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■
凡
例

１

①
②
…
は
形
式
段
落
番
号
。
◆
は
、
設
問
。

２

▽
は
、
本
文
の
追
跡
・
分
析

３

▼
は
、
読
解
に
関
す
る
技
法
。

４

☆
は
、
記
述
に
関
す
る
技
法
。
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字
数
目
安

読
解
問
題
１

九
〇
字

読
解
問
題
２

一
〇
〇
字

読
解
問
題
３

一
二
〇
字

■
追
跡

―
―
引
用
の
処
理

①

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
冬
、
「
微
賤
」
の
出
な
が
ら
前
年
遂
に
勘
定
奉
行
に
ま
で
成
り
上
っ

た
川
路
聖
謨
は
、
ロ
シ
ア
使
節
応
待
の
た
め
、
長
崎
へ
向
け
、
江
戸
を
出
立
し
た
。
大
勢
の
供
を
従

え
た
行
列
が
中
山
道
本
庄
宿
に
さ
し
か
か
る
と
、
関
東
取
締
出
役
が
案
内
に
出
た
。
関
東
取
締
出
役

（
通
称
八
州
廻
り
）
は
、
公
儀
直
轄
領
（
「
御
料
」）
代
官
所
の
手
附
・
手
代
の
中
か
ら
選
ば
れ
、
御

料
私
領
を
問
わ
ず
広
く
関
東
を
巡
回
し
て
犯
罪
取
締
に
あ
た
っ
た
役
人
で
あ
る
。
川
路
は
旅
日
記
に
、

や
や
得
意
気
に
、
こ
う
記
し
て
い
る
。

八
州
廻
り
、
追
々
出
で
て
案
内
い
た
す
。
百
姓
共
、
百
姓
ら
が
い
か
な
る
貴
人
か
と
お
も
う
八
州
廻
り
、
土
下

座
し
て
奴
僕
の
如
く
な
る
に
、
大
い
に
驚
く
け
し
き
也
。
御
勘
定
奉
行
の
旅
行
は
、
御
威
光
、
遠
国
奉
行
な
ど
と

は
夥
し
き
相
違
也
。（
『
長
崎
日
記
・
下
田
日
記
』）

▽
「
勘
定
奉
行
」
の
威
光
は
す
ご
か
っ
た
。
常
々
百
姓
た
ち
が
す
ご
い
と
思
っ
て
い
る
「
八
州
廻
り
」

が
、
そ
の
「
勘
定
奉
行
」
に
は
土
下
座
す
る
の
だ
か
ら
、
「
へ
ー
、
勘
定
奉
行
っ
て
の
は
ど
れ
ほ
ど

偉
い
の
か
ね
え
」
と
百
姓
ら
は
驚
い
て
る
こ
と
だ
ろ
う
―
―
と
い
う
お
話
。

②

「
御
公
儀
」
の
高
官
、
全
御
料
を
支
配
す
る
「
御
勘
定
奉
行
」
の
威
信
は
高
い
。
川
路
の
行
列

が
姫
路
城
下
に
至
る
と
、「
見
物
の
老
若
夥
し
。〔
姫
路
藩
の
〕
家
老
・
番
頭
・
奏
者
番
と
い
う
も
の
、

路
上
に
平
伏
せ
り
」
と
い
う
。
八
州
廻
り
が
土
下
座
す
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
庄
の
百

姓
た
ち
に
し
て
み
れ
ば
、
八
州
廻
り
は
、
日
頃
「
い
か
な
る
貴
人
か
と
お
も
う
」
畏
服
の
対
象
で
あ

る
。
そ
の
対
象
が
自
ら
「
奴
僕
の
如
く
」
路
傍
に
平
伏
す
る
の
を
目
の
当
り
に
す
る
時
、「
御
勘
定

奉
行
」
の
威
信
は
い
よ
い
よ
高
く
、
自
分
た
ち
百
姓
の
位
置
は
い
よ
い
よ
低
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

▽
「
勘
定
奉
行
」
へ
の
土
下
座
を
見
る
場
面
は
、
百
姓
た
ち
が
、
自
分
た
ち
の
身
分
の
位
置
、
上
下

の
層
の
あ
り
さ
ま
を
実
感
す
る
場
面
で
あ
っ
た
。

③

し
か
し
そ
の
勘
定
奉
行
も
、
実
は
禄
高
五
〇
〇
石
の
一
旗
本
で
し
か
な
か
っ
た
。
身
分
か
ら
い

え
ば
そ
の
上
に
多
数
の
旗
本
が
お
り
、
一
万
石
か
ら
一
〇
〇
万
石
に
至
る
諸
大
名
が
い
た
。
さ
ら
に
、

別
格
の
御
三
家
・
御
三
卿
が
い
た
。
上
位
の
役
人
と
し
て
若
年
寄
・
寺
社
奉
行
等
が
お
り
、
さ
ら
に

最
高
の
行
政
官
た
る
老
中
（
そ
し
て
大
老
）
が
い
た
。
彼
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
格
式
役
柄
に
応

じ
て
上
位
者
に
平
伏
し
、
時
に
土
下
座
も
し
た
。
そ
し
て
彼
等
全
て
の
形
作
る
平
伏
と
そ
れ
を
受
け

る
者
の
長
い
長
い
系
列
の
頂
点
に
、
将
軍
が
い
た
。
◆
問
１
そ
の
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
た
な
ら
ば
、
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百
姓
達
に
と
っ
て
将
軍
は
、
ま
こ
と
に
気
の
遠
く
な
る
ほ
ど
に
遥
か
な
る
高
み
に
在
っ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。

▽
「
百
姓
達
に
と
っ
て
将
軍
は
、
ま
こ
と
に
気
の
遠
く
な
る
ほ
ど
に
遥
か
な
る
高
み
に
在
っ
た
」。

こ
こ
が
お
そ
ら
く
、
こ
の
論
の
出
発
点
で
あ
ろ
う
。
現
代
人
に
は
実
感
し
に
く
い
、
上
下
遙
か
な
身

分
の
隔
た
り
の
感
覚
。
ち
ょ
っ
と
想
像
し
て
み
よ
う
。
土
下
座
、
と
い
う
身
体
的
な
動
作
に
よ
っ
て

が
、
そ
の
身
分
意
識
が
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
現
代
人
に
は
遠
い
感
覚
だ
よ
ね
。

◆
問
１
「
そ
の
こ
と
」
と
は
？

身
分
差
の
感
覚
、
と
い
う
焦
点
を
確
認
す
る
問
い
。
直
前
を
刈
り
取
っ
て
整
頓
。

（
解
答
例
）「
平
伏
す
る
者
と
そ
れ
を
受
け
る
者
の
長
い
身
分
の
系
列
の
頂
点
に
将
軍
が
い
る
こ
と
。
」

④

し
か
も
、
天
下
最
大
の
都
市
、
江
戸
の
中
心
、
深
い
堀
と
高
い
石
垣
に
囲
ま
れ
、
多
数
の
番
士

の
詰
め
る
六
十
六
の
厳
め
し
い
門
に
守
ら
れ
た
巨
大
な
城
に
、
将
軍
は
居
た
。
そ
の
城
を
、
数
知
れ

ぬ
大
名
旗
本
の
屋
敷
が
―
―
そ
れ
ぞ
れ
の
格
に
応
じ
た
門
構
え
、
広
さ
、
大
き
さ
を
も
っ
て
―
―
囲
繞

い
に
よ
う

し
て
い
た
。
こ
の
大
都
市
の
面
積
の
約
七
割
が
武
家
地
だ
っ
た
。
将
軍
は
時
に
満
三
歳
の
幼
児
で
あ

り
（
家
継
）、
時
に
言
語
障
害
に
悩
む
病
弱
の
中
年
男
（
家
重
）
だ
っ
た
が
、
確
か
に
、「
立
派
な
宮

殿
の
な
か
に
い
て
四
万
の
親
衛
兵
に
と
り
か
こ
ま
れ
て
い
る
ト
ル
コ
皇
帝
を
、
た
だ
の
人
間
と
見
な

す
た
め
に
は
、
◆
【
読
解
問
題
１
】
よ
ほ
ど
澄
み
き
っ
た
理
性
を
も
つ
必
要
」
（
パ
ス
カ
ル
『
パ
ン

セ
』）
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

▽
「
将
軍
」
も
一
つ
の
例
。
ト
ル
コ
皇
帝
や
ら
ロ
シ
ア
皇
帝
や
ら
、
下
級
階
層
に
と
っ
て
、
身
分
制

の
頂
点
に
在
る
者
は
、
遠
く
見
え
ず
、
果
て
し
な
い
「
土
下
座
」
の
連
鎖
の
彼
方
に
い
る
。
身
体
的

に
そ
う
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
存
在
に
つ
い
て
、「
同
じ
人
間
」「
た
だ
の
人
間
」
と
思
う
た
め
に
は
、

｢

理
性
」
と
い
う
武
器
し
か
な
い
。
現
実
的
に
は
、
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
ら
れ
た
者
は
ほ
と
ん
ど
い

な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

⑤

戦
国
の
最
終
結
着
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
剥
き
出
し
の
暴
力
に
よ
っ
て
成
立
し
た
徳
川
の
支
配
に
、

元
来
、
理
論
的
正
統
性
は
薄
い
。
一
般
に
強
者
即
ち
勝
者
が
支
配
す
る
の
が
当
然
と
考
え
ら
れ
て
い

れ
ば
、
そ
れ
を
真
剣
に
追
求
す
る
理
由
も
実
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
支
配
が
安
定
し
て
持
続
し

て
い
る
限
り
、
敢
え
て
自
ら
そ
の
根
拠
を
問
い
詰
め
、
公
定
す
る
の
は
、
む
し
ろ
「
危
険
」
で
す
ら

あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
徳
川
時
代
の
「
体
制
教
学
」
は
儒
教
だ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
意

味
で
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
対
象
領
域
は
「
天
下
」
と
表
現
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

将
軍
の
統
治
が
、「
天
命
」
の
委
託
と
公
称
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
現
に
中
国
皇
帝
と
違
い
、

将
軍
は
祭
天
の
儀
式
な
ど
行
な
わ
な
い
。
ま
た
、
百
姓
町
人
が
武
士
に
服
従
し
た
の
は
、
武
士
達
は

皆
「
徳
」
を
有
す
る
、
そ
し
て
有
徳
者
に
な
び
き
従
う
の
は
当
然
で
あ
る
、
と
信
じ
た
か
ら
で
も
あ

る
ま
い
。
「
教
養
カ
リ
ス
マ
」
を
保
証
す
る
科
挙
制
度
も
な
い
当
時
、
二
本
差
し
の
侍
た
ち
の
軍
事

政
治
組
織
を
、
そ
の
ま
ま
有
徳
な
る
文
明
の
担
い
手
た
ち
の
集
合
と
は
み
な
し
に
く
い
。
藩
校
を
有

し
て
い
た
藩
で
さ
え
、
天
明
末
年
（
一
七
八
八
）
で
も
、
な
お
三
分
の
一
以
下
だ
っ
た
。
ま
た
、
禁

裏
は
確
か
に
権
威
付
け
の
装
置
の
一
つ
だ
っ
た
。
し
か
し
、
公
方
様
の
命
令
は
即
ち
禁
裏
様
の
命
令

と
心
得
よ
と
い
う
論
法
が
、
普
通
用
い
ら
れ
た
形
迹
も
な
い
。
禁
裏
と
公
儀
の
関
係
を
説
明
す
る
た
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め
に
学
者
の
案
出
し
た
禁
裏
に
よ
る
大
政
委
任
と
い
う
説
明
は
、
江
戸
末
期
に
向
け
て
次
第
に
広
が

り
は
し
た
が
、
通
常
、
禁
裏
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
忠
誠
・
服
従
が
調
達
さ
れ
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
当
時
の
「
体
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
が
何
で
あ
っ
た
か
、
い
つ
ま
で
も
議
論
の
絶
え
な
い
一

因
は
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
事
情
に
あ
ろ
う
。

▽
江
戸
幕
府
の
権
力
の
正
当
性
（
「
体
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」）
は
何
か
。｢

徳
」
で
は
な
い
。「
教
養
」

で
も
な
い
。
「
帝
」
が
委
任
し
た
と
い
う
理
屈
も
怪
し
い
。
な
の
に
、
な
ぜ
、
人
び
と
は
従
っ
た
の

か
？「

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
は
、『
現
キ
ー
』
参
照
。〈
こ
れ
が
正
し
い
と
い
う
信
念
の
体
系
〉
、
と
い
う

感
じ
だ
。「
体
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
は
、
体
制
＝
権
力
の
正
当
性
を
基
礎
づ
け
る
も
の
の
考
え
方
、

と
い
う
こ
と
だ
。
帝
は
天
か
ら
下
り
た
ま
い
し
神
の
子
孫
で
あ
る
か
ら
、
神
聖
に
し
て
侵
す
べ
か
ら

ざ
る
存
在
な
の
だ
、
と
か
。
大
統
領
お
よ
び
議
会
は
、
全
国
民
に
よ
る
正
当
な
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば

れ
た
者
で
あ
る
か
ら
、
国
民
は
そ
の
決
定
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
か
。

⑦

し
か
し
、
体
制
全
体
の
論
理
的
弁
証
は
い
か
に
曖
昧
、
薄
弱
で
あ
ろ
う
と
、
現
に
身
分
格
式
の

序
列
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
ま
こ
と
に
目
に
明
ら
か
な
「
事
実
」
と
し
て
演
出
さ
れ
て
い
た
。
大
名

は
常
に
大
名
ら
し
く
、
武
士
は
武
士
ら
し
く
、
そ
し
て
百
姓
は
百
姓
ら
し
く
在
っ
た
し
、
在
ら
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
将
軍
、
勘
定
奉
行
、
八
州
廻
り
、
百
姓
の
序
列
を
誤
認
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
。

◆
問
２
王
様
は
決
し
て
衆
目
の
前
に
裸
で
は
現
れ
ず
、
大
城
に
住
ま
う
将
軍
の
下
、
全
秩
序
は
一
見

自
明
な
安
定
性
を
有
し
た
。
そ
の
時
、
人
と
人
と
の
間
の
身
分
の
差
を
異
常
、
不
自
然
と
感
じ
る
の

は
、
か
え
っ
て
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
多
く
の
人
々
は
、
将
軍
は
将
軍
だ
か
ら
、
大
名
は

大
名
だ
か
ら
、
天
下
・
各
国
を
支
配
し
、
武
士
は
武
士
だ
か
ら
民
の
上
に
在
り
、
そ
し
て
百
姓
は
百

姓
だ
か
ら
年
貢
を
納
め
る
、
と
当
然
視
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
に
気
付
き
、
◆
【
読
解
問
題
２
】
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
見
破
る
の
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
身
分
格
式
を
印
象
付
け
る
象
徴
的
事
物
と
儀
礼
・
儀
式
・
祭
典
等
の
種
々
の

象
徴
的
行
為
が
、
永
い
「
泰
平
」
の
内
に
異
常
な
ま
で
に
発
達
し
、
上
位
者
を
見
え
ざ
る
光
背
で
包

ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
都
市
・
建
築
物
・
家
具
・
従
者
・
荷
物
・
衣
裳
等
の
全
て
が
舞
台
装
置
・

大
道
具
・
小
道
具
と
な
っ
て
威
信
の
系
列
を
表
象
し
、
そ
れ
を
自
他
に
公
示
し
、
相
互
に
確
認
す
る

儀
式
が
至
る
所
で
念
入
り
に
執
行
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
理
屈
よ
り
心
に
、
知
性
よ
り
諸
感
覚

と
感
性
に
訴
え
る
諸
象
徴
が
、
不
断
に
機
能
し
、
体
制
維
持
の
一
助
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

▽
正
当
性
の
理
屈
は
怪
し
い
が
、
感
覚
的
に
、
と
に
か
く
、
彼
は
上
／
彼
は
下
、
と
い
う
序
列
が
理

屈
抜
き
に
徹
底
さ
れ
て
い
た
。
丸
山
真
男
の
「
で
あ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
」
に
福
沢
諭
吉
が
明
治
の

初
め
に
書
い
た
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

「
い
ま
大
名
、
公
卿
、
さ
む
ら
ひ
な
ど
と
て
、
馬
に
乗
り
た
り
、
大
小
を
挿
し
た
り
形
は
立
派
に
見
え
て
も
、
そ

の
は
ら
の
な
か
は
あ
き
樽
の
や
う
に
が
ら
空
き
に
て
…
…
ぽ
か
り
ぽ
か
り
と
日
を
送
る
も
の
は
た
い
さ
う
世
間
に
お

ほ
し
。
な
ん
と
こ
ん
な
人
を
見
て
貴
き
人
だ
の
身
分
の
重
き
人
だ
の
と
い
ふ
は
ず
は
あ
る
ま
じ
。
た
だ
こ
の
人
た
ち

は
先
祖
代
々
か
ら
持
ち
伝
へ
た
お
金
や
お
米
が
あ
る
ゆ
ゑ
、
あ
の
や
う
に
立
派
に
し
て
ゐ
る
ば
か
り
に
て
、
そ
の
正

味
は
…
…
賤
し
き
人
な
り
。」

こ
れ
は
、
上
位
者
だ
と
感
じ
さ
せ
て
い
た
光
背
が
は
が
れ
落
ち
た
、
維
新
以
後
の
感
覚
で
あ
る
。

オ

ー

ラ
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そ
の
と
き
や
っ
と
「
将
軍
も
、
お
い
ら
た
ち
も
、
同
じ
人
間
よ
」
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。「

ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
」
と
は
、
同
語
反
復
。
武
士
は
武
士
だ
、
は
、
そ
れ
以
上
何
も
い
っ
て
い
な
い
。

「
武
士
は
武
士
だ
か
ら
偉
い
ん
だ
」
と
い
う
者
に
対
し
て
、
そ
れ
以
上
、
理
由
を
問
う
て
も
意
味
が

な
い
。「
ど
う
し
て
ぼ
く
は
ダ
メ
で
、
お
父
さ
ん
は
い
い
の
？
」「
ん
？

お
父
さ
ん
は
、
お
父
さ
ん

だ
か
ら
だ
」
な
ん
て
い
う
の
も
、
同
じ
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
。

◆
問
２
「
王
様
は
決
し
て
衆
目
の
前
に
裸
で
は
現
れ
ず
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
？

「
王
様
は
、
王
様
ら
し
い
姿
で
み
ん
な
の
前
に
現
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
そ
ん
な
答
え
で
も
可
。

本
文
を
使
う
な
ら
、
直
前
を
使
っ
て
、
補
充
整
理
す
る
。

・
「
身
分
格
式
の
序
列
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
ま
こ
と
に
目
に
明
ら
か
な
「
事
実
」
と
し
て
演
出
さ

れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
。

・
「
身
分
格
式
の
序
列
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
、
大
名
は
大
名
ら
し
く
、
武
士
は
武
士
ら
し
く
、
百

姓
は
百
姓
ら
し
く
、
と
い
う
目
に
明
ら
か
な
「
事
実
」
と
し
て
演
出
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
。

こ
の
あ
た
り
ま
で
整
理
し
て
、
消
化
し
て
、
書
く
。

（
解
答
例
）
「
身
分
格
式
の
序
列
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
、
そ
の
身
分
ら
し
い
姿
や
ふ
る
ま
い
と
し

て
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
事
実
と
し
て
演
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。」

⑧

儒
者
堀
景
山
は
、
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。

…
…
武
家
は
そ
の
武
力
を
以
て
天
下
を
取
り
得
た
る
も
の
な
れ
ば
、
ひ
た
す
ら
武
威
を
張
り
輝
や
か
し
下
臣
を
お

ど
し
、
推
し
つ
け
へ
し
つ
け
帰
服
さ
せ
て
、
国
家
を
治
む
る
に
も
只
も
の
上
の
威
光
と
格
式
と
の
両
つ
を
恃
み
と

し
て
政
を
し
た
る
も
の
な
れ
ば
…
…

（
『
不
尽
言
』）

⑨

本
来
暴
力
の
支
配
で
あ
る
た
め
、
以
後
も
威
光
と
格
式
を
統
治
の
拠
と
し
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
明
治
に
な
っ
て
、
安
政
四
年
生
れ
の
植
木
枝
盛
も
こ
う
述
べ
て
い
る
。

夫
れ
幕
府
の
如
き
者
は
其
の
依
拠
す
る
所
元
来
天
下
の
正
理
に
あ
ら
ず
実
は
甚
だ
大
な
る
無
理
仕
掛
を
以
て
存

在
す
る
も
の
な
れ
ば
…
…
一
は
兵
力
を
以
て
人
民
を
脅
迫
し
一
は
詐
術
を
以
て
人
民
を
欺
罔
し
…
…
百
方
至
ら
ざ

る
こ
と
な
し
而
し
て
其
の
殊
に
主
と
す
る
所
は
最
も
力
を
極
め
て
出
来
る
丈
け
政
府
を
荘
厳
に
し
人
民
を
し
て
之

を
仰
げ
ば
弥
々
高
し
と
思
は
し
め
之
を
望
め
ば
実
に
逮
ぶ
べ
く
も
あ
ら
ず
と
感
ぜ
し
め
政
府
と
云
ふ
も
の
は
仲
々

ゑ
ら
い
も
の
だ
高
大
無
辺
な
も
の
だ
と
一
図
に
感
歎
し
胆
冷
へ
魂
落
ち
し
め
ん
と
す
る
に
在
り
て
…
…
之
を
称
し

て
神
秘
政
略
と
は
謂
ふ
な
り
。（
「
老
人
論
」）

▽
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
を
超
え
て
、｢

武
士
は
武
士
だ
か
ら
偉
い
」
の
理
由
の
根
を
掘
る
と
、
そ
の
答
え

は
、
「
暴
力
を
も
っ
て
い
る
か
ら
」
に
な
る
。
持
続
的
に
背
後
に
「
暴
力
」
を
感
じ
取
ら
せ
る
方
法

と
し
て
、
武
士
ら
し
い
格
式
の
演
出
が
執
り
行
わ
れ
る
。
武
士
は
二
四
時
間
、
武
士
。
し
ゃ
べ
り
方
、

、
、
、

歩
き
方
、
そ
の
ふ
る
ま
い
の
す
べ
て
が
武
士
ら
し
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
百
姓
は
百
姓
ら
し

く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
百
姓
は
、
そ
の
演
出
に
、
脅
迫
さ
れ
、
だ
ま
さ
れ
た
。
…
と
、
そ
う
気
づ

く
の
も
ま
た
、
維
新
の
後
で
あ
っ
た
。

⑩

威
光
と
格
式
の
「
神
秘
政
略
」
は
至
る
所
で
巧
ま
れ
た
。
一
藩
の
武
士
た
ち
の
間
で
も
そ
う
で
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あ
る
。
例
え
ば
江
戸
時
代
末
期
の
豊
前
中
津
藩
で
は
、
一
五
〇
〇
名
の
藩
士
は
一
〇
〇
余
り
の
格
に

分
か
れ
、
中
で
も
四
分
の
一
を
占
め
る
上
士
と
残
り
の
下
士
の
区
分
は
顕
著
だ
っ
た
。
◆
問
３
そ
の

差
異
は
目
に
見
え
、
耳
に
聞
こ
え
、
筋
肉
感
覚
で
体
験
さ
れ
た
。
上
士
の
家
は
玄
関
・
敷
台
を
構
え

て
い
た
が
、
下
士
の
家
に
は
な
か
っ
た
。
上
士
は
騎
馬
し
た
が
、
下
士
は
常
に
徒
歩
だ
っ
た
。
長
幼

と
無
関
係
に
、
上
士
の
家
の
者
は
下
士
に
「
貴
様
」
「
来
や
れ
」
と
言
い
、
下
士
は
上
士
に
「
あ
な

た
」「
御
い
で
な
さ
い
」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
最
下
の
下
士
、
足
軽
は
、
上
士
に
雨
中
往
来
で
行
き

逢
え
ば
、
下
駄
を
脱
い
で
路
傍
に
平
伏
し
た
。
何
故
か
と
問
う
者
は
な
か
っ
た
。
上
士
と
下
士
の
境

は
「
殆
ど
人
為
の
も
の
と
は
思
は
れ
ず
、
天
然
の
定
則
の
如
く
に
し
て
之
を
怪
し
む
者
あ
る
こ
と
な

し
。」
と
い
う
（
以
上
、
福
沢
諭
吉
『
旧
藩
情
』）。

▽
玄
関
が
あ
る
か
な
い
か
、
馬
か
徒
歩
か
、｢

貴
様
」
か
「
あ
な
た
」
か
。
こ
の
よ
う
な
、
目
に
見

え
る
差
別
は
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
屈
抜
き
に
人
々
の
身
体
に

浸
透
す
る
。
そ
の
結
果
、
差
別
は
見
え
な
い
も
の
と
な
る
。
だ
れ
も
そ
こ
に
差
別
が
あ
る
と
は
気
づ

か
な
い
の
で
あ
る
。（
女
は
女
ら
し
い
格
好
と
し
ゃ
べ
り
方
、
男
は
男
ら
し
い
格
好
と
し
ゃ
べ
り
方
、

と
い
う
の
を
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
繰
り
返
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
が
当
然
と
い
う
感
覚
が
定
着
す
る
。

身
体
性
が
差
別
を
当
然
の
も
の
（
見
え
な
い
も
の
）
と
す
る
し
く
み
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
）

◆
問
３
「
そ
の
差
異
は
目
に
見
え
、
耳
に
聞
こ
え
、
筋
肉
感
覚
で
体
験
さ
れ
た
」
と
、
感
覚
性
を
強

調
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
？

☆
端
的
に
答
え
る
な
ら
、
身
分
の
差
異
は
感
覚
性
に
訴
え
る
ほ
う
が
よ
く
伝
わ
る
か
ら
、
と
い
う

と
こ
ろ
か
。
こ
こ
に
⑦
段
落
の
「
理
屈
よ
り
心
に
、
知
性
よ
り
諸
感
覚
と
感
性
に
訴
え
る
諸
象
徴
が
、

不
断
に
機
能
し
、
体
制
維
持
の
一
助
と
な
っ
て
い
た
」
と
い
う
部
分
を
付
け
加
え
れ
ば
、
よ
り
明
確

に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
部
分
を
そ
っ
く
り
使
っ
て
も
い
い
。
理
屈
よ
り
、
感
覚
が
効
く
か
ら
。
こ
れ

が
答
案
の
核
。

（
解
答
例
）
「
知
性
よ
り
感
覚
に
訴
え
る
ほ
う
が
、
身
分
の
差
異
を
よ
り
う
ま
く
人
々
に
納
得
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
。」

⑪

村
の
中
で
も
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
大
垣
藩
領
で
は
、
頭
百
姓
は
家
に
庇
・
濡
縁
・
破
風
板
・

釣
天
井
を
作
れ
た
が
、
下
百
姓
は
出
来
な
か
っ
た
。
座
敷
口
を
三
尺
以
上
に
も
出
来
な
か
っ
た
。
下

百
姓
が
頭
分
の
宅
内
に
履
物
を
履
き
入
れ
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
村
内
で
裃
を
着
用
し
、
何

衛
門
・
何
兵
衛
・
何
太
郎
・
何
太
夫
等
と
名
乗
れ
る
の
は
頭
百
姓
だ
け
だ
っ
た
。
生
活
様
式
の
些
細

な
一
面
ま
で
が
当
人
の
身
分
を
表
示
し
、
お
互
い
の
態
度
と
心
理
を
縛
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

▽
お
百
姓
の
身
分
の
中
に
も
差
異
が
も
う
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
例
。

⑫

そ
し
て
、
徳
川
の
世
の
末
に
将
軍
の
名
代
と
し
て
上
野
東
照
宮
に
参
っ
た
経
験
を
、
あ
る
元
大

名
は
こ
う
回
顧
し
て
い
る
。
そ
れ
は
将
軍
で
あ
る
こ
と
の
不
思
議
な
感
覚
を
垣
間
見
さ
せ
て
く
れ
る
。

只
今
の
時
世
と
違
ひ
仰
山
な
こ
と
で
し
た
が
、
ま
た
威
厳
の
す
さ
ま
し
き
者
で
し
た
、
黒
門
口
か
ら
粛
然
し
て

左
右
に
お
徒
士
目
附
が
平
伏
し
て
居
ま
す
、
私
は
道
の
真
中
を
進
み
ゆ
く
で
す
が
全
く
上
様
に
対
す
る
礼
を
受
け

る
の
で
す
か
ら
、
覚
え
ず
身
が
戦
慄
す
る
程
で
難
有
き
こ
と
で
御
座
ゐ
ま
す
、
…
…
雨
天
で
す
か
、
私
だ
け
は
別
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で
す
が
他
は
皆
頭
か
ら
濡
れ
る
の
で
す
。（
立
花
種
恭
談
。
戸
川
安
宅
編
『
旧
幕
府
』）

▽
平
伏
さ
れ
る
側
の
感
覚
。
想
像
し
て
み
よ
う
。

⑬

現
代
に
お
い
て
も
、
最
高
権
力
者
は
し
ば
し
ば
特
別
な
邸
に
住
み
、
多
数
の
秘
書
官
・
Ｓ
Ｐ
等

に
取
り
囲
ま
れ
る
。
米
国
大
統
領
と
も
な
れ
ば
、
公
式
の
席
に
登
場
の
際
に
は
往
々H

a
il
to

th
e

C
h
ie
f

の
曲
が
演
奏
さ
れ
、
演
壇
に
は
鷲
を
象
っ
た
紋
章
が
輝
き
、
核
戦
争
指
揮
用
の
黒
い
ア
タ
ッ

シ
ュ
ケ
ー
ス
を
携
え
た
武
官
さ
え
影
の
よ
う
に
つ
き
ま
と
う
。
そ
れ
は
ま
こ
と
に
特
別
な
気
分
の
も

の
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
が
辞
任
し
た
時
、
夫
人
は
あ
の
シ
ン
デ
レ
ラ
の
よ
う
に
、

「
突
然
、
す
べ
て
の
馬
車
が
カ
ボ
チ
ャ
に
戻
っ
て
し
ま
」
っ
た
と
感
じ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
徳
川

将
軍
に
と
っ
て
、
そ
し
て
当
時
の
少
な
か
ら
ぬ
人
々
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
◆
問
４
魔
法
の
解
け

る
こ
と
は
生
涯
な
か
っ
た
。
◆
【
読
解
問
題
３
】
彼
等
の
生
は
、
誕
生
以
来
死
の
床
に
至
る
ま
で
、

そ
う
し
た
魔
法
の
中
で
営
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

▽H
ail

to
the

Chief

は
、
た
ぶ
ん
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
は
ず
だ
。｢

大
統
領
万
歳
」。
大
統
領
が

出
席
す
る
公
式
行
事
で
演
奏
さ
れ
る
曲
。

◆
問
４
「
魔
法
」
と
は
？

比
喩
の
意
味
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
問
い
。
▼
比
喩
は
、
比
喩
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
読

み
解
く
こ
と
。｢

魔
法
」
と
は
、
現
実
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
現
実
に
な
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
に
、

比
喩
を
敷
衍
（
や
さ
し
く
言
い
替
え
た
り
詳
し
く
述
べ
た
り
し
て
説
明
）
し
て
考
え
る
。

ふ

え

ん

paraphrase

「
こ
の
よ
う
な
魔
法
」
は
、
こ
こ
で
は
、
米
国
大
統
領
の
例
を
指
し
て
い
る
。
米
国
に
は
、
封
建

時
代
の
よ
う
な
身
分
差
は
な
い
。
だ
か
ら
、
大
統
領
だ
っ
て
「
た
だ
の
人
」
か
ら
大
統
領
に
な
り
、

や
め
れ
ば
「
た
だ
の
人
」
に
戻
る
。
魔
法
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
た
だ
の
人
と
い
う
現
実
か
ら
、
一

気
に
大
統
領
（
夫
人
）
と
い
う
権
力
者
に
転
じ
る
か
ら
だ
。
そ
の
上
昇
の
落
差
の
感
覚
を
「
魔
法
」

の
比
喩
は
示
し
て
い
る
。（
将
軍
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
落
差
は
な
い
。
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で

将
軍
だ
か
ら
）

（
解
答
例
）
「
普
通
の
人
間
で
あ
っ
た
自
分
（
人
）
が
、
特
別
な
人
間
と
し
て
人
々
か
ら
仰
ぎ
見
ら

れ
、
別
格
の
住
居
や
華
々
し
い
儀
式
の
中
で
過
ご
す
よ
う
に
な
る
こ
と
。」

「
こ
れ
ま
で
あ
り
え
な
い
こ
と
が
現
実
に
な
る
」
と
い
う
骨
子
が
含
ま
れ
て
い
れ
ば
、
表
現
は
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
ん
で
い
て
い
い
。

■
読
解
問
題

１
「
よ
ほ
ど
澄
み
き
っ
た
理
性
を
も
つ
必
要
」（
パ
ス
カ
ル
『
パ
ン
セ
』）
が
あ
っ
た
」
と
あ
る
が
、

そ
れ
は
な
ぜ
か
。

☆
傍
線
部
を
延
長
し
た
上
で
、
「
立
派
な
宮
殿
の
な
か
に
い
て
四
万
の
親
衛
兵
に
と
り
か
こ
ま
れ

て
い
る
ト
ル
コ
皇
帝
を
、
た
だ
の
人
間
と
見
な
す
た
め
に
は
、
よ
ほ
ど
澄
み
き
っ
た
理
性
を
も
つ
必

要
」
が
あ
っ
た
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
☆
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
と
問
い
を
変
換
し
て
考
え
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
パ
ス
カ
ル
の
言
葉
は
、
何
を
言
う
た
め
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
か
？

前
後
の
主
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旨
を
確
認
し
よ
う
。

実
際
は
「
将
軍
は
時
に
満
三
歳
の
幼
児
で
あ
り
、
時
に
言
語
障
害
に
悩
む
病
弱
の
中
年
男
だ
っ
た
」

が
、「
深
い
堀
と
高
い
石
垣
に
囲
ま
れ
、
多
数
の
番
士
の
詰
め
る
六
十
六
の
厳
め
し
い
門
に
守
ら
れ

た
巨
大
な
城
」
に
住
ん
で
い
る
か
ら
、
人
々
に
は
そ
の
実
態
は
「
見
え
な
か
っ
た
」
。
こ
れ
が
主
旨

だ
。
将
軍
に
は
特
別
な
能
力
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
自
分
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
普
通
の
人
間
だ
と

い
う
こ
と
は
「
わ
か
ら
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
「
澄
み
き
っ
た
理
性
」
と
は
、
見
え
な
く
て
も
、

同
じ
人
間
で
あ
る
は
ず
だ
、
と
洞
察
で
き
る
ほ
ど
の
力
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
こ
の
問
い
の
主
旨

ど
う
さ
つ

は
、「
澄
み
き
っ
た
理
性
」
は
普
通
の
人
々
に
は
持
て
な
か
っ
た
が
、
で
は
、
な
ぜ
持
て
な
か
っ
た

の
か
、
と
変
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

解
答
の
押
さ
え
は
、
明
ら
か
で
、
「
最
高
権
力
者
の
姿
は
見
え
な
い
か
ら
」
だ
。
こ
こ
を
核
と
し

て
、
ど
の
よ
う
に｢

見
え
な
く
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
」
を
補
え
ば
よ
い
。
た
だ
、
こ
の
文
章
は
例
が

豊
富
と
い
う
か
、
多
す
ぎ
て
、
解
答
用
に
ど
こ
を
利
用
し
た
ら
い
い
か
わ
か
り
に
く
い
。
こ
の
タ
イ

プ
は
、「
（
自
分
で
）
例
を
補
う
」
の
逆
で
、「
（
自
分
で
）
例
か
ら
抽
象
化
す
る
」
作
業
が
必
要
に
な

る
。④

段
落
初
め
に
「
し
か
も
」
と
あ
る
の
に
注
目
し
て
、
③
と
④
か
ら
理
由
を
一
つ
ず
つ
抽
出
す
る

の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

③
「
気
の
遠
く
な
る
ほ
ど
長
い
身
分
の
系
列
の
頂
点
に
最
高
権
力
者
は
い
る
と
思
っ
て
い
た
」

④
「
た
く
さ
ん
の
人
間
や
屋
敷
、
堀
、
石
垣
、
巨
大
な
城
や
宮
殿
に
取
り
囲
ま
れ
た
向
こ
う
に
最

高
権
力
者
は
い
た
」

③
は
身
分
と
い
う
社
会
的
距
離
感
の
イ
メ
ー
ジ
、
④
は
地
理
的
物
理
的
な
距
離
感
の
イ
メ
ー
ジ
だ
。

【
解
答
例
】
「
最
高
権
力
者
は
、
気
の
遠
く
な
る
ほ
ど
長
い
身
分
の
系
列
の
頂
点
に
あ
り
、
ま
た
、

た
く
さ
ん
の
人
間
や
屋
敷
、
堀
、
石
垣
、
巨
大
な
城
や
宮
殿
に
取
り
囲
ま
れ
た
向
こ
う
側
の
世
界
に

い
た
の
で
、
そ
の
実
際
の
姿
は
見
え
な
か
っ
た
か
ら
。」

た
ん
に｢

見
え
な
い
」
で
と
ど
め
ず
、「
見
え
な
い
よ
う
に
演
出
（
計
算
）
さ
れ
て
い
た
」
と
表
現

し
て
も
可
。

２
「
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
見
破
る
の
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

問
い
が
「
な
ぜ
か
」
な
ら
、
答
え
は
直
後
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
」
が
問

い
。
間
違
わ
な
い
よ
う
に
。

☆
傍
線
部
延
長
＋
指
示
内
容
補
填
。
傍
線
部
と
そ
の
前
に
含
ま
れ
る
指
示
内
容
を
補
っ
て
一
つ
に

ま
と
め
て
み
る
と
、

「
将
軍
は
将
軍
だ
か
ら
、
大
名
は
大
名
だ
か
ら
、
天
下
を
支
配
し
、
武
士
は
武
士
だ
か
ら
民
の
上

に
立
ち
、
百
姓
は
百
姓
だ
か
ら
年
貢
を
納
め
る
の
だ
、
と
、
人
々
は
当
然
視
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ

は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
だ
と
見
破
る
の
は
、
人
々
に
と
っ
て
容
易
で
は
な
か
っ
た
」

と
い
う
文
案
が
で
き
る
。

「
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
だ
と
見
破
る
の
は
」
を
い
い
か
え
た
い
。

「
人
と
人
と
の
間
の
身
分
の
差
を
異
常
、
不
自
然
と
感
じ
る
の
は
、
か
え
っ
て
難
し
か
っ
た
」
と

い
う
部
分
が
言
い
換
え
に
使
え
そ
う
だ
。
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「
将
軍
は
将
軍
だ
か
ら
、
大
名
は
大
名
だ
か
ら
、
天
下
を
支
配
し
、
武
士
は
武
士
だ
か
ら
民
の
上

に
立
ち
、
百
姓
は
百
姓
だ
か
ら
年
貢
を
納
め
る
の
だ
、
と
、
人
々
は
当
然
視
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ

に
は
じ
つ
は
根
拠
は
な
く
、
人
と
人
と
の
間
の
身
分
の
差
を
異
常
、
不
自
然
と
感
じ
る
の
は
、
人
々

に
と
っ
て
難
し
か
っ
た
」

こ
れ
に
「
現
に
身
分
格
式
の
序
列
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
ま
こ
と
に
目
に
明
ら
か
な
「
事
実
」
と

し
て
演
出
さ
れ
て
い
た
」
か
ら
そ
う
な
っ
た
、
と
い
う
理
由
を
く
っ
つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。

【
解
答
例
】「
身
分
の
序
列
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
明
ら
か
な
事
実
と
し
て
演
出
さ
れ
て
い
た
の
で
、

武
士
は
武
士
だ
か
ら
民
の
上
に
立
つ
と
い
っ
た
、
根
拠
の
な
い
理
由
に
よ
る
身
分
の
差
を
異
常
（
不

自
然
）
と
感
じ
る
の
は
、
人
々
に
と
っ
て
難
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。」

３
「
彼
等
の
生
は
、
誕
生
以
来
死
の
床
に
至
る
ま
で
、
そ
う
し
た
魔
法
の
中
で
営
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
」

と
あ
る
が
、｢

魔
法
」
が
解
け
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

多
様
な
例
に
埋
も
れ
て
見
え
に
く
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
貫
し
て
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、

身
分
と
い
っ
た
無
根
拠
な
序
列
が
、
ど
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
か
、
な
ぜ
信
じ
ら
れ
て
い
た
の

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
こ
の
問
い
も
、
１
や
２
に
つ
い
て
の
理
由
と
重
な
っ
て
い
る
。
１
は
「
実
像
が
見
え
な

か
っ
た
か
ら
」、
２
は
「
身
分
を
印
象
づ
け
る
儀
式
と
事
物
の
せ
い
」。

最
後
の
問
い
な
の
で
、「
な
ぜ
」
の
答
え
の
核
心
を
探
ろ
う
。
問
１
～
４
も
ヒ
ン
ト
に
な
る
。

★
対
比
に
注
目
。
⑦
段
落
に
注
目
。「
理
屈
よ
り
心
に
、
知
性
よ
り
諸
感
覚
と
感
性
に
訴
え
る
諸

象
徴
が
、
不
断
に
機
能
し
、
体
制
維
持
の
一
助
と
な
っ
て
い
た
」。

理
性
（
知
性
）
／
感
覚
（
感
性
）

魔
法
が
解
け
る
の
は
、
実
態
を
認
識
し
、
理
性
（
知
性
）
を
働
か
せ
た
と
き
だ
。「
み
ん
な
同
じ

人
間
だ
」。
福
沢
諭
吉
が
喝
破
し
て
い
た
よ
う
に
。

魔
法
が
維
持
さ
れ
る
の
は
、
「
身
分
を
印
象
づ
け
る
儀
式
や
事
物
」
に
よ
っ
て
本
人
の
実
態
と
は

関
係
の
な
い
オ
ー
ラ
が
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
。

こ
う
い
っ
た
材
料
を
使
っ
て
、
☆
な
ぜ
→
ど
の
よ
う
に
、
☆
切
り
身
、
で
言
い
換
え
て
い
こ
う
。

「
彼
等
（
身
分
制
社
会
を
生
き
た
人
々
）
の
生
は
、
／
誕
生
以
来
死
の
床
に
至
る
ま
で
、
／
そ
う

し
た
魔
法
の
中
で
営
ま
れ
た
」

と
い
う
本
文
に
戻
っ
て
、「
魔
法
」
の
部
分
を
い
い
か
え
る
。
対
比
を
生
か
し
て
、「
感
覚
が
勝
ち
、

理
性
が
機
能
せ
ず
」
と
い
う
形
で
解
き
ほ
ぐ
す
。

【
解
答
例
】
「
身
分
制
社
会
を
生
き
た
人
々
は
、
生
ま
れ
て
か
ら
、
身
分
を
印
象
づ
け
る
儀
式
や
事

物
に
よ
っ
て
、
身
分
差
を
自
然
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
感
覚
を
身
に
つ
け
、
そ
れ
を
不
自
然
に

感
じ
、
実
態
を
見
抜
く
理
性
を
働
か
せ
る
こ
と
は
、
（
身
分
制
社
会
自
体
が
変
化
し
な
い
限
り
）
あ

り
え
な
か
っ
た
か
ら
。」

●
身
分
制
社
会
＝
身
分
を
印
象
づ
け
る
儀
式
・
事
物
の
演
出
が
満
ち
て
い
る
。

●
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
、
身
分
の
感
覚
を
習
得
し
て
い
る
。

●
理
性
を
働
か
せ
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト
を
含
む
べ
し
。


