
　

構
文
論

と
句
読
法
ー
テ
ン
の
打
ち
方
私
案
1

　
　

山
　
口
　
佳
也

十文字学園女子大学短期大学部研究紀要第36集　2005年

は

じ
め
に

　
日
本
語
に
お
い
て
は
、
句
読
法
が
一
般
に
確
立
し
て
い
な
い
と
言
わ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
句
読
点
の
打
ち
方
の
う
ち
特
に
問
題
の
多
い
読
点

（
テ

ン

）
の

打
ち
方
に
絞
っ
て
、
筆
者
な
り
の
考
え
を
提
出
し
て
み
よ
う
と
思

う
。

二
　
句
読
法
の
確
立
し
な
い
原
因

　
日
本
語
に
お
い
て
テ
ン
の
打
ち
方
が
な
か
な
か
画
一
化
し
な
い
と
い
う
こ
と

に

つ
い

て

は
、
色
々
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
日
本
語
で
句
読
点
が
用

い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
漢
文
訓
読
の
訓
点
や
欧
米
の
句
読
法
の
影
響

を
受
け
た
結
果
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
日
本
語
に
句
読
点
を

付
す
習
慣
が
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
日
本
語
で
は
、
文
の
終

わ
り
が
語
形
上
弁
別
し
や
す
く
、
そ
の
た
め
、
歴
史
的
に
全
体
と
し
て
句
読
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

が
重
要
視
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

明
治
以
後
、
教
育
面
（
文
法
面
）
、
文
芸
面
そ
の
他
で
、
句
読
法
に
関
す
る
意

見
が
様
々
提
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
に
標
準
化

が

実
現
し
て
い
な
い
に
つ
い
て
は
、
更
に
別
の
原
因
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ

る
。　

そ
の
一
つ
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
日
本
語
の
テ
ン
に
何
種
類
も

の

役
割
が
負
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
、
英
語
の
コ
ン
マ
の
打
ち

方
な
ど
か
ら
考
え
て
、
日
本
語
で
テ
ン
を
打
つ
第
一
の
目
的
も
、
や
は
り
、
文

の

構
造
や
、
文
中
の
意
味
の
ま
と
ま
り
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
の
内
容
を

把
握
し
や
す
く
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
語
で
は
、

誤
読
を
防
ぐ
た
め
と
か
、
読
み
の
間
や
息
の
継
ぎ
目
を
示
す
た
め
と
か
い
っ
た
、

他
の
よ
ん
ど
こ
ろ
な
い
目
的
で
テ
ン
を
打
つ
こ
と
も
多
く
（
そ
の
箇
所
が
、
結

果
と
し
て
第
一
の
目
的
で
打
つ
場
合
の
箇
所
と
重
な
る
場
合
も
あ
っ
た
り
し
て
、

事
態

を
微
妙
に
し
て
い
る
）
、
肝
腎
の
第
一
の
目
的
が
ぼ
け
て
し
ま
い
、
そ
れ

が
、
第
一
の
目
的
で
ど
こ
に
打
つ
べ
き
か
の
共
通
理
解
の
確
立
を
遅
ら
せ
る
一

因
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
日
本
で
句
読
点
が
社
会
的
な
広
が
り
を
も
っ
て
普
及
し
始
め
た
明
治
期
の
作

家
た
ち
の
句
読
点
（
特
に
テ
ン
）
の
打
ち
方
を
見
る
と
、
文
の
構
造
と
い
う
よ

り
は
、
読
み
の
間
と
か
息
継
ぎ
の
箇
所
と
か
い
っ
た
も
の
が
強
く
意
識
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い

た
様
子
が
観
察
さ
れ
る
。
谷
崎
潤
一
郎
『
文
章
読
本
』
の
説
く
句
読
法
な
ど

も
、
そ
の
延
長
線
上
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
文
学
者
で
な
く
て
も
、

現
在
、
普
段
何
気
な
く
テ
ン
を
打
っ
て
い
る
人
の
場
合
、
意
外
と
こ
れ
に
近
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

意
識
の
人
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
も
う
一
つ
、
さ
ら
に
根
本
的
な
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
日
本
語
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の

文
の
構
造
そ
の
も
の
が
複
雑
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
語
の
文
で
は
、
か

か

り
・
受
け
、
包
み
・
包
ま
れ
の
関
係
が
入
り
組
ん
で
い
る
こ
と
、
語
順
が
比

較
的
自
由
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
た
め
に
、
文
中
の
意
味
の
ま
と
ま
り
を
す
っ
き

り
と
示
す
こ
と
が
意
外
と
難
し
い
。

　
例
え
ば
、
「
夕
方
に
な
れ
ば
彼
は
帰
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
」
と
い
う
文
に
つ
い

て
考
え
て
み
る
。
色
々
な
句
読
法
案
で
よ
く
見
か
け
る
「
主
題
の
後
に
打
つ
」

と
い
う
規
定
に
従
っ
て
、
「
夕
方
に
な
れ
ば
彼
は
、
帰
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
」
と

し
て
み
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
「
夕
方
に
な
れ
ば
彼
は
」
と
い
う
妙
な

意
味
の
ま
と
ま
り
を
作
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
一
方
、
や
は
り
種
々
の
句

読
法
案
で
よ
く
見
か
け
る
「
条
件
を
示
す
語
句
の
後
に
付
け
る
。
」
と
い
う
規

定
に
従
っ
て
、
「
夕
方
に
な
れ
ば
、
彼
は
帰
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
」
と
し
て
み
る
。

け
れ
ど
も
、
厳
密
に
見
れ
ば
、
こ
れ
も
文
中
の
意
味
の
ま
と
ま
り
を
正
し
く
反

映
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
文
は
、
実
際
に
は
、
「
〈
彼
は
〉
〈
（
夕
方
に

劃
　
聞
自
）
だ
ろ
う
〉
」
の
よ
う
な
意
味
構
造
を
な
し
、
意
味
的

に
、
「
夕
方
に
な
れ
ば
」
が
「
帰
っ
て
く
る
」
に
か
か
り
、
そ
の
全
体
が
「
だ

ろ
う
」
に
包
ま
れ
、
か
え
っ
て
「
彼
は
」
は
「
だ
ろ
う
」
に
包
ま
れ
な
い
関
係

に

あ
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
短
い
文
で
あ
る
こ
と
も
あ

り
、
い
っ
そ
何
も
打
た
ず
に
「
夕
方
に
な
れ
ば
彼
は
帰
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
」

と
し
て
お
く
方
が
、
意
味
の
ま
と
ま
り
の
上
か
ら
は
、
か
え
っ
て
矛
盾
が
な
く

て

す
っ
き
り
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
短
い
文
で
な
か
っ

た
ら
ど
う
す
る
の
配
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
う
い
っ
た
微
妙
な
テ
ン
の
打
ち
方

を
定
式
化
し
、
社
会
的
に
確
立
し
て
い
く
こ
と
は
、
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
我
が
国
で
発
表
さ
れ
た
ほ
と
ん
ど
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
句
読
法
案
と
い
う
べ

き
、
明
治
三
十
九
年
の
文
部
大
臣
官
房
図
書
課
「
句
読
法
案
」
は
、
国
定
教
科

書
の
文
章
（
一
部
に
文
語
体
を
含
む
）
に
関
し
て
、
〈
マ
ル
〉
〈
テ
ン
〉
〈
ボ

ツ
〉
〈
カ
ギ
〉
〈
フ
タ
ヘ
カ
ギ
〉
な
ど
の
施
し
方
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

テ
ン
に
つ
い
て
は
、
打
つ
べ
き
文
中
の
箇
所
と
し
て
、
「
独
立
ノ
感
歎
詞
及
ビ

呼
掛
ノ
語
ノ
下
但
シ
顛
倒
シ
テ
置
キ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
前
後
」
「
複
文
ノ
副
詞
節

ノ
下
」
「
他
ノ
語
ヲ
修
飾
ス
ベ
キ
副
詞
・
副
詞
句
ガ
下
二
来
ル
語
ヲ
修
飾
ス
ル

ガ

如

ク
見
ユ
ル
虞
ア
ル
ト
キ
其
下
」
な
ど
、
二
十
一
項
目
を
掲
げ
て
い
る
。
当

時
と
し
て
は
詳
細
を
極
め
た
も
の
と
い
え
る
が
、
「
緒
言
」
に
「
則
ル
ヘ
キ
標

準

ト
ナ
ス
ヲ
目
的
ト
シ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
形
の
上
か
ら
一
応
の
よ
り
ど
こ
ろ

を
示
す
に
と
ど
ま
る
も
の
で
、
し
か
も
、
系
統
的
に
文
の
構
造
を
示
す
と
い
う

よ
り
は
、
読
み
取
り
に
く
い
と
思
わ
れ
る
箇
所
、
読
み
誤
り
の
起
こ
り
そ
う
な

箇
所
に
、
個
別
に
対
応
す
る
と
い
っ
た
趣
が
随
所
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
最
近

の
、
日
本
語
に
関
す
る
事
典
、
講
座
、
教
科
書
な
ど
で
見
か
け
る
句
読

法
案
の
テ
ン
の
打
ち
方
も
、
こ
れ
ら
従
来
の
句
読
法
の
項
目
を
い
く
ら
か
整
理

し
、
さ
ら
に
、
数
字
の
位
取
り
の
テ
ン
、
強
調
の
テ
ン
、
息
継
ぎ
の
テ
ン
な
ど

を
羅
列
的
に
加
え
て
ま
と
め
た
も
の
が
多
い
。
一
例
と
し
て
、
『
講
座
日
本
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
日
本
語
教
育
　
第
8
巻
』
の
「
符
号
の
用
い
方
」
の
「
（
2
）
読
点
．
テ
ン
」

の

項
を
掲
げ
て
み
る
（
用
例
は
省
略
す
る
）
。

　
　
　
読
点
の
基
本
的
な
用
法
は
、
文
中
の
語
句
の
切
れ
続
き
を
示
す
こ
と
で

　
　
あ
る
。
文
章
を
読
み
や
す
く
す
る
た
め
や
、
文
意
を
正
し
く
伝
え
る
た
め

　
　
に
、
読
む
と
き
の
息
の
切
れ
目
や
読
み
の
間
を
示
す
役
割
を
持
つ
。

　
　

1
①
文
の
中
止
に
つ
け
る
。

　
　
　
②
た
だ
し
、
付
属
の
関
係
に
あ
る
文
節
間
に
は
つ
け
な
い
。

　
　
2
　
副
詞
的
語
句
の
前
後
に
つ
け
る
。
た
だ
し
、
こ
の
原
則
を
忠
実
に
守

　
　
　
る
と
、
切
れ
目
が
多
す
ぎ
て
文
が
な
め
ら
か
で
な
く
な
る
。
そ
こ
で
書

　
　
　
き
手
の
意
図
に
よ
っ
て
読
点
を
省
き
、
適
当
に
整
理
し
て
書
く
の
が
普

　
　
　
通
で
あ
る
。
特
に
、
文
全
体
が
短
い
場
合
や
、
副
詞
的
語
句
の
あ
と
が

　
　
　
短
い

場
合
に
は
、
読
点
を
省
略
し
た
方
が
よ
い
。
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3
　
文
の
初
め
に
置
く
、
①
接
続
詞
、
②
感
嘆
詞
、
③
呼
び
か
け
、
④
返

　
　
　
事
の
こ
と
ば
、
の
あ
と
に
つ
け
る
。

　
　

4
　
条
件
や
限
定
を
表
す
語
句
の
あ
と
に
つ
け
る
。

　
　

5
　
形
容
詞
的
語
句
が
重
な
る
場
合
、
最
後
の
語
句
以
外
の
語
句
の
あ
と

　
　
　

に

つ
け
る
。

　
　
6
　
他
の
語
句
を
隔
て
て
修
飾
す
る
場
合
な
ど
、
語
句
を
続
け
て
書
く
と

　
　
　
読
み

誤

る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
つ
け
る
。

　
　

7
　
読
み
の
間
を
表
す
と
き
に
使
う
。

　
　
8
　
話
し
言
葉
な
ら
助
詞
を
省
く
よ
う
な
場
合
、
そ
の
省
い
た
助
詞
に
当

　
　
　

た
る
位
置
に
つ
け
る
。

　
　
9
　
主
語
や
主
題
を
提
示
し
た
と
き
に
つ
け
る
。
た
だ
し
、
あ
と
の
部
分

　
　
　
が
短
い

場
合
に
は
つ
け
な
い
。

　
　
10
　
対
等
な
関
係
に
あ
る
語
句
や
文
を
列
記
す
る
と
き
に
使
う
。

　
　
　
①
終
止
の

形
の
文
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
文
意
が
続
く
場
合
に
は
つ
け
る
。

　
　
　
　
た
だ
し
他
の
読
点
と
の
つ
り
あ
い
上
、
句
点
を
つ
け
る
こ
と
も
あ
る
。

　
　
　
②
多
く
の
語
句
を
列
記
す
る
場
合
、
そ
れ
ら
が
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
に

ま
と
め
ら
れ
る
と
き
は
同
種
類
な
ど
小
さ
い
単
位
の
方
に
「
・
」

　
　
　
　
（
な
か
点
）
を
、
種
類
別
な
ど
大
き
い
方
の
単
位
に
読
点
を
用
い
る
。

　
　
11

　
並
列
の
「
と
」
「
も
」
を
伴
う
語
が
重
な
る
と
き
に
は
原
則
と
し
て

　
　
　
　
つ
け
る
が
、
必
要
が
な
い
限
り
は
省
略
す
る
。

　
　
12
　
対
話
ま
た
は
引
用
文
の
か
ぎ
の
前
に
つ
け
る
。

　
　
13
　
倒
置
表
現
の
場
合
に
使
う
。

　
　
14
①
漢
数
字
の
位
取
り
に
使
う
。
横
書
き
で
は
コ
ン
マ
を
用
い
る
。

　
　
　
②

「
…
…
年
」
と
い
う
と
き
に
は
つ
け
な
い
。

　

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
一
例
で
あ
る
が
、
や
は
り
、
系
統
的
に
文
の
構
造
を
示

す
と
い
う
目
的
が
は
っ
き
り
と
中
心
に
す
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

前
文
の
「
文
中
の
語
句
の
切
れ
続
き
を
示
す
」
と
い
う
表
現
（
こ
の
種
の
も
の

で

よ
く
見
か
け
る
言
い
方
で
あ
る
が
）
は
、
「
読
み
の
間
を
表
す
」
「
漢
数
字
の

位
取

り
を
示
す
」
な
ど
の
項
目
を
含
め
た
全
体
を
大
き
く
包
む
目
的
を
示
し
て

い

る
の
で
あ
ろ
う
が
、
い
か
に
も
漠
然
と
し
て
い
る
。

三
　
日
本
語
の
文
の
構
造
の
と
ら
え
方

　
以
上
か

ら
、
日
本
語
の
句
読
法
（
特
に
テ
ン
の
打
ち
方
）
に
関
し
て
は
、
ま

ず
、
文
構
造
の
上
か
ら
重
要
な
基
本
的
な
テ
ン
と
い
う
も
の
を
押
さ
え
、
そ
の

後
、
他
の
理
由
で
必
要
な
諸
テ
ン
を
加
え
る
と
い
っ
た
形
で
、
全
体
を
組
織
し

直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
と
は
い
え
、
現
在
、
日
本
語
の
文
の
構
造
の
と
ら
え
方
に
関
し
て
、
定
説
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
か
か
り
・
受
け
、
包
み
・
包
ま
れ
の
関
係

や
、
従
属
節
の
種
々
相
を
考
え
る
上
で
手
掛
か
り
を
得
ら
れ
そ
う
な
、
南
二

九
七

四
）
の
い
わ
ゆ
る
重
層
的
文
構
造
論
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
く
こ
と
と

し
た
い
。

　
南
は
、
ま
ず
、
従
属
節
を
、
内
部
に
含
み
得
る
要
素
の
違
い
に
よ
っ
て
、
A

類
、
B
類
、
C
類
の
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
A
類
は
、
〈
～
つ
つ
（
継
続
）
、

～
な
が
ら
（
継
続
）
、
～
て
（
継
起
）
、
～
中
止
形
（
継
起
）
〉
の
類
で
、
内
部

に
、
か
か
り
成
分
と
し
て
は
、
〈
名
詞
＋
格
助
詞
（
主
格
を
除
く
）
、
状
態
副
詞
、

程
度
副
詞
〉
な
ど
、
述
語
成
分
と
し
て
は
、
〈
使
役
形
、
受
身
形
〉
な
ど
だ
け

を
含
み
得
る
も
の
で
あ
る
（
こ
れ
ら
の
成
分
も
す
べ
て
A
段
階
の
要
素
と
言
え

る
）
。
B
類
は
、
〈
～
の
で
、
～
の
に
、
～
ば
、
～
て
も
〉
の
類
で
、
内
部
に
、

か
か

り
成
分
と
し
て
は
、
A
の
段
階
の
か
か
り
成
分
の
ほ
か
、
〈
～
主
格
助
詞
、

時
の
修
飾
語
、
場
所
の
修
飾
語
、
ジ
ツ
ニ
・
ト
ニ
カ
ク
・
ヤ
ハ
リ
の
類
、
評
価

的
意
味
の
修
飾
語
〉
な
ど
、
述
語
成
分
と
し
て
は
、
A
の
段
階
の
述
語
成
分
の
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ほ

か
、
〈
丁
寧
の
形
、
打
消
し
の
形
、
過
去
の
形
〉
な
ど
を
含
み
得
る
も
の
で

あ
る
（
新
た
に
加
わ
っ
た
こ
れ
ら
の
成
分
も
B
段
階
の
要
素
と
言
え
る
）
。
他

に
、
〈
～
な
が
ら
（
逆
接
）
、
～
つ
つ
（
逆
接
）
、
～
た
ら
、
～
と
、
～
な
い
で
、

～
ず
に
、
～
て
（
並
列
、
理
由
）
、
～
中
止
形
（
並
列
、
理
由
）
〉
な
ど
、
B
類

の

従
属
節
と
言
え
る
も
の
は
多
い
。
C
類
は
、
〈
～
か
ら
（
理
由
）
、
～
が
／
け

れ

ど
、
～
し
〉
の
類
で
、
内
部
に
、
A
・
B
の
段
階
の
か
か
り
成
分
の
ほ
か
、

〈
提
示
の
こ
と
ば
、
オ
ソ
ラ
ク
・
タ
ブ
ン
・
マ
サ
カ
の
類
〉
な
ど
、
述
語
成
分

と
し
て
は
、
A
・
B
の
段
階
の
述
語
成
分
の
ほ
か
、
〈
意
志
形
、
推
量
形
〉
な

ど
を
含
み
得
る
も
の
で
あ
る
（
新
た
に
加
わ
っ
た
こ
れ
ら
の
成
分
も
C
段
階
の

要
素
と
言
え
る
）
。
他
に
、
〈
～
て
（
逆
接
）
、
～
中
止
形
（
逆
接
）
〉
な
ど
も
C

類
の
従
属
節
と
言
え
る
。
な
お
、
ほ
か
に
、
従
属
節
に
一
切
含
ま
れ
な
い
も
の

が

あ
る
。
か
か
り
成
分
と
し
て
は
、
〈
呼
び
掛
け
の
こ
と
ば
、
文
頭
の
接
続
詞
、

間
投
詞
、
挿
入
句
〉
な
ど
、
述
語
成
分
と
し
て
は
、
〈
命
令
形
、
終
助
詞
、
間

投
助
詞
〉
な
ど
で
、
こ
れ
ら
は
、
D
段
階
の
要
素
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
さ
ら
に
、
南
は
、
以
上
の
A
、
B
、
C
、
D
を
、
一
つ
の
文
（
述
語
文
）
の

構
造
上
の

四

つ
の

段
階
と
考
え
、
す
べ
て
の
述
語
文
は
こ
れ
ら
四
つ
の
段
階
を

経
て
で
き
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
と
呼
応
す
る
よ
う
に
、
文
の
述
語
的
部
分
の

構
造

は
、
（
動
詞
＋
）
A
、
B
、
C
、
D
各
段
階
の
諸
要
素
の
連
続
と
い
う
形

を
と
り
、
一
方
、
か
か
り
成
分
は
、
標
準
的
な
語
順
で
は
、
D
、
C
、
B
、
A

各
段
階
の
諸
要
素
の
順
で
並
ん
で
い
る
と
い
う
。

　
以
上
を
も
と
に
、
文
の
基
本
的
構
造
を
、
概
念
的
に
図
式
化
す
る
と
す
れ
ば
、

次
の
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
（
例
え
ば
、
「
A
か
か
り
」
は
「
A
段
階
か
か

り
成
分
」
、
「
A
成
分
」
は
「
A
段
階
述
語
成
分
」
の
意
）

　
1
∀
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
－
1
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ
　
ニ
　
　
　
　
　
　

　
D
か
か

り
C
か
か
り
B
か
か
り
劃
謝
ハ
分
・
B
成
分
・
C
成
分
・
D
成
分

　
一
つ
の
文
に
常
に
A
、
B
、
C
、
D
の
諸
要
素
が
す
べ
て
そ
ろ
っ
て
現
れ
る

と
は
限
ら
な
い
。
活
用
語
の
連
体
形
は
B
段
階
の
述
語
成
分
、
終
止
形
は
C
段

階
の
述
語
成
分
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
構
造
に
お
け
る
各
要
素
の
、
か
か
り
・
受
け
、
包
み
．
包
ま
れ
の
関
係

は
正
確
に
は
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
筆
者
の
独
断
で
、
予
想
さ
れ
る
各
要

素
の
お
お
よ
そ
の
か
か
り
・
受
け
、
包
み
・
包
ま
れ
の
関
係
を
傍
線
で
示
し
て

お
い
た
。
ー
↓
↑
は
か
か
り
・
受
け
の
関
係
、
i
　
は
包
み
・
包
ま

れ

（
二
重
傍
線
の
部
分
が
他
の
部
分
を
包
む
）
の
関
係
を
表
す
。
D
段
階
の
要

素

は
、
聞
き
手
へ
の
働
き
か
け
の
意
味
を
表
す
要
素
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
の
で
、
他
の
段
階
の
要
素
と
か
か
り
・
受
け
、
包
み
・
包
ま
れ
の
関
係
を
持

た
な
い
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
が
、
〈
疑
問
の
終
助
詞
、
禁
止
の
終
助
詞
、
命

令
の
形
〉
な
ど
は
、
包
む
働
き
を
持
つ
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
、

　
・
今
日
は
天
気
が
悪
い
か
ら
、

　
・
今
日
は
天
気
が
悪
い
け
ど
、

な
ど
の
例
を
見
る
と
、
C
段
階
の
か
か
り
成
分
で
あ
る
「
～
か
ら
」
「
～
け
ど
」

は
疑
問
な
い
し
は
禁
止
の
範
囲
（
ス
コ
ー
プ
）
に
は
入
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か

ら
、
D
段
階
の
述
語
成
分
が
他
の
要
素
を
包
む
場
合
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の

範
囲
は
C
段
階
の
述
語
成
分
の
場
合
と
同
じ
と
考
え
て
、
上
の
よ
う
に
傍
線
を

施
し
て
お
い
た
。

　
A
段
階
の
述
語
成
分
に
A
段
階
の
接
続
助
詞
が
付
く
な
ど
し
て
前
方
の
ひ
と

ま
と
ま
り
の
語
句
全
体
が
か
か
り
成
分
化
し
た
と
き
、
A
段
階
の
従
属
節
と
な

る
。
同
様
に
、
B
段
階
の
述
語
成
分
に
B
段
階
の
接
続
助
詞
が
付
く
な
ど
し
て

全
体
が
か
か
り
成
分
化
し
た
と
き
、
B
段
階
の
従
属
節
に
、
C
段
階
の
述
語
成

分
に
C
段
階
の
接
続
助
詞
が
付
く
な
ど
し
て
全
体
が
か
か
り
成
分
化
し
た
と
き
、

C
段
階
の
従
属
節
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
従
属
節
そ
の
も
の
も
か
か
り
成
分
と
言
え
る
が
、
南
に
よ
れ
ば
、

D
段
階
の
従
属
節
は
、
一
切
他
の
従
属
節
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
な
く
、
C
段
階

ノー一 ノー▲
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構文論と句読法一テンの打ち方私案一

の
従
属
節

は
、
C
段
階
の
従
属
節
に
時
に
含
ま
れ
る
が
、
B
、
A
段
階
の
従
属

節
に

含

ま
れ
る
こ
と
は
な
く
、
B
段
階
の
従
属
節
は
、
C
段
階
の
従
属
節
に
は

含

ま
れ
る
（
B
段
階
の
従
属
節
に
も
時
に
含
ま
れ
る
）
が
、
A
段
階
の
従
属
節

に

含

ま
れ
る
こ
と
は
な
く
、
A
段
階
の
従
属
節
は
、
C
、
B
段
階
の
従
属
節
に

含

ま
れ
る
（
時
に
A
段
階
の
従
属
節
に
含
ま
れ
る
）
と
さ
れ
る
。

　

な
お
、
連
体
修
飾
節
中
に
含
ま
れ
得
る
の
は
、
A
、
B
段
階
の
諸
要
素
の
み

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
以
上

を
総
合
し
て
見
る
に
、
D
段
階
の
か
か
り
成
分
は
、
三
上
章
が
「
や
や

遊
離

し
た
位
置
に
あ
り
、
主
文
へ
の
か
か
り
方
が
自
由
で
、
意
味
上
誘
導
の
役

割
を
す
る
」
「
ユ
ウ
式
」
の
語
句
と
呼
ん
だ
も
の
に
相
当
し
、
文
の
要
素
の
中

で
一
番
遊
離
度
・
独
立
度
が
高
い
と
言
え
る
。
次
に
遊
離
度
・
独
立
度
が
高
い

と
見
ら
れ
る
の
は
C
段
階
の
か
か
り
成
分
（
C
段
階
の
従
属
節
を
含
む
）
で
、

時
に
C
段
階
の
述
語
成
分
に
包
ま
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
ど
の
述

語
成
分
に
も
包
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
遊
離
的
で
あ
る
。
B
段
階
の
か
か
り
成
分

（
B
段
階
の
従
属
節
を
含
む
）
は
、
（
B
、
）
C
（
、
D
）
段
階
の
述
語
成
分
に

包

ま
れ
る
ほ
か
、
連
体
修
飾
節
に
も
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
遊
離
度
は
そ

れ
ほ

ど
高
く
な
い
。
A
段
階
の
か
か
り
成
分
（
A
段
階
の
従
属
節
を
含
む
）
は
、

（
A
、
）
B
、
C
（
、
D
）
段
階
の
述
語
成
分
に
幾
重
に
も
包
ま
れ
る
ほ
か
、
連

体
修
飾
節
に
も
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
遊
離
度
は
最
も
低
い
。

　

な
お
、
南
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
か
か
り
成
分
に
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
が
置
か
れ

る
と
所
属
す
る
段
階
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、

C
段
階
の
か
か
り
成
分
で
あ
る
〈
～
か
ら
、
～
が
／
け
れ
ど
〉
な
ど
に
プ
ロ
ミ

ネ
ン
ス
が
置
か
れ
る
と
、
連
体
修
飾
節
に
も
収
ま
る
よ
う
に
な
り
、
B
段
階
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

か
か

り
成
分
に
移
行
す
る
と
見
ら
れ
る
。
主
題
の
〈
～
は
〉
が
C
段
階
の
か
か

り
成
分
で
あ
る
の
に
、
い
わ
ゆ
る
対
比
強
調
の
〈
～
は
〉
が
B
段
階
の
か
か
り

成
分
と
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
現
象
の
一
環
と
言
え
よ
う
。
南
理
論
に
は
、
そ
の

他
に
も
、

　
　
　
　
　

れ
る
が
、

細
部
に
、
修
正
を
要
す
る
点
、
追
補
す
べ
き
点
な
ど
が
あ
る
と
思
わ

こ
こ
で
は
、
こ
れ
以
上
詳
し
く
論
じ
な
い
こ
と
と
す
る
。

四
　
文
の
構
造
を

示
す
た
め

の
テ
ン

の
打
ち
方
と
は

　
筆
者

は
、
先
に
、
文
構
造
上
重
要
な
基
本
的
な
テ
ン
（
文
の
構
造
や
意
味
の

ま
と
ま
り
を
示
す
テ
ン
）
を
ま
ず
押
さ
え
、
次
い
で
、
他
の
理
由
で
必
要
な
諸

テ
ン
を
加
え
る
と
い
う
形
で
句
読
法
を
ま
と
め
る
の
が
よ
い
と
述
べ
た
。
日
本

語
の
場
合
、
文
の
構
造
や
意
味
の
ま
と
ま
り
を
示
す
テ
ン
と
は
、
ど
う
い
う
も

の

だ
ろ
う
か
。

　
筆
者
は

次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
日
本
語
の
文
の
内
部
に
は
、
次
元
の
異

な
る
大
・
中
・
小
の
意
味
の
ま
と
ま
り
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
お
お
よ
そ
南
の
言

う
D
、
C
、
B
、
A
各
段
階
の
語
句
の
ま
と
ま
り
に
相
当
す
る
。
テ
ン
は
、
言

う
ま
で
も
な
く
か
か
り
成
分
の
後
（
時
に
は
前
後
）
に
打
つ
わ
け
で
あ
る
が
、

文
の
構
造
や
意
味
の
ま
と
ま
り
を
示
す
上
で
の
重
要
度
は
、
高
い
方
か
ら
、
D
、

C
、
B
、
A
各
段
階
の
か
か
り
成
分
の
後
（
時
に
前
後
）
と
い
う
順
に
な
る
と

考
え

ら
れ
る
。
D
段
階
の
か
か
り
成
分
は
、
ど
の
段
階
の
述
語
要
素
に
も
包
ま

れ

る
こ
と
が
な
く
、
遊
離
度
が
最
も
高
い
。
C
段
階
の
か
か
り
成
分
は
、
時
に

C
段
階
の
従
属
節
の
一
部
に
な
る
ほ
か
は
、
半
ば
主
文
か
ら
独
立
し
て
お
り
、

か

な
り
遊
離
度
が
高
い
と
三
口
え
る
。
B
段
階
の
か
か
り
成
分
は
、
多
く
は
他
の

大

き
な
意
味
の
ま
と
ま
り
の
内
部
の
ま
と
ま
り
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
遊

離
度

は
小
さ
く
は
な
い
が
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
A
段
階
の
か
か
り
成
分
は
、

補
足
語
、
副
詞
に
類
す
る
成
分
で
あ
り
、
遊
離
度
は
低
い
。

　

た
だ
し
、
日
本
語
の
場
合
、
テ
ン
は
、
相
対
的
に
増
減
可
能
な
も
の
で
あ
り
、

必
ず
打

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
箇
所
が
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い
る
わ

け
で
も
な
い
。
そ
こ
で
、
句
読
法
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
条
項
を
立
て
て
み
よ
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う
と
思
う
。

　

1
の
1
　
単
純
な
文
で
、
特
に
テ
ン
を
打
つ
必
要
が
な
い
と
思
う
場
合
は
、

　
　
何
も
打
た
な
く
て
も
よ
い
。
た
だ
し
、
〈
応
答
詞
、
文
頭
の
接
続
詞
、
感

　
　
動
詞
、
挿
入
句
〉
な
ど
D
段
階
の
か
か
り
成
分
の
後
に
は
、
で
き
る
だ
け

　
　
常
に
打
つ
よ
う
に
す
る
。

1
　
い
い
え
、
私
は
こ
の
魚
を
ま
だ
食
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
会
話
文

な
ど
で
、
格
助
詞
を
省
略
し
て
名
詞
を
裸
で
使
う
場
合
、
普
通
そ
の

後
に

テ

ン

を
打
つ
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
名
詞
を
、
遊
離
語

と
し
て
、
D
段
階
化
し
た
も
の
と
見
れ
ば
、
そ
れ
も
う
な
ず
け
る
。
か
か
り
成

分
の
後
に
間
投
助
詞
の
つ
い
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

2
　
私
、
こ
の
魚
、
ま
だ
食
べ
た
こ
と
が
な
い
わ
。

　

1
の
2
　
複
雑
な
文
で
、
テ
ン
を
打
つ
必
要
が
あ
る
と
思
う
場
合
は
、
（
D

　
　
段
階
の
か
か
り
成
分
は
当
然
と
し
て
）
C
段
階
の
か
か
り
成
分
か
ら
選
ん

　
　
で
、
そ
の
後
に
打
つ
。
そ
の
後
、
必
要
に
応
じ
て
B
段
階
の
か
か
り
成
分

　
　
か
ら
選
ん
で
、
そ
の
後
に
打
つ
。

　
　
　

（
C
段
階
の
か
か
り
成
分
は
、
〈
～
か
ら
、
～
が
／
け
れ
ど
、
～
し
、

　
　
…
〉
〈
主
題
や
提
示
の
こ
と
ば
〉
〈
タ
ブ
ン
・
オ
ソ
ラ
ク
・
マ
サ
カ
の
類
〉

　
　
な
ど
。
B
段
階
の
か
か
り
成
分
は
、
C
段
階
で
も
A
段
階
で
も
な
い
も
の

　
　
と
覚
え
て
お
け
ば
よ
い
。
A
段
階
の
も
の
は
少
な
い
。
）

3
　
彼
は
、
絶
対
に
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
人
で
は
な
い
。

4
　
い
く
ら
待
っ
て
も
タ
ク
シ
ー
が
来
そ
う
に
な
い
か
ら
、
駅
ま
で
歩
き
ま
し
ょ

　
う
か
。

　
息
継
ぎ
の
箇
所
を
意
識
す
る
た
め
か
、
強
調
の
意
識
か
ら
か
、
よ
く
、
「
彼

は
絶
対
に
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
人
で
は
な
い
。
」
の
よ
う
な
テ
ン
の
打
ち
方

を
す
る
人
が
い
る
が
、
C
段
階
の
か
か
り
成
分
（
「
彼
は
」
）
よ
り
も
B
段
階
の

か
か

り
成
分
を
優
先
し
て
打
っ
て
し
ま
っ
た
例
で
あ
る
。
や
は
り
右
の
よ
う
に

打
つ
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　

「
選
ん

で
」
と
し
た
の
は
、
例
え
ば
、
C
段
階
の
か
か
り
成
分
が
同
時
に
い

く
つ
か
並
ん
だ
場
合
で
も
、
あ
る
C
段
階
の
成
分
が
他
の
C
段
階
の
成
分
の
一

部
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
「
～
か
ら
～
け
れ
ど
」
「
～

け
れ
ど
～
か
ら
」
「
～
か
ら
～
し
」
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
（
～
か
ら
～
）
け
れ

ど
」
「
（
～
け
れ
ど
～
）
か
ら
」
只
～
か
ら
～
）
し
」
の
よ
う
な
意
味
構
造
と
な
っ

て
、
最
後
に
一
つ
テ
ン
を
打
て
ば
よ
い
場
合
が
結
構
あ
る
。

5
　
つ
い
で
だ
か
ら
か
ま
き
り
を
食
っ
た
こ
と
の
な
い
人
に
話
し
て
お
く
が
、

　
か

ま
き
り
は
あ
ま
り
う
ま
い
も
の
で
は
な
い
。
（
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
）

　

「～
は
～
か
ら
」
「
～
は
～
け
れ
ど
」
「
～
は
～
し
」
の
場
合
も
同
様
で
あ
る

が
、
「
～
は
」
が
後
半
部
ま
で
か
か
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
に
テ
ン

を
打
つ
か
ど
う
か
が
決
ま
る
よ
う
で
あ
る
。

6
日
本
語
は
、
使
っ
て
い
る
人
間
は
多
い
け
れ
ど
、
地
域
が
東
洋
の
一
部
に

　
限
ら
れ
る
。
（
「
人
間
は
」
は
、
対
比
強
調
で
、
B
段
階
要
素
）

7
　
私
固
う
っ
か
り
し
て
い
た
け
れ
ど
、
そ
の
日
は
新
聞
の
休
刊
日
だ
っ
た
。

　

（私
は
う
っ
か
り
し
て
い
た
け
れ
ど
、
そ
の
日
は
、
新
聞
の
休
刊
日
だ
っ
た
。
）

　

C
段
階
の
か
か
り
成
分
が
一
つ
も
な
い
か
、
C
段
階
の
成
分
の
後
に
ひ
と
わ

た
り
テ
ン
を
打
っ
た
後
、
さ
ら
に
テ
ン
を
打
つ
必
要
が
あ
る
と
思
う
と
き
は
、

順
序
と
し
て
、
B
段
階
の
か
か
り
成
分
か
ら
選
ん
で
打
つ
こ
と
に
な
る
。

8
　
余
り
ゲ
ー
ム
を
し
す
ぎ
る
と
目
を
悪
く
す
る
の
で
、
注
意
す
る
必
要
が
あ

　
る
。
（
こ
の
場
合
、
「
～
と
」
も
B
段
階
の
成
分
だ
が
、
「
～
の
で
」
の
一
部

　
に

な
る
の
で
、
そ
の
後
に
打
た
な
い
。
）

　

こ
の
ー
の
2
が
あ
る
と
、
諸
句
読
法
案
で
よ
く
見
か
け
る
、
「
～
か
ら
（
C

段
階
）
」
も
「
～
の
で
（
B
段
階
）
」
も
区
別
な
く
扱
う
「
限
定
を
加
え
て
、
条

件

を
挙
げ
る
語
句
の
後
に
打
つ
」
の
よ
う
な
項
目
や
、
「
～
は
（
主
題
、
C
段

階
）
」
も
「
～
が
（
主
格
、
B
段
階
）
」
も
こ
っ
た
に
扱
う
「
主
語
の
後
に
打
つ
」
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の

よ
う
な
項
目
を
設
け
な
く
て
済
む
。

　

1
の
3
　
あ
る
か
か
り
成
分
の
末
尾
だ
け
で
な
く
、
先
頭
部
も
示
す
必
要
が

　
　
あ
る
場
合
は
、
そ
の
成
分
の
前
後
に
打
つ
。

　
既
に

ー
の
ー
で
触
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
文
の
途
中
に
挿
入
さ
れ
る
こ
と

の

多
い
挿
入
句
な
ど
は
、
テ
ン
を
、
当
然
、
そ
の
後
に
打
つ
だ
け
で
な
く
、
そ

の

前

（前
接
す
る
語
の
後
）
に
も
打
つ
必
要
が
あ
る
。

9
　
校
長
は
、
い
つ
帰
っ
た
か
、
姿
が
見
え
な
い
。

　
挿
入
句
以
外
の
D
段
階
の
語
句
で
も
、
語
順
が
変
則
的
な
場
合
は
、
先
頭
部

を
示
す
必
要
が
で
て
く
る
。

10

　
私

は
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
は
思
い
ま
せ
ん
。

　
C
段
階
な
い
し
は
B
段
階
の
か
か
り
成
分
に
つ
い
て
も
、
そ
の
前
後
に
テ
ン

を
打
た
な
い
と
お
か
し
い
ま
と
ま
り
具
合
の
語
句
が
で
き
て
し
ま
う
場
合
が
あ

る
。
こ
れ
も
、
C
段
階
の
か
か
り
成
分
の
前
に
B
段
階
の
か
か
り
成
分
が
来
る

な
ど
、
語
順
が
関
係
し
て
い
る
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

11

　
昨
日
僕
は
、
仙
台
に
出
か
け
た
。
↓
昨
日
、
僕
は
、
仙
台
に
出
か
け
た
。

　
（
「
昨
日
僕
は
」
の
ま
ま
で
は
、
妙
な
ま
と
ま
り
具
合
の
語
句
に
な
る
。
「
僕

　
は
、
昨
日
仙
台
に
出
か
け
た
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
「
昨
日
」

　
の
後
に
テ
ン
を
打
つ
必
要
は
な
い
。
）

　
B
段
階
の
要
素
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
文
頭
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
、

時
や
場
所
を
表
す
か
か
り
成
分
は
、
上
の
例
の
よ
う
に
、
結
果
と
し
て
そ
の
後

に

テ
ン
を
打
つ
場
合
が
多
く
な
る
が
、
か
と
い
っ
て
、
理
屈
抜
き
で
い
つ
で
も

そ
の
後
に
テ
ン
を
打
て
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

　

1
の
4
　
倒
置
文
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
正
常
な
文
の
終
わ
り
に
打
つ
。

12
　
大
変
だ
な
、
こ
れ
は
。

　
以
上

が
、
文
の
構
造
を
示
し
て
内
容
を
読
み
取
り
や
す
く
す
る
た
め
の
テ
ン

に

関
す
る
項
目
で
あ
る
。

五
　
誤
読
を
防
ぐ
た
め
の
テ
ン
そ
の
他

　
後

は
、
誤
読
を
防
ぐ
た
め
の
応
急
手
当
的
な
テ
ン
と
、
読
み
の
問
や
強
調
な

ど
を
示
す
た
め
の
剰
余
的
な
テ
ン
に
関
す
る
項
目
を
並
べ
て
お
け
ば
よ
い
。
ま

ず
、
前
者
か
ら
。

　

H
の
ー
　
あ
る
か
か
り
成
分
が
、
す
ぐ
下
の
語
に
か
か
ら
ず
に
、
そ
れ
を
飛

　
　
び
越
え
て
さ
ら
に
下
の
語
に
か
か
る
場
合
は
、
そ
の
後
に
打
つ
。

　

こ
れ
に
は
、
連
体
的
か
か
り
成
分
の
場
合
と
、
連
用
的
か
か
り
成
分
の
場
合

と
が
あ
る
。

13
　
美

し
い
、
隣
町
の
少
女

14
　
彼

は
、
笑
い
な
が
ら
、
い
た
ず
ら
を
す
る
弟
を
見
て
い
た
。

　

H
の
2
　
対
等
の
関
係
で
並
ぶ
、
語
句
と
語
句
の
間
に
打
つ
。

　

こ
れ
に
は
、
名
詞
的
な
語
句
の
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
と
が
あ
る
。

15

　
そ
こ
に
、
鈴
木
、
小
川
、
田
中
の
三
人
が
立
っ
て
い
た
。
（
こ
の
場
合
、

　
「
鈴
木
」
の
先
頭
部
を
示
す
意
味
も
あ
っ
て
、
「
そ
こ
に
」
の
後
に
も
テ
ン
を

　
打
つ
。
）

16

　
私
は
、
日
本
の
首
都
、
東
京
で
生
ま
れ
た
。

17

　
と
び
は
、
高
く
、
悠
々
と
飛
ん
だ
。

　
い

わ
ゆ
る
重
文
と
言
わ
れ
る
も
の
の
、
節
と
節
の
間
の
テ
ン
も
、
こ
れ
に
準

ず

る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

H
の
3
　
会
話
文
や
引
用
文
を
用
い
る
場
合
、
次
の
よ
う
に
す
る
。

　
　

a
　
前
か
ぎ
に
前
接
す
る
か
か
り
成
分
（
C
～
A
の
段
階
に
か
か
わ
ら
ず
）

　
　
　
の
後
に
打
つ
。

18

　
彼
は
、
空
を
見
て
、
「
あ
っ
。
」
と
言
っ
た
。

　
　

b
　
後
か
ぎ
の
後
の
「
と
」
が
直
接
述
語
に
続
く
場
合
は
、
打
た
な
い
。
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し
か
し
、
何
ら
か
の
成
分
が
介
在
す
る
場
合
は
、
「
と
」
の
後
に
打
つ
。

19
　
彼
は
、
「
大
丈
夫
だ
よ
。
」
と
言
っ
た
。
／
彼
は
、
「
大
丈
夫
だ
よ
。
」
と
、

　
大
き
な
声
で
言
っ
た
。

　
　

c
　
か
ぎ
を
用
い
な
い
と
き
は
、
「
と
」
の
前
又
は
前
後
に
打
つ
。

20
　
早
く
晴
れ
れ
ば
い
い
の
に
な
、
と
思
っ
た
。
／
早
く
晴
れ
れ
ば
い
い
の
に

　
な
、
と
、
思
っ
た
。

　
H
の
4
　
語
の
区
切
れ
、
漢
数
字
の
位
取
り
な
ど
を
示
す
必
要
の
あ
る
と
き
、

　
　
打
つ
。

21
　
普
通
、
切
符
は
い
ら
な
い
。
（
「
普
通
切
符
」
と
読
ま
れ
る
の
を
防
ぐ
。
）

22
　
彼

と
、
私
の
両
親
（
「
（
彼
の
両
親
）
と
（
私
の
両
親
）
」
の
意
味
に
取
ら

　
れ
る
の
を
防
ぐ
。
）

23
　
そ
こ
に
は
、
人
が
十
二
、
三
人
い
た
。

24
　
　
一
、
三
五
二
（
縦
書
き
の
場
合
）

　
次

は
、
剰
余
的
な
テ
ン
に
関
す
る
も
の
。

　
皿

の

1
　
息
継
ぎ
や
読
み
の
間
を
示
す
た
め
に
打
つ
。

　
皿

の

2
　
強
調
を
示
す
た
め
に
打
つ
。

25
　
こ
れ
は
、
彼
の
、
作
品
で
す
。

　
た
だ
、
皿
の
ー
、
2
に
よ
る
テ
ン
は
、
論
理
的
要
求
と
関
係
な
く
、
文
中
の

あ
ら
ゆ
る
意
味
的
区
切
れ
目
で
用
い
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
多

用
す
る
と
、
せ
っ
か
く
ー
と
H
に
基
づ
い
て
筋
道
立
て
て
打
っ
て
き
た
テ
ン
の

意
味
が
無
化
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
理
論
的
な
文
章
で
は
、
乱
用
し
な

い

態
度
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

六
　
お
わ
り
に

日
本
語
の
文
で
用
い
る
テ
ン
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
い
ろ
い
ろ
の
意
味
あ

い

の

テ

ン

が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
は
っ
き
り
と
認
識
す
る
こ
と
が
大
切
で

あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
ら
を
等
し
並
み
に
扱
う
の
で
は
な
く
、
文
の
基
本

的
な
構
造
を
示
す
テ
ン
を
中
で
も
最
も
重
視
す
る
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
。

　
そ
の
意
味
か
ら
、
本
稿
で
は
、
テ
ン
の
打
ち
方
に
つ
い
て
、
文
の
基
本
的
な

構
造

を
示
し
て
文
の
内
容
を
把
握
し
や
す
く
す
る
テ
ン
（
1
の
系
列
）
を
基
本

に

す
え
、
そ
れ
に
、
誤
読
を
防
ぐ
た
め
の
応
急
手
当
的
な
テ
ン
（
H
の
系
列
）
、

読
み

の

間
な
ど
を
示
す
剰
余
的
な
テ
ン
（
皿
の
系
列
）
を
加
え
る
形
で
ま
と
め

て
み
た
。

　
日
本
語
で
は
、
皿
の
系
列
の
よ
う
な
テ
ン
が
あ
る
以
上
、
ど
ん
な
人
に
も
誤

り
な
く
画
一
的
な
テ
ン
の
打
ち
方
を
さ
せ
る
句
読
法
な
ど
始
め
か
ら
望
む
べ
く

も
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
1
と
H
の
系
列
の
テ
ン
に
限
っ

て
、
そ
の
使
い
方
を
粘
り
強
く
議
論
し
て
い
く
な
ら
、
広
く
一
定
の
共
通
理
解

に

達
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
可
能
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
え
て

こ
こ
に
拙
い
案
を
示
し
て
み
た
の
も
、
そ
の
た
た
き
台
に
な
れ
ば
と
思
っ
た
か

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
分
量
の
関
係
で
、
用
例
は
最
小
限
に
限
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
拙
案
に
よ

る
更
に
具
体
的
な
テ
ン
の
使
用
例
を
見
て
い
た
だ
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
の

…機
会
に
譲
り
た
い
と
思
う
。

注
ω
　
斎
賀
（
一
九
五
八
）
な
ど
。

②
　
杉
本
（
一
九
六
七
）
な
ど
。

③
　
以
前
、
筆
者
が
あ
る
研
究
会
で
句
読
法
に
つ
い
て
発
表
を
し
た
際
、
数

　
人
の

参
加
者
か

ら
、
自
分
だ
っ
た
ら
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
絶
対
に
テ
ン
を
打

　
た

な
い
と
猛
反
発
を
受
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
今
考
え
て
み
る
に
、
そ
の
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人
た

ち
は
、
テ
ン
を
打
つ
所
は
す
べ
て
読
む
と
き
息
を
継
が
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
所
と
考
え
て
い
る
人
た
ち
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

ω
　
も
ち
ろ
ん
、
「
夕
方
に
な
れ
ば
、
彼
は
、
帰
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
」
の
よ

　
う
な
打
ち
方
も
考
え
ら
れ
る
（
本
稿
の
案
の
ー
の
3
に
よ
る
場
合
）
。
こ

　
れ

で

は
テ
ン
が
多
す
ぎ
て
煩
墳
だ
と
考
え
て
、
便
宜
的
だ
が
、
「
夕
方
に

　
な
れ
ば
、
彼
は
帰
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
」
を
許
容
す
る
考
え
方
も
あ
り
得

　
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
本
稿
の
案
で
は
こ
れ
を
許
容
す
る
条
項
が

　
欠
け
て
い
る
。

⑤
　
稲
垣
（
一
九
八
九
）
。

⑥
　
三
上
（
一
九
五
三
）
。

m　
拙
稿
、
「
「
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