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一
、
は
じ
め
に

　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
世
界
で
は
、
構
造
化
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

（stru
ctu

rerd
 prog

ram
m

in
g

）
と
い
う
用
語
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
六
〇

年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ダ
イ
ク
ス
ト
ラ
ら
が
提
唱

し
た
も
の
で
、一
言
で
説
明
す
る
の
は
難
し
い
が
、あ
え
て
一
言
で
い
え
ば
「
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
す
る
と
き
、
処
理
を
小
さ
な
単
位
に
分
解
し
、
階
層
的
な
構

造
と
な
る
よ
う
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
す
る
こ
と）

1
（

」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ

う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、「
小
さ
な
単
位
」
が
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
で
あ
る
か

が
視
覚
的
に
分
か
り
や
す
く
書
か
れ
る
（
例
え
ば
、
括
弧
で
挟
む
、
字
下
げ
す

る
、beg

in

〜en
d

で
挟
む
な
ど
）。
ま
た
、プ
ロ
グ
ラ
ム
の
流
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
制
御
構
造
と
し
て
、
順
構
造
（
シ
ー
ケ
ン
ス
）、
分
岐
（
枝
分
か
れ
）、

繰
り
返
し
の
三
種
類
を
基
本
制
御
構
造
と
し
て
用
い
る
。
ま
た
、G

O
 T

O

文

は
原
則
と
し
て
使
用
し
な
い
。
こ
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
造

が
視
覚
的
に
捉
え
や
す
く
な
り
、ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
間
違
い
を
減
ら
せ
る
こ
と
、

ま
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
全
体
を
分
割
す
る
こ
と
で
、
多
人
数
で
分
担
し
て
プ
ロ
グ
ラ
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漢
文
の
訓
読
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
返
り
点
は
、
長
年
の
慣
習
と
伝
統
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
実
用
性
に
富
む
も
の
で
あ
る
が
、
現

代
的
な
観
点
で
み
る
と
必
ず
し
も
構
造
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
合
理
性
に
欠
け
る
面
が
あ
る
。
こ
の
点
を
補
う
た
め
、
返
り
点
記
号
の
一
種

と
し
て
丸
括
弧
を
導
入
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
丸
括
弧
内
の
文
字
列
は
、
丸
括
弧
外
の
文
字
列
と
の
関
係
に
お
い
て
は
一
文
字
と
し
て

扱
う
。
丸
括
弧
の
導
入
に
よ
り
、
一
二
点
・
上
下
点
な
ど
の
各
種
の
返
り
点
は
不
要
と
な
り
、
レ
点
の
み
で
用
が
足
り
る
。
ま
た
、
従
来

の
返
り
点
が
あ
く
ま
で
も
文
字
を
訓
読
す
る
順
序
を
示
す
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
括
弧
を
用
い
る
こ
と
で
構
文
が
捉
え
や
す
く

な
る
こ
と
を
示
す
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
漢
文
、
返
り
点
、
丸
括
弧
、
構
造
化
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ミ
ン
グ
を
行
い
や
す
く
な
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
構
造
化
に
対
応
し
て
い
な
か
っ
た
か
つ
て
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

言
語
（
例
え
ばF

O
R

T
R

A
N

66

）
で
は
、
条
件
に
よ
っ
て
枝
分
か
れ
す
る
よ

う
な
場
合
、
Ｉ
Ｆ
文
だ
け
で
な
く
各
手
続
き
の
末
尾
に
も
元
に
戻
る
た
め
の

G
O

 T
O

文
が
必
要
で
あ
っ
た
。
当
然
な
が
ら
こ
の
ジ
ャ
ン
プ
先
を
書
き
間
違

え
た
り
す
る
と
お
か
し
な
こ
と
に
な
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
大
規
模
に
な
れ
ば
な

る
ほ
ど
、G

O
 T

O

文
が
多
用
さ
れ
て
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
流
れ
を
追
う
の
は

非
常
に
や
っ
か
い
な
作
業
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
制
御
の
流
れ

が
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
様
子
か
ら
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
呼
ば
れ
る
。

　

さ
て
、
漢
文
の
返
り
点
に
つ
い
て
も
、
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ア
ナ

ロ
ジ
ー
が
成
り
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
日
用
い
ら
れ
て
い
る
様
々
な
返
り

点
は
、
基
本
的
に
は
「
訓
読
に
お
い
て
文
字
を
読
ん
で
い
く
順
序
を
示
す
た
め

の
記
号
」
で
あ
っ
て
、文
の
内
部
構
造
を
（
直
接
）
示
そ
う
と
し
て
は
い
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
た
め
に
初
学
者
に
と
っ
て
は
時
と
し
て
か
え
っ
て
分
か
り
に
く

さ
を
覚
え
る
場
面
が
あ
る
。
特
に
、
甲
乙
点
や
天
地
人
点
ま
で
用
い
ら
れ
て
い

る
漢
文
の
場
合
、
構
造
と
し
て
は
さ
ほ
ど
難
し
く
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
順

序
を
追
っ
て
い
る
だ
け
で
、
行
き
つ
戻
り
つ
、
混
乱
の
世
界
に
入
っ
て
く
る
。

　

本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
漢
文
」
に
対
す
る
解
決
策
と
し

て
、「
構
造
化
さ
れ
た
返
り
点
」
に
つ
い
て
考
え
る
。

二
、
訓
読
と
返
り
点

（
1
）
返
り
点
と
は

　

漢
文
は
中
国
の
古
典
語
で
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
。
当
初
は
お
そ
ら
く
、
こ

ん
に
ち
の
我
々
が
諸
外
国
語
に
接
す
る
と
き
の
よ
う
に
、
中
国
語
を
中
国
語
と

し
て
読
ん
で
理
解
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
や
が
て
こ
れ
を
日
本
語
（
現
代
か

ら
見
れ
ば
日
本
語
の
古
文
）
に
翻
訳
し
て
読
ん
で
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

た
だ
、
他
の
外
国
語
と
異
な
る
の
は
、
漢
字
文
化
そ
の
も
の
が
日
本
に
流
入
し

て
い
た
点
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
漢
字
語
を
原
語
に
近
く
発
音
し
た
音
読
み
だ

け
で
な
く
、
同
じ
意
味
を
持
つ
固
有
の
日
本
語
で
読
む
訓
読
み
も
用
い
て
、
漢

字
語
は
日
本
語
の
語
彙
の
一
部
分
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
メ
リ
ッ

ト
を
活
か
し
て
、
漢
文
を
翻
訳
す
る
際
に
も
、
英
文
和
訳
の
よ
う
に
丸
ご
と
訳

し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
原
文
の
表
記
を
極
力
活
か
し
、
そ
の
文
字
の
周
囲

に
、
読
み
方
を
示
す
心
覚
え
と
な
る
送
り
仮
名
な
ど
を
付
し
て
読
む
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
た
、
中
国
語
は
英
語
や
ド
イ
ツ
語
な
ど
と
同
じ
く
基
本
的
に
Ｓ
Ｖ

Ｏ
（I love you

.

＝
我
愛
爾
）
の
語
順
で
あ
り
、
一
方
日
本
語
は
朝
鮮
語
や
モ

ン
ゴ
ル
語
な
ど
と
同
じ
く
Ｓ
Ｏ
Ｖ
で
あ
る
た
め
、
読
む
順
序
を
入
れ
替
え
る
必

要
が
生
じ
る
。
こ
の
た
め
、
原
文
の
文
字
の
周
囲
に
、
語
順
を
示
す
記
号
等
を

書
き
込
む
よ
う
に
な
っ
た）

2
（

。
こ
れ
が
返
り
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
号
法
や
読

み
方
は
、
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
て
あ
る
程
度
統
一
さ
れ
、
体
系
的
な
訓
読
法

と
な
っ
た
。

　

朝
鮮
や
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
、
中
国
周
辺
の
諸
外
国
に
お
い
て
も
、
訓
読
に
類
す
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る
試
み
は
行
わ
れ
た
が
、
日
本
ほ
ど
体
系
的
な
も
の
に
は
育
た
な
か
っ
た）

3
（

。
例

え
ば
現
在
の
韓
国
（
お
そ
ら
く
北
朝
鮮
で
も
）
で
は
、
漢
文
は
上
か
ら
下
へ
音

読
み
（
朝
鮮
語
の
漢
字
音
で
）
し
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
助
詞
や
送
り
仮
名
に
相

当
す
る
語
を
挿
入
す
る
が
、
日
本
語
の
よ
う
に
ひ
っ
く
り
返
っ
て
読
む
よ
う
な

こ
と
は
し
な
い
。
参
考
書
に
よ
っ
て
は
、
漢
字
の
横
に
読
む
順
序
が
小
さ
く
ア

ラ
ビ
ア
数
字
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
漢
文
を

朝
鮮
語
に
翻
訳
す
る
上
で
の
、
理
解
の
参
考
の
た
め
で
あ
り
、
読
む
と
き
は
上

か
ら
ひ
っ
く
り
返
ら
ず
に
読
む
。
我
が
国
の
訓
読
法
は
、
そ
れ
が
一
つ
の
体
系

を
な
す
ま
で
に
完
成
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
他
の
地
域
に
見
ら
れ
な
い
ユ

ニ
ー
ク
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
2
）
現
行
の
返
り
点
の
基
本
的
な
ル
ー
ル

　

今
日
広
く
用
い
ら
れ
、
学
校
教
育
で
も
教
え
ら
れ
て
い
る
返
り
点
は
、
江
戸

時
代
ま
で
に
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
（
個
人
に
よ
り
若
干
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

が
あ
っ
た
）
に
基
づ
い
て
、
明
治
時
代
に
体
系
化
し
統
一
し
た
も
の
で
あ
る）

4
（

。

以
下
に
要
点
を
ま
と
め
る
。

一
、
レ
点

　

レ
点
が
付
さ
れ
た
文
字
は）

5
（

、
そ
の
直
下
の
文
字
を
読
ん
だ
次
に
読
む
こ
と
を

示
す
。

知
レ

彼
知
レ

己
、
百
戦
不
レ

殆
。（
彼
を
知
り
己
を
知
れ
ば
、
百
戦
殆あ
や

ふ
か

ら
ず
。）

　

連
続
し
て
使
う
こ
と
も
で
き
る
。

父
母
之
年
、
不
レ

可
レ

不
レ

知
也
。（
父
母
の
年
は
、
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ

る
な
り
。）

二
、
一
二
点

　

隣
接
し
て
い
な
い
文
字
へ
返
る
際
に
用
い
る
。
順
序
と
し
て
は
、
何
も
記
号

が
付
い
て
い
な
い
文
字
を
読
ん
で
い
き
、「
一
」
の
付
い
た
文
字
に
当
た
っ
た

ら
そ
れ
を
読
み
、
次
に
「
二
」
の
付
い
た
文
字
を
読
む
。
さ
ら
に
返
る
場
合
は

一
↓
二
↓
三
↓
四
↓
…
と
続
け
る
こ
と
も
で
き
る（
名
称
は
一
二
点
の
ま
ま
）。

Ａ
Ｂ
二

Ｃ
Ｄ
Ｅ
一

（
順
序　

Ａ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｂ
）

Ａ
三

Ｂ
Ｃ
二

Ｄ
レ

Ｅ
Ｆ
一

Ｇ
（
順
序　

Ｂ
Ｅ
Ｄ
Ｆ
Ｃ
Ａ
Ｇ
）

三
、
上
下
点

　

一
二
点
を
挟
ん
で
返
る
際
に
用
い
る
（
レ
点
で
つ
な
が
れ
た
文
字
列
だ
け
を

挟
ん
で
返
る
場
合
は
一
二
点
を
用
い
る
）。

　

こ
の
際
、
挟
ま
れ
た
一
二
点
は
、「
上
」
点
と
「
下
」
点
で
囲
ま
れ
る
範
囲

の
中
で
完
全
に
終
結
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ａ
下

Ｂ
Ｃ
三

Ｄ
Ｅ
Ｆ
二

Ｇ
Ｈ
一

Ｉ
上 

（
順
序　

Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｇ
Ｈ
Ｆ
Ｃ
Ｉ
Ａ
）

　

こ
の
場
合
、
一
↓
二
↓
三
と
い
う
流
れ
が
上
↓
下
の
中
に
完
全
に
収
ま
っ
て

い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
一
二
点
の
返
り
先
が
「
下
」
点
を
飛
び
越
え
る
こ
と

よ
う
な
読
み
方
は
許
さ
れ
な
い
。

　

さ
ら
に
続
け
た
い
と
き
は
、
三
文
字
で
あ
れ
ば
「
中
」
点
を
導
入
し
て
、
上

↓
中
↓
下
と
す
る
（
上
中
下
点
）。
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Ａ
下

Ｂ
Ｃ
レ

Ｄ
Ｅ
二

Ｆ
Ｇ
一レ

Ｈ
Ｉ
中
Ｊ
Ｋ
上

Ｌ

　
　
　
（
順
序　

Ｂ
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｈ
Ｇ
Ｅ
Ｊ
Ｋ
Ｉ
Ａ
Ｌ
）

　

四
文
字
以
上
に
な
る
場
合
は
、
上
中
下
で
は
足
り
な
い
の
で
、
次
の
甲
乙
丙

点
を
用
い
る
。

四
、
甲
乙
丙
点

　
　

次
の
二
通
り
の
用
い
方
が
あ
る
。

　

一
、
上
下
点
を
挟
ん
で
返
る
と
き
。

　

二
、
一
二
点
を
挟
ん
で
四
文
字
以
上
返
る
と
き
。

　

関
わ
る
文
字
が
二
文
字
の
場
合
は
甲
↓
乙
、
三
文
字
以
上
に
な
る
と
き
は
甲

↓
乙
↓
丙
↓
丁
↓
…
と
最
大
限
一
〇
文
字
ま
で
使
え
る）

6
（

。

　

な
お
、
第
二
の
用
法
で
甲
乙
丙
点
を
使
用
し
た
後
、
そ
れ
を
挟
ん
で
さ
ら
に

返
り
点
を
打
ち
た
い
と
き
は
、ま
だ
使
っ
て
い
な
か
っ
た
上
下
点（
上
中
下
点
）

を
用
い
る
。

五
、
天
地
人
点

　

甲
乙
丙
点
を
挟
ん
で
さ
ら
に
返
る
際
に
用
い
る
。二
文
字
の
場
合
は
天
↓
地
、

三
文
字
の
場
合
は
天
↓
地
↓
人
と
す
る
。

　
「
漢
文
教
授
ニ
關
ス
ル
調
査
報
告
」
に
は
、
天
地
人
点
ま
で
使
用
す
る
文
と

し
て
次
の
よ
う
な
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）

7
（

。

使
人メ
バ

籍
ヲ
シ
テ

誠
ニ

不
乙

以
下テ

畜や
し
な二ヒ

妻
子
一ヲ

憂う
れ

中フ
ル
ヲ

飢き

寒か
ん

上ヲ

乱
甲サ
レ

心
ヲ

、
有
二リ
テ

銭せ
ん

財ざ
い

一

以
テ

済な
地サ

医
薬
天ヲ

、

（
籍
を
し
て
誠
に
妻
子
を
畜
ひ
飢
寒
を
憂
ふ
る
を
以
て
心
を
乱
さ
ず
、
銭
財
有

り
て
以
て
医
薬
を
済
さ
し
め
ば
…
）

　

籍
は
張
籍
と
い
う
人
名
。
こ
れ
は
韓
愈
の
書
い
た
文
で
、
訳
す
な
ら
、「
張

籍
が
妻
子
の
世
話
や
飢
え
・
寒
さ
の
心
配
で
心
を
乱
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し

て
く
れ
る
な
ら
、
そ
し
て
ま
た
、
彼
に
お
金
や
財
産
が
あ
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て

医
者
に
か
か
り
薬
を
買
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
く
れ
る
な
ら
ば
…
」
と

い
っ
た
意
味
で
あ
る
。

六
、
乾
坤
点

　

天
地
人
点
を
挟
ん
で
さ
ら
に
返
る
際
に
用
い
る
ら
し
い）

8
（

。

七
、
ハ
イ
フ
ン

　

二
字
の
熟
語
に
返
る
際
に
、
二
点
の
横
に
短
い
縦
棒
を
打
つ
こ
と
が
あ
る
。

名
称
は
一
定
し
て
お
ら
ず
、文
献
に
よ
り
「
縦
棒
」「
竪
点
」「
ハ
イ
フ
ン
」「
連

結
符
号
」
な
ど
と
様
々
に
呼
ば
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
漢
文
に
慣
れ
て
い
な
い

人
向
け
の
親
切
な
符
号
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お

り
、
実
際
に
は
使
わ
れ
な
い
こ
と
も
多
く
、「
漢
文
教
授
ニ
關
ス
ル
調
査
報
告
」

に
も
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
今
日
の
教
科
書
で
は
必
要
な
場
合
は
必
ず

打
っ
て
あ
る
。

欲
三

取
―二

捨
之
一　

之
を
取
捨
せ
ん
と
欲
す

（
昔
の
書
き
方　

欲
三

取
二

捨
之
一

）
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（
3
）
現
行
の
返
り
点
法
の
問
題
点

　

現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
返
り
点
に
は
、
必
ず
し
も
論
理
的
で
な
い
と
こ
ろ
が

見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　

返
り
点
の
非
論
理
性
を
指
摘
し
た
数
少
な
い
文
献
の
一
つ
と
し
て
、
古
田
島

は
、
次
の
一
〜
四
点
を
指
摘
し
て
い
る）

9
（

。
こ
こ
で
は
そ
れ
に
若
干
追
加
し
て
指

摘
し
た
い
。

一　

符
号
の
種
類
の
非
論
理
性

　

一
二
点
の
次
が
上
下
点
、
そ
の
次
が
甲
乙
点
…
で
あ
る
必
然
性
が
な
い
。
天

地
人
の
代
わ
り
に
松
竹
梅
で
は
い
け
な
い
の
か
。
要
す
る
に
、
単
な
る
慣
習
と

し
て
こ
れ
ら
の
文
字
列
が
記
号
と
し
て
選
ば
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。

二　

符
号
の
数
の
非
論
理
性

　

一
二
点
は
必
要
が
あ
れ
ば
三
・
四
・
五
…
と
無
限
に
続
け
ら
れ
る
が
、
上
中

下
は
三
つ
ま
で
、
甲
乙
丙
は
十
ま
で
（
十
二
支
ま
で
続
く
と
い
う
説
に
従
え
ば

二
十
二
）、
天
地
人
は
三
つ
、
乾
坤
は
二
つ
（
元
亨
利
貞
点
な
ら
四
つ
）
と
、

全
く
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
た
ま
た
ま
採
用
し
た
文
字
（
例
え
ば
十
干
）
に
込

め
ら
れ
て
い
る
思
想
が
反
映
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

三　

返
り
点
は
足
り
る
の
か

　

一
二
点
を
挟
ん
で
四
文
字
以
上
を
つ
な
い
で
返
る
と
き
に
は
、
本
来
の
上
中

下
点
で
は
足
り
な
い
の
で
甲
乙
丙
丁
を
用
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、

甲
乙
点
を
既
に
使
っ
て
い
る
文
で
、
甲
乙
点
を
挟
ん
で
五
文
字
以
上
を
つ
な
い

で
返
る
場
合
、
天
地
人
点
で
も
元
亨
利
貞
点
で
も
足
り
な
い
が
、
ど
う
し
た
ら

い
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
天
地
人
点
、
さ
ら
に
は
乾
坤
点
（
元
亨
利
貞
点
）
を
挟
ん
で
返
り
た

い
と
き
は
ど
う
す
る
の
か
。

四　

例
外
措
置

　

イ　

動
詞
が
二
字
以
上
の
場
合
は
ハ
イ
フ
ン
が
付
く
の
で
、
例
え
ば
「
欲
三

取
―二

捨
之
一

」
で
は
、「
二
が
付
さ
れ
た
文
字
（
取
）
を
読
ん
で
、
次
に
三
が
付

さ
れ
た
文
字
（
欲
）
を
読
む
」
と
い
う
ル
ー
ル
を
破
っ
て
い
る
。
三
文
字
の
場

合
も
同
様
（
例
：
欲
三

奴 

―二

僕
―

視
之
一

＝
之
を
奴
僕
視
せ
ん
と
欲
す
）。

　

ロ　

一
二
点
で
は
一
↓
二
↓
三
…
と
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
く
の
だ
が
、
動
詞
が

四
字
の
場
合
に
限
っ
て
、
二
よ
り
下
に
三
が
位
置
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

（
例
：
欲
四

取
―二

捨
斟
―三

酌
之
一

＝
之
を
取
捨
斟
酌
せ
ん
と
欲
す
）。

　

ハ　

上
下
点
を
使
う
べ
き
場
所
で
四
文
字
以
上
つ
な
い
で
返
る
場
合
に
甲
乙

点
を
用
い
る
例
（
前
項
三
）

　

以
上
は
返
り
点
を
付
す
作
業
そ
の
も
の
に
関
わ
る
、
い
わ
ば
本
質
的
な
問
題

点
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
学
習
上
の
問
題
点
を
若
干
追
加
し
て
お
く
。

五　

並
列
関
係
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
上
下
の
階
層
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る

　
　
　

不
下

為
二

児
孫
一

買
中

美
田
上 

（
児
孫
の
為
に
美
田
を
買
は
ず
）　　

　

西
郷
隆
盛
の
有
名
な
言
葉
で
あ
る
が
、
冒
頭
の
「
不
」
は
「
児
孫
の
為
に
美
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田
を
買
ふ
」
こ
と
全
体
を
否
定
し
て
い
る
。「
児
孫
の
為
に
美
田
を
買
ふ
」
を

漢
文
で
書
く
と
、「
為
二

児
孫
一

買
二

美
田
一

」
と
な
り
、
二
組
の
一
二
点
が
並
立

す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
「
不
」
を
付
け
る
と
、
後
半
の
一
二
点
の
み
が
上

中
下
点
に
「
昇
格
」
す
る
。

　

返
り
点
は
も
と
も
と
「
文
字
」
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
ど
う
い
う

順
序
で
読
ん
で
い
く
か
（
だ
け
）
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
文
全
体
の
構
造
を

表
そ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
立
場
に
立
つ
限
り
、
読
む
文
字
を

一
つ
一
つ
矢
印
で
結
ん
で
い
っ
た
と
す
れ
ば
、「
孫
↓
為
」「
田
↓
買
↓
不
」
と

い
う
逆
行
（
下
か
ら
上
へ
）
の
ラ
イ
ン
が
二
組
存
在
し
、
か
つ
一
方
が
他
方
の

外
側
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
外
側
の
ほ
う
に
は
一
段
階
上
位
の
記

号
を
使
う
の
は
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、学
習
者
の
意
識
と
し
て
、

Ｓ
Ｖ
Ｏ
の
形
の
文
が
出
て
く
る
と
、
Ｓ
Ｖ
二

Ｏ
一

の
よ
う
に
点
が
付
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
多
い
以
上
、
返
り
点
を
読
み
な
が
ら
同
時
に
構
文
を
捉
え
る
意
識
が
働

く
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
し
、
ま
た
、
実
際
問
題
と
し
て
も
、
返
り
点
に
従
っ

て
一
字
一
字
読
ん
で
い
く
よ
り
、
上
か
ら
読
み
下
し
て
い
き
な
が
ら
文
の
構
造

を
把
握
し（
い
わ
ゆ
る
直
読
直
解
）、返
り
点
に
従
っ
た
読
み
方（
書
き
下
し
文
）

は
必
要
が
あ
れ
ば
直
せ
ば
良
い
。
そ
の
ほ
う
が
読
解
に
要
す
る
時
間
も
短
く
て

済
む
こ
と
が
多
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
構
文
を
把
握
し
な
が
ら
読
む
上
で
不
自

然
さ
の
少
な
い
点
を
打
つ
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
そ
の
ほ
う
が
望
ま
し
い
と

は
い
え
ま
い
か
。

六
、
目
的
語
が
一
文
字
か
二
文
字
以
上
か
で
記
号
が
変
わ
る

　

参
考
書
な
ど
で
重
要
構
文
を
学
ぶ
場
合
、
語
句
を
一
般
的
に
ダ
ッ
シ
ュ
や
英

字
な
ど
で
示
す
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
否
定
と
受
身
か
ら
一
つ
ず
つ
例
を
挙

げ
る
と
、不

二

―
一　
　

あ
る
い
は　
　

不
二

Ａ
一

為
三

Ａ
所
二

―
一　
　

あ
る
い
は　
　

為
三

Ａ
所
二

Ｂ
一

と
い
っ
た
類
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
文
章
で
用
い
ら
れ
る
返
り
点
は
、
当

然
な
が
ら
文
中
の
語
の
字
数
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。

不
レ

滅
先
即
制
レ

人
、
後
即
為
二

人
所
一レ

制
。

（
先
ん
ず
れ
ば
即
ち
人
を
制
し
、後
る
れ
ば
即
ち
人
の
制
す
る
所
と
為
る
）

　

こ
の
よ
う
な
、
一
見
些
細
な
こ
と
で
も
、
初
学
者
に
は
つ
ま
ず
き
の
元
と
な

る
場
合
も
あ
る
。

七
、
そ
の
他

　

一
二
点
、
甲
乙
点
、
そ
の
他
は
「
一
↓
二
（
必
要
な
ら
ば
↓
三
…
）」「
甲
↓

乙
（
↓
必
要
な
ら
ば
丙
…
）」
の
よ
う
に
伸
び
て
い
く
の
に
対
し
、
上
下
点
の

み
は
「
上
↓
中
（
必
要
な
ら
ば
↓
下
）」
で
は
な
く
、
ま
ず
「
上
↓
下
」
で
あ

る
こ
と
。

　

こ
れ
は
、
そ
の
ほ
う
が
言
語
感
覚
と
し
て
自
然
（
仮
に
他
の
返
り
点
に
な
ら

い
「
上
↓
中
」
で
止
め
る
と
か
え
っ
て
不
自
然
）
だ
か
ら
そ
う
な
っ
て
い
る
の

で
あ
り
、
問
題
点
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
不
統
一

と
い
え
ば
不
統
一
で
あ
る
。

　

以
上
、
現
行
の
返
り
点
が
持
つ
問
題
点
に
つ
い
て
七
項
目
挙
げ
た
。
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こ
れ
ら
に
つ
い
て
言
及
し
た
文
献
は
、
古
田
島
洋
介
氏
の
一
連
の
著
作
を
除

き
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
も
と
も
と
返
り
点
は
人
が
目
で
見

て
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
の
便
法
に
過
ぎ
な
か
っ
た
た
め
、
さ
ほ
ど
問
題
に

な
ら
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
、
前
述
の
ハ
イ
フ
ン
に
つ
い
て
も
、
現
在
よ
り
も
漢
文
に
親
し
む
時

間
が
多
か
っ
た
往
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
、「
欲
三

取
二

捨
之
一

」
と
書
か
れ
て
い

れ
ば
、「
取
捨
」
の
二
文
字
を
見
て
た
だ
ち
に
こ
れ
ら
が
熟
語
で
あ
る
こ
と
が

目
に
入
り
、
自
然
と
「
之
を
取
捨
せ
ん
と
欲
す
」
と
読
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
こ
れ
を
初
め
と
し
て
動
詞
が
二
字
以
上
の
場
合
に
ハ
イ
フ
ン
を
用
い
た
表

記
が
例
外
的
措
置
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
逆
に
い
え
ば
、
古
代
中
国

語
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
の
動
詞
が
一
文
字
で
あ
っ
た
た
め
、
基
本
的
に
は
一

文
字
動
詞
の
文
に
の
み
対
応
す
れ
ば
良
く
、
二
文
字
以
上
の
場
合
は
例
外
と
し

て
臨
機
応
変
に
対
応
し
て
い
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
今
日
の
中
学
・
高
校
の
よ
う
に
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
漢
文
を
教

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
ま
た
理
詰
め
で
ル
ー
ル
を
理
解
し
て
捉
え
、
読

み
方
を
会
得
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
学
習
者
の
場
合
、
現
行
の
返
り
点
法

が
持
つ
非
論
理
性
が
、学
び
に
く
さ
を
も
た
ら
す
要
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

ま
た
、
返
り
点
を
自
動
処
理
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
す
る
場

合
、
文
頭
か
ら
一
文
字
ず
つ
、
漢
字
・
振
り
仮
名
・
送
り
仮
名
・
返
り
点
を
ス

キ
ャ
ン
（
物
理
的
に
ス
キ
ャ
ナ
と
Ｏ
Ｃ
Ｒ
を
使
う
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
一

文
字
ず
つ
読
み
込
ん
で
処
理
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で
）
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
が
、
返
り
点
の
非
論
理
性
や
例
外
的
な
扱
い
の
全
て
に
正
し
く
対

応
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
は
非
常
に
複
雑
な
も
の
に
な
ら
ざ

る
を
得
ま
い
。

　

返
り
点
の
体
系
を
今
日
の
視
点
か
ら
全
体
と
し
て
捉
え
る
と
、
厳
し
い
言
い

方
を
す
れ
ば
、
あ
る
意
味
で
ご
都
合
主
義
的
な
面
が
あ
る
。
そ
れ
で
こ
れ
ま
で

う
ま
く
い
っ
て
い
た
の
は
、
た
ま
た
ま
運
が
良
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
現
在
の

ル
ー
ル
だ
け
で
ど
ん
な
漢
文
も
絶
対
に
正
し
く
返
り
点
が
打
て
る
と
い
う
保
証

は
な
い
。

　

な
お
念
の
た
め
申
し
添
え
る
が
、
返
り
点
は
歴
史
の
中
で
試
行
錯
誤
を
重
ね

て
少
し
ず
つ
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
最
初
か
ら
返
り
点
の
記
号

法
の
体
系
を
全
体
的
に
考
え
て
作
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ

が
必
ず
し
も
論
理
的
で
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
い
さ
さ
か
も
そ
の
価
値
を
減
じ

る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
だ
け
の
簡
単
な
記
号
と
仮
名
を
付
け
る
だ
け

で
外
国
語
の
文
章
が
日
本
語
に
化
け
て
し
ま
う
と
い
う
工
夫
は
、
日
本
語
と
中

国
語
の
両
者
の
特
性
を
活
か
し
た
偉
大
な
発
明
と
呼
ん
で
も
良
い
で
あ
ろ
う
。

三
、
丸
括
弧
の
導
入

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
返
り
点
の
問
題
点
の
背
景
と
し
て
、「
あ
く
ま
で
も
文

字
レ
ベ
ル
で
の
順
序
表
示
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
文
字
列
を
ま
と
め
る
と
い

う
発
想
が
欠
け
て
い
る
（
あ
る
い
は
そ
れ
を
避
け
て
い
る
）
こ
と
」
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る
範
囲
の
文
字
列
を
ま
と
め
て
一

つ
の
塊
の
よ
う
に
扱
う
表
記
法
を
考
え
れ
ば
、
問
題
点
の
一
部
、
特
に
熟
語
に

関
わ
る
ハ
イ
フ
ン
が
ら
み
の
例
外
は
回
避
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
非
論
理
性
を
も
た
ら
し
て
い
る
背
景
に
は
、
記
号
に
使
用
し
て
い
る
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文
字
列
（「
一
二
三
」「
上
中
下
」「
甲
乙
丙
丁
」
な
ど
）
の
選
択
が
恣
意
的
で

あ
り
、
か
つ
数
字
を
除
い
て
は
有
限
（
上
中
下
な
ら
三
、
甲
乙
…
な
ら
十
）
だ

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
よ
り
普
遍
的
で
、
必
要
が
あ
る
限
り
い

く
ら
で
も
追
加
で
き
る
記
号
体
系
に
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

江
戸
時
代
の
文
献
で
は
、
返
り
点
の
ル
ー
ル
が
現
在
よ
り
も
ゆ
る
や
か
で
、

今
日
で
は
誤
り
と
さ
れ
る
返
り
点
の
打
ち
方
も
見
ら
れ
る）

10
（

。
例
え
ば

　
　

登
レ

竜
―

門　
　
　

現
在
な
ら
登
二

竜
門
一

（
竜
門
に
登
る
）

　
　

欲
レ

師
―二

事
之
一　
　

現
在
な
ら
欲
三

師
―二

事
之
一

（
之
に
師
事
せ
ん
と
欲
す
）

　

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
ハ
イ
フ
ン
で
つ
な
が
れ
た
二
文
字
を
あ
た
か
も
一
文

字
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
っ
て
、
レ
点
で
上
に
返
し
て
い
る
。
今
日
の
用
法
で

は
こ
れ
ら
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
ハ
イ
フ
ン
の
代
わ
り
に
括
弧
を
導
入
し

た
ら
同
様
の
扱
い
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
て
、
筆
者
は
、
返
り
点
を
構
造
化
し
た
記
号
と
し
て
の
丸

括
弧
（
以
下
単
に
丸
括
弧
と
呼
ぶ
）
の
導
入
を
提
唱
し
て
き
た）

11
（

。

（
1
）
従
来
の
記
号
を
丸
括
弧
に
置
き
換
え
る

　

ま
ず
は
、
こ
れ
ま
で
用
い
ら
れ
て
き
た
返
り
点
を
実
際
に
丸
括
弧
に
置
き
換

え
て
み
よ
う
。

一
、
レ
点

　

こ
れ
は
今
ま
で
と
同
様
に
打
つ
。

二
、
一
二
点

　

こ
れ
は
、先
に
読
む
部
分
を
丸
括
弧
に
入
れ
て
ひ
と
ま
と
ま
り
と
し
て
扱
い
、

返
り
点
と
し
て
は
レ
点
を
使
用
す
る
。（
以
下
、
従
来
表
記
↓
丸
括
弧
表
記
、

の
順
で
示
す
）

　

○
二

一　
　

↓　
　

○
レ

（

）

　

百
聞
不
レ

如
二

一
見
一　
　

↓　
　

百
聞
不
レ

如
レ

（
一
見
）

　

○
三

△
二

一

　

ま
ず
三
点
の
付
い
た
文
字
○
に
対
し
て
、
そ
の
前
に
読
む
文
字
全
体
を
括
弧

に
入
れ
る
と
、
○
レ

（

△
二

一

）
と
な
り
、
さ
ら
に
括
弧
の
中

に
あ
る
一
二
点
を
同
様
に
丸
括
弧
に
置
き
換
え
る
と
、
最
終
的
に
は

　
　
　

↓　

○
レ

（

△
レ

（

））　

と
な
る
。

　

天
帝
使
三

我
長
二

百
獣
一

（
天
帝
我
を
し
て
百
獣
に
長
た
ら
し
む
）
↓

　
　
　

天
帝
使
レ

（
我
長
レ

（
百
獣
））

三
、
上
下
点

　

一
二
点
と
同
じ
要
領
。

　

不
下

以
二

千
里
一

称
上

也　
　

↓　
　

不
レ

（
以
レ

（
千
里
）
称
）
也

四
、
甲
乙
点
、
天
地
人
点
な
ど

　

こ
れ
ら
も
全
く
同
様
に
、
下
側
の
文
字
列
を
丸
括
弧
に
入
れ
て
レ
点
で
返
せ

ば
良
い
。
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五
、
ハ
イ
フ
ン
関
係

　

ハ
イ
フ
ン
で
つ
な
が
れ
た
熟
語
を
括
弧
に
入
れ
、下
に
レ
点
を
置
く
。
な
お
、

一
番
目
の
例
は
比
較
の
た
め
に
示
し
た
、
ハ
イ
フ
ン
の
な
い
も
の
。

　
　

欲
レ

取
レ

之 　
　

↓　
　

欲
レ

取
レ

之　
　
（
そ
の
ま
ま
）

　
　

欲
三

取
―二

捨
之
一　
　

↓　
　

欲
レ

（
取
捨
）
レ

之

　
　

欲
三

奴
―二

僕
―

視
之
一　
　

↓　
　

欲
レ

（
奴
僕
視
）
レ

之

　
　

欲
四

取
―二

捨
斟
―三

酌
之
一　
　

↓　
　

欲
レ

（
取
捨
斟
酌
）
レ

之

　

こ
の
よ
う
に
、
述
語
動
詞
全
体
が
丸
括
弧
に
入
っ
て
お
り
、
文
の
構
造
が
分

か
り
や
す
く
な
る
。
ま
た
、
従
来
の
方
式
で
は
、
述
語
動
詞
の
字
数
に
よ
っ
て

付
さ
れ
る
返
り
点
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
括
弧
を
用
い
れ
ば
い
ず
れ
も
同
じ

構
造
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
表
れ
て
い
る
。
従
来
の
方
法
よ
り
自
然
な
表
記
法

と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

六
、
一
レ
点
な
ど

　
　

後
即
為
二

人
所
一レ

制　
　

↓　
　

後
即
為
レ

（
人
所
レ

制
）

　

こ
れ
な
ど
、為

（

と
為
る
）の
目
的
語
全
体
が
丸
括
弧
に
入
っ

て
い
る
の
で
、
構
造
が
分
か
り
や
す
い
。
従
来
の
字
と
字
を
結
ぶ
だ
け
の
記
号

で
は
、
目
的
語
の
途
中
で
あ
る
「
所
」
に
一
点
を
打
た
ざ
る
を
得
な
い
。

　

複
雑
な
ケ
ー
ス
と
し
て
、
甲
乙
点
ま
で
使
う
例
、
お
よ
び
天
地
人
点
ま
で
使

う
例
を
丸
括
弧
式
に
置
き
換
え
て
み
よ
う
。

　

君
子
ハ

不
乙

以
下テ

其
ノ

所
―二

以
ノ

養
一フレ

人
ヲ

者
上ヲ

害
甲セ
レ

人
ヲ

。

（
君
子
は
其
の
人
を
養
ふ
所
以
の
者
を
以
て
人
を
害
せ
ず
）
＝
土
地
は
人
間
を

養
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
は
ず
。
君
子
は
土
地
の
た
め
に
争
っ
て
人
を
傷
つ
け

る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。

　
　

↓　

君
子
不
レ

（
以
レ

（
其
（
所
以
）
レ

（
養
レ

人
）
者
）
害
レ

人
）。

　
　

使
人メ
バ

籍
ヲ
シ
テ

誠
ニ

不
乙

以
下テ

畜や
し
な二ヒ

妻
子
一ヲ

憂う
れ

中フ
ル
ヲ

飢き

寒か
ん

上ヲ

乱
甲サ
レ

心
ヲ

、
有
二リ
テ

　
　

銭せ
ん

財ざ
い

一

以
テ

済な
地サ

医
薬
天ヲ

、

　
　

 

↓　
　

使
レ

（
籍
誠
不
レ

（
以
レ

（
畜
レ

（
妻
子
）
憂
レ

（
飢
寒
））
乱
レ

心
）、

有
レ

（
銭
財
）
以
済
レ

（
医
薬
））、

　

こ
れ
だ
け
丸
括
弧
が
増
え
る
と
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
言
語
Ｌ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
を
思
わ

せ
る
も
の
が
あ
り
、
括
弧
の
対
応
関
係
を
明
示
し
て
く
れ
る
機
能
を
持
つ
テ
キ

ス
ト
エ
デ
ィ
タ
を
使
い
た
く
な
る
。
必
要
が
あ
れ
ば
、
数
式
の
よ
う
に
最
も
内

側
か
ら
〔
｛
（　
　

）
｝
〕
の
順
序
で
繰
り
返
す
の
も
一
法
で
あ
ろ
う
。

　
　

↓　
　

君
子
不
レ

〔
以
レ

｛
其
（
所
以
）
レ

（
養
レ

人
）
者
｝
害
レ

人
〕。

　
　

↓　
　

使
レ

（
籍
誠
不
レ

〔
以
レ

｛
畜
レ

（
妻
子
）
憂
レ

（
飢
寒
）｝
乱
レ

心
〕、

　
　

有
レ

（
銭
財
）
以
済
レ

（
医
薬
））、

　

こ
の
要
領
で
、
従
来
の
返
り
点
は
全
て
レ
点
と
丸
括
弧
に
置
き
換
え
る
こ
と

が
で
き
る）

12
（

。

（
2
）
丸
括
弧
式
の
返
り
点
を
付
け
ら
れ
た
漢
文
の
読
み
方

一
、
上
か
ら
下
へ
順
に
読
ん
で
い
く
。

二
、 

レ
点
は
従
来
と
同
様
に
、
レ
点
の
下
の
文
字
（
ま
た
は
丸
括
弧
内
の
文
字
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列
）
を
先
に
読
み
、
そ
の
後
で
レ
点
の
上
の
文
字
（
ま
た
は
丸
括
弧
内
の

文
字
列
）
を
読
む
。

三
、 
し
た
が
っ
て
、
丸
括
弧
で
囲
ま
れ
た
文
字
列
は
、
そ
の
部
分
の
外
側
に
対

し
て
は
、
あ
た
か
も
一
文
字
で
あ
る
か
の
よ
う
に
働
く
。
ま
た
、
返
り
点

と
し
て
は
レ
点
の
み
使
用
す
る
。

四
、 

丸
括
弧
の
中
に
さ
ら
に
レ
点
や
丸
括
弧
が
あ
る
場
合
は
、
今
の
ル
ー
ル
を

同
様
に
繰
り
返
す
。

（
3
）
従
来
の
方
式
の
問
題
点
は
ど
う
な
る
か

　

丸
括
弧
式
に
お
い
て
は
、
前
述
の
「
現
行
の
返
り
点
法
の
問
題
点
」
は
ど
う

な
る
か
み
て
み
よ
う
。

一　

符
号
の
種
類
の
非
論
理
性

　

そ
も
そ
も
丸
括
弧
の
一
種
類
し
か
使
っ
て
い
な
い
の
で
問
題
に
な
ら
な
い
。

ま
た
数
式
の
よ
う
に
小
・
中
・
大
括
弧
を
用
い
る
と
し
て
も
、
規
則
的
な
繰
り

返
し
で
あ
る
の
で
、
何
重
に
な
ろ
う
と
も
ど
の
括
弧
が
使
わ
れ
る
か
は
明
確
で

あ
る
。

二　

符
号
の
数
の
非
論
理
性

　

レ
点
と
括
弧
を
必
要
な
だ
け
繰
り
返
せ
ば
良
い
の
で
、
こ
れ
も
問
題
に
な
ら

な
い
。

三　

返
り
点
は
足
り
る
の
か

　

同
前
。

四　

例
外
措
置

　

ハ
イ
フ
ン
が
使
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
丸
括
弧
の
表
記
が
自
然
で
あ
る

こ
と
は
既
に
見
た
。
ま
た
、
上
下
点
と
甲
乙
点
と
の
優
先
関
係
が
字
数
に
よ
っ

て
前
後
す
る
問
題
も
、
そ
も
そ
も
括
弧
を
統
一
的
に
使
用
し
て
い
る
の
で
生
じ

な
い
。

五　

並
列
関
係
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
上
下
の
階
層
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る

　
　
　

不
下

為
二

児
孫
一

買
中

美
田
上　

↓　

不
レ

（
為
レ

（
児
孫
）
買
レ

（
美
田
））

　
「
為
児
孫
」
と
「
買
美
田
」
が
並
列
で
あ
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
、
為
レ

Ａ
買
レ

Ｂ
（
Ａ
の
為
に
Ｂ
を
買
ふ
）
と
い
う
関
係
が
か
え
っ
て
視
覚
的
に
捉
え
や
す
く

な
る
。

六
、
目
的
語
が
一
文
字
か
二
文
字
以
上
か
で
記
号
が
変
わ
る

　

一
文
字
な
ら
レ
点
の
み
。
二
文
字
以
上
な
ら
ば
下
の
文
字
列
を
丸
括
弧
に
入

れ
る
が
、
レ
点
そ
の
も
の
は
レ
点
の
ま
ま
。
従
来
の
よ
う
に
レ
点
が
一
二
点
に

な
っ
た
り
上
下
点
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。

七
、
そ
の
他

　
「
一
二
（
三
…
）」「
上
（
中
）
下
」「
甲
乙
（
丙
丁
…
）」「
天
地
（
人
）」
と
、

上
下
点
の
み
省
か
れ
る
場
所
が
違
う
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
こ

の
よ
う
な
（
意
味
の
あ
る
）
文
字
を
記
号
と
し
て
使
わ
な
い
の
で
、
こ
の
問
題

も
生
じ
な
い
。

（
4
）
丸
括
弧
式
の
長
所
・
短
所
と
利
用

　

長
所
と
し
て
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
右
に
み
た
よ
う
に
、
従
来
の
返
り
点
が
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持
つ
非
論
理
的
な
問
題
点
が
全
て
解
決
さ
れ
、
矛
盾
な
く
統
一
的
に
表
記
で
き

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
丸
括
弧
に
よ
る
表
記
は
、
英
文
解
釈
に
お
い
て
文
の
一
部
分
を
句
や

節
と
い
っ
た
ひ
と
ま
と
ま
り
の
塊
と
し
て
扱
い
、
目
的
語
や
修
飾
語
な
ど
と

い
っ
た
文
の
成
分
と
し
て
捉
え
る
作
業
に
類
似
し
て
い
る
面
が
あ
る
。
し
た

が
っ
て
構
文
が
見
や
す
く
な
る
。

　

一
方
で
短
所
も
あ
る
。
従
来
用
い
ら
れ
て
き
た
返
り
点
は
、
こ
れ
は
こ
れ
で

我
が
国
の
一
つ
の
文
化
と
し
て
成
熟
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
実
際
問
題

と
し
て
現
存
の
漢
文
の
文
献
は
全
て
（
記
号
が
付
い
て
い
る
な
ら
ば
）
こ
の
方

式
が
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
論
理
性
に
難
が
あ
ろ
う
と

学
習
者
は
ま
ず
そ
れ
に
習
熟
す
る
必
要
が
あ
る
。
学
習
者
が
あ
ま
り
漢
文
に
習

熟
し
て
い
な
い
場
合
、
丸
括
弧
式
を
従
来
式
と
併
せ
て
説
明
す
る
と
、
か
え
っ

て
学
習
に
混
乱
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
方
式
を
漢
文
教
育
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
学

習
者
が
混
乱
し
な
い
よ
う
、指
導
法
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

ま
ず
は
、
教
授
者
が
頭
の
中
で
（
必
要
に
応
じ
て
）
丸
括
弧
式
に
変
換
す
る
だ

け
で
も
、
漢
文
の
本
文
を
理
解
す
る
上
で
の
助
け
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上

で
、
理
解
の
早
い
学
習
者
や
、
理
詰
め
で
返
り
点
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
傾
向

の
あ
る
学
習
者
に
対
し
て
は
、
実
際
に
丸
括
弧
式
を
用
い
て
説
明
し
て
も
良
い

で
あ
ろ
う）

13
（

。

　

他
に
、
漢
文
文
献
の
電
子
テ
キ
ス
ト
化
や
、
電
子
化
さ
れ
た
漢
文
の
自
動
読

み
下
し
文
化
な
ど
の
方
面
に
も
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ

ら
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
1
）
日
経
パ
ソ
コ
ン
『
日
経
パ
ソ
コ
ン
デ
ジ
タ
ル
・
Ｉ
Ｔ
用
語
事
典
』
四
七
四
頁
。

（
2
）
レ
点
は
十
二
世
紀
頃
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
初
は
漢
字
の
中
央

に
記
さ
れ
、
形
も
ｖ
の
字
を
曲
線
に
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
十
四
世
紀

頃
か
ら
徐
々
に
左
方
向
に
移
動
し
、
十
六
世
紀
末
に
は
今
日
の
よ
う
に
左
に
寄
せ

て
「
レ
」
の
形
で
記
す
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
一
二
点
は
平
安
時
代
か
ら
、
上

下
点
は
平
安
時
代
後
半
か
ら
、
甲
乙
丙
点
は
鎌
倉
時
代
以
降
、
そ
れ
ぞ
れ
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。（
沖
村
卓
也
『
漢
文
資
料
を
読
む
』
八
頁
）

（
3
）
例
え
ば
金
文
京
『
漢
文
と
東
ア
ジ
ア
』
参
照
。

（
4
）「
漢
文
教
授
ニ
關
ス
ル
調
査
報
告
」
中
「
返
點
法
」
の
項
。

　
　
「
返
點
ハ
顚
讀
ヲ
容
易
ナ
ラ
シ
ム
ル
爲
ニ
施
ス
モ
ノ
ト
ス
其
ノ
符
號
左
ノ
如
シ

　
　
（
イ
）
レ
（
れ
點
）

　
　
（
ロ
）
一
二
三
等

　
　
（
ハ
）
上
下
又
上
中
下

　
　
（
ニ
）
甲
乙
丙
丁
等

　
　
（
ホ
）
天
地
又
天
地
人
」

（
5
）
本
稿
で
は
、
返
り
点
は
全
て
「
上
の
文
字
に
付
さ
れ
て
い
る
」
も
の
と
し
て
扱

う
。
か
つ
て
は
、
一
二
点
・
上
下
点
等
は
今
日
と
同
様
に
上
の
文
字
の
左
下
に
、

一
方
レ
点
は
次
の
文
字
の
左
上
に
付
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
、
今
日
で
も
そ
れ
を

妥
当
と
す
る
意
見
も
あ
る
（
例
え
ば
原
田
種
成
『
私
の
漢
文
講
義
』
四
一
頁
）
が
、

本
稿
で
は
今
日
の
教
科
書
等
に
お
け
る
一
般
的
な
印
刷
慣
行
に
従
い
、
レ
点
も
上

の
文
字
の
左
下
に
付
い
て
い
る
と
み
る
こ
と
に
す
る
。

（
6
）
十
干
が
終
わ
っ
た
ら
十
二
支
（
子
丑
寅
…
）
に
つ
な
げ
る
こ
と
で
、
両
者
を
合

わ
せ
二
二
文
字
ま
で
返
れ
る
と
す
る
説
も
あ
る
が
（
古
田
島
洋
介
『
こ
れ
な
ら
わ

か
る
返
り
点
』
三
五
頁
）、
実
際
問
題
と
し
て
は
ま
ず
使
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
7
）
た
だ
し
原
文
に
は
返
り
点
の
み
が
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
、
志
村
和
久
『
入
試

に
よ
く
出
る
漢
文
早
わ
か
り
』
を
参
考
に
振
り
仮
名
・
送
り
仮
名
を
補
っ
た
。

（
8
）
伊
藤
丈
『
仏
教
漢
文
入
門
』
六
八
頁
。
た
だ
し
同
書
に
は
乾
坤
点
の
実
例
は
挙
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が
っ
て
い
な
い
。
な
お
、
古
田
島
洋
介
『
こ
れ
な
ら
わ
か
る
返
り
点
』
で
は
、
乾

坤
点
と
同
様
の
用
い
方
を
す
る
「
元げ

ん

亨こ
う

利り

貞て
い

点
」
と
い
う
も
の
を
「
ど
こ
ぞ
で
見

か
け
た
記
憶
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、こ
ち
ら
に
も
残
念
な
が
ら
実
例
は
挙
が
っ

て
い
な
い
。
ま
た
前
掲
注
4
の
通
り
、「
漢
文
教
授
ニ
關
ス
ル
調
査
報
告
」
に
は
天

地
人
点
を
超
え
る
返
り
点
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

（
9
）
一
〜
四
は
古
田
島
洋
介
『
こ
れ
な
ら
わ
か
る
返
り
点
』
の
記
述
を
要
約
・
再
構

成
し
説
明
を
適
宜
補
っ
た
。
五
〜
七
は
筆
者
。

（
10
）
例
は
い
ず
れ
も
古
田
島
洋
介
『
こ
れ
な
ら
わ
か
る
返
り
点
』
五
八
〜
五
九
頁
に

よ
る
。

（
11
）
返
り
点
を
構
造
化
し
た
記
号
と
し
て
の
丸
括
弧
を
導
入
し
た
の
が
い
つ
ご
ろ

だ
っ
た
か
、
記
憶
は
定
か
で
は
な
い
が
、
遅
く
と
も
一
九
九
五
年
に
は
浪
人
生
に

対
し
て
こ
れ
を
使
用
し
て
指
導
し
て
い
た
。
な
お
、
教
材
と
し
て
実
際
に
文
字
に

な
っ
て
い
る
の
は
、
東
京
都
練
馬
区
所
在
の
私
立
富
士
見
高
校
二
年
竹
組
に
お
い

て
二
〇
〇
〇
年
三
月
一
日
に
行
っ
た
授
業
の
プ
リ
ン
ト
が
最
初
で
あ
る
。

（
12
）
従
来
の
返
り
点
で
表
現
で
き
る
読
み
の
順
序
が
全
て
丸
括
弧
で
表
現
で
き
る
か

ど
う
か
を
証
明
す
る
の
は
、
数
学
の
問
題
と
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
そ
こ
ま
で
立
ち
入
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
帰
納
的
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
と
の

み
述
べ
て
お
く
。

（
13
）
前
述
（
注
11
）
の
浪
人
生
は
、
英
語
を
非
常
に
得
意
と
し
て
い
た
の
で
、
必
要

に
応
じ
類
似
し
た
英
語
の
構
文
や
表
現
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
学
習
の
理
解
が
深

ま
っ
た
よ
う
だ
っ
た
。
ま
た
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
素
養
も
あ
っ
た
こ
と
が
幸
い
し

て
か
、
丸
括
弧
を
用
い
た
説
明
も
す
ぐ
に
受
け
入
れ
て
な
じ
む
こ
と
が
で
き
、
こ

れ
も
理
解
を
深
め
る
の
に
役
立
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
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 Attempt to Structurize Kaeri-ten in Kanbun:   
Introduction of Parentheses as a new Kaeri-ten

 Iwao MATSUYAMA 

 Abstract 

 　 Kaeriten system ̶the traditional system of kanbun annotation in which Classical Chinese writ-

ing is read in Classical Japanese̶ has some faults in the point of modern logical view.  The faults 

are examined and the author proposes a new annotation system in which parentheses are intro-

duced.  This paper shows that in the traditional kaeriten marks only re-tens are sufficient if we in-

troduce the new parentheses system.  Applying to the kanbun education in Japanese school class-

es is also considered. 

 Keywords: Kanbun, kaeriten, parentheses, structurization 


