
読
点
の
打
ち
方
―
国
語
教
師
の
為
に
―

1

或
る
日
の
大
学
院
の
授
加東
で
'
外
国
人
留
学
生
か
ら
読
点
に
つ
い
て
質
問

さ
れ
た
｡
日
本
語
で
は
何
処
に
読
点
を
打
て
ば
い
い
の
か
よ
く
解
ら
な
い
t

と
言
ふ
｡
そ
こ
で
'
出
席
者
に
問
う
て
み
た
と
こ
ろ
'
驚
い
た
事
に
'
確
か

な
答
へ
は
何
も
返
っ
て
来
な
い
｡
現
職
国
語
教
師
を
含
む
大
学
院
生
達
が
､

読
点
の
機
能
に
つ
い
て
も
そ
の
打
ち
方
に
つ
い
て
も
'
確
か
な
事
は
殆
ど
何

も
知
ら
ず
に
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

1
般
人
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
'
国
語
教
育
に
携
は
る
べ
き
彼
等
が
そ
ん
な
事

で
は
､
甚
だ
心
許
無
い
｡

『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
』
で
も
読
点
は

｢言
語

事
項
｣
の
一
つ
と
し
て
明
記
さ
れ
て
を
り
'
彼
等
は
そ
れ
を
弁
へ
て
ゐ
る
べ

き
立
場
に
あ
る
の
で
あ
る
｡

彼
等
に
も
'
同
情
出
来
る
部
分
が
な
い
訳
で
も
な
い
｡
読
点
そ
の
も
の
に
'

規
則
と
し
て
捉
へ
に
く
い
唆
味
な
性
質
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
ま
た
'
読
点

に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
を
見
て
も
､
管
見
の
限
り
で
は
､
納
得
し
て
す
ぐ

に
役
立
て
ら
れ
る
や
う
な
説
明
は
見
当
ら
な
い
｡
打
つ
べ
き
箇
所
が
未
整
理

の
倭
列
挙
さ
れ
て
ゐ
た
り
､
文
学
作
品
に
お
け
る
句
読
法
の
特
徴
に
重
点
が

置
か
れ
て
ゐ
た
り
で
､
そ
の
僅
全
体
像
を
把
握
し
実
用
に
供
す
る
と
い
ふ
具

梅
原

恭
則

(信
州
大
学
教
育
学
部
)

合
に
は
行
か
な
い
｡

そ
こ
で
､
こ
の
稿
で
は
､
読
点
に
ど
の
や
う
な
性
質
が
あ
り
'
そ
の
打
ち

方
に
ど
ん
な
原
則
が
存
在
す
る
か
'
改
め
て
考

へ
て
み
る
事
に
す
る
｡
言
ふ

な
ら
ば
そ
れ
は
'
読
点
の
基
本
を
実
用
文
本
位
に
確
認
す
る
と
い
ふ
に
過
ぎ

な
い
が
､
国
語
教
師
や
そ
れ
を
目
指
す
人
達
に
何
が
し
か
で
も
役
立
て
ば
幸

ひ
で
あ
る
｡

2

2
-
1

周
知
の
如
く
'
読
点
は
'
好
き
勝
手
に
何
処
に
で
も
打
て
る
も
の
で
は
な

い
｡
だ
が
'
そ
の
反
面
､
実
際
の
打
ち
方
に
客
観
的
な
基
準
が
見
出
し
に
く

い
事
も
確
か
で
あ
る
｡

｢そ
の
使
い
方

(句
読
法
)
が
'
厳
密
に
規
定
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
も
な
く
｣

(文
献
1
)
と
か
､

｢日
本
語
で
は
'
句
と
う
法

が
確
立
し
て
い
な
い
｣

(文
献
2
)
な
ど
と
い
っ
た
指
摘
が
屡
々
な
さ
れ
る

の
は
'
そ
の
や
う
な
唆
昧
さ
の
故
で
あ
る
｡

そ
れ
は
'
読
点
が
､

l
つ
の
基
準
に
随
つ
て
打
た
れ
る
の
で
は
な
く
'
幾

つ
か
の
基
準
に
よ
っ
て
､
し
か
も
そ
れ
ら
を
混
在
さ
せ
た
債
打
た
れ
る
か
ら



で
あ
る
｡
打
ち
方
の
基
準
と
し
て
は
'

一
般
に
､

川
論
理
的
な
意
味
の
繋
が
り
を
考
へ
て
用
ゐ
る
場
合

は専
ら
息
の
段
落
や
口
調
本
位
で
用
ゐ
る
場
合

偶心
理
的
に
適
度
と
思
ふ
基
準

(癖

･
好
み
な
ど
)
で
用
ゐ
る
場
合

糾特
殊
な
表
現
意
図
に
随
つ
て
用
ゐ
る
場
合

(特
に
芸
術
的
文
章
)

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が

(文
献
3
)
'
更
に
多
く
の
要
因
と
の
関
係
も
指
摘

さ
れ
て
ゐ
る
｡

句
読
点
は
･
ィ轡
.
琴

･

呼
吸

･
意
味

(論
理
)

･
文
脈

･
文
構
造

･

文
体
に
関
わ
る
､
重
要
で
'
そ
れ
自
体

r全
休
的
｣
な
'
文
の
標
識

(

m
a
r
k
)
で
あ
る
｡

(文
献
4
､
五
七
頁
)

こ
の
や
う
な
点
で
､
確
か
に
読
点
は
'

極
言
す
れ
ば
､
文
体
と
は
'

一
種
の
呼
吸
法
で
あ
る
と
私
は
思
う
｡

(中
略
)
そ
し
て
句
読
法
と
は
'
技
術
的
な
区
切
り
の
こ
と
で
は
な
く

て
'
文
体
そ
の
も
の
の
流
れ
､
そ
こ
に
存
在
す
る
自
然
な
息
づ
か
い
を

意
味
す
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
｡

(文
献
5
)

と
も
言
へ
る
､
複
雑
微
妙
な
性
質
を
持
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

2
-
2

し
か
し
'
読
点
の
基
本
､
或
い
は
国
語
教
育
へ
の
寄
与
と
い
ふ
事
で
言
へ

ば
'
そ
れ
程
難
し
く
考

へ
る
必
要
は
な
い
｡
文
献
3
で
挙
げ
ら
れ
た
切
や
紺

が
基
本
的
な
も
の
で
な
い
事
は
明
ら
か
だ
L
t

t幻に
し
て
も
'

意
味
を
無
祝
し
た
息
の
切
り
方
と
い
う
も

のは
現
実
に
は
な
い
わ
け
で

は
な
い
の
に
'
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
書
い
て
見
せ
ら
れ
る
と
到
底
承
服
し

か
ね
る
と
い
う
の
は
､
人
が
文
字
言
語
と
い
う
も
の
を
単
な
る
音
声
言

語
の
写
し
や
身
代
り
と
見
て
い
る
の
で
は
な
く
､
意
味
を
表
わ
し
伝
え

る
確
実
有
効
な
手
段
と
見
て
､
大
き
な
期
待
を
か
け
て
い
る
こ
と
を
表

わ
し
て
い
る
｡

そ
う
い
う
原
則
論
か
ら
行
く
と
'
意
味
本
位
で
な
い
句
読
法
な
ど
と

い
う
も
の
は
文
字
ど
お
り
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
-(文

献
6
)

と
富
は
れ
る
通
り
で
'
読
点
の
本
質
は

｢意
味
｣
に
あ
る
と
考
へ
て
よ
い
か

ら
で
あ
る
｡

文
は
本
来
'
独
立
し
た

一
つ
の
表
現
行
為
に
よ
る
産
物
で
'
意
味
的
に
も

一
樟
ま
り
の
統

1
体
で
あ
る
｡

｢文
意
J
と
俗
に
呼
ん
で
ゐ
る
の
が
そ
れ
で
'

随
つ
て
､
文
の
中
に
意
味
の
切
れ
目
が
あ
る
等
は
な
い
｡
切
れ
ず
に
文
末
ま

で
連
な
る
か
ら
こ
そ
'

一
文
で
あ
り
'
文
意
な
の
で
あ
る
｡
し
か
し
て
'
そ

の
限
り
に
お
い
て
'
読
点
の
必
要
は
な
い
｡
文
の
切
れ
目
'
即
ち
文
末
を
示

す
句
点
が
あ
れ
ば
事
足
り
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
'

一
つ
の
表
現
行
為
､
即
ち
文
で
複
梓
多
岐
に
亘
る
内
容
を
表
現

し
ょ
う
と
す
る
と
'
文
は
ど
う
し
て
も
長
く
な
る
｡
さ
う
す
る
と
今
度
は
､

そ
の
や
う
な
長
い
文
の
意
味
を
辿
り
'
文
意
を

一
撞
ま
り
の
も
の
と
し
て
把

握
す
る
事
が
困
総称
に
な
る
｡
文
が
長
く
な
れ
ば
な
る
担
'
文
意
も
錯
椎
混
迷

し
て
解
り
に
く
く
な
る
｡
そ
ん
な
時
､
我
々
は
そ
れ
を
'
適
宜
幾
つ
か
の
部

分
に
分
け
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
｡
各
々
の
部
分
を
先
づ
把
握
し
､
そ
れ
ら
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相
互
の
関
係
を
辿
る
方
が
'
全
件
を

一
纏
ま
り
の
任
捉
へ
る
よ
り
も
容
易
だ

か
ら
で
あ
る

(注
1
)
｡

つ
ま
り
､
文
中
に
放
つ
か
の
意
味
の
纏
ま
り
､
逆
に
言
へ
ば
切
れ
目
を
設

け
る
訳
だ
が
'
さ
う
し
た
意
味
上
の
切
れ
目
を
視
覚
的
に
明
示
L
t
そ
れ
に

よ
っ
て
文
意
の
把
握
を
助
け
る
の
が
読
点
で
あ
る
｡
読
点
を
打
つ
事
で
'
文

意
の
把
握
を
容
易
に
し
よ
-
と
い
ふ
の
で
あ
る

(注
2
)
｡

2
-
3

右
に
述
べ
た
通
り
'
読
点
で
は
､
文
の
長
さ
が
重
要
な
条
件
と
な
る
｡
短

い
文
で
は
読
点
を
打
つ
必
要
は
な
く
'
長
く
な
っ
て
初
め
て
必
要
に
な
る
｡

そ
れ
は
'
言
ふ
ま
で
も
な
く
'
単
な
る
物
理
的
な
長
さ
で
は
な
い
｡
文
が
長

く
な
る
と
文
意
が
把
握
し
に
く
く
な
る
か
ら
､
長
く
な
つ
た
ら
読
点
を
打
つ

と
い
ふ
事
で
'
(
長
さ
故
の
解
り
に
く
さ
)
が
読
点
の
打
ち
方
を
決
定
す
る

基
本
的
な
条
件
な
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
､
(
長
さ
故
の
解
り
に
く
さ
)
に
は
､
絶
対
的
な
基
準
は
あ
り

得
な
い
｡
長
さ
や
解
り
に
く
さ
は
相
対
的
な
も
の
だ
か
ら
'
ど
の
長
さ
に
な

っ
た
ら
長
過
ぎ
る
と
か
､
ど
の
程
度
に
な
っ
た
ら
解
り
に
く
い
と
か
'
そ
ん

な
事
が
決
っ
て
ゐ
る
筈
は
な
い
｡

し
か
し
て
､
(
解
り
に
く
さ
)
の
判
断
は
書
き
手
に
委
ね
ら
れ
､
読
点
の

打
ち
方
も
書
き
手
が
判
断
す
る
事
に
な
る
｡
読
点
を
打
つ
か
打
た
な
い
か
､

或
い
は
何
箇
所
で
打
つ
か
と
い
ふ
や
う
な
事
は
'
書
き
手
が
そ
の
場
そ
の
場

で
判
断
す
る
し
か
な
い
｡

と
す
れ
ば
､
そ
れ
が
主
観
的
な
も
の
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
｡
極
端
な

事
を
吉
へ
ば
'
そ
の
時
そ
の
時
の
気
分
で
す
ら
打
ち
方
が
変
化
し
な
い
と
は

限
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
'
基
本
的
な
使
用
条
件
が
(
長
さ
故
の
解
り
に
く
さ
)

で
あ
る
以
上
､
読
点
の
打
ち
方
に
'
本
来
'
絶
対
的
な
基
準
は
あ
り
得
な
い

の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
社
会
全
体
と
し
て
見
た
場
合
､
読
点
の
打
ち
方
に
或
る
程
度
の

規
則
性
が
あ
る
事
も
'
こ
れ
ま
た
事
実
で
あ
る
｡

読
点
は
必
ず
し
も
好
き
勝
手
に
打
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
｡

(中
略
)
読
点
の
使
用
は
自
由
放
任
で
は
な
く
､

一
般
的
に
了
解
さ
れ

た
枠
が
あ
る
と
言
え
る
.

(文
献
8
)

そ
れ
は
､
既
に
指
摘
し
た
通
り
'
読
点
は
文
意
の
把
握
を
助
け
る
為
に
打

つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡
打
ち
方
も
そ
の
日
的
に
副
ふ
事
が
求
め
ら
れ
る
訳

で
､
(
解
り
に
く
さ
)
の
判
断
に
基
づ
い
て
必
要
と
思
は
れ
る
箇
所
に
打
つ

事
に
な
る
が
'
そ
の
判
断
が
人
に
よ
っ
て
そ
れ
粗
大
き
く
異
な
る
筈
は
な
い
｡

(
解
り
に
く
さ
)
の
判
断
に
も
'
個
人
差
は
あ
る
に
し
て
も
或
る
程
度
の
社

会
的
標
準
値
は
あ
る
筈
だ
し
､
打
つ
べ
き
位
置
に
し
て
も
､
文
中
で
の
意
味

の
切
れ
目
は
大
体
は
共
通
認
識
出
来
る
か
ら
､
凡
そ
は
一
致
す
る
管
だ
か
ら

で
あ
る
｡

つ
ま
り
'
読
点
に
は
'
標
準
的
な
打
ち
方
と
で
も
言
ふ
べ
き
も
の
が
確
か

に
あ
る
の
だ
が
'
そ
れ
は

一
方
で
は
'

｢厳
密
に
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

も
な
く
｣

(文
献
1
)
､

｢
一
般
的
に
了
解
さ
れ
た
枠
J
に
過
ぎ
な
い
｡
何

時
も
そ
の
通
り
に
打
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
く
'
必
要
が
あ
れ
ば

- 3-



｢枠
｣
.か
ら
外
れ
た
打
ち
方
を
し
て
も
い
い
L
t
そ
の
人
な
り
の
打
ち
方
が

あ
つ
て
も
い
い
訳
で
あ
る
｡
寧
ろ
我
々
は
'
自
分
な
り
の
文
章
感
覚
と
で
も

言
ふ
べ
き
も
の
に
随
つ
て
読
点
を
打
っ
て
ゐ
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
し
､
更
に

言
へ
ば
'
そ
の
時
々
で
違
っ
た
打
ち
方
を
す
る
事
す
ら
あ
り
得
る

(注
3
)
｡

我
々
が
そ
の
や
う
な

｢枠
｣
を
身
に
付
け
て
ゐ
る
事
は
確
か
で
あ
る
｡
恐

ら
く
'
こ
れ
ま
で
の
数
知
れ
ぬ
言
語
経
験
に
よ
っ
て
､
無
意
識
の
う
ち
に
身

に
付
け
て
来
た
も
の
に
相
違
な
い
｡
だ
か
ら
こ
そ
､
普
段
そ
の
存
在
を
殆
ど

意
識
し
な
い
に
も
拘
ら
ず
､
我
々
は
勝
手
放
題
に
読
点
を
打
つ
て
は
ゐ
な
い

し
､
そ
れ
で
ゐ
て
特
に
支
障
を
感
じ
ず
に
ゐ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

3

3
-
1

さ
て
そ
こ
で
'
意
味
の
切
れ
目
に
打
つ
読
点
と
い
ふ
事
に
な
る
が
'
そ
れ

は
当
然
'
文
の
組
立
て

(文
構
造
)
と
直
結
す
る
｡
文
は
､
或
る
意
味
が
他

の
意
味
と
結
び
付
い
て
･1
冶
ま
り
の
意
味
連
結
を
成
し
､
そ
れ
が
更
に
他
の

甚
ま
り
と
関
係
を
結
ぶ
t
と
い
ふ
や
う
な
幾
つ
か
の
段
階
を
経
て
構
成
さ
れ

る
｡
つ
ま
り
'
文
中
に
は
何
段
階
か
の
意
味
の
纏
ま
り
が
大
小
取
り
混
ぜ
て

あ
る
訳
だ
が
'
さ
う
し
た
意
味
の
纏
ま
り
を
明
示
す
る
為
に
そ
の
切
れ
目
に

打
つ
の
が
'
意
味
の
切
れ
目
に
打
つ
読
点
で
あ
る
｡

し
か
し
て
'
こ
の
打
ち
方
で
は
'
文
中
の
意
味
の
切
れ
目
に
'
そ
の
大
き

さ

･
深
さ
に
よ
る
段
階
差
を
設
け
る
事
に
な
る
｡
よ
り
大
き
な
切
れ
目
に
､

優
先
的
に
統
点
を
打
つ
の
で
あ
る
｡
大
き
な
切
れ
目
は
大
き
な
意
味
の
纏
ま

り
を
示
す
訳
で
'
そ
れ
が
そ
の
文
の
組
立
て
を
最
も
よ
く
現
す
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
｡

こ
の
事
は
'
読
点
の
打
た
れ
た
文
を
考
へ
る
と
解
り
や
す
い
｡
読
点
が
打

た
れ
た
文
は
共
処
で
視
覚
的
に
二
分
さ
れ
る
が
'
そ
れ
は
同
時
に
'
そ
の
文

で
の
悪
味
関
係
が
そ
の
位
匠
で
二
分
さ
れ
る
事
で
も
あ
る
｡
例
へ
ば
､

①
晴
れ
て
ゐ
た
の
で
出
掛
け
た
が
､
雨
に
降
ら
れ
て
し
ま
っ
た
｡

の
や
う
に
最
大
の
切
れ
目
に
読
点
が
打
た
れ
て
ゐ
れ
ば
'
こ
の
文
が
最
終
的

に

｢晴
れ
て
ゐ
た
の
で
出
掛
け
た
が
L
と

｢雨
に
降
ら
れ
て
し
ま
っ
た
｣
と

い
ふ
二
つ
の
部
分
の
結
び
付
き
に
よ
っ
て
成
立
し
て
ゐ
る
事
が
よ
く
解
る
.

そ
れ
が
､

′①
晴
れ
て
ゐ
た
の
で
､
山
掛

け
た
が
雨
に
降
ら
れ
て
し
ま
っ
た
｡

の
や
う
に
小
さ
な
切
れ
目
に
読
点

が
打
た
れ
る
と
､

r晴
れ
て
ゐ
た
の
で
･･I

雨
に
降
ら
れ
て
し
ま
っ
た
｣
と
い
ふ
や
う
な
'
意
味
不
明
の
結
び
付
き
に
な

り
兼
ね
な
い
｡

｢晴
れ
て
ゐ
た
の
で
｣
の
後
の
読
点
が
､

｢晴
れ
て
ゐ
た
の

で
-
出
掛
け
た
｣
と
い
ふ
係
り
受
け
を
阻
み
'

｢晴
れ
て
ゐ
た
の
で
山
掛
け

た
が
=
･雨
に
降
ら
れ
て
し
ま
っ
た
｣
と
い
ふ
結
び
付
き
を
成
立
し
に
く
く
す

る
の
で
あ
る
｡

3
-
2

し
か
し
て
文
の
組
立
て
だ
が
'
其
処
に
幾
つ
か
の
段
階
が
あ
る
事
は
既
に

指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
通
り
で
あ
る
｡
例
へ
ば
'
南
不
二
男
氏

(文
献
10
)
は
､



文
の
構
造
に
､

｢も
っ
と
も
こ
と
が
ら
的
な
段
階
｣
か
ら

｢も
っ
と
も
陳
逮

的
な
段
階
｣

へ
と
到
る
四
つ
の
段
階
を
認
め
て
､

｢す
べ
て
の
述
語
文
は
こ

れ
ら
の
四
つ
の
段
階
を
経
て
出
来
る
･･･｣
と
述
べ
て
ゐ
る
｡

南
氏
の
記
述
に
基
づ
い
て
'
読
点
に
関
係
す
る
部
分
だ
け
列
挙
す
る
と
'

次
の
や
う
に
な
る
｡

A
段
階
-
-
名
詞
+
格
助
詞

(
～
ガ
を
除
く
)
｡
状
態
副
詞
｡
程
度
副
詞
｡

～
ナ
ガ
ラ

(継
続
)
な
ど
の
従
属
句
｡

B
段
階
-
-
主
語

(～
ガ
な
ど
)
｡
時
'
場
所
に
関
す
る
修
飾
語
｡
実
二
､

ト
ニ
カ
ク
､
誠

ニ
'
ヤ
ツ
パ
リ
な
ど
の
類
｡
評
価
的
意
味
を
持
っ
た
修

飾
語

(幸
ヒ
ニ
モ
'
残
念
二
モ
の
類
)
｡
～
ノ
デ
'
-
タ
ラ
'
-
テ
モ
'

-
ト
'
-
ナ
ラ
'
-
ノ
ニ
､
～
バ
な
ど
の
従
属
句
｡

C
段
階
‥
･-
提
示
の
言
葉

(～
ハ
)
｡
所
謂
陳
述
副
詞
の
中
の
恐
ラ
ク
'

多
分
､
マ
サ
カ
な
ど
｡
～
ガ
'
-
カ
ラ
､
～
ケ
レ
ド
'
-
シ
な
ど
の
従

属
句
｡

D
段
階
-
-
相
手
に
対
す
る
呼
び
掛
け
の
言
葉
｡
所
謂
接
続
詞

(主
に
文

頭
に
出
て
来
る
も
の
)
の
類
｡
間
投
詞
の
類
｡
挿
入
句

の

類

な
ど
｡

比
処
で
注
意
す
べ
き
は
'
こ
れ
ら
田
つ
の
段
階
に
属
す
る
各
成
分

(従
属

句
)
が
互
ひ
に
'
A
段
階
の
成
分
は
B
段
階
の
成
分
の
一
部
と
な
り
'
そ
の

B
段
階
の
成
分
が
今
度
は
C
段
階
の
成
分
の
一
部
と
な
る
t
と
い
ふ
や
う
な

包
摂
関
係
に
あ
る
事
で
あ
る
｡

B
に
属
す
る
あ
る
従
属
句
の
1
部
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
'
や
は

り
B
に
属
す
る
従
属
句
か
'
ま
た
は
A
に
属
す
る
従
属
句
で
あ
る
｡

(

中
略
)
C
に
属
す
る
従
属
句
の
一
郎
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
'
や

は
り
C
に
属
す
る
も
の
か
､
あ
る
い
は
A
ま
た
は
B
の
も
の
で
あ
る
｡

(
1
二
五
-

1
二
六
貢
)

つ
ま
り
t
D
段
階
の
成
分
が
意
味
上
最
も
大
き
な
纏
ま
り
を
成
す
と
い
ふ

事
で
､
結
っ
て
其
処
で
の
意
味
の
切
れ
目
が
最
も
大
き
く
深
い
事
に
な
る
｡

C
段
階
の
切
れ
目
は
D
段
階
の
纏
ま
り
の
内
部
で
の
切
れ
目
で
あ
り
'
B
段

階
の
切
れ
目
は
更
に
そ
の
中
で
の
切
れ
目
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
｡

と
す
る
と
'
読
点
を
打
つ
場
合
の
優
先
順
位
も
､
D
t
C
t
B
､
A
の
順

に
な
る
筈
で
あ
る
｡
先
づ
D
段
階
の
成
分
の
後
に
打
ち
､

更
に
打
つ
必
要
が

あ
る
時
は
C
段
階

･
B
段
階
の
順
に
打
つ
訳
で
'
随
つ
て
A
段
階
で
打
つ
事

は
殆
ど
な
い
｡

①
の
例
に
つ
い
て
言
へ
ば
､
最
初
に

｢晴
れ
て
ゐ
た
の
で
出
掛
け
た
が
｣

と

｢雨
に
降
ら
れ
て
し
ま
っ
た
｣
の
間
に
読
点
を
打
つ
の
は
'
此
処
が
C
段

階
の
切
れ
目
だ
か
ら
で
あ
っ
て
､
逆
に

｢晴
れ
て
ゐ
た
の
で
｣
と

｢出
掛
け

た

(が
)
｣
と
の
問
に
打
っ
て
い
け
な
い
の
は
､
そ
の
切
れ
目
が
B
段
階
の

切
れ
目
だ
か
ら
で
あ
る
｡

同
様
に
､
例

へ
ば
､

②
し
か
し
t

f
年
間

-
生
懸
命
勉
強
し
た
の
に
､
希
望
す
る
大
学
に
は

入
学
出
来
な
か
っ
た
｡

の
例
で
は
､

｢し
か
し
｣
の
直
後
の
切
れ
目
が
D
段
階
の
切
れ
目
で
あ
り
t

r
l
年
間

1
生
懸
命
勉
強
し
た
の
に
｣
と

｢希
望
す
る
大
学
に
は
入
学
出
来

な
か
っ
た
｣
と
の
間
の
切
れ
目
は
B
段
階
の
切
れ
目
で
あ
る
｡
隣
っ
て
読
点

5



も
､
先
づ
最
初
に

｢し
か
し
｣
の
後
に
打
ち
､
更
に
打
ち
た
い
場
合
に

二

年
間

一
生
懸
命
勉
強
し
た
の
に
｣
の
後
に
打
つ
事
に
な
る
｡

3
-
3

と
こ
ろ
が
､
実
際
の
打
ち
方
は
､
そ
れ
と
は
か
な
り
食
ひ
違
っ
て
ゐ
る
｡

例
へ
ば
､
小
泉
保
氏

(文
献
9
)
は
､
谷
崎
潤

t
郎
の

『細
雪
』
で
の
読
点

を
調
査
し
て
'

特
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
'

仙
r限
定

･
条
件
な
ど
を
表
す
文
や
語
句

の
あ
と
に
使
う
｡
｣
の
使
用

数が
最
も
多
く
全
体
の
五
六
パ
ー
セ
ン
ト

に
当
た
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
｡
こ
れ
は
何
も
谷
崎
に
限
っ
た
こ
と
で

は
な
く
､
す
べ
て
の
作
家
に
見
ら
れ
る
共
通
の
侯
向
で
あ
る
｡

と
指
摘
し
て
ゐ
る
が

(注
4
)
'
こ
の

｢限
定

･
条
件
な
ど
を
表
す
文
や
語

句
｣
は
､
概
ね
比
処
で
言
ふ
C
段
階
乃
至
B
段
階
の
成
分
に
該
当
す
る
｡
逆

に
､
D
段
階
の
成
分
の
後
で
の
使
用
頻
度
は
僅
か
十
パ
ー
セ
ン
ー
程
度
に
過

ぎ
な
い
｡

し
か
し
'
こ
の
結
果
も
､
上
述
の
原
則
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
第

一
､
各
種
成
分
の
使
用
頻
度
そ
の
も
の
が
'
読
点
の
頻
度
を
云
々
す
る
以
前

に
調
査
結
果
を
大
き
く
左
右
し
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
｡

｢限
定

･
条
件
な
ど
を

表
す
｣
成
分
は
､
そ
れ
自
体
の
種
類
も
多
い
し
､
使
用
頻
度
も
か
な
り
高
い

と
考

へ
ら
れ
る
｡
逆
に
､
D
段
階
に
属
す
る

｢相
手
に
対
す
る
呼
び
掛
け
の

言
葉
｣
や

r間
投
詞
の
類
｣
は
'
多
く
話
言
葉
で
用
ゐ
ら
れ
る
も
の
で
､
会

話
を
含
む
と
は
青
へ
'
文
学
作
品
の
文
章
に
は
ご
く
僅
か
し
か
使
は
れ
な
い

管
で
あ
る
｡

だ
が
'
そ
れ
で
も
や
は
り
､
こ
の
調
充
結
果
は
読
点
の
優
先
順
位
を
考
へ

る
上
で
見
過
せ
な
い
｡
優
先
順
位
の
原
則
は
既
述
の
通
り
な
の
だ
が
'
実
際

の
任
用
に
は
別
の
要
因
が
作
用
す
る
事
が
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
｡

そ
の
最
大
の
要
田
は
'
長
さ
で
あ
る
｡
先
に
指
摘
し
た
通
り
'
(長
さ
故

の
解
り
に
く
さ
)
が
読
点
の
打
ち
方
を
決
定
す
る
基
本
的
条
件
な
の
だ
が
､

そ
の
点
で

｢限
定

･
粂
作
な
ど
を
表
す
文
や
語
句
｣
を
含
む
文
は
､

③
事
件
を
発
見
し
た
女
性
従
業
員
が
す
ぐ
に
携
軒
.冠
詣
で
1
一
〇
番
通

報
し
た
が
'
警
官
が
現
場
に
到
着
し
た
時
に
は
被
害
者
は
既
に
死
亡

し
て
ゐ
た
と
吉
ふ
｡

◎
卒
業
以
来
か
け
違
っ
て
久
し
く
会
は
な
か
っ
た
友
人
を
或
る
日
ふ
と

訪
ね
て
み
た
ら
'
驚
い
た
事
に
彼
は
英
大
手
企
業
の
営
業
部
長
と
し

て
世
界
を
股
に
か
け
て
活
躍
し
て
ゐ
る
の
だ
っ
た
｡

の
や
う
に
､
外
の
文
よ
り
長
い
の
が
普
通
で
あ
る
｡

こ
の
種
の
文
は
､

｢-
文
や
語
句
｣
と

｢文
｣
を
含
め
て
規
定
さ
れ
て
ゐ

る
事
に
も
見
ら
れ
る
や
う
に
'
二
つ
の
文
か
ら
成
る
と
も
解
せ
る
所
謂

｢複

文
｣
で
あ
る
..
例
へ
ば
③
は
t

r事
件
を
発
見
し
た
女
性
従
業
員
が
す
ぐ
に

携
帯
電
話
で
一

1

0
番
通
報
し
た
｡
)
と

rが
､
警
官
が
現
場
に
到
着
し
た

時
に
は
披
宇
者
は
既
に
死
亡
し
て
ゐ
た
と
言
ふ
｡
｣
と
い
ふ
二
つ
の
文
に
分

け
る
事
が
出
来
る
｡

つ
ま
り
､
二
文
相
当
の
長
さ
を
持
っ
て
ゐ
る
訳
で
､
そ
の
や
-
な
文
で
あ

れ
ば
､
二
つ
の

｢文
｣
の
問
に
読
点
を
打
つ
の
は
寧
ろ
当
然
だ
と
も
言
へ
よ

-6-



う
｡
そ
の
事
か
ら
言
へ
は
'
こ
の
種
の
例
で
の
読
点
の
使
用
頻
度
は
複
文
の

出
現
率
と
ほ
ぼ

一
致
す
る
と
考
へ
て
よ
い
｡
複
文
が
出
現
す
る
度
に
読
点
を

打
つ
と
言
っ
て
も
い
い
訳
で
､

｢限
定

･
条
件
な
ど
を
表
す
文
や
語
句
J
の

直
後
で
の
使
用
額
度
が
高
い
の
は
そ
の
現
れ
だ
と
も
言
へ
る
の
で
あ
る
｡

3
-
4

も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
､
成
分
そ
の
も
の
の
長
さ
で
あ
る
｡
右
に
述

べ
た
通
り
､
複
文
で
は
'
読
点
直
前
の
成
分
が
文
相
当
の
成
分
と
い
ふ
事
に

な
る
が
､
と
す
れ
ば
､
当
然
そ
れ
は
1
文
相
当
の
長
さ
を
有
す
る
と
い
ふ
事

で
あ
る
｡

｢限
定

･
条
件
な
ど
を
表
す
文
や
語
句
｣
の
直
後
で
の
読
点
の
使

用
頻
度
が
高
い
の
は
'
そ
の
為
だ
と
も
言
へ
る
の
で
あ
る
｡

そ
の
点
で
対
照
的
な
の
は
t
D
段
階
の

｢相
手
に
対
す
る
呼
び
掛
け
の
言

葉
｣
や

｢文
頭
の
接
続
詞
の
類
｣

｢間
投
詞
の
類
｣
な
ど
で
あ
る
｡
こ
れ
ら

は
概
ね
二
音
節
か
三
音
節
か
ら
成
る
短
い
語
句
で
'
随
つ
て
､

｢さ
あ
｣

｢

し
か
し
｣

｢ま
あ
｣
な
ど
の
直
後
で
は
t
D
段
階
の
切
れ
目
で
あ
る
に
も
拘

ら
ず
読
点
を
打
た
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
｡

rさ
あ
出
掛
け
よ
う
｡
｣
と
読

点
を
打
た
ず
に
続
け
て
も
､
読
点
を
打
っ
た

rさ
あ
'
出
掛
け
よ
う
｡
｣
よ

り
特
に

r鮎
川り
に
く
く
｣
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

D
段
階
の
切
れ
目
で
の
使
用
痢
度
が
低
い
理
由
は
此
処
に
も
あ
る
の
だ
が
'

更
に
そ
の
事
は
t
D
段
階
の
成
分
の
直
後
に
短
い
成
分
が
続
く
場
合
に
､

⑤
け
れ
ど
も
僕
は
'
そ
の
日
の
会
合
に
は
出
席
し
な
か
っ
た
｡

の
や
う
に
､
間
の
読
点
を
省
略
す
る
事
に
も
繋
が
る
｡

勿
論
こ
の
場
合
も
､
優
先
順
位
の
原
則
通
り
で
あ
れ
ば
､

｢け
れ
ど
も
｣

と

r僕
は
｣
の
間
に
も
当
然
読
点
を
打
つ
べ
き
で
あ
る
｡
こ
の
文
の
組
立
て

が
､
概
略
'

=

川u

け
れ
ど
も

僕
は

そ
の
日
の
会
合
に
は

出
席
し
な
か
っ
た
｡

の
や
う
に
な
っ
て
ゐ
て
'

｢け
れ
ど
も
L
と

｢僕
は
-
｣
以
下
と
の
結
び
付

き
が
こ
の
文
で
の
最
大
の
結
び
付
き
だ
か
ら
で
あ
る
｡

そ
れ
な
の
に
⑤
の
や
う
な
打
ち
方
が
現
実
に
存
在
す
る
の
は
'

｢け
れ
ど

も
｣
と

｢僕
は
｣
が
共
に
短
い
事
か
ら
､
2
･
1
で
挙
げ
た

｢

切息
継
ぎ
を

基
準
と
す
る
打
ち
方
｣
が
採
用
さ
れ
て
'
間
の
読
点
が
省
略
さ

れた
も
の
と

考
へ
ら
れ
る
｡
つ
ま
り
こ
の
場
合
'
意
味
に
よ
る
打
ち
方
に
基
本
的
に
随
つ

て
ゐ
な
が
ら
'

｢け
れ
ど
も
｣
の
直
後
の
読
点
に
関
し
て
は
息
推
ぎ
を
基
準

と
す
る
打
ち
方
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

2
･
l
で
触
れ
た
通
り
､
複
数
の
基
準
の
併
用
は
現
実
に
は
少
く
な
い
｡

だ
が
､
読
点
の
打
ち
方
の
基
本
､
或
い
は
国
語
教
育
と
い
ふ
事
で
言
へ
ば
'

そ
れ
は
や
は
り
好
も
し
く
な
い
｡
先
づ
は
原
則
が
あ
る
べ
き
で
'
最
大
の
意

味
の
切
れ
目
に
最
優
先
に
打
ち
､
必
要
に
応
じ
て
順
次
大
き
な
切
れ
目
か
ら

打
つ
､
と
考
へ
る
べ
き
で
あ
る
｡

そ
の
点
で
'
⑤
の
例
も
'

一
箇
所
だ
け
打
つ
の
な
ら
､

'⑤
け
れ
ど
も
'
僕
は
そ
の
日
の
会
合
に
は
出
席
し
な
か
っ
た
｡

の
や
う
に
打
つ
べ
き
で
あ
る
｡
⑤
の
や
う
な
打
ち
方
は
'
さ
う
し
た
原
則
を

充
分
に
身
に
付
け
た
上
で
､
適
宜
工
夫
す
る
事
な
の
で
あ
る
｡
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3
I
5

さ
て
'
(
長
さ
故
の
解
り
に
く
さ
)
を
解
消
す
る
為
の
競
仙
点
に
は
､
特
殊

な
文
構
造
に
起
因
す
る
読
点
が
あ
る
｡
上
述
し
た

1
般
的
な
場
合
よ
り
読
点

を
必
要
と
す
る
度
合
が
高
い
と
思
は
れ
る
の
で
'
代
表
的
な
も
の
を
列
挙
し

て
お
く
事
に
す
る
｡

=糾
挿
入
句
の
前
後

⑥
あ
の
委
員
会
は
'
友
人
か
ら
聞
い
た
話
だ
が
'
余
り
機
能
し
て
ゐ
な

い
ら
し
い
｡

｢あ
の
委

員
会
は
-
余
-
機
能
し
て
ゐ
な
い
ら
し
い
｣
と
い
ふ
話
の
流
れ

の
中
に
､
そ
れ
と
は
別
の
話
題
で
あ
る

｢友
人
か
ら
聞
い
た
話
だ
が
｣
が
挿

入
さ
れ
て
ゐ
る
｡
そ
の
事
を
明
示
す
る
為
に
､
読
点
を
打

つ
の
で
あ
る
｡

南
氏

(文
献

10
)
は
'
挿
入
句
を
D
段
階
の
成
分
に
含
め
て
ゐ
る
｡

｢文

相
当
の
も
の
し

(文
献

11
)
と
い
ふ
指
摘
も
同
じ
事
を
指
す
と
考

へ
ら
れ
'

そ
の
点
で
挿
入
句
の
前
後
の
読
点
は
省
け
な
い
と
考

へ
て
よ
い
｡

脚
提
示
語
句
の
後

⑦
構
造
改
革
'
そ
れ
が
現
在
の
日
本
の
最
重
要
課
題
だ
｡

r構
造
改
革
が
現
在
の
日
本
の
最
重
要
課
題
だ
｡
J
と
言

へ
ば
済
む
と
こ

ろ
を
⑦
の
や
う
に
表
現
す
る
の
は
'

｢構
造
改
革
｣
と

l
旦
提
示
し
て
お
い

て
直
後
に
改
め
て

｢そ
れ
が
-
｣
と
繰
り
返
す
事
で
､

｢構
造
改
革
｣
を
話

題
の
中
心
と
し
て
強
く
印
象
付
け
た
い
か
ら
で
あ
る
｡

｢構
造
改
革
そ
れ
が

-
｣
と
続
け
た
ら
'
そ
の
提
示
の
働
き
が
解
り
に
く
く
な
る
｡

両
氏
が
こ
の
や
う
な
提
示
語
句
を
､

r構
造
改
革
だ
が
､
そ
れ
が
･-
｣

(

提
示
)
や

r構
造
改
革
な
ら
､
そ
れ
が
･･･)

(主
腿
)
の
表
現
と
同
類
と
見

て
､
C
段
階
の
従
属
句
に
含
め
て
ゐ
る
事
か
ら
見
て
も
'
こ
の
種
の
設
点
の

必
要
性
は
か
な
り
高
い
と
考

へ
ら
れ
る
｡

3Z

r

J
で
括
ら
れ
て
ゐ
な
い
引
用
部
の
前
後

⑧
校
長
は
卒
業
生
に
､
人
を
大
切
に
す
る
人
生
を
渉
み
な
さ
い
､
と
語

り
掛
け
た
｡

こ
の
読
点
は
吾
ふ
ま
で
も
な
く

r

L
の
代
り
で
'

｢校
長
先
生
｣
の
発

話
が
こ
の
文
に
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
事
を
示
し
て
ゐ
る
｡

｢校
長
先
生
は
-
請

り
掛
け
た
｡
L
と
い
ふ
発
話
と
､
そ
れ
と
は
別
の
発
話
で
あ
る

｢人
を
大
切

に
す
る
人
生
を
歩
み
な
さ
い
｡
｣
と
を
区
別
す
る
為
に
'
そ
の
前
後
に
読
点

を
打

つ
の
で
あ
る
｡

随

つ
て
､
引
用
部
を

｢

L
で
囲
ん
だ
場
合
は
打
つ
必
要
は
な
い
が
'

⑨

｢
こ
れ
か
ら
野
球
を
見
に
行
か
う
｣
と
､
出
し
抜
け
に
兄
が
誘
ひ
掛

け
て
来
た
｡

の
や
う
に
'

｢と
し
で
受
け
た
引
用
部
の
後
が
述
語
に
直
接
続
か
な
い
で
長

く
な

っ
た
時
は
､

｢と
｣
の
後
に
読
点
を
打

つ
必
要
が
あ
る
｡
引
用
部

｢-

と
｣
と
述
語

｢誘
ひ
掛
け
て
来
た
｣
と
の
係
り
受
け
が
､
そ
の
間
に

r出
し

抜
け
に
L
と

｢兄
が
｣
と
い
ふ
語
句
が
挟
ま
っ
て
ゐ
て
解
り
に
く
く
な
る
か

ら
で
あ
る

(
4
･
2
を
参
照
)
｡

仙
倒
置
さ
れ
た
文
の
'
元
の
文
末
部
の
後

⑩
何
だ
'
そ
の
ざ
ま
は
｡
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こ
れ
は
音
ふ
ま
で
も
な
く
本
来
の
文
末
を
示
す
為
で
､

｢そ
の
ざ
ま
は
-

何
だ
｣
と
係
っ
て
行
く
の
で
は
な
い
事
を
'
読
点
を
打
つ
事
で
示
し
て
ゐ
る
｡

但
し
'
こ
の
例
の
や
う
に
短
い
文
の
場
合
は
'
読
点
を
省
い
て

｢何
だ
そ
の

ざ
ま
は
｣
と
し
て
も
'
判
読
出
来
な
く
は
な
い
｡

4

4
-
1

人
長
さ
故
の
解
-
に
く
さ
>
を
解
消
す
る
為
の
読
点
の
打
ち
方
は
凡
そ
以

上
の
通
り
だ
が
､
読
点
に
は
も
う

一
つ
､
全
く
別
の
打
ち
方
が
あ
る
｡
誤
読

を
防
ぐ
為
に
打
つ
読
点
で
あ
る
｡
入
口
に

｢こ
こ
で
は
き
も
の
を
ぬ
い
で
あ

が
る
こ
と
｣
と
い
ふ
張
紙
を
出
し
て
お
い
た
ら
､

｢こ
こ
で
は
'
き
も
の
を

ぬ
い
で
-
｣
と
読
ん
だ
人
が
ゐ
て
混
乱
し
た
と
い
ふ
笑
ひ
話
は
有
名
だ
が
'

こ
の
場
合
も

｢こ
こ
で
'
は
き
も
の
を
ぬ
い
で
-
｣
と
読
点
を
打
っ
て
ゐ
れ

ば
､
さ
う
し
た
誤
読
は
防
げ
た
管
で
あ
る
｡

現
代
日
本
語
は
漢
字
仮
名
混
り
で
表
記
さ
れ
る
か
ら
､

｢こ
こ
で
履
物
を

ぬ
い
で
-
｣
と
書
け
ば
い
い
訳
だ
が
'
そ
れ
で
も
誤
読
の
虞
れ
の
あ
る
場
合

が
な
い
訳
で
は
な
い
｡
そ
の
為
に
､
誤
読
を
防
ぐ
読
点
が
必
要
に
な
る
の
で

あ
る
｡
随
つ
て
'
こ
の
種
の
読
点
は
､
右
の
例
で
も
明
ら
か
な
や
う
に
'
誤

読
の
生
じ
さ
う
な
箇
所
で
は
省
く
事
が
出
来
な
い
｡

そ
の
点
で
､
こ
の
種
の
読
点
は
'
(
長
さ
故
の
解
り
に
く
さ
)
を
解
消
す

る
為
の
読
点
と
は
性
質
を
異
に
す
る
｡
(
解
り
に
く
さ
)
の
為
の
読
点
が
'

11)文
が
長
く
文
意
が
把
握
し
に
く
い
か
ら
打
つ
の
で
､
解
り
に
く
く
な
け

れ
ば
打
た
な
く
て
も
よ
い
｡

切打
ち
方
に
絶
対
的
な
決
り
が
な
く
'
凡
そ
の
基
準
も
'
大
き
な
意
味
の

切
れ
目
を
優
先
す
る
と
い
ふ
'
優
先
順
位
の
原
則
に
過
ぎ
な
い
｡

も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
'
誤
読
を
防
ぐ
読
点
は
t

M
誤
読
を
防
ぐ
為
に
打
つ
の
で
'
誤
読
の
慮
れ
の
あ
る
箇
所
で
は
打
た
な

く
て
は
な
ら
な
い
｡

切打
ち
方
も
､
誤
読
の
生
じ
る
原
因
に
応
じ
て
決
っ
て
ゐ
る
｡

の

やう
な
も
の
な
の
で
あ
る
｡

さ
て
､
誤
読
の
原
因
は
様
々
で
網
羅
す
る
事
は
困
難
だ
が
､
請
書
で
挙
げ

ら
れ
て
ゐ
る
例
は
次
の
や
う
に
整
理
出
来
さ
う
で
あ
る
｡

Ⅰ
語
の
切
れ
目
が
解
り
に
く
く
て
'
誤
読
の
虞
れ
が
あ
る
場
合

Ⅱ
成
分
の
係
り
受
け
が
解
り
に
く
く
て
'
誤
読
の
虞
れ
が
あ
る
場
合

4
I
2

以
下
'
順
に
考
へ
る
事
に
す
る
が
､
先
づ
Ⅰ
の

r語
の
切
れ
目
｣
が
問
題

に
な
る
場
合
で
は
'

糾
漢
字
が
続
く
事
で
'
話
の
切
れ
目
が
解
り
に
く
い
場
合

が
挙
げ
ら
れ
る
｡
例
へ
ば
､

⑳
日
本
､
米
国
'
中
国
､
韓
国
の
中
な
ら
､
ど
の
国
を
選
ん
で
も
よ
い
｡

の
や
う
な
例
で
は
'

｢日
本
米
国
中
国
韓
国
-
J
と
続
け
た
ら
ど
う
読
ん
で

い
い
か
解
ら
な
い
し
､

｢日
本
米
'
国
中
-
｣
な
ど
と
誤
読
す
る
虞
れ
も
あ

9



る

(注
5
)
｡

一
方
､
仮
名
表
記
に
関
し
て
も
､

仙
仮
名
が
続
く
事
で
'
語
の
切
れ
目
が
解
り
に
く
い
場
合

が
あ
る
｡
例

へ
ば
､

⑬
を
ぢ
t
を
ば
､
い
と
こ
た
ち
と
の
い
さ
か
ひ
を
避
け
た
か
っ
た
｡

の
や
う
な
例
で
は
'

｢を
ぢ
を
ば
い
と
こ
た
ち
と
の
い
さ
か
ひ
を
-
｣
と
続

け
た
ら
､
ど
う
区
切
っ
て
読
ん
だ
ら
よ
い
か
困
る
だ
ら
う
｡
先
に
挙
げ
た

｢

こ
こ
で
は
き
も
の
を
-
｣
の
例
も
同
様
で
､
仮
名
が
長
く
続
く
箇
所
で
は
何

処
で
も
語
の
切
れ
目
が
解
り
に
く
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
｡

Ⅱ
の

｢成
分
の
係
り
受
け
｣
が
問
題
に
な
る
場
合
は
'
読
点
に
つ
い
て
書

か
れ
る
際
に
必
ず
取
り
上
げ
ら
れ
る
問
題
で
'
特
に
重
要
視
さ
れ
て
ゐ
る
の

は
次
の
二
つ
で
あ
る
｡

‥何
同
じ
名
詞
に
係
る
連
体
修
飾
成
分
が
複
数
並
ん
で
ゐ
て
'
後
ろ
の
成
分

が
名
詞
で
始
ま
る
場
合

脚同
じ
述
語
に
係
る
連
用
成
分

(修
飾
関
係

･
格
関
係
)
が
複
数
並
ん
で

ゐ
て
'
後
ろ
の
成
分
が
用
言
で
始
ま
る
場
合

先
に
‥料
に
つ
い
て
言

へ
ば
'
例

へ
ば
'

⑬
他
内

周
叫

姻
詞
叫

を
利
用
す
る
｡

の
例
は
'
名
詞

｢施
設
｣
の
前
に
､
そ
れ
に
係
る

｢他
の
｣

｢県
の
｣
と
い

ふ
二
つ
の
連
体
修
飾
成
分
が
並
ん
で
ゐ
る
｡
し
か
も
'
後
ろ
の
連
体
成
分
が

r県
｣
と
い
ふ
名
詞
で
始
ま

っ
て
ゐ
る
か
ら
､
読
点
を
打
た
な
い
で
続
け
る

と
誤
読
の
可
能
性
が
高
く
な
る
｡

r他
の
｣
が
直
後
の

｢県
｣
に
係
っ
て

｢

他
の
県
の
･･･L
と
い
ふ
京
味
に
な
る
の
か
､
そ
れ
と
も

r施
設
｣
に
係
っ
て

(正
確
に
は

｢県
の
施
設
｣
の
全
体
に
係

っ
て
)

｢他
の
-

(県
の
)
施
設

｣
と
い
ふ
意
味
に
な
る
の
か
､
解
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

も
し
前
者
で
あ
る
な
ら
ば
､

r県
の
し
の
後
に
軸
的
点
を
打

っ
て
､

′⑬
他
の
県
の
'
施
設
を
利
用
す
る
｡

と
す
る
方
が
正
確
だ
し
､
後
者
を
意
図
す
る
の
な
ら
､

.⑬
他
の
'
県
の
施
設
を
利
用
す
る
｡

の
や
う
に

r他
の
J
の
後
に
読
点
を
打

つ
し
か
な
い
｡

td
I
の

r連
用
成
分
の
係
り
受
け
｣
の
場
合
も
全
く
同
様
で
'
例

へ
ば
､

⑩
母
は

習

叫

胡
山
一
u
剥
創
我
.羽
刊

到

ヨ

叫
｡

の
例
は
､
述
語

｢眺
め
て
ゐ
た
し
の
前
に
'
そ
れ
に
係
る
連
用
成
分

｢楽
し

げ
に
｣
と

｢遊
ん
で
ゐ
る
我
が
子
を
｣
が
並
ん
で
ゐ
て
､
後
ろ
の
成
分
が
用

言

｢遊
ん
で
ゐ
る
｣
で
始
ま

っ
て
ゐ
る
か
ら
､
誤
読
の
虞
れ
が
生
じ
る
｡

｢楽
し
げ
に
｣
は
､
す
ぐ
後
ろ
の

｢遊
ん
で
ゐ
る
｣
に
係
る
と
も
解
せ
る

が

'

一
方
で
は
文
末
の
述
語

｢眺
め
て
ゐ
た
｣
に
係
る
と
も
考

へ
ら
れ
る
｡

ど
ち
ら
な
の
か
､
は
っ
き
り
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
訳
で
'
前
者
だ

っ
た
ら
､

′⑭
母
は
､
楽
し
げ
に
遊
ん
で
ゐ
る
我
が
子
を
眺
め
て
ゐ
た
｡

の
や
う
に

｢母
は
｣
の
後
に
読
点
を
打

つ
必
要
が
あ
る
L
t
後
者
で
あ
る
な

ら
ば
､

｢楽
し
げ
に
｣
の
後
に
打

っ
て
t

.
⑭
母
は
楽
し
げ
に
'
遊
ん
で
ゐ
る
我
が
子
を
眺
め
て
ゐ
た
｡

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
か
う
し
た
誤
読
を
防
ぐ
為
に
'
読
点
が
不
可
欠

な

の
で
あ
る
｡
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4

1

3

こ

の

観
点
か
ら
見
る
と
'
二
義
文
の
代
表
例
と
し
て
屡
々
引
用
さ
れ
る
､

⑬
渡
辺
刑
事
は

召

¶

遡
切

出~
u
d
戚
封

切喝
叫
捌

叫
胡
叫
｡

の
例
や
､

⑬
刑
事
被
告
人
は

慧

可
叫
引

資
格
融
剤
召

叫
謝
山

封

依
頼
す
る
魂

丁が出
来
る
｡

の
や
-
な
例
も
'

畑の
例
と
し
て
説
明
す
る
事
が
出
来
る
｡

例

へ
ば
⑬
は
､

この
債
で
は
'

｢血
ま
み
れ
に
な

っ
て
L
ゐ
る
の
が

｢逃

げ
出
し
た
賊
し
な
の
か

｢渡
辺
刑
事
し
な
の
か
'
は
っ
き
り
し
な
い
｡

そ
れ
は
'
こ
の
文
の
述
語
で
あ
る

｢迫
ひ
掛
け
た
｣
の
前
に
､

｢血
ま
み

れ
に
な

っ
て
｣
と

｢逃
げ
出
し
た
賊
を
｣
と
い
ふ
二
つ
の
連
用
成
分
が
続
け

て
出
て
来
て
'
し
か
も
後
ろ
の
成
分
が

｢逃
げ
出
し
た

(賊
を
)
｣
の
や
う

に
用
言
で
始
ま

っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
為
に
'
前
の

｢血
ま
み
れ
に

な

っ
て
｣
が
､
直
後
の
成
分
の
冒
頭
部
分

｢逃
げ
出
し
た
｣
ー
に
も
係
り
得
る

し
､
文
末
の
述
語

｢迫
ひ
掛
け
た
｣
に
係
る
と
も
解
し
得
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
場
合
'
も
し
前
者
で
あ
る
な
ら
､

′
⑬
渡
辺
刑
事
は
､
血
ま
み
れ
に
な

っ
て
逃
げ
出
し
た
賊
を
追
ひ
掛
け
た
｡

の
や
う
に

r按
辺
刑
事
は
｣
の
後
に
読
点
を
打

つ
べ
き
だ
L
t.
後
者
な
ら
'

少
⑬
接
辺
刑
事
は
血
ま
み
れ
に
な

っ
て
'
逃
げ
出
し
た
賊
を
追
ひ
掛
け
た
｡

の
や
う
に

｢血
ま
み
れ
に
な

っ
て
｣
の
後
に
読
点
を
打

つ
必
要
が
あ
る
｡

⑬
も
同
様
で
'
述
語

r依
煩
す
る
事
が
出
来
る
｣
の
前
に

r如
何
な
る
場

合
に
も
｣

r資
格
を
有
す
る
弁
護
人
を
｣
と
い
ふ
二
つ
の
連
用
成
分
が
並
ん

で
ゐ
て
'
後
者
が

｢資
格
を
有
す
る
｣
の
や
う
な

(複
合
し
た
)
用
言
で
始

ま
っ
て
ゐ
る
か
ら
'
そ
の
億
で
は
'

｢如
何
な
る
場
合
に
も
｣
が
直
後
の

｢

資
格
を
有
す
る
｣
に
係

っ
て

｢如
何
な
る
場
合
で
も
資
格
を
有
す
る

(弁
護

人
)
｣
と
い
ふ
意
味
に
な
る
の
か
'
文
末
の
述
語

｢依
頼
す
る
事
が
出
来
る

｣
に
係
る
の
か
､
判
然
と
し
な
い
｡

こ
の
文
の
真
意
は
'
後
者
､

｢如
何
な
る
場
合
で
も
…
依
頼
す
る
事
が
出

来
る
｣
だ
と
思
は
れ
る
が
､
そ
れ
な
ら
､

′⑳
刑
事
被
告
人
は
'
如
何
な
る
場
合
に
も
'
資
格
を
有
す
る
弁
護
人
を

依
頼
す
る
事
が
出
来
る
｡

の
や
う
に

｢如
何
な
る
場
合
で
も
｣
の
後
に
読
点
を
打

っ
て
､
そ
れ
を
明
示

す
る
必
要
が
あ
る
｡

さ
て
'
3I
畑
に
は
も
う

1
つ
'
そ
れ
と
は
逆
に
'
係
る
先
の
体
言
や
用
言

が
複
数
並
ん
で
ゐ
る
場
合
が
あ
る
｡
例

へ
ば
'

⑮
ヨ

男

と

羽
と

d
J叫を
貸
し
て
く
れ
た
｡

⑬
司

ヨ

羽
別

室

飼
封

じ
山叫｡

の
や
う
な
場
合
が
そ
れ
で
､
普
通
に
読
め
ば
'
⑰
は

｢面
白
さ
う
な

ビ
デ
オ

と

(そ
の
外
に
)
本
と
C
D
を
-
｣
と
い
ふ
意
味
だ
ら
う
し
､
⑬
は

｢素
早

く
立
ち
上
が
り

(そ
し
て
)
左
右
に
日
を
配
っ
て
歩
き
出
し
た
｣
と
い
ふ
事

な
の
だ
ら
う
｡

だ
が
､
文
法
上
は
'
⑰
の

｢面
白
さ
う
な
｣
は
'

｢
ビ
デ
オ

･
本
｣
ま
で
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係
る
と
も
t

rビ
デ
オ

･
本

･
C
D
｣
の
全
部
に
係
る
と
も
吾
へ
､
実
際
さ

う
い
ふ
場
合
も
充
分
に
あ
り
得

る
｡
ま
た
､
⑳
の

｢素
早
く
｣
も
､

｢左
右

に
日
を
配
っ
て
｣
ま
で
係
る
と
も
､

｢歩
き
出
し
た
｣
を
含
め
た
三
つ
の
用

言
全
部
に
係
る
と
も
言
へ
な
く
は
な
い
｡

や
は
り
此
処
で
も
誤
読
の
虞
れ
が
あ
る
訳
で
'
そ
れ
を
防
ぐ
に
iq
.

′⑰
面
白
さ
う
な
ビ
デ
オ
と
'
本
と
C
D
を
貸
し
て
く
れ
た
｡

ノ⑬
素
早
く
立
ち
上
が
り
､
左
右
に
目
を
配
っ
て
歩
き
出
し
た
｡

の
や
う
に
読
点
を
打
つ
必
要
が
あ
る
｡

こ
の
類
は
'
こ
れ
ま
で
殆
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
ゐ
な
い
｡
確
か
に
､
⑳
も

⑬
も
読
点
を
打
た
な
い
億
で
も
凡
そ
の
見
当
は
付
く
L
t
⑬
で
は
訳
読
し
て

も
そ
れ
程
の
違
い
は
生
じ
な
い
｡
だ
が
､
⑰
の
連
体
成
分
の
場
合
は
'
誤
読

が
問
題
に
な
る
事
も
充
分
考

へ
ら
れ
る
の
で
､
そ
の
事
か
ら
青
へ
ば
'
‥脚
連

体
修
飾
語
の
係
る
体
言
が
複
数
あ
る
場
合
､
だ
け
で
も
3f

他に
追
加
し
て

取

り
上
げり
る
べ
き
で
あ
ら
う
｡

4
-
4

Ⅱ
の

コ成
分
の
係
り
受
け
｣
が
問
題
に
な
る
場
合
に
は
'
目
立
っ
た
特
徴

が
あ
る
｡
誤
読
の
要
因
が
語
順
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
て
､
語
順
を
変
へ
る

事
で
誤
読
が
解
消
出
来
る
の
で
あ
る
｡
例
へ
ば
⑬
～
⑰
の
例
で
も
'
次
の
や

う
に
語
順
を
入
れ
啓

へ
れ
ば
､
長
く
て
解
り
に
く
い
と
い
ふ
問
題
は
残
る
と

し
て
も
､
誤
読
だ
け
は
防
ぐ
事
が
出
来
る

(注
6
)
｡

⑬
県
の
他
の
施
設
を
利
用
す
る
｡

⑭
楽
し
げ
に
遊
ん
で
ゐ
る
我
が
子
を
母
は
眺
め
て
ゐ
た
｡

⑭
遊
ん
で
ゐ
る
我
が
子
を
母
は
楽
し
げ
に
眺
め
て
ゐ
た
｡

⑬
逃
げ
出
し
た
賊
を
改
辺
刑
事
は
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
追
ひ
掛
け
た
｡

⑬
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
逃
げ
出
し
た
賊
を
汝
辺
刑
事
は
迫
ひ
掛
け
た
｡

⑯
如
何
な
る
場
合
に
も
刑
事
被
告
人
は
賢
格
を
有
す
る
弁
護
人
を
依
頼

す
る
事
が
出
来
る
｡

⑳
本
と
C
D
と
面
白
さ
う
な
ビ
デ
オ
を
貸
し
て
く
れ
た
｡

さ
て
､
Ⅱ
で
注
意
を
安
す
る
の
は
'
3I
や
脚
の
場
合
に
連
作
成
分
や
適
用

成
分
が
複
数
並
ん
で
ゐ
て
も
'
必
ず
し
も
読
点
を
必
要
と
し
な
い
と
い
ふ
事

で
あ
る
｡
同
じ
名
詞
や
用
言
に
係
る
複
数
の
成
分
が
並
ん
で
ゐ
て
も
､
後
ろ

の
成
分
が
名
詞
や
用
言
で
始
ま
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば
､
誤
読
の
虞
れ
は
生
じ
な

い
の
で
あ
る
｡

連
体
成
分

(
3
Z
)

の
場
合
で
言
へ
ば
'
例
へ
ば

r静
か
な
明
る
い
朝
で
す
｡

｣
は
､
名
詞
｢
朝

｣
の
前
に
､
そ
れ
に
係
る

｢静
か
な
｣

｢明
る
い
｣
と
い

ふ
二
つ
の
連
体
成
分
が
並
ん
で
ゐ
る
が
'
後
ろ
の
成
分
が
名
詞
で
始
ま
っ
て

ゐ
な
い
か
ら
､

r静
か
な
し
も

｢明
る
い
｣
も

｢朝
｣
に
係
る
事
が
明
ら
か

で
'
誤
読
の
虞
れ
は
な
い
｡
連
用
成
分

(仙
)
の
場
合
も
同
様
で
t

rリ
ン

ゴ
が
赤
く
大
き
く
実
っ
た
｡
｣
で
は
､

二
つの
連
用
成
分

｢赤
く
｣
も

｢大

き
く
｣
も
'
述
語
の

｢実
っ
た
｣
に
係
る
事
が
は
っ
き
り
し
て
ゐ
る
｡
訳
読

の
虞
れ
は
な
い
訳
で
'
こ
の
程
度
の
長
さ
な
ら
そ
れ
程
解
り
に
く
く
も
な
い

か
ら
'
読
点
は
必
要
な
い
｡

解
り
に
く
く
な
る
の
は
､
後
ろ
の
成
分
が
長
く
な
っ
た
場
合
で
､
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⑬
召

叫

笥

眼
到
り
山叫

封
が
'

1
人

仔
ん
で
ゐ
た
｡

⑳
召

引

:
･
砧

.ノに
も
甘

ん

策
が
狩
ら
れ
る
ま
て

判

｣
｢
H剖
川づ

位
の
長
さ
に
な
る
と
､
誤
読
の
虞
れ
は
な
い
も
の
の
'
前
に
位
置
す
る

｢す

ら
り
と
し
た
｣

(連
体
成
分
)
や

｢じ
っ
く
り
と
L

(連
用
成
分
)
が
何
処

に

ど

う

係

っ
て

行
く
か
､
す
ぐ
に
は
判
断
出
来
な
く
な
る
｡
さ
う
し
た
(
節

り
に
く
さ
)
を
防
ぐ
為
に
読
点
が
必
要
に
な
る
訳
で
'
⑬
は

｢す
ら
り
と
し

た
'
如
何
に
も
悲
し
さ
う
な
眼
を
し
た
女
-
｣
の
や
う
に
打
て
ば
い
い
L
t

⑳
は

｢じ
っ
く
り
と
'
将
来
確
実
に
-
得
ら
れ
る
ま
で
考

へ
よ
う
｡
｣
の
や

う
に
打

つ
事
に
な
る
｡

つ
ま
り
'
此
処
で
も
(
長
さ
故
の
解
り
に
く
さ
)
の
原
則
が
働
い
て
ゐ
る

訳
で
'
誤
読
を
防
ぐ
読
点
の
例
と
し
て
先
に
挙
げ
た
.何
や
脚
の
場
合
は
､
後

ろ
の
成
分
の
特
殊
性
に
起
因
す
る
特
別
な
場
合
と
考

へ
て
い
い
の
で
あ
る
｡

5

5
-
1

さ
て
そ
こ
で
'
国
語
教
育
で
の
読
点
の
指
導
に
つ
い
て
考

へ
て
み
る
と
､

再
考
す
べ
き
点
も
少
く
な
い
や
う
で
あ
る
｡

先
づ

『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
』

(平
成
十
年
版
)
を
見
る
と
'
句
読
点

の
指
導
は

一
年
の
段
階
か
ら
始
め
ら
れ
'
三
年
～
四
年
で
は

｢句
読
点
を
適

切
に
打

つ
｣
能
力
を
持
つ
べ
く
指
導
す
る
事
に
な

っ
て
ゐ
る
｡
但
し
'
具
体

的
な
例
は
､

『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
』
の
三
年
～
四
年
の
箇
所
に

｢

主
語
を
示
す

『
は
』
や

『
が
』
の
後
､
そ
の
他
必
要
な

箇
所
に
読
点
を
打

っ

て
-
｣
と
あ
る
だ
け
で
､
し
か
も

｢は
｣
と

｢が
｣
が

一
括
掲
出
さ
れ
て
ゐ

る
の
は
3

･
2
で
触
れ
た
通
り
間
違
ひ
で
あ
る

(
｢～
は
｣
は
C
段
階
､

｢

～
が
｣
は
B
段
階
)
｡

教
科
書
や
教
師
用
指
導
書
の
記
述
も
'
出
版
社
に
よ
る
小
異
は
あ
る
が
ほ

ぼ
同
様
で
'
必
ず
し
も
秩
序
立

っ
た
記
述
と
は
言
ひ
難
い
｡
読
点
の
機
能
に

関
し
て
は
､

読
点
は
､
主
と
し
て
文
の
成
分
の
切
れ
続
き
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ

ま
す
｡

(中
略
)
こ
の
ほ
か
に
も
､
読
点
は
､
誤
読
を
避
け
る
'
強
調

を
示
す
､
息
継
ぎ
や
間
を
示
す
な
ど
の
目
的
で
使
わ
れ
ま
す
｡

(光
村
図
書
､
平
成
四
年
版

｢三
年
上
し
学
習
指
導
書

1
一
〇
京
)

な
ど
と
説
明
さ
れ
て
ゐ
て
､
そ
れ
な
り
に
解
ら
な
く
は
な
い
が
'
打

ち
方
の

具
体
的
な
記
述
と
し
て
は
'
仮
名
の
連
続
で
誤
読
の
慮
れ
の
あ
る
例
や
接
続

詞

･
主
題
の

｢は
｣
の
後
の
読
点
な
ど
が
'
無
秩
序
に
列
挙
さ
れ
て
ゐ
る
だ

け
な
の
で
あ
る
｡

そ
れ
は
や
は
り
'
行
き
届
い
た
記
述
と
は
言
ひ
難
い
L
t
何
よ
り
不
正
確

で
あ
る
｡
打
ち
方
を
指
導
す
る
と
言
ふ
の
な
ら
'
少
く
と
も
(
長
さ
故
の
解

り
に
く
さ
)
を
解
消
す
る
為
の
読
点
と
誤
読
を
防
ぐ
読
点
と
は
分
け
て
教

へ

る
必
要
が
あ
る
L
t
用
法
の
具
体
例
も
'
掲
げ
る
の
で
あ
れ
ば
'
基
礎
的
な

例
だ
け
で
も
秩
序
立
て
て
掲
げ
る
べ
き
で
あ
る
｡
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現
状
で
は
'
教
師
に
よ
る
実
際
の
指
導
に
期
待
す
る
外
な
い
や
う
だ
が
､

其
処
で
注
目
さ
れ
る
の
は
'
読
点
と
文
法
の
関
係
で
あ
る
｡

こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
通
-
'
読
点
は
文
の
意
味
把
握
の
為
に
打
つ
も
の

で
あ
り
'
そ
の
中
心
的
役
割
は
文
中
で
の
係
り
受
け
の
明
示
に
あ
る
と
す
ら

言
へ
る
｡
さ
う
で
あ
る
以
上
､
係
り
受
け
の
決
り
と
も
言
ふ
べ
き
文
法
と
の

関
係
の
深
さ
は
'
覆
ふ
べ
く
も
な
い
｡
(
長
さ
故
の
解
り
に
く
さ
)
の
解
消

を
目
指
す
読
点
が
文
構
造
の
段
階
差
に
別
し
て
打
た
れ
る
事
は
'
ま
さ
し
く

両
者
の
関
係
を
物
語
っ
て
ゐ
る
し
､
誤
読
を
防
ぐ
読
点
に
し
て
も
､
大
半
は

文
中
で
の
係
り
受
け
の
混
乱
を
防
ぐ
為
に
打
つ
も
の
で
あ
る
｡

と
す
れ
ば
'
読
点
の
指
導
も
､
も
つ
と
文
法
の
教
育
と
連
携
し
て
行
は
れ

て
よ
い
｡
文
法
の
知
識
が
な
け
れ
ば
､
文
頭
の
接
続
詞
の
後
に
打
つ
と
か
倒

置
文
で
は
読
点
を
打
つ
な
ど
と
言
は
れ
て
も
､
充
分
な
理
解
は
期
し
疑
い
だ

ら
う
｡
逆
に
､
文
の
組
立
て
や
各
々
の
成
分
の
働
き
も
､
読
点
の
打
ち
方
と

連
携
さ
せ
て
指
導
す
る
事
で
t
よ
り
実
効
的
に
理
解
出
来
る
管
で
あ
る
｡

『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
』
の
三
年
～
四
年
の
箇
所
に
､

川
の

｢句
読
点
を
適
切
に
打
し
つ
こ
と
は
'
オ

｢文
及
び
文
章
の
構
成

に
関
す
る
事
項
｣
の

r
M
修
飾
と
被
修
飾
と
の
関
係
な
ど
､
文
の
構
成

に
つ
い
て
初
歩
的
な
理
解
を
も
っ
こ
と
｡
｣
と
関
連
付
け
て
指
導
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
｡

(八
六
頁
)

と
あ
る
の
は
'
そ
の
辺
り
を
意
識
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
が
'
管
見
の
限
り

で
は
､
教
科
書
で
も
教
師
用
指
導
書
で
も
両
者
の
連
携
に
配
慮
し
た
記
述
は

余
り
見
当
ら
な
い
｡
因
み
に
'

｢外
国
で
は
､
句
読
点
は
文
法
書
で
扱
う
'

つ
ま
り
句
読
法
は
文
法
上
の
閃
煩
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｣

(文
献
4
'
1

二
京
)
と
い
ふ
状
況
に
あ
る
さ
う
で
､
実
態
は
と
も
か
く
と
し
て
も
､
国
語

教
育
で
も
文
法
と
句
読
点
の
連
挽
指
導
に
も
つ
と
税
極
的
に
意
を
用
ゐ
る
べ

き
で
あ
る
｡

も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
は
'
読
点
の
機
能
が
表
現
行
為
と
理
解
行
為
と
の

双
方
に
及
ぶ
事
で
あ
る
｡
読
点
の
機
能
と
言
ふ
と
'
読
み
や
す
く
す
る
と
か

誤
読
を
防
ぐ
な
ど
と
､
読
む
側
で
の
機
能
が
強
調
さ
れ
る
事
が
多
い
し
､
そ

れ
は
そ
れ
で
間
違
ひ
で
は
な
い
が
､
読
点
は
そ
れ
よ
り
前
に
書
く
側
で
機
能

し
て
ゐ
る
｡
苔
き
手
は
'
読
み
手
に
配
慮
す
る
前
に
､
自
分
自
身
が
今
書
い

て
ゐ
る
文
の
文
意
を
正
確
に
把
握
す
る
為
に
'
読
点
を
打
つ
の
で
あ
る
｡

読
点
の
指
導
も
'
そ
の
事
に
留
意
し
て
行
は
れ
る
必
要
が
あ
る
｡
具
体
的

に
は
作
文
指
導
の
中
で
と
い
ふ
事
に
な
る
の
だ
ら
う
が
､
読
点
は
読
み
手
へ

の
配
慮
よ
り
前
に
自
分
自
身
の
為
に
打
つ
､
と
い
ふ
事
を
充
分
に
理
解
さ
せ

た
上
で
'
指
導
す
べ
き
だ
と
思
ふ
の
で
あ
る
｡

5
-
2

以
上
'
気
が
付
い
た
事
を
述
べ
て
来
た
が
'
読
点
能
力
の
習
得
と
い
ふ
事

を
実
際
問
題
と
し
て
考
へ
る
と
'
そ
れ
は
国
語
教
育
だ
け
で
方
が
付
く
閉
店

で
は
な
い
や
う
で
あ
る
｡

我
々
は
曲
り
な
り
に
も
読
点
の
打
ち
方
を
身
に
付
け
て
ゐ
る
が
'
そ
れ
は

国
語
教
育
で
の
成
果
と
音
ふ
よ
り
は
､
こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
自
づ
と
身
に

付
い
た
も
の
の
や
う
に
思
は
れ
る
｡
無
論
'
学
校
で
の
教
育
も
何
が
し
か
の

ー14-



力
を
与
へ
た
の
で
は
あ
ら
う
が
'
様
々
な
場
面
で
の
打
ち
方
の
実
際
は
'
読

ん
だ
り
書
い
た
り
す
る
生
活
の
中
で
自
然
と
身
に
付
い
て
来
た
と
考
へ
る
方

が
､
事
実
に
近
い
や
う
で
あ
る
｡
そ
れ
は
一
種
の
感
覚
の
や
う
な
も
の
と
し

て
身
に
付
い
て
ゐ
る
の
で
'
だ
か
ら
こ
そ
我
が
大
学
院
生
達
の
や
う
に
'
不

自
由
な
く
使
っ
て
は
ゐ
る
が
説
明
は
出
来
な
い
と
い
ふ
事
に
も
な
る
の
で
あ

る
｡さ

う
し
た
実
情
か
ら
す
る
と
'
読
点
の
打
ち
方
を
学
校
で
事
細
か
に
指
導

す
る
必
要
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
｡
読
点
の
役
割
の
大
き
さ
を
実
例
に
よ

っ
て
知
ら
し
め
､
注
意
深
く
取
扱
ふ
態
度
を
育
み
さ
へ
す
れ
ば
､
学
校
教
育

と
し
て
の
役
割
は
全
う
し
た
と
膏
へ
る
の
か
も
知
れ
な
い
｡
敦
へ
る
の
は
肝

要
な
知
確
だ
け
で
充
分
な
の
で
'
そ
の
後
は
毎
日
の
経
験
が
自
づ
と
教
へ
て

く
れ
る
と
考

へ
た
方
が
'
寧
ろ
現
実
的
だ
と
言
へ
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
｡

し
か
し
t
だ
か
ら
と
育
っ
て
､
国
指
の
教
師
が
､
読
点
に
つ
い
て
何
も
知

ら
な
い
と
い
ふ
訳
に
は
行
か
な
い
｡
統
点
の
役
割
と
言
っ
て
も
'
そ
の
肝
要

な
知
識
と
言
っ
て
も
'
教
師
の
側
に
的
以
て
充
分
な
知
識
が
な
い
と
､
ど
う

に
も
故
へ
や
う
が
な
い
だ
ら
･rL.
ど
ん
な
例
を
提
示
し
'
そ
れ
で
何
を
ど
う

教
へ
る
か
､
既
に
そ
ん
な
事
か
ら
力
丑
が
問
は
れ
る
訳
で
､
教
師
は
充
分
な

知
位
を
弁
へ
て
お
く
必
要
が
あ
る
｡

注
-

長
い
も
の
の
中
に
切
れ
目
を
設
け
る
と
い
ふ
点
で
は
'
文
章
中
で
の

段
落
の
設
定
が
類
を
同
じ
く
す
る
｡
な
は
､
こ
の
や
う
な
'
言
語
単
位

と
長
さ
と
の
関
係
に
関
す
る
考

へ
方
に
つ
い
て
は
､
文
献
7
の
拙
稿
を

参
照
さ
れ
た
い
｡

読
点
に
'
文
の
範
囲
を
越
え
て
'
文
章
の
構
成
の
上
か
ら
打
た
れ
る

場
合
が
あ
る
事
に
つ
い
て
は
､
文
献
3
に
詳
し
い
指
摘
が
あ
る
｡

な
は
'
意
味
の
切
れ
目
は
､
話
す
際
に
も
息
継
ぎ
で
明
示
さ
れ
る
｡

連
続
し
て
発
せ
ら
れ
る
音
声
の
中
に
ポ
ー
ズ

(間
)
が
置
か
れ
る
事
で
'

文
中
で
の
意
味
の
切
れ
目
が
示
さ
れ
る

の
で
あ
る
｡
読
点
と
息
継
ぎ
と

は
同
じ
機
能
を
持
つ
と
言
へ
る
訳
で
､
読
点
の
打
ち
方
の
基
準
と
し
て

常
に
息
継
ぎ
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
そ
の
故
で
あ
る
｡

個
人
差
の
例
と
し
て
は
'
文
学
作
品
で
の
調
査
で
は
あ
る
が
'
多
く

打
つ
作
家
と
し
て
宇
野
浩
二
や
舟
橋
聖

t
が
'
逆
に
少
い
作
家
と
し
て

佐
藤
春
夫
や
谷
崎
潤

一
郎
が
挙
げ
ら
れ
て
ゐ
る

(文
献
8
･
9
)
｡

個
人
で
打
ち
方
が
異
な
っ
た
例
と
し
て
'
文
献
3
で
は
､
芥
川
竜
之

介
の

『
羅
生
門
』

『鼻
』
で
の
調
査
結
果
や
平
林
た
い
子
の

『
切
る
』

と

『
人
生
実
験
』
で
の
違
ひ
を
報
告
し
て
ゐ
る
し
､
文
献
9
で
は
､
谷

崎
潤

1
郎
が

『
文
章
読
本
』
を
境
に
読
点
を
多
く
打
つ
様
に
変
化
し
た

と
指
摘
し
て
ゐ
る
｡

･広
田
栄
太
郎
氏
の

『用
字
の
技
術
』

(昭
和
三
四
年
)
で
規
定
さ
れ

た
十

一
の
用
法
に
つ
い
て
比
較
調
査
し
た
も
の
で
'

『細
雪
』
と
は
別

に
'
明
治
以
降
の
六
七
人
の
作
家
に
よ
る
一
〇
三
の
文
学
作
品
に
お
け

る
読
点
に
つ
い
て
も
調
査
し
て
ゐ
る
｡
な
ほ
'

｢限
定

･
条
件
な
ど
を

表
す
文
や
語
句
の
あ
と
｣
の
読
点
は
'

『細
雪
』
以
外
の
作
品
で
も

｢

全
体
の
四
〇
%
を
占
め
断
然
多
い
｣
と
言
ふ
｡
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こ
の
場
合
は
､

r日
本

･
米
国

･
中
国

･
ぬ
叩
国
-
し
の
や
う
に
中
黒

(中
点
)

｢
･
｣
を
用
ゐ
る
事
が
多
い
が
､

｢よ
き
師
､
よ
き
友
'
よ

き
伴
侶
を
得
る
･･･｣
の
や
-
に
修
飾
語
の
付
い
た
名
詞
の
場
合
は
､
読

点
を
使
ふ
の
が
普
通
で
あ
る
｡

な
ほ
､
概
数
の
漢
数
字
表
記
で
の

｢二
､
三
日
｣
の
や
う
な
例
は
'

複
合
語
の
内
部
に
打
つ
読
点
と
い
ふ
点
で
'
特
殊
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
｡

6
文
献
1234567

読
点
と
語
順
の
関
係
に
つ
い
て
は
､
文
献

12
に
詳
し

い
｡

『
国
語
学
大
辞
典
』
の

｢句
読
点
｣
の
項

(山
口
明
穂
氏
担
当
'

東
京
堂
出
版
'
昭
和
五
三
年
)

永
野
賢

r句
読
点
の
う
ち
方
｣

(
『
言
語
生
活
))
六
六
号
､
昭
和

三
二
年
)

京
極
興

一

r読
点
考
｣

(
『
成
挨
論
叢
))
創
刊
号
'
昭
和
三
六
年
)

大
転
雅
敏

『
文
体
と
し
て
の
句
読
点
』

(栄
光
出
版
社
'
昭
和
五

三
年
)

尾
崎
左
永
子

r私
の
句
読
法

た
お
や
か
な
息
づ
か
い
｣

(
『
日

本
語
学
)]
八
巻
六
号
'
平
成
元
年
)

川
上
葬

r点
の
問
題
点
-
補
助
記
号
論
-
｣

(
『
言
語
生
活
』
二

七
七
号
､
昭
和
四
九
年
)

梅
原
恭
則

｢パ
ロ
ー
ル
の
単
位
体

(そ
の
こ

-
文
と
文
章
の
位

置
付
け
に
つ
い
て
-
｣

(
『信
州
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
六
四
号
'

昭
和
六
三
年
)
'

｢
パ
ロ
ー
ル
の
単
位
体

(そ
の
二
)
-
言
語
的
特

徴
に
つ
い
て
-
｣

(
『
信

州
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
六
七
号
'
平
成

元
年
)

8

斎
賀
秀
夫

r句
読
法
｣

(
『
統
日
本
文
法
祥
座
Jl
第
二
巻
'
昭
和

三
三
年
)

9

小
泉
保

｢句
読
法
概
説
｣

(
『
日
本
詩
学
』
八
巻
六
号
､
平
成
元

年
)

to

南
不
二
男

『
現
代
日
本
語
の
構
造
』

(大
修
館
審
店
､
昭
和
四
九

年
)

〓

『
日
本
文
法
事
典
』
の

r独
立
語
し
の
項

(小
池
消
治
氏
担
当
､

有
精
堂
'
昭
和
五
六
年
)

_2

本
多
勝

一
『
日
本
語
の
作
文
技
術
』

(朝
日
新
聞
社
'
昭
和
五

一

年
｡
改
訂
版
'
朝
日
文
鹿
'
昭
和
五
七
年
)
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