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◇
要
旨 

  

先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
切
り
の
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
る

際
、
多
く
の
場
合
、
「
句
読
」
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
さ
れ
、
文
末
・
文
中
、
或
い

は
、
文
末
と
文
中
と
を
区
別
し
な
い
と
い
う
形
で
分
類
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
訓

点
資
料
に
お
い
て
は
、
星
点
の
返
点
（
以
下
、
返
点
と
略
す
）
も
、 

 

〈
図
１
〉 

 
 

 
 
 

 

・
句
点 

 
 

 
 
 

 

・
読
点 

 
 

 
 
 

 

・
返
点 

 

と
い
う
よ
う
に
句
点
や
読
点
な
ど
と
並
べ
ら
れ
た
形
で
用
い
ら
れ
、
句
切
り
の
点
と

．
．
．
．
．
．

し
て
機
能
し
て
い
る

．
．
．
．
．
．
．
．
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
切
り
の
点
を
見

て
い
く
際
に
は
、
こ
の
返
点
も
句
切
り
の
点
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
「
句
読
」
と

い
う
視
点
に
加
え
、
「
返
読
の
有
無
」
と
い
う
視
点
も
も
っ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。 平

安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
の
訓
点
資
料
を
対
象
と
し
て
、
訓
点
が
施
さ
れ
て

訓
み
方
の
明
ら
か
な
箇
所
―
文
末
・
文
中
な
ど
が
明
ら
か
な
箇
所
―
の
句
切
り
の
点

を
全
て
抜
き
出
し
、
そ
れ
を
「
文
末
・
文
中
」
「
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
」
と
い
う

四
つ
の
点
に
着
目
し
て
分
類
を
行
な
っ
て
み
る
と
、
確
か
に
、
右
図
１
の
よ
う
に
、

句
切
り
の
点
を
「
句
読
」
（
文
末
・
文
中
）
に
よ
っ
て
書
き
分
け
る
資
料
は
存
し
て

い
る
。
し
か
し
、 

 

〈
図
２
〉 
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句
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・
不
返
点 

… 

返
読
の
な
い
句
切
り 

・
返
点 

 

… 

返
読
の
あ
る
句
切
り 

 

と
い
う
よ
う
に
、
漢
字
中
下
の
点
を
読
点
に
は
用
い
ず
、
返
読
の
な
い
箇
所
に
用
い

た
（
文
末
・
文
中
は
問
わ
な
い
）
資
料
も
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
資

料
に
お
い
て
は
、
右
図
２
の
よ
う
に
、
漢
字
中
下
の
点
と
返
点
と
に
よ
っ
て
「
返
読

の
有
無．
」
を
書
き
分
け
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
、
右
図
２
の
中
下

の
点
の
よ
う
な
句
切
り
の
点
は
、
返
読
の
な
い
こ
と
を
示
す
句
切
り
の
点
と
見
て
、

仮
に
不
返
点
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。
訓
点
資
料
に
は
、
「
句
読
」
と
い
う
こ
と
が
ら

を
意
識
し
て
句
切
り
の
点
を
書
き
分
け
る
資
料
だ
け
で
な
く
、
「
返
読
の
有
無
」
と

い
う
こ
と
が
ら
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
句
切
り
の
点
を
書
き
分
け
る
資
料
も
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
右
図
２
の
よ
う
に
不
返
点
を
用
い
る
も
の
も
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、

他
に
も
、
そ
の
不
返
点
を
用
い
な
い
ま
で
も
、
返
読
の
あ
る
箇
所
の
句
切
り
の
点
（
返

点
）
を
中
心
と
し
て
句
切
り
の
点
を
用
い
る
資
料
が
存
し
て
い
る
。 

 

古
来
、
日
本
に
お
い
て
は
句
切
り
の
点
は
用
い
ら
れ
ず
、
訓
点
資
料
に
用
い
ら
れ

た
例
が
早
い
例
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
訓
点
資
料
の
初
期
に
お
い
て
、
句
切
り
の
点

は
、
「
句
」
（
文
末
）
と
「
読
」
（
文
中
）
と
を
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
は
じ
め
た
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
、

そ
も
そ
も
そ
の
句
切
り
の
点
が
「
句
読
」
を
書
き
分
け
る

．
．
．
．
．
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
も

希
薄
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
よ
う
に
見
る
と
、
訓
点
資
料
の
中
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で
用
い
ら
れ
は
じ
め
た
句
切
り
の
点
が
、「
句
読
」
を
書
き
分
け
る
以
外
に
、「
返
読

の
有
無
」
を
書
き
分
け
る
の
に
用
い
ら
れ
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
あ
る
ま
い
。 

 

小
稿
で
取
り
上
げ
た
資
料
に
お
い
て
は
、
第
一
群
点
～
第
三
群
点
に
、
「
返
読
の

有
無
」
に
重
き
が
置
か
れ
た
形
で
用
い
ら
れ
る
句
切
り
の
点
（
右
図
２
の
形
な
ど
）

が
見
ら
れ
、
第
五
群
点
に
、
「
句
読
」
に
重
き
が
置
か
れ
た
形
で
用
い
ら
れ
る
句
切

り
の
点
（
右
図
１
の
形
な
ど
）
が
見
ら
れ
た
。
小
稿
で
取
り
上
げ
た
資
料
は
多
く
は

な
い
の
で
、
こ
の
偏
り
が
有
意
味
な
も
の
で
あ
る
の
か
は
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
も
し
こ
の
よ
う
な
偏
り
が
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
、
句
切
り

の
点
を
分
類
す
る
際
に
は
、
「
句
読
」
と
い
う
視
点
だ
け
で
な
く
、
「
返
読
の
有
無
」

な
ど
の
他
の
視
点
も
持
ち
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。 

  

ま
た
、
博
士
家
点
に
お
い
て
、 

 

〈
図
３
〉 

 

 

の
よ
う
に
「
テ
・
返
点
」
と
さ
れ
る
星
点
が
存
す
る
が
、
こ
れ
を
「
返
読
を
示
す
も

の
」
で
は
な
く
、「
句
切
り
を
示
す
も
の
」（
筆
者
は
、
仮
に
「
テ
・
切
点
」
と
し
た
）

と
見
る
べ
き
資
料
が
存
す
る
。 

 

テ
・
返
点
を
検
討
す
る
際
に
は
、
こ
の
テ
・
返
点
と
漢
字
の
壺
に
加
点
さ
れ
る
テ

の
ヲ
コ
ト
点
と
の
判
別
が
問
題
と
な
る
が
（
右
図
３
参
照
）
、
筆
者
の
調
査
に
よ
る

と
、
神
田
本
『
白
氏
文
集
』
は
、
こ
れ
ら
テ
・
返
点
と
テ
の
ヲ
コ
ト
点
と
を
そ
の
加

点
位
置
に
よ
っ
て
か
な
り
正
確
に
書
き
分
け
た
資
料
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
資
料
と

し
て
テ
・
返
点
を
調
査
し
て
み
る
と
、
テ
・
返
点
は
、
必
ず
し
も
返
読
の
あ
る
箇
所

に
の
み
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
返
読
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
句
切
り

．
．
．
と
な
る

箇
所
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

岩
崎
本
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
二 

推
古
紀
に
お
い
て
も
、
助
字
「
之
」
が
不

読
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
「
之
」
字
の
左
下
に
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
施
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
こ
と
を
矛
盾
な
く
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
を
句
切
り
を

示
す
も
の
と
見
た
方
が
合
理
的
で
あ
る
。 

博
士
家
各
家
の
訓
法
に
お
い
て
は
、
文
が
終
止
．
．
す
る
か
中
止
．
．
す
る
か
、
或
い
は

「
～
て
．
．
」
と
な
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
訓
法
の
相
違
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、

筆
者
は
、
博
士
家
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
形
で
、 
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終
止
の
句
切
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・
読
点 

 
 

… 

中
止
の
句
切
り 

 
 
 
 
 
 

・
テ
・
切
点 

… 

「
～
て
」
と
な
る
句
切
り 

 

と
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
テ
・
切
点
は
、
「
テ
の
有
無
」
を
考
慮
し
た

句
切
り
の
点
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

  
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
切
り
の
点
は
、
必
ず
し
も
「
句
読
」
と
い
う
視
点
の
み
か

ら
施
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
見
て
い
く
際
に
は
、「
返
読
の
有
無
」「
テ
の

有
無
」
な
ど
の
他
の
視
点
も
必
要
で
あ
る
。 
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◇
序 

  

小
稿
で
は
、
資
料
と
し
て
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
の
訓
点
資
料1

を
中
心
に
取
り
上
げ
、
訓
点
資
料
に
施
さ
れ
た
「
句
切
り
の
点
」
を
見
て
い
く
際
に
、
ど
の
よ

う
な
点
に
着
目
し
な
が
ら
分
析
を
行
な
う
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
う
。
訓
点
資
料
の
例
と
し
て
、
左
に
高
野
山
西
南
院
蔵
『
大
毘
盧
遮
那
胎
蔵

菩
薩
真
言
蔵
成
就
瑜
伽
』
院
政
初
期
点
の
コ
ピ
ー
と
、
そ
の
句
切
り
の
点
の
用
例
を
挙
げ
る
。 

 

◎
高
野
山
西
南
院
蔵
『
大
毘
盧
遮
那
胎
蔵
菩
薩
真
言
蔵
成
就
瑜
伽
』
院
政
初
期
点 

 

（
コ
ピ
ー
は
西
崎
亨
氏
（
一
九
九
五
）
に
よ
る
） 

                                         

          

 
1 

訓
点
資
料
…
「
漢
籍
、
国
書
、
仏
典
に
仮
名
や
ヲ
コ
ト
点
、
返
り
点
な
ど
の
符
号
を
付
し
て
訓
読
を
示
し
た
も
の
を
国
語
史
研
究
の
資
料
と
し
て
取
り
上
げ
る
際
の
名
称
」（
『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』
（
一
九
七

二
）
） 
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〈
用
例
〉
※
句
切
り
の
点
は
、
漢
字
の
右
下
・
中
下
・
左
下
に
打
た
れ
て
い
る
。
訓
読
文
に
用
い
た
記
号
な
ど
に
つ
い
て
は
、
後
に
掲
げ
た
「
訓
読
文 

凡
例
」
を
参
照
の
こ
と
。 

 

〔
１
〕

（
六
オ
二
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
聖
天
の
〔
之
〕
位
な
り
。 

 

〔
２
〕

（
三
ウ
七
） 

 

〈
訓
読
文
〉
善
男
子
諦
聴(
シ)

て
－ 

内
心
の
漫
荼
羅
あ
り
－ 

 

〔
３
〕

（
一
オ
六
） 

 

〈
訓
読
文
〉
阿
字
よ
り
娑
賀
に
至
せ
▲ 

 

小
稿
で
改
め
て
こ
の
よ
う
な
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
研
究
を
見
て
み
る
と
、
句
切
り
の
点
を
分
類
す
る
際
に

は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、「
句
読
」
―
つ
ま
り
、
文
末
で
あ
る
か
文
中
で
あ
る
か
―
と
い
う
視
点
か
ら
の
み
行
わ
れ
て
お
り
、
最
初
か
ら
そ
の
よ
う
に
「
句
切
り
の
点

．
．
．
．
．
」

が．
「
句
読
．
．
を
示
す
も
の

．
．
．
．
．
」
で
あ
る

．
．
．
と
の
前
提
を
定
め
て
検
討
を
行
な
う
こ
と
に
不
安
を
覚
え
た
か
ら
で
あ
る
。 

例
え
ば
、
筆
者
が
調
査
を
行
な
っ
て
み
る
と
、
左
の
図
１
の
よ
う
に
、
三
つ
の
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
る
場
合
に
、 

 

〈
図
１
〉 

 
 
 
 
 
 

・
○イ 

 
 
 
 
 
 

・
○ロ 

 
 
 
 
 
 

・
返
点 

 
 

※
「
□
」
は
漢
字
を
示
す
。 

 

○ロ
の
位
置
に
施
さ
れ
る
句
切
り
の
点
が
「
返
読
の
な
い
箇
所
」（
文
末
・
文
中
を
問
わ
な
い
）
に
し
か
用
い
ら
れ
な
い
資
料
が
存
す
る
の
で
あ
る
（
第
四
章 

第
三
節 

参
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照
）。
こ
の
○ロ
は
、
少
な
く
と
も
返
点
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
○ロ
と
影
響
関
係

に
あ
る
と
見
ら
れ
る
返
点
も
ま
た
、
句
切
り
の
点
と
し
て
見
て
み
る
必
要
性
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
句
切
り
の
点
を
句
読
を
示
す
も
の
の
み

に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
広
く
返
点
な
ど
も
含
め
て
捉
え
な
お
し
て
み
る
必
要
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

  

今
で
こ
そ
句
切
り
の
点
で
句
読
を
示
す
こ
と
が
普
通
と
な
っ
て
い
る
が
、
句
読
を
書
き
分
け
る
こ
と
―
即
ち
「
句
（
文
末
）」
と
「
読
（
文
中
）」
と
を
書
き
分
け
る

こ
と
―
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
資
料
が
存
す
る
訓
点
資
料
に
お
い
て
も
、
果
た
し
て
現
在
の
よ
う
に
「
句
切
り
の
点
」
を
「
句
読
を
示
す
も
の
」
と
す
る
よ
う
な
認
識

が
定
着
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

例
え
ば
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
図
１
の
形
で
、
○ロ
の
句
切
り
の
点
を
「
返
読
の
な
い
箇
所
」
に
用
い
る
資
料
に
つ
い
て
は
、 

 

〈
図
２
〉 

 
 
 
 
 
 

・
○イ 

 
 
 
 
 
 

・
○ロ 

 

… 

返
読
の
な
い
句
切
り
を
示
す 

 
 
 
 
 
 

・
返
点 

… 

返
読
の
あ
る
句
切
り
を
示
す 

 

と
い
う
よ
う
に
、「
句
読．
」
を
示
す
の
で
は
な
く
、
○ロ
と
返
点
と
い
う
二
つ
の
句
切
り
の
点
に
よ
っ
て
「
返
読
の
有
無．
」
を
示
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。 

  

日
本
に
お
い
て
句
切
り
の
点
の
早
い
例
が
見
ら
れ
る
の
は
、
訓
点
資
料
に
お
い
て

．
．
．
．
．
．
．
．
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
（
『
国
語
学
大
辞
典
』（
一
九
八
〇
）
）、
そ
の
点

に
お
い
て
、
句
切
り
の
点
を
、
句
読
を
示
す
こ
と
の
み
に
用
い
る
の
で
は
な
く
、
返
読
す
る
こ
と
を
示
す
な
ど
の
訓
点
資
料
を
訓
む
際
の
便
利

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
に
用
い
た
可
能
性
も
考

え
ら
れ
よ
う
。 

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
切
り
の
点
を
見
る
際
に
、「
句
読
」
と
い
う
視
点
の
み
か
ら
検
討
を
行
な
っ
た
の
で
は
何
か
見
落
と
す
点
が
出
て
く

る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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小
稿
で
は
、
句
切
り
の
点
を
見
る
際
に
、「
句
読
」
と
い
う
視
点
に
加
え
、「
返
読
の
有
無
」
、「
テ
の
有
無
」
と
い
う
視
点
も
も
っ
て
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
。
筆
者

は
、
こ
の
調
査
に
よ
っ
て
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
切
り
の
点
が
、「
句
読
」
に
限
ら
ず
、「
返
読
の
有
無
」
な
ど
と
も
関
わ
っ
て
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の

よ
う
な
視
点
を
も
っ
て
調
査
す
る
必
要
性
の
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

た
だ
し
、
小
稿
の
よ
う
な
調
査
は
未
だ
始
め
た
ば
か
り
で
、
こ
の
よ
う
な
調
査
を
行
な
う
こ
と
で
、
今
後
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
か
筆

者
に
は
明
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
な
視
点
の
み
で
よ
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
筆
者
に
は
断
言
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
問
題
は
未
だ
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。 

小
稿
は
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
ほ
ん
の
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
小
稿
が
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
切
り
の
点
を
見
て
い
く
際
の
一
助

と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 

  

な
お
、
小
稿
の
構
成
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

 

第
一
章 

句
切
り
の
点
の
呼
称
、
及
び
、
返
点
を
句
切
り
の
点
と
す
る
こ
と 

 
 

ど
の
よ
う
な
句
切
り
の
点
を
ど
の
よ
う
な
名
称
で
呼
ぶ
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
本
章
を
設
け
た
。
ま
た
、「
星
点
の
返
点
」（
以
下
、「
返
点
」

と
略
す
）
も
句
切
り
の
点
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
小
稿
に
お
い
て
こ
れ
を
句
切
り
の
点
と
し
て
扱
う
こ
と
を
述
べ
た
。 

 

第
二
章 

訓
点
資
料
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」
概
略
お
よ
び
小
稿
の
意
義 

 
 

先
行
研
究
に
お
い
て
は
句
切
り
の
点
が
、
多
く
の
場
合
、「
句
読
」
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
検
討
さ
れ
、
返
点
が
別
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
点
に

お
い
て
、
小
稿
の
よ
う
に
、
返
点
を
句
切
り
の
点
と
し
て
扱
い
、
そ
の
返
点
を
含
む
句
切
り
の
点
を
「
返
読
の
有
無
」
な
ど
の
「
句
読
」
以
外
の
視
点
も
も
っ
て
検

討
す
る
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
た
。 

 

第
三
章 

訓
点
資
料
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」
の
調
査
方
法 

 
 

訓
点
資
料
に
お
い
て
は
句
切
り
の
点
が
基
本
的
に
併
記
さ
れ
な
い
な
ど
の
傾
向
が
見
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
加
点
状
況
か
ら
考
え
る
に
、
句
切
り
の
点
を
見
る
際
に

は
、「
句
読
」「
返
読
の
有
無
」「
テ
の
有
無
」
な
ど
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
が
有
用
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
、
小
稿
に
お
い
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
、
ど
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の
よ
う
な
方
法
で
調
査
を
行
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
述
べ
た
。 

 

第
四
章 
仏
家
点
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」 

 
 

第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
な
調
査
を
、
実
際
に
仏
家
点
と
さ
れ
る
資
料
を
対
象
と
し
て
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
資

料
と
、「
句
読
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
資
料
と
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
示
し
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
な
調
査
が
句
切
り
の
点
を
見
る
際
に
有
用
で
あ
る
こ

と
を
述
べ
た
。 

 

第
五
章 

博
士
家
点
に
お
け
る
「
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」 

 
 

博
士
家
点
に
お
い
て
「
返
点
を
兼
ね
る
」
と
さ
れ
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
存
す
る
が
、
神
田
本
『
白
氏
文
集
』
や
岩
崎
本
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
二 

推
古
紀
な

ど
の
資
料
に
お
い
て
は
、
そ
の
テ
の
ヲ
コ
ト
点
を
「
返
読
を
示
す
も
の
（
返
点
）
」
と
見
る
よ
り
も
、「
句
切
り
を
示
す
も
の
（
句
切
り
の
点
）
」
と
見
た
方
が
そ
の

加
点
状
況
に
う
ま
く
合
致
す
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
テ
の
ヲ
コ
ト
点
を
句
切
り
の
点
と
し
て
見
て
行
く
必
要
性
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。 

 

第
六
章 

博
士
家
点
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」 

 
 

博
士
家
点
と
さ
れ
る
資
料
に
お
い
て
は
、
仏
家
点
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
返
点
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
関
連
し
て
か
、
句
切
り
の
点
が
「
句
読
」
に
重
き

を
置
く
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。 

 

終
章 

訓
点
資
料
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」 

―
ま
と
め
と
見
通
し
― 

 
 

小
稿
で
調
査
を
行
な
っ
た
資
料
を
も
と
に
、
古
く
「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
形
で
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
、
比
較
的
時
代
が
下
っ
た
第
五

群
点
な
ど
に
「
句
読
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
形
で
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。 

 
 

ま
た
、
博
士
家
点
（
第
五
群
点
）
に
見
ら
れ
る
句
切
り
の
点
の
形
式
が
、
仏
家
点
の
第
五
群
点
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
句
読
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
形
式

と
関
わ
り
が
あ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。 
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◇
訓
読
文 

凡
例 

 

・
原
本
に
施
さ
れ
た
ヲ
コ
ト
点
は
平
仮
名
、
仮
名
点
は
片
仮
名
で
示
し
、
私
に
補
読
し
た
も
の
は
片
仮
名
に
括
弧
（ 

）
を
施
し
て
示
し
た
。 

・
助
字
な
ど
、
不
読
の
漢
字
に
は
括
弧
〔 

〕
を
施
し
た
。 

・
音
合
符
・
訓
合
符
は
、
原
本
と
同
様
に
示
し
た
。 

・
音
読
符
・
訓
読
符
は
、
当
該
漢
字
の
右
下
に
「
（
音
）
（
訓
）
」
の
よ
う
に
示
し
た
。 

・
声
点
は
、
当
該
漢
字
の
右
下
に
「
（
平
）
（
上
）
（
去
）
（
入
）
」
の
よ
う
に
示
し
た
。 

・
句
切
り
の
点
は
、
句
点
を
「
。
」
、
読
点
を
「
、
」、
切
点
を
「
．
」
で
示
し
た
（
句
点
・
読
点
・
切
点
の
別
に
つ
い
て
は
、
第
一
章 

二
、
三
を
参
照
）。
な
お
、
ど
の

よ
う
な
句
切
り
を
示
す
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
句
切
り
の
点
に
つ
い
て
は
、「
，
」
で
示
し
た 

・
小
稿
で
句
切
り
の
点
と
し
て
扱
っ
て
い
る
返
点
（
星
点
「
・
」
で
示
さ
れ
る
返
点
の
こ
と 

→ 

第
一
章 

四 

参
照
）
も
、
他
の
句
切
り
の
点
と
同
様
に
、
句
切
り
と

な
る
箇
所
に
「
▲ 

」
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
示
し
た
。 

〈
例
〉

 

→ 
茎(
ヲ)

抽ヌ

ケ
て
▲ 

敷ヒ
ラ

ケ
た
り
蘂
綵
れ
る
［
綵

イ
ロ
ト

レ
ル
］
絢ア

ヤ

あ
り
て
端
妙
な
り
、（
高
野
山
西
南
院
蔵
『
大
毘
盧
遮
那
胎
蔵
菩
薩
真

言
蔵
成
就
瑜
伽
』
院
政
初
期
点
・
四
オ
四
） 

※
漢
字
左
下
の
離
れ
た
位
置
に
施
さ
れ
た
星
点
が
返
点
。 

 
 

ま
た
、
こ
の
返
点
に
対
す
る
と
こ
ろ
の
不
返
点
（
返
読
の
な
い
箇
所
に
加
点
さ
れ
る
句
切
り
の
点
の
こ
と 

→ 

第
一
章 

四 

参
照
）
は
「
－ 

」
で
示
し
た
。 

・「
句
切
り
を
示
す
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」（「
壺
か
ら
離
れ
た
位
置
に
加
点
さ
れ
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」
の
こ
と 

→ 

第
五
章 

参
照
）
も
小
稿
で
は
「
句
切
り
の
点
」
と
し
て

い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
壺
に
加
点
さ
れ
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」
と
の
判
別
が
難
し
い
場
合
も
あ
り
、
完
全
な
形
で
書
き
分
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の

「
句
切
り
を
示
す
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」
は
、
判
別
が
可
能
で
あ
っ
た
場
合
の
み
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
の
「
て
、
」
で
示
す
こ
と
に
し
た
。 

・
原
本
に
複
数
の
訓
が
併
記
さ
れ
て
い
る
場
合
、
別
訓
に
は
括
弧
［ 

］
を
施
し
て
示
し
た
。 

・
漢
字
の
字
体
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
原
本
に
近
い
も
の
を
選
ん
で
用
い
た
が
、
印
刷
の
便
な
ど
も
考
え
て
、
字
体
を
変
え
た
箇
所
も
あ
り
、
必
ず
し
も
原
本
に

正
確
な
も
の
で
は
な
い
。 
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◇
訓
点
資
料 

略
称 

 

『
甘
露
』 
… 

高
野
山
西
南
院
蔵
『
甘
露
軍
荼
利
菩
薩
供
養
念
誦
成
就
儀
軌
』
康
和
点 

『
三
蔵
』 
… 

興
福
寺
本
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
古
点 

『
釈
摩
』 

… 
東
大
寺
図
書
館
本
『
釈
摩
訶
衍
論
』
序 

承
元
二
年
点 

『
十
二
』 

… 

高
山
寺
蔵
『
十
二
天
法
』
平
安
後
期
点 

『
将
門
』 

… 

真
福
寺
本
『
将
門
記
』 

『
推
古
』 

… 

岩
崎
本
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
二 

推
古
紀 

『
聖
燄
』 

… 

高
野
山
西
南
院
蔵
『
聖
燄
漫
徳
迦
威
怒
王
立
成
大
神
驗
念
誦
法
』
承
暦
点 

『
大
毘
』 

… 

高
野
山
西
南
院
蔵
『
大
毘
盧
遮
那
胎
蔵
菩
薩
真
言
蔵
成
就
瑜
伽
』
院
政
初
期
点 

『
白
氏
』 

… 

神
田
本
『
白
氏
文
集
』 

『
秘
蔵
』 

… 

西
教
寺
本
『
秘
蔵
宝
鑰
』
巻
上
（
朱
点
） 

『
不
動
』 

… 

東
寺
蔵
『
不
動
儀
軌
』
万
寿
二
年
点 

『
北
斗
』 

… 

高
野
山
西
南
院
蔵
『
北
斗
七
星
護
摩
秘
要
儀
軌
』
院
政
期
点 

『
呂
后
』 

… 

毛
利
博
物
館
蔵
『
史
記
』
第
九 

呂
后
本
紀 
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◇
目
次 

  
 
 
 
 
 
 

序 訓
読
文 

凡
例
・
訓
点
資
料
略
称 

目
次 

 

第
一
章 

句
切
り
の
点
の
呼
称
、
及
び
、
返
点
を
句
切
り
の
点
と
す
る
こ
と 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14 
 
 
 

 

一
、
は
じ
め
に 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14 
 
 
 
 
 

二
、「
句
読
」
に
関
わ
る
句
切
り
の
点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

三
、「
句
読
」
を
問
わ
な
い
句
切
り
の
点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 

四
、「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
る
句
切
り
の
点 

―
返
点
を
句
切
り
の
点
と
す
る
こ
と
― 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 

五
、「
テ
の
有
無
」
に
関
わ
る
句
切
り
の
点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

36 
 
 
 
 

 

六
、
ど
の
よ
う
な
句
切
り
の
点
で
あ
る
の
か
不
明
な
場
合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

37 
 
 
 
 

 

七
、
句
切
り
の
点
の
補
足
説
明 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

38 

 

第
二
章 

訓
点
資
料
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」
概
略
お
よ
び
小
稿
の
意
義 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

40 
 
 
 
 

 

第
一
節 

先
行
研
究 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

40 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

一
、
は
じ
め
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

40 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

二
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
「
句
読
点
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
究 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

45 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

三
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
「
返
点
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
究 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

50 
 
 
 
 

 

第
二
節 

小
稿
の
意
義 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

57 

 

第
三
章 

訓
点
資
料
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」
の
調
査
方
法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

60 
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第
一
節 

小
稿
に
お
い
て
調
査
の
対
象
と
し
た
資
料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

60 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

一
、
資
料
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

60 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

二
、
資
料
の
分
類
に
つ
い
て 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

63 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

三
、
小
稿
で
取
り
上
げ
た
資
料 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

64 
 
 
 
 

 

第
二
節 

訓
点
資
料
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」
の
加
点
状
況 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

65 
 
 
 
 

 

第
三
節 
訓
点
資
料
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」
の
調
査
方
法 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

68 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

一
、
調
査
方
法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
、「
テ
の
有
無
」
に
つ
い
て
の
調
査
方
法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

71 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

三
、
本
文
部
の
句
切
り
の
点
と
別
に
分
け
て
調
査
を
行
な
っ
た
句
切
り
の
点 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

72 

 

第
四
章 

仏
家
点
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

74 
 
 
 
 

 
 

序
節 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

74 

第
一
節 

興
福
寺
本
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
古
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

―
句
切
り
の
点
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
― 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

75 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

一
、
は
じ
め
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

75 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

二
、
資
料
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

76 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

三
、
句
切
り
の
点
の
使
用
状
況 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
、
切
点
・
返
点
の
用
い
ら
れ
方
に
つ
い
て 

―
切
点
の
偏
り
に
着
目
し
て
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

五
、
ま
と
め 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

93 

第
二
節 

東
寺
蔵
『
不
動
儀
軌
』
万
寿
二
年
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

―
資
料
の
一
部
で
句
切
り
の
点
の
用
い
ら
れ
方
に
相
違
が
見
ら
れ
る
例
― 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

97 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

一
、
は
じ
め
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

97 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

二
、
資
料
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

97 
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三
、
句
切
り
の
点
の
使
用
状
況 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
、
東
寺
蔵
『
不
動
儀
軌
』
万
寿
二
年
点
の
前
部
（
二
～
二
九
九
行
目
）
と
後
部
（
三
〇
〇
～
三
〇
七
行
目
）
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
加

点
状
況
の
相
違
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

119 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

五
、
ま
と
め 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

124 
第
三
節 

高
野
山
西
南
院
蔵
『
大
毘
盧
遮
那
胎
蔵
菩
薩
真
言
蔵
成
就
瑜
伽
』
院
政
初
期
点
、
東
大
寺
図
書
館
本
『
釈
摩
訶
衍
論
』
序 

承
元
二
年
点
に
お

け
る
句
切
り
の
点 

 
 

 
 
 

―
「
返
読
ア
リ
」
と
「
返
読
ナ
シ
」
と
を
書
き
分
け
る
資
料
― 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

125 
 
 
 
 

 
 

第
一
項 

高
野
山
西
南
院
蔵
『
大
毘
盧
遮
那
胎
蔵
菩
薩
真
言
蔵
成
就
瑜
伽
』
院
政
初
期
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

125 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

一
、
は
じ
め
に 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

125 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

二
、
資
料
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

126 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

三
、
句
切
り
の
点
の
使
用
状
況 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

128 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

四
、
ま
と
め 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

142 

第
二
項 

東
大
寺
図
書
館
本
『
釈
摩
訶
衍
論
』
序 

承
元
二
年
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

142 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

一
、
は
じ
め
に 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

142 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

二
、
資
料
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

143 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

三
、
句
切
り
の
点
の
使
用
状
況 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

145 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

四
、
ま
と
め 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

149 
 
 
 
 
 

第
四
節 

西
教
寺
本
『
秘
蔵
宝
鑰
』
巻
上
（
朱
点
）、
高
野
山
西
南
院
蔵
『
北
斗
七
星
護
摩
秘
要
儀
軌
』
院
政
期
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

―
句
点
・
読
点
の
用
い
ら
れ
る
資
料
と
し
て
― 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

149 
 

第
一
項 

西
教
寺
本
『
秘
蔵
宝
鑰
』
巻
上
（
朱
点
）
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

149 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

一
、
は
じ
め
に 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

149 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

二
、
資
料
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

150 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

三
、
句
切
り
の
点
の
使
用
状
況 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

152 
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四
、
ま
と
め 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

162 
 

第
二
項 

高
野
山
西
南
院
蔵
『
北
斗
七
星
護
摩
秘
要
儀
軌
』
院
政
期
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

163 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

一
、
は
じ
め
に 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

163 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

二
、
資
料
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

163 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

三
、
句
切
り
の
点
の
使
用
状
況 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

165 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

四
、
ま
と
め 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

170 
 
 
 
 
 

第
五
節 

高
野
山
西
南
院
蔵
『
聖
燄
漫
徳
迦
威
怒
王
立
成
大
神
懸
念
誦
法
』
承
暦
点
、
高
山
寺
蔵
『
十
二
天
法
』
平
安
後
期
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

―
文
末
を
示
す
こ
と
に
重
き
の
あ
る
資
料
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

170 
 

第
一
項 

高
野
山
西
南
院
蔵
『
聖
燄
漫
徳
迦
威
怒
王
立
成
大
神
懸
念
誦
法
』
承
暦
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

170 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

一
、
は
じ
め
に 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

170 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

二
、
資
料
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

171 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

三
、
句
切
り
の
点
の
使
用
状
況 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

173 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

四
、
ま
と
め 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

187 
 

第
二
項 

高
山
寺
蔵
『
十
二
天
法
』
平
安
後
期
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

187 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

一
、
は
じ
め
に 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

187 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

二
、
資
料
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

188 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

三
、
句
切
り
の
点
の
使
用
状
況 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

189 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

四
、
ま
と
め 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

192 
 

 
 

 
 

第
六
節 

仏
家
点
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」 

―
ま
と
め
― 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

193 

 

第
五
章 

博
士
家
点
に
お
け
る
「
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

197 
 
 
 
 

 
 

序
節 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

197 
 
 
 
 

 

第
一
節 

神
田
本
『
白
氏
文
集
』
に
お
け
る
「
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

200 
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一
、
は
じ
め
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

200 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

二
、
資
料
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
、「
壺
の
テ
」
と
「
離
れ
た
テ
」
と
の
判
別
方
法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

203 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
、「
壺
の
テ
」
と
「
離
れ
た
テ
」
の
調
査
結
果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

209 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
、「
壺
の
テ
」
と
「
離
れ
た
テ
」
の
用
い
ら
れ
方
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

213 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六
、「
壺
の
テ
」
の
例
外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

218 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七
、「
離
れ
た
テ
」
の
例
外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

219 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

八
、「
離
れ
た
テ
」
と
「
句
点
」
「
読
点
」
と
の
関
係
に
つ
い
て 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九
、「
離
れ
た
テ
」「
句
点
」「
読
点
」
の
併
記
例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

223 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

十
、
ま
と
め 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

225 
 
 
 
 
 

第
二
節 

岩
崎
本
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
二 

推
古
紀
に
お
け
る
「
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」 

 
 

 
 
 

―
助
字
「
之
」
に
加
点
さ
れ
た
「
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」
に
着
目
し
て
― 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

227 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

一
、
は
じ
め
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

227 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

二
、
資
料
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

228 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
、
岩
崎
本
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
二 

推
古
紀
に
お
け
る
助
字
「
之
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

230 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
、
岩
崎
本
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
二 
推
古
紀
に
お
け
る
「
之
」
字
に
加
点
さ
れ
た
「
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
、「
離
れ
た
テ
」
を
「
句
切
り
の
点
」
と
見
た
場
合
の
助
字
の
訓
読 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

244 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

六
、
ま
と
め 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

247 
 
 
 
 
 

第
三
節 

博
士
家
点
に
お
け
る
「
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」 

―
ま
と
め
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

248 

 

第
六
章 

博
士
家
点
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

250 
 
 
 
 

 
 

序
節 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

250 
 
 
 
 
 

第
一
節 

岩
崎
本
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
二 

推
古
紀
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

251 
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一
、
は
じ
め
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

251 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

二
、
資
料
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

251 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

三
、
句
切
り
の
点
の
使
用
状
況 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

252 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

四
、
ま
と
め 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

258 
 

 
 

 

第
二
節 
毛
利
博
物
館
蔵
『
史
記
』
第
九 

呂
后
本
紀
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

259 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

一
、
は
じ
め
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

259 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

二
、
資
料
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

259 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

三
、
句
切
り
の
点
の
使
用
状
況 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

261 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

四
、
ま
と
め 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

265 
 
 
 
 

第
三
節 

神
田
本
『
白
氏
文
集
』
巻
三
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

266 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

一
、
は
じ
め
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

266 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

二
、
資
料
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

266 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

三
、
句
切
り
の
点
の
使
用
状
況 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
、「
割
注
」「
序
」（
一
～
四
〇
行
目
）
に
お
け
る
中
下
点
の
加
点
傾
向 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

276 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

五
、
ま
と
め 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

279 
 
 
 
 

第
四
節 

博
士
家
点
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」 

―
ま
と
め
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

280 

 

終
章 

訓
点
資
料
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」 

―
ま
と
め
と
見
通
し
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

284 
 
 
 
 

一
、
小
稿
で
取
り
上
げ
た
資
料
に
お
け
る
偏
り 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

284 
 
 
 
 

二
、
ま
と
め
と
見
通
し 

―
仏
家
点
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

286 
 
 
 
 

三
、
ま
と
め
と
見
通
し 

―
博
士
家
点
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

288 
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考
文
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第
一
章 

句
切
り
の
点
の
呼
称
、
及
び
、
返
点
を
句
切
り
の
点
と
す
る
こ
と 

 

一
、
は
じ
め
に 

  

古
来
、
句
切
り
の
点
を
言
う
時
、
ど
の
よ
う
な
呼
称
を
用
い
て
き
た
の
か
、
そ
の
詳
細
を
述
べ
る
準
備
は
筆
者
に
は
な
い
。
た
だ
し
、
築
島
裕
氏
（
一
九
八
六
）
の

紹
介
さ
れ
る
「
点
図
集
所
載
ヲ
コ
ト
点
図
」
に
よ
る
と
、 

 

〈
図
３
〉 

〈
喜
多
院
点
〉 

 
 

〈
西
墓
点
〉 

 
 

〈
中
院
僧
正
点
〉 

 
 

〈
円
堂
点
〉 

 
 
 
 
 
 
 

・
切 

 
 
 
 
 

 

・
切 

 
 
 
 
 

 

・
大
切 

 
 
 
 
 

 

・
切 

 
 
 
 
 
 
 

・
句 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

・
小
切 

 
 
 
 
 

 

・
係 

 
 
 
 
 
 
 

・
返 

 
 
 
 
 

 

・
返 
 
 
 
 
 

 

・
返 

 
 
 
 
 
 

 

・
返 

 

な
ど
、
必
ず
し
も
統
一
的
な
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
（
右
は
一
部
の
例
で
あ
る
）。 

 

こ
の
点
図
集
に
示
さ
れ
た
右
の
「
句
」「
切
」「
大
切
」「
小
切
」「
係
」
な
ど
に
つ
い
て
は
、
そ
の
点
図
集
の
中
に
、
そ
れ
ら
の
点
が
ど
の
よ
う
な
「
句
切
り
」
を
示

す
の
か
と
い
う
よ
う
な
詳
細
な
解
説
が
な
い
た
め
、
そ
の
名
称
以
外
は
ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な
い
。 

こ
の
点
図
集
は
そ
の
体
裁
と
し
て
、
実
際
の
訓
点
資
料
と
と
も
に
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
点
図
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
示
さ
れ
た
句
切

り
の
点
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
ろ
う
と
す
る
と
、
結
局
、
そ
れ
と
同
様
の
点
図
を
用
い
て
い
る
と
見
ら
れ
る
資
料
を
探
し
出

し
、
そ
れ
ら
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
調
査
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

確
か
に
、「
句
」「
切
」
な
ど
の
よ
う
に
、
調
査
す
る
ま
で
も
な
く
そ
の
用
法
が
推
測
で
き
る
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
正
確
に
そ
の
句
切
り
の
点
の
機
能
や

用
法
を
知
ろ
う
と
す
れ
ば
、
や
は
り
、
調
査
を
行
な
い
、
そ
の
確
認
作
業
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

 

筆
者
が
見
る
に
、
先
行
論
文
等
を
見
て
み
る
と
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
切
り
の
点
を
言
う
際
に
は
、
あ
る
も
の
は
右
の
よ
う
な
点
図
集
の
名
称
を
そ
の
ま
ま
用
い
、
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ま
た
、
あ
る
も
の
は
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
「
句
点
」「
読
点
」
な
ど
の
名
称
に
変
え
、
そ
の
句
切
り
の
点
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
場
合
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。 

  

小
稿
は
、
句
切
り
の
点
を
扱
う
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の
点
、
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
な
調
査
は
、
い
ま
だ
調
査
を
始
め
た
ば

か
り
で
、
訓
点
資
料
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
句
切
り
の
点
が
存
し
、
ど
の
よ
う
に
定
義
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
な
ど
は
、
今
後
の
調
査
に
よ
る
も
の
で
、

現
在
の
状
況
で
は
、
明
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
句
切
り
の
点
の
定
義
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
句
切
り
の
点
の
呼
称
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
の
目
安
を
作
っ
て
お
こ
う
と
思
う
。 

 

勿
論
、
今
後
の
調
査
結
果
に
よ
っ
て
は
訂
正
を
加
え
つ
つ
、
明
確
な
も
の
と
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。 

  

二
、
「
句
読
」
に
関
わ
る
句
切
り
の
点 

 

【
句
点
】
【
読
点
】 

句
切
り
の
点
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
（
第
二
章 

参
照
）
を
見
て
み
る
と
、
句
切
り
の
点
は
「
句
読
」
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
多
く
の
場
合
、

「
句
点
」「
読
点
」
そ
し
て
「
句
点
と
読
点
と
を
区
別
し
な
い
句
切
り
の
点
」
と
い
う
分
け
方
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
句
点
・
読
点
と
言
わ
れ
た
場
合
に
、
こ
れ
ら
が
現
在
、
ど
の
よ
う
な
句
切
り
の
点
を
差
す
も
の
で
あ
る
の
か
確
認
し
て
お
こ
う
と
思
う
。 

 

◎
『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』（
一
九
七
二
）
小
学
館 

く
と
う
‐
て
ん
【
句
読
点
】

名

書
か
れ
た
文
章
に
つ
き
、
ま
た
、
文
章
を
書
く
に
つ
い
て
、
意
味
の
切
れ
続
き
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
用
い
る
補
助
符
号
。

句
点
と
読
点
。
近
代
の
文
章
で
の
感
嘆
符
、
疑
問
符
、
ま
た
、「
・
」（
な
か
て
ん
、
中
黒
）
、
か
っ
こ
の
類
、
横
書
き
で
の
ピ
リ
オ
ド
、
コ
ン
マ
な
ど
を
含
め
る

こ
と
も
あ
る
。
（
※
以
下
、
用
例
等
、
略
） 

 

く
‐
て
ん
【
句
点
】

名

漢
文
を
読
む
と
き
、
句
の
切
れ
目
な
ど
に
つ
け
る
符
号
。
ま
た
、
文
章
を
書
く
と
き
、
文
の
切
れ
目
に
つ
け
る
符
号
。
特
に
、
現
在
で
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は
、
文
の
最
後
の
字
の
右
下
に
小
さ
く
添
え
る
中
白
の
点
。「
。
」
→
句
読
点
（
く
と
う
て
ん
）。
（
※
以
下
、
用
例
等
、
略
） 

 
と
う
‐
て
ん
【
読
点
】

名

①
文
章
の
切
れ
・
続
き
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
文
の
中
の
意
味
の
切
れ
め
に
つ
け
る
符
号
。
普
通
「
、
」
を
用
い
る
。
②
①
の

点
を
打
つ
こ
と
。
句
読
を
切
る
こ
と
。
（
以
下
、
用
例
等
、
略
） 

 

と
う
【
読
】

名

文
章
を
読
み
や
す
く
す
る
た
め
、
文
中
に
ほ
ど
こ
す
段
落
。
ま
た
、
そ
の
符
号
。
読
点
。
（
以
下
、
用
例
等
、
略
） 

 

【
読
＝
讀
】
○漢
文
章
の
読
解
上
、「
文
」
の
中
に
み
と
め
る
意
味
の
切
れ
目
。
息
つ
ぎ
を
す
る
と
こ
ろ
。「
逗
」
に
同
じ
。
／
句
読
／
（
以
下
、
略
） 

 

【
逗
】
○漢
①
と
ど
ま
る
。
滞
在
す
る
。
／
逗
留
／
②
文
章
の
読
解
上
、「
文
」
の
中
に
み
と
め
る
意
味
の
っ
切
れ
目
。
「
読
」
に
同
じ
。
／
句
逗
／ 

  

『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』
に
よ
る
と
、
現
在
の
認
識
と
し
て
は
、
句
点
は
「
文
末
の
句
切
り
」
を
示
し
、
読
点
は
「
文
中
の
句
切
り
」
を
示
す
も
の
で
あ
る

と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

  

し
か
し
、
筆
者
が
先
行
研
究
等
で
、「
句
点
」「
読
点
」「
句
」「
読
」
な
ど
の
語
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
見
て
み
る
に
、
例
え
ば
、
曽
田
文
雄
・
岸
岡
民

子
両
氏
（
一
九
七
〇
ａ
）
は
、
西
教
寺
本
『
秘
蔵
宝
鑰
』
朱
点
（
院
政
末
期
加
点
か
・
第
五
群
点
・
円
堂
点
）
の
句
切
り
の
点
を 

 

〈
図
４
〉 

 
 
 
 
 
 

・
切
点 

 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 

・
反
点 

 

と
さ
れ
て
お
り
、
一
見
、
漢
字
の
中
央
下
の
点
が
「
文
末
．
．
を
示
す
句
切
り
の
点
（
句
点
）」
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
筆
者
が
調
査
し
て
み
る
と
、「
文
末
」



 17 

に
偏
る
傾
向
を
見
せ
る
の
は
、
右
の
図
４
で
「
切
点
」
と
さ
れ
た
点
で
あ
り
、
右
で
「
句
点
」
と
さ
れ
た
点
は
「
文
中
」
に
偏
る
傾
向
を
見
せ
る
よ
う
で
あ
る
。
恐
ら

く
右
の
図
４
の
「
切
点
」
が
「
句
点
（
文
末
の
句
切
り
）
」
で
あ
り
、「
句
点
」
は
「
読
点
（
文
中
の
句
切
り
）」
で
あ
ろ
う
と
思
う
（
第
四
章 

第
四
節 

第
一
項 

参
照
）。

築
島
裕
氏
（
一
九
八
六
）
の
「
点
図
集
所
載
ヲ
コ
ト
点
図
」
で
は
、
右
の
「
円
堂
点
」
は
、
右
か
ら
順
に
「
切
」「
係
」「
返
」
と
な
っ
て
い
る
（
前
掲
の
図
３ 

参
照
）。 

 

こ
の
よ
う
に
、
句
切
り
の
点
を
見
て
い
く
場
合
、
ヲ
コ
ト
点
図
な
ど
に
「
句．
」
と
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
「
句．
点
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
句
切
り

の
点
が
ど
の
よ
う
な
「
句
切
り
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
の
か
を
知
ろ
う
と
す
る
と
、
実
際
に
資
料
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

ま
た
、
右
の
図
４
に
示
し
た
「
切
点
」
と
い
う
句
切
り
の
点
は
、
右
の
例
で
は
、
現
在
の
句
点
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
と
見
て
よ
い
と
思
う
が
、
次
の
よ
う
な
例
も

見
ら
れ
る
。 

 

〈
図
５
〉
岩
崎
本
『
日
本
書
紀
』 

 
 
 
 
 
 

・
句 

 
 
 
 
 
 

・
切 

 
 
 
 
 
 

・
テ
・
返 

 

〈
図
６
〉
神
田
本
『
白
氏
文
集
』 

 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 

・
読
点 

 
 
 
 
 
 

・
テ
・
反
点 

  

岩
崎
本
『
日
本
書
紀
』
も
神
田
本
『
白
氏
文
集
』
も
「
博
士
家
点
」
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
築
島
裕
氏
（
一
九
七
八
）
は
岩
崎
本
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
漢

字
中
央
下
の
点
を
「
切
」
と
さ
れ
（
図
５
）
、
小
林
芳
規
氏
（
一
九
八
二
）
は
神
田
本
『
白
氏
文
集
』
に
お
け
る
そ
の
漢
字
中
央
下
の
点
を
「
読
」
と
さ
れ
て
い
る
（
図

６
）。 

 

筆
者
は
、
岩
崎
本
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
二 

推
古
紀
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
調
査
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
右
で
「
切
」
と
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さ
れ
て
い
る
句
切
り
の
点
は
「
文
中
」
に
偏
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
も
の
で
、
現
在
の
言
い
方
で
は
読
点
と
い
う
の
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
（
第
六
章 

第
一
節 

参

照
）。 つ

ま
り
、
先
の
西
教
寺
本
『
秘
蔵
宝
鑰
』
朱
点
（
図
４
）
で
「
切
点
」
と
さ
れ
る
点
は
「
句
点
（
文
末
の
句
切
り
）
」
で
あ
り
、
こ
の
岩
崎
本
『
日
本
書
紀
』（
図
５
）

で
「
切
」
と
さ
れ
る
点
は
「
読
点
（
文
中
の
句
切
り
）
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
場
合
、
句
切
り
の
点
の
呼
称
を
統
一
す
る
な
ど
し
て
、
あ
る
程
度
明
確
に
し
て
お
か
な
い
と
誤
解
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
。 

  

句
切
り
の
点
の
呼
称
を
考
え
る
時
、
点
図
集
な
ど
に
見
ら
れ
る
呼
称
に
従
う
の
も
一
つ
の
方
法
で
あ
る
が
、
現
在
、
そ
の
句
切
り
の
点
の
用
法
を
調
査
し
た
上
で
命

名
し
た
呼
称
に
従
う
の
も
ま
た
一
つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
「
句
」「
切
」「
大
切
」「
小
切
」「
係
」「
返
」
な
ど
で
あ
り
、
後
者
は
「
句
点
」「
読
点
」「
中
点
」

「
返
点
」
な
ど
で
あ
る
。 

 

小
稿
で
は
、
点
図
集
な
ど
に
お
け
る
呼
称
が
、
一
体
ど
の
よ
う
な
句
切
り
の
点
に
対
す
る
名
称
で
あ
る
の
か
明
確
で
な
い
部
分
が
残
っ
て
い
る
以
上
、
句
切
り
の
点

の
呼
称
と
し
て
は
、
現
在
の
呼
称
に
従
っ
た
方
が
誤
解
が
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
基
本
的
に
は
、
現
在
の
呼
称
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。 

  

こ
こ
で
、
改
め
て
句
点
・
読
点
と
い
う
句
切
り
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
が
、
こ
れ
ら
句
点
・
読
点
に
つ
い
て
は
、
左
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
し
た
。 

 

句
点 

… 

文
末
の
句
切
り
。「
文
末
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
施
さ
れ
る
句
切
り
の
点
。 

読
点 

… 

文
中
の
句
切
り
。「
文
中
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
施
さ
れ
る
句
切
り
の
点
。 

 

先
の
図
４
を
例
に
取
る
と
、
小
稿
で
は
、 

 

〈
図
７
〉 

 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 

・
読
点 

 
 
 
 
 
 

・
返
点 
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と
な
る
。 

  

定
義
な
ど
と
比
べ
る
と
、
や
や
大
雑
把
で
簡
略
に
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
後
、
調
査
を
行
な
っ
て
い
く
上
で
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う

し
、
ま
た
、
訂
正
す
べ
き
箇
所
が
出
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
細
か
な
点
に
つ
い
て
は
、
敢
え
て
加
え
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
詳
細
は
、
今
後
の
課

題
と
し
た
い
。 

  

小
稿
で
は
、
右
に
示
し
た
よ
う
に
、
句
点
・
読
点
を
「
句
読
」
―
文
末
で
あ
る
か
文
中
で
あ
る
か
―
を
示
す
も
の
と
見
る
こ
と
に
し
た
が
、
こ
の
う
ち
読
点
に
つ
い

て
、
こ
れ
を
返
点
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
確
か
に
、
句
点
・
読
点
な
ど
の
句
切
り
の
点
は
、「
返
読
の
あ
る
箇
所
」
に
施
さ
れ
る
も
の
な
の
で
（
勿
論
、「
返
読
の
な
い

箇
所
」
に
施
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
）、
句
切
り
の
点
と
「
返
読
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
先
に
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。 

  

こ
の
句
切
り
の
点
と
「
返
読
」
の
問
題
に
関
連
し
て
、
大
坪
併
治
氏
（
一
九
六
一
）
は
、「
星
点
の
返
点2

」
を
「
句
読
点
」
を
利
用
し
た
も
の
と
さ
れ
、
訓
点
資
料

に
お
い
て
専
ら
「
読
点
」
が
「
返
点
」
と
し
て
利
用
さ
れ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
つ
ま
り
、「
読
点
」
の
中
に
は
「
返
点
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
「
読
点
」
を
「
返
点
」
と
す
る
見
方
に
対
し
て
、
小
林
芳
規
氏
（
一
九
七
四
）
は
、「
読
点
は
そ
こ
か
ら
上
に
返
読
す
る
漢
字
に
施
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
か
ら

返
点
の
働
き
を
兼
ね
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
読
点
は
返
読
し
な
い
箇
所
に
も
あ
る
の
で
、
姑
く
返
点
か
ら
除
く
こ
と
に
し
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。 

  

こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
が
調
査
し
た
資
料
に
よ
る
と
、
確
か
に
、
小
林
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
句
点
・
読
点
と
認
め
ら
れ
る
句
切
り
の
点
が
、「
返
読
の
あ
る

箇
所
」
と
「
返
読
の
な
い
箇
所
」
と
に
用
い
ら
れ
た
例
が
見
ら
れ
る
（
左
の
用
例
４
、
５
、
６
、
７
）。 

 

◎
高
野
山
西
南
院
蔵
『
北
斗
七
星
護
摩
秘
要
儀
軌
』
院
政
期
点
（
院
政
期
頃
書
写
・
加
点
か
・
第
五
群
点
・
浄
光
房
点
と
円
堂
点
の
混
用
か
） 

【
句
点
】 

                                        

          

 
2 

前
掲
の
図
７
の
よ
う
に
、
「
・
」
の
形
の
返
点
の
こ
と
を
言
う
。 
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〔
４
〕

（
一
オ
五
）
（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
靜
室
中
に
於シ(

テ)

▲ 

一
水
壇
を
作ツ

ク

レ
。 

〔
５
〕

（
一
ウ
二
）
（
文
末
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
食
は
謂(
ハ)
ク
、
飯
‐
脳
菓
‐
餅
蘓
蜜
等
ナ
リ
。 

 

【
読
点
】 

〔
６
〕

（
二
オ
二
）
（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
此(

ノ)

處
ニ
降
臨(

シ)

テ
、
護
摩
ヲ
納
受(

シ)

テ
、
擁
護(

シ)

テ 

〔
７
〕

（
二
オ
七
）
（
文
中
・
返
読
ナ
シ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
次(

ニ)

一
字
頂
輪
王
真
言
、
并(

セ
テ)

召
北
斗
七
星
真
言
を
誦
せ
よ
。 

  

用
例
４
、
５
は
、
句
点
（
漢
字
右
下
の
点
）
の
例
で
、
用
例
４
が
返
読
の
あ
る
例
、
用
例
５
が
返
読
の
な
い
例
で
あ
る
。
用
例
６
、
７
は
、
読
点
（
漢
字
中
央
下
の

点
）
の
例
で
、
用
例
６
が
返
読
の
あ
る
例
、
用
例
７
が
返
読
の
な
い
例
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
句
点
・
読
点
が
、「
返
読
の
あ
る
箇
所
」
に
用
い
ら
れ
る
一
方
で
、「
返
読
の
な
い
箇
所
」
に
も
用
い
ら
れ
た
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
返
点
の
「
返

読
す
る
こ
と
を
示
す
」
と
い
う
機
能
か
ら
考
え
る
と
、
や
は
り
、
小
林
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
句
点
・
読
点
に
つ
い
て
は
、
返
点
と
し
な
い
と
す
る
見

方
の
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 
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た
だ
し
、
資
料
に
よ
っ
て
は
、
高
野
山
西
南
院
蔵
『
聖
燄
漫
徳
迦
威
怒
王
立
成
大
神
驗
念
誦
法
』
承
暦
点
の
よ
う
に
、「
返
読
の
あ
る
箇
所
」
に
用
い
ら
れ
る
句
切

り
の
点
が
、「
文
中
」
に
偏
る
と
い
う
傾
向
を
見
せ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
大
坪
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
読
点
に
よ
っ
て
返
読
す
る
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
と
い
う
見
方
も
不
可
能
で
は
な
い
。 

  

今
後
、
調
査
を
行
な
っ
て
い
く
上
で
、
大
坪
氏
の
述
べ
る
よ
う
な
「
返
読
を
示
す
読
点
」
と
い
う
も
の
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
当
然
考
慮

し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
思
う
に
、
句
点
・
読
点
が
そ
れ
ぞ
れ
「
文
末
の
句
切
り
」「
文
中
の
句
切
り
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
、

用
例
４
、
６
の
よ
う
な
「
返
読
の
あ
る

．
．
．
．
．
箇
所
の
文
末
・
文
中
」
だ
け
で
な
く
、
用
例
５
、
７
の
よ
う
な
「
返
読
の
な
い

．
．
．
．
．
箇
所
の
文
末
・
文
中
」
を
も
示
そ
う
と
す
る
の

が
自
然
で
あ
ろ
う
か
ら
、「
返
読
が
あ
る
箇
所
・
返
読
の
な
い
箇
所
」
そ
れ
ぞ
れ
の
「
文
末
・
文
中
」
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
形
が
本
来
の
も
の
で
あ
る
と
見
て
よ
い

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

つ
ま
り
、
敢
え
て
そ
の
点
に
つ
い
て
明
記
す
る
な
ら
ば
、 

  
 

句
点 

… 

文
末
の
句
切
り
。
返
読
の
有
無
を
問
わ
な
い
。 

 
 

読
点 

… 

文
中
の
句
切
り
。
返
読
の
有
無
を
問
わ
な
い
。 

 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
る
と
、
大
坪
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
返
読
の
あ
る
箇
所
に
偏
る
読
点
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
な
ぜ
「
読
点
（
文
中

の
句
切
り
）
」
が
「
返
読
の
あ
る
箇
所
」
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
或
い
は
、
反
対
に
、
な
ぜ
「
返
点
（
返
読
の
あ
る
句
切
り3

）
」
が
「
文
中
」
に
偏
っ
て

用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
考
察
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

  

三
、
「
句
読
」
を
問
わ
な
い
句
切
り
の
点 

 

【
切
点
】 

                                        

          

 
3 

返
点
を
句
切
り
の
点
と
見
る
こ
と
、
本
章 

四
で
述
べ
る
。 
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先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
右
に
述
べ
た
句
点
・
読
点
に
加
え
、「
文
末
・
文
中
を
問
わ
ず
に
用
い
ら
れ
る
句
切
り
の
点
」
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
現
在
、

そ
の
よ
う
な
句
切
り
の
点
を
言
う
呼
称
は
な
い
よ
う
な
の
で
、
小
稿
で
は
、
仮
に
、
そ
れ
を
「
切
点
」
と
い
う
呼
称
で
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。
右
に
見
た
よ
う

に
、「
切
」
と
い
う
句
切
り
の
点
は
、
点
図
集
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
や
や
紛
ら
わ
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
小
稿
で
は
右
に
述
べ
た
よ

う
に
句
切
り
の
点
を
基
本
的
に
現
在
の
呼
称
に
従
っ
て
呼
ぶ
の
で
、
紛
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
筆
者
と
し
て
は
、
文
を
「
切．
る
点．
」
と
い
う
よ
う
な
意

味
合
い
で
用
い
た
い
。 

  

こ
の
切
点
は
、
文
末
・
文
中
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
句
点
と
読
点
と
を
兼
ね
た
句
切
り
の
点
と
も
言
え
る
が
、
こ
れ
は
視
点
を
転
ず
れ
ば
、
句
読
を
書
き

分
け
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
つ
ま
り
、
こ
の
切
点
は
、
句
読
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
も
言
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

こ
の
点
に
お
い
て
、
小
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
切
点
を
、
右
の
句
点
・
読
点
と
は
別
に
分
類
す
る
こ
と
に
し
た
。 

 

こ
の
切
点
は
、「
句
読
」
を
書
き
分
け
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
、
次
に
述
べ
る
よ
う
な
「
返
読
の
有
無
」
や
「
テ
の
有
無
」
を
書
き
分
け
る
も
の
で
も
な
く
、
つ

ま
り
は
、
た
だ
文
を
句
切
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
小
稿
に
お
い
て
は
、
切
点
を
そ
の
よ
う
に
見
て
、
次
の
よ
う
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。 

 

切
点 

… 

（
純
粋
な
意
味
で
の
）
句
切
り
。 

  

訓
点
資
料
に
お
い
て
、
も
し
句
切
り
の
点
の
発
達
や
変
遷
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
切
点
の
よ
う
に
、「
句
読
」
や
「
返
読
の

有
無
」
な
ど
を
問
わ
な
い
、
純
粋
に
句
切
る
だ
け
の
句
切
り
の
点
と
い
う
も
の
も
設
定
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

  

四
、
「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
る
句
切
り
の
点 

―
返
点
を
句
切
り
の
点
と
す
る
こ
と
― 

 

【
返
点
】 

 

返
点
は
、
小
林
芳
規
氏
（
一
九
七
四
）
が
、 
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A.
星
点
の
返
点 

B.
漢
数
字
の
返
点 

C.
文
字
の
返
点 

D.
記
号
の
返
点 

E.
雁
点 

 

と
分
類
さ
れ
て
い
る
よ
う
に4
、
訓
点
資
料
に
お
い
て
は
、
数
種
類
の
返
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
小
稿
で
取
り
上
げ
る
資
料
に
お
い
て
も
、
勿
論
、
複
数
の
返
点
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。 

こ
れ
ま
で
の
返
点
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
等
（
第
二
章 

第
一
節 

三 

参
照
）
を
見
て
み
る
と
、
返
点
を
見
る
場
合
、
右
の
よ
う
に
別
に
分
類
さ
れ
た
返
点
ど
う
し

の
関
係
を
見
て
、
互
い
に
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
よ
う
な
視
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
小
稿
で
こ
の
返
点

を
取
り
上
げ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
返
点
ど
う
し
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
小
林
氏
の
言
わ
れ
る
「
星
点
の
返
点
」
が
、
訓
点
資
料
の
中
で
句
切
り
の

点
と
し
て
機
能
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
句
切
り
の
点
を
論
ず
る
際
に
は
、
こ
の
星
点
の
返
点
を
も
加
え
て
見
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら

で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
は
、
そ
の
星
点
の
返
点
が
、
訓
点
資
料
に
お
い
て
、
句
切
り
の
点
と
し
て
機
能
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。 

な
お
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
小
稿
で
特
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
星
点
の
返
点
で
あ
る
の
で
、
小
稿
で
は
、
便
宜
上
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
は
「
返
点
」
と
言
え
ば

「
星
点
の
返
点
」
を
指
す
。
星
点
の
返
点
以
外
の
返
点
の
場
合
に
は
、「
一
二
点
」「
雁
点
（
レ
点
）」
の
よ
う
に
言
う
よ
う
に
し
た
。 

  

小
稿
で
取
り
上
げ
る
こ
の
返
点
は
、
確
か
に
返
読
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
返
読
す
る
箇
所
で
あ
れ
ば
ど
の
よ
う
な
箇
所
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
大
坪
氏
（
一
九
六
一
）
は
、
こ
の
返
点
を
、
句
読
点
を
利
用
し
た
も
の
と
さ
れ
た
が5

、
こ
の
返
点
は
、
基
本
的
に
句
切
り
と
な
る
箇
所

．
．
．
．
．
．
．
．
に
用
い
ら
れ
て

                                        

          

 
4 

「
星
点
の
返
点
」
は
「
・
」
な
ど
の
返
点
。
「
漢
数
字
の
返
点
」
は
「
一
、
二
」
な
ど
の
返
点
。
「
文
字
の
返
点
」
は
「
上
、
下
」
な
ど
の
返
点
。
「
記
号
の
返
点
」
は
「

、

…

」
な
ど
の
返
点
。
「
雁
点
」

は
「

」
の
返
点
で
、
今
日
の
「
レ
点
」。 

5 

こ
の
大
坪
氏
の
返
点
に
つ
い
て
の
言
は
、
本
節 

二
で
述
べ
た
よ
う
に
、
読
点
を
返
点
と
す
る
な
ど
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
返
点
と
句
切
り
の
点
と
を
関
わ
り
あ
る
も
の
し
て
見
る
見
方
は
注
目
す

べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。 
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い
る
の
で
あ
る
。 

  

例
え
ば
、
興
福
寺
本
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
古
点
で
は
、
返
点
は
、
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

〔
８
〕

（
一
七
）（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
歸(

去)

向(

平)(
ノ)
〔
之
〕

徒

（
ト
モ
カ
）
ラ

並
に
其
の
義(

去)

に
遵

シ
タ
カ

フ
▲ 

〔
９
〕

（
一
四
）(

文
中
・
返
読
ア
リ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
故
に
諸
の
聖
衆
を
召メ

シ
て
▲ 
微(
平)

言(

平)

ヲ
集
‐
結
す
▲ 

  

右
の
用
例
８
は
、
返
点
が
文
末
に
用
い
ら
れ
た
例
で
、「
義
」
字
の
下
が
「
句
切
り
」
と
な
り
、
そ
こ
に
返
点
が
打
た
れ
て
い
る
。
用
例
９
は
、
返
点
が
文
中
に
用

い
ら
れ
た
例
で
、「
衆
」
字
の
下
が
「
句
切
り
」
と
な
り
、
そ
こ
に
返
点
が
打
た
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
返
点
は
、
左
の
よ
う
な
場
合
、 

 

〈
図
８
〉 

 

（
其
の
必
ず
名
を
名
さ
む
こ
と
を
知
り
ぬ
） 
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❶
の
よ
う
に
、
最
初
に
返
読
さ
れ
る
箇
所
に
の
み
用
い
ら
れ
、
❷
の
よ
う
に
、
返
読
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
更
に
返
読
さ
れ
る
よ
う
な
箇
所
に
は
用
い
ら
れ
な
い
の
で
あ

る6

。 
 

こ
の
❶
の
よ
う
に
、
最
初
に
返
読
さ
れ
る
箇
所
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
、
基
本
的
に
そ
の
下
が
「
句
切
り
」
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

筆
者
は
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
返
点
が
、
最
初
に
返
読
さ
れ
る
箇
所
に
の
み
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
や
は
り
、
こ
の
返
点
が
、
句
切
り
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら

で
は
な
い
か
と
思
う
。
或
い
は
、
も
と
も
と
句
切
り
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
返
点
が
、
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
経
て
成

立
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
筆
者
に
は
述
べ
る
準
備
は
な
い
が
、
こ
の
返
点
は
、
そ
の
用
い
ら
れ
方
か
ら
考
え
る
に
、
大
坪
氏
が
、
返
点
を
句
切
り
の
点
を
利
用
し
た

も
の
と
さ
れ
た
よ
う
に
、
何
ら
か
の
形
で
「
句
切
り
の
点
」
と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

こ
の
返
点
に
右
の
よ
う
な
使
用
傾
向
が
あ
り
な
が
ら
、
こ
こ
で
、
返
点
が
句
切
り
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
断
言
で
き
な
い
の
は
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
返
点
が
句

切
り
に
用
い
ら
れ
た
例
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、
返
点
が
、
厳
密
に
は
句
切
り
と
は
言
え
な
い
箇
所
に
用
い
ら
れ
た
例
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
助
字
」

が
あ
る
場
合
で
あ
る
。
先
に
、
返
点
が
、
基
本
的
に

．
．
．
．
句
切
り
に
用
い
ら
れ
る
と
し
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。 

  

助
字
が
あ
る
場
合
、
返
点
は
、
次
の
よ
う
に
施
さ
れ
る
。 

 

〔
10
〕

（
興
福
寺
本
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
古
点
・
八
九
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
豈(

ニ)

守(

リ)

て
〔
而
〕
死(

上)

す
可(

ケ)

む
や
▲ 

〔
也
〕
。 

〔
11
〕

（
東
寺
蔵
『
不
動
儀
軌
』
万
寿
二
年
点
・
二
三
〇
） 

                                        

          

 
6 

小
林
氏
（
一
九
七
四
）
は
、
返
点
を
「
『
・
』
点
を
返
読
す
べ
き
最
初
の
漢
字
に
施
す
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。 
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〈
訓
読
文
〉
驗下

ム

［
驗

ア
キ
ラ

メ
］
法
成
セ
ム
ト
欲ヲ

モ

ハ
▲ 

者ハ

．
能
く
樹キ

ノ
枝エ

タ

を
摧
折セ

ツ(

セ
ム)

［
摧ク

タ

キ
折ヲ

リ
］
▲ 

能
く
飛ヒ

鳥テ
ウ

ヲ
堕
落
セ
ム
［
堕オ

ト

シ
落ヲ

ト

サ
ム
］
▲ 

  

こ
の
よ
う
な
場
合
、「
句
切
り
」
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
用
例
10
は
「
也
」
字
の
下
、
用
例
11
は
「
者
」
字
の
下
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
助
字
の
上
に
施

さ
れ
た
返
点
は
、「
句
切
り
」
に
加
点
さ
れ
て
い
な
い
と
見
ざ
る
を
得
な
い
。
特
に
、
用
例
11
の
「
者
」
字
の
場
合
に
、「
驗下

ム

［
驗

ア
キ
ラ

メ
］
法
成
セ
ム
ト
欲ヲ

モ

ハ
▲ 

者ハ

．」
の

よ
う
に
、
訓
読
し
た
場
合
に
接
続
助
詞
「
ば
」
の
前
に
返
点
が
施
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
「
句
切
り
」
と
す
る
と
、
付
属
語
の
前
に
「
句
切
り
の
点
」
が
付
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
り
、
大
い
に
問
題
と
な
る
。 

  

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
助
字
が
あ
る
場
合
、
確
か
に
返
点
は
、
厳
密
に
は
句
切
り
に
打
た
れ
て
は
い
な
い
が
、
右
の
図
８
に
見
た
よ
う
に
、
返
読
さ
れ
た
と
こ
ろ
か

ら
更
に
返
読
さ
れ
る
よ
う
な
箇
所
（
❷
）
と
比
較
し
て
み
る
と
、
こ
の
助
字
が
あ
る
箇
所
が
、
や
は
り
句
切
り
に
関
わ
る
箇
所
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
助
字
が
あ
る
場
合
、
確
か
に
そ
こ
は
―
助
字
の
下
は
―
句
切
り
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
句
切
り
に
返
点
を
打
と
う
と
す
る
と

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
そ

の
返
点
は
返
読
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
助
字
の
前
の
返
読
さ
れ
る
箇
所
―
句
切
り
と
な
ら
な
い
箇
所
―
に
施
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
助
字
の
あ
る

箇
所
の
、
句
切
り
と
な
ら
な
い
箇
所
に
施
さ
れ
た
返
点
は
、
そ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
の
ひ
と
つ
の
解
決
策
と
し
て
、
あ
る
意
味
、
妥
協
的
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
中
国
語
に
お
い
て
独
立
し
た
漢
字
で
表
さ
れ
る
助
字
を
日
本
語
に
訳
す
る
場
合
に
、
日
本
語
に
お
い
て
そ
の
訳
の
上
で
対
応
す

る
語
が
な
か
っ
た
り
、
或
い
は
、
基
本
的
に
独
立
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
助
詞
や
助
動
詞
が
対
応
し
て
し
ま
っ
た
り
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
助
字
の
あ
る
箇
所
の
、
句
切
り
と
な
ら
な
い
箇
所
に
打
た
れ
た
返
点
は
、
確
か
に
厳
密
に
は
句
切
り
と
な
っ
て
い
な
い
箇
所
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
筆
者
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
例
は
日
本
語
と
中
国
語
と
の
文
法
的
な
違
い
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
見
て
、
句
切
り
で
あ
る

こ
と
を
示
そ
う
と
し
た

．
．
．
．
．
．
も
の
―
つ
ま
り
、
句
切
り
に
関
わ
る
も
の
―
と
し
て
許
容
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。 

  

こ
の
よ
う
に
、
筆
者
が
、
返
点
を
句
切
り
に
施
さ
れ
る
も
の
―
句
切
り
の
点
―
と
し
て
見
よ
う
と
す
る
の
は
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
訓
点
資
料
に
お
い
て
、
こ
の

返
点
が
、「
句
切
り
の
点
」
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
も
っ
て
機
能
し
て
い
る
と
目
さ
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 
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そ
の
傾
向
を
列
挙
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。 

 

(1)
返
点
が
、
最
初
に
返
読
さ
れ
る
箇
所
に
の
み
用
い
ら
れ
、
基
本
的
に
、
句
切
り
に
加
点
さ
れ
て
い
る
こ
と 

  

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
助
字
の
例
が
例
外
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
例
を
除
く
多
く
の
返
点
が
、
句
切
り
に
用
い
ら
れ
る
形
に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

(2)
待
点
が
存
す
る
こ
と 

 

待
点
と
い
う
の
は
、
小
林
氏
（
一
九
七
四
）
が
、「
下
か
ら
の
返
読
を
中
継
し
て
更
に
上
方
の
漢
字
に
返
る
こ
と
を
示
す
」
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
左
の
図
９ 

参

照
）。
小
林
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
待
点
も
ま
た
返
読
を
示
す
も
の
―
返
点
―
で
あ
る
。 

 

〈
図
９
〉 

 
 

 
 

待
点
は
、
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

〔
12
〕

（
興
福
寺
本
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
古
点
・
六
五
） 

 

〈
訓
読
文
〉
其
の
必(

ス)

名
を
［
名ナ

ヲ
］
成(

サ)

む
こ
と
を
知(

リ)

ぬ
▲ 
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待
点
は
、
小
林
氏
が
、「
下
か
ら
の
返
読
を
中
継
」
す
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
左
の
よ
う
な
場
合
、 

 

〈
図
10
〉 

 
 

（
其
の
必
ず
名
を
名
さ
む
こ
と
を
知
り
ぬ
） 

 

❶
の
よ
う
に
、
最
初
に
返
読
さ
れ
る
箇
所
に
は
用
い
ら
れ
ず
、
❷
の
よ
う
に
、
返
読
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
更
に
返
読
さ
れ
る
よ
う
な
箇
所
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
例
に
お
い
て
は
、「
名
」
字
の
下
が
句
切
り
と
な
り
、「
成
」
字
の
下
は
句
切
り
と
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

  

小
林
氏
は
、
こ
の
待
点
に
つ
い
て
、「
中
継
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
説
明
さ
れ
た
が
、
こ
の
「
下
か
ら
の
返
読
を
中
継

．
．
．
．
．
．
．
．
．
す
る
箇
所
」
と
い
う
の
は
、
視
点
を
変
え

る
と
、
つ
ま
り
、「
句
切
り
と
な
ら
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
箇
所
」
で
あ
る
。 

 

思
う
に
、
こ
の
待
点
は
、「
句
切
り
と
な
ら
な
い
箇
所
の
返
読
を
示
す
返
点
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
こ
の
待
点
と
返
点
と
は
、
次
の

よ
う
に
、
相
補
的
な
関
係
に
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 

返
点 

… 

句
切
り
と
な
る
箇
所
の
返
読
を
示
す
。 

 
 

待
点 

… 

句
切
り
と
な
ら
な
い
箇
所
の
返
読
を
示
す
。 

  

も
し
返
点
が
、
句
切
り
と
な
ら
な
い
箇
所
に
も
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
待
点
の
よ
う
に
「
句
切
り
と
な
ら
な
い
箇
所
に
用
い
ら
れ
る
返
点
」
を
わ

ざ
わ
ざ
用
い
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
返
点
が
句
切
り
に
用
い
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
句
切
り
と
な
ら
な
い
箇
所
で
、
こ
の
待
点
が
有
用
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。 
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以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
句
切
り
と
な
ら
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
箇
所
．
．
に
用
い
ら
れ
る
返
点
」
―
待
点
―
が
存
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
返
点
が
「
句
切
り
と
な
る
箇
所

．
．
．
．
．
．
．
．
に
用

い
ら
れ
る
返
点
」
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

(3)
返
点
が
施
さ
れ
る
と
、
多
く
、
他
の
句
切
り
の
点
が
併
記
さ
れ
な
い
こ
と 

  

こ
こ
で
は
、
一
例
と
し
て
興
福
寺
本
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
古
点
（
○Ａ
種
点
一
〇
八
〇
年
前
後
・
第
二
群
点
・
喜
多
院
点
）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
返
点
と
句
切

り
の
点
と
が
ど
の
よ
う
に
施
さ
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
み
た
い
と
思
う
。 

 

こ
の
興
福
寺
本
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
古
点
の
句
切
り
の
点
は
、
筆
者
の
調
査
に
よ
る
と
（
第
四
章 

第
一
節 

参
照
）
、 

 

〈
図
11
〉 

 
 
 
 
 
 

・
切
点 

 

… 

文
末
・
文
中
を
書
き
分
け
な
い
句
切
り
の
点
。 

 
 
 
 
 
 

・
中
下
点 

… 

用
例
数
が
三
例
し
か
見
ら
れ
な
い
た
め
、
用
法
は
不
明
。 

 
 
 
 
 
 

・
返
点 

 

… 

返
読
す
る
こ
と
を
示
す
句
切
り
の
点
。 

 

と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
返
点
が
施
さ
れ
る
と
、
そ
の
箇
所
が
「
文
末
の
句
切
り
」
や
「
文
中
の
句
切
り
」
と
な
る
箇
所
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
切
点
や
中

下
点
が
重
ね
て
施
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
多
く
の
場
合
、
返
点
の
み
が
施
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
例
を
示
す
と
、
返
点
は
、
左
の
用
例
13
の
よ
う
に
、「
文
末
の

句
切
り
」
（「
言
」
字
下
）
で
あ
っ
て
も
「
文
中
の
句
切
り
」
（「
衆
」
字
下
）
で
あ
っ
て
も
、
多
く
の
場
合
、
単
独
で

．
．
．
施
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
お
り
、
左
の
用
例
13’
の

よ
う
な
併
記
の
形
は
取
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

〔
13
〕

（
興
福
寺
本
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
古
点
・
一
四
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
故
に
諸
の
聖
衆
を
召メ

シ
て
▲ 

微(

平)

言(

平)

ヲ
集
‐
結
す
▲ 
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〔
13’
〕

 

 

返
点
が
単
独
で

．
．
．
施
さ
れ
た
場
合
と
、
返
点
と
、
切
点
・
中
下
点
と
が
併
記
さ
れ
た
場
合
の
用
例
数
の
割
合
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
図
表
１
が
文
末
の
場
合
、

図
表
２
が
文
中
の
場
合
で
あ
る
。 

 

〈図表1〉返点と、切点・中下点との

併記の割合（文末）

返点・

切点

27%

返点・

中下点

0%

返点・

単独

73%
 

〈図表2〉返点と、切点・中下点との
併記の割合（文中）

返点・単
独

100%

返点・中
下点
0%

返点・切
点
0%

 

 

※
〈
図
表
１
〉
「
返
点
・
単
独
」
一
〇
三
例
、
「
返
点
・
切
点
」
併
記
三
八
例
、
「
返
点
・
中
下
点
」
併
記
〇
例
。 

 

※
〈
図
表
２
〉
「
返
点
・
単
独
」
二
三
三
例
、
「
返
点
・
切
点
」
併
記
〇
例
、「
返
点
・
中
下
点
」
併
記
〇
例
。 

  

こ
の
よ
う
に
、
返
点
が
施
さ
れ
た
時
に
他
の
句
切
り
の
点
が
併
記
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
句
切
り
の
点
が
句
点
（
右
下
）・
読
点
（
中
下
）・
返
点
（
左
下
）
の
形
で
用

い
ら
れ
て
い
る
資
料
の
場
合
も
同
様
で
、
返
点
が
施
さ
れ
る
と
、
句
点
・
読
点
も
多
く
の
場
合
、
重
ね
て
は
施
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

思
う
に
、
も
し
訓
点
資
料
内
で
、
切
点
・
中
下
点
、
句
点
・
読
点
な
ど
の
句
切
り
の
点
に
よ
っ
て
し
か
句
切
り
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
返
点
が
施

さ
れ
た
場
合
に
も
、
句
切
り
を
示
す
た
め
に
、
返
点
に
並
べ
て
切
点
・
中
下
点
、
句
点
・
読
点
が
施
さ
れ
た
形
が
見
ら
れ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。 

返
点
が
施
さ
れ
た
場
合
に
、
多
く
切
点
・
中
下
点
、
句
点
・
読
点
な
ど
の
他
の
句
切
り
の
点
が
施
さ
れ
な
い
の
は
、
や
は
り
、
返
点
が
句
切
り
の
点
と
し
て
機
能
し

て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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(4)
句
切
り
と
な
る
箇
所
に
、
他
の
句
切
り
の
点
以
上
に
返
点
が
多
く
用
い
ら
れ
た
資
料
が
存
す
る
こ
と 

 

興
福
寺
本
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
古
点
（
前
掲
）
の
句
切
り
の
点
は
、
前
掲
の
図
11
に
示
し
た
よ
う
に
、
切
点
・
中
下
点
・
返
点
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
が
、
切
点
・
中
下
点
・
返
点
の
用
例
数
を
比
較
し
て
み
る
と
、
切
点
や
中
下
点
の
よ
う
な
句
切
り
の
点
で
は
な
く
、
返
点
が
か
な
り
の
割
合
を
占
め
て
い

る
（
第
四
章 

第
一
節 
参
照
）。 

 

〈図表3〉｢句切りの点｣調査結果

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

文末・返読アリ 141 0 38

文末・返読ナシ 0 0 69

文中・返読アリ 233 3 0

文中・返読ナシ 0 0 17

返点 中下点 切点

 

〈図表4〉「句切りの点」使用率

返点
74%

中下点
1%

切点
25%

 

※
〈
図
表
３
〉
た
だ
し
、
「
切
点
」
の
「
文
末
・
返
読
ア
リ
」
三
八
例
は
、
全
て
「
返
点
」
と
の
併
記
例
。
ま
た
、
「
返
点
」
の
「
文
末
・
返
読
ア
リ
」
一
四
一
例
の
う
ち
、
三
八
例
は
、
「
切
点
」
と
の
併
記
例
。 

※
〈
図
表
４
〉
「
切
点
」
一
二
四
例
、
「
中
下
点
」
三
例
、
「
返
点
」
三
七
四
例
。 

  

図
表
３
は
、
文
末
の
返
読
が
あ
る
場
合
と
返
読
の
な
い
場
合
、
文
中
の
返
読
が
あ
る
場
合
と
返
読
が
な
い
場
合
と
で
、
ど
の
よ
う
な
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
て
い
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る
か
、
そ
の
用
例
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 
こ
の
図
表
３
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
興
福
寺
本
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
古
点
に
お
い
て
は
、
文
中
で
は
、
圧
倒
的
に
返
点
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

文
末
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
切
点
よ
り
も
返
点
の
方
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

図
表
４
は
、
資
料
内
に
お
い
て
切
点
・
中
下
点
・
返
点
が
ど
の
く
ら
い
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
の
割
合
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
見
て
も
、
返
点
が
七

四
％
を
占
め
、
句
切
り
に
施
さ
れ
る
点
と
し
て
、
切
点
・
中
下
点
な
ど
の
句
切
り
の
点
よ
り
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

  

こ
の
興
福
寺
本
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
古
点
の
よ
う
な
資
料
の
場
合
、
句
切
り
に
施
さ
れ
る
点
と
し
て
最
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
返
点
で
あ
り
、
こ
の

よ
う
に
、
切
点
・
中
下
点
な
ど
の
句
切
り
の
点
以
上
に
句
切
り
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
の
返
点
は
、
や
は
り
、
句
切
り
の
点
と
し
て
捉
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。 

 

(5)
返
読
の
な
い
箇
所
に
偏
る
句
切
り
の
点
が
存
す
る
こ
と 

  

訓
点
資
料
を
調
査
し
て
み
る
と
、
高
野
山
西
南
院
蔵
『
大
毘
盧
遮
那
胎
蔵
菩
薩
真
言
蔵
成
就
瑜
伽
』
院
政
初
期
点
（
院
政
初
期
書
写
加
点
・
第
三
群
点
・
中
院
僧
正

点
）
の
よ
う
に
、
返
点
―
つ
ま
り
、
返
読
の
あ
る
箇
所
に
偏
る
点
―
に
対
し
て
、
返
読
の
な
い
箇
所
に
偏
る
点
が
見
ら
れ
る
資
料
が
存
す
る
（
第
四
章 

第
三
節 

参
照
）。 

  

こ
の
高
野
山
西
南
院
蔵
『
大
毘
盧
遮
那
胎
蔵
菩
薩
真
言
蔵
成
就
瑜
伽
』
院
政
初
期
点
は
、
西
崎
亨
氏
（
一
九
九
五
）
に
よ
れ
ば
、 

 

〈
図
12
〉 

 
 
 
 
 
 

・
切 

 
 
 
 
 
 

・
句 

 
 
 
 
 
 

・
返 

 

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
「
切
」「
句
」「
返
」
を
調
査
し
て
み
る
と
、 
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〈図表5〉｢本文部｣における

｢句切りの点｣調査結果

0%

20%

40%

60%

80%

100%

文末・返読アリ 96 0 2

文末・返読ナシ 0 77 23

文中・返読アリ 73 0 1

文中・返読ナシ 0 12 0

返 句 切

 

 

※
た
だ
し
、「
切
」
の
「
文
末
・
返
読
ア
リ
」
二
例
、「
文
中
・
返
読
ア
リ
」
一
例
は
、
全
て
「
返
」
と
の
併
記
。
ま
た
、「
返
」
の
「
文
末
・
返
読
ア
リ
」
九
六
例
、「
文
中
・
返
読
ア
リ
」
七
三
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
切
」

と
の
併
記
例
二
例
、
「
切
」
と
の
併
記
例
一
例
を
含
む
。 

 

と
な
っ
て
い
る
。 

「
切
」
は
、
返
読
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
用
い
ら
れ
文
末
．
．
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
句
点
、「
返
」
は
、
句
読
に
か
か
わ
ら
ず
用
い
ら
れ
返
読
の
あ
る
箇
所

．
．
．
．
．
．
．
に
偏
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
返
点
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

「
句
」
に
つ
い
て
は
、
詳
細
は
第
四
章 

第
三
節
で
述
べ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
結
論
だ
け
述
べ
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
の
「
句
」
は
、
文
末
に
も
文
中
に
も
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
読
点
と
も
考
え
に
く
く
、
む
し
ろ
、
返
読
の
な
い
箇
所
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
に
、「
返
読
の
な
い
句
切
り
」
を

示
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。 
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〈
図
13
〉 

 
 
 
 
 

・
句
点 

 

… 

「
文
末
」 

 
 
 
 

「
返
読
の
有
無
を
問
わ
な
い
」
「
句
切
り
」 

 
 
 
 
 

・「
句
」  

… 

「
文
末
・
文
中
を
問
わ
な
い
」
「
返
読
の
な
い
」 

 

「
句
切
り
」 

 
 
 
 
 

・
返
点 

 

… 

「
文
末
・
文
中
を
問
わ
な
い
」
「
返
読
の
あ
る
」 

 

「
句
切
り
」 

  

も
し
こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
返
読
の
な
い
句
切
り

．
．
．
」
に
対
し
て
、「
返
読
の
あ
る
句
切
り

．
．
．
」
と
い
う
も
の
が
想
定
さ
れ
る
。
筆
者
は
、

こ
の
「
返
読
の
あ
る
句
切
り
」
に
当
た
る
も
の
が
返
点
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
句
」
と
「
返
点
」
と
を
と
も
に
句
切
り
の
点
と
見
て

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、「
返

読
の
有
無．
」
と
い
う
句
切
れ
方
の
違
い
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
書
き
分
け
て
い
る
と
見
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、「
句
」
対
「
返
点
」
と
い
う
関
係
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
返
点
は
、
他
の
句
切
り
の
点
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
の
位
置
づ
け
を
持
っ

て
い
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
返
点
は
句
切
り
の
点
の
ひ
と
つ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

 

(6)
返
点
の
形
態
が
句
切
り
の
点
と
類
似
し
て
い
る
こ
と 

  

こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
返
点
―
星
点
の
返
点
―
は
、 

 

〈
図
14
〉 

 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 

・
読
点 

 
 
 
 
 
 

・
返
点 

 

と
い
う
よ
う
に
、
漢
字
の
下
の
「
句
切
り
」
の
位
置
に
「
・
」
の
形
で
表
記
さ
れ
、
句
点
・
読
点
な
ど
の
句
切
り
の
点
と
同
様
の
形
態
を
取
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
星
点
の
返
点
が
、「
句
切
り
」
に
「
・
」
の
形
で
施
さ
れ
る
こ
と
は
、「
一
二
点
」
や
「
雁
点
（
レ
点
）
」
な
ど
の
他
の
返
点
と
そ
の
形
態
を
比
較

し
て
み
て
も
、
特
徴
的
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 
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勿
論
、
形
態
の
類
似
が
、
そ
の
ま
ま
機
能
な
ど
の
類
似
を
意
味
す
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
小
稿
で
取
り
上
げ
る
こ
の
星
点
の
返
点
が
、
句
点
・
読
点
な
ど

の
他
の
句
切
り
の
点
と
同
様
の
形
態
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
れ
を
句
切
り
の
点
で
あ
る
と
見
る
時
、
注
目
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

  

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
返
点
を
句
切
り
の
点
と
見
る
見
方
は
、
助
字
が
あ
る
場
合
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
以
上
、
(1)
～
(6)
に
述
べ
た
よ
う

に
、
返
点
は
、
訓
点
資
料
に
お
い
て
、
句
切
り
の
点
と
し
て
機
能
し
、
他
の
句
切
り
の
点
と
の
関
係
に
お
い
て
も
句
切
り
の
点
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
も
っ
て
用
い
ら

れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。 

  

小
稿
で
は
、
最
初
か
ら
返
点
を
句
切
り
の
点
か
ら
除
外
す
る
の
で
は
な
く
、
句
切
り
の
点
の
ひ
と
つ
と
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
返
点
を
、
次
の
よ
う

に
考
え
る
こ
と
に
し
た
。 

  
 

返
点 

… 

返
読
の
あ
る
句
切
り
。
返
読
の
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
施
さ
れ
る
「
句
切
り
の
点
」。 

  

補
足
を
す
れ
ば
、
こ
の
返
点
は
、
基
本
的
に
「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
る
も
の
で
、「
句
読
」
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
文
末
・
文
中
と
も
に
用

い
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。 

  

【
不
返
点
】 

 

右
の
返
点
の
考
察
の
中
、
高
野
山
西
南
院
蔵
『
大
毘
盧
遮
那
胎
蔵
菩
薩
真
言
蔵
成
就
瑜
伽
』
院
政
初
期
点
（
前
掲
）
の
「
句
」
の
よ
う
に
、「
返
読
の
な
い
箇
所
」

に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
る
句
切
り
の
点
が
存
す
る
こ
と
を
述
べ
た
（
前
掲
図
13 

参
照
）。 

 

小
稿
で
は
、
こ
れ
を
、
仮
に 

  
 

不
返
点 

… 

返
読
の
な
い
句
切
り
。
返
読
の
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
施
さ
れ
る
「
句
切
り
の
点
」。 
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と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。 

 

訓
点
資
料
に
お
い
て
、
こ
の
不
返
点
の
よ
う
な
句
切
り
の
点
が
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
、
小
稿
を
含
め
、
今
後
の
調
査
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

  

五
、
「
テ
の
有
無
」
に
関
わ
る
句
切
り
の
点 

 

【
テ
・
切
点
】【
離
れ
た
テ
】 

 

博
士
家
点
と
さ
れ
る
訓
点
資
料
に
お
い
て
は
、 

 

〈
図
15
〉 

 
 

 

の
よ
う
に
、
漢
字
の
壺
に
施
さ
れ
る
「
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」
に
対
し
て
、「
漢
字
の
壺
か
ら
離
れ
た
位
置
」
に
施
さ
れ
る
「
テ
・
返
」（
返
点
を
兼
ね
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
）

と
さ
れ
る
星
点
が
存
す
る
。 

 

第
五
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
筆
者
は
、
こ
の
「
テ
・
返
」
と
さ
れ
る
星
点
は
、「
返
読
の
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
（
返
点
）
」
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、「
句
切

り
を
示
す
も
の
（
句
切
り
の
点
）
」
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。 

 

従
っ
て
、
小
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
テ
・
返
」
と
さ
れ
る
星
点
を
、 

 

テ
・
切
点 

… 

「
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」
と
「
句
切
り
の
点
」
と
を
兼
ね
た
も
の
。 
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と
捉
え
、
テ
・
切
点
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。 

 

こ
の
テ
・
切
点
は
、 

 

〔
14
〕

（
神
田
本
『
白
氏
文
集
』
三
／
四
五
） 

〈
訓
読
文
〉
舞
を
觀
、
歌
を
聽(

キ)

て
、
樂(

音
、
角)(

音)

の
意
を
知
ヌ
。 

 

の
よ
う
に
、
助
詞
「
て
」「
し
て
」
な
ど
に
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
文
中
に
用
い
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
テ
・
読
点
と
し
て
も
よ
い
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
テ
・
切
点
が
、
読
点
の
よ
う
に
積
極
的
に

．
．
．
．
文
中
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
の
か
、
現
段
階
に
お
い
て
は
、
筆
者
は
断
言
で
き
な
い
の
で
、

右
の
よ
う
に
テ
・
切
点
．
．
と
し
て
お
く
。
今
後
の
調
査
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
出
来
た
ら
と
思
う
。 

  

な
お
、
こ
の
テ
・
切
点
に
つ
い
て
は
、
右
の
図
15
の
よ
う
に
、
漢
字
の
壺
に
施
さ
れ
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
と
対
比
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
時
、
こ
れ
ら

両
星
点
を
「
漢
字
の
壺
に
施
さ
れ
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」「
漢
字
の
壺
か
ら
離
れ
た
位
置
に
施
さ
れ
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」
と
捉
え
、 

  
 

壺
の
テ 

 

… 

「
漢
字
の
壺
」
に
施
さ
れ
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点 

 
 

離
れ
た
テ 

… 

「
漢
字
の
壺
か
ら
離
れ
た
位
置
」
に
施
さ
れ
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点 

 

の
よ
う
な
略
称
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
（
上
が
略
称
）。
こ
の
後
者
の
離
れ
た
テ
と
い
う
の
が
、
テ
・
切
点
の
こ
と
で
あ
る
。 

  

六
、
ど
の
よ
う
な
句
切
り
の
点
で
あ
る
の
か
不
明
な
場
合 
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【
右
下
点
】【
中
下
点
】【
左
下
点
】 

 
句
切
り
の
点
の
中
に
は
、
そ
の
句
切
り
の
点
の
用
例
数
が
少
な
か
っ
た
り
、
用
例
の
傾
向
が
明
確
で
な
い
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
句
切
り
の
点
が
ど
の
よ
う
な

句
切
り
を
示
し
て
い
る
の
か
断
じ
が
た
い
こ
と
が
あ
る
。 

 

小
稿
で
は
、
句
切
り
の
点
を
言
う
時
、
そ
の
加
点
位
置
に
よ
っ
て
、 

 

〈
図
16
〉 

 
 
 
 
 
 

・
右
下
点 

 
 
 
 
 
 

・
中
下
点 

 
 
 
 
 
 

・
左
下
点 

 

の
よ
う
に
言
う
が
、
そ
の
句
切
り
の
点
が
ど
の
よ
う
な
句
切
り
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
も
、
無
理
に
名
称
を
付
け
る
こ
と
は
避
け
、
同
様
に
、
そ
の
加
点

位
置
に
よ
っ
て
右
下
点
・
中
下
点
・
左
下
点
と
い
う
名
称
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
に
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
不
明
な
句
切
り
の
点
に
つ
い
て
も
、
他
資
料
と
の
比
較
を
行
な
っ
て
ゆ
け
ば
、
明
ら
か
に
で
き
る
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

  

七
、
句
切
り
の
点
の
補
足
説
明 

  

句
切
り
の
点
の
中
に
は
、
例
え
ば
、
切
点
―
文
末
・
文
中
と
も
に
用
い
ら
れ
る
―
で
あ
っ
て
も
、
文
中
よ
り
も
文
末
に
多
く
用
い
ら
れ
る
な
ど
、
注
目
す
べ
き
か
と

考
え
ら
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
場
合
、
単
に
切
点
と
す
る
の
で
は
な
く
、 

  
 

切
点
（
文
末
に
多
い
） 
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の
よ
う
に
、
補
足
説
明
を
加
え
た
も
の
が
あ
る
。
ど
の
傾
向
が
有
意
味
な
も
の
で
あ
る
の
か
現
段
階
で
は
明
言
で
き
な
い
た
め
、
ど
れ
ほ
ど
有
効
な
補
足
を
加
え
る
こ

と
が
で
き
る
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
加
え
る
べ
き
と
考
え
た
も
の
に
つ
い
て
補
足
す
る
こ
と
に
し
た
。 

  

以
下
に
、
句
切
り
の
点
の
呼
称
を
ま
と
め
た
。 

 

◎
句
切
り
の
点
の
呼
称 

・「
句
読
」
に
関
わ
る
も
の 

 
 

句
点 

… 

文
末
の
句
切
り
。 

 
 

読
点 

… 

文
中
の
句
切
り
。 

 

・「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
る
も
の 

 
 

返
点 

 

… 

返
読
の
あ
る
句
切
り
。 

 
 

不
返
点 

… 

返
読
の
な
い
句
切
り
。 

 

・「
テ
の
有
無
」
に
関
わ
る
も
の 

 
 

テ
・
切
点
（
離
れ
た
テ
） 

… 

テ
の
つ
く
句
切
り
。 

 

・
制
約
を
受
け
な
い
も
の 

切
点 

… 

（
純
粋
な
意
味
で
の
）
句
切
り
。 
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第
二
章 

訓
点
資
料
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」
概
略
お
よ
び
小
稿
の
意
義 

 

第
一
節 
先
行
研
究 

 

一
、
は
じ
め
に 

  

小
稿
に
お
い
て
は
、
平
安
・
鎌
倉
時
代
頃
の
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
切
り
の
点
を
取
り
上
げ
、「
句
読
点
」
の
他
、「
返
点
」
な
ど
も
含
め
て
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
読
点
・
返
点
に
つ
い
て
は
、『
国
語
学
大
辞
典
』（
一
九
八
〇
）
の
小
林
芳
規
氏
の
解
説
が
詳
し
く
ま
た
端
的
で
、
こ
れ
ら
を
理
解
す
る

上
で
有
用
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ま
ず
、
こ
れ
を
挙
げ
る
こ
と
に
す
る7

。 
 

◎
『
国
語
学
大
辞
典
』（
一
九
八
〇
）
に
お
け
る
「
句
読
点
」
に
つ
い
て
の
記
述8 

【
沿
革
】
句
読
点
は
、
(1)
漢
文
な
ど
あ
ら
か
じ
め
書
か
れ
た
文
章
を
読
解
す
る
た
め
に
書
き
加
え
る
場
合
と
、
(2)
文
章
を
書
記
す
る
時
に
文
字
と
一
緒
に
施
す
場

合
と
が
あ
る
。
文
献
の
上
で
は
(1)
が
早
く
て
、
句
点
読
点
の
出
所
と
見
ら
れ
、
(2)
は
後
世
に
な
っ
て
か
ら
現
わ
れ
る
。
(1)
漢
文
の
読
解
に
当
た
っ
て
は
句
読
を
示

す
こ
と
が
最
初
の
基
本
的
作
業
と
な
る
の
で
、
早
く
奈
良
時
代
に
は
『
李
善
註
文
選
抜
書
』（
天
平
十
七
年
〈
七
四
五
〉
以
前
書
写
）
に
「
、」
を
句
読
に
用
い
た
例

が
あ
る
。
平
安
初
期
に
訓
点
の
記
入
が
始
ま
っ
て
多
く
用
い
ら
れ
た
が
、
句
点
と
読
点
を
形
の
上
で
区
別
せ
ず
、
点
ま
た
は
短
線
を
漢
字
の
右
下
や
左
下
や
中
下
に

施
す
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
当
初
は
句
点
と
読
点
と
を
同
じ
位
置
で
示
し
た
り
、
位
置
を
区
別
し
て
も
位
置
と
句
点
読
点
と
の
関
係
が
一
様
で
な
か
っ
た
り
し
た
が
、

次
第
に
統
一
さ
れ
て
、
右
下
が
句
点
、
中
下
が
読
点
、
左
下
が
返
点
と
定
ま
っ
た
。
た
だ
し
初
期
に
は
、
∴
を
段
落
末
、:

 

を
句
末
、
・
を
読
点
に
使
い
分
け
る
こ

と
（
『
大だ

い

乗
じ
よ
う

阿あ

毘び

達だ
つ

磨ま

雑ぞ
う

集
じ
ゆ
う

論ろ
ん

』
巻
十
六
天
平
勝
宝
四
年
〈
七
五
二
〉
写
本
の
平
安
初
期
朱
点
な
ど
）
も
あ
っ
た
が
後
世
に
は
伝
わ
ら
な
い
。『
桂け

い

庵あ
ん

和お

尚
し
よ
う

家か

法ほ
う

倭わ

                                        

          

 
7 

小
林
芳
規
氏
（
一
九
七
四
）
で
は
返
点
に
つ
い
て
、
小
林
芳
規
氏
（
一
九
七
七
）
で
は
、
句
読
点
と
返
点
と
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

8 

『
国
語
学
大
辞
典
』（
一
九
八
〇
）
に
お
い
て
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
読
点
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
い
る
の
は
、
句
読
点
の
沿
革
を
述
べ
た
と
こ
ろ
な
の
で
、
そ
の
部
分
の
み
を
抜
粋
し
た
。 
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点て
ん

』
に
「
句
点
二

於
字
之
傍
一

、
読
点
二

字
之
中
間
一

」
と
説
き
、
太だ

宰ざ
い

春
し
ゆ
ん

台だ
い

の
『
倭わ

読ど
く

要よ
う

領
り
よ
う

』
で
句
読
を
述
べ
る
の
は
、
漢
文
訓
読
の
伝
統
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

仮
名
文
で
も
後
に
古
典
と
し
て
こ
れ
を
読
解
す
る
た
め
に
句
読
点
を
施
す
こ
と
が
起
こ
っ
た
が
、「
。
」「
、
」「
・
」
の
形
を
使
い
分
け
ず
、
今
日
の
句
読
点
と
目
的

や
用
い
方
が
異
な
っ
て
い
る
。
(2)
文
章
を
書
記
す
る
時
に
句
読
点
を
施
す
こ
と
は
、
伝
統
的
な
仮
名
文
で
は
普
通
は
行
わ
ず
、
室
町
末
期
の
キ
リ
シ
タ
ン
版
や
江

戸
時
代
の
オ
ラ
ン
ダ
翻
訳
書
に
見
ら
れ
、
江
戸
時
代
の
板
本
に
も
句
読
点
を
用
い
た
も
の
が
あ
る
が
現
行
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
一
般
に
は
明
治
以
降
で
あ
る
。
し

か
し
当
初
は
、
(ｱ)
全
く
用
い
な
い
も
の
、
(ｲ)
部
分
的
に
用
い
る
も
の
、
(ｳ)
文
末
に
「
、」
ま
た
は
「
。
」
だ
け
を
施
す
も
の
な
ど
様
々
で
あ
っ
た
。
句
読
点
を
積
極

的
に
用
い
だ
す
の
は
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
こ
ろ
か
ら
で
、
小
説
、
新
聞
、
雑
誌
な
ど
で
は
初
め
は
個
人
差
や
記
事
内
容
に
よ
る
差
が
あ
っ
て
多
様
な
姿
を
示

し
、
各
符
号
の
用
法
も
一
定
し
な
い
が
、
二
十
年
代
に
は
変
換
期
を
迎
え
、
ま
た
教
科
書
は
や
や
早
く
何
ら
か
の
符
号
を
用
い
始
め
、
三
十
年
代
以
降
は
現
行
に
近

く
な
る
。
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
刊
『
国
文
句
読
考
』（
権
田
直
助
、
明
治
二
十
九
年
〈
一
八
九
六
〉
井
上
頼
圀
補
訂
）
や
、
明
治
四
十
三
年
〈
一
九
一
〇
〉

国
定
教
科
書
の
句
読
法
の
基
準
と
し
て
の
『
句
読
法
案
』
（
文
部
省
図
書
課
）
の
解
説
書
の
出
現
は
、
そ
の
事
情
を
窺
わ
せ
る
。
す
べ
て
の
文
章
表
記
が
現
行
の
よ

う
に
な
る
の
は
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
で
、
公
用
文
や
法
律
文
は
並
列
の
「
、
」
以
外
は
句
読
点
を
用
い
な
い
習
慣
が
長
く
昭
和
ま
で
続
き
、
新
聞
で
も
現
行
と
同
じ

に
な
っ
た
の
は
朝
日
新
聞
が
昭
和
二
十
六
年
〈
一
九
五
一
〉
か
ら
で
あ
る
。
な
お
明
治
二
十
年
〈
一
八
八
七
〉
こ
ろ
に
は
小
説
家
で
句
読
点
に
留
意
し
た
者
が
あ
り
、

山
田
美
妙
は
「
。」
と
「
、
」
の
ほ
か
そ
の
中
間
的
用
法
に
「

」
（
白
抜
き
ゴ
マ
点
）
を
用
い
た
り
、
会
話
符
号(( 

))

「 

」
『 

』
や
？
！
傍
線
「 

」
な
ど
を
積

極
的
に
使
用
し
た
。
こ
れ
ら
の
会
話
符
号
な
ど
は
翻
訳
を
通
じ
て
外
国
の
文
章
表
記
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。 

（
小
林
芳
規
氏
に
よ
る
） 

 

◎
『
国
語
学
大
辞
典
』（
一
九
八
〇
）
に
お
け
る
「
返
点
」
に
つ
い
て
の
記
述 

返
点 

か
え
り

て

ん 

漢
文
訓
読
に
お
い
て
、
漢
文
の
語
序
が
日
本
語
文
と
異
な
る
場
合
、
漢
字
配
列
の
ま
ま
に
反
倒
し
て
読
む
こ
と
を
返へ

ん

読ど
く

と
い
い
、
こ
の
働
き
を
書
き

表
わ
し
た
記
号
を
返
点
と
い
う
。
【
名
称
】
平
安
時
代
に
は
、
ヲ
コ
ト
点
な
ど
と
区
別
な
く
「
点
」
の
総
称
の
中
に
含
ま
れ
、
特
に
返
点
だ
け
を
取
り
出
し
て
い
う

こ
と
は
な
か
っ
た
。
鎌
倉
時
代
以
降
、
ヲ
コ
ト
点
が
衰
滅
す
る
に
つ
れ
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
点
図
集
の
中
で
、
返
読
を
示
す
ヲ
コ
ト
点
を
「
返
」
と
称
し

て
そ
の
働
き
の
面
を
指
し
た
が
、
次
第
に
独
立
し
た
名
称
と
な
り
、
ヲ
コ
ト
点
と
も
区
別
さ
れ
始
め
た
。
点
図
集
以
外
で
「
返
点
」
と
い
う
名
称
を
用
い
た
古
例
は
、

桃
源
の
『
千
字
文
序
』（
両
足
院
蔵
）
で
あ
る
。
返
点
の
う
ち
、
一
字
の
返
読
を
表
す
「

」
を

雁
か
り
が
ね

点て
ん

と
い
う
。
形
が
雁
の
飛
ぶ
姿
に
似
る
の
で
そ
の
名
が
あ
る
。
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こ
の
名
称
は
『
大
聖
文
殊
師
利
菩
薩
讃
仏
法
身
礼
』
文
和
三
年
〈
一
三
五
四
〉
本
、
『
桂
庵
和
尚
家
法
倭
点
』
に
出
て
い
る
。
返
点
を
近
時
は
返
読
符
と
も
い
う
。

【
形
態
】
(1)
星
点
。（
□
□
□
・

）、
(2)
雁
点
、
(3)
そ
の
他
の
諸
符
号
（「
符
号
の
返
点
」
と
呼
ぶ
。

、

…

、
＋
…
＋
、∘

…∘

、
＝
…
＝
、
－
…
－
な
ど
）

〈
以
上
、
符
号
に
よ
る
も
の
〉、
(4) 
漢
数
字
（
一
・
二
・
三
・
四
…
。「
四
」
や

や

な
ど
を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
）
、
(5) 
そ
の
他
の
漢
字
（「
文
字
の
返
点
」
と

呼
ぶ
。
上
・
中
・
下
、
甲
・
乙
・
丙
…
、
天
・
地
・
人
）〈
以
上
、
文
字
に
よ
る
も
の
〉
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
そ
の
漢
字
の
傍
に
記
し
て
返
読
を
表
わ
す
。
時
代
や

文
献
の
性
格
に
よ
っ
て
使
い
方
に
相
違
が
あ
っ
た
。
【
機
能
と
表
示
】
現
行
で
は
、
返
読
す
る
と
こ
ろ
に
は
す
べ
て
返
点
を
施
し
、
返
点
の
な
い
所
は
常
に
返
読
し

な
い
が
、
平
安
時
代
に
は
、
返
読
す
る
所
に
対
し
て
必
ず
し
も
施
す
と
は
限
ら
ず
、
表
示
は
任
意
で
あ
っ
て
、
返
点
が
皆
無
の
も
の
や
、
部
分
的
に
し
か
な
い
も
の

も
あ
る
。
又
、
現
行
で
は
、
一
字
の
返
読
、
二
字
以
上
の
返
読
、
そ
の
複
合
に
よ
る
複
雑
な
返
読
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
形
態
の
返
点
を
使
い
分
け
る
が
、

平
安
時
代
に
は
必
ず
し
も
使
い
分
け
ず
、
一
字
の
返
読
に
専
用
の
雁
点
も
未
成
立
で
あ
っ
た
。【
位
置
と
大
き
さ
】
現
行
で
は
本
文
の
漢
字
の
左
下
に
小
さ
く
書
き
、

仮
名
と
は
区
別
す
る
が
、
平
安
鎌
倉
時
代
に
は
漢
数
字
・
文
字
・
符
号
の
返
点
が
漢
字
の
左
右
横
に
施
さ
れ
、
大
き
さ
も
仮
名
な
ど
と
は
区
別
は
な
か
っ
た
。
本
来
、

仮
名
や
ヲ
コ
ト
点
と
同
じ
訓
読
符
号
と
扱
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
雁
点
は
初
出
期
の
鎌
倉
時
代
に
は
□

□
の
よ
う
に
漢
字
の
漢
字
と
の
間
で
中
央
に
記
入
さ
れ
た

が
、
南
北
朝
期
を
過
渡
と
し
て
室
町
時
代
に
は
□

□
の
よ
う
に
左
寄
り
と
な
り
、
形
も
行
間
と
い
う
位
置
の
制
約
か
ら
、
次
第
に
今
日
の
レ
点
に
変
わ
っ
た
。【
沿

革
】
返
読
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
句
読
を
定
め
る
こ
と
と
並
ん
で
、
訓
読
の
最
初
の
基
礎
的
作
業
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
起
源
は
古
く
、
現
存
最
古
の
訓
点
資
料

『
華
厳
刊
定
記
』
の
延
暦
七
年
（
七
八
八
）
点
に
「

」
の
よ
う
な
漢
数
字
が
既
に
使
わ
れ
て
い
る
。
平
安
初
期
に
は
、
(1)
星
点
、
(2)
雁
点
、
(3)

符
号
の
返
点
、
(4)
漢
数
字
、
(5)
文
字
、
の
返
点
（
上
・
下
の
み
）
が
あ
る
が
、
(3)
は
概
し
て
複
雑
な
返
読
に
用
い
ら
れ
、
初
期
に
偏
る
。
一
字
の
返
点
は
『
東
大

寺
諷
誦
文
稿
』
に
「
□

□
」「
□

□
」
が
あ
っ
た
程
度
で
あ
る
。
(1)
星
点
に
よ
る
返
点
は
、
時
に
待ま

ち

点て
ん

（

）
を
も
案
出
し
て
重
ね
て
反
倒
す
る
こ
と

を
示
し
た
が
、
星
点
だ
け
の
方
式
は
返
読
の
相
手
や
順
序
が
わ
か
ら
ず
、
返
読
表
示
法
未
発
達
の
平
安
時
代
に
主
と
し
て
用
い
ら
れ
、
後
世
は
廃
れ
た
。
(4)
漢
数

字
に
よ
る
返
点
は
返
読
の
相
手
や
順
序
を
も
示
す
の
で
、
(1)
と
併
用
も
し
、
返
点
の
初
出
期
以
来
、
今
日
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
(5)
文
字
の
返
点
は
、「
上
・
下
」

に
や
や
お
く
れ
て
「
上
・
中
・
下
」
が
生
じ
、「
甲
・
乙
・
丙
」
は
鎌
倉
時
代
以
後
に
、「
天
・
地
・
人
」
は
更
に
後
世
に
見
ら
れ
る
。
(3)
符
号
の
返
点
は
平
安
中

期
を
境
と
し
て
廃
れ
、「
上
・
中
・
下
」
が
こ
れ
に
代
わ
っ
た
。
院
政
末
鎌
倉
初
期
か
ら
は
、
(2)
雁
点
が
一
字
返
読
を
専
ら
担
う
た
め
に
現
わ
れ
る
。
雁
点
の
起
源

は
「
乙
」
字
の
変
形
と
も
転
倒
符
の
流
用
と
も
い
わ
れ
る
が
、
音
合
符
「
□
―
□
」
の
変
形
転
用
で
あ
ろ
う
。
院
政
末
鎌
倉
初
期
を
境
と
し
て
、
返
読
す
る
と
こ
ろ

に
は
、
原
則
と
し
て
返
点
を
施
す
傾
向
が
強
く
な
る
が
、
雁
点
の
出
現
は
こ
れ
と
関
係
が
あ
り
、
返
読
の
働
き
の
違
い
に
応
じ
て
異
な
る
形
態
の
返
点
を
分
担
さ
せ
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る
よ
う
に
な
っ
て
、
今
ま
で
無
か
っ
た
一
字
返
読
専
用
の
返
点
が
必
要
と
な
っ
て
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
返
点
の
変
遷
に
与
っ
た
力
は
、
一
返
読
表
示
法
に

二
以
上
の
異
形
態
が
生
じ
た
時
に
一
形
態
に
淘
汰
さ
れ
る
こ
と
（
符
号
の
返
点
の
消
滅
）
と
、
返
読
の
諸
機
能
に
応
じ
て
、
異
形
態
を
分
担
さ
せ
分
析
的
に
表
記
す

る
こ
と
（
雁
点
の
成
立
）
と
に
あ
る
。 

（
小
林
芳
規
氏
に
よ
る
） 

 

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
を
見
て
み
る
と
、
右
の
『
国
語
学
大
辞
典
』
（
一
九
八
〇
）
も
そ
う
で
あ
る
が
、「
句
読
点
」
な
ど
の
句
切
り
の
点
と
、「
返
点
」
と
が
分
け

て
研
究
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、
論
文
な
ど
を
見
て
も
「
句
読
点
」「
返
点
」
と
い
う
題
目
で
分
け
て
論
じ
ら
れ
、
ま
た
、
辞
書
類
に
し
て
も
「
句

読
点
」「
返
点
」
と
い
う
項
目
に
分
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以
下
に
見
る
大
坪
併
治
氏
（
一
九
六
一
）
の
よ
う
に
、「
星
点
の
返
点
」
を
「
句
読
点
を

利
用
す
る
も
の
」
と
す
る
指
摘
が
あ
り
な
が
ら
も
、
星
点
の
返
点
と
句
読
点
と
の
関
連
が
述
べ
ら
れ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

勿
論
、
小
稿
の
よ
う
に
、
句
読
点
と
返
点
と
を
句
切
り
の
点
と
し
て

．
．
．
．
．
．
．
．
併
せ
て
見
て
い
く
と
し
て
も
、
そ
の
句
切
り
の
点
と
特
に
関
連
す
る
の
は
、
返
点
の
中
で
も
星

点
の
返
点
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
句
読
点
と
返
点
と
を
見
て
い
く
際
に
、
先
行
研
究
の
よ
う
に
、
句
読
点
と
返
点
と
に
分
け
て
研
究
が
な
さ
れ
る
の
は

当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、
星
点
の
返
点
が
句
切
り
の
点
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
星
点
の
返
点
も
ま
た
句
読
点

な
ど
の
句
切
り
の
点
に
加
え
、
そ
の
関
連
性
が
述
べ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

具
体
的
に
先
行
研
究
の
内
容
を
見
て
み
る
と
、
返
点
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
当
該
の
返
点
が
も
と
も
と
訓
点
資
料
の
よ
う
な
漢
文
で
書
か
れ
た
資
料
に

用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
小
稿
で
取
り
上
げ
る
よ
う
な
訓
点
資
料
に
お
け
る
返
点
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
詳
細
に
研
究
さ
れ
た
論
文
が
存
し
て
お
り
、
小
稿
を

成
す
上
で
も
大
い
に
有
用
で
あ
っ
た
。 

一
方
、
句
読
点
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
当
該
の
句
読
点
が
、
返
点
と
は
異
な
り
和
文
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
句
読
点
の
変
遷
な
ど

を
見
る
に
つ
け
て
も
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
読
点
に
主
眼
を
置
く
と
い
う
よ
う
な
論
文
は
、
管
見
で
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

筆
者
の
調
査
に
よ
る
と
、
句
読
点
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
近
世
か
ら
現
代
の
句
読
点
を
対
象
と
す
る
も
の
が
多
く
、
小
稿
で
取
り
上
げ
る
平
安
・
鎌
倉
時
代
の

句
読
点
を
対
象
と
し
て
い
て
も
和
文
を
扱
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
小
稿
で
見
る
と
こ
ろ
の
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
読
点
に
つ
い
て
は
言
及
が
あ
っ
て
も
わ
ず
か
な
言

及
に
と
ど
ま
る
よ
う
で
あ
る
。 
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句
読
点
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、
近
世
か
ら
現
代
の
句
読
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
こ
れ
が
「
(2)
文
章
を
書
記
す
る
時
に
文
字
と
一
緒
に
施
す
」

（
前
掲
『
国
語
学
大
辞
典
』（
一
九
八
〇
））
と
さ
れ
る
も
の
で
現
行
の
句
読
点
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

平
安
・
鎌
倉
時
代
の
句
読
点
は
、
和
文
な
ど
に
お
い
て
も
「
(1)
漢
文
な
ど
あ
ら
か
じ
め
書
か
れ
た
文
章
を
読
解
す
る
た
め
に
書
き
加
え
る
」（
前
掲
『
国
語
学
大
辞

典
』（
一
九
八
〇
）
）
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
点
で
現
行
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
を
見
て
み
る
と
、
先
人
た
ち
が
打
っ
た
句
読
点
を
見
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
の
解
釈
に
役
立
て
よ
う
と
す
る
も
の
な
ど
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
小
稿
で
取
り
上
げ
る
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
読
点
に
つ
い
て
は
、
訓
点
資
料
の
中
に
、
こ
の
句
読
点
の
他
に
も
ヲ
コ
ト
点
や
仮
名
点
な
ど
の
よ

う
に
そ
の
資
料
を
理
解
す
る
上
で
よ
り
有
用
で
あ
ろ
う
訓
点
が
存
す
る
た
め
か
、
特
に
こ
の
句
読
点
を
取
り
上
げ
て
研
究
す
る
よ
う
な
論
文
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い

よ
う
で
あ
る
。
論
文
に
ヲ
コ
ト
点
図
が
示
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
「
句
」「
切
」
と
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
句
切
り
を
示
す
も
の
で
あ
る
の
か

明
ら
か
で
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い
。 

  

以
下
に
は
、
句
切
り
の
点
に
関
す
る
先
行
研
究
を
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。
な
お
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
小
稿
で
は
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
「
句
読
点
」
と
「
返

点
」
と
を
併
せ
て
「
句
切
り
の
点
」
と
し
て
検
討
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
先
行
研
究
に
合
わ
せ
て
、
句
読
点
と
返
点
と
に
分
け
て
論
文
を
見
て
い
き
た
い
と
思

う
。 

  

先
ず
は
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
読
点
・
返
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
そ
の
も
の
を
課
題
と
し
て
研
究
し
た
も
の
や
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
多
く
の
紙
数
を
割
い
て
い
る

も
の
を
挙
げ
る
。 

 

◎
句
読
点 

・
大
坪
併
治
（
一
九
六
一
）｢

反
点
の
発
達｣

『
訓
点
語
の
研
究
』
風
間
書
房
、（
一
九
九
二
）
『
改
訂 

訓
点
語
の
研
究 

上
』
大
坪
併
治
著
作
集
１
・
風
間
書
房 

・
小
林
芳
規
（
一
九
七
七
）｢

表
記
法
の
変
遷｣

『
現
代
作
文
講
座
６ 

文
字
と
表
記
』
明
治
書
院 

・
宇
野
義
方
（
一
九
八
二
）｢

句
読
法
の
歴
史｣

『
講
座 

日
本
語
学
６ 

現
代
表
記
と
の
史
的
対
照
』
明
治
書
院 
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◎
返
点 

・
足
利
衍
述
（
一
九
三
二
）（〈
復
刻
版
〉
一
九
七
〇
）｢

返
点｣

『
鎌
倉
室
町
時
代
之
儒
教
』
有
明
書
房 

・
大
坪
併
治
（
一
九
六
一
）｢

反
点
の
発
達｣

『
訓
点
語
の
研
究
』
風
間
書
房
、（
一
九
九
二
）
『
改
訂 

訓
点
語
の
研
究 

上
』
大
坪
併
治
著
作
集
１
・
風
間
書
房 

・
小
林
芳
規
（
一
九
七
四
）｢

返
点
の
沿
革｣

『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
五
四
・
遠
藤
嘉
基
博
士
古
稀
記
念
特
輯
号 

・
小
林
芳
規
（
一
九
七
七
）｢

表
記
法
の
変
遷｣

『
現
代
作
文
講
座
６ 

文
字
と
表
記
』
明
治
書
院 

・
宇
都
宮
睦
男
（
一
九
九
〇
）｢

返
点
法
―
返
点｢

・｣

を
中
心
と
し
て
―｣

『
国
語
国
文
』
五
九
・
九 

  

以
下
に
は
、「
句
読
点
」「
返
点
」
の
順
に
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
中
心
に
そ
の
内
容
を
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。 

  

二
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
「
句
読
点
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
究 

 

訓
点
資
料
に
お
け
る
句
読
点
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
、
古
く
文
献
の
上
で
説
か
れ
た
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
句
読
点
に
つ
い
て
の
詳
細

な
研
究
を
見
る
前
に
、
ま
ず
、
古
く
句
読
点
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
認
識
が
持
た
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
筆
者
が
先
行
研
究
で
知
り
得
た

古
い
例
を
二
、
三
示
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。 

 

ま
ず
、「
句
読
」
と
い
う
も
の
が
文
献
の
上
で
説
か
れ
た
の
は
、
小
林
芳
規
氏
（
一
九
七
七
）
に
よ
る
と
、
明
応
一
〇
年
（
一
五
〇
一
年
）
の
『
桂
庵
和
尚
家
法
倭

点
』
が
古
い
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

◎
『
桂
庵
和
尚
家
法
倭
点
』 

句
読
之
事 

字
訓
に
曰
く
。
句○

は
、
切
也
。
一
句
ふ
つ
と
、
き
る
ゝ
処
也
。
一
句
と
は
、
一
字
も
一
句
也
。
曰
の
字
は
、
一
字
の
一
句
也
。
或
は
二
字
三
字
。
或
は
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十
字
二
十
字
。
多
し
と
雖
も
一
句
と
為
る
の
処
之
れ
有
り
。
其
為
人
也
孝
弟
而
好
犯
上
者
鮮
矣
（
そ
れ
人
と
な
り
や
孝
弟
に
し
て
上
を
犯
さ
ん
こ
と
を
好
む
者
す
く

な
し
）。
此
の
十
三
字
。
一
句
也
。
読○

、
音
は
豆
（
と
う
）。
韻
会
宥
韻
に
曰
く
。
凡
そ
経
書
語
の
絶
す
る
処
、
之
れ
を
句
と
謂
ふ
。
語
未
だ
絶
せ
ず
し
て
点
し
分
く

る
、
之
れ
を
読
と
謂
ふ
。
句
は
、
字
の
旁
ら
に
点
し
。
読
は
、
字
の
中
間
に
点
す
。
云
々 

私
に
云
ふ
。
旁
と
は
、
字
の
下
、
右
の
旁
ら
也
。
中
間
と
は
、
字
の
下
、

真
中
也
。
い
か
に
も
。
朱
点
、
な
か
と
、
そ
ば
と
、
ま
き
れ
ぬ
様
に
、
之
れ
を
点
す
也
。
人
の
初
心
な
を
云
ふ
に
は
、
句
等
さ
へ
、
わ
き
ま
へ
ぬ
と
申
す
也
。
法
華

経
の
、
句
切
る
様
に
。
字
の
下
、
ま
ん
な
か
ば
か
り
。
朱
つ
け
を
い
て
は
。
句
読
の
差
別
、
如
何
か
知
る
可
け
ん
哉
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
用
例
は
、
宇
野
義
方
氏
（
一
九
八
二
）
の
訓
読
文
に
よ
っ
た
） 

  

こ
れ
は
漢
文
に
お
け
る
句
読
点
の
打
ち
方
に
つ
い
て
説
い
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
句
読
点
に
つ
い
て
、 

 

〈
図
17
〉 

 
 
 
 
 
 

・
句 

 
 
 
 
 
 

・
読 

  

と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
右
下
を
句
点
、
中
下
を
読
点
と
す
る
形
は
、
後
に
見
る
諸
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
後
世
に
多
く
見
ら
れ
る

形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

  

下
っ
て
、
太
宰
春
台
『
倭
読
要
領
』
（
一
七
二
八
年
）
に
も
、
句
読
点
に
つ
い
て
、
左
の
よ
う
に
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
当
時
に
お
い
て
も
、
句
読
点
の
加
点
形

式
が
一
様
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

◎
『
倭
読
要
領
』 

○
句
読
を
点
ず
る
こ
と
は
、
其
法
一
様
な
ら
ず
。
或
は
圏
を
用
ひ
或
は
批
を
用
ふ
。
圏
と
は
、
○

な
り
。
批
と
は
、
ヽ

な
り
。
秘
書
省
の
校
書
の
式
に
は
、
句
は
字
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の
旁
に
点
じ
、
読
は
字
の
中
間
に
点
ず
と
い
へ
り
。
中
華
の
書
の
中
に
、
此
式
を
用
て
句
読
を
点
じ
た
る
本
あ
り
。
其
時
は
小
圏
を
用
ふ
。
又
句
に
は
圏
を
用
ひ
、

読
に
は
批
を
用
る
こ
と
あ
り
。
其
時
は
句
も
読
も
皆
旁
に
点
ず
。
又
句
と
読
と
を
別
た
ず
、
皆
圏
を
用
ひ
、
皆
批
を
用
る
こ
と
あ
り
。
其
時
も
句
読
倶
に
旁
に
点
ず
。

か
く
の
如
く
種
々
の
点
式
あ
り
。
人
人
の
意
に
て
、
時
に
臨
て
何
れ
の
式
を
も
用
る
な
り
。
中
華
よ
り
来
れ
る
書
を
多
く
見
て
、
其
異
を
考
ふ
べ
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
用
例
は
、
宇
野
義
方
氏
（
一
九
八
二
）
の
訓
読
文
に
よ
っ
た
） 

  

こ
の
『
倭
読
要
領
』
に
、「
中
華
の
書
の
中
に
、
此
式
を
用
て
句
読
を
点
じ
た
る
本
あ
り
」
と
あ
る
の
は
、
日
本
の
側
で
加
点
し
た
句
読
点
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の

か
、
中
国
の
側
で
加
点
さ
れ
た
句
読
点
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
石
塚
晴
通
氏
（
一
九
九
二
）
に
よ
る
と
、
三
世
紀
書
写
の
楼
蘭
文

献
中
に
は
、
句
読
点
・
科
段
な
ど
の
よ
う
な
句
切
り
を
示
す
加
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

  

中
国
の
文
献
に
関
し
て
は
、
足
利
衍
述
氏
（
一
九
三
二
）
に
よ
る
と
、
宋
の
毛
晃
撰
『
増
韻
』
に
、 

 

◎
『
増
韻
』 

句
読
。
凡
経
書
、
成
レ

文
語
絶
処
謂
二

之
句
一

。
語
未
レ

絶
而
点
分
レ

之
以
便
二

誦
詠
一

謂
二

之
読
一

。
今
秘
省
校
書
式
。
凡
句
絶
則
点
二

於
字
之
旁
一

読
分
則
微
二

点
於
字

之
中
間
一

。 

 

と
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
中
国
に
お
い
て
も
、
点
の
加
点
位
置
に
よ
っ
て
「
句
読
」
を
書
き
分
け
る
と
い
う
手
法
は
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

小
林
氏
（
一
九
九
五
ａ
）
に
よ
る
と
、
や
や
新
し
い
資
料
で
は
あ
る
が
、
敦
煌
文
献
の
『
妙
法
蓮
華
経
観
世
音
菩
薩
普
門
品
第
二
十
五
』
（S.5556

）
（
十
世
紀
書

写
加
点
）
の
角
筆9

で
は
、
句
点
と
読
点
と
を
斜
線
か
縦
線
か
で
区
別
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

  

小
稿
は
、
訓
点
資
料
に
実
際
に
用
い
ら
れ
た
句
切
り
の
点
を
調
査
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
た
め
、
右
の
よ
う
な
文
献
に
お
け
る
記
述
の
調
査
を
行
な
う
も

の
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
小
稿
の
調
査
結
果
と
文
献
に
お
け
る
記
述
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
必
要
は
あ
ろ
う
。
ま
た
、
点
図
集
に
見
ら
れ
る
句
切
り
の
点
の
呼
称

                                        

          

 
9 

角
筆
…
「
読
書
始
め
な
ど
に
用
い
る
、
字
を
さ
し
示
す
棒
。
ま
た
、
書
物
の
紙
面
に
跡
を
つ
け
て
、
訓
点
な
ど
を
記
入
す
る
の
に
用
い
る
も
の
を
も
い
う
。
象
牙
、
木
、
竹
な
ど
で
、
筆
の
形
に
作
ら
れ
た
も
の
。
字

さ
し
。
か
く
ひ
ち
」（
『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』
（
一
九
七
二
）
） 
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も
句
切
り
の
点
を
考
察
す
る
上
で
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 
ま
た
、
中
国
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
句
切
り
の
点
が
、
日
本
に
お
け
る
句
切
り
の
点
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
中
国
に
お
け
る
句
切
り
の
点
に
つ
い
て
も

見
て
み
る
必
要
が
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。 

   

以
下
に
は
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
読
点
に
つ
い
て
述
べ
た
論
文
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

 

▽
大
坪
併
治
（
一
九
六
一
）「
反
点
の
発
達
」『
訓
点
語
の
研
究
』
風
間
書
房
、（
一
九
九
二
）
『
改
訂 

訓
点
語
の
研
究 

上
』
大
坪
併
治
著
作
集
１
・
風
間
書
房 

  

こ
の
論
文
は
、
平
安
初
期
か
ら
平
安
中
期
の
訓
点
資
料
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
返
点
．
．
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
、
句
読
点
の
論
文
で
は
な
く
、
返
点
の
論
文
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
大
坪
氏
が
「
星
点
の
返
点
」
を
「
句
読
点
を
利
用
」
し
て
返
読
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

も
と
も
と
返
点
に
つ
い
て
の
論
文
で
あ
る
た
め
、
句
読
点
に
つ
い
て
の
記
述
は
多
く
は
な
い
が
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
大
坪
氏
は
、
古
く
句
読
点
の
加
点
形
式
は

一
様
で
は
な
か
っ
た
が
、
時
代
が
下
る
と
、
□
・

を
句
点
、
□
・
□
を
中
点
、
□
・

を
読
点
と
返
点
と
に
用
い
る
形
式
が
一
般
化
し
て
い
き
、
点
の
系
統
に
関
係
な
く
、

殆
ん
ど
す
べ
て
の
点
本
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
見
る
小
林
芳
規
氏
（
一
九
七
七
）
は
、
□
・

を
句
点
、
□
・
を
読

点
、
□
・

を
返
点
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
論
文
で
は
、
句
読
点
と
返
点
と
を
関
連
づ
け
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
が10
、
右
の
よ
う
に
、
□
・

を
読
点
と
返
点
と
に
用
い
る
と
し
て
、
読
点
に
返
読
機
能

を
認
め
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
見
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
小
林
芳
規
氏
（
一
九
七
四
）
は
、「
読
点
は
そ
こ
か
ら
上
に
返
読
す
る

漢
字
に
施
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
か
ら
返
点
の
働
き
を
兼
ね
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
読
点
は
返
読
し
な
い
箇
所
に
も
あ
る
の
で
、
姑
く
返
点
か
ら
除
く
こ
と
に
し
た
」

                                        

          

 
10 

筆
者
は
、
返
点
を
句
切
り
の
点
と
し
て
見
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
（
第
一
章 

四 

参
照
）
。 
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と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
筆
者
の
考
え
は
、
第
一
章 

二
で
既
に
述
べ
た
。 

  

▽
小
林
芳
規
（
一
九
七
七
）「
表
記
法
の
変
遷
」
『
現
代
作
文
講
座
６ 

文
字
と
表
記
』
明
治
書
院 

  

こ
の
論
文
で
は
、
奈
良
末
期
・
平
安
初
期
か
ら
句
読
点
の
加
点
が
見
ら
れ
、
そ
の
当
初
は
、
句
点
と
読
点
と
を
形
の
上
で
区
別
し
て
お
ら
ず
、
時
代
を
経
る
に
従
っ

て
、
句
点
と
読
点
と
の
分
化
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
句
読
点
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
先
の
大
坪
氏
（
一
九
六
一
）
の
述
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
大
き
く
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
思
う
が
、
後
世
、
□
・

を
句
点
、
□
・

を
読
点
、
□
・

を
返
点
と
す
る
形
式
が
普
通
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
大
坪
氏
（
一
九
六
一
）
と
異
な
っ
て
い
る
。 

先
に
も
述
べ
た
が
、
大
坪
氏
（
一
九
六
一
）
は
読
点
に
返
読
機
能
を
認
め
る
な
ど
、
句
切
り
の
点
の
認
識
に
つ
い
て
小
林
氏
と
異
な
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
そ
の

認
識
の
違
い
が
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

 

こ
の
論
文
は
、
表
記
を
扱
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
句
読
点
と
と
も
に
返
点
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
小
稿
の
よ
う
に
句
読
点
と
返
点

と
を
関
わ
ら
せ
る
よ
う
な
捉
え
方
は
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

  

▽
宇
野
義
方
（
一
九
八
二
）「
句
読
法
の
歴
史
」
『
講
座 

日
本
語
学
６ 

現
代
表
記
と
の
史
的
対
照
』
明
治
書
院 

 

こ
の
論
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
先
の
大
坪
氏
（
一
九
六
一
）・
小
林
氏
（
一
九
七
七
）
と
、
同
様
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
宇
野
氏
も
、
句

読
点
の
形
や
位
置
が
一
定
し
て
い
な
い
方
式
か
ら
、
□
・

が
句
点
、
□
・
が
読
点
と
い
う
方
式
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
句
点
・
読
点
の

位
置
関
係
と
し
て
は
、
小
林
氏
（
一
九
七
七
）
と
同
様
で
あ
る
。 
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◇
先
行
研
究
と
小
稿
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て 

  

以
上
の
よ
う
に
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
読
点
に
つ
い
て
述
べ
た
論
文
を
見
て
み
る
と
、
句
読
．
．
点
に
つ
い
て
の
論
文
で
あ
る
た
め
当
然
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
句

切
り
の
点
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
「
句
読
．
．
」
を
書
き
分
け
て
い
る
か
と
い
う
視
点
の
み
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
て
、 

 

〈
図
18
〉 

 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 

・
読
点 

 
 
 
 
 
 

・
返
点
（
星
点
の
返
点
） 

 

と
い
う
よ
う
に
、
句
点
・
読
点
と
並
べ
て
加
点
さ
れ
る
「
返
点
」
を
、
積
極
的
に
句
切
り
の
点
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
よ
う
な
論
考
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

小
稿 

第
一
章 

四
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
返
点
」
は
、「
句
切
り
の
点
」
と
し
て
捉
え
る
べ
き
可
能
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

も
し
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
句
読
点
な
ど
の
句
切
り
の
点
と
、
返
点
と
が
関
わ
り
の
あ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
よ
う
に
、
句
切
り

の
点
を
「
句
読
」
と
い
う
視
点
の
み
か
ら
分
類
す
る
方
法
で
は
、
当
時
の
句
切
り
の
点
を
充
分
に
説
明
し
き
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
ろ
う
。 

こ
の
点
に
お
い
て
、
句
切
り
の
点
を
見
る
際
に
は
、
先
行
研
究
の
よ
う
に
「
句
読
」
と
い
う
視
点
か
ら
の
み
検
討
を
行
な
う
の
で
は
な
く
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、

「
返
読
の
有
無
」
な
ど
の
「
句
読
」
以
外
の
視
点
を
も
持
ち
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。 

  

三
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
「
返
点
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
究 

 

小
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
種
々
の
返
点
の
中
で
も
、「
句
切
り
」
に
関
わ
る
返
点
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、｢

一
二
点｣

「
雁
点
（
レ
点
）」
な
ど
の
返
点
で
は
な
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く
、「
星
点
の
返
点
」
に
関
す
る
論
文
の
記
述
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

  

ま
ず
、
文
献
に
見
ら
れ
る
返
点
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
が
、
小
林
芳
規
氏
（
一
九
七
四
）
に
よ
る
と
、
返
点
に
関
す
る
名
称
と
し
て
は
、
現
存
最
古
の
識
語
を
持

つ
大
東
急
記
念
文
庫
蔵 

延
応
本
「
点
図
集
」
（
延
応
元
年
〈
一
二
三
九
〉）
の
中
の
「
円
堂
点
仁
和
寺
所
用
」「
中
院
僧
正
点
高
野
山
所
用
」「
俗
点
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の

星
点
図
の
左
下
の
点
に
、「
返
」
の
称
が
与
え
ら
れ
て
い
る
（
中
田
祝
夫
博
士
編
「
古
本
点
図
集
二
種
」
に
よ
る
）
の
が
最
も
古
い
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
右
の
よ
う
な
点
図
集
以
外
の
例
と
し
て
は
、
両
足
院
蔵
『
千
字
文
』
序
（
桃
源
）
に
、 

凡
倭
人
之
讀
書
、
非
レ

若
二

梵
漢
之
直
下
諷
詠
而
會
一
レ

之
、
盖
帯
二

其
意
一

自
レ

下
而
反
レ

上
、
謂
二

之
返
點
一

矣 

と
あ
る
の
が
早
い
例
で
、
江
戸
時
代
に
は
、
江
村
北
海
『
授
業
編
』
巻
三 

訓
点
に
、 

 
 

點
ト
ハ
古
昔
ノ
「
ヲ
コ
ト
點
」
ヨ
リ
イ
フ
事
ニ
テ
、
今
ノ
反
點
ハ
點
ト
イ
フ
ニ
ハ
ナ
ケ
レ
ド
モ
因
仍
シ
テ
點
ト
云
ナ
リ 

貝
原
益
軒
『
点
例
』
上 

総
論
に
、 

 
 

凡
點
例
ヲ
下
ス
ニ
五
ノ
ワ
カ
チ
ア
リ
、
一
ニ
ハ
倭
音
ニ
ヨ
ム
二
ニ
ハ
倭
訓
ニ
ヨ
ム
三
ニ
ハ
出
爾
波
（
中
略
）
四
ニ
ハ
返
リ

點
ナ
リ
是
ハ
下
ヨ
リ
カ
ヘ
リ
テ
ヨ
ム
ニ

種
々
ノ
差
別
ア
リ
、
一
二
三
の
返
點
ア
リ
、
レ
ノ
返
點
ア
リ
、
上
中
下
の
返
點
ア
リ
、
甲
乙
丙
丁
ノ
返
點
ア
リ
、
五
ニ
ハ
竪タ

テ

點 

な
ど
の
例
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

  

右
の
よ
う
な
先
行
研
究
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
資
料
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
返
点
を
句
切
り
の
点
と
す
る
と
い
う
よ
う
な
記
述
は
見
ら
れ
な
い

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
献
に
記
述
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
返
点
が
句
切
り
の
点
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
今
後
は
、
返
点
を
句
切
り

の
点
と
す
る
文
献
が
な
い
か
調
査
す
る
と
と
も
に
、
反
対
に
返
点
を
句
切
り
の
点
と
し
な
い
こ
と
を
述
べ
た
文
献
が
存
し
な
い
か
見
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。 

た
だ
、
点
図
集
な
ど
で
、
他
の
句
切
り
の
点
と
並
べ
て
返
点
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

   

以
下
に
は
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
返
点
に
つ
い
て
述
べ
た
論
文
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 
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▽
足
利
衍
述
（
一
九
三
二
）
（〈
復
刻
版
〉
一
九
七
〇
）「
返
点
」
『
鎌
倉
室
町
時
代
之
儒
教
』
有
明
書
房 

 
こ
の
論
文
は
、
星
点
の
返
点
・
雁
点
（
レ
点
）
・
一
二
点
・
上
下
点
な
ど
の
返
点
に
つ
い
て
、
時
代
的
変
遷
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
星
点
の
返
点
が
、
仏
典
に
多

く
見
ら
れ
る
な
ど
の
指
摘
も
あ
る
。 

 

こ
の
論
文
は
、
古
く
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
か
、
後
の
研
究
で
は
、
初
期
の
返
点
と
し
て
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
『
華
厳
刊
定
記
』（
七
八
八
年
）
が
挙
げ
ら

れ
る
所
を
、
返
点
の
萌
芽
が
平
安
中
葉
前
後
で
あ
る
と
し
た
り
、
後
に
「
返
点
を
兼
ね
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」
と
さ
れ
る
星
点
を
、
単
な
る
「
返
点
」
と
し
た
り
す
る
な

ど
、
若
干
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。 

  

▽
大
坪
併
治
（
一
九
六
一
）「
反
点
の
発
達
」『
訓
点
語
の
研
究
』
風
間
書
房
、（
一
九
九
二
）
『
改
訂 

訓
点
語
の
研
究 

上
』
大
坪
併
治
著
作
集
１
・
風
間
書
房 

 

こ
の
論
文
は
、
平
安
初
期
か
ら
平
安
中
期
の
古
い
資
料
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
返
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
調
査
し
、
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。 

大
坪
氏
は
、
返
点
を
、 

 

１
句
読
点
を
利
用
す
る
も
の
…
…
星
点
の
反
点 

２
数
字
を
用
ゐ
る
も
の
…
…
…
…
数
字
の
反
点 

３
特
殊
な
記
号
を
用
ゐ
る
も
の
…
記
号
の
反
点 

４
文
字
を
用
ゐ
る
も
の
…
…
…
…
文
字
の
反
点 

 

の
四
種
に
分
類
さ
れ
て
い
る11

。
後
の
小
林
芳
規
氏
（
一
九
七
四
）
も
、
こ
れ
に
基
づ
く
分
類
を
行
っ
て
い
る
。 

                                         

          

 
11 

「
星
点
の
反
点
」
は
「
・
」
な
ど
の
返
点
。
「
数
字
の
反
点
」
は
「
一
、
二
」
な
ど
の
返
点
。
「
記
号
の
反
点
」
は
「

、

…

」
な
ど
の
返
点
。
「
文
字
の
返
点
」
は
「
上
、
下
」
な
ど
の
返
点
。 
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◎
「
星
点
の
返
点
」
に
つ
い
て
の
記
述 

大
坪
氏
は
、
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
『
華
厳
刊
定
記
』
（
七
八
八
年
）
に
見
ら
れ
る
読
点
を
「
中
止
す
る
か
、
ま
た
は
、
上
に
返
る
べ
き
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
」
と
さ

れ
、
星
点
の
返
点
の
古
い
例
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
大
坪
氏
に
よ
る
と
、
星
点
の
返
点
は
、
奈
良
時
代
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

し
か
し
、
読
点
と
返
点
と
を
分
け
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
（
第
一
章 

二 

参
照
）。
も
し
そ
の
読
点
が
返
読
を
示
す
も

の
で
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
星
点
の
返
点
の
使
用
は
、
も
っ
と
下
る
こ
と
に
な
る
。
小
林
芳
規
氏
（
一
九
七
四
）
は
読
点
に
返
読
機
能
を
認
め
ず
、
星
点
の
返
点
の
使

用
は
平
安
初
期
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
。 

  

▽
小
林
芳
規
（
一
九
七
四
）「
返
点
の
沿
革
」
『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
五
四
・
遠
藤
嘉
基
博
士
古
稀
記
念
特
輯
号 

 

こ
の
論
文
は
、
平
安
初
期
か
ら
室
町
時
代
に
至
る
訓
点
資
料
に
お
け
る
返
点
の
時
代
的
な
変
遷
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。 

小
林
氏
は
、
先
の
大
坪
氏
（
一
九
六
一
）
の
分
類
に
、「
雁
点12

」
を
加
え
、
次
の
よ
う
に
返
点
を
分
類
さ
れ
て
い
る
。 

 

A.
星
点
の
返
点 

B.
漢
数
字
の
返
点 

C.
文
字
の
返
点 

D.
記
号
の
返
点 

E.
雁
点 

 

◎
「
星
点
の
返
点
」
に
つ
い
て
の
記
述 

 

こ
の
論
文
は
訓
点
資
料
に
お
け
る
返
点
を
取
り
上
げ
た
論
文
と
し
て
は
最
も
詳
し
く
、
星
点
の
返
点
を
理
解
す
る
上
で
有
用
な
指
摘
が
多
く
あ
る
。
そ
こ
で
、
小
稿

に
関
わ
る
で
あ
ろ
う
指
摘
を
箇
条
書
き
に
し
て
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
。 

                                        

          

 
12 

雁
点
…
「
漢
文
訓
読
に
用
い
る
返
り
点
の
一
つ
、
レ
点
の
古
称
。
一
字
返
り
を
示
す
も
の
で
、
古
く
「

」
を
用
い
、
形
が
雁
行
に
似
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
い
う
」（
『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』
（
一
九
七
二
）
） 
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①
星
点
の
返
点
は
、
平
安
初
期
か
ら
見
ら
れ
、
ヲ
コ
ト
点
の
用
い
ら
れ
た
時
期
の
平
安
時
代
に
主
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
平
安
中
期
か
ら
院
政
期
ま
で
は
、
星
点
の
返

点
を
使
用
す
る
群
と
使
用
し
な
い
群
と
が
あ
る
。
星
点
の
返
点
は
、
ヲ
コ
ト
点
と
運
命
を
共
に
し
、
ヲ
コ
ト
点
の
一
般
に
衰
滅
す
る
鎌
倉
時
代
以
降
は
次
第
に
用
い

ら
れ
な
く
な
る
。 

 

②
星
点
の
返
点
の
加
点
位
置
は
、
漢
字
の
左
下
が
普
通
で
あ
る
が
、
古
く
は
右
下
の
こ
と
も
あ
る
。 

 

③
院
政
期
を
過
渡
と
し
て
後
期
以
降
は
返
点
の
量
が
増
加
し
、
次
第
に
「
返
読
す
べ
き
所
に
は
返
点
を
施
す
の
を
原
則
と
す
る
」
と
い
う
傾
向
が
一
般
的
に
な
る
。
こ

の
傾
向
は
仏
書
だ
け
で
な
く
漢
籍
の
方
に
も
及
ぶ
よ
う
で
あ
る
。 

 

④
星
点
の
返
点
は
仏
書
に
は
基
調
を
な
す
も
の
と
し
て
盛
用
さ
れ
る
が
、
漢
籍
で
は
「
て
」
と
兼
用
の
ヲ
コ
ト
点
と
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
返
点
だ
け
に
は
使

わ
れ
な
い
。
漢
籍
で
漢
字
の
左
下
の
星
点
を
、
返
点
と
「
て
」
と
に
兼
用
す
る
こ
と
は
平
安
時
代
は
無
論
、
鎌
倉
時
代
以
降
も
ヲ
コ
ト
点
が
漢
籍
に
機
械
的
に
伝
存

し
た
も
の
や
、「
－
」
の
代
り
を
し
た
も
の
に
、
引
続
き
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
漢
字
の
右
下
の
星
点
を
、
返
点
と
「
ば
」
と
に
兼
用
し
た
も
の
が
、
岩
崎
文
庫
蔵

毛
詩
平
安
中
期
点
に
は
見
ら
れ
る
。 

  

こ
こ
で
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
①
と
④
で
あ
る
が
、
①
の
星
点
の
返
点
の
使
用
時
期
に
つ
い
て
は
、
先
の
大
坪
氏
（
一
九
六
一
）
の
と
こ
ろ
で
述

べ
た
。
④
の
返
点
と
「
て
」
と
兼
ね
た
星
点
（
以
下
、「
テ
・
返
」
と
略
す
）
に
つ
い
て
は
、
小
稿
の
第
五
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
筆
者
は
、
こ
れ
を
返
点
と
見
る
の

で
は
な
く
、
句
切
り
の
点
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
も
し
こ
の
テ
・
返
が
、
筆
者
が
見
る
よ
う
に
句
切
り
の
点
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
テ
・
返
の

位
置
づ
け
も
改
め
る
必
要
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。 

 

▽
小
林
芳
規
（
一
九
七
七
）「
表
記
法
の
変
遷
」
『
現
代
作
文
講
座
６ 

文
字
と
表
記
』
明
治
書
院 

 

こ
の
論
文
は
、
表
記
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
返
点
に
つ
い
て
の
記
述
に
関
し
て
は
、
右
の
小
林
氏
（
一
九
七
四
）
の
方
が
詳
し
く
、
重
複
す
る
所
も
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多
い
。 

  

▽
宇
都
宮
睦
男
（
一
九
九
〇
）「
返
点
法
―
返
点
「
・
」
を
中
心
と
し
て
―
」
『
国
語
国
文
』
五
九
・
九 

 

こ
の
論
文
は
、
返
点
の
中
で
も
特
に
、
博
士
家
点
に
見
ら
れ
る
「
返
点
を
兼
ね
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」（
以
下
、「
テ
・
返
」
）
を
取
り
上
げ
、
平
安
時
代
か
ら
江
戸
時

代
に
か
け
て
の
資
料
を
調
査
し
、
そ
の
星
点
が
時
代
と
と
も
に
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
過
程
、
及
び
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。 

  

こ
の
論
文
に
お
い
て
、
宇
都
宮
氏
は
、
テ
・
返
が
「
返
点
．
．
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
小
稿 

第
五
章
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
テ
・

返
は
返
点
で
は
な
く
「
句
切
り
の
点
」
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る13

。 
 

こ
の
論
文
は
、
テ
・
返
の
返
読
機
能
に
つ
い
て
の
み
述
べ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
と
返
読
機
能
に
関
し
て
の
論
に
つ
い
て
は
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
な
調
査
を
進

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
方
を
改
め
る
必
要
が
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

も
し
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、
テ
・
返
が
返
読
機
能
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
宇
都
宮
氏
が
、
テ
・
返
と
他
の
返
点
と
の
併
記
例
が
、
時
代

を
経
る
に
つ
れ
て
増
加
す
る
こ
と
か
ら
、
テ
・
返
が
、
次
第
に
返
読
機
能
を
失
う
と
見
て
お
ら
れ
る
こ
と14

な
ど
も
問
題
と
な
ろ
う
。 

宇
都
宮
氏
の
挙
げ
ら
れ
た
資
料
を
見
て
み
る
と
、
確
か
に
、
テ
・
返
と
他
の
返
点
と
の
併
記
例
が
増
加
す
る
傾
向
は
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
小
林
芳
規
氏
（
一

九
七
四
）
に
よ
る
と
、
返
点
は
時
代
と
と
も
に
詳
細
に
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら15

、
テ
・
返
と
他
の
返
点
と
併
記
例
が
増
え
た
か
ら
と
言
っ

て
、
そ
の
原
因
が
、
テ
・
返
が
返
読
機
能
を
失
っ
た
こ
と
に
直
結
し
て
い
る
と
は
一
概
に
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
返
点
の
加
点
が
増
加
し
た
の
は
、
何
も
テ
・
返
の

施
さ
れ
た
箇
所
に
限
っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。 

思
う
に
、
も
し
返
点
に
、
時
代
的
に
詳
細
に
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
句
点
・
読
点
が
加
点
さ
れ
た
箇
所
に
つ
い

                                        

          

 
13 

筆
者
は
、
こ
の
「
テ
・
返
」
は
、
「
テ
・
切
点
」
と
も
言
う
べ
き
「
句
切
り
の
点
」
で
あ
り
、「
返
読
す
る
こ
と
」
を
示
す
よ
う
な
機
能
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
（
第
五
章 

参
照
）
。 

14 

宇
都
宮
氏
は
、
「
□
□
□
・

」（
「
□
」
は
、
漢
字
を
表
す
）
の
よ
う
に
、
テ
・
返
が
単
独
で
用
い
ら
れ
た
場
合
に
は
、
テ
・
返
が
返
読
機
能
を
有
す
る
と
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
、
「
□
二

□
□
・
一

」
の
よ
う
に
、
テ
・

返
が
他
の
返
点
と
併
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
テ
・
返
が
返
読
機
能
を
失
う
と
さ
れ
て
い
る
。 

15 

小
林
芳
規
氏
（
一
九
七
四
）
「
院
政
期
を
過
渡
と
し
て
後
期
以
降
は
返
点
の
量
が
増
加
し
、
次
第
に
「
返
読
す
べ
き
所
に
は
返
点
を
施
す
の
を
原
則
と
す
る
」
と
い
う
傾
向
が
一
般
的
に
な
る
」 
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て
も
、
恐
ら
く
、
一
二
点
な
ど
の
返
点
が
施
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
か
ら
、
つ
ま
り
、
句
点
・
読
点
に
つ
い
て
も
、
返
点
と
の
併
記
例
が
増
加
す

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
句
点
・
読
点
が
、
返
読
機
能
を
失
っ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
―
句
切
り
の
点
が
施
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
、
返
点
が
詳
細
に
施
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
―
。 

 

宇
都
宮
氏
は
、
テ
・
返
が
返
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
こ
の
テ
・
返
と
他
の
返
点
と
の
併
記
例
が
増
加
す
る
と
い
う
傾
向
を
、
返
読
機
能
の
消
失
と

見
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
テ
・
返
が
返
点
で
は
な
く
句
切
り
の
点
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
傾
向
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。 

つ
ま
り
、
宇
都
宮
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
テ
・
返
が
返
読
機
能
を
失
っ
た
た
め
に
、
他
の
返
点
が
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
見
る
の
で
は
な
く
、
時
代
と
と
も
に

返
点
が
詳
細
に
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
過
程
で
、
テ
・
返
と
い
う
句
切
り
の
点
が
施
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
も
、
返
点
が
詳
細
に
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け

で
あ
る
と
見
る
の
で
あ
る
。 

 

宇
都
宮
氏
の
示
さ
れ
た
傾
向
は
、
恐
ら
く
、
テ
・
返
が
返
点
で
あ
る
か
ら
こ
そ
見
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
傾
向
を
も
っ
て
、
テ
・
返
が
返
点
で
あ
る

と
す
る
の
は
当
た
る
ま
い
。 

宇
都
宮
氏
の
調
査
は
、
テ
・
返
が
返
点
で
あ
る
の
か
句
切
り
の
点
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
改
め
て
検
討
し
な
お
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。 

  

◇
先
行
研
究
と
小
論
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て 

  

小
稿
で
取
り
上
げ
る
「
星
点
の
返
点
」
は
、
小
稿 

第
一
章 

四
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
句
切
り
の
点
」
と
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
先
行
研
究
に

お
い
て
は
、
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
一
二
点
や
雁
点
（
レ
点
）
な
ど
の
他
の
ヲ
コ
ト
点
と
と
も
に
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
句
読
点
な
ど
の
句
切
り
の
点
と
と

も
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

ま
た
、
小
稿 

第
五
章
で
取
り
上
げ
る
「
テ
・
返
」（
返
点
を
兼
ね
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
）
に
つ
い
て
も
、「
返
読
の
あ
る
こ
と
」
を
示
す
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
、
こ

れ
を
「
句
切
り
の
点
」
と
し
て
捉
え
る
よ
う
な
見
方
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。 
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返
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
、
種
々
の
返
点
ど
う
し
を
比
較
す
る
こ
と
は
、
無
論
、
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、「
星
点
の
返
点
」
や
「
テ
・
返
」
な
ど
の

よ
う
に
、
句
切
り

．
．
．
に
施
さ
れ
る
返
点
を
見
る
際
に
、
同
様
に
句
切
り

．
．
．
に
施
さ
れ
る
「
句
読
点
」
な
ど
の
句
切
り
の
点
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
比
較
し
て
み

る
こ
と
も
ま
た
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

   

第
二
節 

小
稿
の
意
義 

  

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
訓
点
資
料
の
中
に
見
ら
れ
る
句
点
・
読
点
な
ど
に
つ
い
て
は
「
句
読
点
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
、
星
点
の
返
点

や
一
二
点
・
雁
点
な
ど
に
つ
い
て
は
「
返
点
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。 

 

筆
者
は
、
決
し
て
こ
の
よ
う
な
研
究
方
法
が
誤
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。 

 

現
在
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
句
点
・
読
点
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の
起
源
な
ど
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
は
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
点
・
読
点
に
焦
点
を
当
て
て
考

察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
返
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
は
、
星
点
の
返
点
も
一
二
点
や
雁
点
な
ど
の
他
の
返
点
に
含
め
て
検

討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

 

し
か
し
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、
星
点
の
返
点
や
テ
・
返
と
さ
れ
る
星
点
が
、
訓
点
資
料
の
中
で
句
切
り
の
点
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
訓
点
資
料

に
お
け
る
句
切
り
の
点
を
見
る
時
に
、
句
点
・
読
点
な
ど
の
み
を
取
り
上
げ
、
星
点
の
返
点
や
テ
・
返
と
の
関
係
に
触
れ
な
い
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
（
星
点
の
返
点
、

テ
・
返
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
章 

四
、
第
五
章 

参
照
の
こ
と
）。 

  

小
稿
で
述
べ
た
い
の
は
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
切
り
の
点
を
見
る
際
に
、
句
点
・
読
点
と
い
う
よ
う
な
「
句
読
」
―
文
末
で
あ
る
か
文
中
で
あ
る
か
―
に
関
わ
る

も
の
ば
か
り
に
注
目
す
る
の
で
は
な
く
、
星
点
の
返
点
の
よ
う
に
「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
る
も
の
な
ど
を
も
句
切
り
の
点
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
ど

の
よ
う
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
或
い
は
、
ど
の
よ
う
に
影
響
し
あ
っ
て
い
る
の
か
を
見
る
こ
と
も
ま
た
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
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例
え
ば
、
筆
者
の
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
西
教
寺
本
『
秘
蔵
宝
鑰
』
巻
上
（
朱
点
）（
院
政
末
期
か
・
第
五
群
点
・
円
堂
点
）
に
お
い
て
、
句
切
り
の
点
は
、 

 

〈
図
19
〉 

 
 
 
 
 
 

・
句
点 

… 

文
末
に
偏
る
。
返
読
の
あ
る
箇
所
・
返
読
の
な
い
箇
所
と
も
に
用
い
ら
れ
る
。 

 
 
 
 
 
 

・
読
点 

… 

文
中
に
偏
る
。
返
読
の
あ
る
箇
所
・
返
読
の
な
い
箇
所
と
も
に
用
い
ら
れ
る
。 

 
 
 
 
 
 

・
返
点 
… 

返
読
の
あ
る
箇
所
に
偏
る
。
文
末
・
文
中
と
も
に
用
い
ら
れ
る
。 

 

の
よ
う
な
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
（
第
四
章 

第
四
節 

第
一
項 

参
照
）
、
こ
れ
に
対
し
て
、
高
野
山
西
南
院
蔵
『
大
毘
盧
遮
那
胎
蔵
菩
薩
真
言
蔵
成
就
瑜
伽
』
院
政

初
期
点
（
院
政
初
期
書
写
加
点
・
第
三
群
点
・
中
院
僧
正
点
）
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
類
似
し
た
形
で
は
あ
る
も
の
の
、 

 

〈
図
20
〉 

 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 

… 

文
末
に
偏
る
。
返
読
の
あ
る
箇
所
・
返
読
の
な
い
箇
所
と
も
に
用
い
ら
れ
る
。 

 
 
 
 
 
 

・
不
返
点16

… 

返
読
の
な
い
箇
所
に
偏
る
。
文
末
・
文
中
と
も
に
用
い
ら
れ
る
。 

 
 
 
 
 
 

・
返
点 

 

… 

返
読
の
あ
る
箇
所
に
偏
る
。
文
末
・
文
中
と
も
に
用
い
ら
れ
る
。 

 

と
い
う
よ
う
に
、
中
下
の
点
（
不
返
点
）
に
、
文
中
に
偏
る
と
い
う
よ
う
な
傾
向
は
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、「
返
読
の
な
い
箇
所
」
に
偏
る
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る

（
第
四
章 

第
三
節 

第
一
項 

参
照
）。 

こ
れ
ら
図
19
、
図
20
を
比
較
し
た
時
、
後
者
の
よ
う
な
中
下
の
点
（
不
返
点
）
は
、
読
点
と
見
ず
に
、
む
し
ろ
、「
返
読
の
な
い
句
切
り
」
を
示
し
て
い
る
と
見
て
、

返
点
―
「
返
読
の
あ
る
句
切
り
」
―
と
対
に
な
る
も
の
と
見
て
み
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。 

 

も
し
句
切
り
の
点
を
見
る
際
に
、「
返
読
の
有
無
」
と
い
う
視
点
を
持
た
ず
に
、
こ
れ
ら
図
19
、
図
20
の
よ
う
に
な
っ
た
句
切
り
の
点
の
調
査
を
行
な
う
と
、
こ
の

よ
う
に
中
下
の
点
の
用
法
が
異
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
様
の
形
式
の
句
切
り
の
点
と
さ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
ろ
う
。 

                                         

          

 
16 

小
稿
で
は
、「
返
読
の
な
い
こ
と
」
を
示
す
「
句
切
り
の
点
」
を
認
め
、
「
不
返
点
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。
「
第
一
章 

四
」
参
照
。 



 59 

 
小
稿
で
は
、
具
体
的
に
資
料
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
分
析
方
法
が
有
用
で
あ
る
こ
と
を
示
せ
た
ら
と
考
え
て
い
る
。 

  

小
稿
で
述
べ
る
よ
う
な
調
査
は
、
い
ま
だ
始
め
た
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
調
査
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
体
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
か
、

筆
者
に
は
明
確
に
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
も
し
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
星
点
の
返
点
や
テ
・
返
と
さ
れ
る
星
点
が
句
切
り
の
点

で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
れ
ら
を
句
切
り
の
点
と
し
て
位
置
づ
け
検
討
す
る
こ
と
は
、
句
切
り
の
点
研
究
に
お
い
て
、
や
は
り
必
要
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
あ
る
。 
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第
三
章 

訓
点
資
料
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」
の
調
査
方
法 

 

第
一
節 
小
稿
に
お
い
て
調
査
の
対
象
と
し
た
資
料 

 

一
、
資
料
に
つ
い
て 

  

小
稿
に
お
い
て
調
査
の
対
象
と
し
た
の
は
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
の
訓
点
資
料
で
あ
る
。
訓
点
資
料
と
は
、
漢
籍
・
国
書
・
仏
典
な
ど
に
、
仮
名
点
や
ヲ

コ
ト
点
、
返
点
な
ど
の
符
号
―
こ
れ
ら
を
訓
点
．
．
と
言
う
―
を
付
し
て
訓
読
を
示
し
た
資
料
を
言
う
（
小
稿
の
序
に
、
訓
点
資
料
の
例
と
し
て
、
高
野
山
西
南
院
蔵
『
大

毘
盧
遮
那
胎
蔵
菩
薩
真
言
蔵
成
就
瑜
伽
』
院
政
初
期
点
の
一
部
の
コ
ピ
ー
を
挙
げ
て
い
る
。
参
照
の
こ
と
）。 

  

訓
点
の
例
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 

〈
用
例
〉 

〔
15
〕

（
高
野
山
西
南
院
蔵
『
大
毘
盧
遮
那
胎
蔵
菩
薩
真
言
蔵
成
就
瑜
伽
』
院
政
初
期
点
・
四
オ
四
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
茎(

ヲ)

抽ヌ

ケ
て
▲

敷ヒ
ラ

ケ
た
り
蘂
綵
れ
る
［
綵

イ
ロ
ト

レ
ル
］
絢ア

ヤ

あ
り
て
端
妙
な
り
、 

  

「
抽
」
字
・「
敷
」
字
の
右
に
付
さ
れ
た
「
ヌ
ケ
」「
ヒ
ラ
ケ
」
な
ど
の
仮
名
が
「
仮
名
点
」
で
あ
り
、「
抽
」
字
左
下
に
施
さ
れ
た
「
・
」
や
「
敷
」
字
右
上
に
施

さ
れ
た
「
／
」
な
ど
が
「
ヲ
コ
ト
点
」
で
あ
る
。
ま
た
、「
茎
」
字
左
下
の
少
し
離
れ
た
位
置
に
施
さ
れ
た
「
・
」
が
「
返
点
」
で
あ
り
、「
妙
」
字
真
下
の
少
し
離
れ

た
位
置
に
施
さ
れ
て
い
る
「
・
」
が
「
句
切
り
の
点
」
で
あ
る
。 
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特
に
説
明
を
要
す
る
の
は
ヲ
コ
ト
点
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
ヲ
コ
ト
点
と
い
う
の
は
、
漢
字
の
四
隅
や
、
上
下
、
中
間
な
ど
に
点
や
線
を
付
け
て
、
仮
名
の
代
わ
り

と
し
た
も
の
で
、
仏
家
や
博
士
家
な
ど
に
よ
っ
て
、
漢
字
の
ど
の
部
分
に
ど
の
仮
名
を
配
置
す
る
か
な
ど
に
つ
い
て
相
違
が
見
ら
れ
る
。 

 

こ
の
ヲ
コ
ト
点
が
、
漢
字
の
ど
の
部
分
に
配
置
さ
れ
て
い
る
か
を
示
し
た
も
の
を
「
ヲ
コ
ト
点
図
」
と
言
い
、
例
え
ば
、
右
に
挙
げ
た
高
野
山
西
南
院
蔵
『
大
毘
盧

遮
那
胎
蔵
菩
薩
真
言
蔵
成
就
瑜
伽
』
院
政
初
期
点
は
、
西
崎
亨
氏
（
一
九
九
五
）
に
よ
る
と
、
ヲ
コ
ト
点
は
、
次
の
よ
う
に
帰
納
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

〈
図
21
〉
ヲ
コ
ト
点
図 

 
 

 
 

 
 



 62 

  
こ
の
ヲ
コ
ト
点
図
（
図
21
）
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
漢
字
の
壺
（「
□
」
で
示
さ
れ
た
も
の
）
の
左
下
に
施
さ
れ
た
「
・
」
は
、「
て
」
を
示
し
て
お
り
、
例
え
ば
、

用
例
15
の
「

」
は
、「
抽ヌ

ケ
て
」
と
訓
読
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

小
稿
で
取
り
上
げ
る
句
切
り
の
点
は
、
右
の
ヲ
コ
ト
点
図
（
図
21
）
で
言
え
ば
、「
切
」「
句
」「
返
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
句
切
り
の

点
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
句
切
り
を
示
す
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
小
稿 

第
四
章 

第
三
節 

第
一
項
で
述
べ
て
い
る
の
で
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
ほ
し
い
が
、

「
返
」
は
、
返
点
の
こ
と
で
あ
る
。
小
稿
で
こ
の
返
点
を
「
句
切
り
の
点
」
と
し
て
扱
う
こ
と
既
に
述
べ
た
（
第
一
章 

四 

参
照
）。 

  

小
稿
の
調
査
は
、
こ
の
よ
う
な
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
切
り
の
点
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
っ
た
が
、
資
料
の
原
本
に
直
接
当
た
っ
て

は
調
査
し
て
お
ら
ず
、
複
製
本
や
、
研
究
者
に
よ
っ
て
模
写
さ
れ
た
資
料
を
も
と
に
調
査
を
行
な
っ
た
。 

 

確
か
に
、
調
査
の
厳
密
さ
正
確
さ
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
無
論
、
原
本
に
当
た
っ
て
の
調
査
が
望
ま
し
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
原
本
は
、

古
く
貴
重
な
も
の
で
、
容
易
に
調
査
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
特
に
小
稿
の
句
切
り
の
点
に
つ
い
て
の
調
査
な
ど
で
は
、
そ
の
資
料
の
一
部
だ
け
を
見
れ
ば
よ

い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
資
料
全
体
に
及
ぶ
た
め
、
一
層
困
難
で
あ
る
。 

 

小
稿
で
原
本
の
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
理
由
と
し
て
は
、
実
際
問
題
と
し
て
、
右
の
よ
う
に
、
原
本
に
当
た
っ
て
の
調
査
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
以
下

に
述
べ
る
よ
う
に
、
小
稿
の
よ
う
に
複
製
本
な
ど
に
よ
っ
て
調
査
す
る
こ
と
に
も
ま
た
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。 

  

実
際
に
、
原
本
を
調
査
す
る
と
言
う
こ
と
に
な
る
と
、
や
は
り
原
本
を
出
来
得
る
か
ぎ
り
傷
つ
け
な
い
よ
う
心
が
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
何
度
も

調
査
す
る
べ
き
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
何
度
も
調
査
で
き
る
も
の
で
も
な
か
ろ
う
。
そ
の
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
、
原
本
に
当
た
っ
て
調
査
す
る
前
の
事
前

の
準
備
と
し
て
、
複
製
本
な
ど
に
よ
っ
て
調
査
を
行
い
、
あ
ら
か
じ
め
見
通
し
を
立
て
て
お
き
、
原
本
調
査
の
際
に
は
最
低
限
の
調
査
で
よ
い
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と

が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

 

先
に
も
述
べ
た
が
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
な
調
査
は
未
だ
始
め
た
ば
か
り
で
あ
り
、
訓
点
資
料
全
体
を
見
た
時
に
ど
の
よ
う
な
句
切
り
の
点
が
存
し
て
い
る
か
筆
者

は
ほ
と
ん
ど
把
握
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
実
際
に
、
原
本
に
当
た
っ
て
調
査
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
調
査
を
絞
り
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ



 63 

ろ
う
し
、
ま
た
、
更
に
は
、
調
査
の
過
程
で
、
新
た
な
視
点
に
よ
る
調
査
が
必
要
と
な
る
な
ど
、
何
度
も
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
可
能
性
が
充
分
考
え
ら
れ

る
。 こ

の
点
に
お
い
て
、
筆
者
は
、
小
稿
の
調
査
は
、
原
本
を
対
象
と
す
る
に
は
、
準
備
が
不
充
分
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 

小
稿
の
調
査
は
、
原
本
に
当
た
っ
て
、
そ
の
原
本
を
傷
つ
け
る
危
険
を
冒
し
て
ま
で
そ
の
厳
密
さ
や
正
確
さ
を
求
め
る
ほ
ど
突
き
詰
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
未

だ
多
く
の
資
料
を
見
て
そ
の
外
観
を
捉
え
、
ど
の
よ
う
な
調
査
を
行
え
ば
有
効
で
あ
る
の
か
考
え
て
い
る
段
階
で
あ
る
。 

小
稿
の
調
査
で
大
事
な
の
は
、
原
本
に
当
た
っ
て
得
ら
れ
る
、
あ
る
ひ
と
つ
の
資
料
に
お
け
る
極
々
詳
細
な
点
ま
で
の
厳
密
性
や
正
確
性
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

出
来
る
得
る
か
ぎ
り
多
く
の
資
料
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
、
見
通
し
と
な
り
得
る
傾
向
で
あ
る
。
無
論
、
原
本
を
見
る
こ
と
が
最
上
で
あ
ろ
う
が
、
小

稿
の
調
査
の
よ
う
に
、
多
く
の
資
料
を
比
較
し
つ
つ
、
何
度
も
調
査
を
行
う
た
め
に
は
、
比
較
的
収
集
が
容
易
な
複
製
本
な
ど
の
資
料
の
方
が
都
合
が
よ
い
。 

特
に
、
小
稿
で
取
り
上
げ
る
句
切
り
の
点
な
ど
は
、
ひ
と
つ
の
資
料
に
多
く
の
用
例
が
存
し
て
い
る
た
め
、
複
製
本
な
ど
の
写
り
に
よ
っ
て
調
査
の
段
階
で
虫
損
や

汚
れ
な
ど
に
よ
る
誤
認
が
多
少
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
用
例
数
か
ら
考
え
て
、
そ
の
多
く
の
用
例
を
も
と
に
検
討
し
、
他
資
料
と
比
較
し
て
い
け
ば
、
あ
る
程
度
の

傾
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ど
う
し
て
も
問
題
と
な
る
箇
所
が
あ
れ
ば
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
原
本
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
実

際
に
原
本
を
調
査
さ
れ
た
先
学
に
よ
る
訓
読
文
な
ど
も
参
考
に
な
ろ
う
。 

 

確
か
に
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
な
調
査
は
、
原
本
を
対
象
と
し
て
い
な
い
点
に
お
い
て
、
正
確
性
を
欠
く
こ
と
は
否
め
な
い
。
い
ず
れ
原
本
に
よ
る
確
認
作
業
が
必

要
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
小
稿
の
調
査
は
、
原
本
調
査
に
先
立
っ
て
の
予
備
的
な
調
査
と
見
て
も
ら
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
実
際
問
題
と
し
て
、
や
は

り
、
小
稿
の
よ
う
に
複
製
本
な
ど
に
よ
っ
て
調
査
を
行
う
こ
と
も
ま
た
有
用
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

  

二
、
資
料
の
分
類
に
つ
い
て 

 
 

小
稿
は
、
句
切
り
の
点
を
分
類
す
る
際
に
、「
句
読
」
以
外
の
視
点
も
も
っ
て
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
よ
う
な
調
査
を
行
っ
た
場
合
に
、
資
料
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
偏
り
が
見
ら
れ
る
か
と
い
う
よ
う
な
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
把
握
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
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資
料
を
分
類
す
る
際
に
、
ど
の
よ
う
に
分
類
す
れ
ば
有
用
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
筆
者
に
は
未
だ
述
べ
る
準
備
が
な
い
。 

 
し
か
し
、
あ
る
程
度
、
資
料
を
分
類
し
て
お
く
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
試
み
に
、
築
島
裕
氏
の
ヲ
コ
ト
点
図
の
分
類
を
も
と
に
資
料
を
分
類
し

て
お
こ
う
と
思
う
。 

 

ヲ
コ
ト
点
図
の
分
類
に
つ
い
て
、
中
田
祝
夫
氏
（
一
九
五
四
）
は
、
漢
字
の
壺
の
四
隅
に
ど
の
仮
名
を
配
す
る
か
な
ど
に
よ
っ
て
分
類
し
、
八
つ
の
群
を
立
て
ら
れ
、

発
生
の
古
い
順
に
「
第
一
群
点
、
第
二
群
点
、
…
、
第
八
群
点
」
と
し
、
こ
れ
ら
に
該
当
し
な
い
も
の
を
「
特
殊
点
」
と
さ
れ
た
が
、
築
島
裕
氏
（
一
九
八
六
）
は
、

そ
の
特
殊
点
を
「
特
殊
点
甲
類
」
と
「
特
殊
点
乙
類
」
の
二
つ
に
分
け
、
第
一
群
点
よ
り
も
第
二
群
点
が
、
第
七
群
点
よ
り
も
第
八
群
点
が
そ
れ
ぞ
れ
先
か
と
さ
れ
た
。 

築
島
氏
に
よ
る
と
、
ヲ
コ
ト
点
図
の
発
生
時
期
は
、
左
の
通
り
で
あ
る
。 

 

◎
特
殊
点
甲
類
・
特
殊
点
乙
類
・
第
二
群
点
・
第
一
群
点
・
第
三
群
点
・
第
四
群
点 

… 

九
世
紀
（
平
安
時
代
初
期
） 

◎
第
五
群
点 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
… 

十
世
紀
初
頭
（
厳
密
に
は
九
世
紀
極
末
に
入
る
か
） 

◎
第
六
群
点
・
第
八
群
点 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
… 

十
世
紀
中
葉 

◎
第
七
群
点 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
… 

十
一
世
紀
初
頭
（
確
実
な
例
） 

  

小
稿
に
お
い
て
資
料
を
見
る
際
に
は
、
こ
れ
を
も
と
に
「
第
○
群
点
」
に
属
す
る
と
い
う
よ
う
な
形
で
資
料
を
分
類
し
て
み
よ
う
と
思
う
。 

  

三
、
小
稿
で
取
り
上
げ
た
資
料 

  

以
下
に
、
築
島
裕
氏
の
ヲ
コ
ト
点
図
の
分
類
に
基
づ
き
、
小
稿
で
取
り
上
げ
調
査
を
行
な
っ
た
全
資
料
を
示
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
群
の
中

で
は
、
基
本
的
に
年
代
順
と
し
、
第
五
群
点
で
は
、
仏
家
点
と
博
士
家
点
と
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
分
け
た
。 
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〈
表
１
〉 

◎
第
二
群
点 

・
興
福
寺
本 

大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
（
一
〇
八
〇
年
前
後
他

・
喜
多
院
点
） 

・
東
大
寺
図
書
館
本 

釈
摩
訶
衍
論
（
一
二
〇
八
年
・
喜
多
院
点
） 

◎
第
一
群
点 

・
東
寺
蔵 

不
動
儀
軌
（
一
〇
二
五
年
・
仁
都
波
迦
点
） 

◎
第
三
群
点 

 

・
高
野
山
西
南
院
蔵 

大
毘
盧
遮
那
胎
蔵
菩
薩
真
言
蔵
成
就
瑜
伽
（
院
政
初
期
・
中
院
僧
正
点
） 

◎
第
五
群
点 

〈
仏
家
点
〉 

 

・
高
野
山
西
南
院
蔵 

聖
燄
漫
徳
迦
威
怒
王
立
成
大
神
驗
念
誦
法
（
一
〇
七
九
年
・
―
） 

・
高
野
山
西
南
院
蔵 

北
斗
七
星
護
摩
秘
要
儀
軌
（
院
政
期
頃
・
浄
光
房
点
、
円
堂
点
） 

 

・
西
教
寺
本 

秘
蔵
宝
鑰
（
院
政
末
期
・
円
堂
点
） 

〈
博
士
家
点
〉 

・
毛
利
博
物
館
蔵 

史
記 

第
九 

呂
后
本
紀
（
一
〇
七
三
年
・
古
紀
伝
点
） 

・
神
田
本 

白
氏
文
集 

巻
第
三
・
巻
第
四
（
一
一
一
三
年
・
古
紀
伝
点
） 

・
岩
崎
本 

日
本
書
紀 

巻
第
二
十
二 

推
古
紀
（
平
安
中
期
末
・
―
） 

◎
第
六
群
点 

・
高
山
寺
蔵 

十
二
天
法
（
平
安
後
期
・
叡
山
点
） 

   

第
二
節 

訓
点
資
料
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」
の
加
点
状
況 
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こ
こ
で
は
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
調
査
方
法
を
述
べ
る
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
、
そ
の
句
切
り
の
点
が
訓
点
資
料
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て

い
る
の
か
、
事
前
に
述
べ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
筆
者
が
目
に
し
た
資
料
は
、
訓
点
資
料
の
中
で
も
極
々

一
部
の
資
料
で
あ
り
、
訓
点
資
料
全
体
を
見
渡
し
た
時
に
、
そ
の
句
切
り
の
点
が
一
般
的
に

．
．
．
．
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
な
ど
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
未
だ
述
べ
る
準
備
が
な
い
。 

 

従
っ
て
、
こ
こ
で
述
べ
る
の
は
、
筆
者
が
今
回
、
訓
点
資
料
を
調
査
し
た
中
で
見
ら
れ
た
傾
向
で
あ
る
。 

今
後
の
調
査
に
よ
っ
て
は
、
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
行
の
句
読
点
な
ど
と
異
な
っ
た
点
が
あ
る
場
合
に
は
、
や
は
り
事
前

に
述
べ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
敢
え
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
。 

な
お
、
こ
こ
で
言
う
句
切
り
の
点
と
は
、
句
点
・
読
点
な
ど
に
返
点
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。 

 

(1)
句
切
り
の
点
は
、
恣
意
的
な
も
の
で
あ
る
。 

 
 

現
在
の
漢
文
訓
読
で
は
、
句
切
り
で
あ
れ
ば
基
本
的
に
句
点
・
読
点
が
打
た
れ
、
返
読
が
あ
れ
ば
基
本
的
に
返
点
が
施
さ
れ
る
と
い
う
形
を
取
る
の
で
あ
る
が
、

訓
点
資
料
に
お
い
て
は
、
句
切
り
で
あ
っ
て
も
句
切
り
の
点
が
必
ず
し
も
打
た
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
同
様
に
返
読
が
あ
っ
て
も
必
ず
し
も
返
点
が

施
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。 

 
 

小
林
芳
規
氏
（
一
九
七
四
）
が
、
返
点
に
つ
い
て 

院
政
期
を
過
渡
と
し
て
後
期
以
降
は
返
点
の
量
が
増
加
し
、
次
第
に
「
返
読
す
べ
き
所
に
は
返
点
を
施
す
の
を
原
則
と
す
る
」
と
い
う
傾
向
が
一
般
に
な
る
。

こ
の
傾
向
は
、
仏
書
だ
け
で
な
く
漢
籍
の
方
に
も
及
ぶ
よ
う
で
あ
る
。 

 

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
時
代
に
よ
っ
て
差
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
切
り
の
点
が
恣
意
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
留
意

し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

(2)
句
切
り
の
点
は
、
併
記
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。 

句
点
と
読
点
が
併
記
さ
れ
た
例
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
句
点
が
「
文
末
の
句
切
り
」
で
あ
り
、
読
点
が
「
文
中
の
句
切
り
」
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
当
然

か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
者
が
調
査
し
た
か
ぎ
り
で
は
、
こ
れ
ら
句
点
・
読
点
と
、
返
点
と
の
併
記
例
も
多
く
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
文
中
で
返
読
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が
あ
る
句
切
り
な
ど
で
は
、
読
点
と
返
点
と
が
併
記
さ
れ
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
併
記
の
例
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
読
点
と
返
点
の
い
ず
れ
か
一
方
の
み
が

施
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
切
点
と
返
点
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
文
末
の
場
合
に
は
、
返
点
と
、
句
点
或
い
は
切
点
と
の
併
記
例
が
ま
と
ま
っ
た
形
で
見
ら

れ
る
よ
う
で
あ
る
。 

 

(3)
訓
点
の
加
点
位
置
は
、
必
ず
し
も
正
確
で
な
い
こ
と
が
あ
る
。 

 
 

訓
点
資
料
に
お
い
て
、
ヲ
コ
ト
点
や
句
切
り
の
点
な
ど
の
訓
点
は
、
人
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
あ
る
ヲ
コ
ト
点
が
、
あ
る
他
の
ヲ
コ
ト
点
と
加
点
位
置

が
近
い
場
合
な
ど
、
そ
の
両
者
の
書
き
分
け
が
明
瞭
で
な
い
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、 

 

〈
図
22
〉 

 
 

 

 

の
よ
う
に
、「
漢
字
の
左
下
の
壺．
」
に
施
さ
れ
た
星
点
が
「
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」
、「
漢
字
の
左
下
の
壺
か
ら
離
れ
た
位
置

．
．
．
．
．
．
．
．
」
に
施
さ
れ
た
星
点
が
「
返
点
」
と
い
う
形

に
な
っ
て
い
る
場
合
、
漢
字
の
壺
に
施
さ
れ
る
べ
き
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
、
返
点
と
同
じ
く
ら
い
に
離
れ
た
位
置
に
施
さ
れ
た
り
、
ま
た
、
反
対
に
、
漢
字
の
壺
か
ら

離
れ
た
位
置
に
施
さ
れ
る
べ
き
返
点
が
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
と
同
じ
よ
う
に
漢
字
の
壺
近
く
に
施
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
特
に
、「
国
」
な
ど
の
よ
う
に
漢
字

の
字
形
が
「
□
」
に
近
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
ヲ
コ
ト
点
を
施
す
べ
き
四
隅
な
ど
も
明
瞭
で
あ
ろ
う
が
、「
十
」
な
ど
の
よ
う
に
漢
字
の
字
形
が
「
□
」
で
な
い
場
合

な
ど
は
、
一
層
、
加
点
位
置
な
ど
に
揺
れ
が
生
じ
よ
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
訓
点
の
加
点
位
置
に
つ
い
て
は
明
瞭
で
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
、
実
際
に
訓
点
を
見
て
い
く
際
に
は
、
加
点
位
置
を
絶
対
的
な
も
の
と
は
せ
ず
に
、

文
脈
な
ど
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

   



 68 

第
三
節 

訓
点
資
料
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」
の
調
査
方
法 

 
一
、
調
査
方
法 

  

句
切
り
の
点
を
調
査
す
る
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
右
の
第
二
節
の
(1)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
切
り
の
点
は
恣
意
的

．
．
．
な

も
の
で
あ
る
か
ら
、
つ
ま
り
、
こ
の
調
査
は
、
訓
点
資
料
に
お
い
て
句
切
り
の
点
が
打
た
れ
て
い
る
場
合
に

．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
そ
の
句
切
り
の
点
が
ど
の
よ
う
な
句
切
り
に
施
さ
れ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
る
も
の
で
あ
っ
て
、
句
切
り
と
な
る
箇
所
で
あ
っ
て
も
句
切
り
の
点
が
打
た
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
箇
所
は
調
査
対
象
と
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
小
稿
の
調
査
は
、
訓
点
資
料
に
施
さ
れ
て
い
る
句
切
り
の
点
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
拾
っ
て
行
き
、
そ
の
傾
向
を
見
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
句
切
り
の
点
が
一
体
ど
の
よ
う
な
句
切
り
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
く
と
い
う
形
に
な
る
。 

  

そ
れ
で
は
、
そ
の
傾
向
を
見
て
い
く
際
に
ど
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
見
て
い
け
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

句
切
り
の
点
を
見
て
い
く
際
に
必
要
で
あ
ろ
う
視
点
は
、
次
に
示
す
三
つ
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

無
論
、
今
後
の
調
査
結
果
次
第
で
は
、
こ
れ
ら
三
つ
に
限
ら
ず
他
の
視
点
を
も
設
け
て
調
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
、

以
下
の
三
つ
を
中
心
に
見
て
い
け
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

  
 

1.
「
句
読
」 

 
 
 

… 

「
文
末
」
で
あ
る
か
「
文
中
」
で
あ
る
か
。
→
「
句
点
」「
読
点
」
な
ど
。 

 
 

2.
「
返
読
の
有
無
」 

… 

「
返
読
が
あ
る
」
か
「
返
読
が
な
い
」
か
。
→
「
返
点
」「
不
返
点
」
な
ど
。 

 
 

3.
「
テ
の
有
無
」 
 

… 

「
テ
が
つ
く
」
か
「
テ
が
つ
か
な
い
」
か
。
→
「
テ
・
切
点
」
な
ど
。 

  

1.
「
句
読
」
は
、
句
切
り
の
点
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
り
、
句
切
り
の
点
を
見
る
際
に
は
、
こ
の
視
点
は
、
は
ず
す
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
2.
「
返
読
の
有
無
」
は
、
小
稿
に
お
い
て
、
返
点
を
句
切
り
の
点
と
し
た
た
め
に
設
け
た
も
の
で
あ
る
（
第
一
章 

四 

参
照
）。
3.
「
テ
の

有
無
」
は
、
博
士
家
点
な
ど
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
「
テ
・
返
」
（
返
点
を
兼
ね
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
）
と
さ
れ
る
星
点
を
、
小
稿
に
お
い
て
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
と
句
切
．
．

り
の
点

．
．
．
と
を
兼
ね
た
も
の
―
つ
ま
り
、「
テ
・
切
点
」
―
と
見
た
こ
と
に
よ
っ
て
設
け
た
も
の
で
あ
る
（
第
五
章 

参
照
）。 
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こ
れ
ら
の
う
ち
、
3.
「
テ
の
有
無
」
は
、
右
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
小
稿
で
言
う
と
こ
ろ
の
テ
・
切
点
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
テ
・
切
点
を

用
い
て
い
な
い
資
料
に
つ
い
て
は
、
特
に
問
題
が
な
い
か
ぎ
り
は
調
査
か
ら
は
ず
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
テ
・
切
点
に
つ
い
て
、
小
林
芳
規
氏
（
一
九
七
四
）
は
、
こ
れ
を
テ
・
返
と
捉
え
ら
れ
、「
星
点
の
返
点
は
仏
書
に
は
基
調
を
な
す
も
の
と
し
て
盛
用
さ
れ
る

が
、
漢
籍
で
は｢
て｣

と
兼
用
の
ヲ
コ
ト
点
と
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
返
点
だ
け
に
は
使
わ
れ
な
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
小
林
氏
に
よ
れ
ば
、
仏
家
点
に
お

い
て
返
点
と
さ
れ
る
も
の
が
、
博
士
家
点
で
は
全
て
テ
・
返
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
小
稿
の
テ
・
切
点
は
、
博
士
家
点
に

お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。 

 

従
っ
て
、
小
稿
で
、
3.
「
テ
の
有
無
」
と
い
う
視
点
を
持
っ
て
調
査
を
行
な
う
の
は
、
博
士
家
点
を
中
心
と
し
た
も
の
で
、
仏
家
点
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
、
1.

「
句
読
」
、
2.
「
返
読
の
有
無
」
の
二
つ
の
視
点
か
ら
の
調
査
の
み
で
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。 

  

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
具
体
的
な
調
査
方
法
を
考
え
て
み
る
と
、
句
切
り
の
点
を
見
る
際
に
は
、
基
本
的
に
、「
句
読
」
と
「
返
読
の
有
無
」
と
を
見
て
い
け

ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
つ
ま
り
、
訓
点
資
料
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
句
切
り
の
点
を
、
左
の
四
つ
に
分
け
て
見
て
い
け
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
（「
テ
の

有
無
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。 

 

文
末
・
返
読
ア
リ 

 

〈
例
〉

（
舞
を
観
、
歌
を
聴
き
て
楽
の
意
を
知
ぬ
。
） 

Ａ
文
末
・
返
読
ナ
シ 

 

〈
例
〉

（
雲
陰
り
、
月
黒
く
し
て
風
沙
、
悪
し
。） 

文
中
・
返
読
ア
リ 

 

〈
例
〉

（
舞
を
観
、
歌
を
聴
き
て
楽
の
意
を
知
ぬ
。
） 

Ｂ
文
中
・
返
読
ナ
シ 

 

〈
例
〉

（
雲
陰
り
、
月
黒
く
し
て
風
沙
、
悪
し
。） 

 

※
右
の
分
類
の
「

（
Ａ
）
」「

（
Ｂ
）
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
文
末
」「
文
中
」
を
表
す
。
そ
し
て
、
中
抜
き
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
「
返
読
の
有
無
」
を
表
し
、「

、

（
中
抜
き
）
」「
Ａ
、
Ｂ
」
を
そ
れ

ぞ
れ
「
返
読
ア
リ
」
「
返
読
ナ
シ
」
と
し
た
。
訓
点
が
施
さ
れ
て
お
ら
ず
「
文
末
」
「
文
中
」
の
別
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
な
ど
に
は
「
Ｃ
」
と
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
「
返
読
の
有
無
」
を
中
抜
き
で
あ
る

か
否
か
に
よ
っ
て
表
し
た
。 

 

例
え
ば
、「
漢
字
の
右
下
の
句
切
り
の
点
」
を
調
査
す
る
際
に
は
、
そ
の
「
漢
字
の
右
下
の
句
切
り
の
点
」
を
資
料
の
中
か
ら
ひ
と
つ
ひ
と
つ
抜
き
出
し
て
行
き
、
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そ
れ
が
、
右
の
四
つ
の
う
ち
、
ど
れ
に
偏
る
か
を
見
て
い
く
の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
句
切
り
の
点
が
、「

文
末
・
返
読
ア
リ
」
と
「
Ａ
文
末
・
返
読
ナ
シ
」
と
に
偏

っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
そ
の
場
合
、
そ
れ
は
「
返
読
の
有
無
」
と
は
関
係
な
く
「
文
末
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
つ
ま
り
、
そ
れ
は
句

点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
に
、
も
し
「
返
読
ア
リ
」
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
れ
ば
、
返
点
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。 

  

な
お
、
小
稿
の
調
査
に
お
い
て
、「
文
末
」
で
あ
る
か
「
文
中
」
で
あ
る
か
の
判
断
は
、
基
本
的
に
は
、
活
用
語
の
活
用
形
や
終
助
詞
な
ど
の
文
末
．
．
・
文
中
を
示
す

．
．
．
．
．

訓
点
を
も
と
に
行
な
っ
た

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
。
た
だ
し
、
活
用
語
の
連
体
形
と
終
止
形
と
が
同
形
で
あ
る
場
合
な
ど
、
文
脈
に
よ
っ
て
判
断
を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。 

 

厳
密
に
言
う
と
、
こ
の
よ
う
に
、
活
用
語
の
活
用
形
や
助
詞
な
ど
に
よ
っ
て
、
文
末
や
文
中
を
判
断
す
る
現
代
的
な

．
．
．
．
や
り
方
が
、
訓
点
資
料
の
加
点
者
た
ち
が
句
切

り
の
点
を
施
す
際
の
当
時
の

．
．
．
や
り
方
に
、
う
ま
く
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
最
初
の
試
み
と
し
て
は
、
ま
ず
、

こ
の
よ
う
に
調
査
す
る
こ
と
に
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
当
時
の
加
点
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
文
末
・
文
中
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
た
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
つ
い

て
は
、
も
し
問
題
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
と
思
う
。 

  

以
上
の
よ
う
に
句
切
り
の
点
を
分
類
し
て
い
け
ば
、
右
の
第
二
節
の
(2)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
句
切
り
の
点
は
基
本
的
に
併
記
さ
れ
て
い
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
よ
う
で
あ
る
か
ら
、

例
え
ば
、 

 

〈
図
23
〉 

 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 

・
読
点 

 
 
 
 
 
 

・
返
点 

 

と
い
う
形
で
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
資
料
に
お
い
て
は
、「
文
中
・
返
読
ア
リ
」
の
句
切
り
の
場
合
、
読
点
・
返
点
の
い
ず
れ
か
一
方
の
み
が
施
さ
れ
る
こ

と
に
な
ろ
う
。 

 

こ
の
読
点
と
返
点
の
い
ず
れ
を
施
す
か
に
つ
い
て
は
、
恐
ら
く
、
加
点
者
が
「
文
中
で
あ
る
こ
と
」
を
示
そ
う
と
す
れ
ば
読
点
を
施
し
、「
返
読
の
あ
る
こ
と
」
を

示
そ
う
と
す
れ
ば
返
点
を
施
す
と
い
う
選
択
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
―
つ
ま
り
、「
選
択
」
に
つ
い
て
は
、
恣
意
的

．
．
．
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
―
（
本
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章 
第
二
節 

(1) 

参
照
）。 

こ
の
句
切
り
の
点
を
併
記
し
な
い
と
い
う
傾
向
を
利
用
す
れ
ば
、
句
点
・
読
点
な
ど
の
「
句
読
．
．
に
関
わ
る
句
切
り
の
点
」
と
、
返
点
な
ど
の
「
返
読
の
有
無

．
．
．
．
．
に
関
わ

る
句
切
り
の
点
」
と
は
、
併
記
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
も
併
記
さ
れ
ず
に
選
択
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
（
右
の
読
点
と
返
点
の
例
な
ど
）
、
そ
の
両
者
の
句
切

り
の
点
の
う
ち
い
ず
れ
を
多
く
用
い
て
い
る
か
を
見
て
い
け
ば
、「
句
読
」
に
関
わ
る
句
切
り
の
点
を
多
く
用
い
る
資
料
や
、「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
る
句
切
り
の
点

を
多
く
用
い
る
資
料
な
ど
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。 

こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
調
査
を
行
な
え
ば
、
そ
の
句
切
り
の
点
が
ど
の
よ
う
な
句
切
り
を
示
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
と
と
も
に
、
そ
の
句
切
り
の
点
を
用

い
て
い
る
資
料
が
ど
の
よ
う
な
句
切
り
に
関
心
を
持
ち
、
そ
れ
を
書
き
分
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

二
、
「
テ
の
有
無
」
に
つ
い
て
の
調
査
方
法 

  

こ
の
句
切
り
の
点
を
「
テ
の
有
無
」
と
い
う
視
点
か
ら
調
査
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
に
も
述
べ
た
が
、
筆
者
が
、
博
士
家
点
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
「
テ
・
返．
」

（
返
点
．
．
を
兼
ね
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
）
と
さ
れ
る
星
点
を
、「
テ
・
切
点
．
．
」（
テ
の
ヲ
コ
ト
点
と
句
切
り
の
点

．
．
．
．
．
と
を
兼
ね
た
も
の
）
と
見
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
テ
・
切
点
に
つ
い
て
は
、「
漢
字
の
壺
」
に
施
さ
れ
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
（
以
下
、「
壺
の
テ
」
と
略
す
）
が
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
字
の
左
下
に
テ
の
ヲ
コ

ト
点
が
施
さ
れ
て
い
た
場
合
に
、
ど
れ
を
壺
の
テ
と
し
、
ど
れ
を
テ
・
切
点
と
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
（
左
図
24 

参
照
）。
こ
れ
は
、
本
章 

第
二
節
の
(3)

で
述
べ
た
よ
う
に
、
訓
点
資
料
に
お
い
て
は
、
そ
の
加
点
位
置
が
必
ず
し
も
正
確
で
な
い
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

〈
図
24
〉 
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そ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
テ
・
切
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
テ
の
有
無
」
と
い
う
視
点
か
ら
調
査
す
る
前
に
、
ま
ず
、
こ
れ
ら
壺
の
テ
と
テ
・
切
点
と
を
ど
の
よ

う
に
分
類
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。 

 

こ
の
問
題
は
、
テ
・
切
点
を
返
点
と
す
る
か
切
点
と
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
大
き
く
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
従
っ
て
、
小
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
テ
・
切
点
に
つ
い

て
、「
テ
の
有
無
」
と
い
う
視
点
か
ら
の
調
査
も
行
な
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
こ
れ
を
返
点
と
し
て
捉
え
る
べ
き
か
切
点
と
し
て
捉
え
る
べ
き
か
い
う
こ
と

に
つ
い
て
、
多
く
の
紙
面
を
割
い
て
い
る
。 

 

こ
の
テ
・
切
点
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
資
料
の
加
点
状
況
に
よ
っ
て
そ
れ
に
適
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
調
査
方
法
を
取
っ
た
た
め
、
そ
の
調
査
方
法
に
つ
い
て
は
、

右
に
見
た
「
句
読
」「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
る
句
切
り
の
点
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
た
形
で
調
査
方
法
を
述
べ
る
こ
と
は
せ
ず
、
そ
の
都
度
、
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い

と
思
う
。 

 

こ
の
テ
・
切
点
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
五
章
で
取
り
上
げ
て
い
る
。 

  

三
、
本
文
部
の
句
切
り
の
点
と
別
に
分
け
て
調
査
を
行
な
っ
た
句
切
り
の
点 

  

小
稿
に
お
い
て
、
句
切
り
の
点
を
見
て
い
く
際
に
、
句
切
り
の
点
が
施
さ
れ
て
い
て
も
調
査
対
象
か
ら
は
ず
し
た
り
、
別
に
分
け
て
調
査
を
行
な
っ
た
り
し
た
も
の

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
き
く
分
け
て
、
以
下
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。 

 

(ｲ)
「
陀
羅
尼
」
に
施
さ
れ
た
も
の 

(ﾛ)
「
和
歌
」
に
施
さ
れ
た
も
の 

(ﾊ)
「
割
注
」
に
施
さ
れ
た
も
の 

(ﾆ)
「
補
入
部
」
に
施
さ
れ
た
も
の 

  

小
稿
に
お
い
て
は
、
本
文
全
体
か
ら
、
右
の
(ｲ)
～
(ﾆ)
を
除
い
た
本
文
を
、
便
宜
上
「
本
文
部
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。 
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(ｲ)
の
陀
羅
尼
は
仏
書
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
陀
羅
尼
は
、
本
文
部
と
は
異
な
っ
て
訓
読
が
な
さ
れ
な
い
た
め
、「
句
読
」
や
「
返
読
の
有
無
」
と
い
う
視
点

か
ら
分
類
を
行
な
え
ば
、
ほ
ぼ
確
実
に
本
文
部
と
は
異
な
っ
た
加
点
傾
向
が
出
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

小
稿
の
よ
う
に
句
切
り
の
点
の
加
点
傾
向
を
見
て
い
く
場
合
に
は
、
や
は
り
、
こ
の
陀
羅
尼
の
よ
う
な
異
質
な
部
分
は
除
い
て
傾
向
を
出
す
必
要
が
あ
ろ
う
と
考
え
、

分
析
の
際
に
は
、
別
に
分
け
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
。 

(ﾛ)
は
、『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
お
い
て
、
和
歌
が
万
葉
仮
名
に
よ
っ
て
一
字
一
音
の
形
で
表
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
箇
所
に
施
さ
れ
た
句
切
り
の
点
の
こ
と
で
、
こ

の
よ
う
な
場
合
も
、
右
の
(ｲ)
と
同
様
に
、
漢
文
の
訓
読
の
た
め
に
施
さ
れ
た
本
文
部
の
句
切
り
の
点
と
は
自
ず
と
異
な
っ
た
傾
向
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う

か
ら
、
分
析
の
際
に
は
、
別
に
分
け
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
。 

 

(ﾊ)
の
割
注
や
、
(ﾆ)
の
補
入
部
は
、
本
文
部
に
小
字
で
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
可
能
性
と
し
て
、
後
に
加
え
ら
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
特
に
、
(ﾆ)
の

補
入
部
の
場
合
に
は
、
そ
の
可
能
性
は
よ
り
強
い
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
可
能
性
を
考
え
る
と
、
や
は
り
、
本
文
部
と
の
加
点
者
の
違
い
や
時
代
の
違
い
な
ど
を
疑
っ
て
み
る
必
要
性
は
あ
る
よ
う
に
思
う
。 

こ
の
点
を
考
慮
し
、
こ
れ
ら
(ﾊ)
(ﾆ)
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
も
、
別
に
分
け
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
。 
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第
四
章 

仏
家
点
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」 

 

序
節 

 

訓
点
資
料
は
大
き
く
仏
家
点
と
博
士
家
点
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、
本
章
で
は
、
そ
の
前
者
の
仏
家
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点
を
見
て
み
た
い
と
思
う
。 

 

先
行
研
究
に
よ
る
と
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
切
り
の
点
は
、
小
稿
で
取
り
上
げ
た
資
料
の
よ
う
に
「
・
」
の
形
状
の
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
ま
た
、
句
切
り
の

点
の
種
類
も
、
必
ず
し
も
三
種
類
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
、 

  
 
 
 
 
 

・ 
 
 
 
 
 
 

・ 
 
 
 
 
 
 

・
返
点 

 

と
い
う
形
に
統
一
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
第
二
章 
参
照
）。 

 

本
章
で
取
り
上
げ
た
資
料
は
、
意
図
的
に
選
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
が
、
第
三
節 

第
二
項
で
取
り
上
げ
た
東
大
寺
図
書
館
本
『
釈
摩
訶
衍
論
』
序 

承
元
二
年
点
を
除

き
、
全
て
右
の
形
の
も
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
右
の
形
を
取
る
資
料
が
多
い
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

  

た
だ
し
、
本
章
で
取
り
上
げ
た
資
料
の
句
切
り
の
点
が
、
右
の
よ
う
に
同
様
に
三
点
配
置
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
全
て
の
句
切
り
の
点
が
同
様
に
用
い

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

 

本
章
で
は
、
資
料
の
句
切
り
の
点
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
資
料
の
中
で
句
切
り
の
点
の
用
い
ら
れ
方
に
差
異
が
見
ら
れ
る
こ

と
を
示
し
た
い
と
思
う
。 

  

な
お
、
本
章
で
取
り
上
げ
る
仏
家
点
に
お
い
て
は
、
博
士
家
点
に
見
ら
れ
る
テ
・
切
点
の
よ
う
に
「
テ
の
有
無
」
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
句
切
り
の
点
は
用
い
ら



 75 

れ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
、
そ
の
句
切
り
の
点
を
調
査
す
る
際
に
は
、
左
の
よ
う
に
、「
文
末
」「
文
中
」
、「
返
読
ア
リ
」「
返
読
ナ
シ
」
と
い
う
視
点
に
よ
っ
て
分
類

を
行
な
う
の
が
有
用
で
あ
ろ
う
と
思
う
（
第
三
章 

第
三
節 

参
照
）。 

 
文
末
・
返
読
ア
リ 

Ａ
文
末
・
返
読
ナ
シ 

文
中
・
返
読
ア
リ 

Ｂ
文
中
・
返
読
ナ
シ 

  

以
下
に
は
、
資
料
ご
と
に
、
句
切
り
の
点
が
右
の
い
ず
れ
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
句
切
り
の
点
が
ど
の
よ
う
な
句
切
り
を
示

し
て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。 

   

第
一
節 

興
福
寺
本
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
古
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 
 
 
 
 

―
句
切
り
の
点
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
― 

 

一
、
は
じ
め
に 

  

本
節
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
興
福
寺
本
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
古
点
（
以
下
、『
三
蔵
』
と
略
す
）
で
あ
る
。 

こ
の
『
三
蔵
』
を
調
査
対
象
と
し
て
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
な
調
査
を
行
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
た
句
切
り
の
点
は
、
必
ず
し
も
「
句
読
」
と
い
う
視
点
に

よ
っ
て
書
き
分
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
そ
の
句
切
り
の
点
が
施
さ
れ
る
際
に
は
、「
返
読
の
有
無
」
と
い
う
こ
と
が
ら
に
大
き
な
注
意
が

払
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

本
節
で
は
、
こ
の
『
三
蔵
』
を
一
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
の
句
切
り
の
点
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
訓
点
資
料
に
お
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け
る
句
切
り
の
点
を
見
て
い
く
際
に
は
、「
句
読
」
と
い
う
視
点
に
限
定
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
い
と
思
う
。 

  

二
、
資
料
に
つ
い
て 

  

築
島
裕
氏
（
一
九
六
五
）
に
よ
る
と
、
こ
の
『
三
蔵
』
は
、
全
十
巻
の
巻
子
本
で
、
巻
第
一
の
奥
に
、
本
文
と
同
筆
で
、 

 
 

延
久
三
年
七
月
十
三
日
書
寫
之

時
酉
尅

初
點
也 

と
い
う
識
語
が
あ
り
、
こ
の
「
延
久
三
年
（
一
〇
七
一
年
）」
と
い
う
年
号
は
、
こ
の
本
文
の
筆
写
の
年
代
と
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
築
島
氏
は
、

巻
第
二
以
下
も
、
別
筆
と
見
受
け
ら
れ
る
も
の
の
、
恐
ら
く
巻
第
一
と
同
時
に
、
十
人
の
書
き
手
が
分
担
し
て
一
巻
ず
つ
書
写
し
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

訓
点
に
つ
い
て
は
、
築
島
氏
は
、
次
の
六
種
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。 

 

(一)
○Ａ
種
点
。
巻
第
一
の
前
半
に
付
せ
ら
れ
た
朱
点
。
識
語
が
無
い
の
で
加
点
年
代
は
明
確
で
は
な
い
が
、
仮
名
字
体
な
ど
訓
点
の
方
式
か
ら
見
て
、
大
体
延
久
・
承

保
・
承
暦
頃
（
一
〇
八
〇
年
前
後
）
の
筆
と
認
め
ら
れ
る
。 

(二)
○Ｂ
種
点
。
○Ａ
種
点
と
同
じ
部
分
、
即
ち
巻
第
一
の
前
半
だ
け
に
付
せ
ら
れ
て
ゐ
る
墨
点
。
加
点
年
代
は
、
こ
れ
も
識
語
が
無
い
の
で
明
確
で
は
な
い
が
、
恐
ら
く
○Ａ

種
点
の
直
後
に
、
そ
れ
と
異
つ
た
訓
法
を
記
す
為
に
加
点
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
多
分
○Ａ
種
点
と
同
筆
と
思
わ
れ
る
。
従
つ
て
、
こ
の
○Ａ
○Ｂ
両
種
の
点
は
、
同
類
に

属
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

(三)
○Ｃ
種
点
。
巻
第
七
の
巻
初
か
ら
巻
第
十
の
巻
尾
に
至
る
ま
で
、
合
計
四
巻
に
亙
つ
て
付
せ
ら
れ
た
墨
点
。
識
語
が
、
巻
第
七
の
表
紙
、
及
び
巻
第
九
と
巻
第
十
と

の
奥
に
あ
つ
て
、
少
く
と
も
承
徳
三
年
（
一
〇
九
九
）
四
月
か
ら
五
月
・
六
月
に
亙
つ
て
興
福
寺
の
僧
済
賢
の
加
点
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
は
れ
る
。 

(四)
○Ｄ
種
点
。
巻
第
七
か
ら
巻
第
十
ま
で
、
合
計
四
巻
に
亙
つ
て
付
せ
ら
れ
た
朱
点
。
識
語
の
日
付
が
「
五
月
四
日
」
と
し
か
な
い
の
で
、
年
代
は
明
確
で
な
い
が
、

承
徳
３
年
か
と
考
へ
ら
れ
る
。
恐
ら
く
○Ｃ
種
点
と
前
後
し
て
付
せ
ら
れ
た
訓
点
で
、
多
く
は
○Ｃ
種
点
と
異
つ
た
訓
法
を
示
し
て
を
り
、
多
分
こ
の
二
種
は
同
筆
と
見

て
よ
い
で
あ
ら
う
。 

(五)
○Ｅ
種
点
。
○Ａ
○Ｂ
両
種
点
が
終
つ
た
箇
所
か
ら
す
ぐ
後
を
続
け
て
、
即
ち
巻
第
一
の
後
半
か
ら
巻
第
二
・
三
・
四
・
五
・
六
の
巻
末
ま
で
合
計
五
巻
半
に
亙
つ
て
付



 77 

せ
ら
れ
た
墨
点
。
加
点
識
語
が
各
巻
尾
に
あ
り
、
永
久
四
年
（
一
一
一
六
）
二
月
に
移
点
さ
れ
た
こ
と
が
判
る
。 

(六)
○Ｆ
種
点
。
巻
第
一
・
第
二
の
二
巻
に
亙
つ
て
（
但
し
、
巻
第
二
は
奥
書
の
み
で
、
実
際
に
加
点
さ
れ
た
例
は
見
出
さ
れ
な
い
）
所
々
に
稀
に
付
せ
ら
れ
た
墨
点
。

巻
第
一
・
第
二
の
奥
書
に
よ
つ
て
嘉
応
二
年
に
夕
拝
郎
実
守
が
加
点
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。 

  

右
に
示
し
た
よ
う
に
、
『
三
蔵
』
に
お
い
て
は
、
加
点
年
代
の
異
な
る
複
数
の
訓
点
が
施
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
本
節
で
資
料
と
し
て
取
り
上
げ
た

の
は
、
そ
の
中
で
も
最
も
古
い
と
さ
れ
る
○Ａ
種
点
で
あ
る
。
○Ａ
種
点
は
、
巻
第
一
の
巻
首
か
ら
巻
第
一
の
一
三
六
行
の
六
字
目
「
典
」
ま
で
で
あ
る
。 

本
節
で
は
、
そ
の
○Ａ
種
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
を
書
き
分
け
て
い
る
の
か
見
て
み
た
い
と
思
う
。 

  

本
節
に
お
い
て
こ
の
○Ａ
種
点
を
調
査
対
象
と
し
た
の
は
、
出
来
る
か
ぎ
り
古
い
加
点
形
式
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、

第
二
番
目
、
第
三
番
目
の
加
点
な
ど
を
調
査
し
た
の
で
は
、
特
に
そ
れ
ら
の
加
点
が
そ
れ
ら
以
前
の
訓
点
に
重
ね
て
加
点
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
以
前
の
訓
点
を
避

け
て
加
点
し
た
り
、
或
い
は
、
以
前
の
訓
点
に
な
い
部
分
を
補
っ
た
形
で
加
点
し
た
り
す
る
な
ど
、
以
前
に
加
点
さ
れ
た
訓
点
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
、
純
粋
な
形
で

の
傾
向
が
得
ら
れ
な
い
可
能
性
が
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
思
う
に
、
句
切
り
の
点
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
る
た
め
に
は
、
や
は
り
、
ま

ず
、
句
切
り
の
点
が
施
さ
れ
て
い
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
資
料
に
ど
の
よ
う
に
句
切
り
の
点
を
施
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
句
切
り
の
点
が

．
．
．
．
．
．
既
に
．
．
施
さ
れ
て
い

．
．
．
．
．

る．
資
料
に
、
更
に
加
え
ら
れ
た
句
切
り
の
点
な
ど
は
、
別
に
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

無
論
、
こ
の
『
三
蔵
』
の
よ
う
に
加
点
年
代
の
異
な
る
訓
点
が
施
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
加
点
年
代
ご
と
に
、
そ
の
句
切
り
の
点
を
調
査
し
、
比
較
を
行
う

と
い
う
よ
う
な
調
査
も
有
用
で
あ
ろ
う
と
は
思
う
が
、
そ
の
よ
う
な
調
査
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
ほ
し
い
。 

 

な
お
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
小
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、『
三
蔵
』
の
○Ａ
種
点
の
み
で
あ
る
の
で
、
特
に
問
題
が
な
い
か
ぎ
り
は
、
例
え
ば
、「『
三
蔵
』
の
○．Ａ．
種．

点
の
．
．
句
切
り
の
点
」
の
よ
う
に
は
言
わ
ず
、「
『
三
蔵
』
の
句
切
り
の
点
」
の
よ
う
に
言
う
よ
う
に
し
、
○Ａ
種
点
と
い
う
言
葉
は
略
す
る
こ
と
に
し
た
。 

  

こ
の
『
三
蔵
』
の
○Ａ
種
点
の
ヲ
コ
ト
点
は
、
築
島
氏
（
一
九
六
五
）
に
よ
れ
ば
、
喜
多
院
点
（
第
二
群
点
）
で
、
左
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
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〈
図
25
〉 

○Ａ
種
点
（
延
久
承
暦
頃
加
点
・
朱
点
）
ヲ
コ
ト
点
図
（
喜
多
院
点
） 

 
 

  

築
島
氏
は
、
右
の
ヲ
コ
ト
点
図
（
図
25
）
の
よ
う
に
、
こ
の
『
三
蔵
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
を
、
右
か
ら
順
に
句
点
・
読
点
・
返
点
と
さ
れ
て
い
る
。
句
点
・

読
点
の
定
義
に
も
よ
る
が
、
句
点
・
読
点
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
句
点
は
「
文
末
の
句
切
り
」
、
読
点
は
「
文
中
の
句
切
り
」
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
か
と
思
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
築
島
氏
は
、『
三
蔵
』
の
句
切
り
の
点
を
、
句
点
・
読
点
・
返
点
と
さ
れ
て
い
る17

が
、
小
稿
の
調
査
に
よ
る
と
、 

 

〈
図
26
〉 

 
 
 
 
 
 

・
切
点 

 
 
 
 
 
 

・
中
下
点 

 
 
 
 
 
 

・
返
点 

                                        

          

 
17 

築
島
裕
（
一
九
八
六
）
の
点
図
集
所
載
の
喜
多
院
点
で
は
、
右
下
点
は
「
切
」
、
中
下
点
は
「
句
」
、
左
下
点
は
「
返
」
と
な
っ
て
い
る
。 
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と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
右
の
図
26
で
漢
字
の
中
下
の
点
を
「
中
下
点
」
と
し
て
い
る
の
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
中
下
点
は
用
例
が
三
例
し
か
見

ら
れ
ず
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
句
切
り
の
点
で
あ
る
の
か
明
言
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
以
下
、
句
切
り
の
点
の
名
称
は
、
こ
の
図
26
に
よ
る
。 

 

な
お
、
本
節
の
調
査
資
料
と
し
て
は
、
築
島
氏
（
一
九
六
五
）
『
興
福
寺
本
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
古
点
の
国
語
学
的
研
究
』
訳
文
篇
の
影
印
を
用
い
、
訓
読
文
に

つ
い
て
も
同
書
に
従
っ
た
。 

  

三
、
句
切
り
の
点
の
使
用
状
況 

  

こ
こ
で
は
、
『
三
蔵
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
用
例
を
も
と
に
、
そ
の
句
切
り
の
点
が
一
体
ど
の
よ
う
な
句
切
り
を
示
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
た

い
と
思
う
。 

  

ま
ず
、
『
三
蔵
』
の
句
切
り
の
点
の
用
例
を
挙
げ
る
。
な
お
、
用
例
の
下
に
は
、「
文
末
・
文
中
」
の
別
と
、「
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
」
の
別
と
を
括
弧
（ 

）
に

入
れ
て
示
し
た
。 

 

〈
用
例
〉 

【
切
点
】 

〔
16
〕

（
四
三
）
（
文
末
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
妙
‐
辯
雲
の
こ
と
く
に
飛
ヒ
溢イ

チ(

入
軽)

‐
思(

平
軽)

泉
の
こ
と
く
に
涌ワ

ク
。 

〔
17
〕

（
三
）（
文
中
・
返
読
ナ
シ
） 
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〈
訓
読
文
〉
方
等
の
一
乗
．
圓
宗
の
十
地
．
之
を
大
法
と
謂イ

フ
▲ 

〔
18
〕

（
一
〇
）
（
文
中
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
聖
者
阿
難
．
能
ク
如
来
所
有
の
法
蔵
を
誦
持
す
る
こ
と
▲ 

瓶
の
水
を
瀉ウ

ツ

し
て
▲ 

之
を
異
器
に
置(

ク)

か
如(

シ)

▲ 

 

〔
19
〕

（
五
〇
）
（
文
中
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
因(

リ
テ)

又
余
に
謂(
ヒ)
て
▲ 

曰(

ハ
ク)

．
佛
法(

ノ)

〔
之
〕
事
豈(

ニ)

俗(

入)

徒(

平)

に
預
け
と

（
ム
）

や
▲ 

〔
20
〕

（
一
〇
六
）（
文
中
・
返
読
ナ
シ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
凡ス

ヘ

て
涅
槃
経
．
攝
大
乗
論
．
阿
毘
曇
を
講
し
▲ 

兼(

ネ)

て
書(

平
軽)

傳(

平)

ヲ
通
せ
り
▲ 

 

【
中
下
点
】 

〔
21
〕

（
九
五
）
（
文
中
・
返
読
ナ
シ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
是
の
故(

ニ)

法
‐
将(

去)

林
の
如(

ク)

▲ 

景
キ
ヤ
ウ(

平
か
平
軽
か)

脱(

入)

，
基(

平
軽)
，
暹(

去)

，
其
の
稱(

平
軽)

首シ
ウ(

上)

為た

り
▲

。 

 

【
返
点
】 
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〔
22
〕

（
一
七
）
（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
歸(

去)

向(

平)(

ノ)

〔
之
〕

徒

（
ト
モ
カ
）
ラ

並
に
其
の
義(

去)

に
遵

シ
タ
カ

フ
▲ 

〔
23
〕

（
一
四
）
（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
故
に
諸
の
聖
衆
を
召メ

シ
て
▲ 

微(

平)

言(

平)

ヲ
集
‐
結
す
▲ 

 

◎
併
記
例 

〔
24
〕

（
六
）（
句
点
返
点
併
記
・
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
是
の
故
に
歴(

入
軽)

‐
代(

去)

の
英エ

イ(

平
軽)

‐
聖(
去)

仰ア
フ

キ
て
〔
而
〕
之
を
寳(

訓)

と
す
▲

。 

  

こ
の
『
三
蔵
』
は
仏
家
点
な
の
で
、
第
三
章 

第
三
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
文
末
・
文
中
」
、「
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
」
と
い
う
視
点
に
よ
っ
て
句
切
り
の
点
の
分

類
を
行
な
っ
た
。 

 

調
査
結
果
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

〈
表
２
〉
「
句
切
り
の
点
」
調
査
結
果 

【
切
点
】
（
全
一
四
七
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

六
九
例 
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文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

一
七
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

一
四
例 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
返
点
併
記
） 

 

三
八
例
（
返
点
と
重
複
） 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ
（
返
点
併
記
） 

 
 

九
例
（
返
点
と
重
複
） 

 

【
中
下
点
】
（
全
三
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 

三
例 

 

【
返
点
】
（
全
四
二
〇
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 

一
〇
三
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 
 
 
 
 
 
 

二
三
三
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

三
七
例 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
句
点
併
記
） 

 

三
八
例
（
切
点
と
重
複
） 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ
（
句
点
併
記
） 

 
 

九
例
（
切
点
と
重
複
） 

   

右
の
調
査
結
果
（
表
２
）
の
う
ち
、「

（
Ｃ
）
文
末
・
文
中
不
明
」
に
分
類
さ
れ
た
も
の
な
ど
は
、
句
切
り
の
点
が
打
た
れ
た
箇
所
に
他
の
訓
点
が
全
く
施
さ
れ
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て
い
な
い
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
句
切
り
の
点
が
ど
の
よ
う
な
句
切
り
に
施
さ
れ
て
い
る
の
か
断
じ
が
た
い
も
の
で
あ
る
。 

 
従
っ
て
、『
三
蔵
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
が
ど
の
よ
う
な
句
切
り
に
打
た
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
た
め
に
は
、
こ
の
「

（
Ｃ
）
文
末
・
文
中
不
明
」

な
ど
の
よ
う
に
訓
み
方
の
明
ら
か
で
な
い
箇
所
に
打
た
れ
た
句
切
り
の
点
を
除
き
、
訓
み
方
の
明
ら
か
な
箇
所
に
打
た
れ
た
句
切
り
の
点
に
つ
い
て
そ
の
傾
向
を
見
て

み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

 

そ
こ
で
、
右
の
調
査
結
果
（
表
２
）
の
う
ち
、「

（
Ｃ
）
文
末
・
文
中
不
明
」
な
ど
の
訓
み
方
の
明
ら
か
で
な
い
例
を
除
い
て
グ
ラ
フ
に
し
た
も
の
が
、
左
の
図

表
６
で
あ
る
。 

 

〈図表6〉｢句切りの点｣調査結果

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

文末・返読アリ 141 0 38

文末・返読ナシ 0 0 69

文中・返読アリ 233 0 0

文中・返読ナシ 0 3 17

返点 中下点 切点

 

※
た
だ
し
、
「
切
点
」
の
「
文
末
・
返
読
ア
リ
」
三
八
例
は
、
全
て
「
返
点
」
と
の
併
記
例
。
ま
た
、「
返
点
」
の
「
文
末
・
返
読
ア
リ
」
一
四
一
例
の
う
ち
、
三
八
例
は
、「
切
点
」
と
の
併
記
例
。 

  

こ
の
図
表
６
に
よ
る
と
、 
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〈
表
３
〉 

 
 

文
末
・
返
読
ア
リ 

… 

返
点
単
独
。
或
い
は
、
切
点
・
返
点
併
記
。 

 
 

文
末
・
返
読
ナ
シ 

… 

切
点
単
独
。 

 
 

文
中
・
返
読
ア
リ 

… 

返
点
単
独
。 

 
 

文
中
・
返
読
ナ
シ 

… 

切
点
単
独
。
或
い
は
、
中
下
点
単
独
。 

 

と
い
う
形
で
、
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

 

こ
の
図
表
６
で
注
目
す
べ
き
は
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

 

(1)
中
下
点
が
わ
ず
か
に
三
例
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
。 

(2)
中
下
点
が
「
文
中
・
返
読
ナ
シ
」
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

(3)
切
点
が
文
末
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

(4)
「
文
中
・
返
読
ア
リ
」
に
は
全
て
返
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

(5)
「
文
末
・
返
読
ア
リ
」
に
は
、
返
点
単
独
の
場
合
と
、
返
点
・
切
点
併
記
の
場
合
が
あ
る
が
、
必
ず
返
点
が
用
い
ら
れ
、
切
点
が
単
独
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な

い
こ
と
。 

(6)
切
点
が
文
中
に
用
い
ら
れ
る
際
に
は
、
返
読
ナ
シ
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。 

(7)
切
点
・
中
下
点
の
用
例
数
よ
り
も
返
点
の
用
例
数
の
方
が
多
い
こ
と
。 

  

図
表
６
に
よ
れ
ば
、
左
下
点
（
返
点
）
は
、
文
末
・
文
中
を
問
わ
ず
返
読
ア
リ
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
、
返
点
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。 

 

問
題
と
な
る
の
は
、
右
下
点
（
切
点
）
と
中
下
点
で
あ
る
。
確
か
に
、
右
下
点
（
切
点
）
は
文
末
に
偏
り
（
文
末 

一
〇
七
例
、
文
中 

一
七
例
）、
中
下
点
は
文
中

の
み
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
（
文
末 

〇
例
、
文
中 

三
例
）
、
一
見
、
右
下
点
（
切
点
）
が
句
点
、
中
下
点
が
読
点
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
（
右
の
図
表
６
の

傾
向
(2)
(3)
）。 
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し
か
し
、
中
下
点
の
例
は
わ
ず
か
に
三
例
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
が
読
点
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
見
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
用
例
数
が
少
な
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
（
傾
向
(1)
）。
例
え
ば
、
以
下
の
本
章 

第
四
節 

第
一
項
で
取
り
上
げ
る
西
教
寺
本
『
秘
蔵
宝
鑰
』
巻
上
（
朱
点
）
（
院
政
末
期
か
・
第
五
群
点
・
円
堂
点
）

で
は
、
句
点
三
一
八
例
に
対
し
、
読
点
は
二
一
七
例
で
あ
り
、
読
点
が
か
な
り
の
割
合
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
資
料
と
比
較
し
て
み
る
と
、
こ
の
『
三
蔵
』
に

お
い
て
も
、
右
下
点
（
切
点
）
が
句
点
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
右
下
点
（
切
点
）
一
〇
七
例
に
対
し
て
、
も
う
少
し
用
例
が
見
ら
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
の
『
三
蔵
』
の
返
点
が
文
末
一
四
一
例
に
対
し
て
文
中
二
三
三
例
で
、
返
点
が
文
中
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
、
や
は
り
中
下
点
の
用
例
数
の

少
な
さ
に
は
疑
問
を
覚
え
る
。 

 

思
う
に
、
こ
の
『
三
蔵
』
に
見
ら
れ
る
わ
ず
か
三
例
の
中
下
点
は
、
句
点
に
対
す
る
と
こ
ろ
の
読
点
と
し
て
、
句
切
り
の
点
の
主
軸
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
そ
の
用
例
数
の
少
な
さ
か
ら
考
え
て
、
臨
時
的
・
補
助
的
な
も
の
で
あ
る
と
見
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
或
い
は
、
加
点
者
の
違
い
や
時
代
の
違

い
な
ど
を
考
慮
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

  

こ
の
よ
う
に
中
下
点
を
別
に
考
え
る
も
の
と
し
て
考
察
す
る
と
、
も
し
仮
に
、
右
下
点
（
切
点
）
が
句
点
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
こ
の
『
三
蔵
』
に
お
い
て
は
、 

 

〈
図
27
〉 

 
 
 
 
 
 

・
句
点 

… 

文
末
の
句
切
り 

  
 
 
 
 
 

・
返
点 

… 

返
読
の
あ
る
句
切
り
（
文
末
・
文
中
と
も
に
用
い
ら
れ
る
） 

 

と
い
う
形
に
な
り
、
つ
ま
り
、
返
読
の
な
い
箇
所
に
お
い
て
は
文
中
に
施
さ
れ
る
句
切
り
の
点
が
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
『
三
蔵
』
に
お
い
て
は
、「
文
中
・

返
読
ナ
シ
」
に
施
す
べ
き
句
切
り
の
点
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。 

こ
の
「
文
中
・
返
読
ナ
シ
」
の
句
切
り
の
点
の
問
題
と
し
て
は
、
右
下
点
（
切
点
）
に
、
多
く
は
な
い
が
、
文
中
に
用
い
ら
れ
た
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。 

 

こ
の
『
三
蔵
』
に
お
け
る
右
下
点
（
切
点
）
は
、
文
末
に
多
く
用
い
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
確
か
に
文
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
例
が
存
す
る
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
前
掲
の
用
例
18
の
よ
う
に
名
詞
の
下
に
打
た
れ
た
例
、
用
例
19
の
よ
う
に
「
曰
（
い
は
く
）
」
の
下
に
打
た
れ
た
例
、
用
例
20
の
よ
う
に
名
詞
が
列
挙
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さ
れ
た
場
合
に
そ
の
名
詞
の
間
に
打
た
れ
た
例
な
ど
は
、
文
中
に
用
い
ら
れ
た
例
と
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
他
に
も
「
方
等
一
乗
．
圓
宗
十
地
．」

（
三
）
、「
化
城
．
垢
服
．
濟
馬
．
馳
羊
．
」
（
四
）
な
ど
の
例
が
あ
る
）。
特
に
用
例
20
で
は
、「
阿
毘
曇
」
の
所
か
ら
「
講
」
字
の
所
に
返
読
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
間

に
あ
る
「
涅
槃
経
」
や
「
攝
大
乗
論
」
の
所
で
文
が
終
わ
る
と
は
考
え
に
く
く
、
更
に
、
並
列
の
形
に
な
っ
て
右
下
点
（
切
点
）
が
二
点
続
け
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
見
て
誤
点
な
ど
の
可
能
性
も
低
く
、
確
例
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

こ
の
よ
う
な
文
中
の
例
が
存
す
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
右
下
点
（
切
点
）
は
、
や
は
り
句
点
で
は
な
く
、
切
点
と
見
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

 

中
下
点
に
つ
い
て
は
、
用
例
数
が
少
な
い
た
め
確
実
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
も
し
こ
の
中
下
点
が
「
文
中
．
．
・
返
読
ナ
シ

．
．
．
．
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
（
傾
向
(1)
）
と

い
う
こ
と
を
、 

 

・「
切
点
（
多
く
文
末
に
用
い
ら
れ
る
）

が
示
す
句
切
り
」
以
外
の
句
切
り 

→ 

文
中
．
． 

・「
返
点
が
示
す
句
切
り
」
以
外
の
句
切
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

→ 

返
読
ナ
シ

．
．
．
． 

 

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
或
い
は
、
こ
の
中
下
点
は
、
切
点
・
返
点
の
両
点
を
施
す
こ
と
の
で
き
な
い
句
切
り
を
示
す
と
い
う
よ
う
な
補
助
的
な
も
の
で

あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
中
下
点
が
「
文
中
・
返
読
ナ
シ
」
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
る
例
は
、
以
下
の
、
東
寺
蔵
『
不
動
儀
軌
』
万
寿
二
年
点
（
本

章 

第
二
節
）、
高
野
山
西
南
院
蔵
『
聖
燄
漫
徳
迦
威
怒
王
立
成
大
神
驗
念
誦
法
』
承
暦
点
（
同 

第
五
節 

第
一
項
）、
高
山
寺
蔵
『
十
二
天
法
』
平
安
後
期
点
（
同 

第

二
項
）
に
も
見
ら
れ
る
。 

  

以
上
の
よ
う
に
考
察
し
て
く
る
と
、
こ
の
『
三
蔵
』
に
お
い
て
は
、 

 

〈
図
28
〉 

 
 
 
 
 
 

・
切
点 

 

… 

句
切
り
（
文
末
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
） 

 
 
 
 
 
 

・
中
下
点 

… 

切
点
・
返
点
以
外
の
句
切
り
？ 

 
 
 
 
 
 

・
返
点 

 

… 

返
読
の
あ
る
句
切
り 
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と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

  

四
、
切
点
・
返
点
の
用
い
ら
れ
方
に
つ
い
て 

―
切
点
の
偏
り
に
着
目
し
て
― 

 

右
に
お
い
て
は
、
『
三
蔵
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
を
表
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、

そ
れ
ら
の
句
切
り
の
点
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
み
た
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
中
下
点
に
つ

い
て
は
、
用
例
数
が
少
な
く
ど
の
よ
う
な
句
切
り
を
示
す
も
の
で
あ
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
の
で
、
切
点
と
返
点
を
中
心
に
取
り
上
げ
た
い
と
思
う
。 

 

先
に
図
表
６
の
傾
向
と
し
て
(1)
～
(7)
を
示
し
た
が
、
こ
の
『
三
蔵
』
に
お
い
て
は
、
切
点
の
用
い
ら
れ
方
に
顕
著
な
偏
り
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、

切
点
は
、
図
表
６
に
示
す
よ
う
に
文
末
・
文
中
や
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
を
問
わ
ず
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
細
に
見
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
文
末
・

文
中
、
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
と
も
に
同
じ
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
文
末
・
文
中
と
い
う
点
で
は
文
末
に
偏
り
（
傾
向
(3)
）
、
返
読
ア
リ
・
返
読

ナ
シ
と
い
う
点
で
は
返
読
ナ
シ
に
偏
る
（
傾
向
(6)
）
と
い
う
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

以
下
に
は
、
こ
の
よ
う
な
切
点
の
偏
り
に
着
目
し
な
が
ら
、
こ
の
『
三
蔵
』
に
お
い
て
、
そ
の
当
該
の
切
点
が
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、

そ
し
て
、
そ
の
切
点
の
用
い
ら
れ
方
と
返
点
の
用
い
ら
れ
方
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
『
三
蔵
』
と
い
う
資
料
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
句
切
り
の
点
が
ど

の
よ
う
な
関
わ
り
あ
い
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
な
ど
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。 

 

ま
ず
、
前
掲
の
(3)
に
示
し
た
よ
う
に
、
切
点
が
、
文
末
・
文
中
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
多
く
の
用
例
が
文
末
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
見
て
み
た
い
と
思
う
。 

こ
の
文
末
に
偏
る
と
い
う
傾
向
は
、
こ
の
切
点
が
文
中
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
文
末
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
こ
れ
を
用
い
て
い
る
と
は
考

え
に
く
い
。
こ
れ
は
、
思
う
に
、
文
末
・
文
中
と
も
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
切
点
を
、
文
末
を
示
す
の
に
多
く
用
い
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
つ
ま

り
、
句
切
り
の
点
を
施
す
際
に
、「
文
中
の
句
切
り
」
に
は
そ
れ
ほ
ど
重
点
が
置
か
れ
ず
、「
文
末
の
句
切
り
」
に
重
点
が
置
か
れ
て
施
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
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こ
と
で
あ
る
。 

 
考
え
て
み
る
に
、「
文
中
の
句
切
り
」
と
い
う
の
は
、
文
の
途
中
の
ま
だ
文
が
続
い
て
い
る

．
．
．
．
．
箇
所
で
あ
り
、
対
し
て
、「
文
末
の
句
切
り
」
と
い
う
の
は
、
文
が
終
わ

っ
て
文
が
切
れ
．
．
る．
箇
所
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
を
切
る
．
．
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、「
文
末
の
句
切
り
」
の
方
は
、
確
か
に
「
句
切
り
．
．
」
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
の
「
文

中
の
句
切
り
」
の
方
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、「
句
切
り
．
．
」
と
は
言
え
な
い
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
も
し
こ
の
『
三
蔵
』
に
お
け
る
切
点
が
こ
の
よ
う
に
「
句
切
り
．
．
」
に

用
い
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
あ
る
種
の
合
理
性
を
も
っ
て
施
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、『
三
蔵
』
に
お
い
て
、
文
末
・
文
中
と
も
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
切
点
が
、
文
末
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
現
在
い
う
と
こ
ろ
の
文
末
・

文
中
と
い
う
よ
う
な
問
題
と
は
多
少
別
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、
も
っ
と
基
本
的
な
問
題
と
し
て
、
当
時
の
加
点
者
た
ち
が
「
句
切
り
」
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
た
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
に
「
文
末
の
句
切
り
」
に
多
く
用
い
ら
れ
る
切
点
が
、
文
中
に
用
い
ら
れ
た
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
句
切
り
．
．
」
と
関
わ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

  

筆
者
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
の
『
三
蔵
』
に
お
い
て
文
中
に
用
い
ら
れ
た
切
点
は
、
前
掲
の
用
例
18
～
20
の
よ
う
に
、
全
て
名
詞
と
考
え
ら
れ
る
も

の
の
下
に
打
た
れ
た
も
の
で
あ
る
（
動
詞
連
用
形
に
よ
る
中
止
や
、
動
詞
に
助
詞
「
て
」
な
ど
が
下
接
し
て
中
止
す
る
場
合
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
例
は
見
ら
れ
な
い
）。 

 

考
え
て
み
る
に
、
漢
文
に
お
い
て
、
漢
字
ど
う
し
が
主
述
の
関
係
に
あ
る
な
ど
文
法
的
に
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
場
合
な
ど
に
は
「
句
切
り
の
点
」
が
施
さ
れ
て
い

な
く
て
も
文
脈
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
、
あ
る
程
度
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
右
の
よ
う
に
、
名
詞
が
羅
列
さ
れ
て
い
た
り
、
特

に
固
有
名
詞
が
並
べ
ら
れ
た
り
す
る
場
合
に
は
、
文
脈
な
ど
か
ら
そ
の
句
切
り
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。 

そ
の
よ
う
に
見
る
と
、
右
の
よ
う
に
、
文
中
の
切
点
の
用
例
が
、
名
詞
が
羅
列
さ
れ
た
例
な
ど
を
含
め
、
名
詞
の
下
に
施
さ
れ
た
例
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、

ま
さ
に
そ
こ
に
「
句
切
り
．
．
」
の
点
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。 

  

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
切
点
が
文
末
に
用
い
ら
れ
た
例
に
し
て
も
、
文
と
文
と
を
は
っ
き
り
と
切
り
分
け
る
必
要
が
あ
る
所
で
あ
り
、
文
中
に
用
い
ら
れ
た
例

に
し
て
も
、
や
は
り
、
名
詞
と
名
詞
の
間
な
ど
を
は
っ
き
り
と
切
り
分
け
る
必
要
が
あ
る
所
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

思
う
に
、
こ
の
『
三
蔵
』
に
お
け
る
切
点
は
、
文
中
に
用
い
ら
れ
た
例
の
少
な
さ
か
ら
考
え
て
、
句
切
り
と
な
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
か
ら
付
す
と
い
う
よ
う
な
も
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の
で
は
な
く
、
句
切
り
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
ら

．
．
．
．
．
．
．
付
す
と
い
う
よ
う
な
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
古
来
、
日
本
に
お
い
て
は
、
句
切
り
の
点
は
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら18

、
こ
の
『
三
蔵
』
の
よ
う
に
、
切
点
が
ほ
と
ん
ど
文
中
に
打
た

れ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
、
文
中
の
句
切
り
を
示
す
必
要
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
な
必
要
な
箇
所
に
の
み
切
点
を
施
す
と
い
う
形
式
は
、
も
し
こ
れ
が
句
切
り
の
点
を
用
い
て
い
な
か
っ
た
日
本
人
の
習
慣
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

な
ら
ば
、
或
い
は
、
句
切
り
の
点
の
用
い
ら
れ
方
と
し
て
原
初
の
形
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

  

こ
の
切
点
が
文
中
に
ほ
と
ん
ど
打
た
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
返
点
は
、
文
中
に
お
い
て
非
常
に
多
く
の
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
文
中
の
切
点
一
七
例
、

文
中
の
返
点
二
三
三
例
。
図
表
６ 
参
照
）。 

 

も
し
こ
れ
を
、
文
中
の
返
読
ナ
シ
の
場
合
に
は
句
切
り
の
点
（
切
点
）
を
ほ
と
ん
ど
施
し
て
い
な
い
の
に
、
返
読
ア
リ
の
場
合
に
は
句
切
り
の
点
（
返
点
）
を
詳
細

に
施
し
て
い
る
と
見
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
返
読
ア
リ
の
場
合
に
の
み
文
中
の
句
切
り
を
示
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
り
得
よ
う
。 

 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
返
点
が
文
中
．
．
を
示
す
た
め
に
施
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
見
れ
ば
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
返
点
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
返
読
の
あ

．
．
．
．

る
こ
と

．
．
．
を
示
す
た
め
に
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
文
全
体
に

．
．
．
．
返
点
を
施
し
た
結
果
と
し
て
、
文
中
に

．
．
．
も．
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
見
る
の
で
あ
る
。
返
点
は
、

文
中
だ
け
で
な
く
文
末
に
お
い
て
も
一
貫
し
て

．
．
．
．
返
読
の
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

文
中
に
お
け
る
切
点
と
返
点
と
の
用
例
数
の
差
は
、
文
の
句
切
り
を
示
す
こ
と
を
必
要
と
す
る
箇
所
と
文
の
返
読
を
示
す
こ
と
を
必
要
と
す
る
箇
所
の
相
違
に
よ
る

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
『
三
蔵
』
は
、「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
と
見
ら
れ
る
資
料
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お

い
て
、
返
点
が
多
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

  

以
上
、
切
点
の
文
末
・
文
中
（
句
読
）
に
関
わ
る
点
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
以
下
に
は
、
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
（
返
読
の
有
無
）
に
関
わ
る
点
に
つ
い
て
見
て

み
た
い
と
思
う
。 

 

図
表
６
に
示
し
た
よ
う
に
、
切
点
は
、
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
と
も
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
を
問
わ
ず
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
詳
し
く
見
て
み
る
と
、
図
表
６
の
傾
向
と
し
て
(5)
(6)
に
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
切
点
は
、
文
末
に
用
い
ら
れ
る
時
に
は
必
ず
返
点
と
の
併
記
の
形
を
取

り
、
文
中
に
お
い
て
は
返
読
ナ
シ
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
切
点
は
返
読
ア
リ
に
も
用
い
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
偏
り
に
は

                                        

          

 
18 

第
二
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国
語
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大
辞
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記
述
、
参
照
。 
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意
味
が
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

  

こ
の
問
題
を
考
え
る
に
は
、
ま
ず
、
返
読
ア
リ
に
句
切
り
の
点
が
施
さ
れ
る
場
合
に
は
、
必
ず
返
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う

に
思
う
。
図
表
６
に
示
し
た
よ
う
に
、
文
中
・
返
読
ア
リ
に
お
い
て
は
、
そ
の
全
て
の
場
合
に
お
い
て
返
点
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
文
末
・
返
読
ア
リ
に
お
い
て
も
切

点
と
併
記
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
全
て
の
場
合
に
返
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
返
読
ア
リ
に
句
切
り
の
点
が
施
さ
れ
る
時
に
、
返
点
が
用
い
ら
れ
て

い
な
い
例
は
な
い
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
『
三
蔵
』
に
お
い
て
は
、「
返
読
の
あ
る
こ
と
」
を
示
す
こ
と
に
非
常
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
先
の
(5)
(6)
の
傾
向
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
、
(6)
の
よ
う
に
、
切
点
が
文
中
・
返
読
ア
リ
に
全
く
用
い
ら
れ
な
い
の
は
、
先
に
検
討
し
た

よ
う
に
、
切
点
が
文
中
・
返
読
ナ
シ
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
先
と
同
様
に
、
切
点
が
「
句
切
り
」
を
示
す
と
い
う
点
に
お
い
て
文
中
に
用

い
ら
れ
に
く
い
句
切
り
の
点
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
先
に
見
た
文
中
・
返
読
ナ
シ
に
お
い
て
は
多
少
で
も
切
点
の
例
が
見
ら
れ
た
の
に
対

し
（
一
七
例
）
、
こ
の
文
中
・
返
読
ア
リ
に
お
い
て
は
全
く
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
、
全
く
同
じ
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
他

に
も
何
か
原
因
が
あ
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

思
う
に
、
そ
の
よ
う
に
切
点
が
文
中
・
返
読
ア
リ
に
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
こ
と
に
加
え
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
『
三
蔵
』
が
、
返
読
ア
リ

の
箇
所
に
必
ず
返
点
を
施
す
形
を
取
っ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
そ
の
文
中
・
返
読
ア
リ
に
「
返
読
の
あ
る
こ
と
」
を
示
す
返
点
が
優
先
的
に
施
さ
れ
た
た
め

に
、
わ
ざ
わ
ざ
「
句
切
り
」
を
示
す
切
点
を
重
ね
て
施
す
必
要
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

(5)
の
よ
う
に
、
文
末
・
返
読
ア
リ
に
お
い
て
切
点
が
必
ず
返
点
と
の
併
記
の
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
切
点
を
施
す
よ
う
な
箇
所
で
あ
っ
て
も
、
返

読
の
あ
る
こ
と
を
示
す
と
い
う
こ
と
（
返
点
）
が
着
実
に
行
な
わ
れ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

文
末
・
返
読
ア
リ
に
、
返
点
が
単
独
で
施
さ
れ
る
場
合
と
、
切
点
・
返
点
が
併
記
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
は
、
返
点
が
文
末
・
文
中
と
も
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
の
で
、
返
点
の
み
を
施
し
た
の
で
は
、
文
と
文
と
を
句
切
る
よ
う
な
句
切
り
（
文
末
の
句
切
り
）
と
、
文
の
中
の
句
切
り
（
文
中
の
句
切
り
）
と
が
区
別
で
き
な
い

か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。
思
う
に
、
切
点
と
返
点
と
が
併
記
さ
れ
る
の
は
、
文
と
文
と
の
句
切
り
を
一
層
明
確
に
示
す
必
要
が
あ
る
な
ど
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。 
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た
だ
し
、
そ
の
よ
う
に
、
返
点
単
独
の
場
合
と
、
切
点
・
返
点
併
記
の
場
合
と
で
、
文
中
の
句
切
り
と
文
末
の
句
切
り
と
を
書
き
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
な
が

ら
、
こ
の
『
三
蔵
』
に
お
い
て
は
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
ら
を
書
き
分
け
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
左
の
図
表
７
に
示
す
よ
う
に
、
文
末
．
．
・
返
読
ア
リ
で
あ
っ
て
も
、

多
く
の
場
合
、
切
点
は
打
た
れ
て
お
ら
ず
、
返
点
単
独
の
形
が
取
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
『
三
蔵
』
に
お
い
て
は
、
文
末
で
あ
る
こ
と
を
示
す
よ
り
も
、
返
読
の
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
心
を
砕
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

 

〈図表7〉｢文末･返読アリ｣における句切り
の点の使用率

切点・返
点併記

27%

返点
73%

 

〈図表8〉切点の返読の有無

返読アリ
32%

返読ナシ
68%

 

 

※
〈
図
表
７
〉
「
返
点
」
一
〇
三
例
、「
句
点
・
返
点
併
記
」
三
八
例
。 

 
 

〈
図
表
８
〉
「
返
読
ア
リ
」
四
七
、「
返
読
ナ
シ
」
例
一
〇
〇
例
。 

  

こ
の
『
三
蔵
』
の
よ
う
に
、
文
中
・
返
読
ア
リ
、
文
末
・
返
読
ア
リ
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
切
点
・
返
点
と
も
に
単
独
で
用
い
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
は
ず
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
前
者
に
は
切
点
が
用
い
ら
れ
ず
、
後
者
に
は
切
点
が
単
独
で
用
い
ら
れ
な
い
な
ど
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
や
は
り
、
こ
の
『
三
蔵
』
が
、
切
点
と

返
点
と
を
選
択
可
能
で
あ
る
場
合
に
、
返
点
を
用
い
る
傾
向
の
強
い
資
料
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
切
点
の
傾
向
を
み
て
も
、
や
は
り
返
点
と
の
選

択
が
行
な
わ
れ
な
い
返
読
ナ
シ
に
偏
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
（
右
の
図
表
８ 

参
照
）。 
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こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
こ
の
『
三
蔵
』
は
、「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
お
い
て
句
切
り
の
点
を
施
し
て
い
る
資
料
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
（
第
三
章 

第
三
節 

一 

参
照
）。 

  

そ
の
よ
う
に
、
こ
の
『
三
蔵
』
が
「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
句
切
り
の
点
の
用
例
数
に
も
表
れ
て
い
る
。 

 

〈図表9〉｢句切りの点｣使用率

切点
26%

返点
73%

中下点
1%

 
〈図表10〉句切りの点が施された箇所の

返読の有無

返読アリ
80%

返読ナシ
20%

 

 

※
〈
図
表
９
〉
「
切
点
」
一
四
七
例
、
「
中
下
点
」
三
例
、
「
返
点
」
四
二
〇
例
。 

 

〈
図
表
10
〉
「
返
読
ア
リ
」
四
二
〇
例
、「
返
読
ナ
シ
」
一
〇
三
例
。 

  

右
の
図
表
９
の
よ
う
に
、
『
三
蔵
』
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
句
切
り
の
点
の
割
合
を
み
て
も
、
最
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
返
点
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
よ
う
に
返
点
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
三
蔵
』
に
お
い
て
は
、
図
表
10
に
示
す
よ
う
に
、
句
切
り
の
点
全
体
を
見
た
時
に
、
返
読
ア
リ
に
ば
か
り
句
切
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り
の
点
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
返
読
ナ
シ
の
場
合
に
は
句
切
り
の
点
が
ほ
と
ん
ど
示
さ
れ
な
い
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。 

  
五
、
ま
と
め 

  

以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
『
三
蔵
』
に
お
い
て
、
句
切
り
の
点
と
し
て
最
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
返
点
で
あ
り
、
そ
の
返
点
は
、
文
末
で
あ
ろ
う
と
文

中
で
あ
ろ
う
と
、
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
在
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

一
方
、
切
点
は
、
返
読
ア
リ
の
場
合
に
は
返
点
が
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
使
用
が
制
限
さ
れ
、
多
く
の
場
合
、
返
読
ナ
シ
に
用
い
ら
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
句
切
り
の
点
の
傾
向
か
ら
考
え
て
、
こ
の
『
三
蔵
』
は
、
や
は
り
、
句
切
り
の
点
に
よ
っ
て
「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
こ
と
に
強
い
関
心
の
あ
る
資
料

と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 
 

こ
の
『
三
蔵
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
に
つ
い
て
、
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
切
点
が
、
詳
細
に
句
切
り
を
示
す
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、「
句
切
り
．
．
」

を
示
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
場
合
に
、
任
意
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
句
切
り
の
点
全
体
を
見
渡
し
た
時
に
、
文
中
・
返
読
ナ
シ
と
な
る

箇
所
に
ほ
と
ん
ど
句
切
り
の
点
が
施
さ
れ
て
い
な
い
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
文
末
の
み
に
句
切
り
の
点
を
用
い
、
文
中
に
は
ほ
と
ん
ど
句
切
り
の
点
を
用
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
感
覚
か
ら
す
る
と
多
少
不

自
然
さ
を
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
古
来
、
日
本
に
お
い
て
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
訓
点
資
料
に
お
い
て

も
、
現
在
の
よ
う
に
は
句
切
り
の
点
を
施
す
こ
と
が
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
も
の
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
『
三
蔵
』
に
お
い
て
「
句
切
り
」
を
示
す
切
点
と
、「
返
読
の
あ
る
こ
と
」
を
示
す
返
点
と
を
比
較
し
た
時
、
返
点
の
方
が
多
用
さ
れ

る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
示
唆
的
で
あ
る
。
句
切
り
の
点
を
使
用
す
る
習
慣
の
な
か
っ
た
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
漢
文
を
訓
読
す
る
際
に
、
句
切
り
の
点
に
よ
っ
て
単
に

「
句
切
り
」
を
示
し
て
い
く
よ
り
も
、
そ
の
句
切
り
の
点
に
よ
っ
て
「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
こ
と
の
方
が
実
用
に
即
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

小
林
芳
規
氏
（
一
九
七
七
）
に
よ
る
と
、
古
く
句
点
と
読
点
と
が
未
分
化
な
状
態
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
未
分
化
の
句
切
り
の
点
を
、
現
在
の

よ
う
に
「
句
読
」
を
示
す
の
に
用
い
る
形
式
と
と
も
に
、
そ
れ
を
「
返
読
の
有
無
」
に
用
い
る
形
式
が
起
こ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 



 94 

 
切
点
が
文
末
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、
現
在
い
う
と
こ
ろ
の
「
句
読
」
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
確
か
に
「
文
末
」
な
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
切
点

が
、
文
中
の
名
詞
と
名
詞
と
を
句
切
る
「
句
切
り
」
と
、
文
末
の
文
と
文
と
を
句
切
る
「
句
切
り
」
と
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
同
様
の
加
点
意

識
に
よ
っ
て
施
さ
れ
て
い
る
と
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
切
点
の
傾
向
を
即
座
に
「
文
末
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
て
解
釈
す
る
こ
と
に
は
不
安
を
感
ず
る
。 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
「
句
読
」
と
い
う
も
の
の
捉
え
方
が
現
在
と
は
異
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
切
点
を
扱
う
時
に
、「
句
読
」
と
い

う
言
葉
と
と
も
に
「
文
末
」
や
「
文
中
」
な
ど
の
言
葉
を
用
い
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
生
じ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
し
、

現
時
点
に
お
い
て
は
、
小
稿
に
お
い
て
も
、「
句
読
」
や
「
文
末
」「
文
中
」
な
ど
の
言
葉
を
用
い
て
お
こ
う
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
用
語
の
問
題
は
、
わ
ず
か
な
資
料

を
見
た
だ
け
で
安
易
に
変
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
も
っ
と
多
く
の
資
料
を
見
た
上
で
結
論
を
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
に
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
「
句
読
」
の
捉
え
方
な
ど
に
つ
い
て
問
題
が
生
じ
て
く
る
の
は
、
小
稿
の
見
方
が
誤
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

小
稿
の
よ
う
な
調
査
を
行
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
句
読
」
と
い
う
も
の
の
捉
え
方
な
ど
に
つ
い
て
問
題
が
浮
上
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
筆

者
は
、
現
時
点
に
お
い
て
は
多
く
の
資
料
を
見
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
に
と
ど
め
る
が
、
小
稿
の
よ
う
な
調
査
を
行
な
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
句
読
」
の
捉
え
方
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

  

た
だ
し
、
こ
の
切
点
が
、
そ
の
「
文
末
」
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
や
は
り
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
傾
向
に
よ
っ
て
、

当
時
、「
句
切
り
」
を
示
す
と
い
う
こ
と
と
「
文
末
」
を
示
す
と
い
う
こ
と
と
が
重
な
る
部
分
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

も
し
漢
文
に
「
句
切
り
」
を
施
し
た
結
果
と
し
て
、
多
く
「
文
末
」
に
句
切
り
が
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
そ
れ
は
、「
句
切
り
」
を
示
す
点
が
、

多
く
句
点
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。 

こ
の
よ
う
に
「
句
切
り
」
を
示
す
点
が
「
文
末
」
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
訓
点
資
料
全
般
に
通
用
す
る
こ
と
が
ら
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
も

し
「
句
切
り
」
を
示
す
と
い
う
こ
と
が
ら
と
「
文
末
」
を
示
す
と
い
う
こ
と
が
ら
と
が
大
き
く
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
こ
の
『
三
蔵
』
に
見
ら
れ
る
文
末

に
偏
る
切
点
と
、
以
下
に
見
る
西
教
寺
本
『
秘
蔵
宝
鑰
』
巻
上
（
朱
点
）
（
本
章 
第
四
節 

第
一
項
）
に
見
ら
れ
る
、
読
点
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
句
点
と
が
ど
の
よ

う
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
の
か
考
察
し
て
み
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
句
切
り
の
点
を
見
る
際
に
は
、
多
く
「
句
読
」
と
い
う
視
点
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
少
な
く

と
も
こ
の
『
三
蔵
』
と
い
う
資
料
に
お
い
て
は
、
句
切
り
の
点
が
施
さ
れ
る
際
に
は
、「
返
読
の
有
無
」
と
い
う
こ
と
が
ら
に
大
き
な
関
心
を
も
っ
て
施
さ
れ
て
い
る
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よ
う
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
句
切
り
の
点
を
見
る
際
に
、
見
落
と
し
て
い
る
こ
と
が
ら
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。 思

う
に
、
訓
点
資
料
の
中
に
、
こ
の
『
三
蔵
』
の
よ
う
な
「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
資
料
が
他
に
も
存
在
し
て
い
る
と
す
る
と
、
や
は
り
、
句

切
り
の
点
を
見
て
い
く
際
に
は
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、「
句
読
」
と
い
う
視
点
に
限
定
せ
ず
に
「
返
読
の
有
無
」
な
ど
の
他
の
視
点
も
持
ち
な
が
ら
検
討
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

   

◎
返
点
と
切
点
の
併
記
例
に
つ
い
て
の
気
づ
き 

  

返
点
と
切
点
の
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
中
で
、
併
記
例
に
つ
い
て
、
若
干
の
偏
り
が
見
ら
れ
た
の
で
述
べ
て
お
く
。 

 

左
・
上
段
の
図
表
11
は
、
文
末
に
お
い
て
単
独
で
用
い
ら
れ
た
切
点
と
、
同
じ
く
文
末
に
お
い
て
単
独
で
用
い
ら
れ
た
返
点
の
用
例
数
を
、『
三
蔵
』
全
一
三
六
行

に
つ
い
て
、
一
〇
行
ご
と
に
区
切
っ
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
図
表
11
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、『
三
蔵
』
に
お
い
て
は
、
単
独
で
用
い
ら
れ
た
切
点
・
返
点
に
つ
い
て
は
、
と
も
に
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
若
干
の
上
下
は
あ

る
も
の
の
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
同
じ
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

  

こ
れ
に
対
し
て
、
左
・
下
段
の
図
表
12
は
、
切
点
と
返
点
と
が
併
記
さ
れ
た
用
例
数
を
、
右
と
同
様
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
図
表
12
の
二
種
類

の
棒
グ
ラ
フ
は
、
文
末
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
例
と
、
明
ら
か
で
な
い
例
と
に
よ
っ
て
分
け
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
図
表
11
と
図
表
12
と
を
合
わ
せ
て
見
て
み
る
と
、
図
表
11
の
単
独
の
例
に
図
表
12
の
併
記
例
が
上
乗
せ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
つ
ま
り
、
全
体
の
用

例
数
と
し
て
も
、
六
一
行
以
降
増
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
併
記
例
は
、
六
一
行
以
降
の
後
半
部
に
偏
っ
て
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。 

 

こ
の
偏
り
に
意
味
が
あ
る
の
か
、
或
い
は
、
こ
れ
が
何
を
示
し
て
い
る
の
か
は
明
言
で
き
な
い
が
、
若
干
の
偏
り
が
見
ら
れ
た
の
で
こ
こ
に
示
し
て
お
く
。 

 



 96 

                       

〈図表11〉切点･返点の文末例の行数による偏り

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

切点･文末 4 3 2 7 5 7 4 5 8 9 5 6 1 3

返点･文末 3 6 6 8 10 16 9 9 7 7 7 4 9 2

1～10 11～20 21～30 31～40 41～50 51～60 61～70 71～80 81～90
91～
100

101～
110

111～
120

121～
130

131～
136

〈図表12〉切点･返点併記の行数による偏り

0

1

2

3

4

5

6

7

8

併記・文末 2 2 1 0 0 0 3 7 4 1 7 5 4 2

併記･文末中不明 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 0 2

1～10
11～
20

21～
30

31～
40

41～
50

51～
60

61～
70

71～
80

81～
90

91～
100

101～
110

111～
120

121～
130

131～
136
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第
二
節 

東
寺
蔵
『
不
動
儀
軌
』
万
寿
二
年
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

  
 
 
 
 
 

―
資
料
の
一
部
で
句
切
り
の
点
の
用
い
ら
れ
方
に
相
違
が
見
ら
れ
る
例
― 

 

一
、
は
じ
め
に 

  

本
節
に
お
い
て
は
、
東
寺
蔵
『
不
動
儀
軌
』
万
寿
二
年
点
（
以
下
、『
不
動
』
と
略
す
）
を
資
料
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
。 

こ
の
『
不
動
』
は
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
な
調
査
を
行
っ
て
み
る
と
、
本
文
三
〇
六
行
（
第
二
行
目
～
第
三
〇
七
行
目
）
の
う
ち
、
第
二
行
目
か
ら
第
二
九
九
行
目

ま
で
と
、
第
三
〇
〇
行
目
か
ら
第
三
〇
七
行
目
ま
で
と
で
、
句
切
り
の
点
の
用
い
ら
れ
方
に
違
い
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。 

そ
こ
で
、
本
節
に
お
い
て
は
、
こ
の
『
不
動
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
一
資
料
内
に
お

い
て
句
切
り
の
点
の
用
法
が
異
な
る
箇
所
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
よ
う
な
句
切
り
の
点
の
違
い
を
見
出
す
た
め
に
も
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う

な
調
査
が
有
効
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。 

  

二
、
資
料
に
つ
い
て 

  

月
本
雅
幸
氏
（
一
九
八
〇
）
に
よ
る
と
、
こ
の
『
不
動
』
は
、
一
巻
の
巻
子
本
（
全
三
一
五
行
）
で
、 

 
 

万
壽
二
年
三
月
七
日
書
寫
已 

と
い
う
奥
書
に
よ
っ
て
、
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
年
）
に
書
写
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
れ
に
加
え
ら
れ
た
訓
点
は
、
そ
の
書
写
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。 

ま
た
、
こ
の
『
不
動
』
に
は
、 

 
 

建
永
二
年
七
月
七
日
以
他
本
一
交
了
有
頗
相
違
事
等
以
勝
本
可
比
挍
也 

と
い
う
別
筆
の
奥
書
が
あ
り
、
建
永
二
年
（
一
二
〇
七
年
）
に
他
本
を
用
い
て
校
合
が
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。 
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ヲ
コ
ト
点
図
は
、
第
一
群
点
に
属
し
て
お
り
、
点
図
集
所
載
の
西
墓
点
・
仁
都
波
迦
点
と
星
点
の
み
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

月
本
氏
は
、
ヲ
コ
ト
点
を
、
次
の
よ
う
に
帰
納
さ
れ
て
い
る
。 

 

〈
図
29
〉
ヲ
コ
ト
点
図 

 
 

  

こ
の
月
本
氏
の
ヲ
コ
ト
点
図
（
図
29
）
で
は
、
句
切
り
の
点
の
名
称
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
論
文
に
お
い
て
月
本
氏
の
作
成
さ
れ
た
訓
読
文
で
は
、
右
下
点

を
「
。
」、
中
下
点
を
「
、
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
恐
ら
く
、 

 

〈
図
30
〉 

 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 

・
読
点 

 
 
 
 
 
 

・
返
点 
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と
見
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う19

。 
 

小
稿
の
調
査
に
よ
る
と
、
こ
の
『
不
動
』
に
お
い
て
は
、
本
文
三
〇
六
行
（
第
二
行
目
～
第
三
〇
七
行
目
）
の
う
ち
、
第
二
行
目
か
ら
第
二
九
九
行
目
ま
で
と
、
第

三
〇
〇
行
目
か
ら
第
三
〇
七
行
目
ま
で
と
で
句
切
り
の
点
の
用
い
ら
れ
方
に
違
い
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
や
や
疑
問
点
は
あ
る
も
の
の
、
句
切
り
の
点
の
解
釈
と
し
て

は
、 

 

〈
図
31
〉
第
二
行
目
か
ら
第
二
九
九
行
目
ま
で 

 
 
 
 
 
 

・
切
点 

 
 
 
 
 
 

・
中
下
点 

 
 
 
 
 
 

・
返
点 

 

〈
図
32
〉
第
三
〇
〇
行
目
か
ら
第
三
〇
七
行
目
ま
で 

  
 
 
 
 
 

・
切
点 

 
 
 
 
 
 

・
返
点 

 

と
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
右
の
図
31
の
中
央
下
の
点
を
「
中
下
点
」
の
よ
う
に
加
点
位
置
に
よ
る
名
称
の
ま
ま
で
と
ど
め
た
の
は
、
そ
の
中
下
点
の
加
点

傾
向
が
判
断
し
づ
ら
く
、
読
点
や
不
返
点
と
い
う
よ
う
に
、
名
称
を
そ
の
機
能
に
よ
っ
て
断
定
す
る
こ
と
が
た
め
ら
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

以
下
、
句
切
り
の
点
は
、
こ
の
図
31
、
図
32
の
名
称
に
よ
る
。 

  

な
お
、
本
節
の
調
査
資
料
と
し
て
は
、
月
本
氏
（
一
九
八
〇
）「
東
寺
蔵
不
動
儀
軌
万
寿
二
年
点
」
所
載
の
模
写
さ
れ
た
原
文
を
用
い
、
訓
読
文
も
同
論
文
に
よ
っ

た
。 

                                        

          

 
19 

築
島
裕
氏
（
一
九
八
六
）
に
よ
る
と
、
点
図
集
所
載
の
西
墓
点
で
は
、
右
下
点
が
「
切
」
、
左
下
点
が
「
返
」
と
な
っ
て
お
り
、
中
下
点
の
記
載
は
な
い
。
ま
た
、
仁
都
波
迦
点
に
つ
い
て
は
、
返
点
も
含
め
、
句
切

り
の
点
の
記
載
が
な
い
。 
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三
、
句
切
り
の
点
の
使
用
状
況 

  

こ
の
『
不
動
』
は
、
巻
首
の
内
題
と
、
巻
尾
の
補
入
部
や
尾
題
、
識
語
な
ど
を
除
く
と
、
本
文
の
行
数
は
全
部
で
三
〇
六
行
（
第
二
行
目
～
第
三
〇
七
行
目
）
あ
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
第
二
行
目
か
ら
第
二
九
九
行
目
ま
で
と
、
第
三
〇
〇
行
目
か
ら
第
三
〇
七
行
目
ま
で
と
で
句
切
り
の
点
の
用
い
ら
れ
方
が
異
な
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
第
二
行
目
か
ら
第
二
九
九
行
目
ま
で
（
以
下
、『
不
動
』
前
部
と
略
す
）
と
、
第
三
〇
〇
行
目
か
ら
第
三
〇
七
行
目
ま
で
（
以
下
、『
不

動
』
後
部
と
略
す
）
と
を
分
け
て
、
そ
の
句
切
り
の
点
の
傾
向
を
見
て
み
た
い
と
思
う
。 

 

▽
第
二
行
目
か
ら
第
二
九
九
行
目
ま
で
（『
不
動
』
前
部
） 

 

ま
ず
、
『
不
動
』
前
部
の
句
切
り
の
点
の
用
例
を
挙
げ
、
そ
の
加
点
傾
向
を
調
査
し
た
結
果
を
、
表
４
、
図
表
13
と
し
て
示
し
た
。 

 

〈
用
例
〉 

◎
本
文
部20 

【
切
点
】 

〔
25
〕

（
一
二
）
（
文
末
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
我
レ
知
ル
こ
と
能ア

タ

ハ
不
▲ 

唯
し
如
来
ノ
ミ
了サ

ト

ツ
タ
マ
ヘ
リ
． 

 

〔
26
〕

（
三
）（
文
中
・
返
読
ナ
シ
） 

                                        

          

 
20 

小
稿
で
は
、
本
文
全
体
の
う
ち
、
陀
羅
尼
な
ど
を
除
い
た
訓
読
さ
れ
る
部
分
を
、
便
宜
上
、「
本
文
部
」
と
言
う
こ
と
に
し
た
（
第
三
章 
第
三
節 

三 

参
照
）
。 
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〈
訓
読
文
〉
爾(

ノ)

時
に
金
剛
手
菩
薩
．
三
摩
地
に
入(

リ)

た
ま
ふ
▲ 

〔
27
〕

（
五
三
）
（
同
） 

〈
訓
読
文
〉
是
ノ
印
を
結(

フ)

に
由(

ル)

か
▲ 

故
に
．
結
使
皆
断
壊
真
言(

ニ)

曰(

ハ
ク)  

〔
28
〕

（
八
四
）
（
同
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
飲
食
供
養
ノ
印
ハ
．
二
手
霊
心
合
に
し
て
定
慧
ノ
空
内ウ

チ(

ニ)

入
レ
ヨ 

〔
29
〕

（
一
二
六
）（
同
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
次
ノ
一
ツ
ノ
真
言
に
．
前
ノ
索
印
を
用(

ヰ)

ヨ
▲ 

〔
30
〕

（
一
四
四
）（
同
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
復(

タ)

次(

ニ)

聖
无
動
布
字
秘
法
は
．
頂
き(
訓)
從ヨ

リ
▲ 

乃
至
足ア

シ

マ
テ
に
一
一
に
之
を
安
布
セ
ヨ
▲ 

〔
31
〕

 

（
一
八
八
）（
同
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
是
ノ
聖
无
動
尊
摩
訶
威
怒
王
此
レ
［
字
イ

］
を
布シ

ケ
ハ
▲ 

秘
密
ノ
法

（
？
）(

ト)
，
十
九
種
ノ
真
言
を
．
并ア

ハ

セ
て
諸
ノ
支シ

分
ニ
布シ

ク
▲ 

〔
32
〕

（
二
二
九
）（
同
） 



 102 

〈
訓
読
文
〉
已
に
初
行
を
成ナ

ス
こ
と
▲ 

心(

訓)

に
滿ミ

チ
ナ
ハ
▲ 

願
‐
求
セ
ム

所
（
ト
コ
）
ロ

ノ
▲ 

者
．
皆
悉
く
成
就(

ス
ル)

こ
と
得エ

ム
▲

． 
〔
33
〕

（
二
三
〇
）（
同
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
驗下

ム

［
驗

ア
キ
ラ

メ
］
法
成
セ
ム
ト
欲ヲ

モ

ハ
▲ 

者ハ

．
能
く
樹キ

ノ
枝エ

タ

を
摧
折セ

ツ(

セ
ム)

［
摧ク

タ

キ
折ヲ

リ
］
▲ 

能
く
飛ヒ

鳥テ
ウ

ヲ
堕
落
セ
ム
［
堕オ

ト

シ
落ヲ

ト

サ
ム
］
▲ 

〔
34
〕

（
二
三
五
）（
同
） 

 

〈
訓
読
文
〉
犢□

ク(

入)

母
ノ
同
色
ナ
ラ
ム
者モ

□

．
蘓
ノ
數カ

□

一
兩
に
滿ミ

□
▲ 

〔
35
〕

（
二
三
七
）（
同
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
火
光
［
光

ヒ
カ
リ

］
相(

ヒ)

出
現
ス
ル
ハ
．
足ア

シ

に
〔
於
〕
虚
空
を
踐フ

ン

ム
テ
▲ 

大
仙(

ヲ)

成
就(

ス
ル)

こ
と
得
ム
▲

． 

 

【
中
下
点
】 

〔
36
〕

（
二
三
九
）（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
一
千
遍
を
限カ

キ

リ
ト
為セ

ヨ
， 

〔
37
〕

（
一
六
）
（
文
末
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
善
男
子
諦
に(

見
消)

‐
聴
ケ
， 
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〔
38
〕

（
一
四
）
（
文
中
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
我
今
，
是
ノ
‐
心
‐
及
‐
立
‐
印
を
説
カ
ム
▲

． 

 

【
返
点
】 

〔
39
〕

（
四
）（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
其
ノ
光ヒ

カ

リ(

訓)

普
く
一
切(

ノ)

佛
土
を
照テ

ラ

す
▲ 

〔
40
〕

（
一
〇
）
（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
時
に
金
剛
手
菩
薩
三
昧
從ヨ

リ
▲ 
起タ

テ
文
殊
師
利(

ニ)

告
ケ
て
▲ 

言イ

ハ
ク 

 

◎
併
記
例 

〔
41
〕

（
九
八
）
（
切
点
・
返
点
併
記
・
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
印
を
以
て
▲ 

〔
於
〕
口
に
置
ケ
▲

． 

 

◎
陀
羅
尼 

【
切
点
】 

〔
42
〕

（
一
五
五
） 
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【
中
下
点
】 

〔
43
〕

（
七
八
） 

 

〈
表
４
〉
調
査
結
果 

◎
本
文 

【
切
点
】
（
全
五
一
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

一
四
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

一
〇
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 

三
例 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
返
点
併
記
） 

 

二
四
例
（
返
点
と
重
複
） 

 

【
中
下
点
】
（
全
一
七
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 

一
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 

一
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

一
三
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 

一
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 

一
例 
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【
返
点
】
（
全
四
五
八
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 

二
四
七
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 

一
五
四
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

三
三
例 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
切
点
併
記
） 

 

二
四
例
（
切
点
と
重
複
） 

 

◎
陀
羅
尼 

【
切
点
】
二
例 

【
中
下
点
】
二
一
八
例 

 

※
た
だ
し
、
「
切
点
」
の
「
文
末
・
返
読
ア
リ
」
二
四
例
は
、
全
て
「
返
点
」
と
の
併
記
。
ま
た
、
「
返
点
」
の
「
文
末
・
返
読
ア
リ
」
二

七
一
例
の
う
ち
、
二
四
例
は
「
切
点
」
と
の
併
記
例
。 

         

〈図表13〉｢句切りの点｣調査結果

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

文末・返読アリ 271 1 24

文末・返読ナシ 0 1 14

文中・返読アリ 154 0 0

文中・返読ナシ 0 13 10

返点 中下点 切点
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右
の
図
表
13
は
、
右
の
表
４
の
う
ち
、
陀
羅
尼
の
用
例
と
、「

Ｃ
）
文
末
文
中
不
明
」
な
ど
の
よ
う
に
、
訓
み
方
が
明
ら
か
で
な
い
用
例
と
を
除
き
、
本
文
部

．
．
．

に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
用
例
数
の
偏
り
を
グ
ラ
フ
に
よ
っ
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。 

  

こ
の
図
表
13
に
よ
る
と
、
こ
の
『
不
動
』
前
部
に
お
い
て
は
、 

 

〈
表
５
〉 

 
 

文
末
・
返
読
ア
リ 
… 

返
点
単
独
。
或
い
は
、
切
点
・
返
点
併
記
。
或
い
は
、
中
下
点
単
独
。 

 
 

文
末
・
返
読
ナ
シ 

… 
切
点
単
独
。
或
い
は
、
中
下
点
単
独
。 

 
 

文
中
・
返
読
ア
リ 

… 

返
点
単
独
。 

 
 

文
中
・
返
読
ナ
シ 

… 

中
下
点
単
独
。
或
い
は
、
切
点
単
独
。 

 

と
い
う
形
で
、
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

  

ま
ず
、
こ
の
『
不
動
』
前
部
に
お
い
て
、
右
下
点
・
中
下
点
・
左
下
点
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
句
切
り
を
示
し
て
い
る
の
か
を
見
て
み
た
い
と
思
う
。
た
だ
し
、

左
下
点
に
つ
い
て
は
、
右
に
挙
げ
た
図
表
13
に
よ
っ
て
も
、
文
末
・
文
中
を
問
わ
ず
返
読
ア
リ
と
な
る
箇
所

．
．
．
．
．
．
．
．
．
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
返
点
で
あ
る
こ
と
に
問

題
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
以
下
に
は
、
右
下
点
と
中
下
点
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

 

【
右
下
点
（
切
点
）】 

 

こ
の
『
不
動
』
前
部
に
お
け
る
右
下
点
は
、
右
の
図
表
13
に
示
し
た
よ
う
に
、「
文
末
・
返
読
ア
リ
」
二
四
例
、「
文
末
・
返
読
ナ
シ
」
一
四
例
、「
文
中
・
返
読
ナ

シ
」
一
〇
例
と
い
う
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
右
下
点
は
、
文
中
・
返
読
ア
リ
に
用
い
ら
れ
な
い
な
ど
、「
返
読
の
有
無
」
の
表
記
（
返
点
）
に
影
響
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
傾
向
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
返

読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
、「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
右
下
点
が
「
句
読
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
或
い
は
切
点
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
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こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
右
下
点
を
、
文
末
・
文
中
と
い
う
視
点
だ
け
か
ら
そ
の
用
例
数
を
比
較
し
て
み
る
と
、
確
か
に
文
末
の
方
が
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、

一
見
、
こ
の
右
下
点
が
句
点
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
右
下
点
を
、
返
読
ナ
シ
の
み
の
用
例
で
比
較
し
て
み
る
と
、
文
末
（
一
四
例
）

と
文
中
（
一
〇
例
）
と
で
大
き
な
差
は
見
ら
れ
ず
、
つ
ま
り
、
こ
の
右
下
点
が
文
末
に
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
が
、
文
中
・
返
読
ア
リ

．
．
．
．
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

こ
の
文
中
・
返
読
ア
リ
に
右
下
点
が
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
傾
向
は
、
先
に
見
た
『
三
蔵
』（
本
章 

第
一
節
）
に
も
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
り
、
そ
の
文
中
・
返
読
ア

リ
に
返
点
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
点
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。 

先
の
『
三
蔵
』
に
お
い
て
文
中
・
返
読
ア
リ
に
返
点
の
み
が
用
い
ら
れ
、
他
の
切
点
な
ど
の
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
返
読
の
有
無
」

の
表
示
に
重
き
が
置
か
れ
た
た
め
と
考
え
た
が
、
も
し
こ
の
『
不
動
』
前
部
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
の
右
下
点
が
文
中
・
返
読
ア
リ
に
用
い
ら

れ
な
い
の
も
、
必
ず
し
も
右
下
点
が
句
点
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
返
点
が
優
先
的
に
施
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

そ
の
よ
う
に
見
る
と
、
こ
の
右
下
点
が
文
末
に
用
い
ら
れ
る
か
文
中
に
用
い
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
返
読
ナ
シ
で
の
傾
向
に
よ
っ
て
、
文
末
に
も
文

中
に
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。 

  

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
見
て
も
、
や
は
り
こ
の
右
下
点
が
文
中
に
用
い
ら
れ
た
例
が
全
一
〇
例
と
い
う
こ
と
で
、
用
例
数
と
し
て
や
や
少
な
い
よ
う
で
あ
る
の
で
、
そ

の
用
例
が
、
誤
点
や
汚
れ
な
ど
で
は
な
く
、
確
か
な
用
例
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。 

  

こ
の
右
下
点
が
文
中
に
用
い
ら
れ
た
例
は
、
前
掲
の
用
例
26
～
35
と
し
て
全
て
の
用
例
を
挙
げ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
用
例
は
、
月
本
氏
の
模
写
さ
れ
た
原
本
と
訓
読
文
と
に
よ
っ
て
い
る
が
、
筆
者
が
見
る
に
、
月
本
氏
が
訓
読
文
で
「
。
」
と
さ
れ
て
い
る
中
に
も
「
。
」
と

す
べ
き
で
は
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
り
そ
う
で
あ
る
。 

 

例
え
ば
、
用
例
29
は
一
二
六
行
目
で
あ
る
が
、
そ
の
す
ぐ
後
の
一
三
一
行
目
に
は
、 

 

〔
44
〕

（
一
三
一
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
復(

タ)

次(

ニ)

心
真
言
に
は
金
剛
密
印
を
用(

ヰ)

ヨ
▲ 
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と
あ
り
、
こ
れ
ら
を
比
較
し
て
み
る
と
、
と
も
に
「
次
～
真
言
に
～
印
を
用
ゐ
よ
」
と
い
う
形
で
類
似
し
た
表
現
と
見
ら
れ
る
が
、
一
方
の
用
例
29
で
は
「
真
言
に
．
」

と
さ
れ
、
一
方
の
用
例
44
で
は
「
真
言
に
は
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
不
動
』
前
部
に
お
い
て
、
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
と
当
該
の
右
下
点
は
、
次
の
図
33
の
よ
う
な
位

置
関
係
に
あ
り
（
前
掲
の
図
29 

参
照
）
、
訓
点
資
料
に
お
い
て
訓
点
の
加
点
位
置
が
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
こ
と
（
第
三
章 

第
二
節 

参
照
）
を
考
慮
す
る
と
、
こ

の
『
不
動
』
前
部
に
お
い
て
文
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
右
下
点
の
中
に
は
、
或
い
は
、
漢
字
か
ら
若
干
離
れ
た
位
置
に
打
た
れ
た
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
が
含
ま
れ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
。 

 

〈
図
33
〉 

 
 

  

こ
の
よ
う
な
目
で
見
て
み
る
と
、
用
例
28
、
33
、
35
の
よ
う
に
右
下
点
と
と
も
に
ハ
の
仮
名
点
が
併
記
さ
れ
た
例
な
ど
は
、
む
し
ろ
右
下
点
を
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
と

見
て
、
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
と
ハ
の
仮
名
点
と
が
併
記
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。 

 

ま
た
、
可
能
性
と
し
て
は
、「
は
」
と
い
う
訓
み
か
ら
考
え
る
と
、「
者
」
字
の
下
に
右
下
点
が
打
た
れ
た
用
例
32
、
33
、
34
も
、
或
い
は
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
で
あ
る

可
能
性
を
疑
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

  

こ
の
『
不
動
』
前
部
に
お
い
て
は
、
本
章 

第
一
節
に
見
た
『
三
蔵
』
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
右
下
点
が
動
詞
連
用
形
の
中
止
の
下
に
打
た
れ
た
例
な
ど
は
見
ら
れ
ず
、

そ
の
点
に
お
い
て
は
、
『
三
蔵
』
と
の
類
似
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
こ
の
『
不
動
』
前
部
に
お
い
て
は
、
先
の
『
三
蔵
』
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
並
列
に

用
い
ら
れ
た
例
は
見
ら
れ
ず
―
つ
ま
り
、
こ
れ
は
、
そ
の
右
下
点
が
、
単
独
の
名
詞
の
下
に
打
た
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
―
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
傾
向

は
、
右
下
点
を
「
名
詞
＋
は
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
訓
む
こ
と
の
で
き
る
用
例
が
多
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。 

  

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
文
中
に
用
い
ら
れ
た
右
下
点
の
用
例
は
、
訂
正
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
減
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
用
例
26
、
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27
の
よ
う
な
例
ま
で
、
用
例
26
「
金
剛
手
菩
薩
は
」、
用
例
27
「
故
に
は
」
と
す
る
の
で
は
恣
意
に
過
ぎ
る
よ
う
に
思
う
の
で
、
や
は
り
、
月
本
氏
が
認
め
ら
れ
た
よ

う
に
文
中
の
右
下
点
も
あ
る
も
の
と
認
め
て
お
こ
う
と
思
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
原
本
に
よ
る
確
認
作
業
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
今

後
の
課
題
と
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
。 

  

以
上
の
よ
う
な
考
察
に
よ
り
、
小
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
『
不
動
』
前
部
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
右
下
点
を
切
点
と
見
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。 

 

【
中
下
点
】 

 

こ
の
『
不
動
』
前
部
に
お
け
る
中
下
点
は
、
文
中
・
返
読
ナ
シ
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
に
対
す
る
と
こ
ろ
の
文
末
の
例
、
返
読
ア
リ
の
例
も

そ
れ
ぞ
れ
一
例
ず
つ
見
ら
れ
る
。 

こ
の
『
不
動
』
前
部
の
中
下
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
体
の
用
例
数
が
少
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
一
例
の
用
例
を
、
有
意
味
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
よ
い
も

の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
の
軽
重
を
判
断
し
に
く
く
、
そ
の
加
点
傾
向
と
し
て
「
文
中･

返
読
ナ
シ
」
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
文
中
や
返
読
ナ
シ
に
用

い
ら
れ
て
い
る
と
は
断
じ
が
た
い
。
ま
た
、
反
対
に
、
文
末
・
文
中
を
問
わ
ず
用
い
ら
れ
て
い
る
、
或
い
は
、
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
を
問
わ
ず
用
い
ら
れ
て
い
る
と

も
断
じ
が
た
い
。 

特
に
、
こ
の
『
不
動
』
に
お
い
て
は
、
『
不
動
』
後
部
に
、
文
末
・
文
中
を
問
わ
ず
、
更
に
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
を
問
わ
な
い
中
下
点
が
用
い
ら
れ
て
お
り
（
後

述
）
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
『
不
動
』
前
部
に
一
例
ず
つ
見
ら
れ
る
そ
れ
ら
の
例
が
、
そ
の
『
不
動
』
後
部
に
見
ら
れ
る
中
下
点
の
紛
れ
込
み
で
あ
る
可
能
性
も

否
定
で
き
ず
、
判
断
を
よ
り
難
し
い
も
の
と
し
て
い
る
。 

 

こ
の
中
下
点
の
判
断
は
、
同
様
の
加
点
傾
向
の
見
ら
れ
る
資
料
を
も
っ
と
集
め
た
上
で
行
な
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

  

た
だ
し
、
こ
の
中
下
点
は
、
こ
の
『
不
動
』
前
部
の
本
文
部
に
お
い
て
は
、
わ
ず
か
に
一
七
例
し
か
見
ら
れ
な
い
が
、
陀
羅
尼
に
お
い
て
は
、
二
一
八
例
も
見
ら
れ

る
（
左
の
図
表
14 

参
照
）。 
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〈図表14〉｢中下点｣使用箇所

本文部
7%

陀羅尼
93%

 

※
「
本
文
部
」
一
七
例
、
「
陀
羅
尼
」
二
一
八
例 

  

こ
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
中
下
点
が
陀
羅
尼
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
高
山
寺
蔵
『
十
二
天
法
』
平
安
後
期
点
に
も
例
が
見
ら
れ
（
本
章 

第
五
節 

第
二
項
）、

或
い
は
、
意
味
の
あ
る
偏
り
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
中
下
点
を
考
え
る
上
で
、
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

  

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
『
不
動
』
前
部
の
句
切
り
の
点
は
、
右
下
点
を
切
点
、
左
下
点
を
返
点
（
中
下
点
に
つ
い
て
は
保
留
）
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
、
そ

の
加
点
傾
向
は
、
本
章 

第
一
節
で
見
た
『
三
蔵
』
と
か
な
り
似
通
っ
た
部
分
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
以
下
に
は
、
こ
の
『
不
動
』
前
部
と
『
三
蔵
』
と
の
比
較

を
行
な
っ
て
い
く
（
本
章 

第
一
節 

図
表
６
、
本
節 

図
表
13
と
を
比
較
の
こ
と
）。 

  

先
に
見
た
『
三
蔵
』
に
お
い
て
、
そ
の
加
点
傾
向
と
し
て
(1)
～
(7)
を
示
し
た
が
、
こ
れ
を
本
節
で
取
り
上
げ
た
こ
の
『
不
動
』
前
部
に
当
て
は
め
て
見
て
み
る
と
、

次
の
よ
う
に
、
多
く
の
点
に
お
い
て
類
似
点
が
見
ら
れ
る
。 
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(1)
中
下
点
が
わ
ず
か
に
三
例
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
。 

 

先
の
『
三
蔵
』
に
お
い
て
、
中
下
点
は
三
例
し
か
見
ら
れ
ず
、
句
切
り
の
点
の
使
用
率
を
見
て
も
、
切
点
二
六
％
、
中
下
点
一
％
、
返
点
七
三
％
で
、
中
下
点
は

ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
（
本
章 

第
一
節 

図
表
９ 

参
照
）
、
こ
の
『
不
動
』
前
部
に
お
い
て
も
、
中
下
点
は
本
文
部
に
お
い
て
は
決
し
て
多
く
用
い

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
（
本
文
部
一
七
例
、
陀
羅
尼
二
一
八
例
）、
句
切
り
の
点
全
体
の
使
用
率
を
見
て
も
、
こ
の
『
不
動
』
前
部
と
『
三
蔵
』
と
で
は
類
似

し
て
い
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
（
左
図
表
15 

参
照
）。 

 

〈図表15〉『不動』前部における｢句切りの点｣使用
率

返点
87%

中下点
3%

切点
10%

 

 
 

※
「
切
点
」
五
一
例
、「
中
下
点
」
一
七
例
、
「
返
点
」
四
五
八
例
。 

 

(2)
中
下
点
が
「
文
中
・
返
読
ナ
シ
」
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

中
下
点
に
つ
い
て
は
、『
三
蔵
』
で
は
三
例
、『
不
動
』
前
部
で
は
一
七
例
し
か
見
ら
れ
ず
、
断
言
は
で
き
な
い
が
、
と
も
に
文
中
・
返
読
ナ
シ
に
偏
っ
て
見
ら
れ
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る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。 

(3)
切
点
が
文
末
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
三
蔵
』
で
は
切
点
が
文
末
に
用
い
ら
れ
た
用
例
が
か
な
り
多
い
の
に
対
し
、『
不
動
』
前
部
で
は
、
返
読
ナ
シ
で
比
較
し
て
見
る
と
、
文
末

一
四
例
、
文
中
一
〇
例
で
、
文
末
と
文
中
と
で
あ
ま
り
大
き
な
差
は
見
ら
れ
ず
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
傾
向
に
は
相
違
が
見
ら
れ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
し
か
し
、『
三
蔵
』
の
切
点
も
文
末
に
し
か
用
い
ら
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
必
ず
し
も
相
対
す
る
傾
向
で
は
な
い
。 

こ
の
よ
う
に
、
切
点
が
文
末
に
多
く
用
い
ら
れ
る
も
の
な
の
か
、
或
い
は
、
文
末
・
文
中
と
も
に
同
じ
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
も
の
な
の
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
は
、

思
う
に
、
句
切
り
の
点
の
時
代
的
な
変
遷
や
資
料
間
の
用
法
の
違
い
、
或
い
は
、
句
点
と
の
関
わ
り
な
ど
を
調
査
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
傾
向
が
見

出
せ
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

(4)
「
文
中
・
返
読
ア
リ
」
に
は
全
て
返
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

こ
れ
は
、『
三
蔵
』
『
不
動
』
前
部
と
も
同
様
で
あ
る
。 

(5)
「
文
末
・
返
読
ア
リ
」
に
は
、
返
点
単
独
の
場
合
と
、
返
点
・
切
点
併
記
の
場
合
が
あ
る
が
、
必
ず
返
点
が
用
い
ら
れ
、
句
点
が
単
独
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
こ
と
。 

 
 

こ
れ
も
、
『
三
蔵
』『
不
動
』
前
部
と
も
同
様
で
あ
る
。 

(6)
切
点
が
文
中
に
用
い
ら
れ
る
際
に
は
返
読
ナ
シ
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。 

 

こ
れ
も
、『
三
蔵
』
『
不
動
』
前
部
と
も
同
様
で
あ
る
が
、
た
だ
、
右
の
(4)
と
重
複
す
る
所
が
あ
る
。 

(7)
切
点
・
中
下
点
の
用
例
数
よ
り
も
返
点
の
用
例
数
の
方
が
多
い
こ
と
。 

 

こ
れ
も
、『
三
蔵
』『
不
動
』
前
部
と
も
同
様
で
あ
る
（
本
章 

第
一
節 
図
表
９
、
右
の
図
表
15 

参
照
）。
た
だ
し
、『
三
蔵
』
で
は
返
点
が
文
中
に
多
く
用
い
ら

れ
る
の
に
対
し
、『
不
動
』
前
部
で
は
文
末
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
相
違
が
見
ら
れ
る
。 

  

以
上
の
よ
う
に
、
『
不
動
』
前
部
に
お
い
て
は
、
先
に
見
た
『
三
蔵
』
と
、
や
や
異
な
っ
た
点
は
あ
る
に
し
て
も
、
類
似
し
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。 

こ
の
『
不
動
』
前
部
に
つ
い
て
は
、
右
の
(4)
～
(7)
の
傾
向
か
ら
考
え
て
も
、
や
は
り
、
『
三
蔵
』
と
同
様
に
、
「
返
読
の
有
無
」
に
重
き
を
置
く
資
料
で
あ
る
と
見

て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 
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小
稿
で
は
、
訓
点
資
料
で
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
る
際
に
、「
句
読
」
と
い
う
視
点
以
外
に
、「
返
読
の
有
無
」
と
い
う
よ
う
な
視
点
な
ど
か
ら
書
き
分
け
ら
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
い
の
で
あ
る
が
、
先
の
『
三
蔵
』
に
限
ら
ず
、
こ
の
『
不
動
』
前
部
に
お
い
て
も
「
返
読
の
有
無
」
に
重
き
を

置
く
形
式
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
形
式
が
、
一
個
人
の
書
き
癖
や
一
資
料
内
の
特
殊
な
用
法
に
帰
す
る
も
の
で
は
な
く
、
他
資
料
に
も
及
ん
で
い
る
可
能
性
を
示

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

こ
の
点
に
お
い
て
、
句
切
り
の
点
を
「
句
読
」
と
い
う
視
点
の
み
か
ら
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
す
る
小
稿
の
主
張
は
、
誤
っ
て
は
い
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

▽
第
三
〇
〇
行
目
か
ら
第
三
〇
七
行
目
ま
で
（『
不
動
』
後
部
） 

 

以
下
に
は
、『
不
動
』
後
部
を
見
て
い
こ
う
と
思
う
。
こ
の
『
不
動
』
後
部
で
は
、
前
掲
の
図
32
に
示
し
た
よ
う
に
、
右
に
見
た
『
不
動
』
前
部
と
は
異
な
り
、
中

下
点
が
切
点
、
左
下
点
が
返
点
と
い
う
形
で
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
、
右
下
点
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

ま
ず
、『
不
動
』
後
部
の
用
例
を
挙
げ
、
そ
の
加
点
傾
向
の
調
査
結
果
を
、
表
６
、
図
表
16
と
し
て
挙
げ
る
。
た
だ
し
、
用
例
は
、
先
の
『
不
動
』
前
部
に
見
ら
れ

な
か
っ
た
形
の
例
の
み
を
挙
げ
た
。 

 

〈
用
例
〉 

◎
本
文
部 

【
切
点
】 

〔
45
〕

〔(

下) 

至
〕
（
三
〇
〇
） 

 

〈
訓
読
文
〉
黄
昏コ

ン

従ヨ

リ
▲ 

起
首
シ
テ
［
起ハ

シ

メ
首ハ

シ

メ
テ
］．
護
摩
ス
ル
こ
と
夜
半
に
至イ

タ

レ
［
至イ

タ

ラ
ム
］
▲ 

 

◎
併
記 
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〔
46
〕

（
三
〇
六
）（
切
点
・
返
点
併
記
、
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
聖
者
所
須
ノ
如
く
［
キ
ヲ
］
▲

．
皆
之
を
成
‐
辨
セ
使シ

メ
ム
▲

．  

〔
47
〕

（
三
〇
六
）（
切
点
・
返
点
併
記
、
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
若
し
一
夜
護
摩
セ
ム
ニ
［
セ
ハ
］．
使
者
出
現
セ
不す

は
▲

．
彼
レ
即(

チ)  (

訓)

決
定
死シ

ナ
ム
． 

  

〈
表
６
〉 

◎
本
文
部 

【
切
点
】 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

六
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

七
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

一
例 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
返
点
併
記
） 

 

三
例
（
返
点
と
重
複
） 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
返
点
併
記
） 

 

二
例
（
返
点
と
重
複
） 

 

【
返
点
】 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

一
例 
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Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

五
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
切
点
併
記
） 

 

三
例
（
切
点
と
重
複
） 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
切
点
併
記
） 

 

二
例
（
切
点
と
重
複
） 

 ◎
陀
羅
尼 

【
切
点
】
〇
例 

 

〈図表16〉｢句切りの点｣調査結果

0%

20%

40%

60%

80%

100%

文末・返読アリ 4 3

文末・返読ナシ 0 6

文中・返読アリ 7 2

文中・返読ナシ 0 7

返点 切点

 

 

※
た
だ
し
、「
文
末
・
返
読
ア
リ
」
の
「
切
点
」
三
例
、
「
文
中
・
返
読
ア
リ
」
の
「
切
点
」
二
例
は
、
と
も
に
全
て
「
返
点
」
と
の
併
記
。
ま
た
、
「
文
末
・
返
読
ア
リ
」
の
「
返
点
」
四
例
、「
文
中
・
返
読
ア
リ
」

の
「
返
点
」
七
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
切
点
」
と
の
併
記
例
三
例
、
「
切
点
」
と
の
併
記
例
二
例
を
含
む
。 
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右
の
図
表
16
に
よ
る
と
、
こ
の
『
不
動
』
後
部
に
お
い
て
は
、
左
の
表
７
の
よ
う
に
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

 

〈
表
７
〉 

 
 

文
末
・
返
読
ア
リ 

… 

返
点
単
独
。
或
い
は
、
切
点
・
返
点
併
記
。 

 
 

文
末
・
返
読
ナ
シ 
… 

切
点
単
独
。 

 
 

文
中
・
返
読
ア
リ 
… 

返
点
単
独
。
或
い
は
、
切
点
・
返
点
併
記
。 

 
 

文
中
・
返
読
ナ
シ 

… 
切
点
単
独
。 

  

こ
の
『
不
動
』
後
部
に
お
い
て
は
、
用
例
数
が
少
な
い
も
の
の
、
左
下
点
は
、
文
末
・
文
中
を
問
わ
ず
返
読
ア
リ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
返
点
と
見
て
よ
い

よ
う
で
あ
り
、
ま
た
、
中
下
点
に
つ
い
て
も
文
末
・
文
中
、
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
を
問
わ
ず
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
切
点
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。 

  

こ
れ
ら
切
点
・
返
点
の
加
点
傾
向
を
見
て
み
る
に
、
返
点
に
つ
い
て
は
、
先
に
見
た
『
三
蔵
』（
本
章 

第
一
節
）
や
『
不
動
』
前
部
と
同
様
の
傾
向
と
見
て
よ
い
よ

う
に
思
う
が
、
切
点
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
相
違
点
が
見
ら
れ
る
。 

 

大
き
な
相
違
点
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。 

 

1.
中
下
点
が
切
点
で
あ
る
こ
と
。 

2.
文
中
・
返
読
ア
リ
に
切
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

  

右
の
1.
に
つ
い
て
は
、
可
能
性
と
し
て
は
、
こ
の
『
不
動
』
後
部
と
先
の
『
不
動
』
前
部
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
加
点
位
置
の
対
応
か
ら
、
こ
の
『
不
動
』
後

部
の
中
下
点
（
切
点
）
を
、
先
の
『
不
動
』
前
部
の
中
下
点
と
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
切
点
と
は
せ
ず
に
中
下
点
と
見
る
べ
き
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

し
か
し
、
こ
の
『
不
動
』
後
部
と
、
先
の
『
不
動
』
前
部
と
を
比
較
し
て
み
る
に
、
左
に
示
し
た
よ
う
に
、
(ｲ)
と
(ﾛ)
と
い
う
点
に
お
い
て
こ
の
『
不
動
』
後
部
の
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切
点
（
中
下
点
）
と
の
類
似
が
見
ら
れ
る
の
は
、
先
の
『
不
動
』
前
部
で
は
、
中
下
点
で
は
な
く
切
点
（
右
下
点
）
で
あ
る21

。 
 

◎
『
不
動
』
前
部 

・
切
点
（
右
下
点
） 

… 

(ｲ)
返
読
ア
リ
の
場
合
に
全
て
．
．
返
点
と
の
併
記
の
形
を
取
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ﾛ)
文
末
・
文
中
、
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
と
も
に
用
い
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
文
中
・
返
読
ア
リ
に
は
用
い
ら
れ
な
い
。 

・
中
下
点 

 
  

 
 

… 

(ｲ)
返
点
と
併
記
さ
れ
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ﾛ)
文
中
・
返
読
ナ
シ
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
る
。 

 

◎
『
不
動
』
後
部 

・
切
点
（
中
下
点
） 

… 

(ｲ)
返
読
ア
リ
の
場
合
に
全
て
．
．
返
点
と
の
併
記
の
形
を
取
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ﾛ)
文
末
・
文
中
、
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
と
も
に
用
い
ら
れ
る
。 

 

こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
や
は
り
、
こ
の
『
不
動
』
後
部
の
中
下
点
は
、
切
点
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

  

こ
の
よ
う
に
、『
不
動
』
前
部
の
左
下
．
．
の
切
点
と
、『
不
動
』
後
部
の
中
下
．
．
の
切
点
と
が
対
応
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
『
不
動
』
前
部
と
後
部
と
に
お

い
て
、
異
な
っ
た
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

  

右
の
2.
に
つ
い
て
は
、
先
の
『
三
蔵
』
や
『
不
動
』
前
部
に
お
い
て
、
切
点
が
、 

 

◎
『
三
蔵
』・『
不
動
』
前
部 

 
 

文
末
・
返
読
ア
リ 

… 

返
点
／
返
点
・
切
点
併
記 

 
 

文
末
・
返
読
ナ
シ 

… 

切
点 

                                        

          

 
21 

た
だ
し
、
(ｲ)
に
つ
い
て
は
、
『
不
動
』
前
部
で
、
返
読
ア
リ
の
例
が
文
末
に
し
か
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、
『
不
動
』
後
部
で
は
、
文
末
・
文
中
と
も
見
ら
れ
る
点
、
異
な
っ
て
い
る
。
→
相
違
点
2. 
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文
中
・
返
読
ア
リ 

… 

返
点 

 
 
 

文
中
・
返
読
ナ
シ 

… 

切
点 

 

の
よ
う
に
、
文
末
・
文
中
、
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
を
問
わ
ず
に
用
い
ら
れ
な
が
ら
、
文
中
・
返
読
ア
リ
の
箇
所
だ
け
は
全
て
返
点
が
用
い
ら
れ
る
形
に
な
っ
て
い
た

の
に
対
し
て
、
こ
の
『
不
動
』
後
部
に
お
い
て
は
、
切
点
が
、 

  

◎
『
不
動
』
後
部 

 
 

文
末
・
返
読
ア
リ 

… 
返
点
／
返
点
・
切
点
併
記 

 
 

文
末
・
返
読
ナ
シ 

… 

切
点 

 
 

文
中
・
返
読
ア
リ 

… 

返
点
／
返
点
・
切
点
併
記 

 
 

文
中
・
返
読
ナ
シ 

… 

切
点 

 

と
い
う
形
で
、
文
末
・
文
中
、
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
の
全
て
の
箇
所
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
れ
は
、
先
の
『
三
蔵
』
や
『
不
動
』
前
部
に
お
い
て
、
文
中
・
返
読
ア
リ
に
返
点
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
比
べ
る
と
、
こ
の
『
不
動
』
後
部
に
お
け
る
切
点

が
、
比
較
的
返
点
の
影
響
を
受
け
ず
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
に
関
連
し
て
か
、
こ
の
『
不
動
』
後
部
に
お
い
て
、

用
例
45
「
起
首
シ
テ
［
起ハ

シ

メ
首ハ

シ

メ
テ
］．
」
の
よ
う
に
、
切
点
が
、
文
中
で
「
動
詞
連
用
形
」
や
「
動
詞
＋
助
詞
テ
」
の
下
に
打
た
れ
た
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
先

の
『
三
蔵
』
や
『
不
動
』
前
部
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
切
点
の
用
い
ら
れ
方
の
幅
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
た
だ
、
全
体
の
用
例
数
が
少
な
い
の
で
確
実
な
こ
と
は
言
え
な
い
。 

  

こ
の
よ
う
に
切
点
が
用
い
ら
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
こ
の
『
不
動
』
後
部
で
用
い
ら
れ
て
い
る
句
切
り
の
点
の
用
例
数
を
比
較
し
て
み
る
と
、
や
は
り
、

こ
の
切
点
が
、
返
点
よ
り
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
（
左
の
図
表
17 

参
照
）。 
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〈図表17〉300～307行における｢句
切りの点｣使用率

返点
37%

切点
63%

 

 

※
「
切
点
」
一
九
例
、
「
返
点
」
一
一
例
。 

  

以
上
の
よ
う
に
、『
不
動
』
前
部
と
後
部
に
お
い
て
は
、
用
い
ら
れ
る
句
切
り
の
点
の
種
類
（
前
者
が
三
種
類
、
後
者
が
二
種
類
）
や
、
両
者
に
見
ら
れ
る
切
点
の

加
点
位
置
（
前
者
が
右
下
、
後
者
が
中
下
）
、
そ
し
て
、
そ
の
切
点
の
用
い
ら
れ
方
な
ど
に
違
い
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。 

 

以
下
に
は
、
そ
の
『
不
動
』
前
部
と
後
部
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
加
点
状
況
の
相
違
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
と
思
う
。 

  

四
、
東
寺
蔵
『
不
動
儀
軌
』
万
寿
二
年
点
の
前
部
（
二
～
二
九
九
行
目
）
と
後
部
（
三
〇
〇
～
三
〇
七
行
目
）
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
加
点
状
況
の
相

違
に
つ
い
て 

  

こ
こ
で
は
、
『
不
動
』
前
部
（
以
下
、「
前
部
」
と
略
す
）
と
『
不
動
』
後
部
（
以
下
、「
後
部
」
と
略
す
）
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
加
点
状
況
の
相
違
に
つ
い
て

見
て
い
き
た
い
と
思
う
が
、
ま
ず
、
な
ぜ
小
稿
に
お
い
て
、
こ
の
『
不
動
』
を
二
九
九
行
目
と
三
〇
〇
行
目
と
の
間
で
分
け
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
い
と
思
う
。 

  

こ
の
『
不
動
』
に
お
け
る
中
下
点
が
、「
前
部
」
で
は
用
例
数
が
少
な
く
ど
の
よ
う
な
句
切
り
を
示
す
句
切
り
の
点
で
あ
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
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「
後
部
」
に
お
い
て
は
、
切
点
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
右
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。 

  

こ
の
『
不
動
』
に
お
け
る
中
下
点
に
注
目
し
、
資
料
全
体
で
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
調
査
し
た
も
の
が
、
次
ペ
ー
ジ
上
段
の
図
表
18
で
あ
る
。 

 

こ
の
図
表
18
は
、「
後
部
」
の
三
〇
〇
～
三
〇
七
行
の
行
数
、
八
行
に
合
わ
せ
、
資
料
全
体
を
八
行
ご
と
に
区
切
っ
て
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
八
行
の
中
で
中
下
点
が

ど
の
程
度
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
用
例
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
時
、
中
下
点
が
単
独
で
用
い
ら
れ
た
も
の
と
、
中
下
点
と
返
点
と
が
併
記

さ
れ
た
も
の
と
を
分
け
て
示
し
て
あ
る
。 

 

な
お
、
こ
の
図
表
18
に
お
い
て
は
、
二
六
六
～
二
九
九
行
目
ま
で
は
中
下
点
の
用
例
が
全
く
見
ら
れ
ず
、「
後
部
」
三
〇
〇
～
三
〇
七
行
目
に
当
た
る
部
分
か
ら
、

中
下
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
三
〇
〇
行
目
以
降
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
三
〇
〇
～
三
〇
七
行
目
と
い
う
形
で
ま
と
め
て
示
す
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
二
六

～
二
九
九
行
目
に
つ
い
て
は
、
用
例
が
見
ら
れ
て
も
そ
れ
ぞ
れ
一
例
ず
つ
で
あ
っ
た
の
で
、
紙
面
の
関
係
か
ら
、
用
例
が
見
ら
れ
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
八
行
に
分
け

ず
ま
と
め
て
示
し
た
。 

  

こ
の
図
表
18
に
示
す
よ
う
に
、
こ
の
『
不
動
』
に
お
い
て
、
中
下
点
は
、
最
初
の
二
～
二
五
行
目
と
最
後
の
三
〇
〇
～
三
〇
七
行
目
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、

特
に
、
後
者
の
三
〇
〇
～
三
〇
七
行
目
に
お
い
て
は
、
そ
れ
以
前
の
二
～
二
九
九
行
目
ま
で
一
例
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
中
下
点
と
返
点
の
併
記
の
例
が
見
ら
れ
る
。 

 

こ
の
点
に
お
い
て
、「
後
部
」
三
〇
〇
～
三
〇
七
行
目
に
お
け
る
中
下
点
が
、
そ
れ
以
前
の
中
下
点
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。 

  

こ
の
「
後
部
」
と
「
前
部
」
と
の
境
界
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
三
〇
〇
行
目
前
後
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
加
点
状
況
を
示
す
と
、
次
ペ
ー
ジ
下
段
の
図
34
の
よ
う

に
な
る
。 

 

こ
の
図
34
は
、『
不
動
』
の
本
文
（
二
九
二
～
三
〇
七
行
目
）
に
、「
右
下
点 
○
」「
中
下
点 

◇
」「
左
下
点 

●
」
と
い
う
形
で
、
句
切
り
の
点
の
加
点
状
況
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
。 

た
だ
し
、「
後
部
」
に
つ
い
て
は
、
三
〇
〇
～
三
〇
七
行
目
の
全
て
を
挙
げ
た
が
、「
前
部
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
後
部
」
（
三
〇
〇
～
三
〇
七
行
目
）
の
八
行
に

合
わ
せ
、「
後
部
」
直
前
の
二
九
二
～
二
九
九
行
目
の
八
行
の
み
を
挙
げ
た
。 
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〈図表18〉中下点の行数による偏り

0

2

4

6

8

10

12

14

16

中下点 8 4 2 0 1 0 1 0 1 0 14

中下点・返点併記 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

2～9 10～17 18～25
26～
185

186～
193

194～
233

234～
241

242～
257

258～
265

266～
299

　
300～
307

〈
図
34
〉
「
前
部
」
二
九
二
～
二
九
九
行
目
、「
後
部
」
三
〇
〇
～
三
〇
七
行
目
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
前
部
」 

「
後
部
」 

○ 

… 

右
下
点 

→ 

切
点 

 
 

― 

◇ 

… 

中
下
点 

→ 

中
下
点 

 

切
点 

● 

… 

左
下
点 

→ 

返
点 

 
 

返
点 

 
 
 
 
 
 

※
併
記
は
上
下
に
並
べ
て
示
し
た
。
〈
例
〉
中
下
点
と
返
点
の
併
記 

◇
● 

 

作
孩
子
相
貌
●
對
此
畫
像
形
●
結
一
切
密
印
●
皆
悉
得
成
就
● 

先
所
思
念
●
事
若
舊
若
新
等
皆
悉
得
成
就
●
所
有
隠
形
法 

輪
劔
飛
空
藥
若
无
是
畫
像
●
但
於
寂
静
處
念
誦
皆
成
就
○ 

又
法
或
以
鏡
●
中
看
一
切
事
●
或
壁
畫
像
上
問
看
諸
事
等
● 

皆
得
随
意
應
●
又
法
以
无
病
●
童
男
或
童
女
●
作
阿
尾
捨
法
● 

 
 

「
前
部
」
二
九
二
～
二
九
九
行 

問
三
世
諸
事
●
皆
悉
得
成
就
●
復
次
説
使
者 

成
就
之
法
門
●
起
黒
月
一
日
●
對
―
像
三
時
波
念
各
一
百
八 

 
 
 

遍
○
至
白
十
五
日
●
月
輪
圓
滿
時
最
初
承
事
法
以
苦 

練
木
柴
◇
及
以
白
芥
子
◇
従
黄
昏
●
起
首
◇
護
摩
至
夜 

半
●
使
者
即
来
赴
◇
不
来
●
盡
一
夜
◇
●
決
定
来
出
現
◇
来
黄 

問
持
明
者
●
求
乞
進
止
等
◇
●
随
意
●
而
處
分
皆
悉
依
奉 

行
◇
若
欲
往
天
宮
●
使
者
戴
接
往
若
所
須
宮
観
◇
皆 

悉
能
成
辨
◇
若
齒
木
浄
水
◇
塗
掃
等
事
業
悉
皆
能 

 
 
 
 

 
 

 

「
後
部
」
三
〇
〇
～
三
〇
七
行 

為
作
所
使
合
作
者
◇
一
切
能
成
辨
◇
如
聖
者
所
須
◇
●
皆
使 

成
辨
◇
●
之
若
一
夜
護
摩
◇
使
者
不
出
現
◇
●
彼
即
決
定
死
◇
聖 

 
 
 

聖
者
无
動
使
◇
法
門
説
已
竟 
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こ
の
図
34
に
示
す
よ
う
に
、
二
九
九
行
目
以
前
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
「
中
下
点 

◇
」
が
、
三
〇
〇
行
目
か
ら
突
然
、
一
行
の
中
で
三
例
も
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
そ
れ
以
降
、
そ
の
中
下
点
が
頻
用
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
点
か
ら
考
え
る
に
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
前
部
」
二
九
九
行
目
と
「
後
部
」
三
〇
〇
行
目
と
の
間
に
境
界
を
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ
の
「
後
部
」
の
始
ま
る
三
〇
〇
行
目
と
い
う
数
字
に
つ
い
て
も
、
偶
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
切
り
の
い
い
数
字
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
も
し
切
り
の

い
い
所
で
訓
点
の
加
点
が
い
っ
た
ん
や
め
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
或
い
は
、
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

  

そ
れ
で
は
、
以
下
に
は
、
こ
の
「
前
部
」
と
「
後
部
」
に
お
け
る
加
点
状
況
の
相
違
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。 

 

ま
ず
、
右
の
図
34
に
示
し
た
箇
所
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
そ
の
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
た
時
、
単
独
で
用
い

ら
れ
て
い
る
の
か
、
併
記
の
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
の
が
、
次
ペ
ー
ジ
の
図
表
19
と
図
表
21
で
あ
る
。 

 

図
表
19
は
、
「
後
部
」
直
前
の
「
前
部
」
八
行
の
加
点
状
況
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
図
表
21
は
、
「
後
部
」
八
行
の
加
点
状
況
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
ペ
ー

ジ
の
図
表
20
は
、
図
表
19
が
「
前
部
」
の
一
部
の
加
点
状
況
で
あ
る
の
で
、「
前
部
」
全
体
．
．
に
お
け
る
加
点
状
況
を
重
ね
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。 

  

ま
ず
、
こ
の
図
表
19
・
図
表
20
に
よ
っ
て
、
「
後
部
」
直
前
の
「
前
部
」
八
行
の
句
切
り
の
点
の
用
い
ら
れ
方
は
、「
前
部
」
全
体
と
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
と
見
て
よ

い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
特
に
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
後
部
」
直
前
の
「
前
部
」
八
行
（
図
表
19
）
に
お
い
て
中
下
点
が
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
、

「
前
部
」
全
体
（
図
表
20
）
に
お
い
て
は
そ
の
使
用
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
前
掲
の
図
表
18
に
示
し
た
よ
う
に
、
中
下
点
が
、「
前
部
」
最
初
の

二
～
二
五
行
目
に
固
ま
っ
て
使
用
さ
れ
て
以
降
、
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
『
不
動
』
の
最
初
の
部
分
と
最
後
の
部

分
と
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
「
後
部
」
直
前
の
「
前
部
」
八
行
と
、「
前
部
」
全
体
と
の
加
点
状
況
の
相
違
と

は
見
な
く
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

 

こ
れ
に
よ
っ
て
、
先
に
見
た
よ
う
に
、「
後
部
」
直
前
の
「
前
部
」
八
行
の
加
点
状
況
が
、「
後
部
」
の
加
点
状
況
と
異
な
っ
て
い
た
の
は
、「
後
部
」
直
前
の
「
前

部
」
八
行
だ
け
が
「
後
部
」
と
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
前
部
」
全
体
が
「
後
部
」
と
、
そ
の
加
点
状
況
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。 
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◎
「
前
部
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎
「
後
部
」 

 

〈図表19〉「前部」（292～299行目）におけ
る｢句切りの点｣使用率

左下点
90%

右下点
10%

〈図表20〉｢前部」（2～299行目)における｢
句切りの点｣使用率

左下点
87%

右下点
5%

右下点・
左下点併

記
5%

中下点
3%

 
 
 
 
 

〈図表21〉｢後部｣（300～307行目)における
｢句切りの点｣使用率

左下点
24%

中下点
56%

中下点・
左下点併

記
20%

 

 

※
〈
図
表
19
〉
「
右
下
点
」
二
例
、「
中
下
点
」
〇
例
、「
左
下
点
」
一
九
例
、
「
右
下
点
・
左
下
点
併
記
」
〇
例
、
「
中
下
点
・
左
下
点
併
記
」
〇
例
。 

 

※
〈
図
表
20
〉
「
右
下
点
」
二
七
例
、
「
中
下
点
」
一
七
例
、
「
左
下
点
」
四
三
四
例
、「
右
下
点
・
左
下
点
併
記
」
二
四
例
、「
中
下
点
・
左
下
点
併
記
」
〇
例
。 

 

※
〈
図
表
21
〉
「
右
下
点
」
〇
例
、「
中
下
点
」
一
四
例
、
「
左
下
点
」
六
例
、
「
中
下
点
・
左
下
点
併
記
」
〇
例
、
「
中
下
点
・
左
下
点
併
記
」
五
例
。 

   
 

▽
「
前
部
」
の
句
切
り
の
点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▽
「
後
部
」
の
句
切
り
の
点 

 
 
 
 
 
 
 
 

・
右
下
点 

… 

切
点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
右
下
点 

… 

ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 

・
中
下
点 

… 

中
下
点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
中
下
点 

… 

切
点 

 
 
 
 
 
 
 
 

・
左
下
点 

… 

返
点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
左
下
点 

… 

返
点 

  

こ
れ
ら
「
前
部
」
の
加
点
状
況
（
図
表
19
・
図
表
20
）
と
、「
後
部
」
の
加
点
状
況
（
図
表
21
）
と
を
比
べ
て
み
る
と
、「
前
部
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
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を
返
点
（
左
下
点
）
が
占
め
て
い
る
の
に
対
し
、「
後
部
」
に
お
い
て
は
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
か
な
り
の
部
分
を
切
点
（
中
下
点
）
が
占
め
て
お
り
、
こ
の
点
に
お

い
て
、
句
切
り
の
点
の
用
い
ら
れ
方
に
か
な
り
の
差
が
見
ら
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

こ
の
『
不
動
』
に
つ
い
て
は
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
そ
の
奥
書
に
よ
っ
て
他
本
に
よ
る
校
合
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
際
の
も
の
で
あ
る
の

か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
何
ら
か
の
形
で
句
切
り
の
点
の
用
い
ら
れ
方
の
異
な
る
訓
点
が
入
り
込
む
こ
と
も
あ
り
得
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

  

五
、
ま
と
め 

  

本
節
で
取
り
上
げ
た
『
不
動
』
に
つ
い
て
は
、「
前
部
」
と
「
後
部
」
と
で
句
切
り
の
点
の
用
い
ら
れ
方
に
相
違
が
見
ら
れ
、「
前
部
」
に
お
い
て
は
、
句
切
り
の
点

が
、 

  
 
 
 
 
 
 

・
切
点 

 
 
 
 
 
 
 

・
中
下
点 

 
 
 
 
 
 
 

・
返
点 

 

の
よ
う
に
配
置
さ
れ
、
多
く
返
点
に
よ
っ
て
そ
の
句
切
り
が
示
さ
れ
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
加
点
状
況
は
、
本
章 

第
一
節
で
取
り
上
げ
た
『
三
蔵
』
と
類
似
し

て
お
り
、「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
い
た
加
点
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

「
後
部
」
に
お
い
て
は
、
句
切
り
の
点
は
、 

   
 
 
 
 
 
 

・
切
点 

 
 
 
 
 
 
 

・
返
点 
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の
よ
う
に
配
置
さ
れ
、
返
点
に
よ
っ
て
そ
の
句
切
り
を
示
す
と
と
も
に
、
切
点
も
頻
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
切
点
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
の
『
三
蔵
』
や

「
前
部
」
に
比
べ
、
返
読
ナ
シ
の
場
合
の
句
切
り
が
多
く
示
さ
れ
る
形
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
「
後
部
」
に
お
い
て
も
、
返
読
ア
リ
の
場
合
に
は
、
切
点
が
施
さ

れ
て
も
必
ず
返
点
が
併
記
さ
れ
る
形
を
取
っ
て
お
り
、
や
は
り
、「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
こ
と
に
対
し
て
は
、
強
い
関
心
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
え
る
。 

  

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
『
不
動
』
に
つ
い
て
は
、「
前
部
」
と
「
後
部
」
と
で
若
干
の
差
異
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
句
切
り
の
点
が
施

さ
れ
る
際
に
は
、「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
っ
て
施
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、「
句
読
」
な
ど
の
書
き
分
け
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の

『
不
動
』
も
、
や
は
り
、
先
に
見
た
『
三
蔵
』
と
同
様
に
、「
返
読
の
有
無
」
に
重
き
を
置
く
資
料
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

  

本
節
で
取
り
上
げ
た
『
不
動
』
に
つ
い
て
は
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
な
調
査
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
図
ら
ず
も
「
前
部
」
と
「
後
部
」
と
の
句
切
り
の
点
の
相

違
を
見
出
し
、
こ
れ
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

小
稿
の
よ
う
な
調
査
は
、
句
切
り
の
点
の
用
い
ら
れ
方
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
に
句
切
り
の
点
の
用
い
ら
れ
方
の
異
な
っ
た
部
分
―
即
ち
、
資

料
に
手
が
加
え
ら
れ
た
部
分
な
ど
―
を
見
出
す
の
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。 

   

第
三
節 

高
野
山
西
南
院
蔵
『
大
毘
盧
遮
那
胎
蔵
菩
薩
真
言
蔵
成
就
瑜
伽
』
院
政
初
期
点
、
東
大
寺
図
書
館
本
『
釈
摩
訶
衍
論
』
序 

承
元
二

年
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

―
返
読
ア
リ
と
返
読
ナ
シ
と
を
書
き
分
け
る
資
料
― 

 

第
一
項 

高
野
山
西
南
院
蔵
『
大
毘
盧
遮
那
胎
蔵
菩
薩
真
言
蔵
成
就
瑜
伽
』
院
政
初
期
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 

一
、
は
じ
め
に 
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本
項
に
お
い
て
は
、
資
料
と
し
て
、
高
野
山
西
南
院
蔵
『
大
毘
盧
遮
那
胎
蔵
菩
薩
真
言
蔵
成
就
瑜
伽
』
院
政
初
期
点
（
以
下
、『
大
毘
』
と
略
す
）
を
取
り
上
げ
た

い
。 

 

こ
の
『
大
毘
』
は
、
漢
字
左
下
の
返
点
と
、
漢
字
中
下
の
不
返
点22

と
の
二
つ
の
句
切
り
の
点
に
よ
っ
て
、「
返
読
の
有
無．
」
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
資
料

で
あ
る
。 

 

本
項
に
お
い
て
は
、
訓
点
資
料
に
は
、
句
切
り
の
点
に
よ
っ
て
「
句
読
」
を
示
す
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
『
大
毘
』
の
よ
う
に
、
そ
の
句
切
り
の
点
に
よ
っ

て
「
返
読
の
有
無．
」
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
い
と
思
う
。 

 

こ
の
『
大
毘
』
の
よ
う
な
資
料
が
存
す
る
と
す
れ
ば
、
句
切
り
の
点
を
見
る
際
に
は
「
句
読
」
と
い
う
視
点
の
み
か
ら
検
討
す
る
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
く
、
や
は

り
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
な
調
査
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

二
、
資
料
に
つ
い
て 

  

西
崎
亨
氏
（
一
九
九
五
）
に
よ
る
と
、
こ
の
『
大
毘
』
は
、
三
三
丁
よ
り
な
る
粘
葉
装
本
（
各
紙
七
行
）
で
、
識
語
に
、 

解
脱
房
阿
闍
梨
奉
受
之 

と
あ
る
が
、
書
写
年
代
等
は
記
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
解
脱
房
」
と
い
う
の
は
、
良
禅
（
一
七
〇
八
～
一
七
九
九
年
）
の
字
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

築
島
裕
氏
（
一
九
八
六
）
に
よ
る
と
、
こ
の
『
大
毘
』
は
、
院
政
初
期
の
書
写
・
加
点
で
、
ヲ
コ
ト
点
は
中
院
僧
正
点
（
第
三
群
点
）
に
符
合
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。 

 

西
崎
氏
は
、
ヲ
コ
ト
点
を
、
次
の
よ
う
に
帰
納
さ
れ
て
い
る
。 

                                           

          

 
22 

小
稿
で
は
、「
返
読
の
な
い
こ
と
」
を
示
す
句
切
り
の
点
を
認
め
、
「
不
返
点
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
（
第
一
章 

四 

参
照
）。 
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〈
図
35
〉
ヲ
コ
ト
点
図 

 
 

 
 

 
 

  

こ
の
西
崎
氏
の
ヲ
コ
ト
点
図
（
図
35
）
で
は
、
句
切
り
の
点
を
「
切
」「
句
」「
返
」
と
さ
れ
て
お
り23

、
中
下
点
を
句
点
、
左
下
点
を
返
点
と
見
て
お
ら
れ
る
の
か

と
も
取
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
書
に
お
い
て
西
崎
氏
の
作
成
さ
れ
た
訓
読
文
で
は
、
右
下
点
（
切
）
を
「
。
」
、
中
下
点
（
句
）
を
「
、
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、

                                        

          

 
23 

こ
の
よ
う
に
、
右
下
点
を
「
切
」
、
中
下
点
を
「
句
」
と
す
る
命
名
の
仕
方
は
、
曽
田
文
雄
・
岸
岡
民
子
両
氏
（
一
九
七
〇
ａ
）
に
よ
る
『
秘
蔵
』
の
ヲ
コ
ト
点
図
（
本
章 

第
四
節 

参
照
）
に
も
見
ら
れ
、
も
し
か

し
た
ら
そ
の
よ
う
な
命
名
法
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
者
は
知
ら
な
い
。
た
だ
し
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
『
秘
蔵
』
と
、
本
節
の
『
大
毘
』
と
は
句
切
り
の
点
の
用
い
ら
れ
方
が
異
な
っ
て
お
り
、

同
様
の
名
称
に
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 
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恐
ら
く
、
西
崎
氏
は
、 

 

〈
図
36
〉 

 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 

・
読
点 

 
 
 
 
 
 

・
返
点 

 

と
見
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う24

。 
 

小
稿
の
調
査
に
よ
る
と
、
こ
の
『
大
毘
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
は
、 

 

〈
図
37
〉 

 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 

・
不
返
点 

 
 
 
 
 
 

・
返
点 

 

と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
不
返
点
と
い
う
の
は
、
小
稿 

第
一
章 
四
で
述
べ
た
が
、「
返
読
の
あ
る
こ
と
」
を
示
す
返
点
に
対
し
て
、「
返
読
の
な
い
こ
と
」
を
示

す
句
切
り
の
点
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

以
下
、
句
切
り
の
点
は
、
こ
の
図
37
の
名
称
に
よ
る
。 

 

な
お
、
本
項
の
調
査
資
料
と
し
て
は
、
西
崎
氏
（
一
九
九
五
）『

高
野
山 

西
南
院
蔵

訓
点
資
料
の
研
究
』
の
影
印
を
用
い
、
訓
読
文
も
同
書
に
よ
っ
た
。 

  

三
、
句
切
り
の
点
の
使
用
状
況 

                                        

          

 
24 

築
島
裕
氏
（
一
九
八
六
）
に
よ
る
と
、
点
図
集
所
載
の
中
院
僧
正
点
で
は
、
右
下
点
が
「
大
切
」
、
中
下
点
が
「
小
切
」
、
左
下
点
が
「
返
」
と
な
っ
て
い
る
。 
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こ
こ
で
は
、
『
大
毘
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
句
切
り
を
示
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。 

 

こ
の
『
大
毘
』
に
お
い
て
は
、
陀
羅
尼
の
部
分
が
あ
り
、
ま
た
、
本
文
部
に
割
注
が
施
さ
れ
た
箇
所
が
あ
る
。
そ
の
割
注
の
中
に
も
陀
羅
尼
の
部
分
が
あ
る
。 

 

こ
の
陀
羅
尼
や
割
注
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
小
稿 

第
三
章 

第
三
節 

三
で
述
べ
た
よ
う
に
、
別
に
調
査
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

そ
こ
で
、
本
項
に
お
い
て
は
、 

  
 

▽
本
文
部 

 
 
 

◎
本
文
部 

 
 
 

◎
陀
羅
尼 

  
 

▽
割
注 

 
 
 

◎
割
注
・
本
文
部 

 
 
 

◎
割
注
・
陀
羅
尼 

 

と
い
う
形
に
分
け
て
、
用
例
を
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
陀
羅
尼
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
訓
読
が
な
さ
れ
な
い
の
で
、「
句
読
」
や
「
返
読
の
有
無
」
な
ど

の
検
討
を
行
な
う
際
に
は
、
こ
れ
を
除
い
た
形
で
検
討
を
行
な
っ
た
。 

 

▽
本
文
部 

 

ま
ず
、
『
大
毘
』
の
本
文
部
に
お
け
る
句
切
り
の
点
を
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。 

以
下
に
本
文
部
の
句
切
り
の
点
の
用
例
を
挙
げ
、
そ
の
加
点
傾
向
の
調
査
結
果
を
表
８
、
図
表
22
と
し
て
示
し
た
。 

 

〈
用
例
〉 

◎
本
文
部 
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【
句
点
】 

〔
48
〕

（
六
オ
二
）（
文
末
・
返
読
ナ
シ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
聖
天
の
〔
之
〕
位
な
り
。 

〔
49
〕

（
二
九
オ
一
）
（
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
部
母
忙マ

ウ

莾マ
ウ

鷄
と
ア
リ
亦ま(

タ)

持
堅
恵
杵(

ナ
ル)

も
の
と(

ア
リ)

。 

〔
50
〕

（
一
二
オ
三
）
（
句
点
返
点
併
記
・
文
中
・
返
読
ア
リ
）（
句
点
返
点
併
記
・
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
手
よ
り
數
珠

を
垂(
レ)
て
▲

。
三
月
に
し
て
髪

を
持
せ
り
▲

。 
 

【
不
返
点
】 

〔
51
〕

（
一
オ
五
）（
文
末
・
返
読
ナ
シ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
此
の
字
門(

ニ)

住
す
る
▲ 

者も
の

は
事
業
悉(

ク)

成
就
す
－ 

 

〔
52
〕

（
三
ウ
七
）（
文
中
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
善
男
子
諦
聴(

シ)

て
－ 

内
心
の
漫
荼
羅
あ
り
－ 

 

〔
53
〕

（
五
オ
四
）（
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
此
れ
最
上
の
壇
な
る
か
故(

ナ
リ)

－ 
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【
返
点
】 

〔
54
〕

（
一
オ
六
）（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
阿
字
よ
り
娑
賀
に
至
せ
▲ 

 

〔
55
〕

（
一
オ
五
）（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
身
の
行
‐
輪
に
之(

ヲ)

布(

キ)

て
▲ 

眉
間
と
咽
と
心
と

と
な
り 

 

〔
56
〕

（
九
ウ
五
）（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
能
く
多
の
功
徳
を
具
し
て
▲ 

衆
の
三
昧
を
生
す
る
▲ 

王
な
り
－ 

 

〔
57
〕

（
一
オ
四
）（
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉〔
尓
〕
時
に
薄
伽
梵
金
剛
手
に
告(
ケ
テ)

▲ 

言(

ハ
ク)

、 
 

〔
58
〕

（
九
オ
一
）（
文
中
・
返
読
ナ
シ
・
誤
点
？
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
百
光
遍
照
の
真
言

を
（
マ
マ
）

▲ 

曰(

ハ
ク) 

〔
59
〕

（
五
オ
七
）（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
未
来
衆
生
を
念
し
て
▲ 

一
切
疑
を
断(

セ
ム)

か
為
の
▲ 

故(

ニ)
－ 
大
真
言
王
を
説(

キ)

て
▲ 

曰(

ハ
ク) 

 

◎
陀
羅
尼 

【
不
返
点
】 

〔
60
〕

（
一
ウ
一
） 
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〈
表
８
〉
調
査
結
果 

◎
本
文
部 

【
句
点
】
（
全
二
七
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 

二
三
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

一
例 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
返
点
併
記
） 

 

二
例
（
返
点
と
重
複
） 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
返
点
併
記
） 
 

一
例
（
返
点
と
重
複
） 

 

【
不
返
点
】
（
全
一
〇
〇
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 
 
 
 
 
 
 

七
七
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 

一
二
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 

一
一
例 

 

【
返
点
】
（
全
二
五
三
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 

九
四
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 
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文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 

七
二
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 

八
四
例 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
句
点
併
記
） 

 

二
例
（
句
点
と
重
複
） 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
句
点
併
記
） 

 

一
例
（
句
点
と
重
複
） 

 

【
誤
点
？
】
「
返
点
」
二
例 

 

◎
陀
羅
尼 

【
不
返
点
】
二
八
七
例 

  

※
た
だ
し
、「
句
点
」
の
「
文
末
・
返
読
ア
リ
」
二
例
、「
文
中
・
返
読
ア
リ
」
一
例
は
、
全
て
「
返
点
」
と
の
併
記
。
ま
た
、「
返
点
」
の

「
文
末
・
返
読
ア
リ
」
九
六
例
、
「
文
中
・
返
読
ア
リ
」
七
三
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
句
点
」
と
の
併
記
例
二
例
、
「
句
点
」
と
の
併
記
例
一

例
を
含
む
。 

        

〈図表22〉｢本文部｣における
｢句切りの点｣調査結果

0%

20%

40%

60%

80%

100%

文末・返読アリ 96 0 2

文末・返読ナシ 0 77 23

文中・返読アリ 73 0 1

文中・返読ナシ 0 12 0

返点 不返点 句点
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右
の
図
表
22
は
、
右
の
表
８
の
う
ち
、
陀
羅
尼
の
用
例
と
、「

（
Ｃ
）
文
末
文
中
不
明
」
な
ど
の
よ
う
に
訓
み
方
が
明
ら
か
で
な
い
用
例
と
を
除
き
、
本
文
部
に

お
け
る
句
切
り
の
点
の
用
例
数
の
偏
り
を
グ
ラ
フ
に
よ
っ
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。 

  

こ
の
図
表
22
に
よ
る
と
、
こ
の
『
大
毘
』
に
お
い
て
は
、 

 

〈
表
９
〉 

文
末
・
返
読
ア
リ 

… 
返
点
単
独
。
或
い
は
、
句
点
・
返
点
併
記
。 

文
末
・
返
読
ナ
シ 

… 

不
返
点
単
独
。
或
い
は
、
句
点
単
独
。 

文
中
・
返
読
ア
リ 

… 

返
点
単
独
。
（
或
い
は
、
句
点
・
返
点
併
記
？
） 

文
中
・
返
読
ナ
シ 

… 

不
返
点
単
独
。 

 

の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
文
中
・
返
読
ア
リ
の
句
点
の
一
例
に
つ
い
て
は
、
誤
点
や
汚
れ
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
、

右
の
よ
う
に
括
弧
（ 

）
に
入
れ
て
示
し
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
。 

  

以
下
に
は
、
こ
の
調
査
結
果
に
よ
り
、
こ
の
『
大
毘
』
に
お
け
る
右
下
点
・
中
下
点
・
左
下
点
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
句
切
り
を
示
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と

を
考
察
し
た
い
と
思
う
。 

 

ま
ず
、
左
下
点
に
つ
い
て
は
、
文
末
・
文
中
と
問
わ
ず
返
読
ア
リ
の
場
合
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
こ
と
か
ら
、
や
は
り
、
返
点
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
問
題
は
、
右
下
点
と
中
下
点
で
あ
る
。 

 

「
句
読
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
右
下
点
（
句
点
）
は
、
文
中
・
返
読
ア
リ
の
一
例
を
除
き
全
て
文
末
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
中
下
点
（
不
返
点
）
に
つ
い

て
も
、
文
中
一
二
例
に
対
し
、
文
末
七
七
例
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
や
は
り
文
末
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
右
下
点
（
句
点
）
が
句
点
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
が
、
中
下
点
（
不
返
点
）
が
句
点
で
あ
る
可
能
性
も
全
く
否
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
可
能
性
か
ら
言
う
と
、
右
下
点
（
句
点
）
に
も

一
例
で
は
あ
る
が
、
文
中
に
用
い
ら
れ
た
例
が
見
ら
れ
、
中
下
点
（
不
返
点
）
に
至
っ
て
は
一
二
例
も
文
中
に
用
い
ら
れ
た
例
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
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右
下
点
（
句
点
）
と
中
下
点
（
不
返
点
）
と
が
と
も
に
、
或
い
は
、
い
ず
れ
か
が
切
点
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

  

ま
ず
、
右
下
点
（
句
点
）
に
つ
い
て
、
小
稿
で
こ
れ
を
句
点
で
あ
る
と
考
え
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。 

こ
の
『
大
毘
』
は
、
右
下
点
（
句
点
）
・
中
下
点
（
不
返
点
）
と
も
に
、
返
読
ナ
シ
に
偏
っ
た
形
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
右
下
点
（
句
点
）
が
返
読
ア
リ
に

用
い
ら
れ
る
際
に
は
、
必
ず
返
点
と
の
併
記
の
形
が
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
『
大
毘
』
は
、
先
に
見
た
『
三
蔵
』（
本
章 

第
一
節
）
や
『
不
動
』

前
部
（
同 

第
二
節
）
の
よ
う
に
、「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
資
料
と
傾
向
が
類
似
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
本
章 

第
一

節
で
見
た
が
、『
三
蔵
』
に
お
い
て
は
、
切
点
が
「
文
末
．
．
・
返
読
ア
リ
」
に
用
い
ら
れ
た
時
に
は
、
三
八
例
全
て
が
返
点
と
の
併
記
の
形
に
な
っ
て
お
り
、
一
方
、「
文．

中．
・
返
読
ア
リ
」
の
場
合
に
は
、
切
点
は
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
（
本
章 

第
一
節 

図
表
６ 

参
照
）。
こ
れ
は
、
見
方
を
変
え
る
と
、
返
読
ア
リ
の
場
合
、
文
中
で

は
返
点
を
施
す
だ
け
で
そ
の
句
切
り
を
示
し
て
い
る
が
、
文
末
に
お
い
て
は
返
点
が
施
さ
れ
て
い
て
も
、
敢
え
て
重
ね
て
切
点
を
施
し
、
そ
こ
が
句
切
り
で
あ
る
こ
と

を
改
め
て
示
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
切
点
が
返
点
と
併
記
さ
れ
た
加
点
状
況
か
ら
考
え
る
に
、
そ
の
よ
う
に
返
点
に
重
ね
て

切
点
が
施
さ
れ
た
の
は
、
や
は
り
、
そ
こ
が
文
末
で
あ
る
こ
と
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
『
三
蔵
』
な
ど
と
類
似
し
た
点
の
見
ら
れ
る
こ
の
『
大
毘
』
に
お
い
て
、
返
点
と
の
併
記
さ
れ
た
例
が
見
ら
れ
る
の
は
、
右
下
点
（
句

点
）
だ
け
で
あ
り
、
わ
ず
か
に
二
例
だ
け
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
二
例
に
よ
っ
て
こ
の
右
下
点
（
句
点
）
が
、
文
末
と
い
う
こ
と
に
関
わ
っ
て
施
さ
れ
る
点
で
あ

る
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
特
に
、
こ
の
右
下
点
（
句
点
）
に
つ
い
て
は
、
句
点
と
し
た
時
に
例
外
と
な
る
の
が
、
一
例
だ
け
で
あ
る
こ
と

を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
一
層
、
句
点
で
あ
る
可
能
性
が
高
ま
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
例
外
と
な
る
一
例
に
つ
い
て
は
、
考
え
て
み
る
に
、
先
の
『
三
蔵
』
や
『
不

動
』
前
部
に
お
い
て
も
、
返
点
と
併
記
さ
れ
る
の
は
文
末
の
場
合
の
み
で
、
文
中
の
場
合
に
は
、
返
点
の
み
の
形
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
『
大
毘
』
の
例
の
よ
う

に
、
文
中
に
お
い
て
返
点
と
の
併
記
の
形
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
や
や
不
審
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
が
他
の
資
料
に
も
あ
る
の
か
ど
う
か
調
査
す
る
と
と
も
に
、
誤

点
や
汚
れ
の
可
能
性
も
視
野
に
入
れ
て
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
当
該
の
右
下
点
（
句
点
）
が
句
点
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
句
点
に
対
す
る
所
の
読
点
が
存

し
な
い
点
に
お
い
て
断
言
す
る
こ
と
は
、
や
や
躊
躇
さ
れ
る
。
中
下
点
（
不
返
点
）
が
読
点
に
当
た
る
も
の
で
あ
れ
ば
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
下
点
（
不

返
点
）
は
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
む
し
ろ
文
末
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

小
稿
に
お
い
て
は
、
完
全
に
断
言
す
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
右
下
点
（
句
点
）
に
つ
い
て
は
、
句
点
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
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理
由
と
し
て
は
、
先
に
見
た
『
三
蔵
』
な
ど
の
資
料
に
お
い
て
は
、
中
下
点
と
い
う
文
中
に
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
句
切
り
の
点
が
あ
り
な
が
ら
こ
れ
を
ほ
と
ん
ど
用

い
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
切
点
（
左
下
点
）
を
文
中
に
用
い
ざ
る
を
得
な
い
形
に
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
の
『
大
毘
』
に
お
い
て
は
、
中
下
点
（
不
返

点
）
を
、
―
文
末
に
用
い
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
も
―
多
用
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
右
下
点
（
句
点
）
を
文
中
に
用
い
ず
と
も
よ
い
形
に
な
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
右
下
点
（
句
点
）
を
句
点
と
し
て
用
い
て
も
困
ら
な
い
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
や
や
消
極
的
な
理
由
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
よ

っ
て
、
右
下
点
（
句
点
）
を
句
点
と
見
て
も
大
き
な
間
違
い
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
右
下
点
（
句
点
）
を
句
点
と
す
る
と
、
そ
れ
で
は
、
一
方
の
中
下
点
（
不
返
点
）
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。 

こ
の
中
下
点
（
不
返
点
）
は
、
前
掲
の
図
表
22
に
示
し
た
よ
う
に
、
文
末
七
七
例
、
文
中
一
二
例
で
、
句
点
に
対
す
る
と
こ
ろ
の
読
点
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。 

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
こ
の
中
下
点
（
不
返
点
）
が
「
返
読
ナ
シ
」
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

句
切
り
の
点
を
「
句
読
」
と
い
う
視
点
で
し
か
見
な
け
れ
ば
、
こ
の
中
下
点
（
不
返
点
）
の
よ
う
な
句
切
り
の
点
は
、
切
点
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
ざ
る
を
得

な
い
で
あ
ろ
う
が
、
以
上
に
見
て
き
た
『
三
蔵
』
や
『
不
動
』
前
部
の
よ
う
に
、「
返
読
の
有
無
」
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
句
切
り
の
点
を
施
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
資
料
が
存
し
て
い
た
と
す
る
と
、
こ
の
中
下
点
（
不
返
点
）
が
返
読
ナ
シ
に
し
か
施
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
傾
向
も
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。 

思
う
に
、
こ
の
中
下
点
（
不
返
点
）
は
、
次
の
よ
う
に
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

〈
図
38
〉 

 
 
 
 
 

・
句
点 

 

… 

「
文
末
」
を
示
す
句
切
り 

 
 
 
 
 

・
不
返
点 

… 

「
返
読
の
な
い
こ
と
」
を
示
す
句
切
り 

 
 
 
 
 

・
返
点 
 

… 

「
返
読
の
あ
る
こ
と
」
を
示
す
句
切
り 

  

句
点
と
い
う
句
切
り
の
点
が
あ
る
と
、
そ
れ
に
対
す
る
と
こ
ろ
の
読
点
と
い
う
も
の
を
想
定
し
た
く
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
先
に
見
た
『
三
蔵
』
や
『
不
動
』
前
部
な

ど
に
お
い
て
も
、
返
点
を
除
い
て
文
中
に
は
ほ
と
ん
ど
句
切
り
の
点
が
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
『
大
毘
』
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
訓
点
資
料
に
お
い
て
は
、
読

点
と
句
点
と
が
対
に
な
っ
た
形
で
用
い
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
句
点
の
み
と
い
う
形
も
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
中
下
点
（
不
返
点
）
は
、
無
理
に
「
句
読
」
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
「
返
読
ナ
シ
」
に
用
い
ら
れ
る
と



 137 

い
う
傾
向
か
ら
「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
る
も
の
と
見
て
み
る
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
筆
者
は
、
こ
の
中
下
点
（
不
返
点
）
に
つ
い
て
は
、
右
の
図
38
に
示
し
た
よ
う
に
、
返
点
と
対
に
な
る
も
の
と
見
て
、
不
返
点
と
し
て
は
ど
う
か
と
考
え
て
い
る
。 

 

思
う
に
、
先
に
見
た
『
三
蔵
』
や
『
不
動
』
前
部
に
お
い
て
も
句
切
り
を
示
す
際
に
は
、
返
点
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
に
「
返
読
の
あ
る
こ
と
」

を
示
す
と
い
う
こ
と
を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、「
返
読
の
あ
る
こ
と
」
に
対
し
て
「
返
読
の
な
い
こ
と
」
を
も
示
す
と
い
う
よ
う
に
そ
の
意
識
が
向
か
っ
て
い
く
可
能

性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

こ
の
『
大
毘
』
に
お
い
て
も
、
句
切
り
の
点
の
使
用
率
を
見
て
み
る
と
、
左
の
図
表
23
の
よ
う
に
、
返
点
が
最
も
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、「
返

読
の
有
無
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

〈図表23〉｢本文部｣における｢句切り
の点｣使用率

返点
67%

不返点
26%

句点
7%

 

 

※
「
句
点
」
二
七
例
、
「
不
返
点
」
一
〇
〇
例
、
「
返
点
」
二
五
三
例
。 

  

こ
の
『
大
毘
』
に
お
い
て
は
、
も
し
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
中
下
点
を
不
返
点
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
句
切
り
の
点
は
、

返
点
と
こ
の
不
返
点
と
の
二
点
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
つ
ま
り
、
右
の
図
表
23
に
示
す
よ
う
に
、
句
切
り
の
点
の
九
三
％
を
、「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
る
句
切
り
の

点
が
占
め
る
こ
と
に
な
る
。 
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以
上
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
こ
の
『
大
毘
』
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
、「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
資
料
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

も
し
右
で
述
べ
た
よ
う
に
、
返
点
と
不
返
点
と
に
よ
っ
て
「
返
読
の
有
無．
」
を
示
し
て
い
る
と
す
る
と
、
一
層
、
そ
の
傾
向
の
強
い
資
料
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
う
。 

  

以
下
に
は
、
右
に
見
た
『
大
毘
』
の
本
文
部
と
同
様
に
、『
大
毘
』
の
割
注
の
部
分
に
お
け
る
句
切
り
の
点
を
見
て
み
よ
う
と
思
う
。 

 

ま
ず
、
右
に
示
し
た
の
と
同
様
に
、
割
注
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
用
例
と
、
加
点
傾
向
の
調
査
結
果
、
表
10
、
図
表
24
と
を
挙
げ
る
。
た
だ
し
、
用
例
に
つ
い

て
は
、
右
に
見
た
本
文
部
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
形
の
用
例
の
み
を
挙
げ
た
。 

 

▽
割
注 

◎
割
注
・
本
文
部 

【
不
返
点
】 

〔
61
〕

（
一
四
ウ
六
左
）（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
破
砕
盡(

シ
ム)

〔
令
〕
な
り
－ 

〔
62
〕

（
六
ウ
三
右
）
（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
鈎
の
如(

ク)

し
て
－ 

相
ひ
背(

ケ)

よ
－ 

〔
63
〕

（
一
三
ウ
一
右
）（
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
悲
と
い
ふ
者は

〔
而
〕
此(

ノ)

菩
薩
観
音(

ノ)

眼
中
従(

リ)

▲ 

生
す(
ヲ)
謂(
フ)

－ 

 

◎
割
注
・
陀
羅
尼 

【
句
点
】 
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〔
64
〕

（
二
三
ウ
四
右
） 

  

〈
表
10
〉
調
査
結
果 

◎
割
注 

【
句
点
】
（
全
三
二
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 

九
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

二
一
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ
（
返
点
併
記
） 
 
 

二
例
（
返
点
と
重
複
） 

 

【
不
返
点
】
（
全
一
三
〇
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 

一
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 
 
 
 
 
 
 
 

六
〇
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 

一
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

二
七
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 

六
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

三
五
例 

 

【
返
点
】
（
全
三
〇
八
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

六
〇
例 
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Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

五
四
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 

一
九
二
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ
（
句
点
併
記
） 

 
 

二
例
（
句
点
と
重
複
） 

 

◎
割
注
・
陀
羅
尼 

【
切
点
】
六
例 

【
句
点
】
二
例 

  

〈図表24〉｢割注｣における｢句切りの点｣調査結
果

0%

20%

40%

60%

80%

100%

文末・返読アリ 60 1 0

文末・返読ナシ 0 60 9

文中・返読アリ 54 1 0

文中・返読ナシ 0 27 0

返点 不返点 句点
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割
注
に
つ
い
て
は
、
加
点
傾
向
は
本
文
部
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
若
干
、
異
な
っ
た
例
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
返
読

ア
リ
に
用
い
ら
れ
た
不
返
点
の
例
が
、
わ
ず
か
二
例
で
は
あ
る
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
訓
み
方
が
明
ら
か
で
な
い
の
で
厳
密
に
言
え
ば
確
例

で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
右
の
二
例
の
他
に
も
返
読
ア
リ
に
施
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
例
が
六
例
あ
る
（
前
掲
表
10 

→ 

不
返
点
「
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ
」
）。

こ
れ
ら
の
例
は
、
小
稿
の
よ
う
に
中
下
点
を
不
返
点
と
見
る
時
、
返
読
ナ
シ
に
の
み
用
い
ら
れ
る
は
ず
の
不
返
点
が
、
返
読
ア
リ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、

大
い
に
問
題
で
あ
る
。
現
在
、
筆
者
と
し
て
は
、
こ
の
例
外
と
な
る
八
例
（
←
二
例
＋
六
例
）
に
つ
い
て
明
確
に
処
理
す
る
す
べ
を
持
た
な
い
。
こ
の
問
題
を
解
決
す

る
た
め
に
は
、
他
資
料
に
お
い
て
も
本
文
部
と
割
注
と
の
加
点
状
況
の
違
い
を
調
査
し
、
そ
れ
ら
と
の
比
較
を
行
な
っ
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
、

小
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
は
保
留
の
形
に
し
て
お
き
た
い
。 

た
だ
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
不
返
点
は
、
本
文
部
で
は
、
一
〇
〇
％
「
返
読
ナ
シ
」
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
割
注
に
お
い
て
も
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
八
例
の

例
外
が
あ
る
も
の
の
、
左
の
図
表
25
の
よ
う
に
、
九
四
％
が
「
返
読
ナ
シ
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

〈図表25〉「割注｣における｢不返点｣の「返
読の有無｣

返読ナシ
94%

返読アリ
6%

 

 

※
「
返
読
ア
リ
」
八
例
、
「
返
読
ナ
シ
」
一
二
二
例
。 
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筆
者
と
し
て
は
、
こ
の
偏
り
を
偶
然
と
す
べ
き
で
は
な
く
、
不
返
点
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
、「
返
読
ナ
シ
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思

う
。
割
注
に
見
ら
れ
る
八
例
を
も
っ
て
、
こ
の
偏
り
の
全
て
を
否
定
し
て
し
ま
う
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

四
、
ま
と
め 

  

小
稿
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
「
返
読
の
有
無
」
な
ど
も
視
野
に
入
れ
調
査
を
行
な
っ
て
く
る
と
、『
三
蔵
』（
本
章 

第
一
節
）
、『
不
動
』
前
部
（
同 

第
二
節
）
の
よ

う
に
、
返
点
を
多
く
用
い
、「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
と
考
え
ら
れ
る
資
料
以
外
に
も
、
本
項
で
取
り
上
げ
た
『
大
毘
』
の
よ
う
に
、
返
点
と
不

返
点
と
い
う
二
つ
の
句
切
り
の
点
に
よ
っ
て
「
返
読
の
有
無．
」
を
書
き
分
け
て
い
る
と
見
ら
れ
る
資
料
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。 

 

先
の
『
三
蔵
』
や
『
不
動
』
前
部
が
、
返
点
に
よ
っ
て
返
読
ア
リ
の
み
を
示
し
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
の
『
大
毘
』
が
、
返
点
・
不
返
点
の
二
点
に
よ
っ
て
返
読
ア

リ
・
返
読
ナ
シ
を
示
し
て
い
る
と
す
る
と
、
こ
の
『
大
毘
』
は
、
句
切
り
の
点
を
「
句
読
」
を
示
す
も
の
と
し
て
発
展
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、「
返
読
の
有
無
」
を
示

す
も
の
と
し
て
発
達
さ
せ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

も
し
『
大
毘
』
の
よ
う
な
資
料
が
、
他
に
も
存
す
る
と
す
れ
ば
、
句
切
り
の
点
を
見
て
い
く
際
に
、
小
稿
で
行
っ
て
い
る
よ
う
な
視
点
が
、
や
は
り
必
要
と
な
っ
て

く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

   

第
二
項 

東
大
寺
図
書
館
本
『
釈
摩
訶
衍
論
』
序 

承
元
二
年
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 

一
、
は
じ
め
に 

  

本
項
で
取
り
上
げ
る
東
大
寺
図
書
館
本
『
釈
摩
訶
衍
論
』
序 

承
元
二
年
点
（
以
下
、『
釈
摩
』
と
略
す
）
は
、
小
稿
で
取
り
上
げ
る
他
の
資
料
と
異
な
り
、
句
切
り
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の
点
が
、
右
下
点
と
左
下
点
の
二
点
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
二
点
は
、
本
節 

第
一
項
に
見
た
『
大
毘
』
の
返
点
と
不
返
点
と
の
関
係
と
同
様
の

関
係
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
本
項
で
は
、
句
切
り
の
点
が
二
点
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
資
料
に
お
い
て
も
、
句
切
り
の
点
を
「
返
読
の
有
無．
」
に
よ
っ
て
書
き
分
け

る
資
料
が
存
す
る
こ
と
を
示
し
た
い
と
思
う
。 

  

二
、
資
料
に
つ
い
て 

 

中
田
祝
夫
氏
（
一
九
六
一
）
に
よ
る
と
、
東
大
寺
図
書
館
本
『
釈
摩
訶
衍
論
』
承
元
二
年
点
は
十
帖
あ
り
、
全
巻
に
訓
点
が
あ
る
と
言
う
。
第
一
帖
の
末
尾
の
識
語

に
よ
る
と
、
承
元
二
年
に
書
写
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
中
田
氏
は
、
第
三
帖
に
「
同
月
廿
五
日 

移
点
畢
」（
朱
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
文
の
朱
点
は
移
点
で
あ
ろ
う

と
す
る
。
ヲ
コ
ト
点
は
喜
多
院
点
（
第
二
群
点
）
で
あ
る
と
言
う
。 

本
項
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
中
田
氏
の
論
文
に
掲
載
さ
れ
た
「
序
」
の
部
分
の
み
で
あ
る
。
中
田
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
序
の
部
分
の
訓
が
最
も
詳
し
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
の
序
に
は
ヲ
コ
ト
点
が
な
く

．
．
．
．
．
．
．
、
全
て
墨
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

従
っ
て
、
小
稿
で
取
り
上
げ
る
『
釈
摩
』
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
ヲ
コ
ト
点
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
喜
多
院
点
と
見
て
よ
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
あ
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
序
」
以
降
に
喜
多
院
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
小
稿
で
は
喜
多
院
点
の
資
料
と
し
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。 

喜
多
院
点
（
第
二
群
点
）
は
、
築
島
裕
氏
（
一
九
八
六
）
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
帰
納
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

〈
図
39
〉
ヲ
コ
ト
点
図 
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こ
の
築
島
氏
の
ヲ
コ
ト
点
図
（
図
39
）
で
は
、
句
切
り
の
点
を
右
下
か
ら
順
に
「
切
」「
句
」
「
返
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
返
」
以
外
の
「
切
」
「
句
」
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
句
切
り
を
示
す
も
の
で
あ
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
小
稿
で
は
、
同
じ
く
喜
多
院
点
を
用
い
た
資
料
と
し
て
、
先
に
『
三
蔵
』

に
お
け
る
句
切
り
の
点
を
見
た
（
本
章 

第
一
節 

参
照
）。『
三
蔵
』
に
お
い
て
は
、
右
下
か
ら
順
に
「
切
点
」「
中
下
点
」「
返
点
」
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

小
稿
の
調
査
に
よ
る
と
、
こ
の
『
釈
摩
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
は
、 

 

〈
図
40
〉 

 
 
 
 
 
 

・
不
返
点 

  
 
 
 
 
 

・
返
点 

 

と
な
っ
て
お
り
、
中
下
点
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
以
下
、
句
切
り
の
点
の
名
称
は
こ
の
図
40
に
よ
る
。 
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な
お
、
本
項
の
調
査
資
料
と
し
て
は
、
中
田
祝
夫
氏
（
一
九
六
一
）
「

東
大
寺 

図
書
館
本

釈
摩
訶
衍
論
承
元
二
年
点
」
の
模
写
さ
れ
た
原
文
を
用
い
、
訓
読
文
は
、
塩
入
亮
忠
・

平
等
通
昭
両
氏
訳
（
一
九
三
二
）
『
国
訳
一
切
経
』
論
集
部 

四
に
よ
っ
た
。 

  

三
、
句
切
り
の
点
の
使
用
状
況 

  

以
下
に
、
句
切
り
の
点
の
用
例
を
挙
げ
、
そ
の
加
点
傾
向
の
調
査
結
果
を
表
11
、
図
表
26
と
し
て
示
し
た
。 

 

〈
用
例
〉 

【
不
返
点
】 

〔
65
〕

（
二
八
）
（
文
末
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
大
‐
海
ノ
〔
之
〕
瀾ナ

ミ

泰タ
イ(

平)

然ネ
ン(

去)

ナ
リ
－ 

〔
66
〕

（
二
七
）
（
文
中
・
返
読
ナ
シ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
兩

リ
ヤ
ウ(

上)

曜エ
ウ(

平)

‐
之ノ

面
ヲ
モ
テ

圓マ
ト

カ
ニ
臨ノ

ソ

ミ
－ 

群ク
ン(

平)

星セ
イ(

平)

ノ
〔
之
〕
目メ

具ツ
フ

サ
ニ
舒ヒ

ラ

ケ
タ
リ
－ 

 

【
返
点
】 

〔
67
〕

（
三
）（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
〔
於
〕
等(

平)

観(

平)

ニ
乗(

上
濁)

シ
テ
▲ 

〔
于
〕
恒コ

ウ(

上)

刹(

入)

ニ
達イ

タ

ル
▲ 
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〔
68
〕

（
一
〇
）
（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
却サ

ツ
テ
往
向
ヲ
歓

ヨ
ロ
コ

ヒ
▲ 

即
シ
ヨ
ク

シ
テ
来ラ

イ(

上)

後コ
ウ(

平)

ヲ
急

ス
ミ
ヤ

カ
ン
ス
▲ 

  

〈
表
11
〉
調
査
結
果 

◎
本
文
部 

【
不
返
点
】
（
全
一
六
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

八
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

五
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

三
例 

 

【
返
点
】
（
全
七
四
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 

三
三
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 

四
一
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

  

左
の
図
表
26
は
、
右
の
表
11
の
う
ち
、「

（
Ｃ
）
文
末
文
中
不
明
」
な
ど
の
よ
う
に
訓
み
方
が
明
ら
か
で
な
い
用
例
を
除
き
、
句
切
り
の
点
の
用
例
数
の
偏
り
を

グ
ラ
フ
に
し
た
も
の
で
あ
る
。 
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〈図表26〉｢句切りの点｣調査結果

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

文末・返読アリ 33 0

文末・返読ナシ 0 8

文中・返読アリ 41 0

文中・返読ナシ 0 5

返点 不返点

 

 

〈
表
12
〉 

文
末
・
返
読
ア
リ 

… 

返
点
単
独
。 

文
末
・
返
読
ナ
シ 

… 

不
返
点
単
独
。 

文
中
・
返
読
ア
リ 

… 

返
点
単
独
。 

文
中
・
返
読
ナ
シ 

… 

不
返
点
単
独
。 

  

右
の
図
表
26
に
示
し
た
と
お
り
、
や
や
用
例
数
が
少
な
い
も
の
の
、
左
下
点
（
返
点
）
が
文
末
・
文
中
を
問
わ
ず
返
読
ア
リ

．
．
．
．
に
偏
り
、
右
下
点
（
不
返
点
）
が
文

末
・
文
中
を
問
わ
ず
返
読
ナ
シ

．
．
．
．
に
偏
る
と
い
う
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
見
た
『
大
毘
』
の
不
返
点
（
中
下
）
、
返
点
（
左
下
）
と
同
様
の
傾
向
と
見
て

よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
（
本
節 

第
一
項 

参
照
）。 
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た
だ
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
前
掲
の
築
島
氏
の
ヲ
コ
ト
点
図
（
図
39
）
に
よ
る
と
、
喜
多
院
点
で
は
三
つ
の

．
．
．
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
小
稿 

第
四
章 

第
一
節
で
取
り
上
げ
た
『
三
蔵
』
も
同
じ
く
喜
多
院
点
で
あ
る
が
、
や
は
り
三
つ
の
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
て
い

た
。
ま
た
、
そ
の
『
三
蔵
』
に
お
い
て
、
句
切
り
の
点
は
右
か
ら
順
に
切
点
・
中
下
点
・
返
点
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
返
読
の
有
無
」
に
よ
っ
て
は
書

き
分
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
や
は
り
、
こ
の
『
釈
摩
』
と
異
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
句
切
り
の
点
と
し
て
返
点
が
最
も
多
く
用
い
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
は
類
似
し
て
い

る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
他
の
喜
多
院
点
の
資
料
な
ど
も
調
査
し
た
上
で
判
断
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
保

留
と
し
た
い
が
、
或
い
は
、
こ
の
『
釈
摩
』
に
お
い
て
ヲ
コ
ト
点
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
筆
者
は
以
前
、
真
福
寺

本
『
将
門
記
』
（
承
徳
三
年
〈
一
〇
九
九
年
〉
書
写
）
（
以
下
、
『
将
門
』
と
略
す
）
に
お
け
る
句
切
り
の
点
を
調
査
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
『
将
門
』
に
お
い
て

も
、
こ
の
『
釈
摩
』
と
同
様
に
「
返
読
の
有
無
」
を
書
き
分
け
る
形
で
二
つ
の
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
拙
稿
（
一
九
九
七
））。
『
将
門
』
も
ま

た
ヲ
コ
ト
点
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
資
料
で
あ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
『
釈
摩
』
は
、
ヲ
コ
ト
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
部
分

と
用
い
ら
れ
て
い
な
い
部
分
と
で
分
け
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

  

い
ず
れ
に
せ
よ
、
右
の
調
査
結
果
か
ら
考
え
る
に
、
こ
の
『
釈
摩
』
に
お
い
て
は
、
句
切
り
の
点
を
「
返
読
の
有
無
」
に
よ
っ
て
書
き
分
け
て
い
る
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
二
つ
の

．
．
．
句
切
り
の
点
に
よ
っ
て
「
返
読
の
有
無．
」
を
書
き
分
け
て
い
る
と
見
ら
れ
る
資
料
は
、
先
に
見
た
『
大
毘
』
（
本
節 

第
一
項 

参
照
）

の
よ
う
に
、
返
点
・
不
返
点
に
加
え
、
句
点
な
ど
の
「
句
読
」
に
関
わ
る
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
る
資
料
に
比
べ
、
一
層
、
明
瞭
な
形
で
、
句
切
り
の
点
を
「
返
読

の
有
無
」
を
書
き
分
け
る
た
め
に
用
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
句
切
り
の
点
を
純
粋
に
「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
の
み
用
い
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。 

  

こ
の
よ
う
に
句
切
り
の
点
を
「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
し
か
用
い
な
い
資
料
の
存
在
は
、
先
の
『
大
毘
』
で
行
な
っ
た
返
点
・
不
返
点
と
い
う
見
方

の
傍
証
と
な
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

思
う
に
、
先
の
『
大
毘
』
の
よ
う
な
資
料
は
、
こ
の
『
釈
摩
』
の
よ
う
に
「
返
読
の
有
無
」
を
書
き
分
け
る
形
に
、
句
点
を
加
え
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
資

料
を
通
覧
す
る
に
、『
三
蔵
』（
本
章 

第
一
節
）
に
お
い
て
も
、
文
末
・
文
中
と
も
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
切
点
が
文
末
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
、
後
に
述
べ
る
高
野
山
西

南
院
蔵
『
聖
燄
漫
徳
迦
威
怒
王
立
成
大
神
驗
念
誦
法
』
承
暦
点
・
高
山
寺
蔵
『
十
二
天
法
』
平
安
後
期
点
（
本
章 

第
三
節
）
に
お
い
て
も
、
文
末
の
場
合
に
は
返
読
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が
あ
っ
て
も
返
点
が
用
い
ら
れ
ず
に
句
点
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
当
時
、
句
切
り
の
点
が
打
た
れ
る
際
に
「
文
末
を
示
す
」

と
い
う
こ
と
が
ひ
と
つ
の
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
そ
の
よ
う
に
見
る
と
、「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
二
つ
の
句
切
り
の
点
に
、
も
う
一
点
加
え

る
時
に
、
文
末
を
示
す
句
点
を
加
え
る
こ
と
は
自
然
な
流
れ
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。 

  

四
、
ま
と
め 

  

こ
の
『
釈
摩
』
の
よ
う
な
資
料
に
お
い
て
は
、
不
返
点
が
返
読
の
な
い
句
切
り
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
返
読
の
あ
る
箇
所
で
は
、
返
点
が
句
切

り
の
点
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
見
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
の
よ
う
な
資
料
が
他
に
も
存
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、
返
点
を
句
切
り
の
点
と
し
て
位
置
づ
け
、
返
読
の
あ
る
箇
所
（
返
点
）

の
み
で
な
く
返
読
の
な
い
箇
所
（
不
返
点
）
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

   

第
四
節 

西
教
寺
本
『
秘
蔵
宝
鑰
』
巻
上
（
朱
点
）
高
野
山
西
南
院
蔵
『
北
斗
七
星
護
摩
秘
要
儀
軌
』
院
政
期
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 
 
 
 
 
 
 

―
句
点
・
読
点
の
用
い
ら
れ
る
資
料
と
し
て
― 

  

第
一
項 

西
教
寺
本
『
秘
蔵
宝
鑰
』
巻
上
（
朱
点
）
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 

一
、
は
じ
め
に 

  

本
項
に
お
い
て
は
、
西
教
寺
本
『
秘
蔵
宝
鑰
』
巻
上
（
朱
点
）（
以
下
、
『
秘
蔵
』
と
略
す
）
を
取
り
上
げ
た
い
。 

 

以
上
に
見
て
き
た
『
三
蔵
』（
本
章 

第
一
節
）
、
『
不
動
』
前
部
（
同 

第
二
節
）
、『
大
毘
』
（
同 
第
三
節
）
に
お
い
て
は
、
句
切
り
の
点
と
し
て
返
点
が
最
も
多
く
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用
い
ら
れ
、
切
点
や
句
点
は
用
い
ら
れ
て
い
て
も
読
点
と
見
ら
れ
る
句
切
り
の
点
は
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。 

 
本
項
で
は
、
そ
の
よ
う
な
資
料
に
対
し
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
『
秘
蔵
』
の
よ
う
に
、
句
点
と
と
も
に
読
点
を
用
い
る
資
料
も
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た

い
と
思
う
。 

  

二
、
資
料
に
つ
い
て 

  

曽
田
文
雄
・
岸
岡
民
子
両
氏
（
一
九
七
〇
ａ
）
に
よ
る
と
、
西
教
寺
本
『
秘
蔵
宝
鑰
』
は
、
上
・
中
・
下
三
冊
の
粘
葉
装
本
で
、
本
項
で
取
り
上
げ
る
巻
上
は
、
一

頁
五
行
の
二
三
枚
か
ら
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

識
語
、
奥
書
な
ど
は
な
い
が
、
曽
田
・
岸
岡
両
氏
は
、
朱
点
の
加
点
年
代
は
院
政
末
期
か
と
さ
れ
て
い
る
。 

  

所
用
ヲ
コ
ト
点
は
、
円
堂
点
（
第
五
群
点
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

曽
田
・
岸
岡
両
氏
は
、
ヲ
コ
ト
点
を
、
次
の
よ
う
に
帰
納
さ
れ
て
い
る
。 

 

〈
図
41
〉
ヲ
コ
ト
点
図 
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こ
の
曽
田
・
岸
岡
両
氏
の
ヲ
コ
ト
点
図
（
図
41
）
で
は
、
句
切
り
の
点
を
切
点
・
句
点
・
反
点
と
さ
れ
て
お
り25

、
中
下
点
を
句
点
、
左
下
点
を
返
点
と
見
て
お
ら

れ
る
の
か
と
も
取
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
論
文
に
お
い
て
曽
田
・
岸
岡
両
氏
の
作
成
さ
れ
た
訓
読
文
で
は
、
右
下
点
（
切
点
）
を
「
。
」
、
中
下
点
（
句
点
）
を
「
、」

と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
恐
ら
く
、
曽
田
・
岸
岡
両
氏
は
、 

 

〈
図
42
〉 

 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 

・
読
点 

 
 
 
 
 
 

・
返
点 

 

と
見
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う26

。 
 

小
稿
の
調
査
で
も
、
右
と
同
様
の
結
論
が
得
ら
れ
た
の
で
、
以
下
、
句
切
り
の
点
の
名
称
は
、
こ
の
図
42
に
よ
る
。 

 

表
題
に
示
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
西
教
寺
本
『
秘
蔵
宝
鑰
』
上
・
中
・
下
三
冊
の
う
ち
、
巻
上
の
み
で
あ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
こ
の
三
冊
と

も
調
査
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
が
、
小
稿
の
目
的
を
達
す
る
に
は
、
出
来
る
か
ぎ
り
多
く
の
資
料
の
傾
向
を
見
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
巻
上
だ
け
で
も
、
そ

の
傾
向
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
巻
中
・
巻
下
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
。 

                                        

          

 
25 

こ
れ
と
同
様
の
命
名
法
が
、
西
崎
亨
氏
（
一
九
九
五
）
に
よ
る
『
大
毘
』
の
ヲ
コ
ト
点
図
（
本
章 

第
三
節
）
に
も
見
ら
れ
る
（
本
章 

第
三
節 

注23 

参
照
）
。 

26 

築
島
裕
氏
（
一
九
八
六
）
に
よ
る
と
、
点
図
集
所
載
の
円
堂
点
で
は
、
右
下
点
が
「
切
」
、
中
下
点
が
「
係
」
、
左
下
点
が
「
返
」
と
な
っ
て
い
る
。 
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ま
た
、
小
稿
で
資
料
と
し
て
用
い
た
も
の
が
、
曽
田
・
岸
岡
両
氏
に
よ
る
朱
点
の
調
査
に
基
づ
く
資
料
で
あ
る
た
め
、
小
稿
の
調
査
結
果
も
、
そ
の
朱
点
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
。 

  

な
お
、
本
節
の
調
査
資
料
と
し
て
は
、
曽
田
文
雄
・
岸
岡
民
子
両
氏
（
一
九
七
〇
ｂ
）「
西
教
寺
本
秘
蔵
宝
鑰
併

解
読
文
（
上
）
」
の
模
写
さ
れ
た
原
文
を
用
い
、
訓

読
文
も
同
論
文
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
模
写
さ
れ
た
原
文
で
は
、
ヲ
コ
ト
点
や
句
切
り
の
点
は
施
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
仮
名
点
は
省
略
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の

で
、
仮
名
点
を
見
る
際
に
は
、
訓
読
文
を
参
照
し
な
が
ら
調
査
を
行
な
っ
た
。 

  

三
、
句
切
り
の
点
の
使
用
状
況 

 
 

こ
こ
で
は
、
こ
の
『
秘
蔵
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
が
ど
の
よ
う
な
句
切
り
を
示
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。 

  

ま
ず
、
『
秘
蔵
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
用
例
を
挙
げ
、
そ
の
加
点
傾
向
を
表
13
、
図
表
27
と
し
て
示
す
。 

 

な
お
、
『
秘
蔵
』
に
は
、
割
注
が
存
す
る
の
で
、
本
文
部
と
割
注
と
に
分
け
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。 

 

▽
本
文
部 

〈
用
例
〉 

※
用
例
は
、
曽
田
・
岸
岡
両
氏
（
一
九
七
〇
ｂ
）
に
よ
り
、
敢
え
て
仮

名
点
を
加
え
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
訓
読
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

【
句
点
】 

〔
69
〕

（
一
ウ
一
）（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
四
生
の
盲
［
左
、

メ
シ
ヒ
］
者
盲(

ト
云)

こ
と
を
識シ

ラ
不す

。 

 

〔
70
〕

（
四
ウ
四
）（
文
末
・
返
読
ナ
シ
） 
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〈
訓
読
文
〉
自
他
受
用
日ヒ

ヽ

に
弥

イ
ヨ
ヽ

新ア
ラ

タ
な
り
。 

 

〔
71
〕

（
一
八
オ
二
）
（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
梵
天
等
を
覺
寳
と
為
し
［
為(

ス)

。
］
四
吠
陀
論
等
を
法
寳
と
為(

ス)

。 
 

〔
72
〕

（
六
ウ
三
）（
文
中
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
然(

モ)

猶
（
ナ
）
を

生
れ
々
れ
之ユ

キ
々
て
六
趣
に
輪
轉
し
、
死
去サ

り
［
去(

ル)

。
］
死
去(

リ)

て
三
途
に
沈
淪
す
。 

〔
73
〕

（
六
オ
五
）（
句
点
読
点
併
記
・
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
凡
夫
狂
酔
し
て
善
悪
を
辨

ワ
キ
マ

ヘ
不す

。［
、
］ 

〔
74
〕

（
七
ウ
四
）（
句
点
返
点
併
記
・
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
生
人
之
本
を
知(

ラ)

未
、
誰
か
死
者
之
起(

リ)

を
談
せ
む
▲

。 
 

〔
75
〕

（
一
一
オ
一
）
（
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
是(

ノ)

故(

ニ)

本
覺
内
に
熏
し
佛
光
外
に
射シ

ヤ

シ
テ
［
左
、

イ
ル
。］
欻コ

ツ

尓
に
節
食
し
數
‐
々
［
左
、

シ
ハ

〱
］
檀
那
す
。 

 

【
読
点
】 

〔
76
〕

（
一
五
オ
二
）
（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 
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〈
訓
読
文
〉
又
天
に
幾
の
種ク

カ

〈
右
訓
「
ク
カ
」

は
「
ク
サ
」
か

〉
か
有
る
、
請
ふ
其
の
名
を
示
せ
。 

 

〔
77
〕

（
二
オ
一
）（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
酒
に
躭フ

ケ

リ
、
色
に
躭(

リ
テ)

▲ 

誰
か
後
身
之
報
を
覺サ

ト

ラ
ム
。 

 

〔
78
〕

（
一
ウ
四
）（
文
中
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
日
夜
に
作
り
、
六
度
耳
に
逆(

ヘ
テ)

［
左
、

サ
カ
ヘ(

テ)

］
▲ 

心
に
入(

レ)

不
。 

 

〔
79
〕

（
七
オ
一
）（
読
点
返
点
併
記
・
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
五
嶽
を
足
に
戴(

タ
ケ)

と
も
▲

、
迷(
フ)

こ
と
羊
の
目
に
似
た
り
。 

 

〔
80
〕

（
八
ウ
四
）（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
人
は
常
に
人
為た

り
、
畜
は
常
に
畜
為た

り
。 

 

【
返
点
】 

〔
81
〕

（
一
ウ
四
）（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
遂(

ニ)

十
悪
心
に
快

タ
ク
マ(

シ
ク
セ)

［(

タ
ク
マ
シ)

カ
ラ
ス
〔
使
〕］
使シ

メ

ツ
▲ 

〔
82
〕

（
二
オ
一
）（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 
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〈
訓
読
文
〉
閻
魔
獄
卒
獄
を
構カ

マ

ヘ
▲ 

罪
を
斷

コ
ト
ハ

リ
、
餓
鬼
禽
獣
口
を
焔ヤ

イ(

テ)

▲ 

軆
に
桂(

ク)

。 

  

〈
表
13
〉
調
査
結
果 

【
句
点
】
（
全
三
一
八
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 

八
四
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 

八
五
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

三
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

四
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 

九
一
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 

三
八
例 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
読
点
併
記
） 

 
三
例
（
読
点
と
重
複
） 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ
（
読
点
併
記
） 

 

二
例
（
読
点
と
重
複
） 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
読
点
併
記
） 

 

二
例
（
読
点
と
重
複
） 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ
（
読
点
併
記
） 

 

四
例
（
読
点
と
重
複
） 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ
（
読
点
併
記
） 

 

一
例
（
読
点
と
重
複
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
返
点
併
記
） 

 

一
例
（
返
点
と
重
複
） 

 

【
読
点
】
（
全
二
一
七
例
） 

文
末 
 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 

一
一
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 

七
七
例 
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Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 

六
五
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 

四
〇
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

八
例 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
句
点
併
記
） 

 

三
例
（
句
点
と
重
複
） 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ
（
句
点
併
記
） 

 

二
例
（
句
点
と
重
複
） 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
句
点
併
記
） 

 

二
例
（
句
点
と
重
複
） 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ
（
句
点
併
記
） 

 

四
例
（
句
点
と
重
複
） 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ
（
句
点
併
記
） 

 

一
例
（
句
点
と
重
複
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
返
点
併
記
） 

 

一
例
（
返
点
と
重
複
） 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
返
点
併
記
） 

 

三
例
（
返
点
と
重
複
） 

 

【
返
点
】
（
全
九
三
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

三
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 

二
〇
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 

六
五
例 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
句
点
併
記
） 

 

一
例
（
句
点
と
重
複
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
読
点
併
記
） 

 

一
例
（
読
点
と
重
複
） 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
読
点
併
記
） 

 

三
例
（
読
点
と
重
複
） 

 

【
誤
点
？
】｢

句
点｣

二
例
、｢

読
点｣

四
例
、｢

返
点｣

二
例 
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左
の
図
表
27
は
、
右
の
表
13
の
う
ち
、「

（
Ｃ
）
文
末
文
中
不
明
」
な
ど
の
よ
う
に
、
訓
み
方
の
明
ら
か
で
な
い
用
例
を
除
き
、
本
文
部
に
お
け
る
句
切
り
の
点

の
用
例
数
の
偏
り
を
グ
ラ
フ
に
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

※
た
だ
し
、
以
下
の
よ
う
に
併
記
例
を
含
ん
で
い
る
（
表
13 

参
照
）。 

「
句
点
」
「
文
末
・
返
読
ア
リ
」
八
八
例
…
「
読
点
」
三
例
、「
返
点
」
一
例
。 

「
句
点
」
「
文
末
・
返
読
ナ
シ
」
八
七
例
…
「
読
点
」
二
例
。 

「
句
点
」
「
文
中
・
返
読
ア
リ
」 

五
例
…
「
読
点
」
二
例
。 

「
読
点
」
「
文
末
・
返
読
ア
リ
」
一
五
例
…
「
句
点
」
三
例
、「
返
点
」
一
例
。 

「
読
点
」
「
文
末
・
返
読
ナ
シ
」 

二
例
…
「
句
点
」
二
例
。 

「
読
点
」
「
文
中
・
返
読
ア
リ
」
八
二
例
…
「
句
点
」
二
例
、「
返
点
」
三
例
。 

「
返
点
」
「
文
末
・
返
読
ア
リ
」 

五
例
…
「
句
点
」
一
例
、「
読
点
」
一
例
。 

「
返
点
」
「
文
中
・
返
読
ア
リ
」
二
三
例
…
「
読
点
」
三
例
。 

   
  

こ
の
図
表
27
に
示
し
た
よ
う
に
、
右
下
点
（
句
点
）
は
、
多
少
、
文
中
に
施
さ
れ
た
例
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
用
例
の
ほ
と
ん
ど
が
文
末
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、

句
点
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
、
中
下
点
（
読
点
）
も
、
多
少
、
文
末
に
施
さ
れ
た
例
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
用
例
の
ほ
と
ん
ど
が
文
中
に
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
読
点
と
見
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
ら
右
下
点
（
句
点
）
と
中
下
点
（
読
点
）
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
文
末
と
文
中
と
に
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
よ
り
、
互
い
に
そ
れ
ぞ
れ
が
句
点
と
読
点
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
合
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

こ
の
時
、
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
句
点
と
読
点
と
が
、
と
も
に
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
に
全
く
関
わ
ら
ず
、
ま
た
、
単
独
で

．
．
．
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
以
上
に
見
て
き
た
『
三
蔵
』
や
『
不
動
』
前
部
の
切
点
が
返
読
ナ
シ
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
、
ま
た
、
返
読
ア
リ
の
場
合
に
は
、
必
ず
返
点
と
の
併
記
の
形

を
取
っ
て
い
た
こ
と
は
対
照
的
で
あ
る
。 

〈図表27〉｢本文部｣における
｢句切りの点｣調査結果

0%

20%

40%

60%

80%

100%

文末・返読アリ 5 15 88

文末・返読ナシ 0 2 87

文中・返読アリ 23 82 5

文中・返読ナシ 0 65 4

返点 読点 句点
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こ
の
『
秘
蔵
』
に
お
け
る
句
点
・
読
点
は
、
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
に
関
わ
ら
ず
、
単
独
で

．
．
．
自
在
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
純
粋
な
形
の
句
点
・
読
点

で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

た
だ
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
そ
れ
ら
を
句
点
・
読
点
と
し
た
時
に
、
若
干
で
は
あ
る
が
、
例
外
と
な
る
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
文
中
に
施
さ

れ
た
句
点
（
用
例
71
、
72
）
と
、
文
末
に
施
さ
れ
た
読
点
（
用
例
76
）
の
例
で
あ
る
。
こ
の
例
外
と
見
ら
れ
る
用
例
を
見
て
み
る
と
、
例
え
ば
句
点
で
は
、
用
例
71

で
は
確
か
に
「
為
し
。
」
と
動
詞
連
用
形
に
句
点
が
打
た
れ
た
形
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
用
例
72
で
も
「
去
り
。
」
と
訓
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
連
用
形
に
句

点
が
打
た
れ
た
例
と
な
る
。 

 

し
か
し
、
こ
の
『
秘
蔵
』
に
お
い
て
は
、
用
例
75
の
よ
う
に
「
射
し
て
」
と
「
射
る
」
と
い
う
よ
う
に
文
中
の
形
と
文
末
の
形
と
を
併
記
す
る
例
も
見
ら
れ
る
の

で
、
恐
ら
く
右
の
用
例
71
、
72
の
よ
う
な
例
に
つ
い
て
も
文
中
に
句
点
が
施
さ
れ
た
も
の
と
見
る
の
で
は
な
く
、
右
の
そ
れ
ぞ
れ
の
訓
読
文
に
示
し
た
よ
う
に
、
用

例
71
で
は
「
為
し
」
と
い
う
訓
み
方
と
「
為
す
」
と
い
う
訓
み
方
が
併
記
さ
れ
た
も
の
と
見
、
用
例
72
も
「
去
り
」
と
い
う
訓
と
「
去
る
」
と
い
う
訓
と
を
併
記
し

た
も
の
と
見
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
用
例
72
に
つ
い
て
は
「
去
り
」
で
は
な
く
「
去
れ
り
」
と
訓
ず
る
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
右
の
図
表
27

に
示
し
た
よ
う
に
、
句
点
の
ほ
と
ん
ど
が
文
末
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
例
に
つ
い
て
も
例
外
と
す
る
の
で
は
な
く
、
文
末
と
な
る
形
で

訓
読
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

読
点
の
例
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
用
例
76
な
ど
は
、
形
か
ら
言
う
と
確
か
に
「
～
か
有
る
」
と
い
う
係
り
結
び
の
形
で
文
末
と
な
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
続
く
文
を
見
て
み
る
と
「
請
ふ
其
の
名
を
示
せ
」
で
、
恐
ら
く
文
意
と
し
て
は
続
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

小
稿
の
調
査
に
お
い
て
は
、
文
末
か
文
中
か
と
い
う
判
断
を
活
用
形
な
ど
の
形
に
表
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
例
に
つ
い
て
は
、
文
末
の
例
と

し
て
処
理
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
文
脈
な
ど
に
よ
っ
て
文
の
つ
な
が
り
を
判
断
す
る
よ
う
に
す
る
と
、
恐
ら
く
文
末
・
文
中
の
判
断
に
客
観
性
を
欠

く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
筆
者
と
し
て
は
、
ま
ず
、
小
稿
の
よ
う
に
、
活
用
形
な
ど
の
形
の
上
か
ら
判
断
し
そ
の
傾
向
を
見
た
上
で
、
文
脈

な
ど
を
見
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
右
の
読
点
の
例
を
検
討
し
み
る
と
、
小
稿
の
調
査
に
よ
っ
て
、
か
な
り
明
確
な
形
で
、
中
下
点
（
読
点
）
が
文
中
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
る
と

い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
中
下
点
（
読
点
）
は
、
や
は
り
読
点
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
時
、
右
の
よ
う
な
例
外
と
見
ら
れ
る
用
例
が

見
ら
れ
る
の
は
、
恐
ら
く
右
に
見
た
句
点
と
同
じ
よ
う
に
、
文
中
の
形
に
訓
む
訓
み
方
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
或
い
は
、
こ
の
読
点
の
場
合
は
、
用
例
76

の
よ
う
に
文
意
と
し
て
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
な
例
も
あ
ろ
う
。 
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こ
の
読
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
用
例
80
の
よ
う
に
対
句
の
形
に
な
っ
た
場
合
に
、
そ
の
前
句
が
終
止
形
の
形
で
句
切
り
と
な
り
、
そ
こ
に
読
点
が
打
た
れ
る

よ
う
な
例
が
見
ら
れ
、
文
末
か
文
中
か
と
い
う
判
断
が
難
し
い
場
合
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
『
秘
蔵
』
に
お
い
て
は
、
右
の
よ
う
に
形
の
上
か
ら
調
査
を
行

な
い
、
そ
の
結
果
、
中
下
点
（
読
点
）
が
文
中
に
偏
る
と
い
う
傾
向
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
調
査
結
果
に
よ
っ
て
、
右
の
よ
う
な
例
外
的
な
用
例
に
つ
い

て
も
、
む
し
ろ
演
繹
的
に
、
文
中
と
さ
れ
る
よ
う
な
訓
み
方
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

以
上
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
句
点
・
読
点
の
例
外
と
見
ら
れ
る
例
に
つ
い
て
も
例
外
せ
ず
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
『
秘
蔵
』
に
お
け
る
右
下
点
（
句
点
）

と
中
下
点
（
読
点
）
と
は
、
や
は
り
、
そ
れ
ぞ
れ
句
点
・
読
点
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

こ
の
句
点
と
読
点
に
関
連
し
て
、
こ
の
『
秘
蔵
』
に
お
い
て
は
句
切
り
の
点
の
併
記
例
を
見
て
み
る
と
、
表
13
に
示
し
た
よ
う
に
、
句
点
と
読
点
と
が
併
記
さ
れ

る
例
が
珍
し
く
な
い
。
こ
の
句
点
と
読
点
の
併
記
例
に
つ
い
て
は
、
右
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
恐
ら
く
句
点
（
文
末
）
と
読
点
（
文
中
）
と
を
同
一
訓
の
中
で
生
か

し
た
訓
み
方
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
文
末
と
な
る
訓
み
方
と
、
文
中
と
な
る
訓
み
方
の
複
数
の
訓
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

 

こ
れ
は
、「
文
末
．
．
の
句
切
り
」
と
す
る
か
「
文
中
．
．
の
句
切
り
」
と
す
る
か
に
つ
い
て
、
こ
だ
わ
っ
た
表
れ
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
『
秘
蔵
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
使
用
率
を
調
査
し
て
み
る
と
、
次
の
図
表
28
の
よ
う
に
な
る
。 

 

※
「
句
点
」
三
一
八
例
、
「
読
点
」
二
一
七
例
、
「
返
点
」
九
三
例
。 

        
 

〈図表28〉｢本文部｣における｢句切り
の点｣使用率

返点
15%

読点
35%

句点
50%
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こ
の
よ
う
に
、
こ
の
『
秘
蔵
』
に
お
い
て
は
、
句
点
・
読
点
が
そ
の
使
用
率
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
句
切
り
の
点
の
使
用
率
は
、
先
に
見
た
『
三
蔵
』

や
『
不
動
』
前
部
、『
大
毘
』
に
お
い
て
、
返
点
が
多
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
。『
三
蔵
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
使
用
率
は
、
切
点
二
六
％
、
中

下
点
一
％
、
返
点
七
三
％
（
本
章 

第
一
節 

図
表
９ 

参
照
）
、『
不
動
』
前
部
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
使
用
率
は
、
切
点
一
〇
％
、
中
下
点
三
％
、
返
点
八
七
％
（
同 

第
二
節 

図
表
15 
参
照
）
、
『
大
毘
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
使
用
率
は
、
句
点
七
％
、
不
返
点
二
六
％
、
返
点
六
七
％
（
同 

第
三
節 

図
表
23 

参
照
）
で
あ
る
。 

 

こ
の
『
秘
蔵
』
に
お
い
て
は
、
句
切
り
の
点
と
し
て
、
多
く
句
点
と
読
点
と
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
点
に
よ
っ
て
「
句
読
」
が
示
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
そ
の
時
、
そ
れ
ら
句
点
と
読
点
は
、
返
読
ア
リ
で
あ
っ
て
も
返
読
ナ
シ
で
あ
っ
て
も
同
様
に
単
独
で

．
．
．
用
い
ら
れ
、「
返
読
の
有
無
」
が
示
さ
れ
る
形
に
は

な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
加
点
状
況
か
ら
考
え
る
に
、
こ
の
『
秘
蔵
』
は
、「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
こ
と
よ
り
も
「
句
読
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
資
料
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

以
下
に
は
、
こ
の
『
秘
蔵
』
の
割
注
に
お
け
る
句
切
り
の
点
を
見
て
み
た
い
と
思
う
。 

 

こ
の
割
注
に
お
け
る
句
切
り
の
点
は
、
用
例
数
が
少
な
い
の
で
明
言
は
で
き
な
い
が
、
以
上
に
見
た
本
文
部
と
同
様
の
傾
向
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
用
例
は
挙
げ
ず
、
そ
の
加
点
傾
向
の
み
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
加
点
傾
向
の
調
査
結
果
を
表
14
、
図
表
29
と
し
て
示
す
。 

 

▽
割
注 

〈
表
14
〉 

【
句
点
】
（
全
二
六
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 

三
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 

八
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 

二
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 

〇
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

一
二
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 

一
例 
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【
読
点
】
（
全
五
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

一
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

〇
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

四
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

〇
例 

 【
返
点
】
（
全
九
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

一
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 
〇
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

四
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

〇
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

四
例 

 
          

〈図表29〉｢割注｣における
｢句切りの点｣調査結果

0%

20%

40%

60%

80%

100%

文末・返読アリ 1 1 3

文末・返読ナシ 0 0 8

文中・返読アリ 4 4 2

文中・返読ナシ 0 0 0

返点 読点 句点
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左
下
点
（
返
点
）
は
、
文
末
・
文
中
を
問
わ
ず
返
読
ア
リ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
返
点
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

 

右
下
点
（
句
点
）
に
つ
い
て
は
、
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
を
問
わ
ず
文
末
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
て
、
句
点
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
文
中
に
二

例
、
例
外
的
な
用
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
、
右
に
見
た
本
文
部
と
同
様
の
も
の
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

中
下
点
（
読
点
）
は
、
返
読
ア
リ
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
て
お
り
返
点
で
あ
る
か
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、
本
文
部
と
の
対
応
か
ら
考
え
て
も
こ
れ
を
返
点
と

す
る
よ
り
は
、
用
例
数
が
少
な
い
た
め
に
、
文
中
・
返
読
ナ
シ
の
用
例
が
そ
ろ
わ
な
か
っ
た
と
見
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
や
は
り
、
こ
の
中
下
点
（
読

点
）
は
、
文
中
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
て
、
本
文
部
と
同
様
に
読
点
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

こ
の
割
注
に
つ
い
て
は
、
用
例
数
が
少
な
い
た
め
断
言
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
文
部
と
同
じ
も
の
と
見
て
矛
盾
す
る
よ
う
な
傾
向
は
見
ら
れ

な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
割
注
の
所
だ
け
異
な
っ
た
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
る
よ
り
も
、
同
様
の
も
の
で
あ
る
と
見
て
お
く
方
が
よ

い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

  

四
、
ま
と
め 

 
 

小
稿 

第
三
章 

第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
訓
点
資
料
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
句
切
り
の
点
は
併
記
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
先
に
見
た
『
三

蔵
』
や
『
不
動
』
前
部
、『
大
毘
』
の
よ
う
に
、
返
点
を
多
く
用
い
れ
ば
切
点
や
句
点
な
ど
が
返
読
ナ
シ
に
偏
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
反
対
に
、
本
節
で
見
た
『
秘

蔵
』
の
よ
う
に
、
句
点
・
読
点
を
多
く
用
い
れ
ば
返
点
の
使
用
が
制
限
さ
れ
て
し
ま
う
。 

 

こ
の
『
秘
蔵
』
の
よ
う
に
、
句
点
・
読
点
が
多
く
用
い
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
句
点
・
読
点
は
、
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
を
問
わ
ず
に
施
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ

で
は
「
返
読
の
有
無
」
が
示
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
し
「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
の
で
あ
れ
ば
、
返
点
を
併
記
す
る
か
、「
一
二
点
」
や
「
雁
点
（
レ
点
）」
な
ど

の
他
の
返
点
を
施
す
必
要
が
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
こ
の
『
秘
蔵
』
に
お
い
て
句
点
・
読
点
が
多
く
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
『
秘
蔵
』
が
、
句
切
り
の
点
に
よ
っ
て
「
句
読
」
を
示

す
形
を
取
っ
て
い
る
資
料
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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こ
の
点
に
お
い
て
、
先
の
『
三
蔵
』
や
『
不
動
』
前
部
、『
大
毘
』
の
よ
う
な
資
料
を
、
句
切
り
の
点
に
よ
っ
て
「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
資

料
と
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
『
秘
蔵
』
は
、
句
切
り
の
点
に
よ
っ
て
「
句
読
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
資
料
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

  

考
え
て
み
る
に
、
も
し
仮
に
こ
の
『
秘
蔵
』
の
よ
う
に
句
切
り
の
点
に
よ
っ
て
「
句
読
」
を
示
す
と
い
う
形
式
が
徹
底
さ
れ
て
い
っ
た
と
す
る
と
、
返
点
と
い
う
句

切
り
の
点
は
併
記
と
い
う
形
で
用
い
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
は
そ
の
使
用
範
囲
は
一
層
制
限
さ
れ
、
最
終
的
に
は
全
く
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
後
世
、「
句
切
り
の
点
」
に
よ
っ
て
「
句
読
」
を
示
し
、「
一
二
点
」
や
「
雁
点
（
レ
点
）
」
な
ど
の
他
の
返
点
に
よ
っ
て
「
返
読
の
有
無
」
を
示
す

と
い
う
よ
う
な
住
み
分
け
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
符
合
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。 

小
林
芳
規
氏
（
一
九
七
四
）
に
よ
る
と
、
こ
の
返
点
（
星
点
の
返
点
）
は
、
ヲ
コ
ト
点
と
運
命
を
共
に
し
、
ヲ
コ
ト
点
の
一
般
に
衰
滅
す
る
鎌
倉
時
代
以
降
は
次
第

に
用
い
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
或
い
は
、
こ
の
『
秘
蔵
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
句
切
り
の
点
に
よ
っ
て
「
句
読
」
を
示
す
と
い
う
形
式
が
一
般
的
に

な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
調
査
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

   

第
二
項 

高
野
山
西
南
院
蔵
『
北
斗
七
星
護
摩
秘
要
儀
軌
』
院
政
期
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 

一
、
は
じ
め
に 

  

本
項
に
お
い
て
は
、
本
節 

第
一
項
の
『
秘
蔵
』
と
同
様
の
傾
向
に
あ
る
資
料
の
例
と
し
て
、
高
野
山
西
南
院
蔵
『
北
斗
七
星
護
摩
秘
要
儀
軌
』
院
政
期
点
（
以
下
、

『
北
斗
』
と
略
す
）
を
取
り
上
げ
る
。 

  

二
、
資
料
に
つ
い
て 

 



 164 

 
西
崎
亨
（
一
九
九
五
）
に
よ
る
と
、
こ
の
『
北
斗
』
は
、
粘
葉
装
本
で
各
紙
七
行
の
五
丁
よ
り
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 
奥
書
・
識
語
は
な
い
が
、
西
崎
氏
は
、
院
政
期
頃
の
書
写
・
加
点
に
な
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

所
用
ヲ
コ
ト
点
は
、
第
五
群
点
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
築
島
裕
氏
（
一
九
八
六
）
が
「
浄
光
房
点
ト
円
堂
点
ト
ノ
混
用
カ
」
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

西
崎
氏
に
よ
る
と
、
ヲ
コ
ト
点
図
は
、
次
の
よ
う
に
帰
納
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

〈
図
43
〉
ヲ
コ
ト
点
図 

 
 

  

西
崎
氏
の
ヲ
コ
ト
点
図
（
図
43
）
に
よ
る
と
、
句
切
り
の
点
は
、
右
か
ら
順
に
「
句
」「
切
」「
返
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
西
崎
氏
は
、
本
章 

第

三
節 

第
一
項
に
見
た
『
大
毘
』
の
ヲ
コ
ト
点
図
に
お
い
て
、
右
か
ら
句
点
・
不
返
点
・
返
点
と
見
ら
れ
る
句
切
り
の
点
を
そ
れ
ぞ
れ
「
切
」「
句
」「
返
」
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
特
に
「
句
」「
切
」
に
つ
い
て
は
、
小
稿
で
言
う
と
こ
ろ
の
句
点
・
切
点
を
表
し
て
い
る
と
は
一
概
に
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
う
。 

 

た
だ
し
、
西
崎
氏
の
同
書
の
訓
読
文
で
は
、
右
の
図
43
の
「
句
」
を
「
。
」
、「
切
」
を
「
、
」
で
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
西
崎
氏
は
、
恐
ら
く
、 

 

〈
図
44
〉 

 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 

・
読
点 

 
 
 
 
 
 

・
返
点 

 

と
見
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

 

小
稿
の
調
査
で
も
、
右
と
同
様
の
結
論
が
得
ら
れ
た
の
で
、
以
下
、
句
切
り
の
点
の
名
称
は
、
こ
の
図
44
に
よ
る
こ
と
に
す
る
。 
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な
お
、
本
項
の
調
査
資
料
と
し
て
は
、
西
崎
氏
（
一
九
九
五
）
『

高
野
山 

西
南
院
蔵

訓
点
資
料
の
研
究
』
の
影
印
を
用
い
、
訓
読
文
も
同
書
に
よ
っ
た
。 

  

三
、
句
切
り
の
点
の
使
用
状
況 

  

以
下
に
、
句
切
り
の
点
の
用
例
を
挙
げ
、
そ
の
加
点
傾
向
の
調
査
結
果
を
表
15
、
図
表
30
と
し
て
示
し
た
。 

 

〈
用
例
〉 

【
句
点
】 

〔
83
〕

（
一
オ
五
）（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
靜
室
中
に
於シ(

テ)

▲ 

一
水
壇
を
作ツ

ク

レ
。 

〔
84
〕

（
一
ウ
二
）（
文
末
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
食
は
謂(

ハ)

ク
、
飯
‐
脳
菓
‐
餅
蘓
蜜
等
ナ
リ
。 

〔
85
〕

（
五
オ
一
）（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
異
‐
恠
ヲ

(

セ)

不
シ
て
。
疫
病
死
‐
亡ハ

ウ

境
の
内
に
起
ラ
不シ

。 

〔
86
〕

（
一
オ
五
）（
文
中
・
返
読
ナ
シ
） 
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〈
訓
読
文
〉
或(

ハ)

圓(

ニ
テ)

或(

ハ)

方
に
て
。
各
一
肘(

ニ)

足
セ
。 

 

【
読
点
】 

〔
87
〕

（
二
オ
一
）（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
今
曼
荼
羅
ヲ
作
ル
、 

〔
88
〕

（
二
オ
二
）（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
此(

ノ)

處
ニ
降
臨(
シ)
テ
、
護
摩
ヲ
納
受(

シ)

テ
、
擁
護(

シ)

テ 

〔
89
〕

（
二
オ
七
）（
文
中
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
次(

ニ)

一
字
頂
輪
王
真
言
、
并(
セ
テ)

召
北
斗
七
星
真
言
を
誦
せ
よ
。 

〔
90
〕

（
三
ウ
四
）（
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
謂(

ハ
ク)

、
北
斗
七
星
と
者は

日
月
の
五
星(

ノ)
〔
之
〕
精セ

イ

也
。 

 

【
返
点
】 

〔
91
〕

（
三
オ
七
）（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
之
を
擲(

シ
テ)

▲

〔
於
〕
爐
の
内
に
▲ 

火
に
之
を
焼
ケ
。 
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〈
表
15
〉
調
査
結
果 

◎｢
本
文｣ 

【
句
点
】
（
全
三
八
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 

二
四
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

七
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

一
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

一
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

三
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

一
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ
（
返
点
併
記
） 

 

一
例
（
返
点
と
重
複
） 

 

【
読
点
】
（
全
三
三
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

三
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

九
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 
 
 
 
 
 
 

一
七
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

一
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

三
例 

 

【
返
点
】
（
全
一
八
例
） 

文
末 
 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

八
例 
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Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

九
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ
（
句
点
併
記
） 

 

一
例
（
句
点
と
重
複
） 

 

◎
陀
羅
尼 

【
読
点
】 

九
例 

   

左
の
図
表
30
は
、
右
の
表
15
の
う
ち
、
陀
羅
尼
の
用
例
と
、「

（
Ｃ
）
文
末
文
中
不
明
」
な
ど
の
よ
う
に
、
訓
み
方
の
明
ら
か
で
な
い
用
例
を
除
き
、
本
文
部
に

お
け
る
句
切
り
の
点
の
用
例
数
の
偏
り
を
グ
ラ
フ
に
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

〈図表30〉｢本文部｣における
｢句切りの点｣調査結果

0%

20%

40%

60%

80%

100%

文末・返読アリ 0 3 24

文末・返読ナシ 0 0 7

文中・返読アリ 8 9 1

文中・返読ナシ 0 17 1

返点 読点 句点
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右
の
図
表
30
に
示
し
た
よ
う
に
、
右
下
点
（
句
点
）
が
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
を
問
わ
ず
に
文
末
に
偏
り

．
．
．
．
．
、
中
下
点
（
読
点
）
が
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
を
問
わ

ず
に
文
中
に
偏
る

．
．
．
．
．
と
い
う
相
補
的
な
偏
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
右
下
点
を
句
点
、
中
下
点
を
読
点
と
見
て
よ
い
で
は
な
い
か
と
思
う
。
文
中
に
打
た
れ
た

句
点
二
例
と
文
末
に
打
た
れ
た
読
点
三
例
と
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
例
に
つ
い
て
は
、
本
節 

第
一
項
の
『
秘
蔵
』
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
句
点
が

施
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
文
中
と
な
る
よ
う
な
別
訓
が
存
す
る
な
ど
、
文
末
・
文
中
の
形
と
な
る
両
訓
が
併
記
さ
れ
て
い
る
と
見
て
、
例
外
と
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
勿
論
、
誤
点
や
汚
れ
な
ど
の
可
能
性
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。 

  

左
下
点
（
返
点
）
は
、
文
中
に
し
か
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
が
読
点
で
あ
る
可
能
性
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
小
林
芳
規
氏
（
一
九
七
四
）
に
よ
る
と
、

星
点
の
返
点
の
加
点
位
置
は
、
漢
字
の
左
下
が
普
通
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
や
は
り
返
点
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
文
中
に
偏
っ
て
い
る
の
は
、

用
例
数
が
少
な
い
た
め
に
文
末
の
用
例
が
出
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
後
の
本
章 

第
五
節
で
取
り
上
げ
る
高
野
山
西
南
院
蔵
『
聖
燄
漫

徳
迦
威
怒
王
立
成
大
神
驗
念
誦
法
』
承
暦
点
、
高
山
寺
蔵
『
十
二
天
法
』
平
安
後
期
点
に
も
見
ら
れ
る
。 

 

先
の
『
三
蔵
』（
本
章 

第
一
節
）
に
お
い
て
、
文
末
・
文
中
を
問
わ
ず
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
切
点
が
文
末
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
も
し
そ
の

傾
向
が
、
当
時
の
加
点
者
が
文
末
の

．
．
．
句
切
り
を
示
す
こ
と
に
特
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
な
ら
ば
、
右
の
『
北
斗
』
に
お
け
る
傾
向
は
、
こ
の
『
北

斗
』
が
「
句
読
」
を
示
す
句
切
り
の
点
を
施
す
中
で
、
特
に
文
末
を
示
す
こ
と
を
徹
底
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ

た
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
文
末
の
場
合
に
、
「
返
読
の
有
無
」
（
返
点
）
を
示
す
こ
と
よ
り
も

「
句
読
」
（
句
点
）
を
示
す
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
句
切
り
の
点
が
打
た
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

本
項
で
取
り
上
げ
た
『
北
斗
』
は
、
句
点
・
読
点
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
右
の
よ
う
な
返
点
の
偏
り
を

鑑
み
て
も
、
や
は
り
「
句
読
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
資
料
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
句
切
り
の
点
の
用
例
数
を
見
て
も
、
下
の
図
表
31
に
示
す
よ
う
に
、
返
点
よ
り
も
句
点
・
読
点
が
多
く

用
い
ら
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※
「
句
点
」
三
八
例
、「
読
点
」
三
三
例
、
「
返
点
」
一
八
例
。 

〈図表31〉｢本文部｣における｢句切り
の点｣使用率

返点
20%

読点
37%

句点
43%
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四
、
ま
と
め 

  

句
切
り
の
点
が
併
記
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、「
句
読
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
、
句
点
・
読
点
が
多
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

返
点
の
使
用
範
囲
は
せ
ば
ま
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
『
北
斗
』
に
お
け
る
返
点
が
文
中
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
―
用
例
数
が

少
な
い
た
め
注
意
が
必
要
で
あ
る
が
―
「
句
読
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
文
末
が
徹
底
し
て
示
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。 

 

も
し
こ
の
偏
り
が
、
返
点
が
句
点
・
読
点
の
影
響
を
受
け
た
結
果
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
に
句
点
・
読
点
と
影
響
関
係
に
あ
る
返
点
も
、
や
は
り
小
稿
で
述
べ

る
よ
う
に
、
句
切
り
の
点
と
し
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

ま
た
、
句
点
・
読
点
な
ど
の
「
句
読
」
を
示
す
句
切
り
の
点
と
、
返
点
・
不
返
点
な
ど
の
「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
句
切
り
の
点
の
関
係
を
見
て
い
く
際
に
は
、
こ

の
『
北
斗
』
に
お
け
る
返
点
の
よ
う
に
偏
っ
た
用
い
ら
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
例
な
ど
に
つ
い
て
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

   

第
五
節 

高
野
山
西
南
院
蔵
『
聖
燄
漫
徳
迦
威
怒
王
立
成
大
神
驗
念
誦
法
』
承
暦
点
、
高
山
寺
蔵
『
十
二
天
法
』
平
安
後
期
点
に
お
け
る
句
切

り
の
点 

 
 
 
 
 
 
 

―
文
末
を
示
す
こ
と
に
重
き
の
あ
る
資
料
― 

  

第
一
項 

高
野
山
西
南
院
蔵
『
聖
燄
漫
徳
迦
威
怒
王
立
成
大
神
驗
念
誦
法
』
承
暦
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 

一
、
は
じ
め
に 

  

本
項
に
お
い
て
は
、
高
野
山
西
南
院
蔵
『
聖
燄
漫
徳
迦
威
怒
王
立
成
大
神
驗
念
誦
法
』
承
暦
点
（
以
下
、
『
聖
燄
』
と
略
す
）
を
取
り
上
げ
た
い
。 

 

こ
の
『
聖
燄
』
に
お
け
る
中
下
点
は
、
返
読
ナ
シ
に
偏
り
、
ま
た
更
に
文
中
に
偏
る
と
い
う
、
不
返
点
と
も
読
点
と
も
取
れ
る
よ
う
な
傾
向
を
見
せ
て
い
る
。
ま
た
、

左
下
点
も
返
読
ア
リ
に
偏
る
と
い
う
返
点
と
し
て
の
傾
向
を
見
せ
な
が
ら
文
中
に
偏
る
と
い
う
読
点
で
あ
る
か
の
よ
う
な
傾
向
も
見
せ
て
い
る
。 
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本
項
で
は
、
こ
の
『
聖
燄
』
の
句
切
り
の
点
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
示
す
と
と
も
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
も
考
察
し
た
い
と
思
う
。 

  

二
、
資
料
に
つ
い
て 

  

西
崎
亨
氏
（
一
九
九
五
）
に
よ
る
と
、
こ
の
『
聖
燄
』
は
、
本
文
一
九
丁
の
粘
葉
装
の
細
長
本
で
各
紙
四
行
よ
り
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

巻
末
（
一
九
丁
オ
）
に
墨
書
で
、 

 
 

承
暦
三
年
十
一
月
十
四
日
真
慈
悲
寺

之天

受
讀
了 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

増
長
嚴 

と
あ
り
、
承
暦
三
年
（
一
〇
七
九
年
）
の
加
点
と
見
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
書
写
年
代
に
つ
い
て
は
識
語
が
な
い
の
で
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
築
島
裕
氏
（
一
九
八
六
）

は
、
平
安
時
代
後
期
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

西
崎
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
『
聖
燄
』
の
訓
点
は
、
全
巻
に
わ
た
っ
て
白
点
に
よ
っ
て
施
さ
れ
て
お
り
、
朱
点
・
墨
点
が
ご
く
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。 

 

所
用
ヲ
コ
ト
点
は
、
第
五
群
点
に
属
す
る
も
の
で
、
西
崎
氏
は
、
次
の
よ
う
に
帰
納
さ
れ
て
い
る
。 

 

〈
図
45
〉
ヲ
コ
ト
点
図 

《
白
点
》 
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《
朱
点
》 

 
 

 

《
墨
点
》 

 
 

  

こ
の
西
崎
氏
の
ヲ
コ
ト
点
図
（
図
45
）
に
よ
る
と
、
白
点
・
朱
点
に
の
み
句
切
り
の
点
が
見
ら
れ
、
墨
点
に
は
句
切
り
の
点
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
白
点
・
朱
点
と
も
、
右
か
ら
「
句
」「
切
」「
返
」
と
い
う
形
で
同
様
の
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

西
崎
氏
が
同
書
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
訓
読
文
に
よ
る
と
、
右
下
点
（
句
）
を
「
。
」、
中
下
点
（
切
）
を
「
、
」
と
い
う
形
で
訓
読
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
恐

ら
く
、
西
崎
氏
は
、 
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〈
図
46
〉 

 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 

・
読
点 

 
 
 
 
 
 

・
返
点 

 

と
見
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、「
切
」
と
い
う
名
称
を
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
て
お
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
。 

 

小
稿
の
調
査
に
よ
る
と
、
特
に
中
下
点
に
つ
い
て
そ
の
加
点
傾
向
を
ど
の
よ
う
に
読
み
解
く
べ
き
か
が
難
し
く
、
確
定
的
な
結
論
が
出
し
に
く
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ

で
は
断
定
せ
ず
に
、
左
の
よ
う
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。 

 

〈
図
47
〉 

 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 

・
中
下
点 

 
 
 
 
 
 

・
返
点 

  

以
下
、
句
切
り
の
点
の
名
称
は
、
こ
の
図
47
に
よ
る
。 

 

な
お
、
本
節
で
は
、
調
査
資
料
と
し
て
、
西
崎
氏
（
一
九
九
五
）
『

高
野
山 

西
南
院
蔵

訓
点
資
料
の
研
究
』
の
影
印
を
用
い
、
訓
読
文
も
同
書
に
よ
っ
た
。 

  

三
、
句
切
り
の
点
の
使
用
状
況 

  

こ
こ
で
は
、
こ
の
『
聖
燄
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
が
ど
の
よ
う
な
句
切
り
を
示
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
み
た
い
と
思
う
。 

  

ま
ず
、
『
聖
燄
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
用
例
を
挙
げ
、
そ
の
加
点
傾
向
を
表
16
、
図
表
32
と
し
て
示
す
。 
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た
だ
し
、
こ
の
『
聖
燄
』
の
句
切
り
の
点
は
、
右
に
見
た
よ
う
に
白
点
と
朱
点
と
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
分
け
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
陀
羅
尼
が
存

す
る
の
で
、
そ
の
部
分
は
別
に
し
て
検
討
を
行
な
っ
た
。 

 

《
白
点
》 

〈
用
例
〉 

◎
本
文
部 

【
句
点
】 

〔
92
〕

（
五
ウ
三
）（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

〈
訓
読
文
〉
真
言
の
句
の
中
に
彼
の
人
の
名
を
安オ

ケ
。 

〔
93
〕

（
二
オ
一
）（
文
末
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
其
の
身
，
長
大
に
て
［｢

に
て｣

］
无
量
由
旬
な
り
。 

 

〔
94
〕

（
一
八
ウ
三
）
（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
念
誦
，
畢
へ
已
て
當
に
道
塲
を
出
て
。 

〔
95
〕

（
二
オ
二
）（
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
四
方
を
顧
視
す
る
こ
と
▲ 

師
子
の
奮
迅
す
る
に
如(

タ
リ)

。 
 

〔
96
〕

（
一
一
オ
二
）
（
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
即(

チ)

成(

ル)

。 
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〔
97
〕

（
四
オ
一
）（
白
点
句
点
・
朱
点
句
点
併
記
・
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
恐
怖(

シ)

て

安

『
や
』
（
ス
）

か(

ラ)

不し

。［｢

。｣

］ 

〔
98
〕

（
八
オ
一
）（
白
点
句
点
・
朱
点
中
下
点
併
記
・
文
末
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
鳥
の
翅

ツ
ハ
サ

一
百
八
枚
を
取
て
▲ 

芥
子
の
油
に

(

メ)

て
▲ 

三
角
の
爐
の
中
に
〔
於
〕
焼
ケ
。[

『
，』]

 

【
中
下
点
】 

〔
99
〕

（
一
〇
オ
三
）
（
文
中
・
返
読
ナ
シ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
其
の
家
，
国
界
に
災
，
起(

キ)

て
，
疫
病
し
旱カ

ム

澇

ラ
ウ[

『
ラ
』
（
ウ
）](

セ)

む
。 

 

〔
100
〕

（
六
オ
二
）（
文
中
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
一
月
を
満(

シ)

て
▲ 

已
な
は
設
覩
嚧
，
即(

チ)

，
坐
臥(
シ)
，
安(

カ)

不(

シ)

て
▲ 

遠
く
，
走
て
〔
而
〕
去(

ラ)

む
。 

 

〔
101
〕

（
四
オ
二
）（
文
中
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
時
に
〔
尓
〕
威
徳
王
，
佛(

ニ)

白(

シ
テ)

言(

ク)

， 
 

【
返
点
】 

〔
102
〕

（
五
オ
二
）（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 
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〈
訓
読
文
〉
畫
き
了
て

(

ノ)

印
を
結
て
▲ 

彼
の
心
の
上
を
按
シ
て
▲ 

真
言
を
誦(

シ)

て
▲ 

加
持(

セ)

よ
。 

〔
103
〕

（
四
オ
三
）（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
此
の
真
言
を
聞
て
▲ 

教
法
に
随
順
せ
不
る
▲ 

者
，
尚(

ホ)

能(

ク)

，
銷け

融

｢

ユ
ウ｣

[

㊧
ユ
ウ](

ス)

と
。 

 

〔
104
〕

（
七
オ
二
）（
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
二
の
橛
を
以(
テ)
▲ 

左
右
の
二
の
肩
に
釘
て
。 

〔
105
〕

（
三
ウ
四
）（
白
点
返
点
・
朱
点
返
点
併
記
・
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
世
間
に
〔
於
〕
障
を
作
れ
る
▲ 
者
の[

ノ]

所
居
の
宮
殿
，
皆
，
大(

キ)

に
震
動(

ス)

と
。 

 

◎
陀
羅
尼 

【
中
下
点
】 

〔
106
〕

（
二
オ
三
） 

  

〈
表
16
〉
調
査
結
果 

◎
本
文
部 

【
句
点
】
（
全
一
五
四
例
） 

文
末 
 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
九
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
一
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
例 
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Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
〇
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
例 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
朱
点
句
点
併
記
） 

 
 

一
例
（
朱
点
句
点
と
重
複
） 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ
（
朱
点
中
下
点
併
記
） 

 

一
例
（
朱
点
中
下
点
と
重
複
） 

 

【
中
下
点
】
（
全
一
五
〇
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
三
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

六
七
例 

 

【
返
点
】
（
全
一
三
八
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 

一
二
三
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
四
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
朱
点
返
点
併
記
） 

 
 

一
例
（
朱
点
返
点
と
重
複
） 

 

◎
陀
羅
尼 

【
中
下
点
】 

一
二
二
例
（
＋
補
入
一
例
） 
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左
の
図
表
32
は
、
右
の
表
16
の
う
ち
、
陀
羅
尼
の
用
例
と
、「

（
Ｃ
）
文
末
文
中
不
明
」
な
ど
の
よ
う
に
訓
み
方
が
明
ら
か
で
な
い
用
例
と
を
除
き
、
本
文
部
に

お
け
る
句
切
り
の
点
の
用
例
数
の
偏
り
を
グ
ラ
フ
に
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

〈図表32〉｢白点｣における
｢句切りの点｣調査結果

0%

20%

40%

60%

80%

100%

文末・返読アリ 0 0 90

文末・返読ナシ 0 0 42

文中・返読アリ 124 0 1

文中・返読ナシ 0 83 0

返点 中下点 句点

 

 

※
た
だ
し
、
以
下
の
よ
う
に
併
記
例
を
含
む
（
表
16 

参
照
）
。 

 
 

「
句
点
」「
文
末
・
返
読
ア
リ
」
九
〇
例
…
「
朱
点
」
「
句
点
」
一
例
。 

 
 

「
句
点
」「
文
末
・
返
読
ナ
シ
」
四
二
例
…
「
朱
点
」
「
中
下
点
」
一
例
。 

 
 

「
返
点
」「
文
中
・
返
読
ア
リ
」
九
〇
例
…
「
朱
点
」
「
返
点
」
一
例
。 

 

〈
表
17
〉 

文
末
・
返
読
ア
リ 

… 

句
点
単
独
。 
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文
末
・
返
読
ナ
シ 

… 

句
点
単
独
。 

文
中
・
返
読
ア
リ 

… 

返
点
単
独
。
（
或
い
は
、
句
点
単
独
？
） 

文
中
・
返
読
ナ
シ 

… 

中
下
点
単
独
。 

  

右
の
図
表
32
に
示
し
た
よ
う
に
、
右
下
点
（
句
点
）
は
、
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
を
問
わ
ず
文
末
に
用
い
ら
れ
て
い
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
の
で
、
句
点
と
見
て
問
題
は
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
用
例
数
も
多
く
ほ
ぼ
確
実
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
（
こ
の
句
点
の
文
中
・
返
読
ア
リ
の
一
例
に
つ
い
て
は
、
誤

点
や
汚
れ
な
ど
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
）。 

 

返
点
に
つ
い
て
も
、
小
林
芳
規
氏
（
一
九
七
四
）
に
よ
る
と
、
訓
点
資
料
に
お
い
て
返
点
は
漢
字
の
左
下
に
配
置
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
、
右
の
図
表
32
で
も
返
読
ア
リ
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
恐
ら
く
返
点
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
た
だ
、
こ
れ
が
文
中
に
の
み
用
い
ら
れ
、
文
末
に
用
い
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
に
問
題
は
あ
る
。 

 

中
下
点
に
つ
い
て
は
、
文
中
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
句
点
と
対
す
る
所
の
読
点
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
時
、
対
す
る
句

点
が
、
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
を
問
わ
ず
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
比
べ
る
と
、
当
該
の
中
下
点
が
、
返
読
ナ
シ
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
不
審
で
あ
る
。

も
し
こ
の
中
下
点
が
文
中
を
示
す
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
先
の
『
秘
蔵
』
『
北
斗
』
（
本
章 

第
四
節
）
に
お
け
る
読
点
の
よ
う
に
返
読
ア
リ
に
も
用
い
ら
れ
て
い
て
も

よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
中
下
点
は
、
積
極
的
に
「
文
中
．
．
の
句
切
り
」
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
句
点
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
の
で
き
な
い
句
切
り

に
用
い
ら
れ
た
た
め
に
、
結
果
的
に
文
中
に
偏
っ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

そ
の
よ
う
に
、
も
し
中
下
点
が
読
点
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
中
下
点
が
返
読
ナ
シ
に
偏
る
傾
向
が
改
め
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
先
の
『
大
毘
』

に
お
け
る
不
返
点
に
類
似
し
た
傾
向
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
の
『
大
毘
』
の
不
返
点
は
、
文
末
・
文
中
を
問
わ
ず
に
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
中
下
点

は
、
文
中
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
点
に
お
い
て
不
審
で
あ
る
。
も
し
不
返
点
で
あ
る
な
ら
ば
、
文
末
の
返
読
ナ
シ
を
示
す
の
に
も
用
い
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
の
よ
う
に
見
る
と
、
こ
の
傾
向
に
つ
い
て
も
、
当
該
の
中
下
点
が
、
返
点
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
句
切
り
に
用
い
ら
れ
た
た
め
に
、
結
果
的
に
返

読
ナ
シ
に
偏
っ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

  

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
こ
の
『
聖
燄
』
に
お
け
る
中
下
点
は
、
読
点
と
し
て
も
返
点
が
用
い
ら
れ
る
返
読
ア
リ
の
部
分
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
そ
の
「
文
中
の
句

切
り
」
を
示
す
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
不
返
点
と
し
て
も
句
点
が
用
い
ら
れ
る
文
末
の
部
分
に
踏
み
込
ん
で
そ
の
「
返
読
の
な
い
句
切
り
」
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
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い
と
い
う
よ
う
な
、
読
点
と
し
て
も
不
返
点
と
し
て
も
不
完
全
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

  

筆
者
が
思
う
に
、
こ
の
中
下
点
に
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
『
聖
燄
』
と
い
う
資
料
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
句
切
り
を
示
す
こ
と

に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
関
わ
る
問
題
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

小
稿 

第
三
章 
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
句
切
り
の
点
は
基
本
的
に
併
記
さ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
例
え
ば
、
文
末
・
返
読
ア
リ
と
い
う
箇
所
で
は
、
―
併

記
が
な
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
―
句
点
と
返
点
の
ど
ち
ら
を
施
す
か
と
い
う
よ
う
な
選
択
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

  

こ
れ
を
踏
ま
え
て
傾
向
を
見
る
に
、
最
も
制
限
を
受
け
ず
に
自
由
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
句
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
句
点
は
、
返
読
ア
リ
の
箇
所
で
あ
っ
て
も
返
点

に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
ず
に
―
或
い
は
、
制
限
を
受
け
ず
に
―
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
中
下
点
に
よ
っ
て
も
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な

い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
『
聖
燄
』
に
お
い
て
最
も
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、「
文
末
を
示
す
こ
と
」
で
あ
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の

こ
と
は
、『
三
蔵
』
に
お
い
て
切
点
が
文
末
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、『
大
毘
』
に
お
い
て
読
点
が
存
せ
ず
句
点
の
み
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
通

じ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。 

 

そ
し
て
、
こ
の
句
点
に
次
ぐ
の
が
返
点
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
返
点
は
、
文
末
に
お
い
て
は
句
点
に
そ
の
句
切
り
の
点
と
し
て
の
座
を
譲
っ
て
い
る
も
の
の
、
文

中
に
お
い
て
は
、「
返
読
の
あ
る
こ
と
を
示
す
」
と
い
う
返
点
の
機
能
を
充
分
に
発
揮
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。 

 

最
後
に
、
句
切
り
の
点
と
し
て
最
も
低
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
中
下
点
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
中
下
点
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
句
点
の
用
い
ら
れ
る
文
末

と
、
返
点
の
用
い
ら
れ
る
返
読
ア
リ
と
を
避
け
た
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
或
い
は
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
読
点
と
し
て
も
不
返

点
と
し
て
も
不
完
全
で
あ
る
か
の
よ
う
な
加
点
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

  

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
中
下
点
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。 

 

(1)
「
中
下
点
」
が
「
読
点
」
で
あ
る
可
能
性
。 

 
 

ま
ず
、
一
つ
め
は
、
中
下
点
が
読
点
で
あ
る
可
能
性
で
あ
る
。 

こ
の
時
、
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
中
下
点
が
返
読
ナ
シ
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
に
見
た
『
三
蔵
』
や
『
不
動
』
前
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部
、
そ
し
て
『
大
毘
』
に
お
け
る
加
点
傾
向
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
は
説
明
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。 

先
に
見
た
『
三
蔵
』、『
不
動
』
前
部
に
お
い
て
は
、
文
末
．
．
・
返
読
ア
リ
の
場
合
に
は
返
点
と
と
も
に
切
点
を
併
記
す
る
の
に
対
し
、
文
中
．
．
・
返
読
ア
リ
に
お
い
て

は
返
点
の
み
で
済
ま
せ
て
い
た
。
そ
し
て
、
『
大
毘
』
に
お
い
て
は
文
末
を
示
す
句
点
の
み
存
し
、
文
中
を
示
す
読
点
が
存
し
て
い
な
か
っ
た
。 

こ
れ
ら
の
点
か
ら
考
え
る
に
、
訓
点
資
料
に
お
い
て
は
、「
文
末
．
．
の
句
切
り
を
示
す
こ
と
」
ほ
ど
に
は
「
文
中
．
．
の
句
切
り
を
示
す
こ
と
」
に
積
極
的
で
は
な
い
可

能
性
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
文
中
で
は
そ
の
「
文
中
．
．
の
句
切
り
を
示
す
こ
と
（
切
点
・
読
点
）
」
よ
り
も
「
返
読
の
有
無
を
示
す
こ
と
（
返
点
）」
が

優
先
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
こ
の
『
聖
燄
』
に
お
い
て
、
そ
の
中
下
点
が
仮
に
読
点
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
文
中
・
返
読
ア
リ

．
．
．
．
の
場
合
に
返
点
に

そ
の
座
を
譲
っ
た
形
で
―
即
ち
、
文
中
・
返
読
ナ
シ

．
．
．
．
に
偏
っ
た
形
で
―
用
い
ら
れ
た
可
能
性
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

或
い
は
、
可
能
性
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
に
「
文
中
．
．
の
句
切
り
を
示
す
こ
と
」
よ
り
も
「
返
読
の
有
無
を
示
す
こ
と
」
の
方
に
関
心
の
向
く
文
中
に
お
い
て
の
み

「
返
読
の
有
無
」
を
書
き
分
け
、 

 

〈
図
48
〉 

 
 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 
 

・
読
点
・
不
返
点 

 
 
 
 
 
 
 

・
読
点
・
返
点 

 

と
い
う
書
き
分
け
を
積
極
的
に
行
な
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

(2)
「
中
下
点
」
が
「
不
返
点
」
で
あ
る
可
能
性
。 

 
 

二
つ
め
は
、
中
下
点
が
不
返
点
で
あ
る
可
能
性
で
あ
る
。 

 
 

こ
の
時
、
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
不
返
点
が
文
中
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
見
、
大
き
な
問
題
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、

先
に
見
た
『
大
毘
』
の
傾
向
と
比
較
し
て
み
る
と
、 
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〈
表
18
〉
『
聖
燄
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

文
末
・
返
読
ア
リ 

… 

句
点
単
独
。 

文
末
・
返
読
ナ
シ 

… 

句
点
単
独
。 

文
中
・
返
読
ア
リ 

… 

返
点
単
独
。 

文
中
・
返
読
ナ
シ 

… 

不
返
点
※

単
独
。 

 
 

※
今
、
仮
に
「
中
下
点
」
を
「
不
返
点
」
と
見
る
。 

 

〈
表
19
〉
『
大
毘
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

文
末
・
返
読
ア
リ 

… 
句
点
・
返
点
併
記
。
或
い
は
、
返
点
単
独
。 

文
末
・
返
読
ナ
シ 

… 

句
点
単
独
。
或
い
は
、
不
返
点
単
独
。 

文
中
・
返
読
ア
リ 

… 

返
点
単
独
。 

文
中
・
返
読
ナ
シ 

… 

不
返
点
単
独
。 

 

の
よ
う
に
大
き
く
異
な
る
の
は
太
字
で
示
し
た
箇
所
、
つ
ま
り
、
文
末
・
返
読
ア
リ
に
お
い
て
返
点
が
併
記
さ
れ
る
こ
と
、
或
い
は
返
点
が
単
独
で
示
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
文
末
・
返
読
ナ
シ
に
お
い
て
不
返
点
が
単
独
で
示
さ
れ
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
全
て
「
返
読
の
有
無

．
．
．
．
．
に
関
わ
る
句
切
り
の
点

（
返
点
・
不
返
点
）
」
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
相
違
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
大
毘
』
の
形
（
表
19
）
か
ら
、「
文
末
を
示
す
こ
と
（
句
点
）
」
を
徹
底
さ
せ
、
句

点
の
み
で
示
す
形
を
取
る
と
―
即
ち
句
点
単
独
の
形
を
取
り
、
併
記
の
形
を
な
く
す
と
―
、
そ
の
相
違
点
と
な
っ
て
い
る
「
返
読
の
有
無

．
．
．
．
．
に
関
わ
る
句
切
り
の
点
（
返

点
・
不
返
点
）
」
は
除
か
れ
、『
聖
燄
』
の
形
（
表
18
）
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 
 

こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
『
聖
燄
』
は
、『
大
毘
』
の
よ
う
に
、 

〈
図
49
〉 

 
 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 
 

・
不
返
点 

 
 
 
 
 
 
 

・
返
点 
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と
い
う
「
返
読
の
有
無．
」
を
示
す
形
か
ら
、「
文
末
の
句
切
り
を
示
す
こ
と
（
句
点
）
」
を
徹
底
さ
せ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

(3)
「
中
下
点
」
が
積
極
的
に
何
ら
か
の
句
切
り
を
示
す
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
句
点
の
示
す
「
文
末
の
句
切
り
」
と
、
返
点
の
示
す
「
返
読
の
あ
る
句
切
り
」
と

に
よ
っ
て
示
す
こ
と
の
で
き
な
い
句
切
り
―
即
ち
「
文
中
・
返
読
ナ
シ
」
―
に
用
い
ら
れ
て
い
る
可
能
性
。 

 

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
中
下
点
は
、
読
点
と
し
て
も
返
読
ア
リ
に
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
不
返
点
と
し
て
も
文
末
に
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
い
ず
れ

に
し
て
も
不
完
全
な
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
の
点
か
ら
考
え
る
に
、
可
能
性
と
し
て
は
、
こ
の
中
下
点
が
、
積
極
的
に
文
中
（
読
点
）
や
返
読
ナ
シ
（
不
返
点
）
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
結
果
的
に
文
中
や

返
読
ナ
シ
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
可
能
性
も
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

 

先
の
『
三
蔵
』
や
『
不
動
』
前
部
、
『
大
毘
』
に
お
い
て
は
、
返
読
ア
リ
（
返
点
）
と
文
末
（
切
点
・
句
点
）
の
表
記
が
中
心
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
可
能

性
と
し
て
は
、
そ
れ
以
外
の
句
切
り
を
示
す
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

以
上
の
よ
う
に
、
中
下
点
の
解
釈
の
可
能
性
と
し
て
(1)
～
(3)
を
挙
げ
た
が
、
勿
論
、
こ
れ
ら
以
外
の
解
釈
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
小

稿
で
取
り
上
げ
る
よ
う
な
少
な
い
資
料
を
も
と
に
結
論
を
出
す
の
は
危
険
で
あ
ろ
う
。 

  

こ
れ
に
関
連
し
て
、
こ
の
『
聖
燄
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
使
用
率
に
つ
い
て
も
、
下
の
図
表
33
に
示
す
よ

う
に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
に
重
き
を
置
い
た
資
料
で
あ
る
の
か
、
明
確
に
し
に
く
い
形
と
な
っ
て
い
る
。 

 

問
題
と
な
っ
て
い
る
中
下
点
を
「
句
読
」
に
関
わ
る
も
の
（
読
点
）
と
見
る
か
、「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
る
も

の
（
不
返
点
）
と
見
る
か
に
よ
っ
て
、
こ
の
図
表
33
の
解
釈
は
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。
中
下
点
を
読
点
と
見
れ

ば
、
句
切
り
の
点
に
よ
っ
て
「
句
読
」
を
書
き
分
け
る
資
料
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
反
対
に
、

中
下
点
を
不
返
点
と
見
れ
ば
、
句
切
り
の
点
に
よ
っ
て
「
返
読
の
有
無
」
を
書
き
分
け
る
資
料
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
、
そ
の
「
句
読
」
を
書
き
分
け
る
資
料
と
、「
返
読
の
有
無
」
を
書
き
分
け
る
資
料
の
中

間
的
な
も
の
と
見
る
見
方
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※
「
句
点
」
一
五
四
例
、「
中
下
点
」
一
五
〇
例
、「
返
点
」
一
三
八
例
。 

〈図表33〉｢白点｣における｢句切りの
点｣使用率

返点
31%

中下点
34%

句点
35%
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こ
の
『
聖
燄
』
の
加
点
傾
向
に
つ
い
て
は
、
こ
の
偏
り
が
有
意
味
な
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
も
含
め
、
も
っ
と
多
く
の
資
料
を
調
査
し
、
こ
の
『
聖
燄
』
を
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
れ
ば
よ
い
の
か
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

  

以
下
に
は
、
こ
の
『
聖
燄
』
の
朱
点
に
お
け
る
加
点
傾
向
を
見
て
み
た
い
と
思
う
。 

 

《
朱
点
》 

◎
本
文
部 

【
句
点
】 

〔
107
〕

（
一
三
オ
一
）
（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
能(

ク)

，
所
作(

ノ)

〔
之
〕
法
を
令
て
▲ 

速
に
成
就
す
る
こ
と
得
令
む
『
。』 

 

【
中
下
点
】 

〔
108
〕

（
四
ウ
三
） 

 

〈
訓
読
文
〉

底

｢

ソ
コ
ニ｣

に
『
，』
彼
の
人
の
形
を
畫
け
。 

 

【
返
点
】 

〔
109
〕

（
四
ウ
二
）（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
一
ノ
浄
室
に
〔
於
〕
▲ 

三(

平)

角(

上)

の
壇
『
を
』
作
れ
▲ 

〔
110
〕

（
七
オ
四
）（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 
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〈
訓
読
文
〉
其(

レ)

覩
嚧(

ヲ)

捨(

テ)

即(

チ)

患
病(

シ)

『
て
』
血
『
を
』
吐

『
ハ
』

『
イ
』『
て
』
▲ 

〔
而
〕
死(

ナ)

む
。 

  

〈
表
20
〉
調
査
結
果 

◎
本
文
部 

【
句
点
】 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 

一
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 

一
例 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
白
点
句
点
併
記
） 

一
例
（
白
点
句
点
と
重
複
） 

 

【
中
下
点
】 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ
（
白
点
句
点
併
記
） 
一
例
（
白
点
句
点
と
重
複
） 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 

一
例 

 

【
返
点
】 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 

一
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 

二
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
白
点
返
点
併
記
） 

一
例
（
白
点
返
点
と
重
複
） 

 

◎
陀
羅
尼 

【
中
下
点
】 

一
例 
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〈図表34〉｢朱点｣における
｢句切りの点｣調査結果

0%

20%

40%

60%

80%

100%

文末・返読アリ 1 0 2

文末・返読ナシ 0 1 0

文中・返読アリ 3 0 0

文中・返読ナシ 0 1 0

返点 中下点 句点

 

 

※
た
だ
し
、
以
下
の
よ
う
に
併
記
例
を
含
む
（
表
20 

参
照
）
。 

 
 

「
句
点
」「
文
末
・
返
読
ア
リ
」
二
例
…
「
白
点
」
「
句
点
」
一
例
。 

 
 

「
中
下
点
」
「
文
末
・
返
読
ナ
シ
」
一
例
…
「
白
点
」
「
句
点
」
一
例
。 

 
 

「
返
点
」「
文
中
・
返
読
ア
リ
」
三
例
…
「
白
点
」
「
返
点
」
一
例
。 

  

こ
の
『
聖
燄
』
の
朱
点
に
つ
い
て
は
、
用
例
数
が
少
な
い
の
で
明
言
は
で
き
な
い
が
、
右
に
見
た
白
点
と
は
異
な
っ
て
、
返
点
は
、
文
中
・
文
末
．
．
を
問
わ
ず
返
読
ア

リ
に
用
い
ら
れ
て
お
り
（
白
点
で
は
文
末
の
例
な
し
）、
中
下
点
は
、
文
末
．
．
・
文
中
を
問
わ
ず
返
読
ナ
シ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
（
白
点
で
は
文
末
の
例
な
し
）。
こ
の
点

に
お
い
て
、
こ
の
朱
点
の
中
下
点
は
不
返
点
と
見
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
句
点
は
、
文
末
・
返
読
ナ
シ
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
点
に
お
い
て
問
題
が
な
い
わ
け
で
は

な
い
が
、
句
点
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
『
聖
燄
』
に
お
け
る
朱
点
に
つ
い
て
は
、
先
に
見
た
『
大
毘
』
と
同
様
の
傾
向
（
前
掲
の
図
49
の
形
）
に
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あ
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。 

 
こ
の
『
聖
燄
』
の
朱
点
に
つ
い
て
は
、
用
例
数
は
少
な
い
が
、
も
し
こ
の
偏
り
が
偶
然
で
な
い
と
す
れ
ば
、
或
い
は
、
先
に
見
た
白
点
の
傾
向
も
『
大
毘
』
に
近
い

も
の
と
見
て
、
前
掲
の
(1)
～
(3)
の
う
ち
、
(2)
と
見
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

  

四
、
ま
と
め 

  

本
節
で
取
り
上
げ
た
『
聖
燄
』
の
中
下
点
は
、「
文
中
．
．
・
返
読
ナ
シ
」
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
の
図
表
32 

参
照
）。
従
っ
て
、
も
し
こ
れ
を
、
先
行
研

究
に
お
い
て
多
く
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
句
読
．
．
」
と
い
う
視
点
の
み
か
ら

．
．
．
．
．
．
．
．
．
検
討
を
行
な
う
と
、
こ
の
中
下
点
は
読
点
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
先
に
見
た
『
秘
蔵
』
や
『
北
斗
』（
本
章 

第
四
節
）
に
お
け
る
読
点
が
、
文
中
に
用
い
ら
れ
る
際
に
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
を
問
わ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の

『
聖
燄
』
に
お
け
る
中
下
点
は
、
文
中
に
用
い
ら
れ
る
も
の
の
返
読
ナ
シ
に
し
か
用
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
同
じ
読
点
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。 

 

筆
者
が
思
う
に
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
先
の
『
秘
蔵
』『
北
斗
』
の
読
点
と
こ
の
『
聖
燄
』
の
中
下
点
に
見
ら
れ
る
相
違
が
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
同
じ
く
文
中
に
用
い
ら
れ
な
が
ら
「
返
読
の
有
無
」
に
関
し
て
違
い
が
見
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
、
別
に
分
類
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。
も
し
そ
の
よ
う
な
相
違
に
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、「
句
読
」
と
い
う
視
点
か
ら
の
み
の
考
察
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
は
何
ら
か
の
見
落
と
し
を

し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
ろ
う
。 

 

筆
者
は
、
小
稿
の
よ
う
な
調
査
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
句
切
り
の
点
の
変
遷
な
ど
に
お
い
て
、
新
た
な
視
点
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
る
。 

   

第
二
項 

高
山
寺
蔵
『
十
二
天
法
』
平
安
後
期
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 

一
、
は
じ
め
に 
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本
項
に
お
い
て
は
、
本
節 

第
一
項
の
『
聖
燄
』
と
同
様
の
傾
向
に
あ
る
資
料
と
し
て
、
高
山
寺
蔵
『
十
二
天
法
』
平
安
後
期
点
（
以
下
、『
十
二
』
と
略
す
）
を
取

り
上
げ
る
。 

  

二
、
資
料
に
つ
い
て 

  

松
本
光
隆
氏
（
一
九
八
七
）
に
よ
る
と
、
こ
の
『
十
二
』
は
、
粘
葉
装
の
本
で
一
丁
片
面
七
行
の
一
六
丁
よ
り
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
奥
書
は
な
い
が
、

松
本
氏
は
、
本
文
の
書
写
・
加
点
を
平
安
時
代
後
期
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

ヲ
コ
ト
点
は
、
叡
山
点
（
第
六
群
点
）
で
、
松
本
氏
は
、
次
の
よ
う
に
帰
納
さ
れ
て
い
る
。 

 

〈
図
50
〉
ヲ
コ
ト
点
図 
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こ
の
松
本
氏
の
ヲ
コ
ト
点
図
（
図
50
）
に
よ
る
と
、
句
切
り
の
点
は
、
右
か
ら
順
に
句
点
・
読
点
・
返
点
と
見
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
小
稿
の
調
査
に
よ

る
と
、
中
下
点
は
わ
ず
か
に
四
例
し
か
見
ら
れ
ず
、
ま
た
、
先
の
『
聖
燄
』
の
例
か
ら
考
え
て
、
中
下
点
を
読
点
と
断
ず
る
こ
と
に
は
不
安
を
覚
え
る
。 

 

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
左
の
よ
う
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。 

 

〈
図
51
〉 

 
 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 
 

・
中
下
点 

 
 
 
 
 
 
 

・
返
点 

  

以
下
、
句
切
り
の
点
の
名
称
は
、
こ
の
図
51
に
よ
る
。 

 

な
お
、
本
項
の
調
査
資
料
と
し
て
は
、
松
本
光
隆
氏
（
一
九
八
七
）「
高
山
寺
蔵
十
二
天
法
平
安
後
期
点
」
の
模
写
さ
れ
た
原
文
を
用
い
、
訓
読
文
も
同
論
文
に
よ

っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
原
文
に
は
訓
点
が
一
切
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
訓
点
は
全
て
訓
読
文
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
調
査
の
際
に
は
、
訓
読
文
を
も
と
に
句
切

り
の
点
の
加
点
位
置
を
推
定
し
な
が
ら
行
な
っ
た
。 

  

三
、
句
切
り
の
点
の
使
用
状
況 

  

こ
の
『
十
二
』
に
お
け
る
加
点
傾
向
は
、
先
に
見
た
『
聖
燄
』
と
同
様
で
あ
る
の
で
、
用
例
は
省
き
、
そ
の
加
点
傾
向
の
み
を
表
21
、
図
表
35
と
し
て
示
す
。 

 

〈
表
21
〉
調
査
結
果 

◎
本
文
部 

【
句
点
】
（
全
九
二
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 

四
七
例 



 190 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 

二
六
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

二
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 

一
一
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

四
例 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
返
点
併
記
） 

 

二
例
（
返
点
と
重
複
） 

 

【
中
下
点
】
（
全
四
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

二
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 

二
例 

 

【
返
点
】
（
全
五
五
例
） 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 
 
 
 
 
 
 
 

三
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 

四
〇
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 

一
〇
例 

文
末 
 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
句
点
併
記
） 

 

二
例
（
句
点
と
重
複
） 

 

◎
陀
羅
尼 
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【
中
下
点
】 

二
一
例 

   

左
の
図
表
35
は
、
右
の
表
21
の
う
ち
、
陀
羅
尼
の
用
例
と
、「

（
Ｃ
）
文
末
文
中
不
明
」
な
ど
の
よ
う
に
訓
み
方
が
明
ら
か
で
な
い
用
例
と
を
除
き
、
本
文
部
に

お
け
る
句
切
り
の
点
の
用
例
数
の
偏
り
を
グ
ラ
フ
に
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

〈図表35〉｢句切りの点｣調査結果

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

文末・返読アリ 5 0 49

文末・返読ナシ 0 0 26

文中・返読アリ 40 0 0

文中・返読ナシ 0 2 2

返点 中下点 句点

 

 

※
た
だ
し
、「
句
点
」
「
文
末
・
返
読
ア
リ
」
四
九
例
、
「
返
点
」「
文
末
・
返
読
ア
リ
」
五
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
返
点
」
と
の
併
記
例
二
例
、「
句
点
」
と
の
併
記
例
二
例
を
含
む
（
表
21 

参
照
）。 

  

〈
表
22
〉 

文
末
・
返
読
ア
リ 

… 

句
点
単
独
。
或
い
は
、
返
点
単
独
。
或
い
は
、
句
点
・
返
点
併
記
。 
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文
末
・
返
読
ナ
シ 

… 

句
点
単
独
。 

文
中
・
返
読
ア
リ 

… 

返
点
単
独
。 

文
中
・
返
読
ナ
シ 

… 

中
下
点
単
独
。（
或
い
は
、
句
点
単
独
？
） 

  

図
表
35
に
示
し
た
よ
う
に
、
右
下
点
（
句
点
）
は
、
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
を
問
わ
ず
文
末
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
こ
と
か
ら
、
句
点
と
見
て
よ
い
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。
二
例
ほ
ど
文
中
に
打
た
れ
た
例
が
見
ら
れ
る
が
、
句
点
が
文
末
、
返
点
・
中
下
点
が
文
中
と
い
う
、
あ
る
種
、
相
補
的
な
関
係
が
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
考
え
て
、
こ
の
二
例
は
誤
点
や
汚
れ
な
ど
の
可
能
性
を
考
え
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。 

 

中
下
点
は
、
先
の
『
聖
燄
』
と
同
様
に
、
文
中
・
返
読
ア
リ
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
用
例
数
が
二
例
の
み
と
い
う
こ
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
読
点
と
見

る
べ
き
か
不
返
点
と
見
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
以
外
の
句
切
り
の
点
と
見
る
べ
き
か
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
、
こ
の
中
下
点
の
全
て
の
用
例
を
見
て
み
る
と
、
陀

羅
尼
に
二
一
例
用
い
ら
れ
て
お
り
（
表
21 
参
照
）、
中
下
点
の
多
く
が
陀
羅
尼
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
傾
向
は
、『
不
動
』
前
部
と
同
様
で
あ
る
（
本
章 

第
二
節 

参

照
）。
意
味
の
あ
る
偏
り
で
あ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。 

 

返
点
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
先
の
『
聖
燄
』
と
同
様
に
、
文
中
に
偏
る
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
『
聖
燄
』
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
若
干
、
文
末
に
用
い
ら
れ

た
例
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

  

先
の
『
聖
燄
』
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
資
料
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
断
言
し
が
た
い
が
、
少
な
く
と
も

返
点
よ
り
も
句
点
の
方
が
、
加
点
の
際
に
優
先
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
え
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
『
聖
燄
』
や
こ
の
『
十
二
』
は
、
読
点
こ

そ
な
い
が
、「
句
読
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
資
料
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、「
句
読
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く

資
料
と
見
ら
れ
る
『
北
斗
』
に
お
い
て
、
用
例
数
が
少
な
い
た
め
多
少
問
題
は
あ
る
が
、、
返
点
が
文
中
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
注

意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

  

四
、
ま
と
め 
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こ
の
『
十
二
』
や
先
の
『
聖
燄
』
は
、
と
も
す
れ
ば
読
点
・
句
点
・
返
点
と
い
う
形
で
処
理
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
の
あ
る
資
料
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
調
査

を
行
な
っ
て
み
る
と
、
そ
の
読
点
に
見
え
る
中
下
点
は
そ
の
文
中
に
偏
る
と
い
う
傾
向
と
と
も
に
返
読
ナ
シ
に
偏
る
と
い
う
傾
向
を
も
見
せ
、
ま
た
そ
の
返
点
も
単
に

返
読
ア
リ
に
偏
る
と
い
う
の
で
な
く
文
中
に
偏
る
と
い
う
傾
向
を
も
見
せ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
偏
り
が
有
意
味
な
も
の
で
あ
る
の
か
明
言
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
句
切
り
の
点
の
変
遷
な
ど
を
見
て
い
く
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
調
査
を
し
て
み
る

必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

   

第
六
節 

仏
家
点
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」 

―
ま
と
め
― 

  

本
章
で
取
り
上
げ
た
資
料
に
お
け
る
句
切
り
の
点
は
、『
釈
摩
』（
第
三
節 

第
二
項
）
を
除
い
て
、
全
て
、 

  
 
 
 
 
 
 

・ 
 
 
 
 
 
 
 

・ 
 
 
 
 
 
 
 

・
返
点 

 

と
い
う
よ
う
に
、
三
つ
の
句
切
り
の
点
が
配
置
さ
れ
た
形
の
も
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
そ
の
句
切
り
の
点
を
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、「
文
末
・
文
中
」
、「
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
」
と
い
う
形
で
ひ
と
つ
ひ
と
つ
分
類
し
て
い
く
と
、
そ
の

用
い
ら
れ
方
は
、
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。 

  

本
章 

第
一
節
で
取
り
上
げ
た
『
三
蔵
』
に
お
い
て
は
、 
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・
切
点
（
文
末
に
偏
る
） 

 
 
 
 
 
 
 

・
中
下
点 

 
 
 
 
 
 
 

・
返
点 

 

と
い
う
形
で
、
返
点
を
多
用
す
る
形
で
句
切
り
の
点
が
施
さ
れ
て
い
る
。 

第
二
節
で
取
り
上
げ
た
『
不
動
』
に
お
い
て
は
、
前
部
と
後
部
と
で
句
切
り
の
点
の
用
い
ら
れ
方
が
異
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
分
け
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
が
、 

  

〈
前
部
〉 

 
 
 
 
 
 
 

〈
後
部
〉 

 
 
 
 
 
 
 

・
切
点 

 
 
 
 
 
 
 

・
中
下
点 

 
 
 
 
 
 
 

・
切
点 

 
 
 
 
 
 
 

・
返
点 

 
 
 
 
 
 
 
 

・
返
点 

 

と
い
う
形
で
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
特
に
前
部
に
つ
い
て
は
、
右
の
『
三
蔵
』
と
同
様
の
傾
向
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
三
蔵
』『
不
動
』
前
部
に
お
け

る
中
下
点
は
、
と
も
に
用
例
数
が
少
な
く
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
句
切
り
を
示
す
も
の
で
あ
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
点
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
不
動
』

前
部
の
中
下
点
が
陀
羅
尼
に
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
『
十
二
』
（
第
五
節 

第
二
項
）
に
も
そ
の
傾
向
が
見
ら
れ
、
こ
の
中
下
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
の

手
掛
か
り
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

第
三
節
で
取
り
上
げ
た
『
大
毘
』（
第
一
項
）、
『
釈
摩
』（
第
二
項
）
に
つ
い
て
は
、 

  

『
大
毘
』 

 
 
 
 
 
 
 

『
釈
摩
』 

 
 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 
 
 

・
不
返
点 

 
 
 
 
 
 
 

・
不
返
点 

 
 
 
 
 
 
 

・
返
点 

 
 
 
 
 
 
 
 

・
返
点 
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と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
以
上
の
資
料
に
お
い
て
返
読
ア
リ
の
み
を
示
し
て
い
た
の
に
対
し
、
返
読
ナ
シ
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
示
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
点
異
な

っ
て
い
る
。 

 

以
上
に
示
し
た
『
三
蔵
』
、『
不
動
』
前
部
、
『
大
毘
』
、
『
釈
摩
』
は
、
句
切
り
の
点
の
中
で
返
点
が
最
も
多
く
用
い
ら
れ
る
と
と
も
に
、
返
点
以
外
の
句
切
り
の
点

が
そ
の
返
点
に
制
限
を
受
け
て
い
る
か
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
こ
れ
ら
の
資
料
は
、「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。 

 

こ
れ
ら
に
対
し
、
第
四
節
で
取
り
上
げ
た
『
秘
蔵
』（
第
一
項
）
、
『
北
斗
』
（
第
二
項
）
は
、 

  
 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 
 

・
読
点 

 
 
 
 
 
 
 

・
返
点 

 

と
い
う
形
で
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
以
上
の
資
料
と
は
異
な
っ
て
、
返
点
以
外
の
句
切
り
の
点
が
返
点
の
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
傾
向
は
見
ら
れ
な

い
。
句
点
に
し
て
も
読
点
に
し
て
も
、
返
読
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
用
い
ら
れ
て
い
る
。『
北
斗
』
に
お
い
て
は
、
反
対
に
返
点
の
方
が
文
中
に
偏
る
と
い
う
よ
う
な

傾
向
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
句
点
・
読
点
が
多
用
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
、「
句
読
」
に
重
き
を
置
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

第
五
節
で
取
り
上
げ
た
『
聖
燄
』（
第
一
項
）、
『
十
二
』（
第
二
項
）
は
、 

  
 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 
 

・
中
下
点 

 
 
 
 
 
 
 

・
返
点 
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と
な
っ
て
お
り
、
中
下
点
が
、
文
中
・
返
読
ナ
シ
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
読
点
と
見
る
べ
き
か
不
返
点
と
見
る
べ
き
か
明
ら
か
で
な
い
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
資
料
に
お
い
て
は
、
返
点
が
、
文
中
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
文
末
・
返
読
ア
リ
に
お
い

て
、
返
点
よ
り
も
句
点
に
重
き
を
置
い
た
加
点
が
行
な
わ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

そ
の
点
に
お
い
て
、「
句
読
」
に
重
点
を
置
く
資
料
に
近
い
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
あ
ろ
う
。
或
い
は
、「
返
読
の
有
無
」
に
重
点
を
置
く
資
料
と
、「
句
読
」
に
重
点

を
置
く
資
料
の
中
間
的
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

  

以
上
の
よ
う
に
資
料
を
通
覧
す
る
と
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
切
り
の
点
は
、
必
ず
し
も
「
句
読
」
と
い
う
視
点
の
み
か
ら
施
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と

も
「
返
読
の
有
無
」
と
い
う
こ
と
が
ら
が
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
句
切
り
の
点
の
用
い
ら
れ
方
か
ら
見
て
、
句
切
り
の
点
の
変
化
の
流
れ
と
し
て
、
現
在
の
句
読
点
に
つ
な
が
る
よ
う
な
、
句
切
り
の
点
を
「
句

読
」
を
書
き
分
け
る
の
に
用
い
る
形
式
（
『
秘
蔵
』『
北
斗
』）
に
向
か
う
流
れ
と
、「
返
読
の
有
無
」
を
書
き
分
け
る
の
に
用
い
る
形
式
（
『
大
毘
』
『
釈
摩
』
）
に
向
か

う
流
れ
と
の
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
流
れ
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。 

 

こ
の
小
稿
で
述
べ
た
よ
う
な
調
査
方
法
が
、
果
た
し
て
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
調
査
を
行
な
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う

が
、
小
稿
の
調
査
に
よ
っ
て
、
同
様
に
三
つ
の
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
た
資
料
間
に
お
い
て
も
、
そ
の
相
違
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
示
す
こ
と

が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 
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第
五
章 

博
士
家
点
に
お
け
る
「
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」 

 

序
節 

 
 

本
章
で
取
り
上
げ
る
博
士
家
点
は
、
先
に
見
た
仏
家
点
と
は
異
な
り
、
全
て
第
五
群
点
に
属
し
て
い
る
。 

こ
の
博
士
家
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点
は
、
例
え
ば
、
神
田
本
『
白
氏
文
集
』
（
本
章 

第
一
節 

参
照
）
に
お
い
て
は
、 

 

〈
図
52
〉
神
田
本
『
白
氏
文
集
』
ヲ
コ
ト
点
図
（
一
部
） 

 
 

(

太
田
次
男
・
小
林
芳
規
氏(

一
九
八
二)

に
よ
る) 

 

の
よ
う
に
、
右
下
点
が
句
点
、
中
下
点
が
読
点
、
左
下
点
が
テ
・
返
点
と
さ
れ
る
。
こ
の
時
、
先
の
仏
家
点
と
特
に
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
漢
字
左
下
の
テ
・
返
点
で

あ
る
。
こ
の
テ
・
返
点
は
、
小
林
芳
規
氏
（
一
九
七
四
）
が
、「
星
点
の
返
点
は
仏
書
に
は
基
調
を
な
す
も
の
と
し
て
盛
用
さ
れ
る
が
、
漢
籍
で
は｢

て｣

と
兼
用
の
ヲ

コ
ト
点
と
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
返
点
だ
け
に
は
使
わ
れ
な
い
」
と
さ
れ
る
も
の
で
、
博
士
家
点
に
見
ら
れ
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
と
返
点
と
を
兼
ね
る
と
言
わ
れ

る
も
の
で
あ
る
。 

  

本
章
で
特
に
問
題
と
す
る
の
は
、
こ
の
テ
・
返
点
と
さ
れ
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
で
あ
る
。
こ
の
テ
・
返
点
は
、
右
に
示
し
た
よ
う
に
返
点
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
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筆
者
が
思
う
に
、
こ
れ
は
、
返
点
と
さ
れ
る
よ
う
な
「
返
読
を
示
す
も
の
」
で
は
な
く
、「
句
切
り
を
示
す
も
の
」
と
し
て
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
点
に
お
い
て
、
小
稿
で
は
、
こ
の
「
テ
・
返
点
」
を
「
テ
・
切
点
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
い
る
（
第
一
章 

五 

参
照
）。
訓
読
文
に
お
い
て
も
、
こ
の
テ
・
切
点

を
、「
テ
」
と
「
切
点
」
と
を
合
わ
せ
た
も
の
と
い
う
意
味
で
、「
て
、
」
と
し
て
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
示
し
て
い
る
（
訓
読
文 

凡
例 

参
照
）。 

 

こ
の
テ
・
返
点
と
さ
れ
る
点
を
、
テ
・
返
点
と
す
る
か
テ
・
切
点
と
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
句
切
り
の
点
を
検
討
す
る
際
に
も
関
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
る
。
例

え
ば
、
句
切
り
の
点
ど
う
し
の
関
係
を
考
え
る
際
に
も
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
に
よ
っ
て
、
解
釈
は
異
な
っ
て
こ
よ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
本
章
で

は
、
こ
の
テ
・
返
点
の
問
題
を
大
き
く
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
う
。 

  

こ
の
テ
・
返
点
の
問
題
を
難
し
く
し
て
い
る
の
は
、
右
の
ヲ
コ
ト
点
図
（
図
52
）
に
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
博
士
家
点
に
お
い
て
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
二
種
類
見

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
は
、「
漢
字
の
壺
に
施
さ
れ
る
も
の
（
テ
の
ヲ
コ
ト
点
）
」
（
以
下
、「
壺
の
テ
」
と
略
す
）
、
も
う
一
つ
は
「
漢
字
の
壺
か
ら
離
れ

た
位
置
に
施
さ
れ
る
も
の
（
テ
・
返
点
）
」（
以
下
、「
離
れ
た
テ
」
と
略
す
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
種
類
の
テ
の
ヲ
コ
ト
点
の
違
い
は
、
右
の
ヲ
コ
ト
点
図
（
図
52
）

に
示
し
た
よ
う
に
加
点
位
置
の
違
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
訓
点
資
料
の
上
で
は
、
第
三
章 

第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
訓
点
の
加
点
位
置
は
必
ず
し
も
正
確

な
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
二
点
の
判
別
は
、
か
な
り
恣
意
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
例
を
示
す
と
、
例
え
ば
、
右
に
ヲ
コ
ト
点
図
を

挙
げ
た
神
田
本
『
白
氏
文
集
』
で
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

〔
111
〕

（
三
／
四
五
） 

〈
訓
読
文
〉
舞
を
觀
、
歌
を
聽(

キ)

て
、
樂(

音
、
角)(

音)

の
意
を
知
ヌ
。 

 

〔
112
〕

（
三
／
三
五
六
） 

〈
訓
読
文
〉
雲
陰ク

モ

リ
、
月
黑ク

ラ

ク(

シ)

て
、
風
‐
沙
、
惡

＼
ア
ラ

シ
。 
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用
例
111
は
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
施
さ
れ
た
所
か
ら
返
読
さ
れ
る
例
で
あ
る
。
こ
の
例
は
、「
歌
」
字
か
ら
返
読
さ
れ
、「
聴
」
字
を
訓
ん
だ
後
、「
聴
き
て．
」
と
い
う

形
で
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
訓
ま
れ
て
い
る
。
用
例
112
は
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
施
さ
れ
た
所
か
ら
返
読
さ
れ
な
い
例
で
あ
る
。
こ
の
例
は
、「
黒
く
し
て．
」
と
い
う
形
で
テ

の
ヲ
コ
ト
点
が
訓
ま
れ
て
い
る
（
そ
れ
ぞ
れ
訓
読
文
を
参
照
の
こ
と
）。 

 

用
例
111
の
場
合
は
、
返
読
の
あ
る
箇
所
で
あ
る
の
で
、
こ
の
テ
の
ヲ
コ
ト
点
は
離
れ
た
テ
で
あ
る
と
見
て
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
れ
が
壺
の
テ
で
あ
れ

ば
、「
歌
」
字
に
何
ら
か
の
形
で
「
て
」
を
付
け
た
訓
じ
方
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。 

 

テ
の
ヲ
コ
ト
点
の
判
別
で
問
題
と
な
る
の
は
、
用
例
112
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
の
用
例
112
の
よ
う
な
場
合
は
、
離
れ
た
テ
を
テ
・
返
点
と
す
る
見
方
で
は
、

そ
の
テ
の
ヲ
コ
ト
点
の
施
さ
れ
た
箇
所
は
返
読
の
あ
る
箇
所
で
は
な
い
か
ら
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
は
必
然
的
に
壺
の
テ
（
テ
の
ヲ
コ
ト
点
）
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
一
方
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
離
れ
た
テ
を
テ
・
切
点
と
す
る
見
方
で
は
、
そ
の
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
施
さ
れ
た
箇
所
は
句
切
り
と
な
る
箇
所
で
あ
る
の
で
、

こ
れ
を
テ
・
切
点
と
見
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。
無
論
、
壺
の
テ
（
テ
の
ヲ
コ
ト
点
）
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。 

  

こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
右
の
よ
う
な
判
別
方
法
で
は
、 

 

◎
「
離
れ
た
テ
」
を
「
テ
・
返
点
」
と
す
る
見
方
を
取
る
場
合 

・
返
読
の
あ
る
場
合 

→ 

テ
・
返
点 

・
返
読
の
な
い
場
合 

→ 

壺
の
テ
（
テ
の
ヲ
コ
ト
点
） 

 

◎
「
離
れ
た
テ
」
を
「
テ
・
切
点
」
と
す
る
見
方
を
取
る
場
合 

・
句
切
り
と
な
る
場
合 

 
 

→ 

テ
・
切
点 

・
句
切
り
と
な
ら
な
い
場
合 

→ 

壺
の
テ
（
テ
の
ヲ
コ
ト
点
） 

 

と
い
う
よ
う
に
、
加
点
位
置
い
か
ん
に
関
わ
ら
ず
、
自
ら
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
、
離
れ
た
テ
と
壺
の
テ
と
を
判
別
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
れ
で
は
、
離
れ
た
テ
が
一
体
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
を
示
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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こ
の
テ
・
返
点
の
問
題
―
即
ち
離
れ
た
テ
が
テ
・
返
点
で
あ
る
の
か
テ
・
切
点
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
―
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
次
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

(1)
壺
の
テ
と
離
れ
た
テ
と
を
加
点
位
置
に
よ
っ
て
正
確
に
書
き
分
け
て
い
る
資
料
を
調
査
す
る
。 

(2)
壺
の
テ
と
離
れ
た
テ
と
の
加
点
位
置
が
正
確
な
も
の
で
は
な
く
て
も
、
離
れ
た
テ
を
解
釈
す
る
上
で
手
掛
か
り
と
な
る
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
資
料
を
調
査
す

る
。 

  

こ
の
点
に
お
い
て
、
本
章
で
は
、
(1)
の
例
と
し
て
神
田
本
『
白
氏
文
集
』
を
取
り
上
げ
、
以
下
の
第
一
節
で
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
。
(2)
の
例
と
し
て
は
、
岩
崎

本
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
二 
推
古
紀
を
取
り
上
げ
、
続
く
第
二
節
で
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
。 

   

第
一
節 

神
田
本
『
白
氏
文
集
』
に
お
け
る
「
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」 

 

一
、
は
じ
め
に 

 
 

本
節
に
お
い
て
は
、
神
田
本
『
白
氏
文
集
』（
以
下
、『
白
氏
』
と
略
す
）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
「
離
れ
た
テ27

」
が
「
テ
・
返
点
」
と
さ
れ
る
よ
う
な
「
返
点
．
．
」
で

は
な
く
、「
句
切
り
の
点

．
．
．
．
．
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
い
と
思
う
。 

 

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
博
士
家
点
に
お
け
る
離
れ
た
テ
を
、
テ
・
返
点
で
あ
る
の
か
、
テ
・
切
点
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
に
当
た
り
、
ま
ず
問
題
と

な
る
の
は
、
左
の
図
53
の
よ
う
に
、
漢
字
の
壺
左
下
に
壺
の
テ28

が
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。
離
れ
た
テ
の
加
点
傾
向
を
見
る
た
め
に
は
、
ま
ず
こ
れ
ら
壺
の
テ
と
離
れ

                                        

          

 
27 

小
稿
で
は
、「
漢
字
の
壺
か
ら
離
れ
た
位
置
に
施
さ
れ
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」
の
こ
と
を
「
離
れ
た
テ
」
と
い
う
。
こ
れ
は
そ
の
加
点
位
置
に
よ
る
呼
称
で
、
小
稿
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
テ
・
切
点
」
の
こ
と
で
あ
る
（
第

一
章 

五 

参
照
）
。 

28 

小
稿
で
は
、「
漢
字
の
壺
に
施
さ
れ
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」
を
「
離
れ
た
テ
」
に
対
し
て
「
壺
の
テ
」
と
い
う
。
こ
れ
は
、
他
の
ヲ
コ
ト
点
と
同
様
に
「
テ
」
を
示
す
ヲ
コ
ト
点
で
あ
る
。
（
第
一
章 

五 

参
照
）
。 
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た
テ
と
を
分
け
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
問
題
と
し
て
、
訓
点
資
料
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
微
妙
な
加
点
位
置
に
よ
る
書
き
分
け
が
明
確
で
な
い
場
合
が

あ
り
（
第
三
章 

第
二
節 

参
照
）
、
そ
の
た
め
、
離
れ
た
テ
に
つ
い
て
の
考
察
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。 

 

〈
図
53
〉 

 
 

 

  

本
節
で
取
り
上
げ
た
『
白
氏
』
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
壺
の
テ
と
離
れ
た
テ
と
を
加
点
位
置
に
よ
っ
て
か
な
り
正
確
に
書
き
分
け
て
い
る
と
見
ら
れ
る

資
料
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
『
白
氏
』
に
お
け
る
離
れ
た
テ
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
離
れ
た
テ
が
、
テ
・
返
点
．
．
で
は
な
く
、
テ
・
切
点
．
．
と
も
言
う
べ
き

句
切
り
の
点

．
．
．
．
．
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
い
と
思
う
。 

  

二
、
資
料
に
つ
い
て 

  

本
節
で
取
り
上
げ
る
『
白
氏
』
は
、
太
田
次
男
氏
（
一
九
八
二
）
に
よ
る
と
、
巻
三
、
巻
四
の
二
軸
が
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
巻
三
尾
に
、 

 
 

嘉
承
二
年

（

一

一

〇

七

）

五
月
五
日
〔
以
〕

（
一
字
抹
消
）

未
時
書
寫
畢
／
〔
于
時
看
侲
之
射
聞
郭
公
之
聲
〕

（

十

二

字

塗

抹

）

／
藤
原
知
明

（
別
時
筆
）
改
茂
明 

 
 

天
永
四
年

（

一

一

一

三

）

三
月
廿
八
日
哺
時

雨
中
點
了
／
藤
原
茂
明 

と
あ
り
、
巻
四
尾
に
は
、
書
写
奥
書
は
な
い
が
、 

 
 

天
永
四
年
三
月
廿
八
日
點
了
／
藤
原
茂
明 

と
あ
る
。
太
田
氏
に
よ
る
と
、
巻
三
、
巻
四
の
本
文
は
同
筆
で
は
な
い
の
で
、
別
々
に
書
写
さ
れ
た
本
文
に
、
両
巻
を
通
じ
て
、
同
じ
時
期
に
加
点
さ
れ
た
も
の
で
あ
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る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

『
白
氏
』
の
所
用
ヲ
コ
ト
点
は
、
築
島
裕
氏
（
一
九
八
六
）
が
、
古
紀
伝
点
（
第
五
群
点
）
と
さ
れ
る
も
の
で
、
太
田
次
男
・
小
林
芳
規
両
氏
（
一
九
八
二
）
よ
る

と
、
左
の
よ
う
に
帰
納
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

〈
図
54
〉
ヲ
コ
ト
点
図 
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右
の
ヲ
コ
ト
点
図
（
図
54
）
に
お
い
て
は
、
離
れ
た
テ
を
、
テ
・
反
点
と
し
て
、
返
点
と
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
小
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
返
点
で
は
な
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
以
下
に
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
う
。 

 

な
お
、
本
節
の
調
査
資
料
と
し
て
は
、
太
田
・
小
林
両
氏
（
一
九
八
二
）
『
神
田
本
白
氏
文
集
の
研
究
』
の
影
印
を
用
い
、
訓
読
文
に
つ
い
て
も
同
書
に
よ
っ
た
。

ま
た
、
本
節
で
調
査
対
象
と
し
た
の
は
本
文
部
の
朱
点
「
・
」
の
み
で
あ
り
、
墨
点
、
星
点
「
-
」
、
線
点
「
－
」、
割
注
や
補
入
等
は
調
査
か
ら
除
い
た
。 

  

三
、
「
壺
の
テ
」
と
「
離
れ
た
テ
」
と
の
判
別
方
法 

  

先
に
、
離
れ
た
テ
に
つ
い
て
見
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
ず
壺
の
テ
と
離
れ
た
テ
と
を
分
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
壺
の
テ
と

離
れ
た
テ
と
の
判
別
方
法
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。 

  

ま
ず
、
壺
の
テ
と
離
れ
た
テ
の
用
例
を
挙
げ
る
。
用
例
は
、
太
田
・
小
林
両
氏
（
一
九
八
二
）
『
神
田
本
白
氏
文
集
の
研
究
』
よ
り
コ
ピ
ー
し
た
。
な
お
、
こ
こ
で

は
、
壺
の
テ
・
離
れ
た
テ
の
別
は
示
さ
ず
全
て
「
二
重
線
」
に
よ
っ
て
示
し
た
。 

 

〈
用
例
〉 

〔
113
〕

（
三
／
四
五
） 

〈
訓
読
文
〉
舞
を
觀
、
歌
を
聽(

キ)

て
、
樂(

音
、
角)(

音)

の
意
を
知
ヌ
。 

〔
114
〕
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（
三
／
一
三
九
） 

 

〈
訓
読
文
〉
靑
キ
―

黛
マ
ユ
ス
ミ

［
左
、

マ
ユ
カ
キ
］、
眉
を
畫
イ
て
、
々
（
眉
）
細
く
―

長(

シ)

［
イ
、

ソ
ヒ
エ
タ
リ
］［
イ
、
＼

ホ
ソ
ク
＼

ナ
カ
シ
］。 

 〔
115
〕

（
三
／
一
七
一
） 

〈
訓
読
文
〉
夜
深フ

ケ
て
、［
イ
、
「
テ
」
］
敢
て
、
人
を
使
て
、
知
ラ
使(

メ)

不[

角
、
「
シ
メ
ス
」]

［
イ
、
「
シ
メ
ス
」］。 

〔
116
〕

（
三
／
三
五
六
） 

 

〈
訓
読
文
〉
雲
陰ク

モ

リ
、
月
黑ク

ラ

ク(

シ)

て
、
風
‐
沙
、
惡

＼
ア
ラ

シ
。 

〔
117
〕

 

（
三
／
三
五
） 

 

〈
訓
読
文
〉
其(

ノ)

詞
、

質
＼
ス
ナ
ホ

に(

シ) 

〔
而
〕
て
、［
イ
、
「
ニ
シ
テ
」
］
俚イ

ヤ

シ
、 

〔
118
〕

（
三
／
九
三
） 

 

〈
訓
読
文
〉
天
‐
水
茫
‐
々
と
シ
て
、
覓
＼

ル
ニ
［
イ
、
（
モ
ト
ム
ル
）
に
］［
イ
、
「
ト
ム
」
］［
左
、

モ
ト
メ
ム
］
―

處
無(

シ)

。 
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 〔
119
〕

（
三
／
一
三
五
） 

 

〈
訓
読
文
〉
鸎
歸
リ
、
燕

至
イ
（
タ
）

て
、
情
、
悄(

上)

‐
然
た
り
。 

〔
120
〕

（
四
／
一
一
一
） 

 

〈
訓
読
文
〉
紅
‐
藍(

去)

に
染ソ(
ム)
。
々
（
染
）(

メ)

て
、
紅
‐
線(

去)

と
爲ナ

シ
て
、
〔
於
〕
藍
よ
り
も
紅
な
り
、 

〔
121
〕

（
三
／
三
五
八
） 

 

〈
訓
読
文
〉
路
の
旁
に
走(

リ)

―

出(

テ)

て
、
再
‐
拜
シ
て
、
迎(

フ)

。 

〔
122
〕

 

（
三
／
二
二
八
） 

 

〈
訓
読
文
〉
詔(

シ)

て
八
‐
水
を
開(

キ)

て
、
恩
‐
波
を
注ソ

ヽ

ク
、 

〔
123
〕

 

（
三
／
三
一
二
） 
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〈
訓
読
文
〉
今
に
至(

ル)

マ
て
に
、
西
‐
洱シ(

去)

‐
河
の
岸キ

シ

の
邊
に
、
箭
ノ
孔ア

ナ

［
左
、

ア
ト
］
、
刀
の

痕
キ
ス
ト
コ
ロ

［
左
、

ア
ト
］、
枯
‐
骨
［
左
、

枯(

レ)

タ
ル
―

骨
］
に
滿(

テ)
リ 

〔
124
〕

 

（
四
／
一
三
七
） 

 

〈
訓
読
文
〉
人
‐
間
に
織(

ラ)
シ
ム
。
々
（
織
）
て
は
塞
北
の
秋
の
鴈
の
行ツ

ラ(

平)

を
爲ナ

ス
［
左
、
＼

ナ
シ
］、
染(

メ)

て
は
江
南
の
春
の
水
の
色
を
作ナ(

ス)

。 

〔
125
〕

 

 

（
四
／
三
五
三
） 

〈
訓
読
文
〉
君
か
爲
に
、
私
無
キ
〔
之
〕
光
を
使
て
、
万
物
に

及
（
オ
ヨ
）
ホ

シ
て
、

蟄

「
チ
フ
」
（
角
）

‐
蟲
、
照
‐
蘇(

シ)

て
、［
左
、

シ
テ
］［
イ
、

照テ
ラ

シ
―

蘇

ヨ
ミ
（
カ
ヘ
）(

テ)

］
萠
‐
草
、

出
て
シ
メ
ヨ
［
左
、

出
サ
使シ

メ
ム
ニ
ハ
］ 

〔
126
〕

（
三
／
三
六
一
） 

 

〈
訓
読
文
〉
若イ

カ

―

爲ニ

シ
て
か
［
左
、

イ
カ
テ
カ
］

苦

「
ク
」
（
ル
）(

シ
ヒ)

を
將も[

イ
、

モ]

て
、
殘
の
年[

イ
、

殘
＼

‐
年]
を
度

＼
ワ
タ

ラ(

ム)

［
イ
、

ワ
タ
サ
ム
］［
左
、
「
オ
ク
ラ
ム
」
］。 
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〔
127
〕

（
三
／
三
五
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
見
む
［
イ
、

ム
］［
左
、
「
ル
」］
―

者
の
〔
之
〕
諭サ

ト

リ
易(

カ
ラ)

む
［
イ
、
「
ヤ
ス
カ
ラ
ム
」
］
こ
と
を
欲ホ(

シ)

て
な
り
〔
也
〕 

  

こ
れ
ら
の
例
の
テ
の
ヲ
コ
ト
点
（
壺
の
テ
・
離
れ
た
テ
）
を
見
る
に
、
用
例
113
、
114
に
つ
い
て
は
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
返
読
の
あ
る
箇
所
に
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
を
離
れ
た
テ
と
す
る
こ
と
に
問
題
は
あ
る
ま
い
（
用
例
113
は
「
歌
」
字
の
左
下
、
用
例
114
は
「
眉
」
字
の
左
下
）。
こ
の
よ
う
な
例
に
つ
い
て
は
、
離
れ

た
テ
を
テ
・
返
点
と
見
て
も
返
読
の
あ
る
箇
所
で
あ
る
か
ら
離
れ
た
テ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
テ
・
切
点
と
見
て
も
句
切
り
と
な
る
箇
所
で
あ
る
か
ら
同

様
に
離
れ
た
テ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

 

問
題
は
、
返
読
の
な
い
箇
所
に
施
さ
れ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
で
あ
る
。
右
の
用
例
113
、
114
に
対
し
て
、
以
下
の
用
例
115
～
127
は
全
て
返
読
の
な
い
箇
所
に
施
さ
れ
た

テ
の
ヲ
コ
ト
点
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
離
れ
た
テ
を
テ
・
返
点
と
見
る
立
場
を
取
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
全
て
壺
の
テ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
返
読
の
な
い
箇
所
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
が
離
れ
た
テ
（
テ
・
返
点
）
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
筆
者
の
目
に
は
、
そ
の
加
点
位
置
か
ら
見
る
に
、

用
例
115
～
121
も
離
れ
た
テ
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
『
白
氏
』
に
お
い
て
加
点
位
置
が
正
確
な
も
の
で
は
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
か
。 

  

小
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
壺
の
テ
と
離
れ
た
テ
と
を
判
別
す
る
際
に
、
漢
字
に
近
い
と
か
遠
い
と
か
い
う
よ
う
な
目
測
で
は
客
観
性
に
欠
け
る
と
考
え
、
や

や
厳
格
に
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
仮
に
、
次
の
よ
う
な
基
準
を
設
け
て
み
た
。 

 

・
壺
に
加
点 

… 

漢
字
に
重
な
る
か
、
或
い
は
接
す
る
。 

 

〈
図
55
〉 （

重
な
る
） 

（
接
す
る
） 
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・
壺
か
ら
離
れ
た
位
置
に
加
点 

… 

漢
字
か
ら
離
れ
て
い
る
。 

〈
図
56
〉 

（
離
れ
て
い
る
） 

  

つ
ま
り
、
漢
字
の
字
形
い
か
ん
に
関
わ
ら
ず
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
漢
字
の
一
部
に
触
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
分
類
を
行
な
っ
て
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
す
れ
ば
、
客
観
性
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
こ
の
よ
う
な
厳
密
な
分
類
を
行
な
っ
て
み
て
も
、
当
の
そ
の
資
料
に
お
い
て
そ
の
書
き
分
け
が
な
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
、
返
っ
て
事
実
と
は
異
な
る
傾
向
が
出
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
こ
で
、
こ
の
基
準
が
、
こ
れ
ら
壺
の
テ
と
離
れ
た
テ
と
を
判
別
す
る
の
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
見
る
た
め
に
、
ま
ず
、
こ
れ
ら
壺
の
テ
・
離
れ
た

テ
と
ち
ょ
う
ど
左
右
対
称
の
関
係
に
あ
る
「
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
」
と
「
句
点
」
と
を
、
こ
の
基
準
に
従
っ
て
調
査
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
（
前
掲
図
54 

参
照
）。
こ
れ

ら
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
と
句
点
と
を
正
確
に
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
当
該
の
壺
の
テ
と
離
れ
た
テ
と
を
判
別
す
る
こ
と
に
も
有
効
で
あ
ろ
う
。 

  

調
査
結
果
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
た
（「
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
」
全
二
五
〇
例
、「
句
点
」
全
七
一
〇
例
）。 

          

〈図表36〉「ハのヲコト点」「句点」の加点状況

0%

50%

100%

ハ 219 31

句点 0 710

壺に加点 離れた位置に加点

〈図表37〉「ハのヲコト点」「句点」の加点状況

0%

50%

100%

壺に加点 219 0

離れた位置に
加点

31 710

ハ 句点
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図
表
36
は
、
右
の
基
準
に
従
っ
て
、
漢
字
の
右
下
に
施
さ
れ
た
点
―
即
ち
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
と
句
点
を
合
わ
せ
た
も
の
―
を
、「
壺
に
加
点
」
と
「
（
壺
か
ら
）
離
れ

た
位
置
に
加
点
」
と
の
二
つ
に
分
類
し
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
中
に
、
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
や
句
点
が
ど
の
程
度
含
ま
れ
て
い
る
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る29

。
つ
ま
り
、
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
先
の
基
準
に
よ
っ
て
「
壺
に
加
点
」
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
点
は
、
二
一
九
例
全
て
が
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
で
あ
り
、
一
方
、「
離
れ
た
位
置
に
加
点
」

さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
点
は
、
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
が
三
一
例
、
句
点
が
七
一
〇
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

図
表
37
は
、
図
表
36
を
作
り
変
え
た
も
の
で
、
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
・
句
点
と
考
え
ら
れ
る
点
が
、
先
の
基
準
で
見
た
時
に
、「
壺
に
加
点
」
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ

た
か
、「
離
れ
た
位
置
に
加
点
」
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
は
、
二
一
〇
例
が
「
壺
に
加
点
」
と
判

断
さ
れ
、
三
一
例
が
「
離
れ
た
位
置
に
加
点
」
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
句
点
は
、
七
一
〇
例
全
て
が
「
離
れ
た
位
置
に
加
点
」
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。 

  

先
に
定
め
た
基
準
は
、
厳
密
に
過
ぎ
る
か
と
思
わ
れ
た
が
、
右
の
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
先
の
基
準
に
漏
れ
た
の
は
、
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
の
三
一
例
の
み
で
、
こ
れ
は

ハ
の
ヲ
コ
ト
点
の
全
用
例
の
う
ち
の
一
割
強
で
あ
る
。 

 

こ
の
調
査
結
果
に
よ
っ
て
、
先
に
定
め
た
基
準
は
、
確
か
に
若
干
の
例
外
が
出
る
こ
と
か
ら
も
、
厳
密
に
過
ぎ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
加
点
位
置
を

客
観
的
に
判
断
す
る
上
で
か
な
り
有
効
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
同
時
に
、
こ
の
『
白
氏
』
に
お
い
て
は
、「
壺
に
加
点
」「
壺
か
ら
離
れ
た

位
置
に
加
点
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、
か
な
り
正
確
に
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

  

四
、
「
壺
の
テ
」
と
「
離
れ
た
テ
」
の
調
査
結
果 

  

右
の
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
と
句
点
と
の
調
査
に
よ
っ
て
、
先
に
定
め
た
基
準
に
よ
っ
て
調
査
を
行
な
う
こ
と
が
か
な
り
有
効
で
あ
る
こ
と
が
言
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
当
該
の
壺
の
テ
と
離
れ
た
テ
に
つ
い
て
、
同
様
の
調
査
を
行
な
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
な
お
、
こ
の
調
査
に
よ
っ
て
、「
壺
に
加
点
」
さ

れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
に
つ
い
て
は
、
三
〇
例
の
み
で
あ
る
の
で
、
本
節
末
に
そ
の
全
用
例
の
訓
読
文
を
示
し
た
。 

 

左
に
示
す
調
査
結
果
は
、「
離
れ
た
テ

．
．
．
．
」
を．
「
テ．
・
返○

点○

」
と
見
た
場
合
に

．
．
．
．
．
．
、
先
に
基
準
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
の
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
（「
テ
の

                                        

          

 
29 

漢
字
右
下
に
施
さ
れ
た
点
の
う
ち
、
ど
れ
を
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
と
し
、
ど
れ
を
句
点
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
訓
読
文
な
ど
に
よ
っ
て
判
断
し
た
。 
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ヲ
コ
ト
点
」
全
七
三
七
例
）。
も
し
「
離
れ
た
テ
」
が
「
テ
・
返
点
．
．
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
離
れ
た
テ
は
返
読
の
あ
る
箇
所
に
用
い
ら
れ
、
壺
の
テ
は
返
読
の
な
い
箇
所

に
用
い
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る3

0

か
ら
、
従
っ
て
、
先
の
基
準
に
よ
っ
て
分
類
し
た
時
、 

 

「
離
れ
た
位
置
に
加
点

．
．
．
．
．
．
．
．
」
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点 

→ 

返
読
ア
リ 

「
壺
に
加
点

．
．
．
．
」
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点 

 
 
 
 

→ 

返
読
ナ
シ 

 

と
い
う
偏
り
が
見
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
「
返
読
の
有
無
」
に
着
目
し
て
分
類
を
行
な
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。 

 

〈図表38〉「壺のテ」「離れたテ」 ―「返読の有無」
による分類―

0%

20%

40%

60%

80%

100%

返読アリ 2 317

返読ナシ 28 390

壺に加点 離れた位置に加点

 
 
 

〈図表39〉「壺のテ」「離れたテ」 ―「返読の有無」
による分類―

0%

20%

40%

60%

80%

100%

離れた位置に
加点

390 317

壺に加点 28 2

返読ナシ 返読アリ

 

 

                                        

          

 
30 

テ
の
ヲ
コ
ト
点
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
助
詞
「
テ
」
「
シ
テ
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
た
め
、
「
□イ
二

□ロ
□ハ
一

」（
返
読
ア
リ
）
、「
□イ
」（
返
読
ナ
シ
）
の
「
□イ
（
動
詞
な
ど
）
」
の
部
分
に
関
わ
っ
た
形
で
用
い
ら
れ
る
。

従
っ
て
、
「
返
読
さ
れ
る
箇
所
（
□ハ
）
」
に
施
さ
れ
た
テ
・
返
点
を
除
く
と
、
「
□イ
」
に
施
さ
れ
た
壺
の
テ
―
即
ち
「
返
読
の
な
い
箇
所
」
に
用
い
ら
れ
た
も
の
―
が
残
る
。 
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図
表
38
は
、
先
の
基
準
に
よ
っ
て
テ
の
ヲ
コ
ト
点
（
壺
の
テ
・
離
れ
た
テ
）
を
、「
壺
に
加
点
」
と
「
離
れ
た
位
置
に
加
点
」
と
の
二
者
に
分
類
し
た
時
に
、
そ
の

そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
に
お
い
て
「
返
読
の
有
無
」
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
図
表
38
は
、
も
し
「
離
れ
た
テ
」
が
「
テ
・
返
点
．
．
」

で
あ
る
な
ら
ば
、
右
に
示
し
た
よ
う
に
、「
離
れ
た
位
置
に
加
点
」
が
「
返
読
ア
リ
」
に
偏
り
、「
壺
に
加
点
」
が
「
返
読
ナ
シ
」
に
偏
る
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
は

ず
の
も
の
で
あ
る
。 

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
先
の
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
と
句
点
と
の
書
き
分
け
の
調
査
に
よ
っ
て
、
先
の
基
準
に
よ
る
分
類
は
、
こ
の
『
白
氏
』
に
お
い
て
か
な
り
有
効
で
あ

る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
図
表
38
に
お
け
る
「
離
れ
た
位
置
に
加
点
」
は
離
れ
た
テ
の
用
例
数
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
異
な
ら
な

い
形
で
一
致
し
、
ま
た
、「
壺
に
加
点
」
も
壺
の
テ
の
用
例
数
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
な
い
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
図
表
38
に
示
す
よ

う
に
、
こ
の
『
白
氏
』
に
お
け
る
「
離
れ
た
テ
（
離
れ
た
位
置
に
加
点
）」
は
、
そ
の
過
半
数
が
「
返
読
ナ
シ
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
調
査
結
果
が
得
ら
れ
た
。

つ
ま
り
、「
離
れ
た
テ
（
離
れ
た
位
置
に
加
点
）
」
と
「
返
読
ア
リ
」
と
の
間
に
一
致
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、「
離
れ
た
テ
」
を
「
テ
・
返．

点．
」
と
す
る
と
、
そ
の
過
半
数
が
例
外
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
調
査
結
果
は
、「
離
れ
た
テ
」
が
「
テ
・
返
点
．
．
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

図
表
39
は
、
右
の
図
表
38
を
作
り
変
え
た
も
の
で
、「
返
読
ア
リ
」「
返
読
ナ
シ
」
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
に
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
施
さ
れ
た
時
に
、「
壺
の
加
点
」
さ
れ
て

い
る
か
「
（
壺
か
ら
）
離
れ
た
位
置
に
加
点
」
さ
れ
て
い
る
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
図
表
39
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
『
白
氏
』
に
お
け
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
、

「
返
読
ア
リ
」「
返
読
ナ
シ
」
に
よ
っ
て
書
き
分
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
『
白
氏
』
に
お

け
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「（
壺
か
ら
）
離
れ
た
位
置
に
加
点
」
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
『
白
氏
』
に
お
け
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
を
分
類
し
た
時
に
、
そ
の
テ
の
ヲ
コ
ト
点
の
ほ
と
ん
ど
が
「
壺
か
ら
離
れ
た
位
置
に
加
点
」
さ
れ
て
い
る
と
判

断
さ
れ
る
こ
と
は
、
先
の
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
・
句
点
の
調
査
結
果
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
抹
の
不
安
を
覚
え
る
。
壺
の
右
下
（
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
・
句
点
）
と
左
下
（
壺

の
テ
・
離
れ
た
テ
）
と
で
加
点
状
況
が
異
な
っ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

そ
こ
で
、
今
度
は
、
高
野
山
西
南
院
蔵
『
甘
露
軍
荼
利
菩
薩
供
養
念
誦
成
就
儀
軌
』
康
和
点
（
一
一
〇
〇
年
・
一
一
〇
一
年
加
点
・
第
一
群
点
・
西
墓
点
）（
以
下
、

『
甘
露
』
）
に
お
い
て
同
様
の
調
査
を
行
な
っ
て
み
た
。
こ
の
『
甘
露
』
に
お
い
て
、
左
下
の
点
は
、
左
に
示
す
よ
う
に
、
漢
字
の
壺
に
施
さ
れ
た
も
の
が
「
テ
の
ヲ

コ
ト
点
」
、
漢
字
か
ら
離
れ
た
位
置
に
施
さ
れ
た
も
の
が
「
返
点
」
と
な
っ
て
い
る
。 
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〈
図
57
〉 

 
 
 

 

  

調
査
結
果
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
た
（「
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」
全
二
八
一
例
、「
返
点
」
全
五
三
三
例
）。
な
お
、
調
査
資
料
と
し
て
は
、
西
崎
亨
氏
（
一
九
九
五
）『
高

野
山
西
南
院
蔵 

訓
点
資
料
の
研
究
』
を
用
い
た
。
こ
の
テ
の
ヲ
コ
ト
点
と
返
点
の
場
合
も
、 

  
 

「
離
れ
た
位
置
に
加
点
」（
返
点
） 

→ 

返
読
ア
リ 

 
 

「
壺
に
加
点
」
（
テ
の
ヲ
コ
ト
点
） 
→ 

返
読
ナ
シ 

 

と
な
る
は
ず
な
の
で
、
先
の
テ
の
ヲ
コ
ト
点
の
場
合
と
同
様
に
「
返
読
の
有
無
」
に
よ
っ
て
分
類
を
行
な
っ
た
。 

 
 

 
          

〈図表40〉「テのヲコト点」「返点」 ―「返読の有無」
による分類―

0%

20%

40%

60%

80%

100%

返読アリ 1 532

返読ナシ 223 58

壺に加点 離れた位置に加点

〈図表41〉「テのヲコト点」「返点」 ―「返読の有無」
による分類―

0%

20%

40%

60%

80%

100%

離れた位置に
加点

58 532

壺に加点 223 1

返読ナシ 返読アリ
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こ
れ
ら
図
表
40
、
41
に
よ
る
と
、
こ
の
『
甘
露
』
に
お
い
て
は
、
「
返
読
ア
リ
（
返
点
）
」
の
場
合
に
は
「（
壺
か
ら
）
離
れ
た
位
置
に
加
点
」
さ
れ
、
「
返
読
ナ
シ

（
テ
の
ヲ
コ
ト
点
）
」
の
場
合
に
は
「
壺
に
加
点
」
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
か
な
り
正
確
に
行
な
わ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

先
に
設
け
た
基
準
が
客
観
性
を
重
視
し
厳
密
に
過
ぎ
る
た
め
、
確
か
に
、「
壺
に
加
点
」
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
テ
の
ヲ
コ
ト
点
の
う
ち
五
八
例
を
「
（
壺
か
ら
）
離
れ

た
位
置
に
加
点
」
さ
れ
て
い
る
と
判
じ
、
ま
た
、「（
壺
か
ら
）
離
れ
た
位
置
に
加
点
」
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
返
点
の
う
ち
一
例
を
「
壺
に
加
点
」
さ
れ
て
い
る
と
判
ず

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
ら
図
表
40
、
41
に
は
、「
返
読
の
有
無
」
に
よ
る
加
点
位
置
の
書
き
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
傾
向
が
か
な

り
明
確
に
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
『
甘
露
』
に
お
い
て
左
下
に
施
さ
れ
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
と
返
点
と
が
加
点
位
置
に
よ
っ
て
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、『
白

氏
』
に
お
い
て
も
、
同
様
に
左
下
に
施
さ
れ
て
い
る
壺
の
テ
と
離
れ
た
テ
と
の
書
き
分
け
が
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
よ
う
に
思
う
。
特
に
『
白
氏
』

に
お
い
て
は
、
右
下
の
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
と
句
点
と
を
加
点
位
置
に
よ
っ
て
書
き
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。 

  

こ
れ
ら
の
調
査
結
果
か
ら
考
え
る
に
、『
白
氏
』
に
お
け
る
壺
の
テ
と
離
れ
た
テ
と
を
調
査
し
た
時
に
、
こ
れ
ら
が
「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
る
と
は
思
え
な
い
よ

う
な
傾
向
を
示
す
の
は
、
『
白
氏
』
に
お
い
て
加
点
位
置
に
よ
る
書
き
分
け
が
正
確
に
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
も
な
く
、
ま
た
、
本
節
で
設
け
た
基
準
が
厳
し
す
ぎ

る
か
ら
で
も
な
く
、
や
は
り
、「
離
れ
た
テ
」
を
「
テ
・
返
点
．
．
」
と
す
る
前
提
に
問
題
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

五
、
「
壺
の
テ
」
と
「
離
れ
た
テ
」
の
用
い
ら
れ
方
に
つ
い
て 

  

以
上
の
よ
う
に
、
壺
の
テ
と
離
れ
た
テ
と
が
「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
る
も
の
で
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
こ
の
『
白
氏
』
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
点
は
、
ど
の
よ
う

に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

こ
こ
で
、
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。 
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〔
113’
〕

（
三
／
四
五
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
舞
を
觀
、
歌
を
聽(

キ)

て
、
樂(

音
、
角)(

音)

の
意
を
知
ヌ
。 

 

〔
116’
〕

（
三
／
三
五
六
） 

 

〈
訓
読
文
〉
雲
陰ク

モ

リ
、
月
黑ク

ラ

ク(

シ)

て
、
風
‐
沙
、
惡

＼
ア
ラ

シ
。 

  

用
例
113’
、

116’
の
実
線
部
は
読
点
の
例
で
、
用
例
113’
が
「
返
読
の
あ
る
箇
所
」
に
読
点
が
用
い
ら
れ
た
例
、
用
例
116’
が
「
返
読
の
な
い
箇
所
」
に
読
点
が
用
い
ら
れ

た
例
で
あ
る
。
用
例
113’
、
116’
の
点
線
部
は
句
点
の
例
で
、
用
例
113’
が
「
返
読
の
あ
る
箇
所
」
に
用
い
ら
れ
た
例
、
用
例
116’
が
「
返
読
の
な
い
箇
所
」
に
用
い
ら
れ
た

例
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、『
白
氏
』
に
お
い
て
は
、
句
切
り
の
点
（
句
点
・
読
点
）
が
「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
る
こ
と
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
時
、
こ
れ
ら
用
例
113’
、
116’
の
二
重
線
部
は
テ
の
ヲ
コ
ト
点
の
用
例
で
あ
る
が
、
先
の
調
査
に
お
い
て
、
と
も
に
離
れ
た
テ
と
判
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
用

例
113’
は
、
そ
の
離
れ
た
テ
の
所
で
「
返
読
の
あ
る
」
例
、
用
例
116’
は
「
返
読
の
な
い
」
例
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
用
例
113’
、
116’
は
、
次
の
よ
う
に
並
べ
て
み
る
と
、
読
点
・
離
れ
た
テ
・
句
点
の
三
点
が
、
同
様
に
「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
ら
な
い
形
で
用
い
ら
れ
て
い

る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

〔
113’’
〕
観
舞
（
読
点
） 

聴
歌
（
離
れ
た
テ
） 

 
 
 
 
 

知
楽
意
（
句
点
） 

〔
116’’
〕
雲
陰
（
読
点
） 

月
黒
（
離
れ
た
テ
） 

〈
風
沙
〉 

悪 
 

（
句
点
） 

  

こ
の
よ
う
に
、
読
点
・
離
れ
た
テ
・
句
点
の
三
点
を
並
べ
て
み
る
と
、「
離
れ
た
テ
」
を
「
テ
・
返
点
．
．
」
と
す
る
見
方
で
は
、
用
例
113’’
の
「
聴
歌
」
の
所
だ
け
そ
の

テ
・
返
点
．
．
に
よ
っ
て
返
読
す
る
こ
と
を
示
し
、「
観
舞
」「
知
楽
意
」
の
所
で
は
返
読
の
あ
る
箇
所
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
テ．
・
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返
点
は
「
テ．
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
観
舞
」「
知
楽
意
」
の
よ
う
に
「
テ
」
の
つ
か
な
い
箇
所
で
は
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 
な
ぜ
「
テ
」
の
つ
く
箇
所
の
み
返
読
す
る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
反
対
に
、
な
ぜ
返
点
を
「
テ
」
の
つ
く
箇
所
に
限
定
し
て
、
句
点
・

読
点
を
施
す
よ
う
な
箇
所
で
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
形
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

先
の
加
点
位
置
の
調
査
結
果
に
加
え
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
、「
離
れ
た
テ
」
を
「
テ
・
返
点
．
．
」
と
す
る
見
方
に
は
不
合
理
さ
が
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。 

 

こ
れ
ら
用
例
113’
、

116’
は
、
む
し
ろ
、 

  

〔
113’’’
〕
観
舞
（
連
用
形
中
止
・
読
点
） 

聴
歌
（
助
詞
テ
・
離
れ
た
テ
） 

 
 
 
 
 

知
楽
意
（
終
止
・
句
点
） 

 

〔
116’’’
〕
雲
陰
（
連
用
形
中
止
・
読
点
） 

月
黒
（
助
詞
テ
・
離
れ
た
テ
） 

〈
風
沙
〉 

悪 
 

（
終
止
・
句
点
） 

 

と
い
う
よ
う
に
、
日
本
語
に
お
い
て
多
く
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
「
連
用
形
中
止
」「
助
詞
テ
の
つ
く
中
止
」「
終
止
」
と
い
う
三
種
類
の
句
切
れ
方
に
う
ま
く
対
応
す
る

形
で
、「
読
点
」「
離
れ
た
テ
」「
句
点
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
離
れ
た
テ
が
、
句
点
・
読
点
と
い
う
句
切
り
の
点
と
同
様
に
「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
ら
ず
に
、「
～
て
」
と
な
る
句
切
り
の
点
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

も
し
こ
の
よ
う
に
離
れ
た
テ
が
句
切
り
の
点
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
離
れ
た
テ
に
対
す
る
と
こ
ろ
の
壺
の
テ
に
は
、
そ
れ
と
は
反
対
に
「
句
切
り
と
な
ら
な
い
箇
所
」

に
偏
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。 

 

そ
こ
で
、
先
の
調
査
に
よ
っ
て
「
壺
に
加
点
」
と
判
断
さ
れ
た
三
〇
例
が
ど
の
よ
う
な
箇
所
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
（
前
掲
図
表
38
、
39 

参
照
）。 

 

こ
の
「
壺
に
加
点
」
の
三
〇
例
の
う
ち
、「
返
読
ア
リ
」
に
用
い
ら
れ
た
二
例
に
つ
い
て
は
、
後
に
も
考
察
す
る
が
、
壺
の
テ
が
返
読
の
あ
る
箇
所
に
用
い
ら
れ
る

と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
恐
ら
く
こ
れ
ら
は
離
れ
た
テ
が
「
壺
に
加
点
」
さ
れ
て
し
ま
っ
た
例
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

 

そ
れ
で
は
、
そ
の
残
り
の
二
八
例
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。 

 

「
壺
に
加
点
」
の
二
八
例
を
調
査
し
て
み
る
と
、
最
も
多
く
見
ら
れ
た
の
は
、
前
掲
用
例
123
「
今
に
至
る
ま
て
に
、
」、
用
例
124
「
々
（
織
）
て
は
」、
用
例
125
「
出

て
し
め
よ
」、
用
例
126
「
若
為
に
し
て
か
」
、
用
例
127
「
欲
し
て
な
り
」
の
よ
う
に
、「
テ
」
の
下
で
句
切
り
と
な
ら
ず
に
何
ら
か
の
こ
と
ば
が
続
い
て
い
く
例
で
、
二
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八
例
中
二
〇
例
に
も
及
ん
だ
。 

 
右
に
見
た
よ
う
に
、
離
れ
た
テ
が
「
～
て
」
と
い
う
形
で
そ
の
下
が
句
切
り
と
な
る

．
．
．
．
．
．
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
こ
の
「
壺
に
加
点
」
さ
れ

た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
、「
～
て
」
の
後
に
こ
と
ば
が
続
き
そ
の
下
で
句
切
り
と
な
ら
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
箇
所
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
偶
然
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
。 

 

こ
れ
は
、「
離
れ
た
テ
」
が
「
句
切
り
の
点
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
に
対
す
る
と
こ
ろ
の
「
壺
の
テ
」
が
「
句
切
り
と
な
ら
な
い
箇
所
」
に

偏
っ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

こ
の
よ
う
な
考
察
を
も
と
に
、
先
に
行
な
っ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
の
加
点
位
置
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
を
整
理
し
な
お
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 

〈
表
23
〉 

(1)
「
～
て
」
（「
句
切
り
」
と
な
っ
て
い
る
） 

 

返
読
あ
り 

 

ａ
壺
に
加
点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
例
（
後
掲
用
例
128
） 

 

ｂ
壺
か
ら
離
れ
た
位
置
に
加
点 

三
一
七
例
（
用
例
113
） 

 

(2)
「
～
て
」
（「
句
切
り
」
と
な
っ
て
い
る
） 

 

返
読
な
し 

 

ａ
壺
に
加
点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
例
（
用
例
122
） 

 

ｂ
壺
か
ら
離
れ
た
位
置
に
加
点 

三
八
六
例
（
用
例
114
～
121
、
後
掲
用
例
130
） 

 

(3)
「
～
て
～
」（「
句
切
り
」
と
な
っ
て
い
な
い
）
返
読
な
し 

 

ａ
壺
に
加
点 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
〇
例
（
用
例
123
～
127
） 

 

ｂ
壺
か
ら
離
れ
た
位
置
に
加
点 

 
 

四
例
（
後
掲
用
例
129
） 

 

(1)
(2)
は
、
「
～
て
」
の
形
に
な
っ
て
「
て
」
の
下
で
句
切
り
と
な
る

．
．
．
．
．
．
場
合
に
、
先
の
基
準
に
よ
っ
て
「
壺
に
加
点
」
「
壺
か
ら
離
れ
た
位
置
に
加
点
」
と
判
断
さ
れ

た
例
が
ど
の
程
度
あ
る
の
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
(1)
と
(2)
と
の
相
違
は
、「
返
読
の
有
無
」
で
あ
る
。
(3)
は
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
、「
～
て
～
」
の
よ
う
に
「
て
」
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の
後
に
何
ら
か
の
こ
と
ば
が
続
い
て
「
て
」
の
下
で
句
切
り
に
な
ら
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
場
合
の
例
の
う
ち
わ
け
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
(1)
～
(3)
を
通
覧
す
る
に
、「
壺
か
ら
離
れ
た
位
置
に
加
点
」
さ
れ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
(1)
(2)
に
偏
り
、「
壺
に
加
点
」
さ
れ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
(3)
に
偏
る

傾
向
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

も
し
「
離
れ
た
テ
」
が
「
テ
・
返
点
．
．
」
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、「
返
読
ア
リ
」
と
「
返
読
ナ
シ
」
の
境
界
で
あ
る
(1)
と
(2)
(3)
と
の
間
に
「
壺
に
加
点
」「
壺
か
ら
離

れ
た
位
置
に
加
点
」
と
い
う
加
点
の
差
が
見
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
右
の
表
23
に
示
し
た
よ
う
に
、
実
際
に
そ
の
加
点
の
差
が
見
ら
れ
る
の
は
、
(1)
(2)
と
(3)
と
の

間
で
あ
る
。
例
を
示
す
と
、
用
例
119
、
123
「
至
」
、
用
例
120
、
124
「
々
」
、
用
例
121
、
125
「
出
」
は
、
全
て
．
．
「
返
読
の
な
い
箇
所

．
．
．
．
．
．
．
」
に
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
用
い
ら
れ

た
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
漢

．
．
．
字
の
例

．
．
．
で
前
者
が
「
壺
か
ら
離
れ
た
位
置
に
加
点
」
さ
れ
た
例
で
あ
り
、
後
者
が
「
壺
に
加
点
」
さ
れ
た
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
前

者
と
後
者
の
違
い
は
、「
返
読
の
有
無
」
で
は
な
く
、「
句
切
り
」
と
な
っ
て
い
る
か
否
か
の
違
い
で
あ
る
。 

こ
れ
は
、
や
は
り
離
れ
た
テ
と
壺
の
テ
と
の
違
い
が
「
句
切
り
」
で
あ
る
か
否
か
に
関
わ
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

筆
者
が
考
え
る
に
、
壺
の
テ
と
離
れ
た
テ
と
の
関
係
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

  

・
離
れ
た
テ 

… 

「
句
切
り
」
の
「
て
」 

 

・
壺
の
テ 

 

… 

「
て
」 

  

離
れ
た
テ
と
対
立
関
係
に
あ
る
と
見
る
な
ら
ば
、
壺
の
テ
は
「
『
句
切
り
』
に
な
ら
な
い
『
て
』
」
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
考
え
て
み
る
に
、
こ
の
壺
の
テ
は
、

他
の
「
ニ
の
ヲ
コ
ト
点
」
や
「
ヲ
の
ヲ
コ
ト
点
」
な
ど
と
同
様
に
「
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」
な
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
右
に
単
に
「
て
」
と
し

て
い
る
よ
う
に
、「
『
句
切
り
』
に
な
ら
な
い
」
と
い
う
形
で
限
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

  

右
に
示
し
た
表
23
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
客
観
性
を
求
め
る
に
当
た
っ
て
厳
密
に
過
ぎ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
若
干
の
例
外
と
な
る
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る

こ
と
は
当
然
な
の
で
あ
る
が
、
以
下
に
は
、
そ
の
例
外
に
特
に
問
題
と
な
る
よ
う
な
も
の
が
な
い
か
見
て
お
き
た
い
と
思
う
。 
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六
、
「
壺
の
テ
」
の
例
外 

  

先
の
表
23
を
見
て
み
る
と
、
先
の
「
壺
の
テ
は
『
て
』
で
あ
る
」
と
い
う
考
察
に
当
て
は
ま
ら
な
い
例
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
、「
返
読
の
あ
る
箇
所
」
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、「
壺
に
加
点
」
さ
れ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
の
例
で
あ
る
（
表
23
の
(1)
ａ
）。
用
例
を
左
に
挙
げ
る
。 

 

〔
128
〕

 

（
三
／
二
一
九
） 

 

〈
訓
読
文
〉
徒
に
飢
＼

‐
人
［
イ
、

飢(

ヱ
タ
ル)
―

人
］
を
使
て
、

重

「
カ
」
（
サ
）(

ネ)

て
、
勞(

去)

‐
費(

去)

セ
［
イ
、
「
シ
ム
」］
使

「
シ
」

「
ム
」。 

  

こ
の
よ
う
な
例
は
二
例
の
み
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
、
加
点
位
置
を
判
断
す
る
基
準
を
厳
密
に
し
す
ぎ
た
た
め
の
誤
差
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。
但
し
、

こ
の
二
例
は
、
と
も
に
「
使
役
」
の
用
例
で
あ
る
の
で
、
も
し
こ
れ
を
「
飢
‐
人
を
使
て
」
と
読
ま
ず
に
、「
飢
‐
人
を(

シ)

て
」
、
或
い
は
「
〔
使
〕
飢
‐
人
を(

シ)

て
」
の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
誤
差
で
は
な
く
、
(2)
ａ
に
入
れ
る
べ
き
例
で
あ
る
と
言
え
る
よ
う
に
思
う
。 

  

表
23
の
(2)
ａ
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
壺
の
テ
を
「
て
」
と
見
れ
ば
例
外
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
(2)
ａ
の
よ
う
な
場
合
に
ど
の
よ
う
に
解
釈
す

る
の
か
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
と
思
う
。
用
例
と
し
て
は
、
前
掲
の
用
例
122
に
当
た
る
。 

 

こ
の
(2)
ａ
は
、「
～
て
」
と
い
う
形
に
な
り
、
そ
の
下
が
句
切
り
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
「
壺
に
加
点
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
例
に
つ
い
て
は
、
壺
の
テ
に
よ
っ
て
単
に
「
て
」
と
い
う
訓
み
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
、
句
切
り

で
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
示
す
も
の
で
は
な
い
と
見
れ
ば
問
題
は
な
い
よ
う
に
思
う
。 

 

例
え
ば
、
用
例
122
で
は
、
訓
読
文
で
示
す
と
「
詔
（
シ
）
て
」
の
よ
う
に
、
他
の
ヲ
コ
ト
点
と
同
様
に
訓
読
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
に
施
さ
れ
た
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テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
離
れ
た
テ
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
句
切
り
で
あ
る
こ
と
を
示
し
「
詔
（
シ
）
て
、
」
と
す
る
の
で
あ
る
。 

  
七
、
「
離
れ
た
テ
」
の
例
外 

  

離
れ
た
テ
は
、
先
の
表
23
の
(3)
ｂ
が
例
外
と
な
る
。
つ
ま
り
、「
て
」
の
後
に
何
ら
か
の
こ
と
ば
が
続
き
、
そ
こ
が
句
切
り
と
な
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
壺
か
ら
離
れ
た
位
置
」
に
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
施
さ
れ
た
例
で
あ
る
。
左
に
用
例
を
挙
げ
る
。 

 

〔
129
〕

（
四
／
二
二
七
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
飽ア(

ク
マ)

て
に
食
シ
、

濃

「
コ
マ
」
（
ヤ
カ
）

に
［
左
、

シ
ナ
ヤ
カ
ニ
又

コ
マ
ヤ
カ
ニ
］
粧ヨ

ソ(

ヒ)

て
、
柂(

去)

‐
樓
に
倚ヨ

レ
リ
、 

〔
130
〕

 

（
三
／
一
六
二
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
問
フ
、
翁(

音)

［
左
、

オ(

キ
ナ)

］、
臂ヒ

チ

、
折(

レ)

て
よ
り
［
イ
、
「
ヲ
レ
テ
ヨ
リ
」
］

來

コ
ノ
「
カ
タ
」

、
幾イ

ク

―

年ト
セ

ソ
［
イ
、(

イ
ク
ハ
ク)

の(

ト
シ
ソ)

］［
左
、
角
、
「
イ
ク

ハ
ク
ノ
ト
シ
ソ
」
］［
左
、
「
＼

イ
ク
ハ
ク
ノ
ト
シ
ソ
」
］、 

  

用
例

129
は
「
飽ア(

ク
マ)

て
に
」
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
定
め
た
基
準
に
従
う
か
ぎ
り
「
壺
か
ら
離
れ
た
位
置
に
加
点
さ
れ
て
い
る
」
と
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せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
用
例
は
、
他
の
用
例
と
対
照
し
て
同
様
の
形
に
な
っ
た
時
に
壺
の
テ
が
加
点
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
、
ま
た
、

多
少
主
観
的
な
も
の
に
な
る
が
、
比
較
的
壺
に
近
い
位
置
に
加
点
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る(

例
え
ば
用
例

129
で
は
、
用
例

123
の
よ
う
な
他
の
「
～
ま
て
に
」
の
例
に

よ
っ
て
壺
の
テ
が
加
点
さ
れ
る
箇
所
で
あ
ろ
う
こ
と
が
確
認
で
き
る)

。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
例
は
、
わ
ず
か
に
「
壺
か
ら
離
れ
た
位
置
」
に
加
点
さ
れ
て
は
い
る

が
、
壺
の
テ
と
し
て
扱
う
べ
き
例
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
壺
に
加
点
さ
れ
る
べ
き
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
に
や
や
「
壺
か
ら
離
れ
た
位
置
」
に
加
点
さ
れ
た
例
が
見
ら

れ
る
こ
と
（
先
の
調
査
参
照
）
と
同
様
の
傾
向
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
こ
と
か
ら
も
壺
の
テ
と
認
め
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。 

 

用
例
130
は
「
折(
レ)
て
よ
り
」
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
用
例
130
の
よ
う
に
「
来
」
の
字
が
存
し
て
「
～
て
よ
り
こ
の
か
た
」
と
な
る
例
は
他
に
三
例
あ
っ
た

が
、
そ
の
全
て
の
例
（
全
四
例
）
に
お
い
て
離
れ
た
テ
が
加
点
さ
れ
て
い
る
点
で
、
右
に
検
討
し
た
用
例
129
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
れ
ら
の
例
は
、
も

し
テ
の
後
に
何
ら
か
の
言
葉
が
続
い
て
い
く
読
み
方
し
か
な
け
れ
ば

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
全
て
の
例
が
例
外
的
な
形
を
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
お
け
る
明
ら

か
な
例
外
と
な
り
得
る
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
思
う
に
、
こ
れ
ら
の
例
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
多
く
の
離
れ
た
テ
の
う
ち
わ
ず
か
四
例
の
み
の
例
外
で
あ
り
、

こ
の
四
例
の
例
外
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
全
て
の
考
察
を
否
と
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
反
対
に
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
そ
の
離
れ
た
テ
の
用
例
の
検
討
か
ら
演
繹
的

に
、
こ
れ
ら
の
例
に
つ
い
て
も
離
れ
た
テ
の
所
で
句
切
り
に
な
る
読
み
方
が
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
も
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
。
つ
ま
り
、「
～

て
こ
の
か
た
」
と
い
う
読
み
方
が
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
読
み
方
が
存
在
し
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
例
も
例
外

と
し
な
く
て
よ
く
な
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
「
～
て
こ
の
か
た
」
と
い
う
読
み
方
を
傍
証
す
る
も
の
と
し
て
、
左
の
用
例
131
、
132
を
取
り
挙
げ
た
い
と
思
う
。 

 

〔
131
〕

 

（
三
／
二
七
九
） 

〈
訓
読
文
〉

一

（
ヒ
ト
タ
）
ヒ

、
上
林
に
入
て
、
三
四
年
又
、
今コ

―

歳
（
ト
シ
）

の
苦(

上)

＼

‐
寒
の
［
左
、

イ
ト(

サ
ム)

キ
］
天
［
左
、

月
］
に
逢ア

ヘ
リ
［
左
、(

ア
ヒ)

ヌ
］。 

〔
132
〕
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（
四
／
二
五
三
） 

〈
訓
読
文
〉
君
か
家
‐
舍
［
左
、

イ
ヘ
］
に
到
て
、［
イ
、(

イ)

タ
シ
ヨ
リ
］
五
六
年
、
君
か
―

家
の
大
‐
人
、
頻
に
言イ

フ
こ
と
有
ラ
ク
。 

 

用
例
131
は
「
上
林
に
入
て
三
四
年
」
と
読
む
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
例
は
「
来
（
こ
の
か
た
）
」
と
い
う
語
こ
そ
な
い
が
、「
～
て(

よ
り)

○
○
年
」
と
い
う
形
で
当

該
の
用
例
130
と
一
致
し
て
お
り
、「
～
て
こ
の
か
た
○
○
年
」
と
い
う
読
み
の
存
在
を
考
え
る
の
に
都
合
が
よ
い
よ
う
に
思
う
。
用
例
132
は
「
君
か
家
舎
に
到
て
五
六

年
、
」「
君
か
家
舎
に

到
（
イ
）
タ

シ
ヨ
リ
五
六
年
、
」
と
い
う
二
種
類
の
読
み
方
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
例
は
、
そ
の
読
み
方
の
一
方
が
用
例
131
に
挙
げ
た
よ
う
な
「
テ
で
句

．
．
．

切
り
に
な
る

．
．
．
．
．
読
み
方
」
と
一
致
し
、
も
う
一
方
が
「
ヨ
リ
が
付
く

．
．
．
．
．
読
み
方
」
と
い
う
点
で
当
該
の
用
例
130
と
一
致
し
て
お
り
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
用
例
130
は
、
こ
れ
ら
用
例
131
、
132
、
特
に
用
例
132
の
例
か
ら
考
え
る
と
、「
折(

レ)

て
よ
り

來
コ
ノ
カ
タ

、
幾イ

ク

―

年ト
セ

ソ
、
」「
折(

レ)

て

來
コ
ノ
カ
タ

、
幾イ

ク

―

年ト
セ

ソ
、
」
と
い
う
二
種
類
の
読
み
方
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
一
見
、
例
外
的
に
見
え
る
こ
れ
ら
の
例

に
つ
い
て
も
、
や
は
り
離
れ
た
テ
は
句
切
り
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
例
外
と
し
な
く
て
も
よ
く
な
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
考
察
に
従
い
、
こ
れ
ら

の
例
は
、
表
23
で
は
(2)
ｂ
に
入
れ
た
。 

 
 

以
上
、
壺
の
テ
と
離
れ
た
テ
の
例
外
を
そ
れ
ぞ
れ
見
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
例
外
を
検
討
し
て
み
る
と
、『
白
氏
』
に
お
い
て
は
、
多
少
加
点
の
揺
れ
は

あ
る
も
の
の
、
壺
の
テ
と
離
れ
た
テ
と
が
「
句
切
り
」
と
い
う
観
点
か
ら
か
な
り
正
確
に
加
点
し
分
け
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

  

八
、
「
離
れ
た
テ
」
と
「
句
点
」
「
読
点
」
と
の
関
係
に
つ
い
て 

  

先
に
離
れ
た
テ
と
、
句
点
・
読
点
と
が
、
と
も
に
「
返
読
の
有
無
」
に
か
か
わ
る
こ
と
な
く
句
切
り
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
日
本
語
に
お
け
る
「
助
詞
テ
が
つ
く
中
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止
」「
終
止
」「
連
用
形
中
止
」
と
い
う
三
種
類
の
句
切
れ
方
に
う
ま
く
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
述
べ
た
が
、
筆
者
が
調
査
す
る
に
、
こ
の
『
白
氏
』
に
お
け
る
読
点
は
、

左
に
示
す
用
例
133
、
134
の
よ
う
に
、「
テ
の
つ
か
な
い
句
切
り
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

 

〔
133
〕

（
三
／
六
三
） 

 

〈
訓
読
文
〉
豈
徒タ

ヽ

、
聖
文
に

誇
ホ
（
コ
）(

ル)

ノ
ミ
ナ
ラ
ム
ヤ
。 

〔
134
〕

（
四
／
一
四
四
） 

 

〈
訓
読
文
〉
昭
陽
の
人
［
イ
、

昭
＼

‐
陽
＼

‐
人
］
々
‐
々
‐
々
（
昭
陽
人
）
、
織(

リ)

シ
時
を
見
不
レ
は
、

惜

ア
タ
ラ
（
上
上
上
）

シ
マ
不
ル
應ヘ

シ
［
左
、

惜
ア
タ
ラ

シ
カ
ラ
不サ

ル
應ナ

ラ

ム
］ 

  

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
左
の
用
例
135
の
よ
う
な
例
外
が
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
ほ
ぼ
全
て
の
例
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
用
例
135
の

よ
う
な
例
に
つ
い
て
は
、「
初
め
」
、
或
い
は
「
初
め
に
」
と
い
う
よ
う
に
テ
の
つ
か
な
い

．
．
．
．
．
．
形
で
訓
む
可
能
性
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

〔
135
〕

（
四
／
一
八
七
） 

 

〈
訓
読
文
〉
漢
の
武
帝
、
初(

メ
テ)

、
李
夫
人
を
喪

ウ
シ
ナ

ヘ
リ
［
左
、

ワ
カ
レ
ニ
キ
］。 

  

以
上
の
考
察
か
ら
、
離
れ
た
テ
・
句
点
・
読
点
に
は
次
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
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・
句
点 

 
 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

句
切
り
（
文
末
） 

 
 
 
 
 

・
読
点 

 
 

… 

「
て
」
が
付
か
な
い 

句
切
り 

 
 
 
 
 

・
離
れ
た
テ 

… 

「
て
」
が
付
く 

 
 

句
切
り 

  

こ
れ
ら
三
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
様
に
「
壺
か
ら
離
れ
た
位
置
」
に
加
点
さ
れ
、
横
一
列
に
並
ぶ
形
で
配
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
句
切
れ
方
の
違
い
に
応
じ

て
、
左
・
右
・
中
央
に
振
り
分
け
る
よ
う
に
加
点
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
の
用
例
113
を
例
に
と
る
な
ら
ば
、「
舞
を
觀
」
と
い
う
「
テ
の
付
か
な
い

．
．
．
．
．
．
句
切
り
」
の
場
合
に

は
「
中
央
」
に
、「
歌
を
聽(

キ)
て
」
と
い
う
「
テ
の
付
く

．
．
．
．
句
切
り
」
の
場
合
に
は
「
左
」
に
、「
樂
の
意
を
知(

リ)

ヌ
」
と
い
う
「
終
止
．
．
の
句
切
り
」
の
場
合
に
は
「
右
」

に
と
い
う
よ
う
に
加
点
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
離
れ
た
テ
が
、
句
点
・
読
点
と
い
う
句
切
り
の
点
と
同
様
に
「
壺
か
ら
離
れ
た
位
置
」
―
句

切
り
―
に
配
置
さ
れ
、
そ
れ
ら
と
と
も
に
選
択
的
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
「
離
れ
た
テ
」
も
や
は
り
同
様
に
「
句
切
り
の
点
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。 

  

九
、
「
離
れ
た
テ
」「
句
点
」「
読
点
」
の
併
記
例 

  

用
例
の
中
に
は
、
こ
れ
ら
離
れ
た
テ
・
句
点
・
読
点
が
併
記
さ
れ
た
用
例
も
見
ら
れ
る
。
左
に
そ
の
用
例
を
挙
げ
る
。 

 

〔
136
〕

 
（
三
／
一
七
八
）（
離
れ
た
テ:

朱
点
。
読
点:

墨
点
） 

 

〈
訓
読
文
〉〔
應
〕
雲
‐
南
ノ
望
‐
鄕
の
鬼(

去)

と
作
て
、［
イ
、
「
＼

ナ
リ
テ
」］
万
‐
人
の
塚
の

上
＼
ウ
（
ヘ
）

に
［
イ
、
「
ヘ
ニ
」］［
左
、

ホ(

ト
リ
ニ)

］、
哭
＼

ス
ル
コ
ト
、［
イ
、
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(

シ)

て
、
］［
左
、

シ
テ
］
呦

＼
イ
ウ(

平)

‐
々
タ
ラ
マ
シ
［
左
、

ス
ヘ
カ
ラ
マ
シ
］［
イ
、

應

「
マ
シ
」
（
角
）

］［
イ
、

應
「
マ
シ
」

］ 
〔
137
〕

 

（
三
／
二
一
七
）（
離
れ
た
テ:

朱
点
。
句
点:

墨
点
） 

 

〈
訓
読
文
〉
河
‐
南
の
長
‐
吏
、
農
を
憂(

訓)(

フ)

と
言イ(

ヒ)

［
左
、

マ(

ウ
シ)

］
て
、［
イ
、

農
憂(

フ
ル)

コ
ト
ヲ
言

＼
マ
ウ

ス
。
］
人
に
課オ

ホ

セ
て
、

晝

（
ヒ
）「
ル
」

―

夜

（
ヨ
）「
ル
」

、
蝗(

去)

‐
蟲
を
捕(

ヘ)

シ
ム
。 

〔
138
〕

 
（
三
／
一
六
九
）（
句
点:

墨
点
。
読
点:

朱
点
） 

 

〈
訓
読
文
〉
村
＼

‐
南
［
左
、(

ム
ラ)

ノ
ミ
ナ
ミ
］、
村
＼

‐
北
［
左
、(
ム
ラ)

ノ
キ
タ
］
に
哭(

入)

す
る
［
イ
、

ナ
ク
］［
イ
、
＼

ス
ル
］
―

聲

哀
＼
カ
「
ナ
」

「
シ
」
、［
イ
、
＼

。
］
兒(

音)

は
耶チ

ヽ

―

孃ハ
ヽ

［
イ
、

耶「
ヤ

孃

シ
ヤ
ウ
」
（
角
）

＼(

平
濁
、
角)

(

上
濁
、
角)

］
［
イ
、

耶
「
＼
ヤ

＼(

平)

＼

‐

孃
＼
シ
ヤ
ウ
」(

平)
(

平)

］
を
別
レ
、
夫ヲ

は
妻メ

を
別
ル
。 

〔
139
〕
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（
三
／
一
五
六
）（
離
れ
た
テ:

朱
点
。
句
点:

朱
点
） 

 

〈
訓
読
文
〉

茲
「
コ
レ
」

［
イ
、
「
ヨ
リ
」
］

從
「
ヨ
リ
」

、
天
‐
維
地
‐
軸
、
轉

＼
メ
ク

ル
［
イ
、

轉(

上)

ス
］。
［
イ
、

轉(

シ)

て
、
］
五
十
年
よ
り

來

コ
ノ
（
カ
タ
）

制
す
る
こ
と
［
イ
、

シ
］
［
角
、
「
ス

ル
コ
ト
」
］［
イ
、
「
＼

ス
ル
コ
ト
」
］［
左
、

シ
テ
］、
禁
＼(

去)
(

平)(

セ)

不
。 

 

も
し
こ
れ
ら
離
れ
た
テ
・
句
点
・
読
点
の
三
点
が
選
択
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
併
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
併
記
例
を
見
て
み
る
と
、
併
記
さ
れ
た
そ
の
一
方
が
星
点
「
・
」
で
あ
れ
ば
も
う
一
方
は
星
点
「
‐
」
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
両
方
が
星
点
「
・
」

で
あ
っ
て
も
そ
の
一
方
が
「
朱
点
」
で
あ
れ
ば
も
う
一
方
は
「
墨
点
」
と
い
う
形
に
な
っ
て
お
り
、
併
記
さ
れ
た
両
方
が
同
様
の
表
記
で
あ
る
の
は
139
の
一
例
の
み

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
は
併
記
さ
れ
て
は
い
て
も
、
あ
る
一
種
類

．
．
．
の
読
み
方
の
中
で
併
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
二
種
類
以
上

．
．
．
．
．
の
読
み
方

の
、
そ
の
異
な
っ
た
読
み
方
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
例
え
ば
、
用
例
136
で
は
、
「
哭(

シ)

て 

、
」
の
よ
う
な
形
で
、

一
種
類
の
読
み
方
の
中
で
、
離
れ
た
テ
と
読
点
と
が
併
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
哭
シ
テ
」
と
い
う
「
テ
の
付
く
句
切
れ
方
」
に
離
れ
た
テ
が
対
応
し
、「
哭
ス

ル
コ
ト
」
と
い
う
「
テ
の
付
か
な
い
句
切
れ
方
」
に
読
点
が
対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
併
記
例
は
先
の
検
討
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
対
応
に
よ
り
、
先
の
見
方
を
傍
証
し
て
い
る
と
言
え
る
よ
う

に
思
う
。 

  

十
、
ま
と
め 

  

『
白
氏
』
に
お
い
て
、
以
上
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
た
が
、
同
様
に
古
紀
伝
点
と
言
わ
れ
る
毛
利
博
物
館
所
蔵
『
史
記
』
第
九 

呂
后
本
紀
（
以
下
、『
呂
后
』
と

略
す
）、
東
北
大
学
図
書
館
所
蔵
『
史
記
』
第
十 

孝
文
本
紀
に
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。 

特
に
、
右
前
者
の
『
呂
后
』
に
つ
い
て
は
、
笹
岡
祐
子
氏
（
二
〇
〇
一
）
が
、
本
節
で
『
白
氏
』
に
行
な
っ
た
の
と
同
様
に
、
加
点
位
置
の
基
準
を
厳
密
に
設
定
し



 226 

た
調
査
を
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
調
査
に
よ
っ
て
、『
呂
后
』
に
お
い
て
も
、
ハ
の
ヲ
コ
ト
点
と
句
点
と
が
か
な
り
正
確
に
加
点
し
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、

そ
れ
に
対
し
て
壺
の
テ
と
離
れ
た
テ
と
は
、
離
れ
た
テ
を
返
読
を
示
す
も
の
と
見
た
の
で
は
明
確
な
書
き
分
け
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。
笹
岡
氏
の
調
査
に
よ
っ
て
も
、
『
呂
后
』
に
お
け
る
離
れ
た
テ
は
、
句
切
り
の
点
と
見
る
べ
き
よ
う
で
あ
る
。 

本
節
で
述
べ
た
「
句
切
り

．
．
．
を
示
す
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」
は
―
そ
れ
が
た
と
え
個
人
的
な
書
き
癖
等
に
帰
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
―
少
な
く
と
も
一
部
の
資
料

に
お
い
て
は
そ
の
存
在
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
う
。
テ
の
ヲ
コ
ト
点
で
「
返
読
す
る
こ
と
」
を
示
す
資
料
が
一
方
に
あ
り
、
そ
の
ま
た
一
方
に
こ
の
『
白
氏
』

の
よ
う
な
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
で
「
句
切
り
」
を
示
す
資
料
が
存
す
る
と
す
れ
ば
、
今
後
、
次
の
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て
の
調
査
検
討
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
つ

ま
り
、
こ
の
『
白
氏
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
句
切
り
を
示
す
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」
が
ど
の
よ
う
な
資
料
に
偏
っ
て
見
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
、「
返
読
を
示
す
テ
の
ヲ
コ

ト
点
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
時
代
に
よ
る
違
い
、
流
派
・
学
派
に
よ
る
違
い
は
あ
る
か
な
ど
で
あ
る
。 

  

〈
「
壺
に
加
点
」
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点 

用
例
〉 

◎
「
～
て
～
」（
句
切
り
と
な
っ
て
い
な
い
）
返
読
ナ
シ
（〈
表
23
〉
(3)
ａ 

全
二
〇
例
） 

「
欲ホ(

シ)

て
な
り
」（
三
／
三
五
）、「
至(

ル)

マ
て
に
」（
三
／
六
一
）
、「
至(

ル)

マ
て
に
、
」（
三
／
一
七
五
）
、「
致(

見
消)

て
に
［
到(

ル
マ)

て
に
］［
イ
、

到(

ル)

マ
テ
ニ
］、」

（
三
／
一
七
五
）
、「
香(

シ
ク
シ)

て
は[

イ
、「
カ
ハ
シ
ク
シ
テ
ハ
」]
」（
三
／
二
三
一
）
、「

暖

ア
（
タ
ヽ
カ
）(

ニ
シ)

て
は
」（
三
／
二
三
一
）
、「
到(

ル)

マ
て
に
」（
三
／
二
六
八
）、

「
至(

ル)

マ
て
に
、
」（
三
／
三
一
二
）
、「
移(

ス)

マ
て
に
」（
三
／
三
二
一
）
、「
若イ

カ―

為ニ

シ
て
か[

左
、

イ
カ
テ
カ]

」（
三
／
三
六
一
）
、「
飽ア(

ク
マ)

て
に
」（
四
／
六
〇
）
、

「
至(

ル
マ)

て
に
、
」（
四
／
七
七
）
、「
々
（
織
）
て
は
」（
四
／
一
三
七
）
、「
染(
メ)
て
は
」（
四
／
一
三
八
）、「
及(

フ
マ)

て
に
、
」（
四
／
一
九
七
）
、「
用
て
セ
ム[

左
、

モ
テ(

セ
ム)]

」
（
四
／
二
四
三
）
、
「
到(

ル)

マ
て
に
、
」
（
四
／
二
八
二
）
、「
用
て(

セ)
む[
イ
、

モ
テ(

セ
ム)]

」
（
四
／
三
四
四
）
、
「
出
て
シ
メ
ヨ
［
左
、

出
サ
〔
使シ

〕
メ

ム
ニ
ハ
］」
（
四
／
三
五
三
）
、「
至(

ル)

マ
て
に
、
」（
四
／
三
五
六
） 
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◎
「
～
て
」（
句
切
り
と
な
っ
て
い
る
）
返
読
ナ
シ
（〈
表
23
〉
(2)
ａ 

全
八
例
） 

「
詔(
シ)

て
」（
三
／
二
二
八
）、「
還
て
」（
三
／
二
八
三
）、「
因(

リ)

て
」（
三
／
三
四
七
）、「
去
て
」（
四
／
四
二
）
、「
断
て
［
左
、

エ
］」（
四
／
六
一
）
、「
冩
シ
て
」

（
四
／
六
六
）
、「
至(

ル)

マ
て
、
」
（
四
／
七
三
）
、「
綻(

ヒ)

て
」
（
四
／
八
八
） 

 

◎
「
～
て
」（
句
切
り
と
な
っ
て
い
る
）
返
読
ア
リ
（〈
表
23
〉
(1)
ａ 

全
二
例
） 

「
飢
＼

‐
人[

イ
、

飢(
ヱ
タ
ル)

―

人]

を
使
て
」（
三
／
二
一
九
）、「
中
‐
使
を
令
て
」
（
三
／
三
一
六
） 

  

〈
付
記
〉 

 

本
節
は
、
以
下
の
発
表
・
論
文
を
も
と
に
し
た
も
の
で
、
そ
れ
に
若
干
の
加
筆
・
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。 

・「
『
神
田
本
白
氏
文
集
』
に
お
け
る
「
て
」
の
ヲ
コ
ト
点
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
国
語
学
会 

春
季
大
会
（
一
九
九
六
）
に
お
け
る
口
頭
発
表 

・「
『
神
田
本
白
氏
文
集
』
に
お
け
る
「
テ
」
の
ヲ
コ
ト
点
に
つ
い
て
」『
山
口
国
文
』
二
一
（
一
九
九
八
） 

   

第
二
節 

岩
崎
本
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
二 

推
古
紀
に
お
け
る
「
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」 

― 

助
字
「
之
」
に
加
点
さ
れ
た
「
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」
に
着
目
し
て 

― 
 

一
、
は
じ
め
に 

  

「
離
れ
た
テ
」
を
「
テ
・
返
点
．
．
」
と
す
る
の
か
「
テ
・
切
点
．
．
」
と
す
る
の
か
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
先
に
見
た
『
白
氏
』（
本
章 

第
一
節
）
の
よ
う

に
、「
壺
の
テ
」
と
「
離
れ
た
テ
」
と
が
加
点
位
置
に
よ
っ
て
か
な
り
正
確
な
形
で
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
資
料
を
調
査
す
る
の
が
最
も
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
訓
点
資
料
の
性
格
上
、
書
写
な
ど
の
段
階
に
お
い
て
そ
の
加
点
位
置
が
曖
昧
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
の
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よ
う
な
場
合
、
壺
の
テ
と
離
れ
た
テ
と
を
加
点
位
置
に
よ
っ
て
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
結
果
、
離
れ
た
テ
の
傾
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。 

 

そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
に
加
点
位
置
が
曖
昧
な
資
料
は
、
離
れ
た
テ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
全
く
役
に
立
た
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 
 

 

本
節
で
取
り
上
げ
る
岩
崎
本
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
二 

推
古
紀
（
以
下
、『
推
古
』
と
略
す
）
も
、
筆
者
の
調
査
に
よ
る
と
、
先
に
見
た
『
白
氏
』
の
よ
う
に
は
、

壺
の
テ
と
離
れ
た
テ
と
が
、
そ
の
加
点
位
置
に
よ
っ
て
正
確
に
書
き
分
け
ら
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
『
推
古
』
は
、
そ
の
加
点
位
置

に
よ
っ
て
離
れ
た
テ
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
が
難
し
い
資
料
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
こ
の
『
推
古
』
に
お
け
る
助
字
「
之
」
は
、
一
貫
し
て
不
読
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
離
れ
た
テ
の
問
題
を
解

決
す
る
手
掛
か
り
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。 

 

本
節
に
お
い
て
は
、
こ
の
『
推
古
』
に
お
け
る
助
字
「
之
」
に
施
さ
れ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
の
離
れ
た
テ
が
、
や
は
り
「
テ
・
返．

点．
」
で
は
な
く
、「
テ
・
切
点
．
．
」
と
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
い
と
思
う
。 

  

二
、
資
料
に
つ
い
て 

  

こ
の
『
推
古
』
に
は
識
語
は
な
い
が
、
築
島
裕
氏
（
一
九
七
八
）
に
よ
る
と
、
書
写
年
代
は
、
平
安
時
代
の
中
期
を
下
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
訓

点
に
つ
い
て
は
、
朱
書
と
墨
書
の
加
点
が
あ
り
、
平
安
時
代
中
期
か
ら
室
町
時
代
に
至
る
数
次
の
加
点
が
あ
る
。 

 

築
島
裕
・
石
塚
晴
通
両
氏
（
一
九
七
八
ａ
）
は
、
こ
の
訓
点
の
加
点
時
期
に
つ
い
て
、 

  
 

○Ａ
平
安
中
期
末
点
（
朱
点
―
仮
名
・
ヲ
コ
ト
点
） 

 
 

○Ｂ
院
政
期
点
（
墨
点
―
仮
名
・
ヲ
コ
ト
点
、
朱
点
―
ヲ
コ
ト
点
） 

 
 

○Ｃ
室
町
時
代
宝
徳
三
年
点
及
文
明
六
年
点
（
共
に
一
条
兼
良
加
点
）（
墨
点
―
仮
名
） 
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と
さ
れ
、
右
の
よ
う
に
、
○Ａ
～
○Ｃ
の
記
号
で
訓
点
を
分
類
さ
れ
て
い
る
。 

 
小
稿
の
調
査
は
、
右
の
築
島
・
石
塚
両
氏
の
分
類
に
従
い
、
平
安
中
期
末
点
（
○Ａ
）
を
対
象
と
し
て
行
な
っ
た
。 

  

ヲ
コ
ト
点
は
、
築
島
氏
（
一
九
七
八
）
に
よ
る
と
、
第
五
群
点
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
左
の
よ
う
に
帰
納
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

〈
図
58
〉
ヲ
コ
ト
点
図 

〈
第
一
図
〉
朱
点
・
平
安
中
期
末
点(

○Ａ) 

 
 

 

〈
第
二
図
〉
朱
点
・
院
政
期
点(

○Ｂ) 
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〈
第
三
図
〉
墨
点
・
院
政
期
点(

○Ｂ) 

 
 

  

な
お
、
本
節
で
調
査
資
料
と
し
て
用
い
た
の
は
、
複
刻
日
本
古
典
文
学
館
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
二 

推
古
（
一
九
七
二
）
で
あ
る
。
訓
読
文
及
び
歌
の
解
釈
に

つ
い
て
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
下
（
一
九
六
五
）
を
参
考
に
し
た
。 

  

三
、
岩
崎
本
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
二 

推
古
紀
に
お
け
る
助
字
「
之
」 

  

助
字
「
之
」
は
、「
の
」
と
訓
ま
れ
た
り
「
こ
れ
」
と
訓
ま
れ
た
り
な
ど
す
る
助
字
で
あ
る
が
、
本
節
で
特
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
こ
の
助
字
「
之
」
の
中
で
も
、

「
動
詞
＋
之
」
の
形
に
な
っ
て
陳
述
を
示
す
と
さ
れ
る
も
の
（
今
日
「
こ
れ
」
と
訓
ま
れ
る
よ
う
な
も
の
）
で
あ
る
。 

 

こ
の
陳
述
を
示
す
助
字
「
之
」
に
つ
い
て
、
小
林
芳
規
氏
（
一
九
六
二
）
は
、
仏
家
点
・
博
士
家
点
の
資
料
を
比
較
調
査
さ
れ
、
左
の
よ
う
な
、
仏
家
点
と
博
士
家
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点
と
の
訓
法
の
違
い
や
、
時
代
的
な
相
違
な
ど
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

  
 

一
、
仏
家
点
で
は
、 

 
 
 

イ
、
平
安
初
期
に
は
、
陳
述
助
字
と
し
て
は
不
読
で
、
上
に
そ
れ
が
指
す
語
句
の
あ
る
際
に
「
コ
レ
」
と
代
名
詞
の
訓
を
充
て
る
。 

 
 
 

ロ
、
平
安
中
期
以
降
は
、
一
様
に
「
コ
レ
」
と
訓
ず
る
の
が
一
般
で
あ
る
。 

 
 

二
、
博
士
家
点
で
は
、
平
安
中
期
以
降
も
（
桂
庵
ら
の
新
点
の
影
響
を
蒙
る
ま
で
は
）
不
読
で
あ
つ
た
。 

 

小
林
氏
に
よ
れ
ば
、
古
く
博
士
家
点
で
は

．
．
．
．
．
．
、「
之．
」
字
は
不
読
と
さ
れ
て
い
た

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
よ
う
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
小
稿
で
取
り
上
げ
た
こ
の
『
推
古
』
の
「
之
」
字
に
つ
い
て
も
既
に
調
査
が
な
さ
れ
て
お
り
、
林
勉
氏
（
一
九
七
三
）
に
よ
っ
て
、「
之．
」
字
が
不
読

．
．
．
．
で
あ
．
．

る．
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
こ
の
「
之
」
字
が
不
読
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
稿
の
内
容
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
『
推
古
』
に
お
け
る

「
之
」
字
が
不
読
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。 

 

左
に
、「
之
」
字
の
用
例
を
挙
げ
る
。 

な
お
、
用
例
は
、
複
刻
日
本
古
典
文
学
館
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
二 
推
古
（
一
九
七
二
）
か
ら
コ
ピ
ー
し
た
。
ま
た
、『
推
古
』
に
お
い
て
は
、
仮
名
点
が
重
ね

書
き
さ
れ
た
例
が
多
く
見
ら
れ
、
こ
の
コ
ピ
ー
の
み
で
は
分
か
り
に
く
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
築
島
・
石
塚
両
氏
（
一
九
七
八
ａ
）
に
よ
る
翻
刻
を
並
べ
て
挙
げ
る
こ

と
に
し
た
。
そ
の
翻
刻
に
付
さ
れ
た
○Ａ
～
○Ｃ
は
、
加
点
時
期
で
あ
る
（
前
掲
）。
但
し
、
ヲ
コ
ト
点
・
句
点
・
合
符
の
朱
点
は
一
・
二
の
例
外
を
除
い
て
全
て
○Ａ
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
○Ａ
の
符
合
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
訓
読
文
は
、
参
考
と
し
て
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
下
（
一
九
六
五
）
の
訓
読
文
を
挙
げ
た

が
、
『
推
古
』
の
訓
点
と
一
致
し
て
い
な
い
所
も
あ
る
。 
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〔
140
〕

（
一
一
三
） 

 
 
 

 

〈
訓
読
文
〉
其そ

れ

民

お
ほ
み
た
か
ら

を
治を

さ

む
る
が
本も

と

、
要

か
な
ら

ず
禮

ゐ
や
び

に
在あ

り
。 

〔
141
〕

（
一
〇
七
） 

 
 
 

 

〈
訓
読
文
〉
則

す
な
は

ち
四

生

よ
つ
の
う
ま
れ

の

終

帰

を
は
り
の
よ
り
ど
こ
ろ

、
萬

よ
ろ
づ

の
國く

に

の
極

宗

き
は
め
の
む
ね

な
り
。 

〔
142
〕

（
七
） 

 
 
 

 

〈
訓
読
文
〉
三

み
た
び

に
至い

た

り
て
乃

す
な
は

ち
從

し
た
が

ひ
た
ま
ふ
。 

〔
143
〕

（
一
七
〇
） 



 233 

 
 
 

 
〈
訓
読
文
〉
堂
の
戸
を
破こ

ほ

ち
て
納い

れ
む 

〔
144
〕

（
二
一
〇
） 

 
 
 

 

〈
訓
読
文
〉
夫そ

れ
使

つ
か
ひ

た
る
人
は
死

み
ま
か

る
と
雖

い
ふ
と

も
、
旨む

ね

を
失

う
し
な

は
ず
。 

〔
145
〕

 

（
一
九
） 

 
 
 

 

 
 
 

 

〈
訓
読
文
〉
父か

ぞ

の
天

皇

す
め
ら
み
こ
と

、
愛め

ぐ

み
た
ま
ひ
て
、

宮
お
ほ
み
や

の
南

み
な
み

の
上
殿

か
み
つ
み
や

に
居は

べ

ら
し
め
た
ま
ふ
。 
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右
の
例
の
よ
う
に
、『
推
古
』
に
お
け
る
「
之
」
字
は
、「
の
」
や
「
が
」
と
訓
ま
れ
る
な
ど
し
て
連
体
修
飾
の
形
に
な
る
場
合
（
用
例
140
、
141
）
、
こ
の
「
之
」
字

自
体
に
は
全
く
訓
点
が
施
さ
れ
て
い
な
い
。
加
点
が
見
ら
れ
る
の
は
、
平
安
中
期
末
の
例
に
、
こ
の
「
之
」
字
に
対
し
て
で
は
な
く
「
之
」
字
の
上
の
漢
字
に
カ
の
ヲ

コ
ト
点
が
加
点
さ
れ
た
例
が
二
例
（
用
例
140
）
、
室
町
期
の
例
に
、
や
は
り
「
之
」
字
の
上
の
漢
字
に
ノ
の
仮
名
点
が
加
点
さ
れ
た
例
が
六
例
（
用
例
141
）
見
ら
れ
る

の
み
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
「
之
」
字
自
体
に
「
ノ
」
や
「
カ
」
を
示
す
訓
点
が
施
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
や
は
り
「
之
」
字
は
不
読
で
あ
る
と
見
て
よ
い
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。 

  

同
様
に
、「
之
」
字
が
「
動
詞
＋
之
」
の
形
に
な
っ
て
陳
述
を
示
し
、「
之
（
コ
レ
）
を
」
或
い
は
「
之
（
コ
レ
）
に
」
な
ど
と
訓
ま
れ
る
形
に
な
る
場
合
（
用
例
142

～
145
）
に
も
、
こ
の
『
推
古
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
之
」
字
に
、「
之
を．
」
と
訓
む
た
め
の
ヲ．
の
ヲ
コ
ト
点
や
、「
之
に．
」
と
訓
む
た
め
の
ニ．
の
ヲ
コ
ト
点
な
ど
の

訓
点
が
施
さ
れ
た
例
は
見
ら
れ
な
い
。 

ま
た
、「
□
レ

之
」
の
よ
う
に
返
点
が
加
点
さ
れ
た
例
―
つ
ま
り
、「
之
」
字
を
、「
之
を
」「
之
に
」
な
ど
と
訓
ん
で
返
読
す
る

．
．
．
．
こ
と
を
指
示
し
た
例
―
も
、
平
安
中

期
末
・
院
政
期
点
に
は
見
ら
れ
な
い
。
時
代
の
下
っ
た
室
町
期
点
に
は
返
点
が
加
点
さ
れ
た
例
が
一
例
（
用
例
143
）
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
新
し
い
時
代
の
訓
法
と

見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

こ
の
よ
う
な
加
点
状
況
か
ら
考
え
る
と
、「
動
詞
＋
之
」（
陳
述
）
の
場
合
に
お
い
て
も
、
古
く
（
平
安
中
期
末
・
院
政
期
点
）
は
、
や
は
り
不
読
で
あ
っ
た
と
見
て

よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

「
之
」
字
に
つ
い
て
詳
細
に
見
て
い
け
ば
、
こ
れ
ら
以
外
の
用
法
も
あ
ろ
う
が
、
小
稿
で
特
に
取
り
上
げ
る
の
は
、「
動
詞
＋
之
」（
陳
述
）
の
例
で
あ
る
の
で
、
こ

こ
で
は
、
右
に
見
た
よ
う
に
、「
動
詞
＋
之
」（
陳
述
）
の
場
合
に
、
そ
の
加
点
状
況
か
ら
見
て
、
そ
の
「
之
」
字
が
不
読
で
あ
ろ
う
こ
と
を
確
認
す
る
に
止
め
て
お
く
。 

  

四
、
岩
崎
本
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
二 

推
古
紀
に
お
け
る
「
之
」
字
に
加
点
さ
れ
た
「
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」 
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こ
こ
で
見
て
い
く
の
は
、
右
に
見
た
「
動
詞
＋
之
」
（
陳
述
）
の
形
に
な
る
も
の
の
中
で
も
、
更
に
そ
の
「
之
」
字
の
左
下
に
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
加
点
さ
れ
た
例
で

あ
る
。 

 

こ
の
『
推
古
』
に
お
い
て
は
、「
動
詞
＋
之
」（
陳
述
）
の
形
に
な
る
場
合
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
は

．
．
．
．
．
．
．
、
全
て
．
．
「
之．
」
字
の
左
下
に
加
点
さ
れ
て

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
い
る
．
．
。 

こ
の
よ
う
に
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
、
動
詞
部
分
に
で
は
な
く
、
不
読
と
さ
れ
る
「
之
」
字
の
方
に
加
点
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
事
が
ら
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
左
に
挙
げ
る
用
例
146
の
「
聞
き
て．
」
と
訓
読
さ
れ
る
例
な
ど
は
、
こ
の
『
推
古
』
に
お
い
て
は
、 

 

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、「
之
」
字
が
不
読
で
あ
る
と
す
る
と
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
を
「
之
」
字
に
は
加
点
せ
ず
に
、 

 

〈
訓
読
文
〉

聞(

キ)
て
〔
之
〕、 

と
す
る
よ
う
な
表
記
も
可
能
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
両
者
を
比
べ
て
み
る
時
、
こ
の
『
推
古
』
に
お
い
て
、
な
ぜ
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
「
聞
」
字
に
で
は
な
く
、
不
読
と
さ
れ
る
「
之
」
字
の
方
に
加
点
さ
れ
て
い
る

の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
、
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。 

  

本
節
で
は
、
こ
の
点
に
着
目
し
、「
之
」
字
が
不
読
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
「
之
」
字
の
左
下
に
加
点
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
を
考
え
合
わ
せ
な

が
ら
用
例
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
『
推
古
』
に
お
け
る
離
れ
た
テ
が
「
句
切
り
の
点
」
で
あ
る
可
能
性
を
示
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。 

 

先
ず
、「
之
」
字
の
左
下
に
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
加
点
さ
れ
た
用
例
を
挙
げ
る
（
全
四
一
例
）。
テ
の
ヲ
コ
ト
点
は
、
全
て
平
安
中
期
末
点
（
○Ａ
）
で
あ
っ
た
。 

 

〔
146
〕

 

（
八
二
） 
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〈
訓
読
文
〉
爰こ

こ

に
天
皇
、
聞き

き
て
大お

ほ

き
に
驚

お
ど
ろ

き
て
、 

〔
147
〕

 

（
五
〇
） 

 
 
 

 

 
 

〈
訓
読
文
〉
新
羅
の
王き

し

、
惶

か
し
こ

み
て
白
き
旗は

た

を
擧あ

げ
て
、 

〔
148
〕

（
五
七
） 

 
 
 

 

〈
訓
読
文
〉
仍よ

り
て

表
ま
う
し
ぶ
み

を

奏
た
て
ま
つ

り
て
曰ま

う

さ
く
、 

  

先
に
も
述
べ
た
が
、
こ
の
『
推
古
』
に
お
け
る
壺
の
テ
と
離
れ
た
テ
と
は
、
そ
の
書
き
分
け
が
明
瞭
な
形
で
は
行
わ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の

「
之
」
字
に
加
点
さ
れ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
、
先
ず
問
題
と
し
た
い
の
は
、 

 

(1)
「
之
」
字
に
加
点
さ
れ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
は
、
壺
の
テ
で
あ
る
の
か
、
離
れ
た
テ
で
あ
る
の
か
。 
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と
い
う
問
題
で
あ
る
。 

 

本
来
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
は
、
壺
の
テ
と
離
れ
た
テ
と
の
加
点
位
置
な
ど
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
事
が
ら
で
あ
り
、
そ
の
加
点
位
置
の
書
き
分
け
が
不
明
瞭
な
こ
の

『
推
古
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
判
断
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
筆
者
は
、
こ
の
『
推
古
』
に
つ
い
て
は
、
こ
の
テ
の
ヲ
コ
ト
点
と
、
不
読
と

さ
れ
る
「
之
」
字
と
を
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
糸
口
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。 

  

以
下
に
は
、「
之
」
字
に
加
点
さ
れ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
を
、「
壺
の
テ
」
と
見
た
場
合
と
、「
離
れ
た
テ
」
と
見
た
場
合
と
に
分
け
て
考
察
を
行
い
、
そ
の
「
之
」
字

に
加
点
さ
れ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
を
、
そ
の
ど
ち
ら
と
す
る
べ
き
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。 

 

◎
「
之
」
字
に
加
点
さ
れ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
を
「
壺
の
テ
」
と
見
た
場
合 

右
の
用
例
146
～
148
に
挙
げ
た
よ
う
な
「
之
」
字
に
加
点
さ
れ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
を
、
壺
の
テ
で
あ
る
と
見
る
と
、
こ
れ
は
文
字
通
り
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
「
之
」

字
の
壺
に
加
点
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
壺
の
テ
の
解
釈
と
し
て
は
、「
之
」
字
自
体
を
「
テ
」
と
訓
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
例
え
ば
、
用
例
146
の
「

（
〈
訓
読
文
〉

聞
き
て
）
」
を
例
に
取
る
と
、 

 
 

→ 

〈
訓
読
文
〉

聞(

キ)

之て 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
最
も
基
本
的
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
、
こ
の
解
釈
で
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
『
推
古
』
に
お
い
て
「
之
」
字
が
不
読
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
反
し
て
、「
テ．
」
の
場
合
に
の
み

．
．
．
．
．
．
、「
之
」
字
を
訓
読

す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
、
解
釈
と
し
て
一
貫
性
に
欠
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

そ
の
よ
う
に
見
る
と
、
こ
の
「
之
」
字
を
「
テ
」
と
訓
読
し
て
い
る
と
す
る
解
釈
に
は
問
題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。 

 

こ
の
「
之
」
字
に
加
点
さ
れ
た
壺
の
テ
に
つ
い
て
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
解
釈
と
し
て
、「
動
詞
＋
之
」（
陳
述
）
の
、「
動
詞
」
と
「
之
」
と
を
熟
合
さ
せ
た
形
で
訓

読
し
て
い
る
た
め
に
、「
之
」
字
に
壺
の
テ
が
加
点
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
用
例
146
「

（
〈
訓
読
文
〉

聞
き
て
）
」
を
例
と
し
て
、
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仮
に
、
合
符
や
仮
名
点
を
書
き
加
え
て
示
す
と
、 

 
 

 

→ 

〈
訓
読
文
〉

聞
‐
之

キ

キ
て 

の
よ
う
に
、「
聞
」
と
「
之
」
と
を
熟
合
さ
せ
、「
聞
之
」
全
体
を
「
キ
キ
テ
」
と
訓
ん
で
い
る
か
ら
、
そ
の
下
の
字
の
「
之
」
に
壺
の
テ
が
加
点
さ
れ
た
と
見
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
「
動
詞
」
と
「
之
」
と
が
熟
合
し
て
い
る
と
い
う
見
方
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
、「
動
詞
＋
之
」（
陳
述
）
の
形
に
な
っ
て
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
加
点
さ
れ

．
．
．
．

て
い
な
い

．
．
．
．
用
例 

―
「
之
」
字
の
所
で
「
～
て
」
と
は
な
ら
ず
に
終
止
形
に
な
っ
た
り
「
～
と
も
」
と
い
う
形
に
な
っ
た
り
し
た
例
― 

を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
可
能
は
低
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

  

左
に
、「
動
詞
＋
之
」（
陳
述
）
の
形
に
な
っ
て
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
加
点
さ
れ
て
い
な
い
用
例
を
挙
げ
る
。 

 

〔
149
〕

 

 
 

（
四
一
） 

 
 

 

 
 

 

〈
訓
読
文
〉
因よ

り
て

枝
き
の
え
だ

に
巣す

く

ひ
て
産こ

う

め
り
。 

〔
150
〕
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（
三
八
三
） 

 
 

 

 
 

 

〈
訓
読
文
〉
其そ

れ
獨ひ

と

り
生い

く
と
も
、
何な

に

の
益

し
る
し

か
あ
ら
む
。 

〔
151
〕

 

 
 

（
四
六
五
） 

 
 

 

 
 

〈
訓
読
文
〉
今い

ま

朕わ
れ

は
蘇そ

何が

よ
り
出い

で
た
り
。 

 

右
に
挙
げ
た
用
例
149
～
151
の
よ
う
に
、
「
動
詞
＋
之
」
（
陳
述
）
の
形
に
な
っ
て
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
加
点
さ
れ
て
い
な
い
用
例
を
見
て
み
る
と
、
そ
こ
に
加
点
さ
れ

て
い
る
助
詞
や
助
動
詞
、
活
用
語
尾
な
ど
は
、
全
て
．
．
「
動
詞
．
．
」
部
分
に
加
点
さ
れ
て
お
り

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
の
時
の
よ
う
に
「
之．
」
字
に
は
加
点
さ
れ
て
い
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
の
で

あ
る
。
用
例
149
は
「
り
」
、
用
例
150
は
「
と
も
」、
用
例
151
は
「
た
り
」
の
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
リ
の
ヲ
コ
ト
点
、
ト
モ
の
ヲ
コ
ト
点
、
タ
リ
の
ヲ
コ
ト
点
は
、

全
て
「
動
詞
」
部
分
に
加
点
さ
れ
て
い
る
（
但
し
、
室
町
期
点
（
○Ｃ
）
の
仮
名
点
に
は
、
用
例
151
の
よ
う
に
、「
之
」
字
に
「
タ
リ
」
と
加
点
さ
れ
た
例
が
見
ら
れ
る
）。 
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こ
の
よ
う
に
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
以
外
の
ヲ
コ
ト
点
が
、「
之
」
字
に
で
は
な
く
、「
動
詞
」
部
分
に
加
点
さ
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
、「
動
詞
」
と
「
之
」
と
を
熟

合
さ
せ
る
よ
う
な
訓
み
方
を
し
て
お
ら
ず
、「
之
」
字
を
不
読
と
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。
例
え
ば
、
用
例
149
の
「

（
〈
訓
読
文
〉

産こ
う

め
り
。
）
」
の
場
合

に
、「
コ
ウ
メ
リ．
」
の
リ
の
ヲ
コ
ト
点
が
、 

 
 

 

の
よ
う
に
、「
之
」
字
に
加
点
さ
れ
た
り
は
せ
ず
に
、「
産
」
と
い
う
「
動
詞
」
の
部
分
に
加
点
さ
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
、
こ
れ
を
「
産
‐
之
」
と
い
う
形
で
熟
合

さ
せ
て
「
産
‐
之
」
全
体
を
「
コ
ウ
メ
リ
」
と
訓
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、「
産
」
字
の
み
を
「
コ
ウ
メ
リ
」
と
訓
み
、「
之
」
字
を
不
読
と
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。 

 

こ
の
よ
う
な
他
の
ヲ
コ
ト
点
の
加
点
状
況
か
ら
考
え
る
に
、
用
例
146
「

」
の
よ
う
に
「
之
」
字
に
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
加
点
さ
れ
た
場
合
に
の
み
、
特
に
．
．
、
こ

れ
を
「

」
と
解
釈
し
、
熟
合
さ
れ
た
形
で
訓
ま
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
解
釈
と
し
て
一
貫
性
に
欠
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

こ
の
よ
う
な
「
動
詞
＋
之
」
（
陳
述
）
の
例
に
つ
い
て
は
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
加
点
さ
れ
た
場
合
と
そ
れ
以
外
の
ヲ
コ
ト
点
が
加
点
さ
れ
た
場
合
と
で
異
な
っ
た
解

釈
を
す
る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
、
一
貫
し
て

．
．
．
．
、
熟
合
し
た
形
で
は
訓
ま
れ
て
お
ら
ず
、「
之
」
字
を
不
読
と
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
の
「
動
詞
」
と
「
之
」
と
が
熟
合
し
た
形
で
は
訓
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
見
方
に
つ
い
て
は
、「
動
詞
＋
之
」（
陳
述
）
の
形
に
な
っ
た
場
合
に
、「
動
詞
」
と
「
之
」

と
が
合
符
で
結
ば
れ
た
例
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
左
の
用
例
152
、
153
の
「
□
‐
□ 

之
」
「
□ 

― 

□ 

之
」
の
例
の
よ
う
に
、
動
詞
部
が
合
符
で
結
ば
れ
て

も
、「
之
」
字
だ
け
は
合
符
で
結
ば
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
こ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

〔
152
〕

（
四
二
一
） 
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〈
訓
読
文
〉

兩
ふ
た
つ
の

國く
に

の
使
人

つ

か

ひ

、
望
瞻

お

せ

り
て
愕

然

か
し
こ
ま
り
お

づ
。 

〔
153
〕

 

 
 
 

（
四
二
九
） 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

〈
訓
読
文
〉
新
羅
、
命

み
こ
と

を

奉
う
け
た
ま
は

り
て
、
驚

お
ど
ろ

き

懼
か
し
こ
ま

る
。 

 

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、「
動
詞
．
．
」
と．
「
之．
」
と
が
熟
合
し
て
い
る
か
ら

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
壺
の
テ
が
「
之
」
字
に
加
点
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
に
も
問
題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。 

  

以
上
の
よ
う
に
、「
之
」
字
に
加
点
さ
れ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
を
壺
の
テ
と
見
る
と

．
．
．
．
．
．
．
、
そ
の
壺
の
テ
が
「
之
」
字
に
加
点
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、「
之
」
字
が
不
読
で
あ

る
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
説
明
す
る
の
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
は
、
や
は
り
、「
之
」
字
に
加
点
さ
れ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
を
壺
の
テ
と

す
る
見
方
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

む
し
ろ
、
用
例
149
「

」
の
よ
う
に
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
以
外
の
ヲ
コ
ト
点
が
「
之
」
字
に
で
は
な
く
「
動
詞
」
部
分
に
加
点
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、

こ
の
「
之
」
字
に
加
点
さ
れ
て
い
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
は
、
他
の
ヲ
コ
ト
点
と
は
異
な
っ
た
加
点
が
な
さ
れ
る
も
の
―
離
れ
た
テ
―
で
あ
る
と
見
た
方
が
よ
い
の
か
も
し

れ
な
い
（
も
し
こ
の
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
壺
の
テ
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
他
の
ヲ
コ
ト
点
の
加
点
状
況
か
ら
考
え
て
、
例
え
ば
、
用
例
146
「

（
〈
訓
読
文
〉

聞
き
て
）」
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で
は
、「

」
と
い
う
加
点
が
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）。 

 
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
之
」
字
に
加
点
さ
れ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
は
、
壺
の
テ
で
は
な
く
、
離
れ
た
テ
で
あ
る
と
見
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。 

  

◎
「
之
」
字
に
加
点
さ
れ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
を
「
離
れ
た
テ
」
と
見
た
場
合 

 

離
れ
た
テ
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
返
点
を
兼
ね
る
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
筆
者
は
、
こ
れ
を
「
句
切
り
の
点
」
と
し
て
捉
え
る
可
能
性
を
考

え
て
い
る
。 

  

そ
こ
で
、
右
の
よ
う
な
考
察
か
ら
、「
之
」
字
に
加
点
さ
れ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
を
、
離
れ
た
テ
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
次
は
、 

 

(2)
「
之
」
字
に
加
点
さ
れ
た
離
れ
た
テ
は
、「
返
読
を
示
す
も
の
」
で
あ
る
の
か
、「
句
切
り
を
示
す
も
の
」
で
あ
る
の
か
。 

 

と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
離
れ
た
テ
を
、「
返
読
を
示
す
も
の
」
と
見
た
場
合
と
、「
句
切
り
を
示
す
も
の
」
と
見
た
場
合
と
で
、
ど
ち
ら
が
現
状

に
即
し
た
解
釈
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

  

以
下
に
は
、
こ
の
離
れ
た
テ
を
、「
返
読
を
示
す
も
の
」
と
見
た
場
合
と
、「
句
切
り
を
示
す
も
の
」
と
見
た
場
合
と
に
分
け
て
、
検
討
を
行
い
た
い
と
思
う
。 

 

▽
離
れ
た
テ
を
「
返
読
を
示
す
も
の
」
と
見
た
場
合 

 

離
れ
た
テ
を
「
返
読
を
示
す
も
の
」
と
見
る
と
、
離
れ
た
テ
は
「
之
」
字
の
左
下
に
加
点
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
、
左
図
の
よ
う
に
「
之
」
字
か
ら
上
へ

返
っ
て
訓
む
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

  
 

動
詞 
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そ
し
て
、
こ
の
「
之
」
字
か
ら
返
読
さ
れ
る
時
、「
之
」
字
が
不
読
と
い
う
こ
と
で
は
返
読
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
や
は
り
、「
之
」
字

を
「
之
（
コ
レ
）
を
」
或
い
は
「
之
（
コ
レ
）
に
」
な
ど
と
訓
ん
で
返
読
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
例
え
ば
、
用
例
146
の
「

（
〈
訓
読
文
〉

聞

き
て
）」
で
は
、 

 
 

 
→ 
〈
訓
読
文
〉

之
（
コ
レ
）(

ヲ)

聞(

キ)

て 

と
い
う
よ
う
に
、「
ヲ
」
を
補
っ
て
「
之
（
コ
レ
）
を
」
と
訓
む
こ
と
に
な
る
。 

  

し
か
し
、
右
の
よ
う
に
、
加
点
さ
れ
て
い
な
い
「
ヲ
」
や
「
ニ
」
を
補
っ
て
訓
む
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
に
し
て
も
、
先
に
見
た
よ
う
に
、『
推
古
』
に
お
い
て
、

「
之．
」
字
に
．
．
「
ヲ．
」
や．
「
ニ．
」
を
示
す
訓
点
が
施
さ
れ
た
例
が
全
く
見
ら
れ
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、「
之
」
字
は
、
右
の
よ
う
に
「
コ
レ
ヲ．
」
や
「
コ
レ
ニ．
」
と

は
訓
ま
れ
て
お
ら
ず
、
不
読
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。 

  

つ
ま
り
、
換
言
す
る
と
、「
之
」
字
に
加
点
さ
れ
た
離
れ
た
テ
を
解
釈
す
る
時
、「
仮
説
」
と
し
て
、
離
れ
た
テ
を
「
返
読
を
示
す
も
の
」
と
考
え
る
と
、 

 

〈
仮
説
〉 

・
離
れ
た
テ
は
「
返
読
を
示
す
も
の
」
で
あ
る 

→ 

「
之
」
字
か
ら
返
読
す
る 

→ 

「
之
」
字
を
「
コ
レ
」
と
訓
む
。 

 

〈
加
点
状
況
〉 

・「
之
」
字
に
「
ヲ
」
や
「
ニ
」
を
示
す
訓
点
が
施
さ
れ
た
例
が
見
ら
れ
な
い 
→ 

「
之
」
字
は
不
読
で
あ
る 

 

→ 

「
之
」
字
を
「
コ
レ
」
と
訓
ま
な
い
。 

 

と
い
う
よ
う
に
、「
仮
説
」
と
「
加
点
状
況
」
と
の
間
で
、「
之
」
字
を
「
コ
レ
」
と
訓
む
か
訓
ま
な
い
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、
矛
盾
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
矛
盾
を
生
ず
る
の
は
、
や
は
り
離
れ
た
テ
を
「
返
読
を
示
す
も
の
」
と
す
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 



 244 

 
▽
離
れ
た
テ
を
「
句
切
り
を
示
す
も
の
」
と
見
た
場
合 

 

も
し
こ
の
離
れ
た
テ
を
「
句
切
り
を
示
す
も
の
」
と
見
る
な
ら
ば
、
右
に
見
た
用
例
146
の
「

（
〈
訓
読
文
〉

聞
き
て
）」
に
つ
い
て
も
、 

 
 

 
→ 

〈
訓
読
文
〉

聞(

キ)

て
〔
之
〕 

の
よ
う
に
訓
読
す
る
こ
と
が
で
き
、「
之
」
字
を
不
読
と
す
る
こ
と
に
も
問
題
は
生
じ
な
い
。
離
れ
た
テ
が
「
之
」
字
の
左
下
に
加
点
さ
れ
る
の
は
、「
之
」
字
の
下
が

「
句
切
り
」
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。 

  

こ
の
よ
う
に
、「
之
」
字
に
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
加
点
さ
れ
た
例
を
検
討
し
て
み
る
と
、
こ
の
「
之
」
字
に
加
点
さ
れ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
は
離
れ
た
テ
で
あ
り
、
そ
し

て
、
そ
の
離
れ
た
テ
は
「
句
切
り
を
示
す
も
の
」
―
句
切
り
の
点
―
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
、
よ
り
矛
盾
な
く
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

  

五
、
離
れ
た
テ
を
「
句
切
り
の
点
」
と
見
た
場
合
の
助
字
の
訓
読 

  

以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
離
れ
た
テ
を
句
切
り
の
点
と
見
る
と
、「
而
」
を
始
め
と
す
る
「
テ
」
に
関
わ
る
助
字
に
つ
い
て
、
若
干
、
訓
読
の
仕
方
が
異
な
っ

て
く
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、「
而
」「
以
」
を
例
と
し
て
、
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
う
。 

  

ま
ず
、
『
推
古
』
よ
り
、「
而
」「
以
」
の
所
で
「
～
て
」
と
な
っ
て
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
加
点
さ
れ
て
い
る
用
例
を
挙
げ
る
。 

 

◎
「
而
」 

〔
154
〕

（
三
〇
七
） 
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〈
訓
読
文
〉
其
れ
臣
を
留と

ど

め
て
用も

ち

ゐ
た
ま
は
ば
、
國く

に

の
爲た

め

に
利

く
ほ
さ

有
り
な
む
。 

〔
155
〕

 

 
 

（
四
四
五
） 

 
 

 

 
 

 

〈
訓
読
文
〉
是こ

こ

に
、
諸
の
僧
尼
を
集つ

ど

へ
て
推

か
む
が

ふ
。 

〔
156
〕

（
一
六
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
乃

す
な
は

ち
厩

う
ま
や

の
戸と

に
當あ

た

り
て
、
勞な

や

み
た
ま
は
ず
し
て

忽
た
ち
ま
ち

に
産あ

れ
ま
せ
り
。 
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◎
「
以
」 

〔
157
〕

 

 
 
 

（
二
四
八
） 

 
 
 

 

 
 
 

  

 

〈
訓
読
文
〉
百
濟

く

だ

ら

の
王き

し

、

命
こ
と
お
ほ

せ
て
呉
國

く
れ
の
く
に

に
遣

つ
か
は

す
。 

  

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
用
例
156
の
よ
う
に
「
而
」
字
の
左
下
に
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
加
点
さ
れ
た
例
で
あ
る
。 

 

離
れ
た
テ
を
返
点

．
．
．
．
．
．
．
（
返
読
を
示
す
も
の

．
．
．
．
．
．
．
）
と
す
．
．
る
見
方
に
よ
っ
て

．
．
．
．
．
．
．
、
こ
の
用
例
156
を
訓
読
す
る
と
、 

 
 

→ 

〈
訓
読
文
〉

厩
の
戸
に
當(

リ)

而て 

 
 
 
 
 
 

 

の
よ
う
に
、「
戸
」
字
の
所
か
ら
返
読
さ
れ
、「
而
」
字
の
所
か
ら
は
返
読
さ
れ
な
い
の
で
、「
而
」
字
に
加
点
さ
れ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
は
、
必
然
的
に
壺
の
テ
と
考
え

ら
れ
、
従
っ
て
、
訓
読
文
と
し
て
は
、「
而
」
字
を
「
テ
」、
或
い
は
「
シ
カ
ウ
シ
テ
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、「
而
」
字
自
体
を
訓
む
読
み
方
を
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
は
、
つ
ま
り
、
離
れ
た
テ
を
返
点

．
．
．
．
．
．
．
（
返
読
を
示
す
も
の

．
．
．
．
．
．
．
）
と
見
る
と

．
．
．
．
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
が
加
点
さ
れ
た
「
而
」
字
は
、
必
然

的
に
そ
れ
自
体
を
訓
読
す
る
こ
と
に
な
る
―
つ
ま
り
、「
而．
」
字
は
不
読
と
は
な
ら
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
―
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
離
れ
た
テ
を
「
句
切
り
の
点
」
と
見
る
と
、
左
の
よ
う
に
、「
而
」
字
が
不
読
と
な
る
可
能
性
が
生
じ
て
く
る
。 
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→ 

〈
訓
読
文
〉

厩
の
戸
に
當(

リ)

て
〔
而
〕 

「
而
」
字
の
下
が
「
句
切
り
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、「
而
」
字
の
左
下
に
離
れ
た
テ
（
句
切
り
の
点
）
が
加
点
さ
れ
て
い
る
と
見
る
の
で
あ
る
。 

  

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
用
例
157
に
挙
げ
た
「
以
」
字
も
同
様
で
、
左
の
よ
う
に
、
不
読
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 
 

 

→ 
〈
訓
読
文
〉

命
コ
ト
オ
ホ

セ
て
〔
以
〕 

 

こ
の
よ
う
に
、
離
れ
た
テ
を
「
句
切
り
の
点
」
と
見
る
と
、
助
字
な
ど
の
訓
読
に
お
い
て
、
異
な
っ
た
訓
み
方
を
す
る
可
能
性
が
生
じ
る
場
合
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。 

  

六
、
ま
と
め 

  

先
の
『
白
氏
』
の
調
査
に
お
い
て
は
、
そ
の
加
点
位
置
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
離
れ
た
テ
は
「
テ
・
切
点
．
．
」
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
っ
た
。 

 

そ
し
て
、
本
節
に
お
い
て
も
こ
の
『
推
古
』
の
助
字
「
之
」
に
施
さ
れ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
は
り
同
様
に
、
離
れ
た
テ
は
「
テ
・
切．

点．
」
と
見
る
べ
き
と
の
結
論
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
る
。 

 

前
節
と
本
節
と
で
取
り
上
げ
た
離
れ
た
テ
の
問
題
は
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
加
点
位
置
が
正
確
性
に
欠
け
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
最
初
か
ら
調
査
を
断
念
す
る
の
で

は
な
く
、
加
点
位
置
が
正
確
と
見
ら
れ
る
資
料
を
探
し
て
み
た
り
、
ま
た
、
本
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
離
れ
た
テ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
手
掛
か
り
と
な
り
そ
う
な
資

料
を
探
し
て
み
た
り
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

確
か
に
、
前
節
の
『
白
氏
』
の
調
査
に
し
て
も
、
本
節
の
『
推
古
』
の
調
査
に
し
て
も
、
個
々
の
資
料
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
、
訓
点
資
料
全
体
に
見
ら
れ
る
離

れ
た
テ
の
問
題
に
つ
い
て
総
括
的
な
結
論
を
出
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、『
白
氏
』
や
『
推
古
』
な
ど
の
い
く
つ
か
の
資
料
に
お
い
て
、
離
れ
た
テ
を
「
句
切
り

の
点
」
と
見
る
べ
き
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
偶
然
と
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
傾
向
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

あ
る
。
未
だ
わ
ず
か
な
資
料
し
か
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
少
な
く
と
も
一
部
の
資
料
に
つ
い
て
は
、「
句
切
り
」
を
示
す
離
れ
た
テ
が

存
在
し
て
い
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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〈
付
記
〉 

 

本
節
は
、
以
下
の
発
表
・
論
文
を
も
と
に
し
た
も
の
で
、
そ
れ
に
若
干
の
加
筆
・
訂
正
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

・「
助
字
に
加
点
さ
れ
た
「
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」
に
つ
い
て 

―
『
岩
崎
本 

日
本
書
紀 

巻
第
二
十
二 

推
古
紀
』
を
中
心
と
し
て
―
」
西
日
本
国
語
国
文
学
会(

二
〇
〇
六)

に
お
け
る
口
頭
発
表 

・「
『
岩
崎
本 

日
本
書
紀 
巻
第
二
十
二 

推
古
紀
』
に
お
け
る｢

テ
の
ヲ
コ
ト
点｣

に
つ
い
て
― 

助
字｢

之｣

に
加
点
さ
れ
た｢

テ
の
ヲ
コ
ト
点｣

に
着
目
し
て 

―
」『
東
ア

ジ
ア
研
究
』
五
（
二
〇
〇
七
） 

   

第
三
節 

博
士
家
点
に
お
け
る
「
テ
の
ヲ
コ
ト
点
」 

―
ま
と
め
― 

  

以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
博
士
家
点
に
見
ら
れ
る
「
離
れ
た
テ
」
に
つ
い
て
は
、「
返
読
を
示
す
も
の
」
と
見
て
「
テ
・
返
点
」
と
す
る
の
で
は
な
く
、「
句
切

り
を
示
す
も
の
」
と
見
て
「
テ
・
切
点
」
と
す
べ
き
傾
向
の
見
ら
れ
る
資
料
が
存
す
る
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
資
料
の
そ
ろ
っ
て
い
な
い
現
時
点
に
お
い
て
は
、
筆
者
は
、
博
士
家
点
の
全
て
の
離
れ
た
テ
が
テ
・
切
点
で
あ
る
と
断
ず
る
つ
も
り
は
な
く
、
テ
・
返
点

か
ら
テ
・
切
点
が
生
じ
た
可
能
性
、
或
い
は
テ
・
切
点
か
ら
テ
・
返
点
が
生
じ
た
可
能
性
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
考
慮
し
な
が
ら
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
。 

 

た
だ
、
筆
者
が
調
査
し
た
わ
ず
か
な
が
ら
の
資
料
の
傾
向
か
ら
見
通
し
を
述
べ
る
と
、 

 

(1)
博
士
家
点
の
中
で
も
特
に
『
白
氏
』
、
毛
利
博
物
館
蔵
『
史
記
』
第
九 

呂
后
本
紀
、
東
北
大
学
図
書
館
蔵
『
史
記
』
第
十 

孝
文
本
紀
の
よ
う
に
、
築
島
裕
氏
（
一

九
八
六
）
が
古．
紀
伝
点
と
さ
れ
る
資
料
に
お
い
て
、
壺
の
テ
と
離
れ
た
テ
と
が
正
確
に
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
、
そ
の
時
、
離
れ
た
テ
が
テ
・
切
点
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。 

(2)
小
林
芳
規
氏
（
一
九
六
二
）
に
よ
る
と
、
博
士
家
点
に
お
け
る
助
字
「
之
」
は
、
も
と
も
と
不
読
で
あ
っ
た
も
の
が
、
桂
庵
ら
の
新
点
の
影
響
を
受
け
て
訓
読
さ
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れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
も
し
博
士
家
点
が
仏
家
点
の
影
響
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
仏
家
点
に
お
い
て
漢
字
左
下
を
返
点
に
当
て
る

こ
と
が
な
さ
れ
て
い
る
の
を
受
け
て
、
博
士
家
点
に
お
い
て
も
テ
・
切
点
を
テ
・
返
点
と
す
る
よ
う
に
な
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
。 

(3)
右
の
(2)
に
関
連
し
て
、『
推
古
』
の
よ
う
に
、
壺
の
テ
と
離
れ
た
テ
の
加
点
位
置
に
よ
る
判
別
が
難
し
い
と
見
ら
れ
る
資
料
に
お
い
て
、
助
字
な
ど
の
加
点
傾
向
を

調
査
し
て
み
る
と
、
離
れ
た
テ
を
テ
・
切
点
と
見
る
べ
き
傾
向
が
見
ら
れ
、
も
と
も
と
は
離
れ
た
テ
を
テ
・
切
点
と
し
て
用
い
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
。 

 

以
上
の
点
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
「
テ
・
切
点 

→ 

テ
・
返
点
」
と
い
う
流
れ
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。 

こ
の
テ
・
切
点
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
有
用
な
資
料
を
探
し
つ
つ
調
査
を
行
な
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 
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第
六
章 

博
士
家
点
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」 

  

序
節 

  

先
の
第
五
章
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
博
士
家
点
に
お
け
る
「
テ
・
切
点
」
に
つ
い
て
は
、
漢
字
の
壺
に
施
さ
れ
る
「
壺
の
テ
（
テ
の
ヲ
コ
ト
点
）
」
と
の
判
別
が

不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、 

 

〔
158
〕

（
三
／
三
五
六
） 

〈
訓
読
文
〉
雲
陰ク

モ

リ
、
月
黑ク

ラ

ク(

シ)

て
、
風
‐
沙
、
惡

＼
ア
ラ

シ
。 

 

で
は
、「
黒
」
字
に
施
さ
れ
た
テ
の
ヲ
コ
ト
点
を
、
仮
に
、
テ
・
切
点
と
判
別
し
て
も
、 

雲
陰ク

モ

リ
、
月
黑ク

ラ

ク(

シ)

て
、
風
‐
沙
、
惡

＼
ア
ラ

シ
。 

と
訓
読
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し31

、
ま
た
、
壺
の
テ
（
テ
の
ヲ
コ
ト
点
）
と
判
別
し
て
も
、 

雲
陰ク

モ

リ
、
月
黑ク

ラ

ク(

シ)

て
風
‐
沙
、
惡

＼
ア
ラ

シ
。 

と
訓
読
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
両
者
の
違
い
は
、
そ
こ
が
「
句
切
り
で
あ
る
こ
と
」
を
示
し
て
い
る
か
否
か
の
違
い
の
み
で
あ
る
。 

 

こ
の
た
め
、
句
切
り
の
点
を
調
査
す
る
際
に
、
こ
の
テ
・
切
点
と
壺
の
テ
と
が
施
さ
れ
て
い
る
中
か
ら
、
句
切
り
を
示
し
て
い
る
テ
・
切
点
の
み
を
取
り
出
す
こ
と

                                        

          

 
31 

「
テ
・
切
点
」
を
訓
読
す
る
際
に
は
、「
テ
」
で
あ
る
こ
と
と
「
句
切
り
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、「
て
、
」
の
よ
う
に
「
テ
」
と
「
読
点
」
と
を
合
わ
せ
た
形
で
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
示
す
こ
と
に
し
た
（
訓
読
文 

凡

例 

参
照
）。 
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は
、
実
際
問
題
と
し
て
不
可
能
で
あ
る
。
小
稿
で
は
「
離
れ
た
テ
」
を
テ
・
切
点
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
見
方
に
従
っ
て
、
右
の
用
例
158
の
よ
う
に
句
切
り
に
施
さ

れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
を
、
加
点
位
置
い
か
ん
に
関
わ
ら
ず
テ
・
切
点
と
し
て
抜
き
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
形
で
抜
き
出
し
た
テ

の
ヲ
コ
ト
点
を
句
切
り
の
点
と
し
て
検
討
す
る
の
に
は
、
や
は
り
問
題
が
あ
ろ
う
。 

そ
こ
で
、
本
章
に
お
い
て
は
、
テ
・
切
点
（
左
下
点
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
調
査
対
象
か
ら
は
ず
し
、
ま
ず
、
博
士
家
点
に
お
け
る
右
下
点
と
中
下
点
と
が
ど
の

よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
調
査
を
行
な
っ
て
み
た
い
と
思
う
。 

 

調
査
方
法
と
し
て
は
、
先
に
見
た
仏
家
点
と
同
じ
よ
う
に
、
文
末
・
文
中
、
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
と
い
う
視
点
か
ら
分
類
を
行
な
っ
た
。 

   

第
一
節 

岩
崎
本
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
二 

推
古
紀
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 

一
、
は
じ
め
に 

  

先
の
第
四
章
に
お
い
て
は
仏
家
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
検
討
を
行
な
っ
た
。
本
節
に
お
い
て
は
、
岩
崎
本
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
二 

推
古
紀
（
以
下
、『
推

古
』
と
略
す
）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
仏
家
点
の
句
切
り
の
点
に
対
し
、
博
士
家
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
見
て
い
こ
う
と
思
う
。 

 

二
、
資
料
に
つ
い
て 

  

こ
の
『
推
古
』
は
、
第
五
章 

第
二
節
に
お
い
て
既
に
取
り
上
げ
た
の
で
、
詳
細
は
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
調
査
資
料
と
し
て
用
い
た
文
献
も
、
訓
読
文
な

ど
の
参
考
と
し
た
資
料
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。 

 

築
島
裕
氏
（
一
九
七
八
）
の
ヲ
コ
ト
点
図
（
第
五
章 

第
二
節 

図
58
）
に
よ
る
と
、
句
切
り
の
点
は
、
平
安
中
期
末
点
と
院
政
期
点
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、

両
者
と
も
に
右
か
ら
、「
句
」「
切
」「
テ
・
返
」
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

築
島
氏
の
同
書
に
お
い
て
は
、
訓
読
文
は
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、

そ
の
原
文
の
翻
刻
に
お
い
て
、
築
島
氏
は
、
右
下
点
を
「
。」
、
中
下
点
を
「
、」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
恐
ら
く
、
築
島
氏
は
、 
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〈
図
59
〉 

 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 

・
読
点 

 
 
 
 
 
 

・
テ
・
返
点 

 

と
見
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

 

小
稿
の
調
査
に
よ
る
と
、
こ
の
『
推
古
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
は
、 

 

〈
図
60
〉 

 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 

・
読
点 

 
 
 
 
 
 

・
テ
・
切
点 

 

と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
左
下
点
を
テ
・
切
点
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
の
第
五
章
に
述
べ
た
。
以
下
、
句
切
り
の
点
の
名
称
は
、
こ
の
図
60
に
よ
る
。 

 

本
節
に
お
い
て
は
、
こ
の
『
推
古
』
の
訓
点
の
中
で
も
最
も
古
い
と
考
え
ら
れ
る
「
平
安
中
期
末
点
」
に
つ
い
て
、
そ
の
句
切
り
の
点
の
加
点
傾
向
を
見
て
み
た
い

と
思
う
。
ま
た
、
そ
の
時
、
本
章 

序
節
で
述
べ
た
よ
う
に
「
テ
・
切
点
（
左
下
点
）
」
は
調
査
対
象
か
ら
除
き
、「
句
点
（
右
下
点
）」
と
「
読
点
（
中
下
点
）
」
の
二

点
に
つ
い
て
の
み
調
査
を
行
な
っ
た
。 

  

三
、
句
切
り
の
点
の
使
用
状
況 

  

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
仏
家
点
の
場
合
と
同
様
に
、
ま
ず
、
こ
の
『
推
古
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
用
例
を
挙
げ
、
そ
の
加
点
傾
向
を
表
24
・
図
表
42
と
し
て
示



 253 

す
。
た
だ
し
、
こ
の
『
推
古
』
に
お
い
て
は
、
和
歌
が
万
葉
仮
名
に
よ
っ
て
一
字
一
音
の
形
で
表
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
そ
の
場
合
、
陀
羅
尼
な
ど
と
同
様
に

こ
れ
も
訓
読
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
以
下
に
行
な
う
検
討
の
際
に
は
、
こ
れ
を
別
に
し
、
本
文
部
と
和
歌
（
一
字
一
音
）
と
い
う
形
に
分
け
て
検
討
を
行
な
っ

た
。
な
お
、
用
例
は
、
複
刻
日
本
古
典
文
学
館
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
二 

推
古(

一
九
七
二)

か
ら
の
コ
ピ
ー
と
、
築
島
・
石
塚
両
氏(

一
九
七
八
ａ)

に
よ
る
翻
刻
を

並
べ
て
挙
げ
た
（
用
例
の
挙
げ
方
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
五
章 

第
二
節
を
参
照
の
こ
と
）。 

 

〈
用
例
〉 

◎
本
文
部 

【
句
点
】 

〔
159
〕

（
二
七
）
（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 
 
 

 

〈
訓
読
文
〉
沈
水

ぢ

む

、
淡
路
嶋

あ
は
ぢ
の
し
ま

に
漂
着

よ

れ
り
。 

〔
160
〕

（
七
）（
文
末
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 
 

 

〈
訓
読
文
〉
百

寮

つ
か
さ
つ
か
さ

、

表
ま
う
し
ぶ
み

を

上
た
て
ま
つ

り
て
勸
進

す
す
め
ま
つ

る
。 

 

【
読
点
】 
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〔
161
〕

 

 
 

（
五
八
）
（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

 

 
 

 

〈
訓
読
文
〉
是
の

二
ふ
た
は
し
ら

の
神
を
除お

き
て
は
、
何

い
づ
こ

に
か
亦ま

た

畏
か
し
こ

き
こ
と
有あ

ら
む
や
。 

〔
162
〕

（
一
七
）
（
文
中
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

 

〈
訓
読
文
〉

一
ひ
と
た
び

に
十
人

と

た

り

の
訴

う
た
へ

を
聞き

き
た
ま
ひ
て
、
失

あ
や
ま

ち
た
ま
は
ず
し
て
能よ

く
辨

わ
き
ま

へ
た
ま
ふ
。 

 

◎
和
歌(

一
字
一
音) 

【
句
点
】
【
読
点
】 
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〔
163
〕

 

 
 

 

 
 
 

 

（
三
一
九
） 
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〈
解
釈
〉
し
な
て
る 

片か
た

岡を
か

山や
ま

に 

飯い
ひ

に
飢ゑ

て 

臥こ
や

せ
る 

そ
の
旅
人

た

ひ

と

あ
は
れ 

親お
や

無な

し
に 

汝な
れ

生な

り
け
め
や 

さ
す
竹た

け

の 

君き
み

は
や
無な

き 

飯い
ひ

に
飢ゑ

て 

臥こ
や

せ

る 

そ
の
旅
人

た

ひ

と

あ
は
れ 

 

〈
表
24
〉
調
査
結
果 

◎
本
文
部 

【
句
点
】 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

一
一
五
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

一
一
九
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 

〇
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 

〇
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

二
九
七
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 

八
〇
例 

 

【
読
点
】 
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文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 

〇
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 

〇
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 

七
六
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

五
二
八
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 

三
〇
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 
 

八
例 

 

【
見
消
】
「
読
点
」
一
例 

【
誤
点
？
】
「
句
点
」
三
例
、「
読
点
」
一
例 

 

◎
和
歌(

一
字
一
音) 

【
句
点
】
三
九
例 

【
読
点
】 

一
例 

          

〈図表42〉｢本文部｣における
｢句切りの点｣調査結果

0%

20%

40%

60%

80%

100%

文末・返読アリ 0 115

文末・返読ナシ 0 119

文中・返読アリ 76 0

文中・返読ナシ 528 0

読点 句点
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右
の
図
表
42
は
、
右
の
表
24
の
う
ち
、「
和
歌
（
一
字
一
音
）」
の
用
例
と
、「

（
Ｃ
）
文
末
文
中
不
明
」
な
ど
の
よ
う
に
訓
み
方
が
明
ら
か
で
な
い
用
例
と
を
除

き
、
本
文
部
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
用
例
数
の
偏
り
を
グ
ラ
フ
に
し
た
も
の
で
あ
る
。 

  

こ
の
『
推
古
』
に
お
い
て
は
、
右
下
点
（
句
点
）
は
、
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
を
問
わ
ず
文
末
．
．
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
中
下
点
（
読
点
）
も
、
や
は
り
返
読
ア
リ
・

返
読
ナ
シ
を
問
わ
ず
文
中
．
．
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
句
点
・
読
点
と
見
て
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

 

「
文
中
・
返
読
ナ
シ
」
の
用
例
数
が
、
特
に
多
く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、 

 

「
文
末
・
返
読
ア
リ
」 

 
文
末
で
あ
る
た
め
、
そ
の
多
く
が
動
詞
な
ど
の
用
言
に
関
わ
る

．
．
．
．
．
．
句
切
り 

「
文
末
・
返
読
ナ
シ
」 

 

と
な
る
。 

  
 

「
文
末
・
返
読
ア
リ
」 

 

返
読
ア
リ
で
あ
る
た
め
、
そ
の
多
く
が
動
詞
な
ど
の
用
言
の
所
に
返
読 

 
 

「
文
中
・
返
読
ア
リ
」 

 

さ
れ
る
形
で
、
用
言
に
関
わ
る

．
．
．
．
．
．
句
切
り
と
な
る
。 

 

の
よ
う
に
、「
文
末
・
返
読
ア
リ
」「
文
末
・
返
読
ナ
シ
」「
文
中
・
返
読
ア
リ
」
の
場
合
に
は
、
そ
の
句
切
り
の
多
く
が
、
用
言
に
関
わ
る

．
．
．
．
．
．
句
切
り
と
な
る
の
に
対
し
、

当
該
の
「
文
中
・
返
読
ナ
シ
」
の
場
合
に
は
、
そ
の
用
言
に
関
わ
る
句
切
り
に
加
え
、
名
詞
な
ど
の
体
言
の
後
の
句
切
り
の
よ
う
に
用
言
に
関
わ
ら
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
句
切
り
に
も

用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
分
、
用
例
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

  

四
、
ま
と
め 

  

こ
の
『
推
古
』
は
、
右
に
示
し
た
よ
う
に
、
返
読
ア
リ
で
あ
っ
て
も
返
読
ナ
シ
で
あ
っ
て
も
一
様
に
句
点
・
読
点
を
単
独
で
施
す
形
を
取
っ
て
お
り
、「
返
読
の
有

無
」
を
示
す
よ
う
な
形
は
取
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
先
の
仏
家
点
で
見
た
『
秘
蔵
』『
北
斗
』
（
第
四
章 

第
四
節
）
と
同
様
の
傾
向
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
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と
思
う
。 

先
の
『
秘
蔵
』『
北
斗
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
加
点
傾
向
に
よ
り
、「
句
読
」
に
重
き
を
置
く
資
料
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
『
推
古
』
に
つ
い
て
も
、

や
は
り
、
同
様
に
「
句
読
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
資
料
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

先
の
『
秘
蔵
』『
北
斗
』
と
の
関
連
性
を
考
え
て
み
る
と
、
先
の
『
秘
蔵
』『
北
斗
』
も
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
『
推
古
』
も
第
五
群
点
に
属
す
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

関
連
が
あ
る
も
の
な
の
か
明
言
は
で
き
な
い
が
、
今
後
も
注
意
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。 

   

第
二
節 

毛
利
博
物
館
蔵
『
史
記
』
第
九 

呂
后
本
紀
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 

一
、
は
じ
め
に 

  

本
節
で
は
、
毛
利
博
物
館
蔵
『
史
記
』
第
九 

呂
后
本
紀
（
以
下
、『
呂
后
』
と
略
す
）
を
取
り
上
げ
、
博
士
家
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
加
点
傾
向
を
見
て
み
た

い
と
思
う
。 

  

二
、
資
料
に
つ
い
て 

  

山
田
孝
雄
氏
（
一
九
三
五
）
に
よ
る
と
、
こ
の
『
呂
后
』
は
、
巻
子
一
軸
で
、
本
文
は
一
三
紙
か
ら
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

奥
書
は
、
左
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
大
江
家
国
に
よ
っ
て
、
延
久
五
年
（
一
〇
七
三
年
）
に
書
写
・
加
点
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
康
和
三
年
（
一
一
〇
一

年
）
に
、
大
江
家
行
に
よ
っ
て
校
合
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
建
久
七
年
（
一
一
九
六
年
）
の
奥
書
も
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
年
同
月
廿
九
日
點
合
了 

 
 
 

延
五
正
廿
四
辰
書
了 
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延
五
四
一
受
訓
了 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学
生
大
江
家
国 

 
 

康
和
三
年
正
月
廿
七
日
以
秘
本
見
合
了 

家
行
之
本
也 

 
 
 

同
年
同
月
廿
九
日
讀
了 

 
 

建
久
七
年
十
二
月
十
八
日
黄
昏
讀
移
了 

 
 

拾
遣
（
花
押
） 

こ
の
『
呂
后
』
の
ヲ
コ
ト
点
に
つ
い
て
は
、
築
島
裕
氏
（
一
九
八
六
）
が
古
紀
伝
点
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
同
書
に
よ
り
、
古
紀
伝
点
の
ヲ
コ
ト
点
図
を
示
す
。 

 

〈
図
61
〉
ヲ
コ
ト
点
図
（
古
紀
伝
点
） 

 

  

こ
の
ヲ
コ
ト
点
図
（
図
61
）
に
は
、
句
切
り
の
点
が
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
小
稿
の
調
査
に
よ
る
と
、
こ
の
『
呂
后
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
は
、 
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〈
図
62
〉 

 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 

・
読
点 

 
 
 
 
 
 

・
テ
・
切
点 

 

と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
以
下
、
句
切
り
の
点
の
名
称
は
、
こ
の
図
62
に
よ
る
。 

  

な
お
、
本
節
で
調
査
資
料
と
し
て
用
い
た
の
は
、
『
呂
后
本
紀 

第
九
』（
一
九
三
五
）
で
あ
る
。
訓
読
文
に
つ
い
て
は
、
吉
田
賢
抗
氏
（
一
九
七
三
）
を
参
考
に
し

た
。 

  

三
、
句
切
り
の
点
の
使
用
状
況 

  

こ
れ
ま
で
と
同
様
に
、
ま
ず
、
こ
の
『
呂
后
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
用
例
を
挙
げ
、
そ
の
加
点
傾
向
を
表
25
、
図
表
43
と
し
て
示
す
。 

 

〈
用
例
〉 

【
句
点
】 

〔
164
〕

（
一
一
）
（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
高
‐
祖
を
佐タ

ス

ケ
て
、
天
‐
下
を
定
メ
タ
リ
。 

〔
165
〕

（
九
）（
文
末
・
返
読
ナ
シ
） 
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〈
訓
読
文
〉
上(

去)

、

益
（
マ
ス
）
＜

疏(

ム)

す[

疏(

ム)

す][

疏ウ
ト

ム
ス]

。 

 

〔
166
〕

（
二
六
〇
）（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
迺(

チ)
、
顧

カ
ヘ
リ

ミ
て
左
‐
右
の
［
か
］
執
‐
戟
の

者
モ
（
ノ
）

を
麾(

ク)

。［

麾
サ
シ
マ
ネ

イ
テ
］［
麾(

キ)

て
、］
皆
、
兵
を
掊(

セ)

て
、［
掊フ

セ
テ
］
罷

シ
リ
ソ

キ
去
る[

去サ

ル] 

〔
167
〕

（
一
八
九
）（
文
中
・
返
読
ナ
シ
） 

〈
訓
読
文
〉
又
、
灌(

去)

‐
嬰
か
、
畔ソ

ム(
カ
ム)
こ
と
を
恐オ

チ
〔
之
〕［
灌(

去)

‐
嬰
を
恐オ

チ
て
、
畔ソ

ム

ク
〔
之
〕
。
］
灌
‐
嬰
か
兵
の
〔
与
〕
斉(

ト)

、
合(

ハ
ム)

こ
と
を
［
合ア

ハ
ム
コ
ト
ヲ
］
待マ(

チ)

て
、
發(

セ)

む
と
［
發
セ
ム
ト
］
欲す

［
發
セ(

ム
ト)

す
〔
欲
〕
］。 

 

【
読
点
】 

〔
168
〕

（
二
一
九
）（
句
点
読
点
併
記
・
文
末
・
返
読
ナ
シ
） 

 

〈
訓
読
文
〉
呂
‐
氏
の
為(

去)

に(

セ)

は
［
セ
ハ
］、
右
に
袒(

キ)

、［
袒

カ
タ
ヌ

ケ
。］
劉
‐
氏
の
為
に
セ
は
、
左
に

襢
（
カ
タ
）
ヌ

ケ[

襢
カ
タ
ヌ

ケ]

。 

〔
169
〕

（
二
三
七
）（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
少(

去)

‐
長(

上)

と
［
ト
］
無ナ

ク
、
皆
斬(

リ)

ツ
〔
之
〕。 
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〔
170
〕

（
一
二
）
（
文
中
・
返
読
ナ
シ
） 

〈
訓
読
文
〉
呂
后
の
、
兄(

訓)

、
二
‐
人
、
皆
、
将(

去)

為タ
リ

。 

 

◎
併
記
例 

〔
171
〕

（
二
二
〇
）（
句
点
読
点
併
記
・
文
末
・
返
読
ナ
シ
） 

 
 

〈
訓
読
文
〉
太
‐
尉
、
行(

キ)

て
至
る
［
至
ル
］。［
至(

リ)

、( ｢

読
点｣

見
消)

］
将
‐
軍
呂
‐
禄
亦
、
已
に
上
‐
将
の
印
を
解
イ
て
、
去
る( ｢

ル
の
ヲ
コ
ト
点｣

見
消)

［
去サ(

リ)

ヌ
］。 

  

〈
表
25
〉
調
査
結
果 

【
句
点
】 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 

二
五
八
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
五
六
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
八
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
〇
例 

Ａ
文
末 
 
 
 

・
返
読
ナ
シ
（
読
点
併
記
） 

 
 
 
 

一
例
（
読
点
と
重
複
） 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ
（
テ
・
切
点
併
記
） 

 
 

五
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ
（
テ
・
切
点
併
記
） 

 
 

一
例 
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【
読
点
】 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
六
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 

七
〇
三
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ
（
句
点
併
記
） 

 
 
 
 

一
例
（
句
点
と
重
複
） 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ
（
テ
・
切
点
併
記
） 

 
 

二
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ
（
テ
・
切
点
併
記
） 
 
 

三
例 

  
※
た
だ
し
、
以
下
の
よ
う
に
併
記
例
を
含
む
（
表
25 

参
照
）。 

「
句
点
」
「
文
末
・
返
読
ナ
シ
」
一
五
七
例
…
「
読
点
」 

 

一
例
。 

「
読
点
」
「
文
末
・
返
読
ナ
シ
」 

 

三
例
…
「
句
点
」 

 

一
例
。 

「
読
点
」
「
文
中
・
返
読
ア
リ
」 

五
八
例
…
「
テ
・
切
点
」
二
例
。 

「
読
点
」
「
文
中
・
返
読
ナ
シ
」
七
〇
六
例
…
「
テ
・
切
点
」
三
例
。 

     

〈図表43〉｢句切りの点｣調査結果

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

文末・返読アリ 0 258

文末・返読ナシ 3 157

文中・返読アリ 58 1

文中・返読ナシ 706 1

読点 句点
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右
の
図
表
43
は
、
右
の
表
25
の
う
ち
、「

（
Ｃ
）
文
末
文
中
不
明
」
な
ど
の
よ
う
に
、
訓
み
方
の
明
ら
か
で
な
い
用
例
を
除
き
、
本
文
部
に
お
け
る
句
切
り
の
点

の
用
例
数
の
偏
り
を
グ
ラ
フ
に
し
た
も
の
で
あ
る
。 

  

こ
の
『
呂
后
』
に
お
い
て
、
右
下
点
（
句
点
）
は
、
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
を
問
わ
ず
文
末
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
中
下
点
（
読
点
）
も
、
や
は
り
返
読
ア
リ
・
返

読
ナ
シ
を
問
わ
ず
文
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
句
点
、
読
点
と
見
て
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
時
、
句
点
の
「
文
中
．
．
・
返
読

ア
リ
」
一
例
（
用
例
166
）
、
「
文
中
．
．
・
返
読
ナ
シ
」
一
例
（
用
例
167
）
と
、
読
点
の
「
文
末
．
．
・
返
読
ナ
シ
」
三
例
（
用
例
168
）
と
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い

て
も
、
こ
の
『
呂
后
』
に
お
け
る
句
点
・
読
点
が
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
文
末
・
文
中
を
示
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
句
点
が
文
中
に
用
い
ら
れ
た
り
、

読
点
が
文
末
に
用
い
ら
れ
た
り
し
て
い
る
と
見
る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
、
他
の
例
と
同
様
に
句
点
が
文
末
を
、
そ
し
て
、
読
点
が
文
中
を
示
し
て
い
る
と
見
る
べ
き

で
は
な
い
か
と
思
う
。
例
え
ば
、
句
点
の
「
文
中
．
．
・
返
読
ア
リ
」
の
例
と
し
て
挙
げ
た
用
例
166
は
、「
サ
シ
マ
ネ
イ
テ
。
」
と
い
う
よ
う
に
文
中
の
形
に
句
点
が
施
さ

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
訓
読
文
に
示
し
た
よ
う
に
、「
サ
シ
マ
ネ
イ
テ
」
と
い
う
訓
み
方
と
「
（
サ
シ
マ
ネ
ク
）。」
と
い
う
訓
み
方
と
が
併
記
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
句
点
の
「
文
中
．
．
・
返
読
ナ
シ
」
の
用
例
167
と
、
読
点
の
「
文
末
．
．
・
返
読
ナ
シ
」
の
用
例
168
も
同
様
で
あ
る
（
訓
読
文 

参
照
）。 

 

こ
の
『
呂
后
』
に
お
い
て
も
、
本
章 

第
一
節
で
見
た
『
推
古
』
と
同
様
に
、
読
点
の
「
文
中
・
返
読
ナ
シ
」
の
用
例
数
が
抜
き
ん
出
て
多
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

も
、
先
の
『
推
古
』
の
所
で
述
べ
た
よ
う
に
、
読
点
が
名
詞
な
ど
の
体
言
に
施
さ
れ
た
例
が
こ
こ
に
集
中
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

  

四
、
ま
と
め 

  

こ
の
『
呂
后
』
に
つ
い
て
も
、
先
に
見
た
『
推
古
』
と
同
様
に
、
句
点
と
読
点
と
が
、
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
に
関
わ
ら
ず
文
末
・
文
中
と
い
う
形
で
明
確
に
使
い

分
け
ら
れ
て
い
る
。 

 

博
士
家
点
全
体
に
お
い
て
句
切
り
の
点
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
未
だ
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
も
し
博
士
家
点
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
句
点
・
読
点

が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
仏
家
点
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
上
で
、『
秘
蔵
』『
北
斗
』（
第
四
章 

第
四
節
）
の
よ
う
に
句
点
・
読
点
を
用
い
て
い
る
資
料
と
の

関
連
性
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 
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小
稿
の
よ
う
に
、
句
切
り
の
点
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
程
度
ま
で
訓
点
資
料
の
変
遷
な
ど
に
関
わ
っ
て
い
け
る
も
の
で
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
注

目
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。 

   

第
三
節 

神
田
本
『
白
氏
文
集
』
巻
三
に
お
け
る
句
切
り
の
点 

 

一
、
は
じ
め
に 

  

本
節
で
は
、
神
田
本
『
白
氏
文
集
』
巻
三
（
以
下
、
『
白
氏
』
と
略
す
）
を
取
り
上
げ
、
博
士
家
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
加
点
傾
向
を
見
て
み
た
い
と
思
う
。 

 

こ
の
『
白
氏
』
に
お
け
る
中
下
点
は
、
先
に
見
た
博
士
家
点
の
『
推
古
』
（
本
章 

第
一
節
）
、
『
呂
后
』
（
同
第
二
節
）
に
お
け
る
読
点
（
中
下
点
）
の
よ
う
に
は
、

明
確
な
形
で
文
中
に
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
読
点
で
な
い
可
能
性
も
あ
る
か
も
れ
な
い
。 

 

本
節
で
は
、
『
白
氏
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
加
点
状
況
を
見
る
と
と
も
に
、
こ
の
『
白
氏
』
に
お
け
る
中
下
点
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
考
察
し
て
み
た

い
と
思
う
。 

  

二
、
資
料
に
つ
い
て 

  

こ
の
『
白
氏
』
は
、
第
五
章 

第
一
節
に
お
い
て
既
に
取
り
上
げ
た
の
で
、
詳
細
は
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
調
査
資
料
と
し
て
用
い
た
文
献
も
、
訓
読
文
な

ど
の
参
考
と
し
た
資
料
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。 

 

小
林
芳
規
氏
（
一
九
八
二
）
に
よ
る
ヲ
コ
ト
点
図
（
第
五
章 

第
一
節 

図
54 

参
照
）
で
は
、
句
切
り
の
点
を
、
右
か
ら
順
に
「
句
点
」「
読
点
」「
テ
・
反
点
」
と

さ
れ
て
い
る
が
、
左
下
点
を
「
テ
・
返
点
」
と
見
る
べ
き
で
は
な
く
、「
テ
・
切
点
」
と
見
る
べ
き
こ
と
、
既
に
述
べ
た
（
第
五
章 

参
照
）。 

 

こ
の
『
白
氏
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
は
、
小
林
氏
の
ヲ
コ
ト
点
図
に
お
い
て
も
「
句
点
」「
読
点
．
．
」「
テ
・
反
点
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
小
稿
に
お
い
て
も
、
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先
の
『
推
古
』
『
呂
后
』
の
例
か
ら
考
え
て
「
句
点
」「
読
点
．
．
」「
テ
・
切
点
」
と
見
た
い
所
で
あ
る
が
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
小
稿
の
調
査
に
よ
る
と
、
こ
の
『
白

氏
』
の
中
下
点
は
、
そ
の
加
点
傾
向
と
し
て
必
ず
し
も
文
中
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
く
、
本
節
で
は
、
こ
れ
を
読
点
と
は
せ
ず
に
、
次
の
よ
う
に

中
下
点
と
い
う
形
で
保
留
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
。 

 

〈
図
63
〉 

 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 

・
中
下
点 

 
 
 
 
 
 

・
テ
・
切
点 

 

こ
の
中
下
点
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
無
理
に
読
点
と
見
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
資
料
を
集
め
て
か
ら
結
論
を
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
以
下
、
句
切
り
の
点

の
名
称
は
、
こ
の
図
63
に
よ
る
。 

  

三
、
句
切
り
の
点
の
使
用
状
況 

  

ま
ず
、
『
白
氏
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
用
例
を
挙
げ
、
そ
の
加
点
傾
向
を
表
26
、
図
表
44
と
し
て
示
す
。 

 

た
だ
し
、
こ
こ
で
調
査
対
象
と
し
た
の
は
、
朱
点
・
星
点
「
・
」
の
句
切
り
の
点
の
み
で
、
墨
点
や
線
点
「
－
」
の
句
切
り
の
点
に
つ
い
て
は
、
調
査
か
ら
除
い
た
。

ま
た
、
補
入
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
も
、
調
査
か
ら
除
い
た
。
割
書
に
つ
い
て
は
、
後
に
別
に
考
察
す
る
。 

 

〈
用
例
〉 

◎
本
文
部 

【
句
点
】 

〔
172
〕

（
六
二
）
（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 
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〈
訓
読
文
〉
七
徳
を
歌
ヒ
，
七
徳
を
舞
フ
。 

〔
173
〕

（
七
三
）
（
文
末
・
返
読
ナ
シ
） 

〈
訓
読
文
〉
夷
の
聲
は
邪

｢

シ
ヤ｣

‐
乱
に(

シ)

て
、
￢
華(

平)

‐
聲

左
、

華
＼

ノ
聲

は
和(

音)

な
り
。 

〔
174
〕

（
三
四
七
）（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

〈
訓
読
文
〉
其
の
中ナ

カ

に

左
、
＼

ナ
カ
ノ

一
＼

‐
虜

イ
、

ヒ
ト
リ
ノ
左

虜

，
￢
諸
‐
虜(

音
、
角)(

音)

に

左
、
＼

カ
タ
ヘ
ノ
虜

に
語カ

タ

ラ
ク

イ
、

カ
タ
ル

。 

 

【
中
下
点
】 

〔
175
〕

（
四
六
）
（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

〈
訓
読
文
〉
太
宗(

人
名)

十
八
に(

シ)

て
、
義
‐
兵
を
擧(
上)
す

イ
、｢

＼

ア
ク｣

，
白
髦
黄
‐
鉞
，
￢
兩
‐
亰
を
定｢

ム｣

。 

〔
176
〕

（
九
〇
）
（
文
末
・
返
読
ナ
シ
） 

〈
訓
読
文
〉
雲
の

イ
、
＼

ノ

濤
＼
ナ
（
ミ
）

，
煙
の
浪
の
￢
最モ

ト(

モ)

左
、

イ
ト

深(

キ)

處
に
，

人
ヒ
（
ト
）

傳
フ

左
、
＼(

フ)

ラ
ク

，

中
ウ
（
チ
）

に
，
三
ノ
神
‐
山
有
リ
と
。 

〔
177
〕

（
五
七
）
（
文
中
・
返
読
ア
リ
） 

〈
訓
読
文
〉
鬚ヒ

ケ

を
剪キ

て
、
藥
に
焼(

キ)

て
、
功
臣
に
賜(

ヒ)

シ
か
は
，
李
‐
勣セ

キ(

入
軽)(

人
名)
，
￢
嗚(

平
軽)

‐
咽

｢

エ
ツ｣(

入)

シ
て
、
身(

ヲ)

殺(

サ)

む
こ
と
を
思(

ヒ)

＼

キ

左
、

ヘ

リ
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〔
178
〕

（
四
八
）
（
文
中
・
返
読
ナ
シ
） 

〈
訓
読
文
〉
功
成
リ
，
￢
理
定
リ
て
何
ソ
，
神
＼(

音)

の
＼

コ
ト
ク

速
＼
ス
ミ
ヤ
カ

ナ
ル
。 

〔
179
〕

（
四
五
）
（
文
中
・
返
読
ナ
シ
） 

〈
訓
読
文
〉
樂
，
終(
テ)
稽(

上)

首
シ
て
、
其(

ノ)

事
を
￢
陳(

音)

す
。 

〔
180
〕

（
三
一
九
）（
誤
点
？
） 

〈
訓
読
文
〉
異
‐
牟
‐
尋(

平)

か
男(

音)
，
尋
閣カ

ク(

入
軽)

，
（
マ
マ
）

勸(

去)(

人
名)

特コ
ト

に
勅
シ
て
、
延
‐
英
‐
￢
殿
に
召
對
＼(

音)(

去)

＼

ス

イ
、

召メ
シ

―

對
ム
カ
フ

。 

〔
181
〕

（
七
四
・
左
）
（
見
消
） 

〈
訓
読
文
〉
玄
宗
，
雅
よ
り
，
度
‐
曲
を
好(

ム
ト)

雖
も
，
然(

モ)

，
未(

タ)

嘗
よ
り
，
蕃
‐
漢
を
使
て
、

雜

（
マ
シ
ハ
）
リ

―

奏
す

（
せ
）

〔
使

（
シ
）

〕(

再
読)(

メ)

〔
未

（
ス
）

〕(

再
読)

。 

〔
182
〕

（
一
〇
四
）（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

〈
訓
読
文
〉
笙
歌
，
一
―

聲

左
、

モ

，
衆(

去)

左
、

ハ

，
耳
を

側
ソ
（
ハ
）
タ

ツ

左
、

ソ
ハ
ム

，
皷
‐
笛
，
万
‐
曲
，
人
の
聴
ク
無
シ
。 

〔
183
〕

（
六
三
）
（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 

〈
訓
読
文
〉
豈
徒タ

ヽ

，
神
武
を

耀
カ
ヽ
ヤ
カ

ス
ノ
ミ
ナ
ラ
ム
ヤ
，
豈
徒タ

ヽ

，
聖
文
に

誇
ホ
（
コ
）(

ル)

ノ
ミ
ナ
ラ
ム
ヤ
。 
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〔
184
〕

 

 
 

（
一
八
九
）（
文
末
・
返
読
ア
リ
）
（
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ
） 

〈
訓
読
文
〉
￢
大
行
之

｢

ノ｣

路
，
能
ク
，
車
を
摧
ク
，
若(

シ)

，
人
の

心

｢

コ
ヽ｣

（
ロ
）

に
比(

フ
ル)

モ
ノ
ナ
ラ
左

は

左
、

レ
ハ
右

角
、｢

＼(

ナ
ラ
フ)

レ
ハ｣

イ
、｢

＼

ナ
ラ
フ
レ

ハ｣

，

是
（
コ
）｢

レ｣｢

＼

ハ｣

，

途

｢

ミ
チ｣

な
り
。
￢
巫
‐
峽(

ノ)

〔
之
〕
水
，
能(

ク)

，
舟
を

覆
ク
ツ
カ
ヘ

ス

左
、(

ク
ツ
カ
ヘ)

セ
ト
モ

，
若

｢

モ｣

シ
，
人
の
心
に
比
フ
レ
は

左
、(

ナ
ラ
フ
ル)

モ
ノ
ナ
ラ(

ハ)
，

是
（
コ
）｢

レ｣｢

ハ｣

，
安

シ
ツ
カ

な
る

イ
、｢

ナ
ル｣

流
＼(

音)

＼(

音
、
角)

な
り
。 

〔
185
〕

（
二
〇
三
）（
文
末
・
返
読
ナ
シ
） 

〈
訓
読
文
〉
￢
司
天
臺
，
仰

｢

ア
フ｣｢

イ｣

て
、
観ミ

、
俯

｢

フ｣

シ
て
、
察

｢
ミ｣

ル
、
天
‐
人
の

際

｢

ア｣

（
ヒ
タ
）

を
。 

〔
186
〕

（
二
一
九
）（
文
末
・
返
読
ナ
シ
） 

〈
訓
読
文
〉
蝗
を
捕
ヘ
，
々(

蝗)

を
々(

捕)

フ
ル
ニ

竟
ツ
（
ヒ
）

に
何
の
利(

去)

ア
ラ
ム
左

イ
、
＼

カ
ア
ル

，
徒
に
飢
＼

‐
人

イ
、

飢
―

人

を
使
て
、

重

｢

カ｣

（
サ
）(

ネ)

て
、
￢
勞

(

去)

‐
費(

去)

セ

イ
、｢

シ
ム｣

〔
使

｢

シ｣

〕(

再
読)｢

ム｣

。 

〔
187
〕

(

三
三
五
）
（
文
末
・
返
読
ア
リ
） 
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〈
訓
読
文
〉
太
平
は
實(

音)

に

由
＼
（
ヨ
）

レ
リ

イ
、

ヨ
ル

，
聲＼

ナ

に

左
、

ニ
ハ

由
レ
ル
に
不(

ス)

イ
、
＼

ヨ
ラ
ス

。 

  

〈
表
26
〉
調
査
結
果 

◎
本
文
部 

【
句
点
】 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

一
三
九
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 
一
六
二
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 
 

一
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 
 

〇
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 

四
四
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 
 

六
例 

 

【
中
下
点
】 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 
 

九
六
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 

七
九
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

一
一
六
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

五
三
六
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 

三
七
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 

一
七
例 

 

【
誤
点
？
】
「
中
下
点
」
一
例 
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左
の
図
表
44
は
、
右
の
表
26
の
う
ち
、「

（
Ｃ
）
文
末
文
中
不
明
」
な
ど
の
よ
う
に
、
訓
み
方
の
明
ら
か
で
な
い
用
例
を
除
き
、
本
文
部
に
お
け
る
句
切
り
の
点

の
用
例
数
の
偏
り
を
グ
ラ
フ
に
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

〈図表44〉｢句切りの点｣調査結果

0%

20%

40%

60%

80%

100%

文末・返読アリ 96 139

文末・返読ナシ 79 162

文中・返読アリ 116 1

文中・返読ナシ 536 0

中下点 句点

 

 

右
の
図
表
44
に
示
し
た
よ
う
に
、
右
下
点
（
句
点
）
に
つ
い
て
は
、
返
読
ア
リ
・
返
読
ナ
シ
を
問
わ
ず
文
末
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
句
点
と
見
て
問
題

は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

ま
た
、
中
下
点
の
「
文
中
・
返
読
ナ
シ
」
の
用
例
が
特
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
も
、
先
に
見
た
『
推
古
』（
本
章 

第
一
節
）
、『
呂
后
』（
同 

第
二
節
）
と
同
様
で
あ

る
。 
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こ
の
『
白
氏
』
の
句
切
り
の
点
の
傾
向
で
問
題
な
の
は
、
こ
の
『
白
氏
』
に
お
け
る
中
下
点
が
、
文
末
に
も
文
中
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
こ
の
『
白
氏
』
に
お
け
る
中
下
点
が
、
先
の
『
推
古
』
や
『
呂
后
』
と
は
異
な
っ
て
、
読
点
で
は
な
い
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

た
だ
、
こ
の
中
下
点
は
、
文
末
に
お
い
て
も
文
中
に
お
い
て
も
、
返
読
ア
リ

．
．
．
．
・
返
読
ナ
シ
に
関
わ
ら
ず
用
い
ら
れ
て
お
り

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
先
の
『
推
古
』

や
『
呂
后
』
に
お
け
る
句
点
や
読
点
と
通
じ
て
い
る
と
見
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。 

  

こ
の
『
白
氏
』
に
お
け
る
中
下
点
に
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
原
因
と
し
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
こ
の
『
白
氏
』
が
漢
詩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
係

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。 

 

確
か
に
、
こ
の
『
白
氏
』
の
中
下
点
は
、
文
中
だ
け
で
な
く
文
末
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
文
末
に
加
点
さ
れ
た
用
例
を
検
討
し
て
み
る
と
、「
対
句
」
の

対
に
な
っ
た
句
の
前
句
の
後
に
加
点
さ
れ
た
例
（
用
例
182
、
183
、
左
の
182’ 

参
照
）
や
、
複
数
の
文
が
「
対
句
」
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
そ
の
文
ど
う
し
を
句
切
っ
た

例
（
用
例
184
、
左
の
184’ 

参
照
）
な
ど
、
「
対
句
」
の
前
句
と
後
句
と
の
ま
と
ま
り
を
意
識
し
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
例
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
対
句

で
あ
る
か
ど
う
か
と
言
う
点
に
つ
い
て
は
、
訓
点
の
加
点
者
が
そ
れ
を
対
句
と
し
て
訓
ん
だ
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
な
ど
も
あ
り
、
正
確
な
用
例
数
は
示
し
に
く
い
が
、

筆
者
が
対
句
と
見
た
の
は
、
四
三
例
）。 

 

〔
182’
〕

（
一
〇
四
） 

笙
歌
、
一
声
、
衆
、
耳
を
側

そ
ば
だ

つ
、 

皷
笛
、
万
曲
、
人
の
聴
く
無
し
。 

〔
184’
〕

 

 
 

（
一
八
九
） 
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大
行
の
路
、
能
く
、
車
を
摧く

だ

く
、 

若
し
、
人
の
心
に
比な

ら

ぶ
る
も
の
な
ら
ば
、
是
れ
は
、
夷た

ひ

ら
か
な
る
途み

ち

な
り
。 

巫
峽
の
水
、
能
く
、
舟
を

覆
く
つ
が
え

す
、
若
し
、
人
の
心
に
比な

ら

ぶ
れ
ば
、
是
れ
は
、
安

し
づ
か

な
る
流
な
り
。 

 

ま
た
、
用
例
176
、
185
の
よ
う
に
、
動
詞
部
を
動
詞
の
補
格
と
な
る
部
分
よ
り
先
に
訓
み
、「
倒
置
」
の
よ
う
な
形
で
訓
ん
だ
例
も
見
ら
れ
る
（
左
の
185’ 

参
照
）（
倒

置
の
例
に
つ
い
て
も
対
句
と
同
様
に
用
例
数
を
示
し
に
く
い
所
が
あ
る
が
、
筆
者
が
倒
置
と
見
た
の
は
、
四
〇
例
）。 

 〔
185’
〕

（
二
〇
三
） 

司
天
臺
、
仰あ

ふ

い
で
観み

、
俯ふ

し
て
察み

る
、
天
人
の
際

あ
ひ
だ

を
。 

 

こ
の
よ
う
に
、「
対
句
」
を
意
識
し
た
と
見
ら
れ
る
加
点
が
な
さ
れ
た
り
、「
倒
置
」
の
よ
う
な
形
に
訓
読
さ
れ
た
り
す
る
例
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
、
こ

の
『
白
氏
』
が
漢
詩
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。
思
う
に
、
こ
の
『
白
氏
』
の
文
は
、
漢
詩
で
あ
る
た
め
散
文
と
は
異
な
り
、
一
文
が
特
に
長
く
な
っ
た
り
短

く
な
っ
た
り
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
漢
詩
の
形
式
な
ど
か
ら
文
の
句
切
り
の
位
置
を
知
る
こ
と
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
文
ど
う
し
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
対
句
や
倒
置
な
ど
の
技
巧
の
影
響
も
あ
ろ
う
が
、
詩
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
文
ど

う
し
の
関
係
が
密
接
で
、
文
と
文
と
を
必
ず
し
も
切
り
離
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
起
こ
り
得
そ
う
で
あ
る
。 

そ
の
よ
う
な
目
で
見
る
と
、
用
例
175
、
186
、
187
に
つ
い
て
も
確
か
に
形
こ
そ
「
終
止
形
」
で
は
あ
る
が
、
文
意
と
し
て
は
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
見
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
左
の
186’ 

参
照
）。 

 

〔
186’
〕

（
二
一
九
） 
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蝗
を
捕
ヘ
、
蝗
を
捕
ふ
る
に
竟つ

ひ

に
何
の
利
あ
ら
む
、
徒
に
飢
人
を
し
て
重か

さ

ね
て
浪
費
せ
し
む
。 

 

小
稿
の
よ
う
に
句
切
り
の
点
を
分
類
し
て
い
く
場
合
、
も
し
こ
の
よ
う
な
文
末
に
用
い
ら
れ
た
中
下
点
の
例
を
、
文
脈
上
繋
が
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
と
い

っ
て
文
中
と
し
て
分
類
し
て
い
く
と
、
結
局
、
活
用
形
が
「
終
止
形
」
で
あ
っ
て
も
文
末
と
し
た
り
文
中
と
し
た
り
す
る
こ
と
に
な
り
、
分
類
の
基
準
が
主
観
的
な
も

の
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
小
稿
の
よ
う
な
分
類
を
行
な
う
際
に
は
、
分
類
上
は
、
こ
の
よ
う
な
中
下
点
の
例
も
、
や
は
り
文
末
と
し
て
処
理
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
調
査
を
行
な
っ
た
上
で
、
こ
の
点
を
考
慮
し
、
別
に
分
類
し
な
お
し
て
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。 

左
の
図
表
45
は
、
右
に
見
た
対
句
・
倒
置
の
例
を
文
中
と
認
め
て
分
類
し
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
。
図
表
45
中
の
、
左
の
グ
ラ
フ
が
分
類
し
な
お
す
前
の
中
下
点

の
加
点
傾
向
で
、
右
の
グ
ラ
フ
が
分
類
し
な
お
し
た
中
下
点
の
加
点
傾
向
で
あ
る
。 

 

〈図表45〉対句･倒置を考慮した分類による中
下点の傾向

0%

20%

40%

60%

80%

100%

文末・返読アリ 96 55

文末・返読ナシ 79 37

文中・返読アリ 116 157

文中・返読ナシ 536 578

活用形等による
分類

対句･倒置を考慮
した分類
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こ
の
よ
う
に
、
対
句
・
倒
置
の
例
を
文
中
と
認
め
た
だ
け
で
も
、
例
外
と
考
え
ら
れ
る
文
末
の
用
例
の
半
数
近
く
が
解
消
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
に
、
こ
の
『
白
氏
』
に
お
け
る
中
下
点
も
、
や
は
り
読
点
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

  

四
、
「
割
書
」
「
序
」（
一
～
四
〇
行
目
）
に
お
け
る
中
下
点
の
加
点
傾
向 

  

こ
の
『
白
氏
』
に
お
け
る
加
点
傾
向
が
、
漢
詩
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
『
白
氏
』
の
中
で
漢
詩
の
形
に
な
っ
て
い
な
い
箇
所
に
つ
い
て
調

査
す
れ
ば
異
な
っ
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

そ
こ
で
、
こ
の
『
白
氏
』
に
お
い
て
、
漢
詩
の
形
に
な
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
部
分
と
し
て
、「
割
書
」
と
「
序
」（
一
～
四
〇
行
目
）
の
部
分
の
中
下
点
の
調
査
を

行
っ
て
み
た
。 

 

ま
ず
、「
割
書
」
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
加
点
傾
向
を
表
27
、
図
表
46
と
し
て
示
し
、
「
序
」
に
つ
い
て
は
、
問
題
と
な
る
の
は
中
下
点
だ
け
で
あ
る
の
で
、
中

下
点
の
み
の
加
点
傾
向
を
表
28
、
図
表
47
と
し
て
示
し
た
。 

 

◎
「
割
書
」 

〈
表
27
〉 

【
句
点
】 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 

八
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

一
〇
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 

〇
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 

〇
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

二
四
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

 

九
例 
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【
中
下
点
】 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 

二
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

 

二
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

 

五
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

七
七
例 

文
末
文
中
不
明
・
返
読
ア
リ 

 

九
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

一
三
例 

 

【
見
消
】
「
中
下
点
」
一
例
（
用
例
181
） 

  

〈図表46〉｢割書｣における｢句切りの点｣

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

文末・返読アリ 2 8

文末・返読ナシ 2 10

文中・返読アリ 5 0

文中・返読ナシ 77 0

中下点 句点
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◎
「
序
」
（
一
～
四
〇
行
目
）
に
お
け
る
中
下
点
の
加
点
傾
向 

〈
表
28
〉 

【
中
下
点
】 

文
末 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

一
例 

Ａ
文
末 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 

一
例 

文
中 

 
 
 

・
返
読
ア
リ 

八
例 

Ｂ
文
中 

 
 
 

・
返
読
ナ
シ 
四
例 

Ｃ
文
末
文
中
不
明
・
返
読
ナ
シ 

一
例 

 

〈図表47〉｢序｣における｢中下点｣

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

文末・返読アリ 1

文末・返読ナシ 1

文中・返読アリ 8

文中・返読ナシ 4

序の中下点
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割
書
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
加
点
傾
向
を
見
て
み
る
と
、
右
下
点
（
句
点
）
は
文
末
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
本
文
部
と
同
様
に
句
点
と
見
て
問
題
は
な
い
よ
う
で

あ
る
。
問
題
の
中
下
点
に
つ
い
て
は
、
本
文
部
に
比
べ
る
と
文
中
に
偏
る
傾
向
が
見
て
取
れ
な
く
も
な
い
。
用
例
数
が
少
な
い
た
め
、
文
末
に
用
い
ら
れ
て
い
る
四
例

を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

序
に
つ
い
て
は
、
用
例
数
が
少
な
い
も
の
の
、
中
下
点
が
文
中
に
偏
る
傾
向
は
見
て
取
れ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
少
な
い
用
例
の
中
で
、
や
は
り
文
末
の
例

が
見
ら
れ
る
こ
と
が
気
が
か
り
で
あ
る
。 

  

こ
れ
ら
割
書
・
序
と
も
用
例
数
が
少
な
い
た
め
、
確
実
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
先
に
見
た
『
推
古
』
や
『
呂
后
』
の
傾
向
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
中

下
点
が
文
中
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
も
取
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

  

五
、
ま
と
め 

  

こ
の
『
白
氏
』
に
お
け
る
中
下
点
は
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
読
点
か
と
思
わ
れ
る
傾
向
―
即
ち
、
文
中
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
傾
向
―
が
全
く
見
ら
れ
な
い
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
先
に
見
た
『
推
古
』
や
『
呂
后
』
の
加
点
傾
向
か
ら
考
え
る
と
、
む
し
ろ
読
点
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

無
理
に
結
論
を
出
さ
ず
に
保
留
の
形
に
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
こ
の
問
題
は
、
も
し
こ
れ
が
『
白
氏
』
が
漢
詩
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
や
は

り
、
こ
の
『
白
氏
』
以
外
に
も
漢
詩
の
資
料
を
集
め
て
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
も
っ
と
資
料
を
集
め
て
か
ら
検
討
を
行
な
う
べ
き
で

あ
ろ
う
と
思
う
。 

 

た
だ
、
こ
の
『
白
氏
』
に
お
い
て
も
、
先
の
『
推
古
』
『
呂
后
』
と
同
様
に
、
句
点
・
中
下
点
が
「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
ら
な
い
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

注
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
『
白
氏
』
で
は
、
中
下
点
が
読
点
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
先
の
『
推
古
』
な
ど
と
は
異
な
っ
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
博
士
家
点
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
句
切
り
の
点
を
「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
ら
な
い
形
で
用
い

て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
は
、
や
は
り
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

こ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
『
白
氏
』
は
、
少
な
く
と
も
「
返
読
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
資
料
」
で
は
な
い
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
特
に
、
第
五
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章 
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
『
白
氏
』
に
お
け
る
左
下
点
が
「
テ
・
切
点
．
．
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
『
白
氏
』
に
お
け
る
句
切
り
の
点
は
、

三
点
と
も
全
て
「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
ら
な
い
も
の
と
な
る
。
思
う
に
、
こ
の
『
白
氏
』
に
つ
い
て
も
、『
推
古
』『
呂
后
』
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
同

様
に
博
士
家
点
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、「
句
読
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
資
料
」
と
い
う
も
の
か
ら
大
き
く
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
あ
る
。 

   

第
四
節 

博
士
家
点
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」 

―
ま
と
め
― 

  

本
章
で
取
り
上
げ
た
『
推
古
』（
本
章 
第
一
節
）、『
呂
后
』（
同 

第
二
節
）
、『
白
氏
』（
同 

第
三
節
）
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の
加
点
傾
向
を
見
て
み
る
と
、
先
に

見
た
仏
家
点
の
よ
う
に
返
点
を
多
く
用
い
る
よ
う
な
傾
向
は
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
句
点
と
読
点
（
中
下
点
）
と
を
中
心
と
し
て
用
い
「
返
読
の
有
無
」
を
示
さ
な
い
形

を
取
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
博
士
家
点
全
体
に
お
け
る
傾
向
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
今
後
も
調
査
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
博
士
家
点
に
お
い
て
、
こ

の
よ
う
に
、
句
切
り
の
点
に
よ
っ
て
「
返
読
の
有
無
」
を
示
さ
な
い
形
が
多
く
取
ら
れ
る
資
料
が
存
す
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

小
稿 

第
五
章
に
お
い
て
、
筆
者
は
、
博
士
家
点
に
お
け
る
左
下
点
は
、「
テ
・
返
点
．
．
」
で
は
な
く
、「
テ
・
切
点
．
．
」
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
を
述
べ
た
が
、
も
し

こ
の
左
下
点
が
、
筆
者
の
言
う
よ
う
に
テ
・
切
点
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
博
士
家
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点
は
、 

 

〈
図
64
〉 

 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 

・
読
点 

 
 
 
 
 

・
テ
・
切
点 

 

と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
つ
ま
り
、
句
切
り
の
点
に
よ
っ
て
は
、「
返
読
の
有
無
」
を
全
く
示
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
見
方
は
、
そ
の
『
推
古
』
な
ど
に

お
け
る
、
句
切
り
の
点
に
よ
っ
て
「
返
読
の
有
無
」
を
示
さ
な
い
と
い
う
傾
向
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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考
え
て
み
る
に
、
も
し
小
稿
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
『
推
古
』
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の
左
下
点
（
テ
・
切
点
／
テ
・
返
点
）
を
、
仮
に
「
テ
・
返
点
」
で
あ
る
と
考

え
た
と
す
る
と
、 

 

〈
図
65
〉 

 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 

… 

「
返
読
の
有
無
」
を
示
さ
な
い 

 
 
 
 
 

・
読
点 

 
 

… 

「
返
読
の
有
無
」
を
示
さ
な
い 

 
 
 
 
 

・
テ
・
返
点 
… 

「
返
読
の
あ
る
こ
と
」
を
示
す 

 

と
い
う
こ
と
に
な
り
、「
て
」
と
訓
ま
れ
る
箇
所
の
み
、「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
形
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
句
点
や
読
点
の
場
合
に
は
「
返
読
の

有
無
」
を
示
さ
な
い
形
で
済
ま
せ
て
い
る
の
に
、「
て
」
と
訓
ま
れ
る
場
合
に
の
み
、「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
形
を
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
や
は
り
不
合

理
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。 

  

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、 

 

〈
図
66
〉 

 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 

… 

文
末 

 
 
 
 
 
 
 

→ 

「
返
読
の
有
無
」
を
示
さ
な
い 

 
 
 
 
 

・
読
点 
 
 

… 

文
中 

テ
が
つ
か
な
い 

→ 

「
返
読
の
有
無
」
を
示
さ
な
い 

 
 
 
 
 

・
テ
・
切
点 

… 
 
 
 

テ
が
つ
く 

 
 

→ 

「
返
読
の
有
無
」
を
示
さ
な
い 

 

と
見
て
、
句
切
れ
方
の
違
い
に
よ
っ
て
、「
句
点
」「
読
点
」「
テ
・
切
点
」
が
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
と
見
た
方
が
一
貫
性
が
あ
り
、
理
に
か
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。 

 



 282 

 
こ
の
博
士
家
点
に
お
け
る
訓
法
に
つ
い
て
、
小
林
芳
規
氏
（
一
九
六
七
）
は
、
博
士
家
各
家
に
お
け
る
訓
法
の
違
い
を
指
摘
さ
れ
、
明
経
道32

で
は
清
原
家
・
中
原

家
、
紀
伝33

関
係
で
は
菅
原
家
・
大
江
家
・
藤
原
家
の
順
に
和
文
調
が
か
っ
た
訓
読
が
な
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

例
え
ば
、
藤
原
三
家
の
日
野
家
の
訓
法
に
つ
い
て
、
小
稿
に
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
特
徴
を
抜
き
出
す
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

①
接
続
法
の
訓
法
に
つ
い
て
、
菅
原
家
で｢

ト
キ
ハ｣

を
用
い
、
又
、
大
江
家
で
は｢

―
テ｣

を
用
い
て
、
中
性
的
な
訓
法
を
す
る
傾
向
の
あ
る
所
を
、
日
野
家
で
は
、
或

種
の
接
続
助
詞
を
文
意
に
よ
っ
て
用
い
分
け
て
い
る
。(

一
一
六
〇
頁) 

 

②
菅
原
家
・
大
江
家
訓
が
そ
れ
ぞ
れ
助
詞
・
助
動
詞
等
の
読
添
え
の
な
い
箇
所
を
、
日
野
家
訓
は
こ
れ
ら
を
読
添
え
る
。(

一
一
五
九
頁) 

 

③
菅
原
家
・
大
江
家
訓
が
終
止
形
式
と
す
る
所
を
、
日
野
家
訓
は
中
止
し
連
続
形
に
訓
読
す
る
。(

一
一
五
九
頁) 

  

右
の
小
林
氏
の
指
摘
さ
れ
た
特
徴
は
、
あ
る
家
で
「
～
と
き
は
」
と
さ
れ
る
所
を
、
他
家
で
は
「
～
て
」
と
し
た
り
、
助
詞
を
使
い
分
け
て
訓
じ
た
り
す
る
と
い
う

よ
う
な
、
訓
読
さ
れ
る
際
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
の
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
こ
れ
ら
を
「
句
切
り
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
訓
法
に
お
い
て
用

い
ら
れ
る
句
切
り
の
点
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

ま
ず
、
右
の
①
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
菅
原
家
の
「
～
と
き
は
」
と
い
う
訓
で
は
「
読
点
」
が
用
い
ら
れ
、
大
江
家
の
「
～
て
」
と
い
う
訓
で
は
「
テ
・
切
点
」、

日
野
家
で
は
「
て
」
の
有
無
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

②
の
「
助
詞
・
助
動
詞
」
な
ど
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
に
助
詞
「
て
・
し
て
」
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。 

 

③
の
「
終
止
」「
中
止
」
に
つ
い
て
は
、
菅
原
家
・
大
江
家
の
「
終
止
」
で
は
「
句
点
」、
日
野
家
の
「
中
止
」
で
は
「
読
点
」
或
い
は
「
テ
・
切
点
」
が
用
い
ら
れ

                                        

          

 
32 

明
経
道
…
「
令
制
の
学
制
で
、
大
学
寮
に
置
か
れ
た
課
程
の
一
つ
。
経
書
の
専
攻
を
内
容
と
し
、
論
語
・
孝
経
の
ほ
か
、
周
易
・
尚
書
・
三
礼
（
さ
ん
ら
い
）
・
詩
経
・
左
伝
な
ど
を
学
習
し
た
。
令
の
規
程
で
は
、

算
・
書
の
二
課
程
に
対
す
る
一
般
課
程
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
、
紀
伝
・
明
法
の
二
課
程
が
置
か
れ
る
に
至
っ
て
こ
の
称
が
与
え
ら
れ
た
」（
『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』（
一
九
七
二
）
） 

33 

紀
伝
…
「
平
安
時
代
の
大
学
寮
の
学
科
の
一
つ
。
中
国
の
正
史
で
あ
る
史
記
、
漢
書
、
後
漢
書
、
三
国
志
、
晉
書
な
ど
、
あ
る
い
は
文
選
、
詩
文
等
の
教
授
を
し
た
。
こ
の
道
と
し
て
の
公
称
は
平
安
時
代
に
は
じ
ま

る
が
、
実
質
的
な
学
習
は
奈
良
時
代
に
も
行
な
わ
れ
て
い
た
」（
『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』
（
一
九
七
二
）） 
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る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

こ
の
よ
う
に
見
る
時
、
そ
の
各
家
の
訓
法
の
違
い
を
示
す
の
に
、
句
切
り
の
点
が
有
効
に
機
能
す
る
で
あ
ろ
う
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
と

思
う
。
例
え
ば
、
各
家
の
訓
法
に
「
終
止
」
と
「
中
止
」
と
が
あ
る
場
合
、「
句
点
」
と
「
読
点
」
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
各
家
の
訓
法
の
違
い
の
中
に
、「
～
て
」
と
す
る
か
否
か
と
い
う
違
い
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
掲
の
図
66
に
示

し
た
よ
う
に
、
筆
者
が
考
え
る
「
読
点
」
と
「
テ
・
切
点
」
と
の
違
い
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

考
え
て
み
る
に
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
博
士
家
各
家
に
よ
っ
て
そ
の
訓
法
が
異
な
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
や
は
り
、
訓
読
す
る
際
に
は
、
そ
の
他
家
と
の
訓
法
の

違
い
と
い
う
も
の
が
意
識
下
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
小
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、「
終
止
」
し
た
り
「
中
止
」
し
た

り
「
～
て
」
を
つ
け
た
り
す
る
よ
う
な
他
家
と
の
違
い
を
示
す
の
に
便
利
で
あ
る
よ
う
に
句
切
り
の
点
を
配
置
す
る
こ
と
（
図
66 

参
照
）
は
、
理
に
か
な
っ
て
い
る

と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

小
稿
の
調
査
は
、
未
だ
行
き
届
い
た
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
思
う
に
、
博
士
家
点
に
お
け
る
句
切
り
の
点
は
、「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、

「
文
末
」
で
あ
る
の
か
「
文
中
」
で
あ
る
の
か
、
或
い
は
「
～
て
」
で
あ
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
、
文
の
句
切
れ
方
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
小
稿
の
調
査
に
お
け
る
加

点
傾
向
も
そ
の
一
端
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。 

         



 284 

終
章 

訓
点
資
料
に
お
け
る
「
句
切
り
の
点
」 

―
ま
と
め
と
見
通
し
― 

 

一
、
小
稿
で
取
り
上
げ
た
資
料
に
お
け
る
偏
り 

  

小
稿
で
取
り
上
げ
た
資
料
は
、
数
あ
る
訓
点
資
料
の
中
の
二
、
三
の
資
料
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
訓
点
資
料
全
体
の
句
切
り
の
点
云
々
に
つ
い
て
論
ず
る
つ
も
り

は
な
い
。
し
か
し
、
小
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
句
切
り
の
点
を
見
て
い
く
際
に
、「
句
読
」
と
い
う
視
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、「
返
読
の
有
無
」
と
い
う
よ
う
な
視
点
を

加
え
て
見
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
異
な
っ
た
見
方
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

  

本
章
で
は
、
わ
ず
か
な
資
料
で
は
あ
る
が
、
小
稿
で
取
り
上
げ
た
資
料
を
並
べ
て
み
た
時
に
、
資
料
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
偏
り
が
あ
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い

と
思
う
。
左
に
、
表
29
と
し
て
、
小
稿
で
取
り
上
げ
た
資
料
を
全
て
挙
げ
る
（
資
料
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
第
三
章 

第
一
節 

二 

参
照
）。 

 

な
お
、
小
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
返
点
が
多
く
用
い
ら
れ
、
切
点
や
句
点
に
返
読
が
な
い
箇
所
に
偏
る
な
ど
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
資
料
を
「
返
読
の
有
無
を
示
す

こ
と
に
重
き
を
置
く
資
料
」
と
し
て
「
●
」
を
付
し
て
示
し
、
対
し
て
、「
返
読
の
有
無
」
が
示
さ
れ
な
い
形
で
句
点
・
読
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
資
料
を
「
句
読
を

示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
資
料
」
と
し
て
「
○
」
を
付
し
て
示
し
た
。『
聖
燄
』『
十
二
』（
第
四
章 

第
五
節
）
は
、
中
下
点
が
文
中
・
返
読
ナ
シ
に
偏
っ
て
お
り
、
こ

れ
が
読
点
と
も
不
返
点
と
も
取
れ
る
よ
う
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
で
、
中
間
的
な
傾
向
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
仮
に
「
●
○

」
を
付
し
て
示
す
こ
と
に
し
た
。『
白
氏
』

（
第
六
章 

第
三
節
）
は
、
中
下
点
が
読
点
で
な
い
可
能
性
が
あ
り
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
中
下
点
や
句
点
が
「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
ら
ず
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
よ
り
、
仮
に
「
○
？

」
と
い
う
形
で
示
す
こ
と
に
し
た
。 

 

〈
表
29
〉
小
稿
で
取
り
上
げ
た
資
料 

  
 

・「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
資
料 

→ 

● 

・「
句
読
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
資
料 

 
 
 

→ 

○ 

 



 285 

◎
第
二
群
点 

●
興
福
寺
本 

大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
（
一
〇
八
〇
年
前
後
他

・
喜
多
院
点
） 

●
東
大
寺
図
書
館
本 

釈
摩
訶
衍
論
（
一
二
〇
八
年
・
喜
多
院
点
）
※
中
下
点
ナ
シ
。 

◎
第
一
群
点 

●
東
寺
蔵 

不
動
儀
軌
（
一
〇
二
五
年
・
仁
都
波
迦
点
）
※
「
前
部
」
の
み
。 

◎
第
三
群
点 

 

●
高
野
山
西
南
院
蔵 
大
毘
盧
遮
那
胎
蔵
菩
薩
真
言
蔵
成
就
瑜
伽
（
院
政
初
期
・
中
院
僧
正
点
） 

◎
第
五
群
点 

〈
仏
家
点
〉 

●
○

高
野
山
西
南
院
蔵 

聖
燄
漫
徳
迦
威
怒
王
立
成
大
神
驗
念
誦
法
（
一
〇
七
九
年
・
―
） 

○
高
野
山
西
南
院
蔵 

北
斗
七
星
護
摩
秘
要
儀
軌
（
院
政
期
頃
・
浄
光
房
点
、
円
堂
点
） 

 

○
西
教
寺
本 

秘
蔵
宝
鑰
（
院
政
末
期
・
円
堂
点
） 

〈
博
士
家
点
〉 

○
毛
利
博
物
館
蔵 

史
記 

第
九 

呂
后
本
紀
（
一
〇
七
三
年
・
古
紀
伝
点
） 

○
？

神
田
本 

白
氏
文
集 

巻
第
三
・
巻
第
四
（
一
一
一
三
年
・
古
紀
伝
点
） 

○
岩
崎
本 

日
本
書
紀 

巻
第
二
十
二 

推
古
紀
（
平
安
中
期
末
・
―
） 

◎
第
六
群
点 

 

●
○

高
山
寺
蔵 

十
二
天
法
（
平
安
後
期
・
叡
山
点
） 

  

資
料
が
少
な
い
た
め
、
こ
れ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
も
多
く
は
な
く
、
ま
た
、
何
ら
か
の
傾
向
が
見
ら
れ
た
と
し
て
も
、
果
た
し
て
そ
れ
が
訓
点
資
料
全
体
の
傾
向

を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
明
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
表
29
に
よ
る
か
ぎ
り
で
は
、「
句
読
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
資
料
」
（
○
）
は
第

五
群
点
に
ま
と
ま
っ
た
形
で
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。『
聖
燄
』『
十
二
』
は
、
右
で
「
●
○

」
と
し
た
が
、『
聖
燄
』
は
そ
の
第
五
群
点
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、『
十
二
』

は
そ
の
第
五
群
点
よ
り
後
の
第
六
群
点
に
属
す
る
も
の
な
の
で
、
或
い
は
こ
れ
ら
は
第
五
群
点
の
他
の
「
○
」
に
類
す
る
も
の
と
見
て
、
総
じ
て
「
句
読
を
示
す
こ
と
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に
重
き
を
置
く
資
料
」
が
第
五
群
点
以
降
の
比
較
的
時
代
の
下
っ
た
も
の
に
ま
と
ま
っ
た
形
で
見
ら
れ
る
と
解
釈
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。『
聖
燄
』『
十
二
』
が
、

句
点
と
読
点
．
．
と
を
用
い
る
資
料
で
あ
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
句
点
に
重
き
を
置
い
た
加
点
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
（
第
四
章 
第
五
節 

参
照
）。 

 

小
稿
で
「
テ
・
切
点
」
を
用
い
て
い
る
と
す
る
博
士
家
点
は
、
右
に
示
す
よ
う
に
「
句
読
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
資
料
」
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
様
に

第
五
群
点
に
属
す
る
仏
家
点
が
、
や
は
り
同
様
に
「
句
読
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
資
料
」
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
第
五
群
点
に
お
け
る
仏
家
点
と
博
士

家
点
と
の
間
に
何
ら
か
の
関
連
性
を
見
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
仮
に
そ
の
よ
う
に
第
五
群
点
に
お
い
て
「
句
読
」
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
形
で
句
切

り
の
点
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
博
士
家
点
に
見
ら
れ
る
「
テ
・
切
点
」
も
、「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
「
テ
・
返
点
」
と
見
る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
「
句

読
」
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
の
「
テ
・
切
点
」
と
見
た
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
句
読
」
を
示
し
、
文
末
と
文
中
と
を
書
き
分
け

て
い
れ
ば
、
そ
の
次
の
発
想
と
し
て
、
そ
の
文
中
を
、
助
詞
「
て
」
が
つ
く
か
つ
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
書
き
分
け
よ
う
と
い
う
よ
う
な
発
想
も
起
こ
り
得
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

勿
論
、
今
後
こ
の
よ
う
な
調
査
を
行
な
っ
て
い
け
ば
、
第
五
群
点
以
前
の
資
料
に
「
句
読
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
資
料
」
が
出
て
く
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う

し
、
ま
た
、
反
対
に
、
第
五
群
点
以
降
の
資
料
に
「
返
読
の
有
無
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
置
く
資
料
」
が
見
つ
か
る
こ
と
も
充
分
考
え
ら
れ
る
。 

 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
調
査
を
行
な
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
句
切
り
の
点
の
変
遷
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

二
、
ま
と
め
と
見
通
し 

―
仏
家
点
― 

  

現
在
、
日
本
に
お
い
て
句
切
り
の
点
が
用
い
ら
れ
る
際
に
は
、
句
点
・
読
点
と
い
う
形
で
、「
句
」（
文
末
）
と
「
読
」
（
文
中
）
と
が
書
き
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
か
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
句
切
り
の
点
を
見
る
際
に
も
、
文
末
に
打
た
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
文
中
に
打
た
れ
て
い
る
か
、
或
い
は

そ
れ
ら
を
書
き
分
け
て
い
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
視
点
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
し
、
日
本
に
お
け
る
句
切
り
の
点
の

使
用
を
見
て
み
る
と
、
古
く
和
文
に
は
句
切
り
の
点
を
打
た
な
い
こ
と
が
普
通
で
あ
り
、
早
く
そ
の
使
用
が
見
ら
れ
る
の
は
、
訓
点
資
料
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
（
小
林
芳
規
氏
（
一
九
七
七
）
）。
小
稿
で
取
り
上
げ
た
資
料
は
、
決
し
て
資
料
と
し
て
古
い
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
句
切
り
の
点
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の
用
い
ら
れ
方
を
見
て
み
る
と
、
や
は
り
、
そ
の
文
末
と
文
中
と
が
書
き
分
け
ら
れ
て
い
な
い
と
見
ら
れ
る
資
料
が
存
し
て
い
る
。 

 
考
え
て
み
る
に
、
漢
文
と
い
う
外
国
の
文
章
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
時
に
、
日
本
人
が
そ
れ
を
解
釈
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
が
問
題
と
な
っ
た
で
あ

ろ
う
か
。
大
坪
併
治
氏
（
一
九
六
一
）
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
初
期
の
訓
点
資
料
に
お
い
て
句
切
り
の
点
の
み
が
施
さ
れ
た
資
料
が
存
す
る
こ
と
か
ら
、
無
論
、「
文

を
句
切
る
」
と
い
う
こ
と
が
ら
も
訓
点
の
作
業
と
し
て
重
要
な
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
漢
文
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
時
に
は
、
中
国
の
方
で
も
句
切

り
の
点
を
施
す
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
（
石
塚
晴
通
氏
（
一
九
九
二
）
）
、
そ
れ
が
伝
わ
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。 

 

し
か
し
、
も
と
も
と
句
切
り
の
点
を
付
す
習
慣
の
な
か
っ
た
日
本
人
が
、
そ
の
句
切
り
の
点
を
す
ぐ
さ
ま
「
句
読
」
を
書
き
分
け
る
こ
と
に
用
い
よ
う
と
考
え
た
で

あ
ろ
う
か
。
小
林
芳
規
氏
（
一
九
七
七
）
に
よ
る
と
、
初
期
の
句
切
り
の
点
は
、「
句
」（
文
末
）
と
「
読
」（
文
中
）
と
を
書
き
分
け
る
も
の
で
は
な
く
、
時
代
が
下

っ
て
書
き
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
、
や
は
り
、
句
切
り
の
点
は
、
単
な
る
「
句
切
る
点
」
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
と
思
う
。 

 

ま
た
、
考
え
て
み
る
に
、
そ
の
よ
う
に
日
本
人
に
句
切
り
の
点
を
施
す
習
慣
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
句
切
る
点
」
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
重
要

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

小
稿
の
調
査
に
よ
る
と
、『
三
蔵
』（
第
四
章 
第
一
節
）
や
『
不
動
』
前
部
（
同 

第
二
節
）
で
は
返
点
に
比
べ
切
点
の
使
用
例
は
少
な
く
、
特
に
文
中
に
お
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
切
点
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
資
料
に
お
い
て
、
実
質
上
、
最
も
句
切
り
を
示
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
返
点
で
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
に

切
点
の
使
用
が
少
な
い
こ
と
が
、
そ
の
日
本
人
の
習
慣
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
、
最
も
使
用
さ
れ
て
い
る
の
が
返
点
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。 

 

漢
文
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
外
国
語
で
あ
る
。
文
法
も
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
当
時
の
日
本
人
の
関
心
が
、
句
切
り
の
点
を
詳
細
に

示
す
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
返
読
の
あ
る
こ
と
」
を
示
す
こ
と
に
向
い
て
い
っ
た
と
し
て
も
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
も
と
も
と
句
切
り
の
点
を

用
い
る
習
慣
の
な
か
っ
た
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
句
切
り
の
点
が

．
．
．
．
．
．
「
句
読
．
．
」
を
示
す
も
の
で
あ
る

．
．
．
．
．
．
．
．
と
い
う
既
成
概
念
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
句
切
り
の
点
を

「
返
読
の
あ
る
こ
と
」
を
示
す
た
め
に
用
い
よ
う
と
考
え
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
の
よ
う
な
見
方
が
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
小
稿
で
調
査
を
行
な
っ
た
資
料
を
並
べ
た
時
に
、
第
二
群
点
・
第
一
群
点
・
第
三
群
点
と
い
う
よ
う
な
、
比
較
的
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
た
と
さ
れ
る
点
図

を
用
い
る
資
料
に
、
返
点
を
多
く
用
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

そ
れ
ら
返
点
を
多
く
用
い
る
資
料
に
続
く
、
第
五
群
点
以
降
の
資
料
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
句
点
・
読
点
を
用
い
る
資
料
で
あ
る
。 

考
え
て
み
る
に
、
第
五
群
点
は
、
築
島
裕
氏
（
一
九
八
六
）
に
よ
る
と
、
十
世
紀
初
頭
（
厳
密
に
は
九
世
紀
極
末
に
入
る
か
）
に
用
い
ら
れ
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
の
後
、
中
世
以
降
に
は
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
が
広
く
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
（
『
国
語
学
大
辞
典
』（
一
九
八
〇
））。
こ
の
よ
う
に
漢
字
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と
仮
名
と
を
交
え
た
形
で
用
い
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
思
う
に
、
そ
れ
ま
で
外
国
語
で
あ
っ
た
漢
字
が
日
本
語
の
中
に
定
着
し
、
日
本
語
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
日
本
語
の
中
に
漢
字
が
入
り
込
ん
で
き
た
と
す
る
と
、
思
う
に
、
漢
文
で
書
か
れ
た
文
章
に
つ

い
て
も
、
こ
れ
が
外
国
語
で
は
な
く
、
読
み
下
せ
ば
日
本
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
の
認
識
が
生
じ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
第
二
群
点
・
第
一
群
点
・
第
三
群
点
の
よ
う
に
比
較
的
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
た
と
さ
れ
る
点
図
を
用
い
た
資
料
で
返
点
が
多
く
用
い
ら

れ
る
の
に
対
し
て
、
第
五
群
点
の
よ
う
に
比
較
的
新
し
い
と
さ
れ
る
点
図
を
用
い
た
資
料
で
句
点
・
読
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
偶
然
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
思
う
に
、
漢
文
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
初
期
の
段
階
で
は
、
そ
の
漢
文
は
日
本
人
に
と
っ
て
外
国
語
で
あ
り
、
そ
の
文
法
的
な
相
違
を
乗
り
越
え
る

た
め
に
、
返
点
が
多
く
用
い
ら
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
時
代
と
と
も
に
そ
の
漢
文
が
日
本
に
浸
透
し
、
そ
の
漢
文
を
日
本
語
の
一
部
と
し

て
用
い
る
よ
う
に
な
る
と
、「
返
読
の
有
無
」
な
ど
よ
り
も
、
そ
の
漢
文
を
日
本
語
と
し
て
訓
ん
だ
時
、
ど
の
よ
う
な
文
章
に
な
る
の
か
―
即
ち
、
終
止
の
形
に
訓
む

の
か
、
中
止
の
形
に
訓
む
の
か
―
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
意
識
が
向
か
っ
て
い
く
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。 

そ
の
よ
う
に
見
る
と
、
ひ
と
つ
の
見
方
と
し
て
、
句
切
り
の
点
が
、
外
国
語
と
し
て
の
漢
文
を
理
解
・
解
釈
す
る
た
め
の
も
の
（
返
点
）
か
ら
、
漢
文
を
日
本
語
と

し
て
訓
ん
だ
時
に
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
を
示
す
た
め
の
も
の
（
句
点
・
読
点
）
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。 

こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
ま
た
、
句
点
・
読
点
な
ど
の
句
切
り
の
点
に
「
・
」
を
用
い
、
返
点
に
一
二
点
や
雁
点
（
レ
点
）
な
ど
を
用
い
る
と
い
う
分
担
が
行
な
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
流
れ
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
見
て
い
く
必
要
も
あ
ろ
う
。 

   

三
、
ま
と
め
と
見
通
し 

―
博
士
家
点
― 

  

博
士
家
点
に
お
い
て
は
、
博
士
家
各
家
に
よ
っ
て
訓
法
の
違
い
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
小
林
芳
規
氏
（
一
九
六
七
）
、
第
六
章 

第
四
節 

参

照
）。
筆
者
は
、
こ
の
訓
法
の
違
い
と
い
う
の
は
、
確
か
に
外
国
語
と
し
て
の
漢
文
を
理
解
す
る
こ
と
に
関
わ
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
、
漢
文
を
訓
読

し
た
時
に
、
ど
の
よ
う
な
形
の
日
本
語
に
訓
読
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
意
識
が
向
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
見
る

と
、
こ
の
博
士
家
点
に
お
い
て
、「
返
読
の
有
無
」
に
関
わ
ら
な
い
形
で
句
点
・
読
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
偶
然
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
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る
。
こ
の
博
士
家
点
に
お
い
て
は
、
句
切
り
の
点
に
よ
っ
て
「
返
読
の
有
無
」
を
示
す
こ
と
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
文
末
の
訓
み
方
（
句
点
）
を
す

る
か
文
中
の
訓
み
方
を
す
る
か
（
読
点
）
と
い
う
訓
法
を
示
す
こ
と
に
関
心
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

こ
の
句
点
・
読
点
の
用
い
ら
れ
方
か
ら
考
え
る
と
、
第
五
章
で
取
り
上
げ
た
「
テ
・
切
点
．
．
」
も
、
や
は
り
、
こ
れ
を
「
テ
・
返
点
．
．
」
と
見
て
こ
の
場
合
に
の
み
「
返

読
の
有
無
」
を
示
し
て
い
る
と
見
る
の
で
は
な
く
、
句
点
・
読
点
と
同
様
に
「
返
読
の
有
無
」
を
示
し
て
は
い
な
い
と
見
た
方
が
一
貫
し
て
い
る
。 

 

宇
都
宮
睦
男
氏
（
一
九
九
〇
）
は
、
こ
の
博
士
家
点
の
左
下
点
を
テ
・
返
点
．
．
と
さ
れ
、
そ
の
出
自
に
つ
い
て
、
第
一
群
点
と
第
三
群
点
に
お
い
て
見
ら
れ
る
「
テ
」

と
「
返
点
」
と
を
用
い
る
形
（
左
の
図
67
）
か
ら
、
後
出
の
第
五
群
点
に
お
い
て
そ
の
「
返
点
」
に
「
テ
」
を
表
示
す
る
機
能
が
加
え
ら
れ
た
も
の
（
左
の
図
68
）

と
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
が
思
う
に
、
そ
の
よ
う
に
「
返
点
」
に
「
テ
」
を
表
示
す
る
機
能
を
加
え
る
そ
の
意
図
や
、
そ
の
利
便
性
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。 

 

〈
図
67
〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈
図
68
〉 

 
 

→ 
 
 
 
 

 

  

例
え
ば
、
小
稿
で
取
り
上
げ
た
『
秘
蔵
』
『
北
斗
』（
第
四
章 
第
四
節
）
は
、
そ
の
返
点
の
用
い
ら
れ
方
を
見
る
上
で
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

こ
れ
ら
『
秘
蔵
』『
北
斗
』
は
、
博
士
家
点
と
同
じ
よ
う
に
句
点
と
読
点
と
が
用
い
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
左
下
点
が
返
点
と
な
っ
て
い
る
資
料
で
あ
る
（
左
の
図
69 

参
照
）。 

 

〈
図
69
〉 

 
 
 
 
 
 

・
句
点 

 
 
 
 
 
 

・
読
点 

 
 
 
 
 
 

・
返
点 



 290 

 
小
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
『
秘
蔵
』『
北
斗
』
に
お
い
て
は
、「
返
読
の
有
無
」
を
示
さ
な
い
形
で
句
点
と
読
点
と
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、
基
本
的

に
そ
の
句
点
・
読
点
と
、
返
点
と
は
併
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
自
然
、
返
点
の
使
用
は
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
句
点
・
読
点
を
中
心
に
用
い
る
資
料

に
お
い
て
、
そ
の
句
点
・
読
点
の
表
記
を
徹
底
さ
せ
て
い
く
と
、
返
点
の
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
範
囲
は
せ
ば
め
ら
れ
、
ほ
と
ん
ど
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
点
か
ら
考
え
る
に
、
句
点
・
読
点
を
用
い
る
と
見
ら
れ
る
博
士
家
点
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
に
使
い
勝
手
の
悪
い
返
点
を
テ
・
返
点
．
．
と
い
う
形
で
残
す
こ
と
に

ど
れ
程
意
味
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。「
返
読
の
あ
る
こ
と
」
を
示
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
使
い
に
く
い
返
点
や
、「
て
」
と
訓
ず
る
箇
所
に
し
か
用
い
る

こ
と
の
で
き
な
い
テ
・
返
点
を
用
い
る
よ
り
も
、
句
点
・
読
点
と
併
用
が
可
能
で
あ
る
一
二
点
や
雁
点
（
レ
点
）
な
ど
の
方
が
便
利
で
あ
る
。 

  

こ
う
し
て
見
る
と
、
宇
都
宮
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
博
士
家
点
の
左
下
点
（
テ
・
返
点
／
テ
・
切
点
）
の
出
自
と
し
て
は
、「
返
点
」
に
「
て
」
を
表
示
す
る
機

能
が
加
え
ら
れ
た
と
見
る
の
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
可
能
性
も
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
左
の
図
70
、
図
71
）。 

 

〈
図
70
〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈
図
71
〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

〈
博
士
家
点
〉 

 
 
 
 
 

 

・
句
点
（
文
末
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
句
点
（
文
末
） 

 
 
 
 
 

 

・
読
点
（
文
中
） 
 
 

→ 
 
 
 
 
 
 

・
読
点
（
文
中
・
テ
が
付
か
な
い
） 

 
 
 
 
 

 

・
返
点
（
返
読
ア
リ
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

・
テ
・
切
点
（
文
中
・
テ
が
付
く
） 

  

右
の
『
秘
蔵
』『
北
斗
』
の
返
点
の
例
か
ら
考
え
る
に
、
右
の
図
70
の
よ
う
に
句
点
・
読
点
を
用
い
た
時
に
使
い
勝
手
の
悪
く
な
る
返
点
を
廃
し
て
、
新
た
に
「
～

て
」
と
な
る
句
切
り
の
点
（
テ
・
切
点
）
を
作
り
出
し
、
図
71
の
よ
う
な
形
に
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
右
の
図
70
は
、

句
点
と
読
点
と
に
よ
っ
て
文
末
と
文
中
と
を
示
す
形
（
左
の
図
72
）
で
あ
り
、
図
71
は
、
そ
の
図
70
の
読
点
の
所
を
更
に
細
分
化
し
、「
～
て
」
と
な
る
か
否
か
に
よ

っ
て
書
き
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
も
の
（
左
の
図
73
）
で
あ
る
。 
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〈
図
72
〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈
図
73
〉 

 
 
 
 
 

 

文
末
（
句
点
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
末
（
句
点
） 

 
 

句
切
り 

 
 
 
 
 
 
 
 

→ 
 
 

句
切
り 

 
 
 
 

  

テ
が
付
か
な
い
（
読
点
） 

 
 
 
 
 
 

 
文
中
（
読
点
） 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

文
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                              
             

 
 

テ
が
付
く
（
テ
・
切
点
） 

 

こ
の
句
切
り
の
点
の
用
い
ら
れ
方
は
、
日
本
語
の
用
言
の
活
用
を
考
え
た
時
に
、
日
本
語
の
句
切
り
に
用
い
ら
れ
る
形
と
し
て
多
く
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
「
終
止
形
」

「
連
用
形
中
止
」「
助
詞
テ
が
つ
く
中
止
」
と
い
う
三
つ
の
形
に
対
応
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
小
林
氏
が
指
摘
さ
れ
た
博
士
家
点
の
訓
法
に
お
い
て
見
ら

れ
る
「
終
止
」「
中
止
」「
～
て
」
に
関
わ
る
訓
法
に
も
対
応
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
も
し
こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
博
士
家
点
の
属
す
る

第
五
群
点
に
お
い
て
、
漢
字
の
壺
の
左
下
が
、
テ
の
ヲ
コ
ト
点
で
あ
る
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ
の
左
下
点
を
テ
・
切
点
と
し
て
用
い
る
と
い
う
発
想
が
生
ず
る

可
能
性
も
少
な
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。 

 

筆
者
は
、
こ
の
テ
・
切
点
は
、
返
点
と
の
関
わ
り
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、「
句
」
（
文
末
）
、「
読
」
（
文
中
）
を
書
き
分
け
そ
れ
を
更
に
細
分
化
す
る
（
前
掲

の
図
72
、
図
73
）
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
、
つ
ま
り
、「
句
読
」
の
書
き
分
け
の
延
長
上
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
考
え
て
み
る
に
、
句
点
・
読

点
と
い
う
も
の
は
確
か
に
句
切
り
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
視
点
を
変
え
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
は
、
文
が
終
止
す
る
の
か
或
い
は
中
止
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
つ

ま
り
漢
文
を
日
本
語
の
形
に
訓
読
し
た
時
に
、
そ
の
日
本
語
が
活
用
形
と
し
て
ど
の
よ
う
な
形
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
句
点
・
読
点
が
用
い
ら
れ
る
博
士
家
点
に
お
い
て
、
新
た
に
「
～
て
」
と
い
う
形
の
句
切
れ
方
を
示
す
点
（
テ
・
切
点
）
が
用
い
ら
れ

た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

以
上
、
小
稿
で
調
査
を
行
な
っ
た
資
料
を
も
と
に
考
察
を
行
な
っ
て
き
た
が
、
勿
論
、
こ
れ
ら
は
わ
ず
か
な
資
料
に
も
と
づ
く
推
測
に
過
ぎ
ず
、
今
後
の
調
査
い
か

ん
に
よ
っ
て
は
、
全
く
異
な
っ
た
考
察
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
小
稿
の
よ
う
な
調
査
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
訓
点
資
料

に
お
け
る
句
切
り
の
点
が
、
必
ず
し
も
「
句
読
」
と
い
う
視
点
の
み
か
ら
施
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
小
稿
の
よ
う
な
調
査
を
行
な
う
こ
と
が
必

要
で
あ
る
こ
と
は
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

い
ま
だ
不
備
な
点
も
多
く
再
考
す
べ
き
点
も
多
々
あ
る
と
は
思
う
が
、
小
稿
が
、
句
切
り
の
点
研
究
に
お
い
て
些
少
な
り
と
も
役
立
つ
も
の
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 
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大
学
出
版
会 

（
一
九
六
六
）｢

｢

句
読
点｣

か
ら
ピ
リ
オ
ド
・
コ
ン
マ｣

エ｣

『
カ
ナ
ノ
ヒ
カ
リ
』
五
三
四 

小
林
芳
規
（
一
九
六
七
）
『

平 

安 

鎌 

倉

時
代
に
於
け
る

漢
籍
訓
読
の
国
語
史
的
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会 

杉
本
つ
と
む
（
一
九
六
七
）｢

句

読

法

パ
ン
ク
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン

の
史
的
考
察 

―
江
戸
時
代
の
文
学
作
品
を
中
心
に
し
て
―｣

『
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
』
二 

小
島
憲
之
（
一
九
六
八
）｢

上
代
散
文
の
訓
読
と
文
体
と
を
め
ぐ
る
問
題 

―
句
読
点
の
場
合
―｣

『
文
学
』
三
六
・
七 
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白
藤
禮
幸
（
一
九
六
八
）｢

日
本
書
紀
の
文
末
助
辞
に
つ
い
て｣

『
五
味
智
英
先

生
還
暦
記
念

上
代
文
学
論
叢
』
桜
楓
社 

林
勉
（
一
九
六
八
）｢

岩
崎
本
日
本
書
紀
の
訓
点｣

『
五
味
智
英
先

生
還
暦
記
念

上
代
文
学
論
叢
』
桜
楓
社 

曽
田
文
雄
・
岸
岡
民
子
（
一
九
七
〇
a
）「
西
教
寺
本
秘
蔵
宝
鑰
朱
点
の
調
査
報
告
」『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
四
一 

曽
田
文
雄
・
岸
岡
民
子
（
一
九
七
〇
b
）「
西
教
寺
本
秘
蔵
宝
鑰
併

解
読
文(

上)

」『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
四
二 

曽
田
文
雄
・
岸
岡
民
子
（
一
九
七
一
）「
秘
蔵
宝
鑰 

巻
中 

解
読
」『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
四
三 

曽
田
文
雄
・
岸
岡
民
子
（
一
九
七
二
）「
秘
蔵
宝
鑰 

巻
下 

解
読
」『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
四
六 

小
学
館
（
一
九
七
二
）『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』 

日
本
古
典
文
学
会
（
一
九
七
二
）
『
複
刻
日
本
古
典
文
学
館 

日
本
書
紀 

巻
第
二
十
二 

推
古
』
図
書
月
販 

林
勉
（
一
九
七
三
）｢

岩
崎
本
日
本
書
紀
訓
点
に
み
ら
れ
る
副
詞
・
接
続
詞
・
助
詞
・
助
動
詞
の
類
の
訓
読
に
つ
い
て｣

『
論
集
上
代
文
学
』
第
四
冊
・
笠
間
書
院 

吉
田
賢
抗
（
一
九
七
三
）
『
史
記 

（
二
）
』
新
釈
漢
文
大
系 

第
三
九
巻
・
明
治
書
院 

小
林
芳
規
（
一
九
七
四
）｢

返
点
の
沿
革｣

『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
五
四
・
遠
藤
嘉
基
博
士
古
稀
記
念
特
輯
号 

小
林
芳
規
（
一
九
七
七
）｢

表
記
法
の
変
遷｣

『
現
代
作
文
講
座
６ 

文
字
と
表
記
』
明
治
書
院 

佐
藤
喜
代
治 

編
（
一
九
七
七
）
『
国
語
学
研
究
事
典
』
明
治
書
院 

築
島
裕
・
石
塚
晴
通
（
一
九
七
八
）『
東
洋
文
庫
蔵 

岩
崎
本 
日
本
書
紀
』
貴
重
本
刊
行
会 

石
塚
晴
通
（
一
九
七
八
）｢

岩
崎
本
日
本
書
紀
の
訓
の
系
統｣

『
東
洋
文
庫
蔵 

岩
崎
本 

日
本
書
紀
』
貴
重
本
刊
行
会 

築
島
裕
（
一
九
七
八
）｢

岩
崎
本
日
本
書
紀
の
点
法
に
つ
い
て｣

『
東
洋
文
庫
蔵 

岩
崎
本 

日
本
書
紀
』
貴
重
本
刊
行
会 

国
語
学
会
（
一
九
八
〇
）
『
国
語
学
大
辞
典
』
東
京
堂
出
版 

月
本
雅
幸
（
一
九
八
〇
）「
東
寺
蔵 

不
動
儀
軌
万
寿
二
年
点
」
『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
六
五 

宇
野
義
方
（
一
九
八
二
）｢

句
読
法
の
歴
史｣

『
講
座 

日
本
語
学
６ 

現
代
表
記
と
の
史
的
対
照
』
明
治
書
院 

太
田
次
男
・
小
林
芳
規
（
一
九
八
二
）
『
神
田
本
白
氏
文
集
の
研
究
』
勉
誠
社 

太
田
次
男
（
一
九
八
二
）「
神
田
本
白
氏
文
集
の
研
究
―
本
文
を
中
心
に
し
て
―
」
太
田
次
男
・
小
林
芳
規
『
神
田
本
白
氏
文
集
の
研
究
』
勉
誠
社 

築
島
裕
（
一
九
八
六
）『
平
安
時
代
訓
点
本
論
考

ヲ
コ
ト
点
図

仮
名
字
体
表

』
汲
古
書
院 

松
本
光
隆
（
一
九
八
七
）「
高
山
寺
蔵 

十
二
天
法
平
安
後
期
点
」
『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
七
七 
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宇
都
宮
睦
男
（
一
九
九
〇
）｢

返
点
法
―
返
点｢

・｣

を
中
心
と
し
て
―｣

『
国
語
国
文
』
五
九
・
九 

石
塚
晴
通
（
一
九
九
二
）｢

Ⅲ 

敦
煌
の
加
点
本 

一 

加
点｣

『
講
座
敦
煌
５ 

敦
煌
漢
文
文
献
』
大
東
出
版
社 

石
塚
晴
通
（
一
九
九
三
）｢

中
国
周
辺
諸
民
族
に
於
け
る
漢
文
の
訓
読｣

『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
九
〇 

遠
藤
嘉
基
博
士
追
悼
号 

小
林
芳
規
（
一
九
九
五
ａ
）「
敦
煌
の
角
筆
文
献
―
大
英
図
書
館
蔵
「
観
音
経
」
（S.5556

）
の
加
点
―
」
『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
九
六 

小
林
芳
規
（
一
九
九
五
ｂ
）｢

文
字
・
表
記(

史
的
研
究)｣

『
国
語
学
の
五
十
年
』
武
蔵
野
書
院 

西
崎
亨
（
一
九
九
五
）『

高
野
山 

西
南
院
蔵

訓
点
資
料
の
研
究
』
臨
川
書
店 

越
智
裕
二
（
一
九
九
七
）「
訓
点
資
料
に
お
け
る
「
句
切
り
」「
返
読
」
を
示
す
星
点
を
め
ぐ
っ
て
」
修
士
論
文 

越
智
裕
二
（
一
九
九
八
）｢

『
神
田
本
白
氏
文
集
』
に
お
け
る｢

て｣

の
ヲ
コ
ト
点
に
つ
い
て｣

『
山
口
国
文
』
二
一 

笹
岡
祐
子
（
二
〇
〇
一
）｢

史
記
第
九
呂
后
本
紀
に
み
る
テ
の
ヲ
コ
ト
点
の
加
点
の
意
義
に
つ
い
て｣

『
山
口
国
文
』
二
五 

越
智
裕
二
（
二
〇
〇
七
）「
『
岩
崎
本 
日
本
書
紀 

巻
第
二
十
二 

推
古
紀
』
に
お
け
る｢

テ
の
ヲ
コ
ト
点｣

に
つ
い
て 

― 

助
字｢

之｣

に
加
点
さ
れ
た｢

テ
の
ヲ
コ
ト
点｣

に
着
目
し
て 

―
」『
東
ア
ジ
ア
研
究
』
五 

 


