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返
り
点　

補
説　
　
　

古
田
島
洋
介
＊
日
本
文
化
学
科　

教
授　

日
中
比
較
文
学

　

返
り
点
の
練
習
に
さ
い
し
て
は
、
差
し
当
た
り
漢
文
の
意
味
内
容
は
不
問
に
付
し
、

原
文
と
そ
の
書
き
下
し
文
を
示
し
て
、
書
き
下
し
文
の
ご
と
く
読
め
る
よ
う
原
文
に

返
り
点
を
付
け
さ
せ
る
の
が
私
個
人
の
定
法
で
あ
る
。
ざ
っ
と
十
題
く
ら
い
の
設
問

を
示
し
て
、「
書
き
下
し
文
に
適
合
す
る
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
文
に
返
り
点
を
付

け
よ
」
と
指
示
す
る
わ
け
だ
。
た
い
て
い
の
誤
り
は
、
拙
著
の
説
明
に
従
え
ば
防
げ

る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
と
き
、
次
の
よ
う
な
返
り
点
を
打
つ
学
生
が
現

れ
た
（
例
文
の
右
肩
の
＊
は
、
返
り
点
の
付
け
方
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。
以

下
、
同
じ
）。
便
宜
上
、
送
り
仮
名
を
も
付
け
て
示
せ
ば

―

　

＊
聞ク
把

鳥ノ

啼ク
ヲ巴

梅
培

樹ニ

　

＝
鳥と
り

の
梅ば
い

樹じ
ゆ

に
啼な

く
を
聞き

く
。

　　

一
見
し
て
誤
り
と
わ
か
る
返
り
点
だ
。
次
の
例
も
同
様
の
誤
用
で
あ
る
。

　

＊
如シ
派

揮ツ
テ巴

快
刀ヲ
蚤

断ツ
ガ波

乱
俳

麻ヲ

　

＝
快く
わ

刀い
た
うを

揮ふ
る

つ
て
乱ら
ん

麻ま

を
断た

つ
が
如ご
と

し
。

　　

こ
れ
も
見
た
と
た
ん
に
誤
り
だ
と
わ
か
る
だ
ろ
う
。
念
の
た
め
二
例
の
正
し
い
返

り
点
を
示
し
て
お
け
ば
、
左
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　

聞ク
把

鳥ノ

啼ク
ヲ巴

梅
樹ニ
蚤

如シ
派

揮ツ
テ巴

快
刀ヲ
蚤

断ツ
ガ波

乱
麻ヲ
杷

　　

し
か
し
、
正
解
を
示
し
て
能
事
足
れ
り
と
は
ゆ
く
ま
い
。
学
生
が
付
け
た
返
り
点

で
も
、
書
き
下
し
文
の
よ
う
に
読
め
る
の
は
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。「
ど
う
見
て
も

返
り
点　

補
説

　

―
　

連
読
符
号
・
レ
点
・
置
き
字
お
よ
び
複
雑
度
を
め
ぐ
っ
て
　

―
　

古
田
島
洋
介＊

　

何
ご
と
に
よ
ら
ず
、
学
生
諸
君
の
や
る
こ
と
は
面
白
い
。
す
で
に
拙
著
『
こ
れ
な

ら
わ
か
る
返
り
点

―
入
門
か
ら
応
用
ま
で

）
1
（―
』（
以
下
、
拙
著
と
略
記
す
）
に

お
い
て
、
現
行
の
返
り
点
の
打
ち
方
に
関
す
る
問
題
は
論
じ
尽
く
し
た
つ
も
り
で
い

た
が
、
な
か
な
か
ど
う
し
て
、
授
業
中
に
返
り
点
を
付
け
さ
せ
る
と
、
予
想
外
の
珍

妙
な
打
ち
方
が
続
出
す
る
。
九
割
以
上
は
原
則
や
用
法
・
規
定
を
わ
き
ま
え
ぬ
水
準

の
誤
り
に
す
ぎ
な
い
が
、
な
か
に
は
、
や
は
り
こ
ち
ら
の
説
明
不
足
か
と
思
い
知
ら

さ
れ
る
よ
う
な
返
り
点
も
な
く
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
そ
の
種
の
返
り
点
を
考
察
の

き
っ
か
け
と
し
て
、
拙
著
の
補
説
と
し
よ
う
。
つ
ま
ら
ぬ
誤
り
と
一
蹴
せ
ず
、
ま
た

一
笑
し
て
終
わ
ら
せ
ず
、
何
を
ど
う
説
明
す
れ
ば
返
り
点
が
正
確
に
打
て
る
よ
う
に

な
る
の
か
、
そ
の
骨
法
を
完
璧
に
せ
ん
と
の
算
段
で
あ
る
。

一　

連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
の
返
り
点
と
の
同
居
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
一
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二
〇
一
三
年

と
も
あ
り

―

　

非ザ
ル罵

所
媒

以ニ

励マ
シ
テ

巴
　

士
民ヲ
蚤

彰ハ
ス破

君
声ヲ
琶

也

　

＝
士し

民み
ん

を
励は
げ

ま
し
て
君く
ん

声せ
い

を
彰あ
ら

は
す
所ゆ
ゑ
ん以
に
非あ
ら

ざ
る
な
り
。

　　

こ
の
よ
う
に
連
読
符
号
が
返
り
点
と
同
居
し
た
例
が
記
憶
に
あ
れ
ば
、
学
生
が

「
梅
培

樹
」「
乱
俳

麻
」
の
ご
と
き
返
り
点
を
打
っ
て
も
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。
事
実
、

そ
れ
は
そ
れ
で
書
き
下
し
文
に
一
致
す
る
読
み
が
得
ら
れ
る
以
上
、
な
お
も
誤
り
と

す
る
に
は
十
分
な
説
得
力
を
持
つ
理
由
付
け
が
必
要
だ
。

　

右
の
正
し
い
返
り
点
「
所
狽

以
」「
告
盃

諭
」「
所
媒

以
」
が
、
学
生
の
誤
っ
た
返
り

点
「
梅
培

樹
」「
乱
俳

麻
」
と
異
な
る
点
は
、
た
だ
一
つ
、
連
読
符
号
と
同
居
す
る
返

り
点
の
性
質
に
係
る
。
正
用
の
場
合
は
「
二
」
点
・「
中
」
点
・「
丙
」
点
と
の
同
居

で
あ
り
、
誤
用
の
場
合
は
「
一
」
点
・「
上
」
点
と
の
同
居
だ
。
す
な
わ
ち
、
連
読

符
号
は
、
大
返
り
（
一
二
点
・
上
下
点
・
甲
乙
丙
点
・
天
地
人
点
）
の
第
二
符
号
以

下
と
は
同
居
で
き
る
が
、
第
一
符
号
と
は
同
居
で
き
な
い
、
と
の
見
当
が
つ
く
。

　

む
ろ
ん
、
右
の
諸
例
に
依
る
か
ぎ
り
、
連
読
符
号
は
大
返
り
の
中
継
点
の
符
号
と

の
み
同
居
で
き
る
、
と
の
考
え
方
も
不
可
能
で
は
な
い
。「
所
狽

以
」「
告
盃

諭
」「
所
媒

以
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
さ
ら
に
「
知
把

」「
使
派

」「
非
罵

」
へ
と
返
っ
て
ゆ
く
中
継
点
だ

か
ら
だ
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
と
、
た
だ
ち
に
次
の
よ
う
な

反
証
に
出
く
わ
す
こ
と
と
な
る
。

　

三
狽

分ス

天
下ヲ
蚤

　

＝
天て
ん

下か

を
三さ
ん

分ぶ
ん

す
。

喪
杯

失ス

其ノ

所
狽

以ヲ

為ス
蝿

心ト

　

＝
其そ

の
心こ
こ
ろと

為な

す
所ゆ
ゑ
ん以

を
喪さ
う

失し
つ

す
。

お
か
し
い
」
だ
の
「
こ
ん
な
返
り
点
の
付
け
方
は
見
た
こ
と
が
な
い
」
だ
の
と
決
め

つ
け
て
み
て
も
、
説
明
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
「
梅
培

樹
」
や
「
乱
俳

麻
」
が
誤
り
で
、

「
梅
樹
蚤

」
や
「
乱
麻
杷

」
が
正
し
い
の
か
を
、
き
ち
ん
と
納
得
で
き
る
よ
う
、
合
理

的
に
解
説
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
説
明
抜
き
の
決
め
つ
け
指
導
が
、
こ
れ
ま
で
ど
れ
ほ
ど

漢
文
嫌
い
を
生
ん
で
き
た
こ
と
か
。

　

実
の
と
こ
ろ
、
右
の
よ
う
な
誤
り
は
、
拙
著
六
一
頁
で
示
し
た
「
逐
字
」
の
原
則

で
防
げ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
第
一
例
に
つ
い
て
は
、「
梅
樹
」
と
い
う
語
か
ら

「
啼
」
に
返
る
の
で
は
な
く
、「
樹
」
字
か
ら
「
啼
」
字
に
返
る
の
だ
と
考
え
れ
ば
、

「
梅
培

樹
」
の
よ
う
な
返
り
点
を
打
つ
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
第
二
例
に
関
し
て
も
、

ま
っ
た
く
同
じ
要
領
で
あ
る
。「
乱
麻
」
と
い
う
語
か
ら
「
断
」
に
返
る
の
で
は
な

く
、「
麻
」
字
か
ら
「
断
」
字
に
返
る
の
だ
と
考
え
れ
ば
、「
乱
俳

麻
」
の
ご
と
き
返

り
点
を
打
つ
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
「
字
単
位
の
原
則
」
だ
け
で
は
、
学
生
を
納
得
さ
せ
づ
ら
い
だ

ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
学
生
が
「
梅
培

樹
」「
乱
俳

麻
」
の
よ
う
な
返
り
点
を
付
け
た

の
は
、
類
似
の
返
り
点
を
ど
こ
か
で
見
か
け
た
覚
え
が
あ
る
た
め
に
違
い
な
い
か
ら

だ
。
実
際
、
こ
う
し
た
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
と
返
り
点
と
の
同
居
現
象
は
、
次
の
よ
う
な
例
文

に
現
れ
る
。

　

不
覗

知ラ
把

所
狽

以ヲ

裁ス
ル蝿

之ヲ

　

＝
之こ
れ

を
裁さ
い

す
る
所ゆ
ゑ
ん以
を
知し

ら
ず
。

使ム
派

人ヲ
シ
テ

与
巴

秦ノ

吏
蚤

行ツ
テ巴

県ノ

郷
邑ヲ
蚤

告
盃

諭セ

之ニ
杷

　

＝
人ひ
と

を
し
て
秦し
ん

の
吏り

と
県け
ん

の
郷き
や

邑う
い
ふを

行め
ぐ

つ
て
之こ
れ

に
告こ
く

諭ゆ

せ
し
む
。

　　

そ
れ
ぞ
れ
連
読
符
号
と
「
二
」
点
ま
た
は
「
中
」
点
が
同
居
し
て
「
所
狽

以
」

「
告
盃

諭
」
と
な
っ
て
い
る
。
も
う
少
し
繁
雑
な
例
で
は
、「
丙
」
点
と
同
居
す
る
こ
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返
り
点　

補
説　
　
　

古
田
島
洋
介

十
二
日
の
漢
文
学
の
授
業
時
で
あ
っ
た
。
そ
の
学
生
は
、
大
手
の
予
備
校
と
し
て
名

高
い
Ｋ
塾
（
我
が
古
巣
で
も
あ
る
）
で
漢
文
を
習
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
大
学
セ
ン
タ

ー
試
験
も
受
け
た
と
い
う
経
歴
の
持
ち
主
な
の
で
、
ま
っ
た
く
の
不
注
意
に
よ
る
誤

謬
に
す
ぎ
ま
い
。
け
れ
ど
も
、
結
果
と
し
て
、
私
は
右
の
返
り
点
の
珍
妙
さ
に
驚
く

と
同
時
に
、
大
い
に
感
嘆
し
た
の
で
も
あ
っ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
も
ち
ろ
ん
「
犯

函

上
」
で
あ
る
。
レ
点
と
連
読
符
号
と
の
同
居
だ
。
こ
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
は
初

め
て
目
に
し
た
の
で
、
驚
く
な
と
言
う
ほ
う
が
無
理
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

弁
解
の
余
地
な
き
誤
り
で
、
連
読
符
号
は
不
要
、
正
し
く
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

不シ
テ覗

好マ
覗

犯ス
コ
ト
ヲ覗

上ヲ

而
好ム
覗

作ス
コ
ト
ヲ覗

乱ヲ

　　

し
か
し
、
私
が
感
嘆
し
た
の
は
、「
犯
函

上
」
と
い
う
返
り
点
が
表
す
無
限
循
環
の

観
念
だ
。
レ
点
に
従
っ
て
「
上
」
か
ら
「
犯
」
に
返
り
、
連
読
符
号
に
よ
っ
て

「
犯
」
か
ら
「
上
」
に
下
り
る
。
そ
し
て
、
ま
た
レ
点
に
従
っ
て
「
上
」
か
ら
「
犯
」

に
返
り
　

―
　

い
つ
ま
で
経
っ
て
も
、「
犯
」
と
「
上
」
の
二
字
を
往
っ
た
り
来
た
り

す
る
だ
け
だ
。
無
限
循
環
と
い
う
語
が
物
足
り
な
け
れ
ば
、
輪
廻
転
生
と
称
し
て
も

よ
い
。
こ
の
よ
う
な
抽
象
概
念
を
具
現
化
し
た
「
○
函

○
」
と
い
う
返
り
点
が
あ
り

得
る
こ
と
自
体
に
感
動
を
覚
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　

も
っ
と
も
、
感
嘆
し
た
の
感
動
を
覚
え
た
の
は
、
私
の
身
勝
手
な
思
い
入
れ
に
す

ぎ
ず
、
返
り
点
の
付
け
方
と
し
て
は
、
単
な
る
誤
り
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
誤

用
例
が
一
つ
あ
れ
ば
、
連
読
符
号
が
レ
点
と
同
居
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

両
者
が
同
居
す
る
や
、
果
て
し
な
い
堂
々
巡
り
に
陥
る
だ
け
だ
。
そ
れ
に
気
づ
か
せ

て
く
れ
た
点
で
、
今
な
お
当
の
女
子
学
生
に
は
深
く
感
謝
し
て
い
る
。
結
局
、
連
読

符
号
の
同
居
現
象
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
で
臨
め
ば
よ
い
だ
ろ
う
。

　

　　
「
三
巴

」
の
「
二
」
点
は
中
継
点
で
は
な
く
終
点
だ
が
、
連
読
符
号
が
同
居
し
て
い

る
。
ま
た
、「
所
狽

以
」
こ
そ
中
継
点
な
も
の
の
、
や
は
り
「
喪
杯

失
」
は
終
点
で
あ

り
、
そ
こ
に
連
読
符
号
が
同
居
し
て
い
る
。
連
読
符
号
の
同
居
の
対
象
を
中
継
点
の

返
り
点
に
限
定
す
る
の
は
、
事
実
に
そ
ぐ
わ
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、「
連
読
符
号
が
同
居
で
き
る
の
は
、
大
返
り
の
第
二
符
号
以
下
で

あ
る
」
と
規
定
す
る
の
が
正
し
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
て
お
け
ば
、

「
梅
培

樹
」「
乱
俳

麻
」
な
ど
の
誤
用
は
防
げ
る
は
ず
だ
。
何
も
そ
こ
ま
で
手
間
を
か
け

な
く
と
も
、
と
の
声
も
挙
が
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
返
り
点
の
常
識
を
わ

き
ま
え
て
い
れ
ば
、「
梅
培

樹
」「
乱
俳

麻
」
の
ご
と
き
返
り
点
を
打
つ
は
ず
は
な
い
。

し
か
し
、
現
に
そ
の
よ
う
な
返
り
点
を
付
け
る
学
生
が
い
る
以
上
、
す
な
わ
ち
、
返

り
点
の
常
識
な
る
も
の
を
も
は
や
当
て
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
甚
だ
煩
わ
し

い
と
は
い
え
、
必
要
な
事
項
は
十
全
に
規
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
す
で
に
そ
の

よ
う
な
時
代
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
教
え
る
立
場
と
し
て
は
、
体
系
的
か
つ
合

理
的
な
説
明
方
法
を
詳
細
に
整
備
す
る
好
機
と
考
え
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
右
の
規
定
は
、
連
読
符
号
と
大
返
り
と
の
関
係
に
限
ら
れ
る
。
小
返
り
、

つ
ま
り
レ
点
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
を
欠
い
た
ま
ま
、
お
い
そ
れ
と
規
定
を
設

け
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
実
際
、
授
業
中
、
洵
に
珍
妙
な
返
り
点
を
打
っ
た
女
子
学

生
が
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
左
の
よ
う
な
返
り
点
で
あ
る
。

　

＊
不シ
テ覗

好マ
覗

犯ス
コ
ト
ヲ函

上ヲ

而
好ム
覗

作ス
コ
ト
ヲ覗

乱ヲ

＝
上か
み

を
犯を
か

す
こ
と
を
好こ
の

ま
ず
し
て
乱ら
ん

を
作な

す
こ
と
を
好こ
の

む
。

　　

あ
ま
り
に
珍
奇
な
返
り
点
な
の
で
、
手
も
と
に
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
く
だ
ん
の
女
子
学
生
が
右
の
返
り
点
を
付
け
た
の
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
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と
す
れ
ば
、
逆
に
「
Ｂ
↓
Ａ
」
の
順
序
で
読
む
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
連
読
符
号
と

レ
点
は
、
相
反
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
両
者
の
規
定

は
、
ち
ょ
う
ど
裏
返
し
の
よ
う
に
記
述
で
き
る
わ
け
だ
。
さ
し
た
る
発
見
で
も
な
い

が
、
連
読
符
号
と
返
り
点
と
の
同
居
現
象
が
、
ち
ょ
う
ど
レ
点
と
他
の
返
り
点
と
の

同
居
現
象
の
裏
返
し
に
な
る
こ
と
は
、
承
知
し
て
お
い
て
も
決
し
て
損
に
は
な
る
ま

い
。

二　

レ
点
の
位
置

　
「
Ａ
Ｂ
」
の
二
字
に
レ
点
を
打
っ
て
「
Ａ
覗

Ｂ
」
と
し
た
と
き
、
い
っ
た
い
レ
点
は

ど
こ
に
付
い
て
い
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
）
2
（
文
で
も
拙
）
3
（
著
で
も
論
じ

た
。
速
や
か
に
結
論
を
述
べ
れ
ば
、
レ
点
は
下
の
字
の
左
肩
、
す
な
わ
ち
Ｂ
の
左
上

に
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
ほ
う
が
合
理
的
だ
と
い

う
理
解
の
問
題
で
は
な
く
、
現
に
レ
点
は
下
の
字
の
左
肩
に
打
た
れ
て
き
た
と
い
う

事
実
と
し
て
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
を
以
て
最
終
決
着
を

図
る
べ
く
、
以
下
、
拙
文
・
拙
著
と
の
重
複
を
厭
わ
ず
に
論
点
そ
の
他
を
整
理
し
て

お
く
。

　

大
返
り
（
一
二
点
・
上
下
点
・
甲
乙
丙
点
・
天
地
人
点
）
の
各
点
が
返
り
読
み
の

起
点
ま
た
は
終
点
と
な
る
字
の
左
下
に
付
く
の
は
、
自
明
の
こ
と
だ
ろ
う
。
け
れ
ど

も
、
レ
点
は
起
点
と
終
点
を
同
時
に
表
す
と
い
う
特
殊
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
だ
け

に
、
そ
の
位
置
に
つ
い
て
問
題
が
生
じ
る
の
だ
。

　

愛ス
覗

人ヲ　

＝
人ひ
と

を
愛あ
い

す
。

　　

右
は
最
も
単
純
な
レ
点
の
用
例
だ
が
、
果
た
し
て
レ
点
は
ど
こ
に
付
い
て
い
る
の

連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
が
同
居
で
き
る
の
は
、
大
返
り
（
一
二
点
・
上
下
点
・
甲
乙
丙
点
・

天
地
人
点
）
の
第
二
符
号
以
下
の
み
で
あ
る
。

　
〔
付
帯
事
項
〕

ⅰ　

連
読
符
号
は
、
レ
点
と
同
居
で
き
な
い
。

ⅱ　

連
読
符
号
は
、
大
返
り
の
第
一
符
号
（
一
・
上
・
甲
・
天
）
と
も
同
居

で
き
な
い
。

　　

こ
こ
で
想
い
到
る
の
は
、
右
の
規
定
が
、
レ
点
に
関
す
る
大
返
り
と
の
同
居
現
象

に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
だ
。
私
は
レ
点
と
他
の
返
り
点
と
の
同
居
を
「
複
合
返
り

点
」
と
称
し
て
い
る
が
、
レ
点
が
同
居
で
き
る
の
は
大
返
り
の
第
一
符
号
の
み
、
す

な
わ
ち
、
現
行
の
返
り
点
法
に
依
る
か
ぎ
り
、
複
合
返
り
点
は
「
茗
・
茘
・
莅
・

莚
」
の
四
種
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
レ
点
は
、
大
返
り
の
第
二
符
号
以
下
と
は
同
居

で
き
ず
、
連
読
符
号
と
同
居
す
る
こ
と
も
な
い
。
要
す
る
に
、
レ
点
に
ま
つ
わ
る
同

居
現
象
は
、
右
の
字
句
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
裏
返
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
述
で
き

る
の
だ
。

　

レ
点
が
同
居
で
き
る
の
は
、
大
返
り
の
第
一
符
号
（
一
・
上
・
甲
・
天
）
の
み

で
あ
る
。

　
〔
付
帯
事
項
〕

ⅰ　

レ
点
は
、
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
と
同
居
で
き
な
い
。

ⅱ　

レ
点
は
、
大
返
り
の
第
二
符
号
以
下
と
も
同
居
で
き
な
い
。

　　

な
ぜ
連
読
符
号
と
レ
点
の
同
居
規
定
が
互
い
に
裏
返
し
の
よ
う
に
な
る
の
か
は
、

容
易
に
見
当
が
つ
く
だ
ろ
う
。「
Ａ
Ｂ
」
の
二
字
に
連
読
符
号
を
付
け
て
「
Ａ-

Ｂ
」

と
す
れ
ば
、「
Ａ
↓
Ｂ
」
の
順
序
で
読
む
こ
と
に
な
り
、
レ
点
を
打
っ
て
「
Ａ
覗

Ｂ
」
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返
り
点　

補
説　
　
　

古
田
島
洋
介

れ
の
字
に
も
偏
る
こ
と
な
く
、
そ
の
中
間
に
打
つ
と
考
え
る
ほ
う
が
、
む
し
ろ
合
理

的
と
も
言
え
る
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
想
い
起
こ
す
べ
き
は
、
往
時
と
現
今
の
行
末
・
行
頭
に
お
け
る
レ
点
の
位

置
の
相
違
で
あ
る
。
レ
点
を
要
す
る
二
字
が
た
ま
た
ま
行
末
に
さ
し
か
か
っ
て
分
割

す
る
必
要
が
生
じ
、
上
一
字
を
行
末
に
、
下
一
字
を
次
の
行
頭
に
記
さ
ね
ば
な
ら
な

く
な
っ
た
と
き
、
レ
点
を
ど
こ
に
付
け
る
か
。
こ
れ
が
往
時
と
現
今
と
で
異
な
る
の

で
あ
る
。
先
に
掲
げ
た
「
愛ス
覗

人ヲ

」
を
例
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
裁
は
次
の
よ

う
に
な
る
。

　

　
　

往　

時　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

現　

今

…
…
…
…
…
愛ス

…
…
…
…
…
愛ス
覗

覗

人ヲ

…
…
…
…

人ヲ

…
…
…
…
…

　　

か
つ
て
は
レ
点
を
次
の
行
頭
に
付
け
て
い
た
が
、
今
で
は
行
末
に
配
す
る
の
が
ふ

つ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
般
に
は
、
往
時
の
体
裁
を
以
て
レ
点
が
下
の
字
の
左
上

に
付
け
ら
れ
る
証
拠
と
為
し
、
現
今
は
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
行
末
に
付
け
る
よ

う
に
な
っ
た
だ
け
だ
と
説
明
す
る
。
た
し
か
に
、
ま
ず
「
愛
す
」
と
読
ん
で
か
ら
、

次
行
に
目
を
移
し
て
レ
点
に
気
づ
き
、
あ
わ
て
て
「
人
を
愛
す
」
と
返
り
読
み
し
な

お
す
の
で
は
少
々
不
便
だ
ろ
う
。
一
応
は
納
得
の
ゆ
く
説
明
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
で
も
、
レ
点
は
二
字
の
中
間
に
打
つ
と
い
う
考
え
方
を
排
斥
で

き
な
い
。
曰
く
「
レ
点
は
二
字
の
中
間
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
二
字
が
分
割
さ
れ
れ
ば
、

行
末
ま
た
は
行
頭
の
い
ず
れ
か
に
付
け
る
し
か
な
い
。
た
ま
た
ま
往
時
は
行
頭
に
配

し
て
い
た
が
、
現
今
は
読
み
や
す
さ
を
重
ん
じ
て
行
末
に
付
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
だ
け
の
話
で
は
な
い
の
か
？　

つ
ま
り
、
往
時
の
体
裁
は
必
然
の
結
果
で
は
な

く
、
単
な
る
偶
然
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
？
」
と
。
こ
う
問
わ
れ
た
ら
、

か
。
大
返
り
の
各
点
と
同
じ
く
「
愛
」
の
左
下
か
、
そ
れ
と
も
「
人
」
の
左
上
か
、

あ
る
い
は
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
単
に
「
愛
」
と
「
人
」
の
中
間
と
考
え
て
お

く
の
が
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
屁
理
屈
を
こ
ね
て
い
る
よ
う
で
、
何
や
ら
馬
鹿
げ
た
気

も
す
る
。
し
か
し
、
学
ぶ
身
で
あ
れ
ば
ま
だ
し
も
、
教
え
る
身
と
し
て
は
、
決
し
て

看
過
で
き
な
い
問
題
の
は
ず
だ
。

　

一
般
に
、
レ
点
の
位
置
を
論
じ
る
さ
い
に
は
、
複
合
返
り
点
を
持
ち
出
す
の
が
常

套
手
段
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
一
点
と
レ
点
に
よ
る
複
合
返
り
点
を
挙
げ
て
み
よ

う
。

　

為ル
巴

人ノ

所ト
蝿

制ス
ル
　

＝
人ひ
と

の
制せ
い

す
る
所と
こ
ろと
為な

る
。

　　

御
覧
の
と
お
り
、
組
み
合
わ
せ
方
は
「
茗
」
と
な
る
。
他
の
複
合
に
つ
い
て
も
す

べ
て
同
じ
で
、
レ
点
を
下
に
付
け
て
「
茘
」「
莅
」「
莚
」
と
す
る
の
が
常
識
で
あ
り
、

「
莪
」
の
ご
と
き
組
み
合
わ
せ
方
は
な
い
。
こ
れ
を
説
明
す
る
の
に
、
レ
点
は
起
点

と
な
る
下
の
字
の
左
上
に
付
け
る
も
の
と
考
え
て
お
く
の
が
便
利
な
の
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、「
一
・
上
・
甲
・
天
」
な
ど
は
上
の
字
の
左
下
に
付
け
る
の
だ
か
ら
、
レ

点
と
組
み
合
わ
せ
れ
ば
、
自
ず
か
ら
「
茗
」
の
ご
と
き
形
に
な
る
わ
け
だ
。
原
田
種

成
氏
も
複
合
返
り
点
に
つ
い
て
「
レ
点
が
下
の
字
の
左
肩
に
つ
け
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
知
ら
な
い
と
…
…
〈
茗
〉
の
形
に
な
る
こ
と
が
説
明
で
き
な
）
4
（

い
」
と
述
べ
て
い

る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
説
明
に
は
弱
点
が
残
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
レ
点
は
二
字
の
中

間
に
打
つ
と
考
え
た
と
し
て
も
、「
一
」
が
上
の
字
の
左
下
に
付
い
て
い
る
以
上
、

や
は
り
「
茗
」
の
ご
と
き
組
み
合
わ
せ
に
な
る
か
ら
だ
。
実
際
、
現
今
の
印
刷
上
の

体
裁
か
ら
見
て
も
、
レ
点
は
二
字
の
中
間
に
付
け
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
向
き
は

少
な
く
あ
る
ま
い
。
連
続
し
た
二
字
を
転
倒
さ
せ
る
符
号
な
の
だ
か
ら
、
上
下
い
ず
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げ
て
み
よ
う
。
各
訳
語
に
付
さ
れ
た
発
音
を
示
す
片
仮
名
は
省
略
す
る
。
ま
た
、
濁

音
の
無
表
記
に
つ
い
て
は
、
適
宜
に
濁
点
を
打
っ
て
お
く
。

　

若
シ

If

予
レ

I

向
ヘ
バ

face

覗

ニ

to

覗

東　

the east

予
ガ

m
y

右
ノ
手
ハ

right hand

有
ル

is

覗

南
デ

the south

而
テ

and

予
ガ

m
y

左
ハ

left

有
ル

is

覗

北
デ

the north.

　　

レ
点
に
従
っ
て
返
読
す
れ
ば
、「
若も

シ
予わ

レ
東ひ
が
しニ
向む
か

ヘ
バ
、
予わ

ガ
右み
ぎ

ノ
手て

ハ
南み
な
みデ

有あ

ル
、
而
し
か
う
しテ

予わ

ガ
左ひ
だ
りハ

北き
た

デ
有あ

ル
」
と
な
り
、
解
釈
ら
し
き
一
文
が
完
成
す
る
仕
掛

け
だ
。

　

む
ろ
ん
、
注
目
す
べ
き
は
「
ニ
・
東
・
南
デ
・
北
デ
」
に
付
け
ら
れ
た
四
つ
の
レ

点
で
あ
る
。
幸
い
、
大
き
な
字
で
分
か
ち
書
き
さ
れ
た
英
単
語
に
、
小
さ
な
字
で
訳

語
が
付
さ
れ
て
い
る
た
め
、
訳
語
と
訳
語
の
あ
い
だ
に
広
い
空
間
が
あ
り
、
ど
こ
に

レ
点
を
付
け
て
い
る
か
は
一
目
瞭
然
だ
。「
ニ
・
東
・
南
デ
・
北
デ
」
が
そ
れ
ぞ
れ

返
り
読
み
の
起
点
に
当
た
る
語
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
漢
文
で
言
え
ば
下

の
字
に
相
当
す
る
。
や
は
り
レ
点
は
下
の
字
の
左
上
に
付
け
る
と
い
う
意
識
だ
っ
た

の
だ
。
事
が
英
文
に
係
る
と
は
い
え
、
レ
点
の
位
置
は
漢
文
に
お
け
る
意
識
を
そ
の

ま
ま
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
こ
れ
が
間
接
的
な
証
拠
で
あ
る
。

　

一
方
、
漢
文
に
お
い
て
、
た
ま
た
ま
文
章
題
や
詩
題
が
わ
ず
か
二
字
か
ら
成
っ
て

い
る
よ
う
な
場
合
、
行
内
の
字
配
り
を
整
え
る
た
め
に
、
ま
た
、
他
の
文
章
題
や
詩

題
と
体
裁
を
そ
ろ
え
る
た
め
に
、
二
字
を
引
き
離
し
、
字
間
を
広
く
す
る
こ
と
が
あ

る
。
も
し
そ
こ
に
レ
点
が
打
た
れ
て
い
れ
ば
、
ど
こ
に
レ
点
を
付
け
て
い
る
か
が
自

ず
か
ら
分
明
と
な
る
わ
け
だ
。
実
際
、
手
も
と
に
あ
る
往
時
の
漢
文
の
教
科
書
、
す

な
わ
ち
簡
野
道
明
﹇
編
﹈『
新
修
漢
文
入
門
（
新
制
版
）』（
昭
和
十
二
年
）
を
開
い

い
さ
さ
か
困
る
。
む
ろ
ん
、
反
論
は
可
能
だ
。
曰
く
「
往
時
に
お
い
て
も
、
レ
点
は

行
末
に
置
い
た
ほ
う
が
読
み
や
す
か
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
を
敢
え
て
行
頭
に
印
刷
し

て
い
た
の
は
、
レ
点
は
下
一
字
の
左
上
に
付
け
る
と
い
う
意
識
の
反
映
で
あ
る
。
そ

れ
を
今
は
、
た
ま
た
ま
読
み
や
す
さ
を
重
ん
じ
て
行
末
に
印
刷
す
る
よ
う
に
な
っ
た

だ
け
だ
」
と
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
決
定
打
に
な
る
ま
い
。
理
屈
の
せ
め
ぎ
合
い
を

招
く
だ
け
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
ど
う
す
る
か
。「
レ
点
は
下
の
字
の
左
上
ま
た
は
二
字
の
中
間
に
付
け
る
」

と
の
折
衷
案
で
妥
協
し
、
複
合
返
り
点
の
組
み
合
わ
せ
方
に
つ
い
て
も
説
明
を
あ
き

ら
め
、「
複
合
返
り
点
に
お
い
て
は
、
レ
点
を
下
に
付
け
る
も
の
と
す
る
」
と
の
硬

い
規
定
を
設
け
て
頭
ご
な
し
に
処
理
す
る
か
。
い
や
、
そ
の
規
定
さ
え
設
け
て
お
け

ば
、
他
の
返
り
点
と
同
じ
く
、
レ
点
も
上
の
字
の
左
下
に
付
け
る
と
考
え
た
と
て
、

特
に
支
障
は
生
じ
な
い
。「
返
り
点
は
一
律
に
字
の
左
下
に
打
つ
」
と
な
れ
ば
、
事

は
単
純
、
甚
だ
す
っ
き
り
す
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
や
は
り
レ
点
は
下
の
字
の
左
上
に
付
け
る
の
で
あ
る
。
レ
点
は
ど
こ
に

位
置
す
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
発
想
そ
の
も
の
が
誤
り
で
あ
っ
た
。
考

え
る
も
何
も
な
い
。
事
実
、
か
つ
て
レ
点
は
下
の
字
の
左
上
に
打
っ
て
い
た
の
だ
。

そ
れ
は
、
狭
い
字
間
に
付
け
ら
れ
た
レ
点
が
、
た
ま
た
ま
下
方
に
寄
っ
て
い
た
な
ど

と
い
う
当
て
に
な
ら
ぬ
話
で
は
な
い
。
広
い
字
間
を
残
し
た
ま
ま
、
堂
々
と
下
の
字

の
左
上
に
付
け
て
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
間
接
的
な
証
拠
と
直
接
的
な
証
拠
の

双
方
を
挙
げ
る
こ
と
が
可
能
だ
。
間
接
的
な
証
拠
と
は
、
英
語
に
関
わ
る
話
。
直
接

的
な
証
拠
と
は
、
漢
文
そ
の
も
の
の
体
裁
で
あ
る
。

　

明
治
初
期
、
日
本
人
は
英
文
の
各
単
語
に
訳
語
を
付
け
、
そ
れ
を
返
り
点
で
転
倒

さ
せ
て
日
本
語
の
語
順
に
変
換
、
以
て
解
釈
に
供
し
て
い
た
。
学
問
と
言
え
ば
、
な

お
も
漢
文
の
閲
読
が
優
勢
で
あ
っ
た
当
時
な
ら
で
は
の
知
恵
で
あ
る
。『
仮
名
附
英

語
階
梯
』（
翰
林
堂
、
刊
行
年
不
詳
﹇
明
治
四
年
以
後
﹈pp.15b

-16a

）
の
例
を
挙
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返
り
点　

補
説　
　
　

古
田
島
洋
介

Ａ
か
ら
返
る
符
号
だ
」
に
は
恐
れ
入
る
。
い
っ
た
い
「
Ｂ
」
は
「
符
号
」
の
つ
も
り

な
の
だ
ろ
う
か
。
主
語
「
レ
点
」
を
省
く
な
ら
ば
、
せ
め
て
「
Ａ
か
ら
Ｂ
に
返
る
符

号
だ
」
く
ら
い
の
日
本
語
は
書
い
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
う
だ
「
か

ら
」
と
い
う
理
由
で
「
レ
点
を
Ｂ
に
付
け
て
お
く
の
が
正
し
い
」
と
は
、
い
っ
た
い

如
何
な
る
論
理
に
よ
る
の
か
。
ま
っ
た
く
理
解
に
苦
し
む
字
句
で
あ
る
。
こ
の
伝
で

ゆ
け
ば
、「
Ａ
か
ら
Ｂ
に
返
る
符
号
だ
か
ら
、
レ
点
を
Ａ
に
付
け
て
お
く
の
が
正
し

い
」
と
記
そ
う
が
、「
Ａ
か
ら
Ｂ
に
返
る
符
号
だ
か
ら
、
レ
点
を
Ａ
と
Ｂ
の
中
間
に

付
け
て
お
く
の
が
正
し
い
」
と
書
こ
う
が
、
何
で
も
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
。
も
し
「
い
や
、
真
意
は
そ
う
で
は
な
い
」
と
弁
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
漢
文
訓

読
の
解
説
と
は
縁
を
切
り
、
さ
っ
さ
と
政
治
家
、
い
や
政
治
屋
に
な
る
こ
と
を
勧
め

た
い
。
た
ぶ
ん
、
町
内
会
長
く
ら
い
に
は
な
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
低
水
準
の
説

明
が
野
放
し
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
漢
文
教
育
に
現
今
の
惨
状
を
も
た
ら
し
た
一

因
に
違
い
あ
る
ま
い
。

三　

置
き
字
の
表
示

　

多
少
と
も
漢
文
訓
読
に
慣
れ
れ
ば
、
訓
読
文
の
な
か
で
置
き
字
を
見
分
け
る
の
は

容
易
な
業
で
あ
る
。
置
き
字
と
し
て
扱
わ
れ
る
代
表
的
な
字
「
而
・
於
・
于
・
矣
・

焉
」
な
ど
に
返
り
点
が
打
っ
て
あ
れ
ば
置
き
字
の
は
ず
は
な
く
、
ま
た
、
送
り
仮
名

が
付
い
て
い
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
置
き
字
の
可
能
性
は
な
い
。
発
音
さ
れ
な
い
置
き
字

に
、
発
音
の
順
序
を
示
す
返
り
点
を
打
つ
は
ず
は
な
く
、
発
音
し
な
い
以
上
、
送
り

仮
名
を
付
け
る
理
由
も
な
い
か
ら
だ
。

　

た
だ
し
、
漢
文
訓
読
に
ま
っ
た
く
不
慣
れ
な
初
心
者
に
対
し
て
置
き
字
を
示
さ
な

い
の
は
、
い
さ
さ
か
不
都
合
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
と
き
も
あ
る
。
そ
れ
は
「
也
」

が
置
き
字
に
な
っ
て
い
る
場
合
だ
。

て
み
る
と
、
左
の
よ
う
な
実
例
が
目
に
入
っ
て
く
る
。

　

敬フ　
覗

師ヲ　

＝
師し

を
敬う
や
まふ

憫ム　
覗

農ヲ　

＝
農の
う

を
憫
あ
は
れ

む
）
5
（
　

　　

そ
れ
ぞ
れ
字
間
に
一
字
分
の
空
格
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
レ
点
が
下
の
字

「
師
」
お
よ
び
「
農
」
の
左
肩
に
付
い
て
い
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
こ
れ
が

直
接
的
な
証
拠
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
レ
点
は
下
の
字
の
左
上
に
付
け
る
と
理
解
し
て
お
け
ば
よ
い
と
い
う

生
ぬ
る
い
話
で
は
な
く
、
事
実
、
下
の
字
の
左
肩
に
付
け
て
い
た
の
だ
。
こ
れ
で
複

合
返
り
点
の
組
み
合
わ
せ
方
も
安
心
し
て
説
明
で
き
る
し
、
か
つ
て
レ
点
が
行
頭
に

配
さ
れ
て
い
た
理
由
も
判
然
と
し
よ
う
。
現
今
、
レ
点
を
行
末
に
付
け
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
た
便
宜
上
の
措
置
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
）
6
（

る
。

　

も
し
レ
点
を
、
往
時
と
は
異
な
り
、
現
時
に
お
い
て
は
上
の
字
の
左
下
ま
た
は
二

字
の
中
間
に
打
つ
も
の
と
規
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
相
応
の
合
理
的
な
変
更
理

由
を
示
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。
か
か
る
当
然
の
こ
と
を
念
押
し
す
る
の
は
、
レ
点
を
打

つ
位
置
に
つ
い
て
、
左
の
よ
う
な
説
明
が
大
手
を
振
っ
て
罷
り
通
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

特
に
行
末
に
レ
点
が
来
た
場
合
、
次
の
行
の
冒
頭
に
付
け
る
本
も
見
ら
れ
た
。

（
レ
点
以
外
の
返
り
点
は
、
行
末
の
漢
字
の
左
下
に
付
け
て
い
る
。）「
B
覗

A
」

の
場
合
、
Ｂ
は
Ａ
か
ら
返
る
符
号
だ
か
ら
、
レ
点
を
Ｂ
に
付
け
て
お
く
の
が
正

し
）
7
（
い
。

　　

驚
嘆
す
べ
き
解
説
で
は
あ
る
ま
い
か
。
前
半
は
よ
い
と
し
て
も
、
後
半
の
「
Ｂ
は
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
一
号　

二
〇
一
三
年

の
冒
頭
「
男
も
す
な
る

0

0

日
記
と
い
ふ
も
の
を
、
女
も
し
て
み
む
と
て
す
る
な
り

0

0

」
の

暗
記
を
強
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
た
め
か
、
あ
る
い
は
、
も
は
や
文
語
文
法
を

ろ
く
に
教
え
な
く
な
っ
た
た
め
か
、
二
種
の
「
な
り
」
の
区
別
さ
え
甚
だ
怪
し
く
、

ま
し
て
や
漢
文
訓
読
と
な
る
と
文
語
文
法
の
意
識
が
稀
薄
化
し
て
し
ま
う
の
か
、
二

つ
の
「
な
り
」
の
接
続
の
相
違
を
説
明
し
て
も
、
教
室
内
に
「
あ
っ
、
そ
う
だ
っ

た
」
と
納
得
す
る
雰
囲
気
が
ま
る
で
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
説
明
を

重
ね
て
も
、
た
ま
た
ま
欠
席
し
た
学
生
や
、
文
語
文
法
に
無
頓
着
な
学
生
は
、
相
変

わ
ら
ず
身
勝
手
に
「
未
だ
し
な
り
」
と
読
ん
で
平
然
と
し
て
い
る
の
が
実
情
だ
。
む

ろ
ん
、
正
し
く
は
、
形
容
詞
「
い
ま
だ
し
」
の
連
体
形
に
断
定
「
な
り
」
を
付
け
て
、

「
未
だ
し
き
な
り
」
と
訓
じ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
が
。

　

こ
う
し
た
初
心
者
の
誤
り
を
防
ぐ
に
は
、
置
き
字
に
何
ら
か
の
符
号
を
付
け
て
、

置
き
字
ゆ
え
に
発
音
し
な
い
こ
と
を
明
示
す
る
の
が
親
切
か
と
思
う
。
そ
の
種
の
措

置
を
講
じ
て
お
け
ば
、
身
勝
手
な
思
い
込
み
に
よ
る
訓
読
も
野
放
し
に
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
実
際
、
こ
の
数
年
、
私
は
授
業
の
板
書
な
ど
に
お
い
て
、
置
き
字
扱
い
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
べ
く
、
当
該
の
置
き
字
の
左
傍
に
次
の
ご
と
く
符
号
を
付
け

る
こ
と
に
し
て
い
る
。
符
号
は
「
φフ

ア
イ

」、
数
学
で
空
集
合
を
表
す
記
号
だ
。
左
傍
に

付
け
て
お
け
ば
、
送
り
仮
名
と
紛
れ
る
心
配
は
な
い
だ
ろ
う
。「
也
」
を
置
き
字
と

し
た
場
合
と
、
置
き
字
に
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
「
な
り
」
と
訓
じ
た
場
合
の
両
者
を
並

べ
て
お
け
ば
　

―
　

　

未ダ
シ　也φ

。　

＝
未
だ
し
。　　
　
　
　

＊
「
也
」
は
置
き
字
。

未ダ
シ
キ

也
。　

＝
未
だ
し
き
な
り
。

　　

こ
こ
ま
で
面
倒
を
見
る
の
は
煩
わ
し
す
ぎ
る
と
の
意
見
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

再
読
文
字
の
再
読
（
左
の
読
み
）
を
片
仮
名
で
振
る
方
式
が
一
部
の
参
考
書
に
見
ら

　
「
而
・
於
・
于
・
焉
」
は
、
置
き
字
で
な
け
れ
ば
、
ま
ず
間
違
い
な
く
「
而し

か
シ
テ

・

而し
か
モ」「
於お
イ
テ」「
于お
イ
テ」「
焉い
づ
ク
ン
ゾ

・
焉こ
こ
ニ

・
焉こ
れ
ヲ」
な
ど
の
送
り
仮
名
が
付
い
て
く
る
の
で
、

置
き
字
か
否
か
は
判
別
し
や
す
い
。「
矣
」
に
つ
い
て
は
、
大
部
分
が
置
き
字
と
し

て
扱
わ
れ
、
置
き
字
で
な
い
場
合
の
ほ
う
が
は
る
か
に
少
な
い
の
で
、
も
し
読
む
の

で
あ
れ
ば
、
た
と
え
送
り
仮
名
を
付
け
ず
と
も
、「
矣か

な

」
と
読
み
仮
名
を
付
け
た
り
、

あ
る
い
は
注
で
「〈
か
な
〉
と
読
み
、
感
嘆
を
表
す
」
く
ら
い
の
説
明
を
加
え
た
り
、

何
ら
か
の
措
置
を
ほ
ど
こ
す
の
が
一
般
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、「
也
」
は
、
日
本
語
で
も
送
り
仮
名
ナ
シ
に
「
な
り
」
と
訓
ず
る
習

慣
が
成
り
立
っ
て
い
る
た
め
か
、
実
は
置
き
字
で
あ
る
こ
と
に
想
い
到
ら
ず
、
機
械

的
に
「
也な

り

」
と
読
ん
で
し
ま
う
学
生
が
意
外
に
多
い
。
こ
の
誤
読
現
象
に
気
づ
い
た

具
体
例
は
、
次
の
一
文
で
あ
る
。

　

未ダ
シ

也
。

　　

こ
の
二
字
は
、『
論
語
』
季
氏
や
『
荘
子
』
達
生
、
ま
た
は
〔
唐
〕
李
復
言
『
続

玄
怪
録
』
の
「
定
婚
店
」
な
ど
に
見
え
、
放
置
し
て
お
く
と
、
ゆ
め
に
も
「
也
」
が

置
き
字
だ
と
は
思
わ
ず
、
誤
っ
て
「
未い

ま

だ
し
な
り
」
と
訓
読
す
る
学
生
が
後
を
絶
た

な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
漢
文
訓
読
で
「
未
だ
し
な
り
」
と
い
う
言
い
回
し
が
成
立
し
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
訓
読
に
お
け
る
「
な
り
」
は
、
断
定
の
助

動
詞
「
な
り
」
に
限
ら
れ
、
よ
ほ
ど
特
殊
な
場
合
を
除
き
、
伝
聞
・
推
定
の
助
動
詞

「
な
り
」
は
使
わ
な
）
8
（

い
か
ら
だ
。
断
定
「
な
り
」
は
連
体
形
に
付
き
、
伝
聞
・
推
定

「
な
り
」
は
終
止
形
に
接
続
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
未
だ
し
な
り
」
の
ご
と
く
、
形

容
詞
「
い
ま
だ
し
」
の
終
止
形
に
「
な
り
」
を
付
け
る
と
、
伝
聞
・
推
定
「
な
り
」

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
訓
読
の
習
慣
に
合
わ
な
い
こ
と
と
な
る
。
と
は
い
え
、
昨

今
は
二
種
の
「
な
り
」
を
覚
え
る
た
め
の
名
高
い
便
法
、
す
な
わ
ち
『
土
佐
日
記
』
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返
り
点　

補
説　
　
　

古
田
島
洋
介

【
正
】
孔
子
問フ
巴

礼ヲ　於φ
老
子ニ
蚤

　
　
　

＝
孔こ
う

子し

礼れ
い

を
老ら
う

子し

に
問と

ふ
。

【
誤
】
孔
子
問フ
覗

礼ヲ
巴　於φ
老
子ニ
蚤

　
　
　

＝
孔こ
う

子し

老ら
う

子し

に
礼れ
い

を
問と

ふ
。

　　

漢
文
訓
読
に
馴
染
ん
で
い
れ
ば
、
た
だ
ち
に
正
誤
が
判
定
で
き
る
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、
書
き
下
し
文
を
提
示
す
る
こ
と
な
く
、
白
文
の
ま
ま
学
生
た
ち
に
返
り
点

を
付
け
さ
せ
る
と
、
大
半
が
【
誤
】
の
よ
う
に
返
り
点
を
打
つ
。
た
ぶ
ん
、【
誤
】

「
孔
子
老
子
に
礼
を
問
ふ
」
の
ほ
う
が
、
日
本
語
と
し
て
滑
ら
か
に
響
き
、
下
か
ら

「
老
子
↓
礼
↓
問
」
と
返
っ
て
ゆ
く
さ
ま
が
、
い
か
に
も
漢
文
ら
し
く
見
え
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
引
き
換
え
、【
正
】「
孔
子
礼
を
老
子
に
問
ふ
」
は
、
わ
ず
か

な
が
ら
口
調
が
滑
ら
か
さ
に
欠
け
、
返
り
点
が
少
な
い
分
だ
け
何
と
な
く
見
劣
り
す

る
と
い
う
わ
け
だ
。

　

実
の
と
こ
ろ
、【
正
】
の
正
解
た
る
ゆ
え
ん
を
説
明
す
る
に
は
、
漢
文
訓
読
の
根

本
原
理
に
関
す
る
解
説
が
必
要
だ
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
漢
文
訓
読
が
本
質
と

し
て
有
す
る
〈
記
憶
術
〉
と
し
て
の
原
理
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
で
き
る
か
ぎ
り
原

文
の
語
順
の
ま
ま
に
訓
読
す
る
」
と
い
う
原
則
が
立
ち
現
れ
、
さ
ら
に
そ
の
結
果
と

し
て
「
一
般
に
、
返
り
点
は
な
る
べ
く
少
な
め
に
打
つ
」
と
い
う
規
則
が
出
て
く
る

わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
拙
著
に
い
う
「
返
り
点
は
簡
略
を
旨
と
す
べ
し
」
）
9
（

だ
。

　

た
だ
し
、
右
の
よ
う
な
例
に
出
く
わ
す
た
び
に
根
本
原
理
か
ら
話
を
始
め
る
わ
け

に
は
ゆ
か
ず
、
ま
た
、
原
理
に
関
す
る
話
な
し
に
は
原
則
を
納
得
の
ゆ
く
よ
う
に
説

明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
に
返
り
点
を
付
け
る
場
面
で
は
、

単
な
る
規
則
と
し
て
「
一
般
に
、
返
り
点
は
な
る
べ
く
少
な
め
に
打
つ
」
を
示
し
、

【
誤
】
に
比
べ
れ
ば
【
正
】
の
ほ
う
が
返
り
点
が
簡
略
な
の
で
正
解
だ
、
と
解
説
す

る
の
が
効
率
的
な
の
で
あ
る
。

れ
る
以
上
、
や
は
り
誤
読
を
防
ぐ
べ
く
、
置
き
字
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の
措
置
が
ほ

ど
こ
さ
れ
て
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。
単
な
る
初
心
者
向
け
の
符
号
付
け
と
は
い
え
、

知
ら
ぬ
間
に
誤
読
を
犯
さ
な
い
た
め
に
は
、
そ
れ
な
り
に
有
効
な
措
置
だ
と
考
え
る
。

符
号
そ
の
も
の
が
絶
対
に
「
φフ
ア
イ

」
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
必
然
性
は
な
く
、
わ
か

り
や
す
い
符
号
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
他
の
符
号
で
も
差
し
支
え
な
い
が
。
今
、

一
案
と
し
て
茲
に
記
し
て
お
く
。

　
「
也
」
を
「
な
り
」
と
訓
ず
る
か
「
や
」
と
読
む
か
の
問
題
は
、
置
き
字
か
否
か

が
判
別
で
き
て
か
ら
の
話
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、「
ナ
リ

也
」「
ヤ

也
」
の
よ

う
に
送
り
仮
名
を
付
け
、「
也
」
字
を
直
接
に
は
読
ま
な
い
訓
法
を
採
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
だ
け
置
き
字
が
増
加
す
る
た
め
、
ま
す
ま
す
初
心
者
に
対
し
て
置
き
字
を

明
示
す
る
必
要
性
が
高
ま
る
も
の
と
考
え
る
。

　

ち
な
み
に
、
右
の
例
に
見
え
る
「
未
」
が
再
読
文
字
で
な
い
こ
と
は
、
返
り
点
が

付
い
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
速
や
か
に
判
断
で
き
る
。
も
し
再
読
文
字
で
あ
れ
ば
、

再
読
（
左
の
読
み
）「
ず
」
に
返
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
関
係
上
、
必
ず
返
り
点
を
打
つ
こ

と
に
な
る
か
ら
だ
。

四　

返
り
点
の
複
雑
度
1
　

―
　

問
題
の
所
在

　

返
り
点
の
複
雑
度
は
、
ど
う
測
れ
ば
よ
い
の
か
。
何
や
ら
珍
奇
な
問
題
の
よ
う
だ

が
、
な
か
な
か
実
用
性
の
あ
る
話
柄
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
一
見
、
二
種
の
返
り

点
を
付
け
る
こ
と
が
可
能
な
文
に
つ
い
て
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
返
り
点
の
複
雑

度
の
低
い
ほ
う
が
正
解
だ
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
一
文
で
あ
る
（
早
速

な
が
ら
、
置
き
字
「
於
」
の
左
傍
に
符
号
「
φ
」
を
付
け
て
み
る
）。

　

孔
子
問
礼
於
老
子
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て
、
正
解
を
　

―
　

教
え
る
身
と
し
て
は
、
も
と
も
と
正
解
が
わ
か
っ
て
い
る
わ
け

だ
　

―
　

絞
っ
て
み
せ
る
の
で
は
、
教
わ
る
側
か
ら
見
れ
ば
独
り
善
が
り
も
よ
い
と
こ

ろ
、
何
の
た
め
の
説
明
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
れ
が
見
て
も
納
得
す
る

よ
う
な
返
り
点
の
複
雑
度
の
測
定
法
が
必
要
だ
。
実
の
と
こ
ろ
、
拙
著
で
「
与フ
巴

王ニ

書ヲ
蚤

」
を
正
解
、「
与フ
覗

王ニ
覗

書ヲ

」
を
誤
り
と
し
、
些
少
の
理
由
付
け
に
基
づ
い
て
、

「
前
者
の
ほ
う
が
返
り
点
が
簡
略
で
、
後
者
の
返
り
点
は
複
雑
だ
と
見
な
せ
ま
す
」

と
説
明
し
）
12
（
た
と
き
も
、
不
安
が
脳
裡
を
過
ぎ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
単
純
に
返
り
点

の
個
数
だ
け
を
数
え
れ
ば
、
ど
ち
ら
も
二
つ
な
の
だ
か
ら
。
今
、
そ
れ
を
改
め
て
考

察
し
よ
う
と
い
う
わ
け
だ
。
右
の
数
種
の
例
文
を
要
せ
ば
、
次
の
二
種
の
構
文
に
つ

い
て
訓
読
の
語
順
を
確
定
す
べ
く
、
返
り
点
の
複
雑
度
の
測
定
法
を
案
出
し
、
複
雑

度
の
低
い
ほ
う
を
正
解
だ
と
説
明
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
眼
目
と
な
る
。

　

動
詞
＋
間
接
目
的
語
＋
直
接
目
的
語

【
正
】〔
動
詞
〕
ス

巴

〔
間
接
目
的
語
〕
ニ

〔
直
接
目
的
語
〕
ヲ

蚤

　
　
　
　

＝
間
接
目
的
語
↓
直
接
目
的
語
↓
動
詞

【
誤
】〔
動
詞
〕
ス

覗

〔
間
接
目
的
語
〕
ニ

覗

〔
直
接
目
的
語
〕
ヲ

　
　
　
　

＝
直
接
目
的
語
↓
間
接
目
的
語
↓
動
詞

動
詞
＋
目
的
語
＋
副
詞
句

【
正
】〔
動
詞
〕
ス

巴

〔
目
的
語
〕
ヲ

〔
副
詞
句
〕
ニ

蚤

　
　
　
　

＝
目
的
語
↓
副
詞
句
↓
動
詞

【
誤
】〔
動
詞
〕
ス

覗

〔
目
的
語
〕
ヲ

覗

〔
副
詞
句
〕
ニ

　
　
　
　

＝
副
詞
句
↓
目
的
語
↓
動
詞

　　

以
下
、
節
を
改
め
て
、
返
り
点
の
複
雑
度
の
測
定
法
お
よ
び
複
雑
度
の
大
小
の
判

別
法
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

　

こ
の
問
題
は
、
右
の
ご
と
く
説
明
の
段
取
り
が
厄
介
な
た
め
か
、
ま
っ
た
く
言
及

し
て
い
な
い
書
物
が
多
く
、
た
と
え
言
及
し
て
い
て
も
、
た
と
え
ば
東
京
都
高
等
学

校
漢
文
教
育
研
究
会
﹇
編
﹈『
漢
文
提
要
』
の
よ
う
に
、「
我
与フ
巴

書ヲ

於
友
人ニ
蚤

」
や

「
我
与フ
巴

彼ニ

書ヲ
蚤

」
を
正
し
い
訓
読
と
し
て
示
し
な
が
ら
も
、
単
に
「
こ
の
場
合
〈
我

与フ
覗

書ヲ
巴

於
友
人ニ
蚤

〉
と
は
読
ま
な
い
」「
こ
の
場
合
〈
我
与フ
覗

彼ニ
覗

書ヲ

〉
と
は
読
ま
な

い
」
と
記
し
て
い
る
だ
け
）
10
（
だ
。
こ
れ
で
は
高
校
生
た
ち
も
納
得
で
き
ま
い
。
せ
め
て

「
返
り
点
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
簡
略
に
付
け
る
」
く
ら
い
の
字
句
は
必
要
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
た
と
え
ば
中
野
清
『
中
野
式　

漢
文
な
る
ほ
ど
上
達
法
』
の
ほ

う
が
親
切
だ
。
同
書
は
、「
我
飲ム
巴

上
海ニ

酒ヲ
蚤

」
は
よ
い
が
、「
我
飲ム
把

上
狽

海ニ

酒ヲ
蚤

」
は

「
ダ
メ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
返
り
点
が
複
雑
に
な
る
か
ら
。」
と
明
確
に
記
し
て
い

る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
理
由
付
け
は
甚
だ
疑
問
で
、
日
本
語
は
語
順
の
自
由
が
利
く

言
語
で
あ
る
か
ら
、「〈
上
海
に
酒
を
我
は
飲
む
〉
で
も
〈
酒
を
我
は
上
海
に
飲
む
〉

で
も
、
日
本
語
と
し
て
は
お
か
し
く
な
い
。
だ
か
ら
、
返
り
点
の
い
ち
ば
ん
単
純
な

も
の
だ
け
を
正
解
に
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
」
と
説
明
す
）
11
（
る
に
と
ど
ま
る
。
私
に

は
、
こ
の
一
節
の
「
だ
か
ら
」
の
前
後
が
ど
の
よ
う
な
論
理
関
係
に
よ
っ
て
つ
な
が

る
の
か
、
ど
う
に
も
理
解
で
き
な
い
。「
日
本
語
と
し
て
は
お
か
し
く
な
い
」
の
で

あ
れ
ば
、「
ど
の
よ
う
に
返
り
点
を
打
っ
て
も
正
解
と
認
め
る
し
か
な
い
」
と
の
結

論
に
落
ち
着
く
の
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
を
敢
え
て
「
返
り
点
の
い
ち
ば

ん
単
純
な
も
の
だ
け
を
正
解
に
す
る
し
か
な
い
」
と
結
論
づ
け
る
理
由
が
皆
目
わ
か

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
右
の
諸
例
で
あ
れ
ば
、
正
解
よ
り
も
不
正
解
の
ほ
う
が
、
い
か
に
も
返

り
点
が
複
雑
そ
う
に
見
え
る
か
ら
よ
い
も
の
の
、
ど
ち
ら
が
複
雑
と
言
え
る
の
か
、

い
さ
さ
か
微
妙
な
場
面
が
出
て
き
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
複
雑
さ
を
示
せ
ば
よ
い

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
り
の
説
明
原
理
な
し
に
す
ま
せ
る
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。
強

引
に
「
ど
う
見
て
も
、
こ
ち
ら
の
返
り
点
の
ほ
う
が
複
雑
で
す
か
ら
」
と
決
め
つ
け
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返
り
点　

補
説　
　
　

古
田
島
洋
介

甲
乙
点
は
「
甲
・
乙
・
丙
・
丁
…
…
」
の
十
）
13
（
干
す
な
わ
ち
十
個
、
そ
し
て
天
地
人
点

が
「
天
・
地
・
人
」
の
三
つ
で
あ
る
。

　

さ
て
、
最
初
に
公
理
の
ご
と
き
も
の
を
考
え
て
み
よ
う
。
返
り
点
の
複
雑
度
を
問

題
と
し
て
い
る
以
上
、
次
の
公
理
は
、
た
ぶ
ん
異
論
な
く
認
め
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
。

　

返
り
点
が
一
つ
も
な
い
文
は
、
返
り
点
の
複
雑
度
を
0ゼロ
と
す
る
。〔
公
理
1
〕

　　

た
と
え
ば
、「
孔こ

う

子し

は
聖せ
い

人じ
ん

な
り
」
で
あ
る
。
こ
の
一
文
は
、
左
掲
の
よ
う
に
四

種
の
原
文
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
相
当
す
る
漢
文
「
Ａ
者
Ｂ
也
」
の
「
者
」

と
「
也
」
の
有
無
に
よ
っ
て
、
種
々
の
変
形
が
利
く
た
め
だ
。

　　

・
孔
子
者は

聖
人
也　
　
　

＊
「
孔
子ハ　者φ
聖
人ナ
リ　也φ
」
と
す
る
も
可
。

　

・
孔
子
者は

聖
人ナ
リ

　
　
　
　

＊
「
孔
子ハ　者φ
聖
人ナ
リ」
と
す
る
も
可
。

　

・
孔
子ハ

聖
人
也　
　
　
　

＊
「
孔
子ハ

聖
人ナ
リ　也φ

」
と
す
る
も
可
。

　

・
孔
子ハ

聖
人ナ
リ

　　

し
か
し
、
右
の
四
例
の
い
ず
れ
に
も
返
り
点
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
視
覚

上
の
負
担
は
微
妙
に
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
返
り
点
の
複
雑
さ
に
対
す
る
影
響

は
皆
無
で
あ
る
。
す
べ
て
返
り
点
の
複
雑
度
は
0ゼロ
と
見
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
か
ら
一
つ
の
重
要
な
結
果
が
導
か
れ
る
。
そ
れ
は
　

―
　

　

返
り
点
の
複
雑
度
は
、
0ゼロ
ま
た
は
正プ
ラ
ス

の
値
を
取
る
。　　
〔
公
理
2
〕

　
と
い
う
こ
と
だ
。
返
り
点
の
複
雑
度
に
つ
い
て
、
負

マ
イ
ナ
ス

の
値
を
想
定
す
る
必
要
は
あ

る
ま
い
。
一
つ
も
返
り
点
が
な
い
右
の
よ
う
な
例
よ
り
も
さ
ら
に
返
り
点
が
簡
略
な

五　

返
り
点
の
複
雑
度
2
　

―
　

測
定
法
・
判
別
法
の
考
察

　

測
定
法
を
考
察
す
る
に
当
た
り
、
ま
ず
は
二
つ
の
基
本
方
針
を
掲
げ
て
お
く
。

　

一　

複
雑
度
の
計
算
が
容
易
で
、
客
観
的
に
数
値
化
で
き
る
こ
と
。

二　

数
値
化
さ
れ
た
複
雑
度
が
、
返
り
点
に
従
っ
て
訓
読
す
る
さ
い
の
実
感
に

適
う
こ
と
。

　　

い
ず
れ
も
納
得
し
て
も
ら
え
る
基
本
方
針
だ
ろ
う
。
複
雑
度
の
計
算
が
煩
雑
で
は

実
用
性
を
欠
く
う
え
、
数
値
化
す
る
こ
と
な
く
、「
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
複
雑
な
は
ず

で
す
」
で
は
、
何
の
た
め
の
測
定
法
な
の
か
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

ま
た
、
い
ざ
数
値
化
し
た
も
の
の
、
そ
れ
が
訓
読
す
る
と
き
の
実
感
と
大
き
く
懸
け

離
れ
て
い
た
の
で
は
、
測
定
法
そ
の
も
の
の
信
頼
性
が
疑
わ
れ
る
か
ら
だ
。

　

あ
ら
か
じ
め
返
り
点
の
組
織
も
確
認
し
て
お
く
。
肝
腎
な
要
素
を
取
り
こ
ぼ
し
て

い
て
は
、
最
悪
の
場
合
、
ま
た
初
め
か
ら
考
察
し
直
す
必
要
に
迫
ら
れ
る
か
ら
だ
。

　
　

小
返
り
＝
レ
点

　

大
返
り
＝
一
二
点
・
上
中
下
点
・
甲
乙
点
・
天
地
人
点

＊
補
助
符
号
＝
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号

　　

符
号
の
数
を
確
認
し
て
お
け
ば
、
レ
点
は
「
レ
」
一
つ
の
み
。
一
二
点
は
「
一
、

二
、
三
…
…
」
で
あ
る
か
ら
、
理
論
的
に
は
無
限
大
∞
ま
で
続
く
自
然
数
の
集
合
、

つ
ま
り
無
限
大
に
発
散
す
る
数
列
で
あ
る
。
上
中
下
点
は
「
上
・
中
・
下
」
の
三
つ
、



12

明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
一
号　

二
〇
一
三
年

　　

そ
れ
ぞ
れ
返
り
点
は
二
つ
。「
一
」
と
「
二
」
の
二
つ
だ
ろ
う
が
、「
レ
」
が
連
用

さ
れ
て
二
つ
に
な
ろ
う
が
、
ど
の
み
ち
個
数
は
同
じ
と
な
れ
ば
、
返
り
点
の
多
寡
を

以
て
正
誤
を
判
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
単
純
に
返
り
点
の
個
数
を
数
え
る
だ
け

で
は
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
説
明
が
破
綻
す
る
わ
け
だ
。

　

こ
こ
で
考
え
て
み
る
べ
き
は
、
レ
点
の
特
殊
性
で
あ
る
。
す
で
に
拙
著
に
も
記

し
）
14
（
た
が
、
レ
点
を
「
小
返
り
」、
一
二
点
・
上
下
点
…
…
を
「
大
返
り
」
と
名
づ
け

る
の
は
、
単
に
返
る
距
離
の
大
小
に
着
目
し
て
の
呼
称
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
レ
点

だ
け
は
、
他
の
返
り
点
と
性
質
が
異
な
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
最
も
単
純
な
レ
点
の

例
と
し
て
、
こ
れ
ま
た
前
掲
の
例
を
挙
げ
て
み
る
と
　

―
　

　

愛ス
覗

人ヲ

　　

も
し
敢
え
て
大
返
り
を
用
い
て
同
じ
返
り
方
を
示
す
と
な
れ
ば
、
当
然
、
次
の
よ

う
に
な
る
。

　

＊
愛ス
巴

人ヲ
蚤

　　

一
目
瞭
然
、
レ
点
で
あ
れ
ば
一
つ
で
済
む
と
こ
ろ
を
、
一
二
点
で
返
る
と
な
れ
ば

二
つ
の
符
号
が
必
要
と
な
る
。
つ
ま
り
、
レ
点
は
一
つ
で
起
点
「
人
」
と
終
点

「
愛
」
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
、
一
二
点
は
起
点
「
人
」
と
終
点
「
愛
」

の
そ
れ
ぞ
れ
に
符
号
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
一
二
点
の
性
質
は
、
他
の

大
返
り
、
す
な
わ
ち
上
下
点
・
甲
乙
点
…
…
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
こ
れ
こ
そ

が
返
り
点
を
小
返
り
と
大
返
り
と
に
分
か
つ
本
質
的
な
理
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
両

者
は
符
号
と
し
て
の
機
能
が
異
な
る
の
だ
。
起
点
と
終
点
に
注
目
す
る
か
ぎ
り
、
次

訓
読
文
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
も
異
論
な
く
認
め
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
い
ざ
返
り
点
の
複
雑
度
を
測
定
す
る
と
な
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ

き
か
。
最
も
容
易
な
の
は
、
単
純
に
返
り
点
の
個
数
を
数
え
、
そ
の
多
寡
を
以
て
複

雑
度
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
前
掲
の
例
を
挙
げ
れ
ば
　

―
　

　

【
正
】
孔
子
問フ
巴

礼ヲ　於φ
老
子ニ
蚤

【
誤
】
孔
子
問フ
覗

礼ヲ
巴　於φ
老
子ニ
蚤

　　

返
り
点
を
数
え
れ
ば
、【
正
】
は
「
一
」「
二
」
の
二
つ
、【
誤
】
は
「
一
」「
二
」

「
レ
」
の
三
つ
。
し
た
が
っ
て
、【
正
】
の
ほ
う
が
【
誤
】
よ
り
も
返
り
点
の
複
雑
度

が
低
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
【
正
】
と
判
定
で
き
る
わ
け
だ
。
や
は
り
前
に
掲
げ
た
次
の

例
に
つ
い
て
も
、
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。

　

【
正
】
我
与フ
巴

書ヲ　於φ
友
人ニ
蚤　

↓
返
り
点
は
二
つ
。　

↓
複
雑
度
が
低
い
。

【
誤
】
我
与フ
覗

書ヲ
巴　於φ
友
人ニ
蚤　

↓
返
り
点
は
三
つ
。　

↓
複
雑
度
が
高
い
。

　　

も
っ
と
も
、
こ
れ
で
事
が
解
決
す
る
な
ら
ば
、
だ
れ
も
苦
労
し
ま
い
。
わ
ざ
わ
ざ

本
稿
を
綴
る
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
。
問
題
と
な
る
の
は
、
左
の
よ
う
な
前
掲
の
例
で

あ
る
。

　

【
正
】
我
与フ
巴

彼ニ

書ヲ
蚤

【
誤
】
我
与フ
覗

彼ニ
覗

書ヲ

　

【
正
】
与フ
巴

王ニ

書ヲ
蚤

【
誤
】
与フ
覗

王ニ
覗

書ヲ
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古
田
島
洋
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第
一
は
、
大
返
り
が
少
な
か
ら
ぬ
字
数
を
差
し
挟
ん
で
用
い
ら
れ
た
場
合
で
あ
る
。

次
の
二
つ
の
例
を
見
比
べ
て
ほ
し
い
。

　

・
○
巴

○
○
蚤

・
○
巴

○
○
○
○
○
○
○
○
蚤

　　

い
ず
れ
の
返
り
点
も
「
一
」
点
と
「
二
」
点
の
み
だ
が
、
挟
ま
れ
た
字
数
は
二
字

と
八
字
。「
一
」
点
か
ら
「
二
」
点
へ
の
視
線
の
移
動
距
離
に
六
字
分
も
の
差
が
あ

る
。
こ
の
種
の
相
違
は
、
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
字
数
の
差
異
を
複
雑

度
の
計
算
に
入
れ
る
べ
き
か
否
か
。

　

思
う
に
、
こ
の
よ
う
な
返
り
点
間
の
字
数
を
も
返
り
点
の
複
雑
度
に
算
入
す
る
の

は
、
お
そ
ら
く
多
大
な
不
都
合
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
返
り
点
の
機
能
そ
れ
自
体
に

は
何
ら
相
違
が
な
い
う
え
、
文
章
に
出
逢
う
た
び
に
返
り
点
の
あ
い
だ
の
字
数
を
数

え
て
い
た
の
で
は
、
作
業
が
繁
雑
に
な
っ
て
仕
方
な
い
。
し
か
も
、
視
線
の
移
動
距

離
を
も
数
値
化
し
て
計
算
に
加
え
る
と
な
れ
ば
、
た
だ
ち
に
左
の
よ
う
な
厄
介
な
場

合
が
予
想
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

・
○
巴

○
○
蝿

○

・
○
巴

○
○
○
○
○
○
○
○
蚤

　　

前
者
は
「
一
」
点
と
「
二
」
点
に
「
レ
」
点
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
が
、
後
者

は
や
は
り
「
一
」
点
と
「
二
」
点
の
み
。
返
り
点
と
し
て
は
、
明
ら
か
に
前
者
の
ほ

う
が
複
雑
な
印
象
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
右
に
掲
げ
た
二
例
と
同
じ
く
、「
一
」
点

と
「
二
」
点
に
挟
ま
れ
た
字
数
は
二
字
と
八
字
で
、
六
字
分
も
の
大
差
が
あ
る
。
こ

の
六
字
分
の
差
を
も
計
算
に
入
れ
る
と
な
れ
ば
、
当
然
、「
レ
」
点
が
組
み
合
わ
さ

の
二
つ
の
返
り
点
は
等
価
と
見
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
起
点

「
Ｂ
」
か
ら
終
点
「
Ａ
」
に
返
る
点
で
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
指
示
の
は
ず
だ
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
を
等
価
原
理
の
第
一
と
し
て
お
き
た
い
。

　

Ａ
覗

Ｂ
＝
Ａ
巴

○
Ｂ
蚤　
　
〔
等
価
原
理
1
〕

　　

右
を
返
り
点
の
個
数
と
い
う
観
点
か
ら
見
直
せ
ば
、「
Ａ
覗

Ｂ
」
は
「
レ
」
が
一
つ
、

「
Ａ
巴

○
Ｂ
蚤

」
は
「
一
」
と
「
二
」
の
二
つ
で
あ
る
。
そ
れ
を
等
価
と
見
な
す
か
ら

に
は
、
レ
点
の
値
を
二
倍
に
し
て
計
算
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
返
り

点
そ
の
も
の
の
個
数
で
は
な
く
、
返
り
点
が
指
示
す
る
起
点
と
終
点
の
個
数
を
数
え

る
作
業
と
な
る
。
今
、
レ
点
の
数
を
ｒ
（〈reten

）
と
し
、
一
二
点
の
数
を
Ｒ

（〈return 
m
arks

「
返
り
点
」
の
直
訳
）
と
置
け
ば
、
次
の
よ
う
に
複
雑
度
Ｋ

（〈kaeriten

）
を
算
出
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

K

＝2r

＋R　
　
〔
計
算
式
・
第
一
案
〕

　　

改
め
て
右
の
〔
等
価
原
理
1
〕
の
両
辺
に
つ
い
て
複
雑
度
の
計
算
式
を
示
せ
ば
、

次
の
と
お
り
。

　

Ａ
覗

Ｂ　
　

r

＝1, R

＝0　

↓K

＝2

×1

＋0

＝2

Ａ
巴

○
Ｂ
蚤　

r

＝0, R

＝2　

↓K

＝2

×0

＋2

＝2

　　

両
者
が
等
価
で
あ
る
こ
と
を
数
値
で
表
せ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
単
純
な
場
合

に
つ
い
て
だ
け
考
え
て
み
て
も
、
実
り
は
少
な
い
。
種
々
の
返
り
点
に
関
し
て
も
計

算
式
が
広
く
通
用
す
る
よ
う
、
三
つ
の
論
点
を
用
意
し
て
考
察
を
重
ね
て
み
よ
う
。
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三
年

る
終
点
で
あ
る
こ
と
は
事
実
だ
が
。
レ
点
に
対
し
て
、
起
点
と
終
点
を
同
時
に
表
す

が
ゆ
え
に
、
二
倍
の
値
を
与
え
た
以
上
、
こ
の
中
継
点
た
る
「
二
」
点
に
つ
い
て
も
、

同
様
の
数
値
化
を
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
起
点
と
終
点
を
兼
ね
る
と
い
う
点
に
お
い

て
、
中
継
点
は
レ
点
と
同
一
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
、
ど
う
す
る
か
。「
三
」
点
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
四
、
五
…
…
」
と
伸
び
て
い

っ
た
場
合
を
も
考
慮
し
、
Ｒ
個
の
大
返
り
が
用
い
ら
れ
た
と
仮
定
し
て
、
計
算
式
を

一
般
化
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
三
」
点
ま
で
に
し
か
通
用
し
な
い
計
算
式
で

は
役
に
立
た
ず
、
む
ろ
ん
、「
一
」
点
と
「
二
」
点
の
み
の
場
合
に
も
適
用
可
能
な

計
算
方
法
が
求
め
ら
れ
る
。

　

按
ず
る
に
、
こ
こ
で
次
の
ご
と
き
計
算
式
を
立
て
れ
ば
、
大
返
り
の
複
雑
度
を
一

般
化
し
て
算
出
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
大
返
り
の
返
り
点
の
数
が
Ｒ

個
だ
と
す
れ
ば
、
起
点
の
み
を
示
す
「
一
」
点
と
、
終
点
の
み
を
示
す
「
Ｒ
」
点
の

二
つ
を
除
い
た
残
り
が
中
継
点
と
な
り
、
中
継
点
そ
れ
ぞ
れ
が
起
点
と
終
点
の
役
割

を
同
時
に
果
た
す
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
起
点
と
終
点
の
合
計
数
は
　

―
　

　

2

＋2

（R

－2

）＝2R

－2

＝2

（R

－1

）

　　

こ
れ
を
〔
計
算
式
・
第
一
案
〕
の
レ
点
項
〈2r

〉
と
結
合
す
れ
ば
、
次
の
ご
と
く

で
あ
る
。

　
K

＝2r

＋2

（R

－1

）　　
〔
計
算
式
・
第
二
案
〕

　　

右
に
よ
っ
て
、
レ
点
と
一
二
点
が
現
れ
る
訓
読
文
の
複
雑
度
は
計
算
で
き
る
。
た

だ
し
、
こ
の
計
算
式
が
不
都
合
な
の
は
、
ま
っ
た
く
返
り
点
が
な
い
訓
読
文
の
複
雑

度
を
0ゼロ
と
す
る
公
理
、
す
な
わ
ち
〈r

＝0

〉
か
つ
〈R

＝0

〉
の
と
き
に
〈K

＝0

〉

っ
た
こ
と
に
よ
る
複
雑
度
の
増
加
を
下
回
る
よ
う
に
数
値
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ

う
。
も
し
「
レ
」
点
一
つ
に
よ
る
増
加
分
が
〈2

〉
で
あ
れ
ば
、
六
字
分
の
差
を
そ

れ
よ
り
小
さ
く
見
積
も
る
以
上
、
一
字
分
で
〈0.3

〉
く
ら
い
か
。
し
か
し
、
も
し

字
数
の
差
が
七
字
に
及
べ
ば
、〈0.3

×7

＝2.1＞
2

〉
と
な
り
、
返
り
点
の
単
純
な
文

の
ほ
う
が
返
り
点
の
複
雑
な
文
を
複
雑
度
で
上
回
る
と
い
う
珍
妙
な
計
算
結
果
に
な

っ
て
し
ま
う
。
返
り
点
間
の
字
数
す
な
わ
ち
視
線
の
移
動
距
離
は
、
や
は
り
返
り
点

の
複
雑
度
に
算
入
し
な
い
も
の
と
規
定
し
て
お
く
の
が
得
策
に
違
い
な
い
。
詰
ま
る

と
こ
ろ
、
前
掲
の
二
例
は
等
価
と
見
な
す
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
が
等
価
原
理
の
第
二

だ
。

　

○
巴

○
○
蚤

＝
○
巴

○
○
○
○
○
○
○
○
蚤　
　
〔
等
価
原
理
2
〕

　　

言
う
ま
で
も
な
く
、〔
計
算
式
・
第
一
案
〕
に
よ
れ
ば
、
両
辺
と
も
〈r

＝0, R

＝

2

〉
で
あ
る
か
ら
、
等
し
く
〈K

＝2

〉
と
な
る
。

　

第
二
は
、
大
返
り
が
三
つ
以
上
に
及
び
、
中
継
点
が
生
ず
る
場
合
で
あ
る
。
左
の

よ
う
な
返
り
点
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
複
雑
度
を
計
算
す
べ
き
か
。

　

○
把

○
○
巴

○
○
蚤

　　
〔
計
算
式
・
第
一
案
〕
に
則
れ
ば
、〈r

＝0, 
R

＝3

〉
で
あ
る
か
ら
、〈K

＝3

〉
と

な
る
。
け
れ
ど
も
、〔
計
算
式
・
第
一
案
〕
の
前
提
は
、
大
返
り
の
「
一
」
点
が
起

点
、「
二
」
点
が
終
点
と
い
う
単
純
そ
の
も
の
の
機
能
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
右

の
例
は
然
ら
ず
。「
一
」
点
が
起
点
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
が
、「
二
」
点
が

「
一
」
点
に
対
し
て
終
点
で
あ
る
と
同
時
に
、「
三
」
点
に
対
し
て
は
起
点
の
役
割
を

果
た
し
て
い
る
。
こ
れ
が
「
二
」
点
の
中
継
点
た
る
ゆ
え
ん
だ
。「
三
」
点
が
単
な
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K

＝　

2r　

＋2

（R
1 －
1

）　

＋2

（R
2 －
1

）　

＋2

（R
3 －
1

）　

＋2

（R
4 －
1

）

　
　

レ
点
項　

一
二
点
項　
　

上
下
点
項　　
　

甲
乙
点
項　　
　

天
地
人
点
項

 

〔
計
算
式
・
第
三
案
〕

＊
〈r

＝0

〉
ま
た
は
〈R

n

＝0

〉
の
と
き
、
レ
点
項
〈2r

〉
お
よ
び
一
二
点

項
以
下
の
〈2

（R
n －
1

）〉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
計
算
の
対
象
と
せ
ず
、
た
だ

ち
に
当
該
項
の
値
を
0ゼロ
と
す
る
。

　　

第
三
は
、
大
返
り
が
特
殊
な
方
式
で
用
い
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
一
般
に
は
、
下

か
ら
「
一
↓
二
↓
三
」
と
順
に
進
ん
で
ゆ
く
大
返
り
が
、
稀
と
は
い
え
、
左
の
よ
う

に
上
か
ら
「
二
↓
三
」
と
進
む
例
も
あ
る
か
ら
厄
介
だ
。
連
読
符
号
に
つ
い
て
は
後

述
す
る
の
で
、
今
は
一
二
点
だ
け
に
注
目
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　

三
狽

令
五
杯

申
之
蚤

　

＝
之こ
れ

に
三さ
ん

令れ
い

五ご

申し
ん

す
。

　　

按
ず
る
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
下
か
ら
「
一
↓
二
↓
三
」
と
上
昇
し
て
ゆ
く
一
般

の
用
法
と
同
一
の
計
算
方
法
を
採
り
た
い
。「
一
」
点
が
起
点
、「
二
」
点
が
「
一
」

点
か
ら
の
終
点
と
「
三
」
点
へ
の
起
点
を
兼
ね
た
中
継
点
、
そ
し
て
「
三
」
点
が
終

点
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
変
わ
り
が
な
い
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、「
三
…
二
…

一
」
と
「
二
…
三
…
一
」
は
等
価
と
見
な
す
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
等
価
原
理
の
第

三
だ
。

　

○
狽

○
○
杯

○
○
蚤

＝
○
把

○
○
巴

○
○
蚤　
　
〔
等
価
原
理
3
〕

　

と
な
ら
ず
、〈K

＝

－2

〉
と
な
っ
て
し
ま
う
点
だ
。
こ
れ
を
防
ぐ
に
は
、
レ
点
項

〈2r
〉
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
し
て
、
一
二
点
に
関
わ
る
〈2

（R－
1

）〉
の
項

を
Ｒ
の
乗
算
に
変
形
し
た
い
。
そ
う
す
れ
ば
、〈R

＝0

〉
の
と
き
、〈R

×？

＝0

〉

と
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、〈2

（R－
1

）〉
を
Ｒ
の
乗
算
に
変
形
す

る
と
　

―
　

　

K

＝2r

＋2R

（1－
1R

）　　
〔
計
算
式
・
第
二
案
（
変
形
）〕

　　

こ
れ
で
は
、〈R

＝0

〉
の
と
き
、
分
母
に
0ゼロ
が
入
っ
て
し
ま
い
、
数
式
と
し
て
成

立
し
な
い
こ
と
と
な
る
。
ど
う
や
ら
、
ま
っ
た
く
返
り
点
が
な
い
訓
読
文
の
複
雑
度

が
0ゼロ
に
な
る
場
合
と
、
一
二
点
が
付
い
た
場
合
と
は
、
異
な
る
条
件
付
け
で
区
別
す

る
し
か
な
さ
そ
う
だ
。
同
じ
く
返
り
点
で
あ
る
以
上
、
レ
点
に
つ
い
て
も
、
一
二
点

と
同
じ
条
件
付
け
で
処
理
す
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
結
局
、
次
の
よ
う
に
条
件
を
付

け
て
、〔
計
算
式
・
第
二
案
〕
の
ま
ま
基
礎
固
め
を
し
て
お
く
の
が
賢
明
か
と
思
う
。

　

K

＝2r

＋2

（R－
1

）　　
〔
計
算
式
・
第
二
案
（
再
掲
）〕

＊
〈r

＝0

〉
ま
た
は
〈R

＝0

〉
の
と
き
、
レ
点
項
〈2r

〉
お
よ
び
一
二
点

項
〈2

（R－
1

）〉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
計
算
の
対
象
と
せ
ず
、
た
だ
ち
に
当

該
項
の
値
を
0ゼロ
と
す
る
。

　　

大
返
り
の
上
中
下
点
・
甲
乙
点
・
天
地
人
点
は
、
一
二
点
と
同
じ
性
質
を
有
す
る

返
り
点
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
も
一
二
点
項
〈2

（R－
1

）〉
に
準
じ
て
考
え
れ
ば

よ
か
ろ
う
。
改
め
て
一
二
点
の
個
数
を
〈R

1

〉
と
し
、
上
中
下
点
の
数
を
〈R

2

〉、

甲
乙
点
の
数
を
〈R

3

〉、
そ
し
て
天
地
人
点
の
数
を
〈R

4

〉
と
置
け
ば
、
返
り
点
の

複
雑
度
は
次
の
よ
う
に
し
て
算
出
で
き
る
は
ず
だ
。
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訓
読
の
順
序
に
は
関
係
し
な
い
。
ま
っ
た
く
任
意
の
連
読
符
号
だ
。

　

で
は
、
返
り
点
の
複
雑
度
の
計
算
に
お
い
て
、
連
読
符
号
を
ど
う
扱
う
か
。
第
二

種
の
連
読
符
号
を
複
雑
度
に
算
入
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
も
異
論
が
あ
る
ま

い
。
取
り
立
て
て
読
み
の
順
序
を
指
示
す
る
機
能
が
な
い
以
上
、
返
り
点
と
は
何
の

関
係
も
な
い
か
ら
だ
。
問
題
と
な
る
の
は
、
第
一
種
の
連
読
符
号
で
あ
る
。
連
読
符

号
が
上
か
ら
下
へ
と
読
み
進
め
る
た
め
の
符
号
で
あ
る
以
上
、
下
か
ら
上
へ
と
返
る

よ
う
指
示
す
る
返
り
点
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
性
質
と
考
え
て
よ
い
。
そ
の
点
で
、

連
読
符
号
を
返
り
点
の
複
雑
度
に
組
み
入
れ
る
の
は
憚
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
本
質
上
は
無
関
係
だ
と
し
て
も
、
実
際
上
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、

実
感
と
し
て
、
連
読
符
号
は
ま
っ
た
く
無
視
し
て
も
複
雑
度
に
影
響
し
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
右
に
挙
げ
た
例
文
を
再
び
引
き
、
併
せ
て
そ
の
変
形
を
並
べ
て
示
し
て
み
よ

う
。

　

・
三
狽

省ス

吾ガ

身ヲ
蚤

・
三タ
ビ

省ミ
ル巴

吾ガ

身ヲ
蚤

　　

第
一
例
は
単
な
る
再
掲
だ
が
、
第
二
例
は
異
な
る
訓
法
を
用
い
た
訓
読
で
、「
三

省
」
を
熟
語
と
し
て
扱
わ
ず
、
副
詞
「
三タ

ビ」
と
動
詞
「
省ミ
ル」

と
に
ば
ら
し
て
読
ん
で

い
る
。
い
ず
れ
の
返
り
点
も
「
一
」
点
と
「
二
」
点
の
二
つ
の
み
だ
が
、
連
読
符
号

の
有
無
に
関
わ
る
分
だ
け
、
複
雑
度
の
印
象
が
異
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら

に
は
、
次
の
例
も
見
比
べ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

・
奴
狽

虜-
使
之
蚤　

＝
之こ
れ

を
奴ど

虜り
よ

使し

す
。

・
奴
虜
使
覗

之　
　

＝
奴ど

虜り
よ

と
し
て
﹇
奴
虜
の
ご
と
く
﹈
之こ
れ

を
使つ
か

ふ
。

　

　

以
上
に
よ
り
、
返
り
点
す
な
わ
ち
小
返
り
と
大
返
り
に
関
す
る
複
雑
度
は
、
あ
ら

か
た
計
算
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
残
る
問
題
は
、
返
り
点
の
補
助
符
号
た
る

連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
だ
。

　

ま
ず
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
二
種
の
連
読
符
号
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
第
一
種
は
、
文
字
ど
お
り
補
助
符
号
の
役
割
を
持
ち
、
訓
読
の
順
序
を
指
示
す

る
機
能
を
果
た
す
連
読
符
号
だ
。
最
も
簡
略
な
例
を
挙
げ
れ
ば
　

―
　

　

三
狽

省ス

吾ガ

身ヲ
蚤

　

＝
吾わ

が
身み

を
三さ
ん

省せ
い

す
。

　　

こ
の
種
の
連
読
符
号
は
、
訓
読
の
順
序
を
指
示
す
る
の
に
必
須
の
符
号
で
あ
る
。

か
つ
て
は
連
読
符
号
を
省
い
て
「
三
巴

省ス

吾ガ

身ヲ
蚤

」
の
よ
う
に
訓
読
文
を
呈
示
す
る
こ

と
も
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
で
は
、
誤
っ
て
「
省
↓
吾
↓
身
↓
三
」
と
読
み
進

め
て
し
ま
う
の
が
当
然
だ
。
こ
の
種
の
連
読
符
号
を
省
略
す
る
の
は
、
不
正
確
か
つ

不
親
切
き
わ
ま
り
な
い
態
度
で
あ
る
。
訓
読
の
順
序
を
指
示
す
る
補
助
符
号
と
し
て

の
連
読
符
号
は
、
絶
対
に
省
略
し
て
は
な
ら
な
い
。
以
下
、
こ
の
種
の
連
読
符
号
は

省
か
ぬ
こ
と
を
前
提
と
し
て
話
を
進
め
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
種
は
、
読
み
の
順
序
と
は
無
関
係
な
連
読
符
号
、
つ
ま
り

連
語
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
促
す
だ
け
の
連
読
符
号
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ

う
な
例
だ
。

　

今い-

者ま　

昔む
か
し

-

者　

所い
は
ゆ
る

-

謂　

以お-

為も
ヘ
ラ
ク

　

聞き
く
な
　

-

説
■
ラ
ク

　　

こ
の
種
の
連
読
符
号
を
付
け
る
か
否
か
は
、
一
に
訓
読
者
の
裁
量
に
よ
る
。
省
略

に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
「
今い

者ま

・
昔む
か
し者
・
所い
は
ゆ
る謂
・
以お

為も
ヘ
ラ
ク

・
聞き
く

説な
ラ
ク」
と
し
て
も
、
何
ら
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返
り
点　

補
説　
　
　

古
田
島
洋
介

軸
に
よ
る
返
り
点
平
面
（
と
仮
に
命
名
し
て
お
く
）
に
視
覚
化
で
き
る
は
ず
だ
（
む

ろ
ん
、
複
素
数
の
ご
と
く
扱
う
と
は
い
え
、
単
に
形
式
上
の
話
に
す
ぎ
ず
、
す
ぐ
左

に
記
す
よ
う
に
、
複
素
数
と
は
異
な
り
、
大
小
関
係
を
考
え
る
わ
け
で
あ
る
が
）。

　

こ
こ
で
肝
腎
な
の
は
、
右
の
〔
計
算
式
・
第
四
案
〕
で
書
き
表
さ
れ
る
〈C

＝K

＋m
h

〉
の
大
小
関
係
で
あ
る
。
連
読
符
号
に
よ
る
複
雑
度
が
、
本
質
的
に
は
返
り

点
と
無
関
係
で
あ
り
、
見
か
け
の
複
雑
度
に
す
ぎ
な
い
以
上
、
ま
ず
は
〈K

〉
の
値

に
よ
っ
て
大
小
が
確
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
〈K

〉
の
値
が
互
い
に
等
し
け

れ
ば
、
当
然
、
連
読
符
号
の
多
い
ほ
う
が
、
す
な
わ
ち
〈m

〉
の
値
が
大
き
い
ほ
う

が
見
か
け
の
複
雑
度
も
高
く
な
る
。
こ
れ
を
要
す
れ
ば
　

―
　

　

同
一
の
文
に
つ
い
て
、
二
種
の
返
り
点
の
複
雑
度
が
〈C

1

＝K
1

＋m
1 h

〉
お
よ

び
〈C

2

＝K
2

＋m
2 h

〉
と
書
き
表
さ
れ
る
と
き
、〈m

1

〉
お
よ
び
〈m

2

〉
の
値

に
拘
わ
ら
ず
、

K
1

∨K
2

な
ら
ばC

1

∨C
2

K
1

∧K
2

な
ら
ばC

1

∧C
2

も
しK

1

＝K
2

の
と
き
は
、〈m

1

〉
お
よ
び
〈m

2

〉
に
つ
い
て
、
見
か
け
の
複

雑
度
は
、

m
1

∨m
2

な
ら
ばC

1

∨C
2

m
1

∧m
2

な
ら
ばC

1

∧C
2　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
判
別
式
〕

　　

右
に
よ
っ
て
返
り
点
の
複
雑
度
を
比
較
し
、
複
雑
度
が
低
い
ほ
う
を
正
解
、
高
い

ほ
う
を
不
正
解
と
す
れ
ば
、
大
半
に
つ
い
て
正
誤
の
判
定
が
可
能
と
な
る
は
ず
だ
。

　

こ
れ
も
同
一
の
文
に
つ
い
て
、
二
つ
の
異
な
る
訓
法
を
並
置
し
た
も
の
で
あ
る
。

返
り
点
は
、
前
者
が
「
一
」
点
と
「
二
」
点
、
後
者
が
「
レ
」
点
。
す
な
わ
ち
、
前

掲
の
〔
等
価
原
理
1
〕
に
よ
り
、
返
り
点
そ
の
も
の
は
等
価
と
見
な
せ
る
が
、
全
体

と
し
て
両
者
は
ま
っ
た
く
等
価
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
連
読
符
号
が
連
用

さ
れ
て
い
る
分
だ
け
前
者
の
ほ
う
が
複
雑
に
見
え
る
、
と
い
う
の
が
実
感
で
は
な
い

か
。

　

本
質
的
に
は
返
り
点
と
無
関
係
、
た
だ
し
、
実
感
と
し
て
は
複
雑
度
に
関
係
す
る

と
な
れ
ば
、
扱
い
方
は
た
だ
一
つ
、
返
り
点
と
は
別
枠
で
連
読
符
号
を
複
雑
度
に
算

入
す
る
し
か
な
い
。
連
読
符
号
に
よ
る
複
雑
度
は
、
本
質
的
に
は
返
り
点
と
無
関
係

で
あ
り
、
い
わ
ば
見
か
け
の
複
雑
度
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
両
者
は
別
物
な
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
最
も
簡
便
な
方
法
に
よ
っ
て
両
者
を
仕
分
け
る
べ
く
、
連
読
符
号
の

数
を
ｍ
と
し
て
、
そ
れ
に
ｈ
（〈hyphen

）
を
添
え
、
前
掲
の
〔
計
算
式
・
第
三

案
〕
の
右
辺
を
Ｋ
（〈K

aeriten

）
と
置
い
た
式
に
付
け
加
え
て
、
複
雑
度
Ｃ

（〈com
plexity

）
を
概
念
形
に
仕
立
て
れ
ば
　

―
　

　

C

＝K

＋m
h　

　
〔
計
算
式
・
第
四
案
（
概
念
形
）〕

　　

む
ろ
ん
、
連
読
符
号
が
一
つ
も
な
い
〈m

＝0

〉
の
と
き
、
連
読
符
号
項
〈m

h

〉

は
計
算
式
か
ら
消
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
〈C

＝K

＋m
h

〉
が
何
を
意
味
す
る
か
は
、
す
で
に
分
明
だ
ろ
う
。
一
見
し

て
連
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
返
り
点
の
複
雑
度
は
、
あ
た
か
も
複
素
数
の
ご
と
く
扱
え

ば
よ
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
複
素
数
で
言
え
ば
、〈K

〉
が
実
数
部
、〈m

〉
が

虚
数
部
に
当
た
り
、〈h

〉
は
虚
数
単
位
〈i

〉
に
相
当
す
る
。
こ
の
よ
う
に
比
定
し

て
お
け
ば
、
複
素
数
が
実
数
軸
と
虚
数
軸
に
よ
る
複
素
平
面
（
い
わ
ゆ
る
ガ
ウ
ス
平

面
）
に
視
覚
化
で
き
る
の
と
同
じ
く
、
返
り
点
の
複
雑
度
も
返
り
点
軸
と
連
読
符
号
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【
誤
】
我
与フ
覗

彼ニ
覗

書ヲ

＊
レ
点
が
二
つ
付
い
て
い
る
だ
け
な
の
で
、C

2

＝2

×2

＝4

　　

や
は
り
〈C

1

∧C
2

〉
な
の
で
、
前
者
が
【
正
】、
後
者
が
【
誤
】
と
判
定
で
き
る
。

次
の
例
も
同
じ
。

　

【
正
】
与フ
巴

王ニ

書ヲ
蚤

【
誤
】
与フ
覗

王ニ
覗

書ヲ

　　

今
度
は
連
読
符
号
が
打
っ
て
あ
る
例
で
あ
る
。

　

・
三
狽

省ス

吾ガ

身ヲ
蚤

＊
一
二
点
が
二
つ
、
連
読
符
号
が
一
つ
付
い
て
い
る
の
で
、C

1

＝2

（2－
1

）

＋1

×h

＝2

＋h

・
三タ
ビ

省ミ
ル巴

吾ガ

身ヲ
蚤

＊
一
二
点
が
二
つ
付
い
て
い
る
だ
け
な
の
で
、C

2

＝2

（2－
1

）
＝2

　　

こ
れ
は
〈C

1

＝2

＋h

〉
と
〈C

2

＝2

〉
と
の
比
較
で
あ
る
か
ら
、
見
か
け
の
複
雑

度
は
〈h

〉
の
分
だ
け
前
者
の
ほ
う
が
高
い
も
の
の
、
返
り
点
そ
れ
自
体
の
複
雑
度

は
互
い
に
等
し
い
。
す
な
わ
ち
、
ど
ち
ら
の
返
り
点
も
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

・
奴
狽

虜-

使ス

之ヲ
蚤

＊
一
二
点
が
二
つ
、
連
読
符
号
が
二
つ
付
い
て
い
る
の
で
、C

1

＝2

（2－
1

）

＋2
×h

＝2

＋2h

・
奴
虜ト
シ
テ

　

使フ
覗

之ヲ

六　

返
り
点
の
複
雑
度
3
　

―
　

実
例
へ
の
応
用

　

で
は
、
既
出
の
例
文
に
つ
い
て
、
実
際
に
返
り
点
の
複
雑
度
を
測
定
し
（〔
計
算

式
・
第
三
案
〕）、
さ
ら
に
連
読
符
号
を
も
勘
案
し
て
（〔
計
算
式
・
第
四
案
（
概
念

形
）〕）、
そ
の
大
小
関
係
か
ら
正
誤
を
判
定
し
て
み
よ
う
（〔
判
別
式
〕）。

　

ま
ず
は
「
動
詞
＋
目
的
語
＋
副
詞
句
」
構
文
で
あ
る
。

　

【
正
】
孔
子
問フ
巴

礼ヲ　於φ
老
子ニ
蚤

＊
一
二
点
が
二
つ
付
い
て
い
る
だ
け
な
の
で
、C

1

＝2

（2－
1

）
＝2

【
誤
】
孔
子
問フ
覗

礼ヲ
巴　於φ
老
子ニ
蚤

＊
レ
点
が
一
つ
、
一
二
点
が
二
つ
付
い
て
い
る
の
で
、C

2

＝2

×1

＋2

（2－
1

）
＝4

　　
〈C

1

∧C
2

〉
な
の
で
、
前
者
が
【
正
】、
後
者
が
【
誤
】
と
判
定
で
き
る
。
左
の
例

も
ま
っ
た
く
同
じ
。

　

【
正
】
我
与フ
巴

書ヲ　於φ
友
人ニ
蚤

【
誤
】
我
与フ
覗

書ヲ
巴　於φ
友
人ニ
蚤

　　

次
は
「
動
詞
＋
間
接
目
的
語
＋
直
接
目
的
語
」
構
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も

判
定
は
容
易
だ
。

　

【
正
】
我
与フ
巴

彼ニ

書ヲ
蚤

＊
一
二
点
が
二
つ
付
い
て
い
る
だ
け
な
の
で
、C

1

＝2

（2－
1

）
＝2
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返
り
点　

補
説　
　
　

古
田
島
洋
介

複
素
平
面
に
お
け
る
実
数
軸
を
ｋ
軸
（
返
り
点
軸
）、
虚
数
軸
を
ｈ
軸
（
連
読
符
号

軸
）
と
す
れ
ば
、
本
質
的
複
雑
度
も
見
か
け
の
複
雑
度
も
、
線
分
と
し
て
返
り
点
平

面
上
に
視
覚
化
で
き
る
。
右
に
挙
げ
た
「
奴
狽

虜-

使ス

之ヲ
蚤

」（C
1

＝2

＋2h

）
と
「
奴

虜ト
シ
テ

　

使フ
覗

之ヲ

」（C
2

＝2

）
を
例
と
す
れ
ば
、
前
者
は
座
標
（2, 2

）
と
原
点
を
結
ぶ
線

分
、
後
者
は
座
標
（2, 

0

）
と
原
点
を
結
ぶ
線
分
と
し
て
書
き
表
せ
よ
う
。
正
の
値

の
み
を
扱
う
の
で
、
座
標
平
面
と
し
て
は
第
一
象
限
だ
け
で
足
り
る
。

　　　
〈C

1

〉
と
〈C

2

〉
の
本
質
的
複
雑
度
が
等
し
い
こ
と
は
、
と
も
に
ｋ
座
標
の
値
が

〈2
〉
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
両
者
が
等
価
で
あ
る
こ
と
は
、〈C

1

〉
の
ｋ
軸
へ
の
垂

直
写
像
が
〈C

2

〉
と
ま
っ
た
く
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
保
証
さ
れ
よ
う
。

　

連
読
符
号
の
あ
る
〈C

1

〉
は
、
偏
角arg

θ

（〈argum
ent

）
が
〈θ

∨0

〉
と
な

り
、
連
読
符
号
の
な
い
〈C

2

〉
は
、〈θ

＝0

〉
と
な
る
。
ま
た
、
見
か
け
の
複
雑
度

は
、〈C

1

〉
と
〈C

2
〉
の
絶
対
値
の
差
に
よ
っ
て
表
せ
る
だ
ろ
う
。
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の

＊
レ
点
が
一
つ
付
い
て
い
る
だ
け
な
の
で
、C

2

＝2

×1

＝2
　　

こ
れ
も
〈C

1

＝2

＋2h

〉
と
〈C

2

＝2

〉
と
の
比
較
な
の
で
、
見
か
け
の
複
雑
度

は
〈2h

〉
の
分
だ
け
前
者
の
ほ
う
が
高
い
が
、
や
は
り
返
り
点
そ
の
も
の
の
複
雑

度
は
等
し
く
、
い
ず
れ
の
返
り
点
も
可
で
あ
る
。

　

右
の
二
つ
の
比
較
例
に
見
る
「
返
り
点
の
複
雑
度
は
等
し
い
が
ゆ
え
に
、
い
ず
れ

の
返
り
点
も
可
」
と
の
考
え
方
は
、
予
想
外
に
適
用
範
囲
が
広
く
、
何
か
と
有
効
性

を
発
揮
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、『
論
語
』
冒
頭
の
名
高
い
一
文
「
有
朋

自
遠
方
来
」
が
そ
の
例
だ
。
こ
れ
は
「
朋と

も

有あ

り
、
遠ゑ
ん

方ぱ
う

よ
り
来き

た
る
」
と
も
「
朋と
も

の

遠ゑ
ん

方ぱ
う

よ
り
来き

た
る
有あ

り
」
と
も
訓
読
さ
れ
る
が
、
語
法
上
・
解
釈
上
の
優
劣
は
い
ざ

知
ら
ず
、
返
り
点
の
複
雑
度
だ
け
に
注
目
し
て
み
れ
ば
　

―
　

　

・
有リ
覗

朋
自リ
巴

遠
方
蚤

来タ
ル

＊
レ
点
が
一
つ
、
一
二
点
が
二
つ
付
い
て
い
る
の
で
、C

1

＝2

×1

＋2

（2－
1

）
＝4

・
有リ
派

朋ノ

自リ
巴

遠
方
蚤

来タ
ル杷

＊
一
二
点
が
二
つ
、
上
下
点
が
二
つ
付
い
て
い
る
の
で
、C

2
＝2
（2－

1

）

＋2

（2－
1

）
＝4

　　

す
な
わ
ち
〈C

1

＝C
2

＝4

〉
と
な
り
、
互
い
に
返
り
点
そ
れ
自
体
の
複
雑
度
は
等

し
い
。
そ
の
た
め
、
返
り
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
両
者
と
も
可
と
の
結
論
が
下
さ
れ

よ
う
。
一
見
、
上
下
点
ま
で
用
い
て
い
る
後
者
の
ほ
う
が
複
雑
そ
う
だ
が
、
実
は
然

ら
ず
。
両
者
の
複
雑
度
は
、
ま
っ
た
く
等
価
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
返
り
点
の
複
雑
度
を
視
覚
化
し
て
み
よ
う
。
前
述
の
と
お
り
、
複
素
平

面
（
い
わ
ゆ
る
ガ
ウ
ス
平
面
）
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
仮
に
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【
正
】
有リ
把

美
狽

玉
　於φ
斯ニ
蚤

　
　

＝
斯こ
こ

に
美び
ぎ

玉よ
く

有あ

り

　
　

＊C
1

＝2

（3－
1

）
＋1

×h

＝4

＋h

【
誤
】
有リ
巴

美
玉
　於φ
斯ニ
蚤

　
　

＝
美び
ぎ

玉よ
く

斯こ
こ

に
有あ

り

　
　

＊C
2

＝2

（2－
1

）
＝2

　　
〈C

1

＝4

＋h

）
と
〈C

2

＝2

〉
で
は
、
明
ら
か
に
〈C

1 ＞
C
2

〉
す
な
わ
ち
〈C

2

〉
の

ほ
う
が
値
が
低
い
が
、
実
際
の
正
解
は
〈C

1

〉
で
あ
り
、〈C

2

〉
で
は
な
い
。
名
詞

「
美
玉
」
に
返
る
の
は
不
自
然
だ
と
し
て
【
正
】
の
返
り
点
を
誤
り
と
し
、【
誤
】
の

返
り
点
こ
そ
正
し
い
と
す
る
向
き
も
あ
る
よ
う
）
15
（
だ
が
、
事
の
本
質
は
、
お
そ
ら
く
返

り
点
の
複
雑
度
の
高
低
に
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
「
有
N1
於
N2
」
構
文
と
「
N1
在
N2
」

構
文
と
の
弁
別
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
訓
読
の
原
理
か
ら
言
え
ば
、
た
し
か
に
【
正
】

こ
そ
正
解
と
考
え
て
差
し
支
え
な
）
16
（

い
。

　

第
二
は
、
目
的
語
か
ら
返
っ
て
四
字
の
動
詞
句
を
訓
読
す
る
さ
い
、
四
字
を
二
字

ず
つ
分
割
し
て
訓
ず
る
方
式
と
、
四
字
す
べ
て
を
連
読
符
号
で
つ
な
い
で
し
ま
う
方

式
に
見
ら
れ
る
複
雑
度
の
問
題
だ
。
前
掲
の
例
「
三
令
五
申
之
」
を
再
び
挙
げ
て
み

れ
ば
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
に
は
二
つ
の
返
り
点
方
式
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

ぞ
れ
計
算
式
を
添
え
て
お
け
ば
　

―
　

　

三
令
五
申
之　

＝
之こ

れ

に
三さ
ん

令れ
い

五ご

申し
ん

す

　

ア　

三
狽

令
五
杯

申ス

之ニ
蚤

　
　
　
　

＊C
1

＝2

（3－
1

）
＋2

×h

＝4

＋2h

　

イ　

三
狽

令-
五-

申ス

之ニ
蚤

定
理
に
よ
り
〈
｜C

1

｜
＝√8

〉
と
な
り
、〈
｜C

2

｜
＝2

〉
で
あ
る
か
ら
、〈√8－

2
≒
0.83

〉
が
見
か
け
の
複
雑
度
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
返
り
点
の
複
雑
度
は
、
直
交
平
面
座
標
の
第
一
象
限
で
扱
う
こ
と

が
で
き
る
。
加
減
の
演
算
規
則
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
お
け
ば
よ
い
だ
ろ
う
。

　

〈C
1

＝K
1

＋m
1 h

〉
お
よ
び
〈C

2

＝K
2

＋m
2 h

〉
に
つ
い
て
、

加
法
はC

3

＝C
1

＋C
2

＝
（K

1

＋K
2

）
＋
（m

1

＋m
2

）h

減
法
はC

4

＝C
1 －
C
2

＝
（K

1 －
K
2

）
＋
（m

1 －
m
2

）h

　　

乗
除
の
演
算
規
則
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
の
か
は
未
詳
。
そ
も
そ
も
当
該
二
法
の

演
算
　

―
　

果
た
し
て
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
？
　

―
　

が
必
要
か
否
か
も
わ
か
ら

な
い
。

七　

返
り
点
の
複
雑
度
4
　

―
　

正
誤
判
定
の
限
界

　

た
だ
し
、
第
五
節
の
末
尾
で
「
大
半
に
つ
い
て
正
誤
の
判
定
が
可
能
と
な
る
は
ず

だ
」
と
少
し
く
薄
暗
い
言
い
方
を
し
た
理
由
も
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ

は
、
文
章
に
よ
っ
て
は
、
複
雑
度
の
低
い
ほ
う
が
正
解
と
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
か

ら
だ
。
豈
に
図
ら
ん
や
、
複
雑
度
の
高
い
ほ
う
が
正
解
と
な
っ
て
し
ま
う
場
合
も
あ

る
。
こ
れ
は
正
直
に
断
っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
複
雑
度
を
測
定
し
、
低
い
ほ
う

を
選
べ
ば
正
解
と
い
う
正
誤
の
判
定
法
に
は
、
そ
れ
な
り
の
限
界
が
あ
る
こ
と
を
わ

き
ま
え
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
決
し
て
万
能
の
方
法
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
私
見

に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
場
合
を
例
外
と
し
て
扱
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
だ
。

　

第
一
は
、「
有
N1
於
N2
」
構
文
の
訓
読
で
あ
る
。
有
名
な
「
有
美
玉
於
斯
」（『
論

語
』
子
罕
）
を
例
と
し
て
み
よ
う
。
た
だ
ち
に
複
雑
度
の
計
算
も
実
行
し
て
お
く
。
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返
り
点　

補
説　
　
　

古
田
島
洋
介

〔
公
理
1
〕

返
り
点
が
一
つ
も
な
い
文
は
、
返
り
点
の
複
雑
度
を
0ゼロ
と
す
る
。

〔
公
理
2
〕

返
り
点
の
複
雑
度
は
、
0ゼロ
ま
た
は
正プ
ラ
ス

の
値
を
取
る
。

〔
等
価
原
理
1
〕

Ａ
覗

Ｂ
＝
Ａ
巴

○
Ｂ
蚤

〔
等
価
原
理
2
〕

○
巴

○
○
蚤

＝
○
巴

○
○
○
○
○
○
○
○
蚤

〔
等
価
原
理
3
〕

○
狽

○
○
杯

○
○
蚤

＝
○
把

○
○
巴

○
○
蚤

〔
複
雑
度
計
算
式
〕　

＊
本
稿
中
の
〔
計
算
式
・
第
三
案
〕

K

＝　

2r　

＋2

（R
1 －
1

）
＋2

（R
2 －
1

）
＋2

（R
3 －
1

）
＋2

（R
4 －
1

）

レ
点
項　
一
二
点
項　
　

上
下
点
項　
　

甲
乙
点
項　　

天
地
人
点
項

＊
〈r

＝0

〉
ま
た
は
〈R

n

＝0

〉
の
と
き
、
レ
点
項
〈2r

〉
お
よ
び
一
二

点
項
以
下
の
〈2

（R
n －
1

）〉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
計
算
の
対
象
と
せ
ず
、

た
だ
ち
に
当
該
項
の
値
を
0ゼロ
と
す
る
。

〔
複
雑
度
表
示
〕　

＊
本
稿
中
の
〔
計
算
式
・
第
四
案
（
概
念
形
）〕

C

＝K

＋m
h

＊
〈K

〉
は
右
の
〔
複
雑
度
計
算
式
〕
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
値
。

＊
〈m

〉
は
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
の
個
数
。〈h

〉
は
〈h

ハ
イ
フ
ン

yphen

〉
の
意
。

＊
〈h

〉
を
虚
数
単
位
〈i

〉
に
比
定
し
、〈K

〉
を
複
素
数
の
実
数
部
、

〈m

〉
を
複
素
数
の
虚
数
部
の
ご
と
く
見
な
す
。

〔
複
雑
度
判
別
式
〕　

＊
本
稿
中
の
〔
判
別
式
〕

同
一
の
文
に
つ
い
て
、
二
種
の
返
り
点
の
複
雑
度
が
〈C

1

＝K
1

＋m
1 h

〉

お
よ
び
〈C

2

＝K
2

＋m
2 h

〉
と
書
き
表
さ
れ
る
と
き
、〈m

1

〉
お
よ
び

　
　
　
　

＊C
2

＝2

（2－
1

）
＋3

×h

＝2

＋3h
　　

一
般
に
は
ア
の
方
式
を
採
る
か
と
思
う
が
、
殊
に
史
学
・
古
文
書
学
の
方
面
で
は

イ
の
方
式
も
し
ば
し
ば
見
か
け
）
17
（
る
。
現
状
に
よ
る
か
ぎ
り
、
両
者
と
も
正
解
と
し
か

言
い
よ
う
が
な
い
。
つ
ま
り
、〈C

1

＝4

＋2h

〉
と
〈C

2

＝2

＋3h

〉
で
は
、
こ
れ
ま

た
〈C

2

〉
の
値
の
ほ
う
が
低
い
が
、
実
際
に
は
、〈C

1

〉
で
も
正
解
、〈C

2

〉
で
も
正

解
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ア
こ
そ
正
解
、
イ
は
不
正
解
だ
と
主
張
す
る
と
し
て
も
、

右
の
例
と
同
じ
く
、
複
雑
度
の
低
い
ほ
う
が
【
誤
】、
複
雑
度
の
高
い
ほ
う
が
【
正
】

と
な
る
た
め
、
ま
た
も
や
例
外
と
し
て
扱
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

　

こ
う
し
た
例
外
を
目
に
し
て
い
る
と
、
返
り
点
の
複
雑
度
を
測
定
す
る
こ
と
自
体

が
無
意
味
の
よ
う
に
も
思
え
て
く
る
。
む
ろ
ん
、
こ
こ
ま
で
用
い
て
き
た
〔
計
算

式
・
第
三
案
〕〔
計
算
式
・
第
四
案
（
概
念
形
）〕
お
よ
び
〔
判
別
式
〕
に
誤
謬
ま
た

は
欠
陥
が
あ
る
可
能
性
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
し
、
そ
も
そ
も
複
雑
度

の
測
定
を
考
察
す
る
契
機
と
な
っ
た
「
動
詞
＋
間
接
目
的
語
＋
直
接
目
的
語
」
構
文

お
よ
び
「
動
詞
＋
目
的
語
＋
副
詞
句
」
構
文
に
お
け
る
正
誤
の
判
定
に
有
効
な
こ
と

だ
け
は
た
し
か
で
あ
る
。

八　

返
り
点
の
複
雑
度
5
　

―
　

試
論
の
ま
と
め

　

返
り
点
の
複
雑
度
を
測
定
す
る
こ
と
が
、
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
必
要
で
あ
り
、
ま

た
有
効
で
あ
る
の
か
は
、
後
考
を
俟
つ
し
か
な
い
。
御
関
心
の
あ
る
向
き
が
、
有
用

な
例
文
や
有
益
な
修
正
案
を
提
供
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
衷
心
よ
り
望
む
。
そ
の
便

宜
の
た
め
に
も
、
本
稿
の
試
論
に
お
い
て
暫
く
使
用
し
た
公
理
・
原
理
・
規
定
の
類

を
ま
と
め
て
掲
げ
て
お
こ
う
。
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
一
号　

二
〇
一
三
年

（
10
）
東
京
都
高
等
学
校
漢
文
教
育
研
究
会
﹇
編
﹈『
漢
文
提
要
』（
昭
和
六
十
二
年
、
新
塔
社
）
一
二
頁
。

（
11
）
中
野
清
『
中
野
式　

漢
文
な
る
ほ
ど
上
達
法
』（
ラ
イ
オ
ン
社
、
平
成
十
九
年
）
三
八
〜
三
九
頁
。

（
12
）
注
（
1
）
所
掲
書
一
八
頁
。

（
13
）
甲
乙
点
は
、
そ
の
十
干
の
後
方
に
、
さ
ら
に
十
二
支
が
続
い
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
、
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
符
号
の
数
は
合
計
二
十
二
個
に
な
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
用
い
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い

「
甲
・
乙
・
丙
・
丁
」
く
ら
い
な
も
の
の
た
め
、
実
用
上
は
十
個
と
考
え
て
お
い
て
差
し
支
え
な
い
。

こ
の
問
題
は
、
注
（
1
）
所
掲
書
三
五
頁
に
も
記
し
た
。
詳
し
く
は
、
注
（
2
）
所
掲
の
拙
文
一
一

五
頁
お
よ
び
一
五
一
頁
の
注
（
2
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
14
）
注
（
1
）
所
掲
書
三
〇
〜
三
二
頁
。

（
15
）
多
久
弘
一
・
瀬
戸
口
武
夫
『
漢
文
解
釈
辞
典
』（
国
書
刊
行
会
〔
新
版
〕、
平
成
十
年
）
九
七
頁
に
、

「
有リ
覗

人
巴

於
此ニ
蚤

（
此こ
こ

に
人ひ
と

有あ

り
）」
を
「
下
か
ら
名
詞
に
返
読
す
る
の
は
お
か
し
い
と
し
て
、〈
有リ
巴

人ひ
と

於
此こ
こ
ニ蚤

〉（
人
コ
コ
ニ
有
リ
）
な
ど
と
読
む
人
も
あ
る
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
不
勉
強
に
し
て
不
注

意
な
た
め
か
、
こ
の
「
有リ
巴

人
於
此ニ
蚤

」（
人ひ
と

此こ
こ

に
有あ

り
）
流
の
返
り
点
、
す
な
わ
ち
「【
誤
】
有リ
巴

美

玉
於
斯ニ
蚤

（
美び
ぎ

玉よ
く

斯こ
こ

に
有あ

り
）」
式
の
実
例
は
未
だ
目
に
し
た
記
憶
が
な
い
。

（
16
）
注
（
9
）
所
掲
の
拙
稿
で
論
じ
た
と
お
り
、
漢
文
訓
読
の
本
質
的
原
理
は
〈
記
憶
術
〉
と
規
定
で

き
る
。
つ
ま
り
、
漢
文
訓
読
は
、
訓
読
文
を
暗
誦
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
文
を
暗
記
す
る
と
い
う
二

重
の
過
程
を
経
る
記
憶
術
で
あ
り
、
最
も
肝
腎
な
点
は
、
暗
誦
し
た
訓
読
文
か
ら
原
文
を
復
元
す
る

復
文
作
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
し
「【
誤
】
有リ
巴

美
玉
於
斯ニ
蚤

」
の
よ
う
に
訓
読
し
て
「
美び
ぎ

玉よ
く

斯こ
こ

に

有あ

り
」
と
暗
誦
す
る
と
、
復
文
の
結
果
が
「
美
玉
在リ
覗

斯ニ

」
す
な
わ
ち
「
N1
在
N2
」
構
文
と
な
っ
て

し
ま
う
危
険
性
が
高
く
な
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、「【
正
】
有リ
把

美
狽

玉
於
斯ニ
蚤

」
の
ご
と
く
訓
読
し

て
「
斯こ
こ

に
美び
ぎ

玉よ
く

有あ

り
」
と
暗
誦
し
て
お
く
ほ
う
が
、
正
し
く
原
文
「
有リ
把

美
狽

玉
於
斯ニ
蚤

」
す
な
わ
ち

「
有
N1
於
N2
」
構
文
に
復
元
で
き
る
可
能
性
が
高
い
。
む
ろ
ん
、「
斯こ
こ

に
美び
ぎ

玉よ
く

有あ

り
」
が
「
斯ニ

有リ
巴

美

玉
蚤

」
と
復
元
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
が
、「
美
玉
在リ
覗

斯ニ

」
に
比
べ
れ
ば
ま
だ
し
も
、
と
い

う
わ
け
だ
。【
正
】
の
訓
読
の
ほ
う
が
【
誤
】
の
訓
読
よ
り
も
原
文
の
復
元
に
は
有
利
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
有
N1
於
N2
」
構
文
と
「
N1
在
N2
」
構
文
と
の
弁
別
が
優
先
さ
れ
る
結
果
、
こ
こ
で
は
例

外
的
に
、
返
り
点
の
複
雑
度
の
高
い
ほ
う
が
【
正
】、
低
い
ほ
う
が
【
誤
】
と
な
る
に
違
い
な
い
。

（
17
）
一
般
に
ア
の
方
式
が
採
ら
れ
る
の
は
、
例
の
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
三
月
二
十
九
日
付

《
官
報
》
第
八
六
三
〇
号
所
載
「
漢
文
教
授
ニ
関
ス
ル
調
査
報
告
」
の
〈
返
点
法
〉
第
三
（
九
）
に

「
欲
播

取
狽

捨
斟
杯

酌
之
蚤

」、（
十
）
に
「
未
覇

嘗
不
播

嘆
狽

息
痛
杯

恨
於
桓
霊
蚤

也
」
と
見
え
る
か
ら
だ
ろ
う

（
た
だ
し
、
当
該
報
告
書
の
原
文
に
は
連
読
符
号
ナ
シ
）。『
大
漢
和
辞
典
』（
大
修
館
書
店
）
す
な
わ

ち
〈
諸も
ろ

橋は
し

大
漢
和
〉
や
『
広
漢
和
辞
典
』（
大
修
館
書
店
）
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
漢
文
畑
の
執
筆
者
に

よ
る
辞
典
そ
の
他
は
、
こ
の
方
式
に
よ
る
も
の
が
多
い
。
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
宋
希
璟
『
老
松
堂

日
本
行
録
』（
村
井
章
介
〔
校
注
〕、《
岩
波
文
庫
》、
平
成
十
二
年
〔
第
三
刷
〕）
に
「
収
狽

蔵-

愛-

惜

〈m
2

〉
の
値
に
拘
わ
ら
ず
、

K
1

∨K
2

な
ら
ばC

1

∨C
2

K
1

∧K
2

な
ら
ばC

1

∧C
2

も
しK

1

＝K
2

の
と
き
は
、〈m

1

〉
お
よ
び
〈m

2

〉
に
つ
い
て
、
見
か
け

の
複
雑
度
は
、

m
1

∨m
2

な
ら
ばC

1

∨C
2

m
1

∧m
2

な
ら
ばC

1

∧C
2

　
注（

1
）『
こ
れ
な
ら
わ
か
る
返
り
点
　

―
　

入
門
か
ら
応
用
ま
で
　

―
　

』（
新
典
社
《
新
典
社
新
書
》
25
、
平

成
二
十
一
年
）。

（
2
）「
返
り
点
を
つ
か
む
　

―
　

先
達
が
古
典
に
対
し
て
発
揮
し
た
知
恵
」
／
明
星
大
学
青
梅
校
日
本
文
化

学
部
共
同
研
究
論
集
・
第
五
輯
『
古
典
と
先
達
』（﹇
編
集
責
任
者
﹈
小
堀
桂
一
郎
、
明
星
大
学
日
本

文
化
学
部
、
平
成
十
四
年
）
一
二
五
〜
一
三
〇
頁
。

（
3
）
注
（
1
）
所
掲
書
四
一
〜
四
七
頁
。

（
4
）
原
田
種
成
『
私
の
漢
文
講
義
』（
大
修
館
書
店
、
平
成
七
年
）
四
二
頁
。

（
5
）
簡
野
道
明
﹇
編
﹈『
新
修
漢
文
入
門
（
新
制
版
）』（
明
治
書
院
、
昭
和
十
二
年
）〔
目
次
〕
四
・
六

頁
／
〔
本
文
〕
三
七
・
七
二
頁
。

（
6
）
レ
点
を
打
つ
位
置
に
つ
い
て
は
、
湯
城
吉
信
・
島
野
達
雄
「
レ
点
は
ど
の
字
に
付
く
か
？
」（《
形

の
文
化
研
究
》
第
四
号
、
平
成
二
十
年
六
月
）
を
も
参
照
の
こ
と
。

（
7
）
漢
詩
・
漢
文
教
材
研
究
会
﹇
編
﹈《
漢
詩
・
漢
文
解
釈
講
座
》
別
巻
『
訓
読
百
科
』（
執
筆
者
＝
江

連
隆
／
昌
平
社
、
平
成
七
年
）
一
七
一
頁
上
〜
下
。

（
8
）
少
な
く
と
も
現
行
の
漢
文
訓
読
に
お
い
て
、
伝
聞
・
推
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
が
独
立
し
た
語
と

し
て
送
り
仮
名
に
用
い
ら
れ
た
例
を
見
か
け
た
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、
定
型
表
現
の
一
つ
「
聞き
く

説な
ら

く
」
の
「
な
ら
」
は
伝
聞
・
推
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
未
然
形
で
あ
る
。

（
9
）
注
（
1
）
所
掲
書
一
六
頁
。
漢
文
訓
読
の
本
質
的
原
理
を
〈
記
憶
術
〉
と
規
定
す
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
拙
稿
「
漢
文
訓
読
の
〈
割
引
率
〉　
―
　

記
憶
術
と
し
て
の
定
位
」（
明
星
大
学
紀
要
〈
日
本
文

化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
〉
第
五
号
、
平
成
九
年
三
月
）
お
よ
び
「
暗
記
で
き
れ
ば
ま
ず
は
よ

し
　

―
　〈
漢
文
訓
読
＝
記
憶
術
〉
論
の
検
証
」（
明
星
大
学
青
梅
校
日
本
文
化
学
部
共
同
研
究
論
集
・

第
一
輯
『
普
遍
文
明
と
民
族
文
化
　

―
　

言
語
現
象
・
造
型
表
現
・
文
明
論
の
領
域
』（﹇
編
集
責
任

者
﹈
小
堀
桂
一
郎
、
明
星
大
学
日
本
文
化
学
部
、
平
成
十
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
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返
り
点　

補
説　
　
　

古
田
島
洋
介

之
蚤

」（
二
三
九
頁
）
あ
る
い
は
「
区
狽

処-

分-

置
倭
人
蚤

」（
二
五
九
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
現
に
イ

の
方
式
も
通
行
し
て
い
る
。
こ
れ
は
事
実
と
し
て
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
注
（
7
）
所
掲
『
訓
読
百

科
』
一
六
八
頁
下
⑥
は
、
こ
の
三
つ
の
連
読
符
号
を
連
用
し
て
四
字
を
連
結
す
る
イ
の
方
式
に
は
一

字
た
り
と
も
言
及
せ
ず
、
一
六
九
頁
下
の
⑥
に
関
す
る
解
説
で
も
、「
返
り
点
は
、
さ
す
が
に
四
文

字
ま
で
は
引
っ
ぱ
れ
な
い
か
ら
、
二
文
字
ず
つ
に
切
っ
て
」
云
々
と
、
ア
の
方
式
に
つ
い
て
の
み
字

句
を
費
や
し
て
い
る
。

　
　
　

そ
れ
に
し
て
も
、「
さ
す
が
に
四
文
字
ま
で
は
引
っ
ぱ
れ
な
い
か
ら
」
で
は
、
何
が
「
さ
す
が
に
」

な
の
か
読
み
手
に
は
皆
目
わ
か
ら
ず
、
ま
っ
た
く
説
明
と
し
て
成
り
立
た
な
い
だ
ろ
う
。
同
書
は
一

六
八
頁
下
の
⑤
で
、
連
読
符
号
を
二
つ
用
い
て
三
字
を
連
結
す
る
例
と
し
て
「
夫
庸
知
把

其
年
之
先
狽

後-

生
於
吾
蚤

乎
」（
夫そ

れ
庸な
ん

ぞ
其そ

の
年と
し

の
吾わ
れ

よ
り
先せ
ん

後ご

生せ
い

な
る
を
知し

ら
ん
や
）
を
挙
げ
て
い
る
。
も

し
「
さ
す
が
に
三
文
字
で
も
引
っ
ぱ
れ
な
い
で
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
た
ら
、
ど
う
す
る
つ
も
り
な
の

か
。
な
ぜ
連
読
符
号
に
よ
る
連
結
が
、
三
字
ま
で
は
許
さ
れ
、
四
字
で
は
許
さ
れ
な
い
の
か
を
説
明

し
な
け
れ
ば
（
お
そ
ら
く
合
理
的
に
説
明
す
る
の
は
無
理
だ
ろ
う
が
）
読
み
手
は
困
惑
す
る
ば
か
り

だ
。
イ
の
方
式
が
存
在
す
る
事
実
を
無
視
し
た
「
さ
す
が
に
」
流
の
身
勝
手
き
わ
ま
る
説
明
が
平
気

で
罷
り
通
る
　

―
　

洵
に
憂
慮
に
堪
え
な
い
現
状
で
あ
る
。
本
誌
の
前
号
す
な
わ
ち
第
二
十
号
の
拙
稿

で
繰
り
返
し
言
及
し
た
「
有
三
年
之
愛
於
其
父
母
乎
」（
其そ

の
父ふ

母ぼ

に
三さ
ん

年ね
ん

の
愛あ
い

有あ

る
か
／
『
論
語
』

陽
貨
）
に
つ
い
て
、「
さ
す
が
に
」
流
で
は
ど
の
よ
う
な
返
り
点
を
打
つ
の
だ
ろ
う
か
。「
之
愛
」
が

熟
語
で
な
い
以
上
、「
有ル
播

三
狽

年
之
杯

愛
於
其ノ

父
母ニ
蚤

乎
」
で
は
、
さ
す
が
に

0

0

0

0

奇
妙
な
印
象
を
免
れ
な

い
と
思
う
の
だ
が
。




