も
有
し
て
い
る
。

 
〈
5
9
＞
（
駅
で
切
符
を
回
収
し
た
り
、
定
期
券
の
確
認
を
す
る
時
）

 
駅
員
 
は
い
 
ど
う
も
。

が
そ
の
用
例
で
あ
る
。
こ
の
種
の
も
の
を
、
仮
に
「
受
け
取
り
の
合
図
」
と
し

て
お
こ
う
。

日
本
語
の
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
 
一
「
ど
う
も
。
」
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
一

 
謝
辞
の
「
ど
う
も
。
」
は
、
対
遇
表
現
上
、
目
上
か
ら
目
下
へ
、
あ
る
い
は

対
等
の
場
合
に
使
わ
れ
る
。
行
為
の
対
象
へ
の
感
謝
度
は
、
そ
れ
ほ
ど
高
く
は

な
い
。
ま
た
、
受
け
手
に
と
っ
て
有
難
く
な
い
、
あ
る
い
は
と
ま
ど
い
を
感
じ

る
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
談
話
展
開
上
の
機
能
か
ら
見
る
と
、
受

け
取
り
の
合
図
、
談
話
の
切
り
上
げ
に
も
は
た
ら
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。 

第
三
番
目
に
、
出
会
い
の
場
面
を
見
る
。
「
ど
う
も
。
」
は
、
出
会
い
が
し
ら

に
か
わ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

 
〈
6
0
＞

 
a
ど
う
も
。
こ
ん
ば
ん
は
。

 
b
こ
ん
ば
ん
は
。

 
〈
6
1
＞

 
a
い
や
あ
 
b
さ
ん
。
こ
ん
に
ち
は
。
久
し
ぶ
り
で
す
ね
。

 
b
あ
あ
 
ど
う
も
一
。

な
ど
、
先
に
声
を
か
け
る
方
に
も
、
応
じ
る
方
に
も
両
方
に
使
わ
れ
る
。

 
〈
6
2
＞

 
a
あ
ら
あ
 
せ
ん
じ
つ
は
 
ど
う
も
。

 
b
こ
ち
ら
こ
そ
 
ど
う
も
。

も
、
よ
く
聞
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
．
ま
た
、
状
況
が
ら
一
方
的
な
出
会
い
の
あ

い
さ
つ
こ
と
ば
と
も
な
っ
て
い
る
。

 
〈
6
3
＞
（
デ
パ
ー
ト
で
知
人
に
出
会
っ
て
）

 
 
あ
っ
 
ど
う
も
。
（
会
釈
を
す
る
。
）

 
〈
6
4
＞
（
自
転
車
で
走
り
す
ぎ
な
が
ら
）
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ぐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
a
と
、
つ
も
一

 
〈
6
5
＞
（
テ
レ
ビ
で
、
、
司
会
者
が
登
場
し
て
）

 
a
ど
う
も
一
。
こ
ん
に
ち
は
。
 
、

な
ど
の
用
例
が
あ
る
。
出
会
い
の
中
で
も
、
特
に
人
と
人
と
が
紹
介
さ
れ
る
場

面
で
も
「
ど
う
も
。
」
が
使
わ
れ
る
。

 
〈
6
6
＞

 
a
こ
ち
ら
が
 
○
○
会
社
の
b
さ
ん
で
す
。

 
b
あ
っ
 
ど
う
も
。
は
じ
め
ま
し
て
。

、
c
は
じ
め
ま
し
て
。

 
〈
6
7
＞

 
a
b
ち
ゃ
ん
。

 
b
あ
I
 
a
ち
ゃ
ん
。
久
し
ぶ
り
一
。
元
気
。

 
c
う
亙
。
．
b
ち
ゃ
ん
も
 
元
気
そ
う
じ
や
ね
。

 
b
う
ん
。
あ
っ
 
こ
の
ひ
と
。
あ
た
し
の
と
も
だ
ち
で
 
c
さ
ん
。
い
っ
か

 
 
話
し
た
こ
と
が
あ
る
■
と
思
う
け
ど
。

 
a
あ
一
、
あ
の
 
c
さ
ん
。

 
C
ど
・
つ
も
。

 
a
ど
う
も
一
。
こ
ん
に
ち
は
。

な
ど
、
公
的
、
私
的
の
別
な
く
、
人
（
自
己
も
）
．
の
紹
介
が
行
わ
れ
る
時
に
聞

く
も
の
で
あ
る
。

 
第
四
番
［
目
に
、
別
れ
の
場
面
を
見
る
。
ま
ず
、
別
れ
を
切
り
出
す
時
の
「
ど

う
も
。
」
の
用
例
に
、

 
〈
6
8
＞

 
a
ほ
ん
と
う
に
 
す
み
ま
せ
ん
。
わ
ざ
わ
ざ
 
送
っ
て
い
た
だ
い
て
。

 
b
い
い
よ
。
そ
れ
じ
ゃ
 
ど
う
も
。
さ
よ
な
ら
」
。

 
a
ほ
ん
と
に
 
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
さ
よ
う
な
ら
。

 
〈
6
9
＞
（
ア
ル
バ
イ
ト
が
終
っ
て
帰
る
時
）

 
a
じ
ゃ
あ
 
ど
う
も
i
。

な
ど
が
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
送
る
時
の
こ
と
ば
．
と
も
な
る
。

 
〈
7
0
＞

 
a
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
一
。
お
先
に
 
失
礼
し
ま
す
。

 
b
ど
う
も
一
。
あ
り
が
と
ね
一
。

 
〈
7
1
＞
（
学
芸
会
の
司
会
者
が
＞

 
a
は
い
。
ど
う
も
。
演
劇
部
の
み
な
さ
ん
で
し
た
一
。
み
な
さ
ん
。
拍
手
1
。

な
ど
の
用
例
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
告
別
、
送
別
の
区
別
も
な
く
、
と
に
か
く

別
れ
際
の
あ
い
さ
つ
表
現
と
も
な
る
。

 
〈
2
7
〉
．
（
店
で
）

 
a
ど
う
も
 
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
レ
た
。

 
 
ぐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b
と
、
つ
も
一

 
〈
7
3
＞
（
病
院
の
受
け
付
け
で
）

 
a
お
大
事
に

 
b
ど
う
も
。

 
〈
7
4
＞
（
電
話
で
）

 
a
す
み
ま
せ
ん
。
き
ょ
う
は
 
○
○
な
の
で
 
休
ま
せ
て
い
た
だ
き
た
い
ん

 
 
で
す
が
。

 
b
は
い
。
わ
か
り
ま
し
た
。

 
a
す
み
ま
せ
ん
。
失
礼
し
ま
す
。
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b
は
い
。
ど
う
も
。

な
ど
が
、
そ
の
用
例
で
あ
る
。
「
ど
う
も
。
」
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
、
感
謝

度
、
詫
び
度
、
対
遇
度
な
ど
が
い
ず
れ
も
高
《
な
い
場
合
の
別
れ
の
こ
と
ば
と

し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

 
「
ど
う
も
。
」
は
、
ど
う
に
も
と
ら
え
に
く
い
文
表
現
で
あ
る
。
一
つ
の
機

能
に
注
目
し
て
記
述
し
よ
う
と
し
て
も
、
同
時
に
他
の
機
能
を
も
有
し
て
い
る

の
で
、
分
折
し
ょ
う
と
す
る
と
、
そ
の
複
雑
さ
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
て
し
ま
う
。

修
飾
部
の
「
ど
う
も
」
だ
け
を
残
し
、
他
を
省
略
さ
せ
た
文
表
現
は
、
省
略
を

し
な
い
本
来
の
文
表
現
の
持
つ
意
味
あ
い
を
内
包
し
つ
つ
、
よ
り
身
軽
に
な
っ

て
多
機
能
で
万
能
的
な
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
、
も
う
一
度
、
「
ど
う
も
。
」
文
表
現
に
つ
い
て
観
察
さ
れ
た
こ
と
を

ま
と
め
て
お
き
た
い
。

 
ω
「
ど
う
も
。
」
文
は
、
省
略
さ
れ
る
以
前
の
、
感
謝
、
ね
ぎ
ら
い
、
陳
謝

 
 
等
の
意
味
あ
い
を
背
後
に
有
し
て
い
る
。

 
②
「
ど
う
も
。
」
文
は
、
意
識
的
に
「
有
難
く
な
い
」
「
と
ま
ど
い
」
等
を
表

 
 
現
す
る
場
合
が
あ
る
。

 
㈹
「
ど
う
も
。
」
文
は
、
感
謝
、
陳
謝
等
と
対
遇
の
度
合
が
低
い
場
合
に
使

 
 
用
す
る
。

 
ω
「
ど
う
も
。
」
文
は
、
談
話
を
時
間
的
に
短
縮
し
、
簡
略
に
し
て
、
煩
し
さ
・

 
 
ご
と
ご
と
し
さ
を
避
け
る
役
割
を
果
し
て
い
る
。

 
㈲
「
ど
う
も
。
」
文
は
、
談
話
の
展
開
上
の
機
能
を
持
ち
、
「
切
ゆ
出
し
」

日
本
語
の
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
 
一
「
ど
う
も
。
」
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
一

 
「
切
り
上
げ
」
「
受
け
取
り
」
等
に
は
た
ら
く
。

㈲
「
ど
う
も
。
」
文
は
、
簡
素
な
形
に
な
っ
て
、
よ
り
自
由
に
、

 
能
に
な
っ
て
い
る
。
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