
　

要
旨　

漢
字
「
化
」
が
二
字
漢
語
に
接
辞
と
し
て
は
た
ら
く
の
は
、

本
来
、
名
詞
に
つ
い
た
「
女
性
化
」、
状
態
を
表
わ
す
語
に

つ
い
た
「
温
暖
化
」
の
よ
う
に
、
動
詞
性
を
附
与
す
る
た
め

の
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
の
日
本
語
に
は
、「
細

分
化
」
の
よ
う
に
、
二
字
漢
語
の
動
詞
に
接
す
る
用
法
が
多

く
み
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
実
例
を
広
く
集
め
、
こ
の
用

法
が
拡
が
っ
た
背
景
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　

発　
　

端

　

こ
の
現
象
に
わ
た
し
が
最
初
に
気
づ
い
た
の
は
四
十
年
前
、〈
講
座

国
語
史
〉
５
の
『
敬
語
史
』（
大
修
館
書
店1971

    
）
の
一
篇
、
Ｍ
氏
の

論
中
に
次
の
よ
う
な
表
現
を
見
た
と
き
で
あ
る
。

　
　

・「
き
こ
ゆ
」
系
の
退
潮
化

　
　

・
謙
譲
表
現
か
ら
丁
寧
表
現
が
よ
う
や
く
顕
著
に
分
立
化
す
る

　
　

・
場
面
相
関
的
な
待
遇
表
現
が
形
成
化
さ
れ
て
い
く

　
　

・
そ
れ
に
対
応
す
る
そ
の
言
語
的
具
現
化

こ
れ
が
一
つ
の
ペ
イ
ジ
（p.151

     
）
に
出
現
し
た
の
で
あ
る
。「
化
」
は

要
ら
な
い
な
あ
と
思
い
は
し
た
が
、
そ
れ
き
り
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

　

そ
れ
を
再
び
意
識
し
た
の
は
十
年
前
で
あ
る
。
同
時
多
発
テ
ロ
と
よ

ば
れ
る
こ
と
に
な
る
事
件
に
つ
い
て
、
朝
日
新
聞
朝
刊
は
「
タ
リ
バ
ー

ン
孤
立
進
む
」
の
大
見
出
し
で
報
じ
た
（2001.9.23

         
）。
ア
ラ
ブ
首
長

国
連
邦
が
断
交
し
た
の
で
あ
る
。
本
文
に
は
「
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
も
米

国
の
対
テ
ロ
作
戦
へ
の
協
力
を
表
明
す
る
な
ど
、
タ
リ
バ
ー
ン
の
孤
立

化
が
進
ん
で
い
る
。」
と
あ
っ
た
。
見
出
し
が
「
孤
立
」、
本
文
が
「
孤

立
化
」
で
あ
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。（
以
下
、「
化
」
の
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つ
い
た
形
を
肥
大
形
、
つ
か
な
い
形
を
原
形
と
称
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、「
化
」

の
引
用
符
を
省
い
て
化
の
よ
う
に
太
字
で
か
く
こ
と
も
あ
る
ほ
か
、
他
の
語
に
つ
い

て
も
太
字
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
新
聞
名
を
特
記
し
な
い
ば
あ
い
は
朝
日
新
聞
で

あ
る
。）

　

動
詞
化
の
字
音
接
辞
化
に
つ
い
て
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第 

二
版
（
以
下
、『
日
国
大
』
と
略
記
）
は
、「
名
詞
の
下
に
付
け
て
、
そ

う
い
う
物
、
事
、
状
態
に
変
え
る
、
ま
た
は
変
わ
る
と
い
う
意
を
表
わ

す
」
と
説
明
し
、
幕
末
・
明
治
初
期
に
、
醇
化
・
美
化
・
悪
化
な
ど
、

化
つ
き
の
新
語
が
多
く
造
ら
れ
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
に
か
け
て
化
の

接
尾
語
化
が
進
み
、
機
械
化
・
国
有
化
・
一
般
化
な
ど
、
多
く
の
三
字

語
を
生
み
だ
し
た
と
い
う
。
他
の
国
語
辞
書
の
記
述
に
は
「
主
に
漢
語

に
つ
く
」
が
加
わ
っ
て
い
る
程
度
の
差
し
か
な
い
の
で
、
こ
の
説
明
を

そ
の
ま
ま
受
け
い
れ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

上
引
の
化
の
定
義
は
「
変
化
の
意
を
表
わ
す
」
と
要
約
し
う
る
。
そ

も
そ
も
「
動
詞
」
は
、「
語
の
表
す
内
容
が
時
間
の
経
過
と
と
も
に
変

化
す
る
」（『
日
本
語
文
法
大
辞
典
』
山
口
明
穂
執
筆
「
動
詞
」）
こ
と

を
表
わ
す
語
で
、
語
義
の
中
に
既
に
変
化
を
含
意
す
る
の
で
あ
る
。
冒

頭
に
あ
げ
た
四
語
も
し
か
り
、
特
に
「
退
潮
」
が
そ
う
だ
と
い
え
る
し
、

第
二
例
の
「
分
立
」
は
副
詞
「
よ
う
や
く
」
に
よ
っ
て
時
間
に
よ
る
変

化
が
明
示
さ
れ
、
第
三
例
「
形
成
」
に
は
未
来
時
の
進
行
の
ア
ス
ペ
ク

ト
形
式
「
て
い
く
」
が
加
わ
っ
て
い
る
。
わ
た
し
が
化
は
要
ら
な
い
と

感
じ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
タ
リ
バ
ー
ン
「
孤
立
化
」
に
接
し
て
か
ら
の
十
年
間
、
漢

字
二
字
に
よ
る
動
詞
の
語
基
に
さ
ら
に
接
辞
「
化
」
の
つ
い
た
語
を
、

耳
目
に
ふ
れ
る
つ
ど
書
き
と
め
て
き
た
。
網
羅
的
で
も
体
系
的
で
も
な

い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
六
十
ほ
ど
に
な
り
、
何
か
が
み
え
て
く
る
か
も

し
れ
な
い
と
思
う
に
至
っ
た
。

　

二　

肥
大
形
さ
ま
ざ
ま

　

こ
れ
ま
で
に
拾
い
え
た
肥
大
形
を
、『
日
国
大
』
の
扱
い
を
基
準
に

し
て
甲
・
乙
・
丙
の
三
類
に
わ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
五
十
音
順
に
掲
げ
る
。

そ
し
て
、
気
に
な
る
若
干
の
語
に
つ
い
て
一
言
す
る
。

　

甲
類　
　
『
日
国
大
』
に
掲
載
さ
れ
た
肥
大
形
（
六
語
）

　
　
　

顕
在
化　

固
定
化　

細
分
化　

組
織
化　

流
動
化　

老
朽
化

　

乙
類　

原
形
が
形
容
動
詞
と
さ
れ
た
語
（
五
語
）

　
　
　

乾
燥
化　

硬
直
化　

沈
静
化　

肥
大
化　

老
朽
化
（
重
出
）

　

丙
類　

原
形
が
名
詞
・
サ
変
動
詞
と
さ
れ
た
語
（
五
十
四
語
）

　
　
　

安
定
化　

印
刷
化　

概
括
化　

開
放
化　

拡
大
化　

加
速
化

　
　
　

過
熱
化　

共
有
化　

具
現
化　

軽
減
化　

形
成
化　

結
晶
化
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顕
現
化　

顕
在
化　

減
少
化　

減
退
化　

限
定
化　

減
量
化

　
　
　

合
一
化　

混
一
化　

差
別
化　

実
現
化　

終
結
化　

集
中
化

　
　
　

集
約
化　

出
版
化　

自
立
化　

衰
弱
化　

衰
退
化　

成
熟
化

　
　
　

潜
在
化　

増
大
化　

退
潮
化　

超
越
化　

徹
底
化　

統
一
化

　
　
　

独
占
化　

内
在
化　

二
分
化　

肥
満
化　

表
現
化　

普
及
化

　
　
　

複
製
化　

腐
敗
化　

腐
乱
化　

分
散
化　

分
社
化　

分
譲
化

　
　
　

分
節
化　

分
立
化　

明
示
化　

量
産
化　

冷
却
化　

歪
曲
化

こ
の
三
つ
の
区
分
け
に
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　

右
に
あ
げ
た
肥
大
形
か
ら
化
を
除
き
去
っ
た
原
形
す
な
わ
ち
二
字
漢

語
は
、
既
に
日
本
語
の
語
彙
体
系
に
確
か
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い

っ
て
い
い
語
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
何
ゆ
え
に
さ
ら
に
化
を
添
え
た

の
だ
ろ
う
か
。
あ
え
て
辞
書
に
登
載
さ
れ
た
甲
類
の
六
語
は
、
そ
の
接

辞
が
も
は
や
語
基
と
切
り
離
し
え
な
い
と
か
、
語
基
の
本
来
の
意
味
を

変
え
て
い
る
と
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
肥
大
形
を
特
に
と
り
た
て
る
必

要
が
あ
っ
た
と
か
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
右
の
六

語
の
う
ち
、
わ
た
し
が
そ
の
必
要
を
感
じ
た
の
は
「
組
織
化
」
だ
け
で

あ
る
。

 　
「
組
織
」
は
、
名
詞
と
し
て
も
動
詞
語
基
と
し
て
も
使
わ
れ
た
語
で
、

名
詞
と
し
て
の
用
例
は
、
具
体
・
抽
象
の
両
面
に
わ
た
っ
て
多
様
で
あ

る
。
自
分
も
、
動
詞
と
し
て
使
お
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
で
い
い
の
か

と
迷
う
こ
と
が
あ
る
。
ご
く
最
近
、
毎
日
新
聞
の
ネ
ッ
ト
配
信
記
事

（2011.4.6

        
）、「〈
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
〉
前
バ
グ
ボ
大
統
領　

権
限
委

譲
を
拒
否
」
に
、「
仏
の
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
同
日
、
元
首
相
に
早
急

に
新
政
府
の
組
織
を
要
請
し
て
お
り
、
云
々
」
と
あ
っ
た
。
こ
の
「
組

織
」
は
名
詞
な
の
か
動
詞
語
幹
な
の
か
、
し
ば
ら
く
考
え
さ
せ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
現
在
の
わ
た
し
は
、
こ
れ
は
動
詞
と
し
て
用
い
た
の
だ
と

判
断
し
て
い
る
。

　

甲
類
の
う
ち
の
他
の
五
語
に
つ
い
て
、『
日
国
大
』
の
初
出
文
献
を

あ
げ
て
お
く
。「
顕
在
化
」
は
小
田
切
秀
雄
『
現
代
に
お
け
る
自
我
』

（1959

    
）、「
固
定
化
」
は
東
畑
精
一
「
学
生
時
代
の
回
顧
」（1936

    
）、

「
細
分
化
」
は
「
農
業
基
本
法
」（1961

    
）、「
流
動
化
」
は
柴
田
翔
『
さ

れ
ど
わ
れ
ら
が
日
々
』（1963

    
）
で
あ
る
。「
老
朽
化
」
に
つ
い
て
は
次

項
で
ふ
れ
る
。

　

乙
類
は
、
原
形
が
形
容
動
詞
す
な
わ
ち
《
相
言
》
な
の
だ
か
ら
、
化

に
よ
っ
て
動
詞
性
を
獲
得
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
れ
を
あ
え
て
一

類
に
ま
と
め
た
の
は
、
自
分
は
こ
れ
を
形
容
動
詞
と
は
認
識
し
て
お
ら

ず
、「
空
気
が
乾
燥
す
る
」
の
よ
う
に
動
詞
と
し
て
用
い
る
か
ら
で
あ

る
。
須
賀
敦
子
『
ミ
ラ
ノ
霧
の
風
景
』
の
一
篇
「
遠
い
霧
の
匂
い
」
は
、

「
乾
燥
し
た
東
京
の
冬
に
は
一
年
に
一
度
あ
る
か
な
い
か
だ
け
れ
ど
、

ほ
ん
と
う
に
ま
れ
に
霧
が
出
る
こ
と
が
あ
る
。」
で
始
ま
る
。
わ
た
し
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に
は
い
か
に
も
自
然
な
表
現
な
の
だ
が
、
新
聞
は
、「
気
温
の
上
昇
に

よ
る
乾
燥
化
が
原
因
ら
し
い
」（2010.3.10

         
）
な
ど
と
か
く
の
で
、
わ

た
し
は
う
ろ
た
え
る
の
で
あ
る
。

　

他
の
四
語
の
原
形
に
つ
い
て
も
、
わ
た
し
は
相
言
と
し
て
の
用
法
を

し
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
『
日
国
大
』
か
ら
辞
書
類
以
外

の
用
例
を
一
つ
ず
つ
あ
げ
て
お
く
。
長
塚
節
『
土
』（1910

    
）
の
「
雑

木
林
の
間
に
は
又
芒
の
硬
直
な
葉
が
刺
さ
う
と
し
て
立
つ
」、
小
栗
風

葉
『
青
春
』（1905

    
〜06   
）
の
「
実
に
幽
遠
な
、
沈
静
な
、
何
だ
か
現

実
を
離
れ
た
他
界
」、
島
崎
藤
村
『
破
戒
』（1906
    
）
の
「
一
人
の
肥
大

な
老
紳
士
」、
同
「
老
朽
な
小
学
教
員
の
一
人
」。

　

多
く
の
現
代
日
本
人
は
こ
れ
ら
を
相
言
と
は
み
な
い
だ
ろ
う
。『
日

国
大
』
よ
り
も
記
述
が
簡
略
な
『
広
辞
苑
』
第
六
版
に
つ
い
て
み
る
と
、

「
硬
直
」
に
は
品
詞
表
示
が
な
く
、
す
な
わ
ち
名
詞
扱
い
で
、
用
例

「
硬
直
し
た
姿
勢
」「
硬
直
し
た
体
制
」「
死
後
硬
直
」
が
あ
っ
て
、
相

言
の
用
例
は
み
え
な
い
。「
沈
静
」
に
つ
い
て
も
品
詞
表
示
は
な
い
が
、

語
義
は
「
お
ち
つ
い
て
し
ず
か
な
こ
と
。
気
勢
が
し
ず
ま
る
こ
と
。」

と
あ
っ
て
、「
イ
ン
フ
レ
が
沈
静
す
る
」
の
用
例
が
あ
り
、
語
義
の
前

半
は
相
言
と
い
え
る
記
述
で
あ
る
。
こ
の
辞
書
に
従
う
と
、
原
形
・
肥

大
形
と
も
に
用
例
が
あ
っ
て
い
い
こ
と
に
な
る
が
、
わ
た
し
の
得
た
現

代
の
用
例
の
原
形
は
す
べ
て
動
詞
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。「
老
朽
」

に
つ
い
て
は
名
詞
の
語
義
し
か
記
さ
ず
、
追
込
み
項
目
に
「
老
朽
化
」

が
あ
る
。
わ
た
し
自
身
、
無
自
覚
に
肥
大
形
「
老
朽
化
」
を
使
っ
て
い

た
。
な
お
、『
日
国
大
』
が
「
老
朽
」「
老
朽
化
」
と
も
に
立
項
す
る
わ

け
は
不
明
で
あ
る
。
単
な
る
調
整
不
足
だ
ろ
う
か
。

　

わ
た
し
は
「
乾
燥
化
」
に
違
和
感
を
覚
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
自
分

の
無
智
ゆ
え
で
あ
っ
た
。
原
形
は
漢
文
に
も
相
言
と
し
て
の
用
例
が
あ

り
、『
日
国
大
』
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
か
ら
「
宛
転
た
る
嬌
音
を

以
て
、
乾
燥
な
る
講
筵
に
一
点
の
艶
味
を
添
へ
ら
れ
た
」
な
ど
を
あ
げ

て
い
る
。
漢
文
の
素
養
の
深
い
人
な
ら
、「
乾
燥
」
を
は
じ
め
、
か
な

り
の
数
の
二
字
漢
語
を
相
言
と
し
て
認
識
し
、
化
に
よ
る
動
詞
化
に
と

ま
ど
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
現
に
、『
日
国
大
』
は
「
衰
弱
」
の
項

に
、
古
活
字
版
毛
氏
抄
の
巻
第
廿
か
ら
「
又
契
よ
り
後
に
君
衰
弱
に
し

て
土
地
が
減
削
ら
れ
て
」
を
あ
げ
て
い
る
。「
肥
満
」
の
項
に
は
、
正

宗
白
鳥
『
塵
埃
』
か
ら
「
肥
満
な
呑
気
な
顔
を
電
気
の
光
に
さ
ら
し
」

と
載
せ
て
い
る
。

　

圧
倒
的
多
数
の
丙
類
に
つ
い
て
個
々
に
言
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
、
特
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
語
に
つ
い
て
の
べ
る
。

　

わ
た
し
の
得
た
「
分
社
化
」
は
、
す
べ
て
「
会
社
を
分
か
つ
」
意
で

用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
意
味
な
ら
「
分
社
」
が
既
に

表
現
し
え
て
い
る
の
で
、
こ
の
化
は
余
剰
な
接
辞
だ
と
い
う
の
が
わ
た
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し
の
判
断
で
あ
る
。
も
し
か
し
た
ら
、「
分
社
」
は
、
神
霊
を
本
社
か

ら
分
け
て
祀
っ
た
神
社
の
意
の
名
詞
で
あ
る
と
い
う
、
原
義
の
知
識
が

干
渉
し
て
同
形
異
語
の
「
分
社
」
を
用
い
た
と
い
う
解
釈
が
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
蓋
然
性
は
ほ
と
ん
ど
無
に
近
い
だ
ろ
う
。

　

言
語
学
関
係
の
文
章
に
多
く
見
る
の
が
「
分
節
化
」
で
あ
る
。「
分

節
」
は
、
漢
語
の
《
述
語

－

補
語
》
構
造
と
み
て
「
節
に
分
か
つ
」
と

解
釈
す
る
こ
と
も
、《
修
飾

－

被
修
飾
》
構
造
の
「
分
か
た
れ
た
節
」

と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
わ
た
し
自
身
は
前
者
の
意
味
で
し

か
用
い
な
い
が
、
実
際
の
言
語
学
の
論
文
に
は
両
方
の
用
例
の
混
在
す

る
こ
と
が
あ
る
。

 　
「
差
別
化
」
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
不
当
な
根
拠
に
よ
る
人
間
の
序

列
づ
け
や
疎
外
に
限
っ
て
原
形
の
「
差
別
」
を
用
い
、
他
者
が
模
倣
・

追
随
で
き
な
い
、
商
品
の
開
発
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
な
ど
を
肥
大
形
の

「
差
別
化
」
と
使
い
わ
け
て
い
る
こ
と
が
関
わ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
な
ら
、
こ
れ
は
同
音
異
語
と
い
う
こ
と
な
る
。

三　

研
究
史
概
観

　

字
音
接
辞
「
化
」
に
関
す
る
先
行
研
究
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
就
く
べ
き
論
は
、
野
村
雅
昭
氏
の
「
接
辞
性
字
音
語
基
の
性

格
」（〈
国
立
国
語
研
究
所
報
告
〉　

『
電
子
計
算
機
に
よ
る
国
語
研
究

６１

Ⅸ
』
秀
英
出
版1973

    
）
で
あ
る
。
宮
地
裕
氏
の
説
を
う
け
て
、
語
基
を

体
言
系
（
Ａ
類
）、
相
言
系
（
Ｂ
類
）、
用
言
系
（
Ｃ
類
）、
副
言
系

（
Ｄ
類
）
に
わ
け
た
野
村
氏
は
、「
―
化
」
が
「
Ｃ
類
の
語
基
と
は
、
結

合
し
に
く
い
傾
向
が
み
ら
れ
る
。」
と
し
て
次
よ
う
に
例
示
し
た
（
原

文
は
横
組
み
。
表
記
を
少
し
簡
略
化
し
て
ひ
く
。
な
お
、
副
言
系
語
基
は
、「
一
斉
」

「
結
局
」
な
ど
で
あ
る
。）。

　
　

Ａ
＋
化　

機
械
化　

近
代
化　

映
画
化　

制
度
化　

市
街
化

　
　

Ｂ
＋
化　

複
雑
化　

正
常
化　

活
発
化　

簡
素
化　

無
人
化

　
　

Ｃ
＋
化　

固
定
化　

孤
立
化　

組
織
化

こ
れ
は
、「
―
化
」
の
も
つ
「
品
詞
性
変
換
機
能
を
よ
く
し
め
し
て
い

る
」
と
の
べ
、

う
え
の
「
Ｃ
＋
化
」
と
み
ら
れ
る
も
の
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
Ｂ
類
的

あ
る
い
は
Ａ
類
的
と
も
み
ら
れ
る
。

と
補
足
し
て
い
る
。
こ
の
一
行
の
意
味
す
る
こ
と
は
わ
た
し
の
理
解
を

超
え
て
い
る
が
、
Ｃ
の
語
基
の
三
つ
、
固
定
・
孤
立
・
組
織
は
、
前
節

の
甲
類
の
二
語
と
問
題
の
「
孤
立
」
で
あ
る
こ
と
は
注
意
に
値
す
る
。

　

次
い
で
、
田
窪
行
則
「
―
化
」（
明
治
書
院
『
日
本
語
学
』5  

－3   

1986

    
）
を
み
る
。
雑
誌
の
接
辞
特
集
号
に
寄
せ
た
も
の
で
、
四
ペ
イ
ジ

の
短
さ
で
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
憾
み
が
あ
る
。
そ
の
要
と
考
え
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る
箇
所
を
ひ
く
。

　
「
―
化
」
の
意
味
は
、「
あ
る
性
状
・
状
態
に
―
す
る
こ
と
／
な

る
こ
と
」
で
あ
り
、
実
質
的
な
意
味
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ほ
ぼ
状

態
変
化
の
サ
変
動
詞
語
幹
を
形
成
す
る
接
尾
辞
の
機
能
を
果
た
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
項
は
こ
の
変
化
の
結
果
と
な
る
べ
き

状
態
、
性
状
を
表
す
。
従
っ
て
、
ま
ず
、
動
作
性
の
用
言
系
語
基

（〔
例
〕
研
究
、
発
達
、
処
理
、
指
摘
…
…
）
は
、
結
果
の
状
態
を
表
し

に
く
い
の
で
、「
化
」
は
つ
き
に
く
い
。
次
に
、
結
果
の
状
態
を

持
つ
用
言
語
基
は
、
最
初
か
ら
状
態
変
化
の
意
味
を
有
し
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
あ
ら
た
め
て
「
―
化
」
に
よ
っ
て
状
態
変
化
用
言

に
す
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
、
こ
れ
も
つ
き
に
く
い
と
い
え
る
。

　

こ
の
記
述
は
、
右
の
野
村
論
文
の
そ
れ
よ
り
深
く
踏
み
こ
ん
だ
感
じ

で
、
い
っ
そ
う
明
快
で
あ
る
。
後
者
す
な
わ
ち
、
結
果
の
状
態
を
持
つ

用
言
語
基
に
関
す
る
記
述
が
続
く
。

な
ん
ら
か
の
形
で
語
彙
的
意
味
の
な
か
に
状
態
を
含
ん
で
い
る
の

で
、「
―
化
」
を
つ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
も

と
の
語
基
と
「
―
化
」
の
つ
い
た
形
と
の
意
味
の
相
違
が
問
題
と

な
る
。

先
に
、
野
村
論
文
の
「
Ｂ
類
的
あ
る
い
は
Ａ
類
的
と
も
み
ら
れ
る
」
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
わ
か
ら
な
い
、
と
わ
た
し
は
か
い
た
。
右
に
引
用

し
て
き
た
記
述
を
よ
む
と
、
そ
れ
は
、
結
果
の
状
態
を
も
つ
用
言
語
基

の
こ
と
ら
し
い
。

　

化
の
接
し
た
語
と
、
そ
れ
の
接
し
な
い
語
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
化
に

は
そ
れ
相
当
の
意
味
が
あ
る
は
ず
だ
と
考
え
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ

れ
を
究
め
よ
う
と
す
る
の
が
研
究
者
の
た
ち
ば
で
あ
る
。
だ
が
、
田
窪

論
文
の
説
明
は
、
本
来
、
化
を
必
要
と
し
な
い
語
基
に
つ
い
て
の
も
の

な
の
で
、
少
し
苦
し
い
。
そ
の
意
味
の
相
違
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
固
定
す
る
」
が
、
あ
る
対
象
（
多
く
の
場
合
具
体
的
）
を
「
固
定

さ
れ
た
／
し
た
状
態
」
に
す
る
／
な
る
、
と
い
う
一
過
性
の
出
来

事
を
表
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
固
定
化
す
る
」
は
、
あ
る
対

象
（
多
く
の
場
合
抽
象
的
）
が
「
流
動
的
、
変
動
的
」
で
な
く
、「
固

定
的
」
で
あ
る
と
い
う
性
質
、
属
性
を
持
つ
よ
う
に
な
る
／
す
る

と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
「
固
定
」
を
め
ぐ
る
両
形
の
違
い
は
そ
う
断
定
的
に
説
明
さ
れ
た
。
そ

し
て
「
孤
立
」
の
記
述
で
あ
る
。

「
孤
立
化
す
る
」
は
、
動
詞
の
形
で
は
「
孤
立
す
る
」
と
た
い
し

た
差
が
な
い
が
、「
日
本
の
国
際
政
治
で
の
孤
立
／
孤
立
化
」
の

よ
う
に
名
詞
の
形
で
は
「
孤
立
」
が
よ
り
状
態
、
状
況
的
な
の
に

対
し
て
「
孤
立
化
」
が
よ
り
過
程
、
変
化
に
焦
点
を
当
て
た
表
現

に
な
っ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
名
詞
形
の
解
釈
も
断
定
的
で
あ
る
。

　

意
味
が
固
定
的
で
あ
る
か
否
か
を
論
ず
る
対
象
語
の
一
方
に
「
固

定
」
を
選
ん
だ
の
は
、
や
や
こ
し
く
て
賛
成
で
き
な
い
。
さ
て
、
紙
幅

の
制
約
か
ら
で
あ
ろ
う
、
ほ
と
ん
ど
実
例
を
あ
げ
ず
、
簡
潔
な
記
述
と

明
快
な
結
論
が
示
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、「
固
定
化
」
が
流
動
的
・
変

動
的
で
は
な
い
の
に
、
名
詞
の
形
で
の
「
孤
立
化
」
は
過
程
・
変
化
に

焦
点
を
当
て
た
表
現
だ
と
い
う
。
こ
れ
で
は
、
二
つ
の
語
に
お
い
て
化

の
機
能
は
反
対
に
な
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
、
わ
た
し
の
疑

問
の
出
発
点
、
タ
リ
バ
ー
ン
の
ひ
と
つ
事
態
を
「
孤
立
」
と
も
「
孤
立

化
」
と
も
い
う
こ
と
を
説
明
し
え
て
い
な
い
。

　

日
本
語
教
育
の
た
ち
ば
か
ら
の
記
述
・
検
討
を
め
ざ
す
と
い
う
、
加

納
千
恵
子
「
漢
字
の
接
辞
的
用
法
に
関
す
る
一
考
察　

―
―
「
化
」
の
品

（2）

詞
転
換
機
能
に
つ
い
て
―
―
」（『
文
藝
言
語
研
究
（
言
語
編
）』　
 １８

筑
波
大
学
文
芸
・
言
語
学
系1990.1

      
）
が
あ
る
。
こ
れ
も
短
篇
で
あ
る

う
え
に
、
用
言
に
つ
い
た
化
へ
の
言
及
も
二
ペ
イ
ジ
強
に
す
ぎ
な
い
。

考
え
方
は
田
窪
論
文
の
そ
れ
に
近
い
。

　

加
納
氏
の
あ
げ
た
肥
大
形
の
実
例
十
八
語
の
う
ち
に
、
わ
た
し
が
拾

っ
た
語
に
含
ま
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
五
語
で
あ
る
。
な

お
、
実
際
の
用
例
は
一
切
掲
げ
て
い
な
い
。

　
　

実
用
化　
　

定
着
化　
　

中
立
化　
　

管
理
化　
　

癒
着
化

加
納
氏
は
、
原
形
と
肥
大
形
を
対
比
さ
せ
た
記
述
で
、「
変
動
す
る
」

は
直
接
的
な
自
動
的
動
作
を
表
す
の
に
対
し
て
、「
変
動
化
す
る
」
は

他
動
的
動
作
を
も
�

�

表
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
。
名
詞
形
に
つ
い
て

も
、「
変
動
」
は
状
態
的
・
状
況
的
、「
変
動
化
」
は
過
程
・
変
化
を
強

調
し
た
表
現
だ
、
と
説
明
す
る
。
ま
た
、「
固
定
す
る
」
が
他
動
的
動

作
を
表
し
、「
固
定
化
す
る
」
が
自
他
両
用
に
な
る
よ
う
な
例
も
あ
る

と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
結
論
だ
け
示
さ
れ
て
は
、
読
む
ほ
う
は
判
断
が

難
し
い
。

　

最
後
に
、
小
林
英
樹
「
漢
字
の
造
語
機
能
」（〈
朝
倉
漢
字
講
座
〉
②

『
漢
字
の
は
た
ら
き
』
朝
倉
書
店2006

    
）
を
み
る
。
田
窪
・
加
納
論
文

と
は
異
な
り
、
具
体
例
を
あ
げ
て
考
察
し
た
論
考
で
あ
る
。

　

そ
の
考
察
で
は
、
田
窪
氏
の
い
う
よ
う
に
原
形
と
肥
大
形
と
に
意
味

の
違
い
を
認
め
る
。

　
　

電
線
が
過
熱
し
た
。　
　
　

＊
電
線
が
過
熱
化
し
た
。

右
の
例
で
は
、「
電
線
」
は
過
熱
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
過
熱
化
す

る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
。
だ
が
、
過
熱
化
す
る
こ
と
が
「
な

い
だ
ろ
う
」
と
い
う
意
図
が
、
わ
た
し
に
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、

「
緊
迫
し
続
け
る
中
東
情
勢
」
で
は
、
緊
迫
の
度
合
が
一
定
で
あ
る
と

い
う
解
釈
に
な
り
、「
緊
迫
化
し
続
け
る
中
東
情
勢
」
で
は
、
緊
迫
の

度
合
が
増
し
続
け
る
と
い
う
解
釈
に
な
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
田
窪
・
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加
納
論
文
の
主
張
と
通
ず
る
。

　

一
方
、
朝
日
新
聞
で
え
た
次
の
三
対
で
は
、
原
形
と
肥
大
形
の
違
い

が
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
。

・
選
挙
区
へ
の
サ
ー
ビ
ス
合
戦
も
過
熱
し
て
い
る
。（1987.8.30

         
）

・
ペ
ル
シ
ャ
湾
内
で
の
報
復
合
戦
が
過
熱
化
し
て
く
る
事
態
と
な

れ
ば
、（1987.10.20

          
）

・
通
常
兵
器
の
面
で
は
、
日
本
の
自
衛
隊
は
相
当
の
規
模
に
肥
大

し
て
い
る
。（1988.6.30

         
）

・
国
際
貢
献
を
理
由
に
自
衛
隊
が
肥
大
化
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
、

（1991.8.15

         
）

・
６
年
余
り
冷
却
し
た
関
係
が
続
い
た
あ
と
両
首
脳
の
顔
合
わ
せ

が
実
現
し
た
（1985.11.12

          
）

・
レ
バ
ノ
ン
侵
攻
以
降
、
冷
却
化
し
て
い
た
エ
ジ
プ
ト
と
の
関
係

を
改
善
し
、（1986.10.13

          
）

肥
大
形
の
無
意
味
さ
は
一
目
瞭
然
で
、
実
例
に
基
づ
い
た
考
察
、
帰
納

的
な
論
述
の
強
み
が
現
れ
て
い
る
。
実
例
を
ほ
と
ん
ど
あ
げ
な
い
説
明

に
終
始
し
た
田
窪
・
加
納
両
論
文
と
は
大
違
い
で
あ
る
。

　

な
お
、
田
窪
論
文
の
冒
頭
部
分
に
は
次
の
文
が
あ
っ
た
。

こ
の
「
―
化
」
は
、
基
本
的
に
は
相
言
語
幹
、
体
言
語
幹
か
ら
起

動
相
（inchoative

          
）
の
用
言
語
幹
を
形
成
す
る
接
辞
的
要
素
で

あ
り
、「
す
る
」
を
つ
け
て
状
態
変
化
を
表
す
動
詞
と
な
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、「
―
化
」
の
接
し
た
肥
大
形
の
意
味
は
、「
孤
立
化
」

を
例
に
す
る
と
、「
孤
立
し
始
め
る
よ
う
に
変
化
す
る
／
変
化
さ
せ
る
」

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
論
の
中
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
遂
に

言
及
さ
れ
ず
に
終
っ
て
い
る
。

四　

肥
大
形
の
実
態

　

本
稿
の
準
備
を
進
め
て
い
る
お
り
し
も
、
北
部
ア
フ
リ
カ
に
関
す
る

報
道
に
、「
急
速
に
緊
迫
し
た
リ
ビ
ア
情
勢
」「
緊
迫
の
度
合
を
増
し
て

い
る
」
な
ど
の
表
現
が
あ
っ
た
。「
緊
迫
」
で
十
分
だ
と
思
う
こ
の
表

現
に
ま
じ
っ
て
「
緊
迫
化
」
も
み
え
た
。
こ
の
例
の
よ
う
に
、
そ
し
て

「
孤
立
」「
孤
立
化
」
の
よ
う
に
、
一
つ
の
事
態
に
原
形
と
肥
大
形
が
共

存
し
た
り
、
一
つ
の
事
柄
が
人
や
報
道
機
関
に
よ
っ
て
両
形
に
わ
か
れ

た
り
す
る
実
例
が
多
い
。
紙
幅
が
惜
し
い
の
で
、
い
く
つ
か
の
語
に
絞

っ
て
肥
大
形
使
用
の
実
態
を
み
る
こ
と
に
し
、
対
象
語
を
冒
頭
に
太
字

で
掲
げ
る
。

固
有
化　

朝
日
新
聞
「
私
の
視
点
」
欄
、
海
中
に
コ
ン
ブ
の
森
を
作
ろ

う
と
い
う
、
技
術
士
の
提
案
で
あ
る
（2001.10.1

         
）。

・
光
合
成
に
よ
っ
て
二
酸
化
炭
素
を
固
定
す
る
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・
日
本
が
放
出
す
る
二
酸
化
炭
素
の
半
分
程
度
を
固
定
化
で
き
る

・
熱
帯
雨
林
の
２
倍
以
上
の
二
酸
化
炭
素
を
固
定
す
る

第
二
例
を
「
固
定
」
と
し
な
い
理
由
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

共
有
化　

次
に
掲
げ
る
の
は
、
部
落
問
題
解
決
の
方
策
に
つ
い
て
論
じ

た
文
章
か
ら
の
引
用
で
あ
る
（
こ
ぺ
る
刊
行
会
『
こ
ぺ
る
』213

 
  　

pp.8

    

〜9  　

2010.12

       
）。

・
部
落
問
題
を
「
部
落
外
の
人
た
ち
と
共
有
す
る
」
こ
と

・
肝
心
な
の
は
「
校
区
で
事
件
を
共
有
化
す
る
」
こ
と

・「
問
題
を
共
有
す
る
立
場
」
を
と
る
の
か
と
い
う
こ
と

・「
校
区
で
事
件
を
共
有
化
で
き
る
か
ど
う
か
」

出
現
順
に
あ
げ
た
の
だ
が
、「
共
有
」
と
「
共
有
化
」
に
差
が
あ
る
と

は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。

　

こ
の
対
に
つ
い
て
、
今
夏
、
興
味
ぶ
か
い
実
例
に
接
し
た
。
テ
レ
ビ

番
組
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル　

東
日
本
大
震
災
・
３
カ
月
」（2011.6.
        

11   
）
の
中
で
、
宮
城
県
幹
部
の
「
東
京
の
人
た
ち
に
ど
う
共
有
化
さ
れ

て
い
る
の
か
」
と
い
う
談
話
が
、
字
幕
に
は
「
共
有
さ
れ
て
い
る
か

云
々
」
と
出
た
の
で
あ
る
。
報
道
に
お
い
て
、
見
出
し
類
と
本
文
の
間

で
テ
ニ
ヲ
ハ
の
異
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
受
診
と
聴
取
―
―
日
本
語

雑
記
・
六
―
―
」（『
成
城
文
藝
』214

 
  　

2011.3

      
）
に
か
い
た
。
見
出
し
類

に
は
字
数
を
節
約
す
る
た
め
に
無
理
を
冒
す
の
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い

も
そ
の
一
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
談
話
の
「
共
有
化
」
を
、
字
幕
で

「
共
有
」
に
訂
し
た
と
い
う
解
釈
も
で
き
る
。
そ
れ
が
当
た
っ
て
い
た

ら
、
日
本
語
の
使
用
に
秀
で
た
人
の
作
っ
た
字
幕
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

顕
在
化　

潜
在
化 　
「
顕
在
」「
潜
在
」
の
二
語
は
特
別
扱
い
す
べ
き
だ

と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。「
開
放
」「
減
退
」「
分
散
」
な
ど
丙
類
の

二
字
漢
語
は
上
下
と
も
に
動
作
動
詞
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
二
語

に
限
っ
て
、
上
字
は
動
作
動
詞
だ
が
、
下
字
は
存
在
動
詞
で
あ
る
。
複

合
動
詞
の
文
法
性
は
下
位
成
分
が
担
う
。
あ
え
て
「
在
」
を
添
え
て
存

在
の
意
味
を
表
わ
し
た
の
に
、
そ
れ
を
無
視
し
て
動
作
性
の
表
現
に
戻

す
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
現
に
『
日
国
大
』
は
「
顕
在
」
の
語
義

を
、「
物
事
が
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
」
と
し
て

い
る
。
だ
が
、
現
実
は
大
き
く
異
な
る
。

　

ま
ず
雑
誌
論
文
か
ら
（『
國
語
國
文
』72

 
 

－4  　

2003

    
）。

・
ヲ
を
省
略
す
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
ヲ
を
顕
在
さ
せ
な
い
こ
と

は
（p.1

   
）

・
必
ず
し
も
顕
在
化
さ
せ
る
必
要
の
な
か
っ
た
ら
し
い
格
助
詞
ヲ

の
あ
り
よ
う
の
変
化
（p.2

   
）

・
格
助
詞
ゼ
ロ
が
、
ガ
・
ノ
の
顕
在
と
並
ぶ
、（p.3

   
）

・
潜
在
し
て
い
た
格
助
詞
の
顕
在
化
、
新
た
に
潜
在
化
す
る
格
助
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詞
の
実
態
（p.15

    
）

日
本
語
史
に
関
す
る
Ｙ
氏
の
論
文
で
あ
る
が
、
原
形
・
肥
大
形
合
わ
せ

て
四
語
を
こ
の
よ
う
に
使
い
わ
け
る
必
要
が
ほ
ん
と
う
に
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。

　

同
じ
人
の
論
文
『
岩
波
講
座 
日
本
語
』
７
か
ら
も
一
つ
。

主
格
助
詞
ガ
の
顕
在
化
と
対
比
す
べ
き
近
代
語
の
特
徴
と
言
っ
て

い
い
で
あ
ろ
う
。（p.326

     
）

集
約
化　

今
春
の
三
月
四
日
、
全
国
農
業
協
同
組
合
中
央
会
が
、
将
来

の
農
業
の
担
い
手
に
な
る
農
家
に
農
地
を
集
約
す
べ
き
だ
と
い
う
提
言

を
発
表
し
た
。
そ
の
夜
九
時
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ネ
ッ
ト
配
信
ニ
ュ
ー
ス
に
は
、

「
農
地
を
集
約
し
て
」「
農
地
を
集
約
す
べ
き
だ
」「
農
地
の
集
約
化
」

の
表
現
が
見
ら
れ
、
廿
三
時
の
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
は
「
農
地
の
集

約
化
」
が
あ
っ
た
。
毎
日
新
聞
・
産
經
新
聞
・
時
事
通
信
・
讀
賣
新
聞

の
各
ネ
ッ
ト
配
信
記
事
で
も
お
お
む
ね
「
農
地
の
集
約
」
で
あ
り
、
中

日
新
聞
の
紙
面
に
は
「
集
約
」
だ
け
が
あ
っ
た
。
ネ
ッ
ト
配
信
で
も
、

フ
ジ
サ
ン
ケ
イ
ビ
ジ
ネ
ス
ア
イ
の
見
出
し
に
は
「
農
地
集
約
を
掲
げ

云
々
」
と
あ
り
、
本
文
に
は
「
こ
の
規
模
に
集
約
化
を
進
め
る
」「
農

地
集
約
を
打
ち
出
す
」
が
あ
っ
た
。

 　
「
農
地
集
約
」
の
よ
う
な
四
字
熟
語
に
は
化
の
削
ら
れ
る
傾
向
が
あ

り
、
そ
れ
は
他
の
語
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

安
定
化　

本
稿
準
備
中
の
四
月
十
七
日
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の

事
故
処
理
の
工
程
表
を
、
東
京
電
力
の
会
長
が
記
者
会
見
で
発
表
し
た
。

そ
の
夜
の
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
冒
頭
で
は
原
子
炉
の
「
安
定
化
」

を
、
あ
と
の
同
じ
文
脈
で
は
「
安
定
」
を
用
い
た
。
そ
れ
が
発
表
資
料

に
あ
っ
た
文
言
か
否
か
、
翌
朝
の
新
聞
で
は
知
り
え
ず
、
そ
の
後
の
ラ

ジ
オ
の
報
道
で
は
概
ね
「
安
定
化
」
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
前
後
の
朝
日
新
聞
か
ら
ひ
く
。

　
　

３
号
機
の
安
定
焦
点
（5.16

    
朝
刊
第
二
面　

見
出
し
）

　
　

原
発
安
定　

道
険
し
（5.18

    
朝
刊
第
二
面　

見
出
し
）

　
　

第
一
原
発
の
安
定
化
に
向
け
た
工
程
表
（
同
右　

リ
ー
ド
）

　
　

安
定
し
た
状
態
に
持
っ
て
い
く
と
と
も
に
（
同
右　

本
文
）

分
散
化　

や
は
り
東
日
本
大
震
災
に
関
連
す
る
報
道
で
、
六
月
七
日
の

朝
日
新
聞
朝
刊
は
、「
全
国
主
要100

   
社　

景
気
ア
ン
ケ
ー
ト
」
と
副
題

し
て
、「
震
災　

リ
ス
ク
分
散
迫
る
」
と
い
う
記
事
を
組
ん
だ
。
リ
ー

ド
に
も
「
震
災
を
経
験
し
た
企
業
の
多
く
は
、
リ
ス
ク
分
散
な
ど
事
業

の
見
直
し
を
進
め
て
い
る
。」
と
あ
る
。
本
文
中
に
は
、「
汎
用
部
品
で

仕
入
れ
先
の
分
散
化
を
検
討
し
始
め
た
」「
本
社
機
能
や
生
産
拠
点
の

分
散
化
を
検
討
」
と
あ
る
。
複
合
語
と
そ
れ
以
外
と
に
微
妙
な
使
い
分

け
を
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
分
散
化
」
は
よ
く
わ
か
ら
ぬ
表
現
で
あ
る
。
民
主
党
政
権
が
誕
生
し
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て
間
も
な
く
、
春
と
秋
の
い
わ
ゆ
る
大
型
連
休
に
つ
い
て
、
全
国
を
い

く
つ
か
の
地
域
に
わ
け
、
そ
の
連
休
の
時
期
を
ず
ら
そ
う
と
い
う
構
想

が
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
構
想
発
表
の
当
初
か
ら
「
分
散
化
」
で
あ

っ
た
。
な
ぜ
「
分
散
」
で
な
い
の
か
わ
か
ら
な
い
、
と
思
っ
て
い
る
う

ち
に
こ
の
構
想
は
立
ち
消
え
に
な
っ
た
。

細
分
化　

こ
れ
に
も
前
項
に
似
た
現
象
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
夏
、
東
京

電
力
管
内
で
は
電
力
不
足
が
懸
念
さ
れ
て
計
画
停
電
の
実
施
が
発
表
さ

れ
た
。
管
内
の
地
域
を
細
か
く
分
け
、
時
間
も
細
か
く
分
け
て
実
施
す

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
構
想
は
発
表
当
初
か
ら
「
細

分
化
」
で
報
ぜ
ら
れ
た
。

　
　

計
画
停
電
区
域　

よ
り
細
分
化
…

 

（
讀
賣
新
聞
配
信
ネ
ッ
ト
記
事
見
出
し3.22

    
）

　
　

対
象
区
域
を
こ
れ
ま
で
よ
り
細
分
化
し
（
同
右
本
文
）

　

こ
と
は
何
も
計
画
停
電
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
東
日
本
大
震

災
以
前
の
新
聞
報
道
で
あ
る
が
、
気
象
庁
が
、
遠
方
か
ら
の
津
波
の
予

測
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
内
閣
府
が
「
津
波
避
難
の
た
め
の
指
針
」
を

ま
と
め
る
こ
と
を
報
じ
た
記
事
が
あ
る
。
そ
の
見
出
し
は
「
デ
ー
タ
細

分
化
し
／
津
波
予
測
を
向
上
」
で
あ
り
、
本
文
に
は
「
新
シ
ス
テ
ム
で

は
遠
洋
で
２
・
５
キ
ロ
四
方
に
、
近
海
で
は
０
・
９
キ
ロ
四
方
ま
で
細

分
化
す
る
。」
と
あ
る
（
朝
刊2011.2.27

         
）。

　

岩
波
新
書
『
こ
と
ば
と
思
考
』（2010

    
）
は
、
認
知
科
学
・
言
語
心

理
学
の
専
門
家
の
か
い
た
本
で
あ
る
。
当
然
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
の
建
て
方
に
関
わ
る
話
が
出
て
く
る
。
そ
の
第
１
章
に
、

　
「
ウ
マ
」
を
農
耕
用
の
ウ
マ
、
競
走
用
の
ウ
マ
、
な
ど
に
よ
っ
て
、

細
か
く
区
別
し
、
ま
っ
た
く
別
の
名
前
を
つ
け
て
、（p.24

    
）

言
語
学
が
、
そ
の
話
し
手
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
モ
ノ
に
対
し

て
は
、
細
か
く
名
前
を
区
別
す
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。（p.26

    
）

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
後
者
は
、「
細
分
化
さ
れ
る
基
礎
語
」
と
題
さ

れ
た
節
の
第
一
文
で
あ
る
。

　

前
引
の
箇
所
と
は
異
な
る
第
３
章
に
は
次
の
記
述
も
あ
る
。

二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
し
か
持
た
な
い
言
語
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
さ

ら
に
細
分
化
し
、
四
つ
、
五
つ
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
分
け
て
い
く
言
語
も
あ
る
の
で
あ
る
。（p.122

      
）

右
に
み
た
よ
う
に
、「
細
か
く
区
別
す
る
」「
そ
れ
以
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
分
け
て
い
く
」
と
い
う
句
に
よ
る
表
現
が
、
名
詞
に
な
る
と
「
細
分

化
」
に
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

孤
立
化　

本
稿
の
発
端
に
な
っ
た
「
孤
立
化
」
は
朝
日
新
聞
に
見
た
も

の
で
あ
っ
た
。
他
紙
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
讀
賣
新
聞
の
論
説
「
地
球

を
読
む
」
に
は
、〔
反
テ
ロ
の
戦
い
〕
の
主
題
の
も
と
、
見
出
し
に
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「
広
範
な
支
援
の
下
で　

過
激
な
原
理
主
義
を
孤
立
化
」、
本
文
に
「
原

理
主
義
者
の
中
の
過
激
な
分
子
を
孤
立
さ
せ
る
こ
と
に
大
目
標
が
あ
っ

た
の
に
、」
が
あ
る
（2001.9.24

         
朝
刊
）。
傍
線
部
は
同
義
語
と
解
釈
し

う
る
。
こ
れ
が
意
識
的
な
使
用
な
ら
、
自
動
詞
「
孤
立
」
の
、「
化
」

に
よ
る
使
役
動
詞
化
と
み
え
る
。

　

中
日
新
聞
朝
刊
（9.23

    
）
に
は
、
見
出
し
に
「
Ｕ
Ａ
Ｅ
、
タ
リ
バ
ン

と
断
交　

ア
フ
ガ
ン
政
権　

深
ま
る
孤
立
」、
本
文
に
「
同
政
権
の
孤

立
は
一
段
と
深
ま
る
。」
と
し
て
い
る
。
日
本
経
済
新
聞
（9.23

    
）
も
、

リ
ー
ド
の
中
に
「
タ
リ
バ
ン
の
国
際
的
孤
立
は
一
段
と
深
ま
っ
た
。」

と
書
い
て
い
る
。
新
聞
の
表
現
も
一
様
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

五　

時
代
か
人
か

　

自
動
詞
と
他
動
詞
の
区
別
は
ど
う
し
て
決
ま
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
疑

問
を
論
じ
た
、
認
知
言
語
学
者
の
短
い
が
興
味
ぶ
か
い
文
章
が
あ
る
。

題
し
て
、「
動
詞
と
人
間
の
「
は
か
ら
い
」」（
大
修
館
書
店
『
言
語
』

2009.5

      
）。
物
事
に
は
放
置
す
る
と
自
然
に
行
き
着
く
先
が
あ
る
の
だ

と
思
う
と
し
て
、「
劣
化
」「
鈍
化
」「
悪
化
」
な
ど
を
あ
げ
た
中
に

「
肥
満
化
」
が
あ
る
。
ほ
か
に
、「
風
化
」「
砂
漠
化
」「
世
俗
化
」
な
ど

に
加
え
て
あ
げ
た
「
欧
米
化
」
も
悪
化
な
の
か
と
い
う
。
そ
し
て
「
衰

退
化
」「
老
朽
化
」
で
、
こ
う
し
た
自
動
詞
に
は
明
る
い
方
向
の
対
義

語
が
な
い
と
い
う
。
長
ら
く
中
間
構
文
を
考
え
て
い
る
著
者
の
、
語
と

意
味
の
間
の
微
妙
な
関
係
を
論
じ
文
章
で
あ
る
が
、
化
に
は
関
心
が
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

た
ま
た
ま
読
ん
で
い
た
、
Ｈ
氏
の
論
文
集
に
は
「
固
定
」
の
用
例
が

い
く
つ
か
み
ら
れ
た
。
初
め
は
『
日
本
語
の
史
的
研
究
』（
臨
川
書
店

1984

    
）。
文
脈
が
関
与
し
な
い
の
で
短
く
ひ
く
。

・
そ
の
拗
音
形
が
、
固
定
す
る
に
至
ら
な
い
の
は
、（p.70

    
）

・
一
つ
の
独
立
し
た
形
と
し
て
、
話
し
手
の
頭
（
記
憶
）
の
中
で

固
定
し
、（p.120

     
）

続
い
て
『
續
朝
鮮
資
料
に
よ
る
日
本
語
研
究
』（
同1983

    
）
か
ら
。

・
そ
の
ま
ま
の
形
で
固
定
し
て
現
代
語
ま
で
伝
え
ら
れ
た

（p.73

    
）

・
し
か
も
、
語
に
よ
っ
て
は
、
促
音
形
が
固
定
し
て
、（p.76

    
）

・
促
音
音
韻
の
後
続
音
と
し
て
は
ｐ
、
と
い
う
分
化
が
次
第
に
固

定
す
る
様
に
な
る
（p.78

    
）

い
ず
れ
も
半
世
紀
か
そ
れ
以
上
さ
か
の
ぼ
る
時
期
の
執
筆
で
、
あ
と
の

三
例
は
一
論
文
中
に
み
え
る
も
の
で
あ
る
。
Ｈ
氏
は
原
形
の
「
固
定
」

だ
け
で
、
肥
大
形
は
用
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

右
と
対
比
す
る
意
味
で
、
発
端
の
節
に
引
い
た
Ｍ
氏
の
敬
語
史
の
論
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文
を
、
あ
ら
た
め
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
Ａ
五
判
九
十
ペ
イ
ジ
の
長

篇
で
あ
る
。

・
古
体
の
和
歌
な
ど
、
位
相
上
の
限
定
化
、
固
定
化
が
顕
著
で
あ

る
。（p.127
     
）

・
や
が
て
、「
ま
す
」
の
限
定
、
固
定
化
が
進
み
、（p.127

     
）

・「
御
格
子
ま
ゐ
る
」
な
ど
固
定
化
し
た
言
い
方
は
別
と
し
て

（p.144

     
）

・
承
接
す
る
動
詞
が
固
定
化
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、（p.162

     
）

・
承
接
関
係
の
固
定
化
を
除
け
ば
、（p.162

     
）

こ
の
論
者
に
は
、
原
形
を
探
す
こ
と
が
難
し
い
ほ
ど
、
肥
大
形
が
多
い
。

　

本
稿
で
、
そ
の
著
者
名
を
ロ
ー
マ
字
綴
り
の
頭
文
字
で
か
い
た
三
氏

は
、
い
ず
れ
も
顕
著
な
業
績
の
あ
る
日
本
語
学
の
先
達
で
あ
る
。
そ
の

生
年
は
、
Ｈ
氏
が
大
正
二
年
、
Ｍ
氏
が
昭
和
五
年
、
Ｙ
氏
が
昭
和
八
年
。

Ｈ
氏
と
Ｙ
氏
の
年
齢
差
は
二
十
で
あ
る
が
、
Ｙ
氏
は
Ｈ
氏
の
愛
弟
子
で

あ
っ
た
。

　

さ
て
、
第
三
節
に
あ
げ
た
野
村
論
文
に
「
用
言
語
基
＋
化
」
と
し
て

例
示
さ
れ
た
語
は
三
つ
で
あ
る
。「
体
言
＋
化
」「
相
言
＋
化
」
の
五
語

に
比
べ
て
少
な
い
の
は
、
当
時
の
肥
大
形
の
少
な
さ
を
意
味
す
る
の
で

は
な
い
か
。
野
村
論
文
に
使
わ
れ
た
資
料
は
、〈
国
立
国
語
研
究
所
報

告
〉　

『
現
代
新
聞
の
漢
字
』（1967

    
）
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
前
年
、

５６

朝
日
、
毎
日
、
讀
賣
三
紙
の
一
年
間
の
使
用
実
態
に
よ
っ
て
い
る
。
同

報
告
の
第
Ⅱ
表
「
用
語
例
数
」
に
よ
る
と
、
接
辞
「
化
」
の
使
用
度
数

は
四
十
四
で
、
例
示
さ
れ
た
三
語
は
「
近
代
〜
・
機
械
〜
・
自
由
〜
」、

体
言
か
相
言
に
よ
る
も
の
ば
か
り
で
、
用
言
語
基
は
含
ん
で
い
な
い
。

そ
れ
に
比
べ
て
、
本
稿
で
み
て
き
た
実
態
は
近
年
の
変
化
を
示
す
の
だ

ろ
う
か
。

　

右
の
よ
う
に
考
え
て
、
中
日
新
聞
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
若
干
の
語
に

つ
い
て
、
過
去
二
十
年
間
の
変
化
を
調
べ
て
み
た
。
そ
の
結
果
が
左
記

の
表
で
、
下
段
が
原
形
の
文
字
列
の
数
、
上
段
が
そ
の
う
ち
の
肥
大
形

の
数
で
あ
る
。
実
例
を
あ
げ
る
紙
幅
が
な
い
の
で
、
文
字
列
だ
け
の
単

純
な
比
較
で
あ
る
。
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２０１０２０００１９９０　年度

５３９０３３固定化

９２７６３０９８９固　定

１１０１２２３９沈静化

１１６１２６４２沈　静

０００終結化

２７７３６４３９５終　結

０００腐乱化

７８４腐　乱

３８２７２１分散化

２９７３４７２９９分　散



　

結
論
は
、
二
十
年
間
で
は
時
期
に
よ
る
変
化
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。「
沈
静
」
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
が
肥
大
形
で
あ
る
。

一
方
、
全
用
例
が
十
九
し
か
な
い
「
腐
乱
」
は
す
べ
て
原
形
で
あ
る
。

生
体
と
し
て
の
活
動
が
停
止
し
た
瞬
間
か
ら
腐
乱
が
進
む
に
き
ま
っ
て

い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
一
千
例
を
超
え
る
原
形
だ
け
の
「
終
結
」
に
肥

大
形
が
な
い
の
は
、
あ
る
動
き
の
最
終
点
に
着
目
す
る
語
だ
か
ら
で
あ

ろ
う
。「
腐
乱
化
」「
終
結
化
」
と
も
、
あ
る
古
代
史
学
者
の
著
書
に
一

例
ず
つ
見
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。

　

せ
め
て
昭
和
初
期
以
来
の
数
値
が
得
ら
れ
た
ら
、
も
う
少
し
踏
み
こ

ん
だ
考
察
が
で
き
た
に
違
い
な
い
が
、
現
在
の
わ
た
し
の
利
用
で
き
る

資
料
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
。

　

Ｍ
氏
よ
り
年
長
の
Ｈ
氏
に
は
肥
大
形
の
使
用
が
み
ら
れ
ず
、
わ
た
し

の
五
年
先
輩
で
あ
る
Ｙ
氏
は
原
型
と
肥
大
形
の
間
で
揺
れ
て
い
る
感
じ

で
あ
っ
た
。
接
辞
「
化
」
の
力
の
衰
え
と
い
う
、
時
代
の
動
向
が
底
流

に
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
、
こ
れ
を
用
い
る
人
の
感
性
・
言

語
感
覚
の
作
用
す
る
側
面
が
は
る
か
に
大
き
い
に
違
い
な
い
、
わ
た
し

は
そ
う
考
え
て
い
る
。

六　

結　
　

語

　

本
稿
と
は
別
に
、
わ
た
し
は
こ
の
夏
、
連
載
エ
ッ
セ
イ
「
日
本
語
雑

記
」
の
第
八
と
し
て
「
接
辞
の
陥
穽
」
を
か
い
た
（『
成
城
文
藝
』216

 
   

2011.9

      
）。
そ
こ
で
は
、
字
音
接
辞
「
性
」「
論
」
の
か
ら
む
「
関
係

性
」「
方
向
性
」「
方
法
論
」
の
三
語
を
と
り
あ
げ
て
論
じ
た
。
結
論
は
、

こ
の
三
語
に
お
い
て
は
、
接
辞
の
有
無
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
も
た
な
い

状
況
が
顕
著
だ
と
い
う
こ
と
、
接
辞
を
そ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
級
な

内
容
で
あ
る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
接
辞

は
便
利
で
魅
力
あ
る
語
で
あ
る
が
、
そ
の
魅
力
は
ま
た
危
険
な
陥
穽
で

も
あ
る
。
そ
う
し
た
自
戒
の
意
味
を
こ
め
て
そ
の
文
章
を
か
い
た
。

　

前
稿
の
字
音
接
辞
「
性
」「
論
」
の
あ
り
方
に
比
べ
る
と
、
は
る
か

に
広
範
囲
に
及
ぶ
化
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
断

定
的
な
解
釈
を
下
し
う
る
自
信
は
な
い
が
、
現
段
階
で
は
次
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
。

 　
「
性
」「
論
」
と
は
異
な
っ
て
多
く
の
語
に
接
す
る
化
は
、
動
詞
で
あ

る
こ
と
を
示
す
機
能
と
認
識
し
て
お
り
さ
え
す
れ
ば
、
対
象
の
二
字
漢

語
が
相
言
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
に
迷
わ
な
く
て
も
す
む
。
漢
詩
漢
文

が
日
本
人
の
教
養
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
一
世
紀
、
漢
語
の
知
識
は
い
よ
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い
よ
乏
し
く
な
る
ば
か
り
で
あ
る
。
第
二
節
に
か
い
た
よ
う
に
、
わ
た

し
自
身
、「
乾
燥
」「
老
朽
」「
硬
直
」
な
ど
を
相
言
と
知
る
こ
と
な
く

す
ご
し
て
き
た
。
従
っ
て
、
と
り
あ
え
ず
化
を
つ
け
て
お
け
ば
動
詞
に

な
る
、
そ
の
よ
う
に
怠
惰
な
思
考
が
こ
れ
の
使
用
を
は
び
こ
ら
せ
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

第
一
節
に
か
い
た
よ
う
に
、
化
の
接
尾
語
化
が
進
ん
だ
の
は
明
治
期

か
ら
大
正
期
に
か
け
て
ら
し
い
。
以
来
百
年
た
っ
た
。
こ
と
ば
に
も
耐

用
年
数
が
あ
る
。
当
初
担
っ
て
い
た
機
能
が
、
の
ち
の
人
々
に
意
識
さ

れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
の
は
言
語
の
宿
命
で
あ
ろ
う
。「
性
」「
論
」

と
は
異
な
り
、
化
は
余
り
に
も
広
範
囲
に
用
い
ら
れ
る
た
め
に
、
そ
の

機
能
が
十
分
に
自
覚
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
れ
が
、
現

在
の
わ
た
し
が
到
達
し
え
た
暫
定
結
論
で
あ
る
。

 

（
二
千
十
一
年
十
月
）

 

（
く
ど
う
・
り
き
お　

元
成
城
大
学
教
授
）
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