
中
古
語
の
文
法
研
究
に
お
け
る
訓
点
資
料
の
活
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**

辻
本 

桜
介 

 

概 

要 

 

本
稿
で
は
、
中
古
語
の
文
法
研
究
に
訓
点
資
料
を
利
用
す
る
方
法
を
考
察
す
る
。
一
節
で
は
、
本
稿
の
目
的
を
述
べ
る
。
二
節
で
は
、
訓
点
資
料
の
研
究
に
携
わ
る
研
究
者
の
間

に
見
ら
れ
る
、
訓
点
資
料
の
研
究
を
担
う
「
若
手
」
が
減
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
意
識
に
着
目
し
、
文
法
研
究
を
専
門
に
す
る
研
究
者
が
訓
点
資
料
に
興
味
を
広
げ
る
こ
と
の
必
要

性
を
述
べ
る
。
三
節
で
は
、
公
開
さ
れ
た
訓
点
資
料
の
解
読
文
を
利
用
し
た
文
法
研
究
の
実
践
例
を
概
観
し
、
文
法
研
究
に
お
け
る
訓
点
資
料
の
活
用
の
メ
リ
ッ
ト
と
、
活
用
方
法

に
関
す
る
問
題
点
を
洗
い
出
す
。
四
節
で
は
、
文
法
研
究
に
お
い
て
訓
点
資
料
の
利
用
が
敬
遠
さ
れ
る
要
因
を
挙
げ
、
そ
の
解
決
策
を
考
え
る
。
五
節
で
は
、
中
古
語
の
文
法
研
究

を
行
う
際
に
選
定
す
べ
き
訓
点
資
料
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
考
え
る
。
六
節
で
は
、
五
節
で
示
し
た
訓
点
資
料
の
う
ち
一
部
の
も
の
の
解
読
文
を
電
子
デ
ー
タ
化
し
、
解
析
し
た

結
果
を
示
す
。
七
節
で
は
、
得
ら
れ
た
用
例
の
扱
い
方
に
関
し
て
注
意
す
べ
き
点
を
考
え
る
。
八
節
で
以
上
の
内
容
を
ま
と
め
、
中
古
語
の
文
法
研
究
に
お
い
て
訓
点
資
料
か
ら
用

例
を
収
集
す
る
際
の
具
体
的
な
手
順
を
考
え
る
。 

 

一 

目
的 

 

本
稿
の
目
的
は
、
中
古
語
の
文
法
を
研
究
す
る
際
の
、
訓
点
資
料
の
望
ま
し
い
利
用

方
法
を
導
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
訓
点
語
・
訓
点
資
料
を
研
究
す
る
分
野
で
は
、「
中
古

語
」
と
い
う
用
語
が
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
日
本
語
史
の
時

代
区
分
の
一
般
的
な
呼
称
で
あ
る
「
中
古
語
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
。 

本
来
は
、
膨
大
な
数
が
現
存
す
る
訓
点
資
料
の
中
か
ら
、
中
古
語
の
実
態
を
調
べ
る

の
に
最
適
な
訓
点
資
料
を
選
び
出
す
能
力
と
、
自
ら
の
責
任
の
も
と
で
最
大
限
正
確
に

解
読
す
る
能
力
と
、
さ
ら
に
は
実
際
に
解
読
を
行
っ
た
豊
富
な
経
験
を
持
つ
者
が
、
文

法
論
の
知
識
と
研
究
経
験
を
も
兼
ね
備
え
た
上
で
、
中
古
語
の
研
究
を
推
進
す
る
こ
と

が
理
想
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
か
な
り
の
困
難
を
伴
う
こ
と
は
大
方
の
認
め
る
と
こ

ろ
だ
ろ
う
。
本
稿
で
行
い
た
い
の
は
、
中
古
語
の
文
法
研
究
に
従
事
す
る
立
場
の
者
で

あ
れ
ば
誰
で
も
可
能
な
範
囲
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
と
は
、
と
り
も
な
お
さ

ず
筆
者
自
身
の
、
乏
し
い
力
量
に
応
じ
た
も
の
に
限
ら
れ
て
く
る
。
従
っ
て
、
他
の
研

究
者
で
あ
れ
ば
も
っ
と
理
想
に
近
い
訓
点
資
料
の
利
用
が
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、

本
稿
を
批
判
し
て
よ
り
望
ま
し
い
訓
点
資
料
の
あ
り
方
を
示
す
動
き
が
出
て
く
る
こ
と

も
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 二 

訓
点
資
料
研
究
の
側
の
問
題
意
識
を
踏
ま
え
て 

 

訓
点
資
料
研
究
に
関
わ
る
立
場
か
ら
し
ば
し
ば
表
明
さ
れ
る
懸
念
の
内
容
に
ま
ず
目

を
向
け
た
い
。
本
稿
は
そ
れ
ら
に
対
す
る
解
決
の
方
向
性
を
模
索
す
る
も
の
で
も
あ
る
。 

最
初
に
注
目
し
た
い
こ
と
と
し
て
、
多
大
な
労
力
を
か
け
て
作
成
・
公
表
さ
れ
た
訓

点
資
料
の
解
読
文
が
、
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
廣
濱
（
一

九
六
三
：
七
一
）
は
「
多
く
の
研
究
者
に
、
こ
の
貴
重
な
資
料
を
活
用
し
て
も
ら
え
る

よ
う
に
と
、
地
味
な
解
読
の
作
業
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
」
と
述
べ
、
訓
点
資
料
の
解

読
文
を
公
表
す
る
目
的
が
、
他
の
研
究
者
に
よ
る
利
用
を
期
し
て
の
こ
と
で
あ
る
こ
と

を
は
っ
き
り
示
し
た
が
、
そ
の
後
、
必
ず
し
も
他
研
究
者
に
よ
る
訓
点
資
料
の
利
用
は

活
発
化
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
築
島
（
一
九
九
四
：
一
五
）
の
「
近
時
、
訓
点
資
料

の
公
刊
は
多
い
が
、
学
界
一
般
に
十
分
に
活
用
さ
れ
て
ゐ
る
と
は
言
い
難
く
」
と
い
う



記
述
や
、
築
島
（
二
〇
〇
〇
：
八
）
の
「
訓
点
関
係
の
研
究
成
果
は
、
既
に
相
当
に
大

量
の
資
料
翻
刻
が
学
界
に
提
供
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
を
閲
読
す
る
こ
と
は
、
必
ず

し
も
す
べ
て
の
文
献
に
つ
い
て
困
難
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。［
中
略
］
し
か
し
、
そ
れ

ら
の
翻
刻
さ
れ
た
資
料
や
、
影
印
本
を
利
用
し
た
研
究
文
献
は
、
必
ず
し
も
多
く
な
い
」

と
い
う
記
述
の
よ
う
に
、
そ
う
し
た
問
題
意
識
を
は
っ
き
り
述
べ
た
例
が
あ
る
こ
と
は
、

重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
基
礎
研
究
の
成
果
は
、
即
座
に
何
ら
か
の
隣
接
領

域
で
の
応
用
が
期
待
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
公
開
さ
れ
た
訓
点
資
料
の
解
読
文
を

積
極
的
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
、
そ
ろ
そ
ろ
出
て
き
て
も
良
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
た
だ
、
大
槻
（
二
〇
〇
九
ａ
：
二
三
―
二
四
）
は
、「
訓
点
資
料
は
読
む
も
の

で
は
な
く
、
辞
書
の
よ
う
に
引
く
も
の
だ
。
使
え
る
部
分
を
訓
点
資
料
の
中
か
ら
探
し

出
し
て
利
用
す
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
」
と
い
う
考
え
方
が
行
き
過
ぎ
る
と
、
そ
れ
は
そ

れ
で
批
判
の
対
象
に
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
訓
点
資
料
の
利
用
の
仕

方
に
も
注
意
点
が
必
要
な
よ
う
で
あ
る
。
な
ら
ば
結
局
、
慎
重
に
研
究
を
行
お
う
と
す

れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
利
用
し
た
ら
良
い
か
分
か
ら
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
た
ど
り
着

い
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
安
易
に
訓
点
資
料
を
利
用
す
れ
ば
批
判
さ
れ
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
安
易
で
な
い
利
用
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
中
古
語
文
法
の
研
究
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
限
っ
て
で
あ
る
が
、
こ
の

問
題
の
解
決
を
目
指
し
た
い
。 

も
う
一
点
、
訓
点
資
料
を
研
究
す
る
「
若
手
」
が
減
少
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
考

え
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
月
本
（
二
〇
〇
〇
：
一
三
）
の
「
若
手
の
研
究
者
、
例
え
ば

四
十
歳
未
満
の
訓
点
研
究
者
は
限
り
な
く
ゼ
ロ
に
近
い
」
と
い
う
指
摘
や
、
月
本
（
二

〇
〇
八
：
二
）
の
「
筆
者
（
月
本
、
以
下
同
様
）
は
古
訓
点
研
究
が
主
と
し
て
後
継
者

難
に
よ
り
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
憂
う
者
の
一
人
で
あ
る
」
と
い
う
懸
念
、
大

槻
（
二
〇
〇
九
ａ
：
二
三
）
の
「
若
手
で
訓
点
を
や
ろ
う
と
い
う
人
が
少
な
い
と
か
い

っ
た
点
が
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
ま
す
」
と
い
う
発
言
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
昨
今
、

訓
点
語
関
係
の
「
若
手
」
研
究
者
は
減
少
の
一
途
を
辿
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
何
と
か
解

決
し
た
い
と
思
う
向
き
が
強
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
要
因
や
解
決
策
に
関
す

る
意
見
も
出
て
い
る
が
、
こ
の
先
、
訓
点
資
料
の
研
究
（
特
に
実
物
の
書
誌
的
分
析
や

解
読
文
の
作
成
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
ヲ
コ
ト
点
や
仮
名
の
研
究
な
ど
）
を
専
門
に
す
る

「
若
手
」
が
多
く
現
れ
る
こ
と
は
期
待
し
が
た
い
。
小
助
川
（
二
〇
一
〇
：
八
八
）
は
、

二
〇
〇
九
年
度
に
お
け
る
国
立
大
学
八
十
四
校
の
シ
ラ
バ
ス
を
調
査
し
、
訓
点
資
料
を

取
り
上
げ
た
授
業
が
「
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
」（
見
出
さ
れ
た
の
は
六
校
、
六
講

座
の
み
）
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、「
漢
文
訓
読
研
究
に
関
し
て
社
会
的
認
知
が
欠
如
し

て
い
る
の
は
、
社
会
的
還
元
、
特
に
高
等
教
育
に
お
け
る
扱
い
が
不
十
分
だ
か
ら
で
あ

る
」（
九
一
頁
）
と
指
摘
し
、
月
本
（
二
〇
〇
〇
：
一
三
）
は
「
有
力
な
訓
点
研
究
者
が

定
年
で
大
学
を
退
け
ば
、
そ
の
指
導
を
受
け
て
訓
点
研
究
者
を
志
す
学
生
は
出
な
く
な

る
。
悪
循
環
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
訓
点
資
料
研
究
を
専
攻
し
よ
う
と
す
る
若
手

の
育
成
が
進
ま
な
い
背
景
に
は
、
日
本
の
高
等
教
育
の
あ
り
方
と
い
う
根
深
い
問
題
が

あ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
れ
に
加
え
て
考
え
て
お
く
べ
き
大
き

な
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
訓
点
資
料
の
研
究
を
行
う
に
は
、
訓
点
語
や
、
書
誌
学

に
関
す
る
豊
富
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
信
頼
性
の
高
い
解
読
文

を
公
表
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
時
間
が
か
か
り
そ
う
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
（
少

な
く
と
も
、
筆
者
に
は
そ
う
見
え
る
）。
そ
し
て
、
そ
れ
が
出
来
た
と
し
て
も
、
専
門
の

研
究
者
と
し
て
自
立
し
、
大
学
に
職
を
得
て
研
究
を
続
け
ら
れ
る
要
件
が
整
わ
な
く
な

っ
て
き
て
い
る
点
が
大
き
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
昨
今
は
、
博
士
号
（
ま
た
は
そ
れ
に

相
当
す
る
業
績
を
持
っ
て
い
る
こ
と
）
が
研
究
者
と
し
て
自
立
す
る
条
件
に
な
っ
て
き

て
い
て
、
解
読
文
を
作
成
し
た
だ
け
で
は
、
ま
だ
博
士
論
文
の
「
論
」
が
無
い
。
手
早

く
研
究
論
文
を
執
筆
し
よ
う
と
す
る
方
向
へ
「
若
手
」
が
流
れ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い

時
代
の
趨
勢
に
も
、
訓
点
資
料
を
学
ぶ
「
若
手
」
減
少
の
遠
因
を
求
め
る
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
く
と
、
今
後
、
大
学
等
の
研
究
機
関
で
訓
点

資
料
を
専
門
と
す
る
「
若
手
」
の
育
成
を
行
う
こ
と
は
絶
望
的
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

て
く
る
。
し
か
し
、
魅
力
あ
る
訓
点
資
料
へ
の
関
心
が
完
全
に
失
わ
れ
る
こ
と
の
無
い

よ
う
に
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
採
る
べ
き
路
線
の
一
つ
が
、
文
法
研

究
を
専
門
に
す
る
研
究
者
（
特
に
「
若
手
」）
を
、
訓
点
資
料
に
注
目
す
る
よ
う
に
仕
向

け
る
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
従
来
、
訓
点
資
料
を
用
い
た
国
語
研
究
は
、
築

島
（
一
九
九
四
：
二
四
―
二
六
）
で
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
片
仮
名
字
体
の
変
遷
や
、

古
代
の
音
韻
・
語
彙
に
関
し
て
大
き
な
成
果
を
挙
げ
て
き
た
が
、
文
法
論
、
特
に
構
文



論
的
な
分
析
に
訓
点
資
料
の
用
例
を
使
う
実
践
は
多
い
と
は
言
え
な
い
。
築
島
（
一
九

九
四
：
二
五
）
は
、
訓
点
資
料
の
用
例
を
採
取
し
つ
つ
活
用
語
連
体
形
を
統
語
論
的
に

分
析
し
た
近
藤
（
一
九
八
一
）
に
つ
い
て
、「
構
文
論
に
訓
点
資
料
が
活
用
さ
れ
た
、
数

少
い
成
果
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
訓
点
資
料

の
実
物
を
直
接
に
扱
う
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
既
に
公
表
さ
れ
て
い
る
解
読
文
を
活

用
す
る
こ
と
で
、
中
古
語
の
文
法
に
関
す
る
研
究
の
幅
が
格
段
に
広
が
る
こ
と
が
期
待

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
観
点
か
ら
、
既
に
利
用
可
能
な
訓

点
資
料
の
解
読
文
を
概
観
し
、
従
来
の
文
法
研
究
で
用
い
ら
れ
て
き
た
和
文
資
料
と
比

べ
て
も
決
し
て
遜
色
の
無
い
質
・
分
量
が
確
保
で
き
る
こ
と
を
述
べ
た
い
。
そ
し
て
、

文
法
研
究
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
解
読
文
を
利
用
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も

詳
し
く
考
え
た
い
。 

 

三 

訓
点
資
料
で
の
用
例
調
査
に
基
づ
く
文
法
研
究 

さ
て
、
訓
点
資
料
を
用
い
た
文
法
研
究
の
例
が
少
な
い
と
は
い
っ
て
も
、
皆
無
で
は

な
い
。
次
に
示
す
い
く
つ
か
を
取
り
上
げ
て
、
訓
点
資
料
の
利
用
の
実
態
を
み
て
お
き

た
い
。 

 

①
稲
垣
（
一
九
六
一
） 

 

…
助
詞
イ
の
統
語
論
的
位
置
付
け
に
関
す
る
も
の
で
、
平
安
時
代
中
期
ま
で
の
訓

点
資
料
を
取
り
上
げ
て
助
詞
イ
の
用
例
を
網
羅
的
に
分
析
し
て
い
る
。 

 

②
鈴
木
（
一
九
七
五
） 

 

…
中
古
語
に
お
け
る
「
…
と
な
る
」
と
「
…
に
な
る
」
の
相
違
を
調
べ
る
た
め
に
、

五
種
の
訓
点
資
料
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
。 

 

③
近
藤
（
一
九
八
一
） 

 

…
連
体
修
飾
構
造
を
現
代
語
と
古
代
語
と
で
比
較
す
る
に
際
し
、
訓
点
資
料
の
用

例
も
見
て
い
る
。 

 

④
橋
本
（
一
九
九
〇
） 

 

…
平
安
初
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
の
訓
点
資
料
か
ら
、
副
詞
的
形
式
と
し
て
働

く
サ
ダ
メ
テ
の
用
例
を
抽
出
し
、
文
末
形
式
と
の
呼
応
に
着
目
し
て
分
類
を
行

っ
て
い
る
。 

 

⑤
山
本
（
一
九
九
三
） 

 

…
平
安
時
代
の
訓
点
資
料
か
ら
動
詞
「
を
し
ふ
（
教
ふ
）」
の
用
例
を
抽
出
し
、
共

起
す
る
格
成
分
の
種
類
に
着
目
し
な
が
ら
意
味
の
分
類
を
行
っ
て
い
る
。 

 

⑥
榎
木
（
一
九
九
六
） 

 

…
平
安
時
代
初
期
の
訓
点
資
料
を
調
査
し
、
そ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
使
役
文
に
お
け

る
被
使
役
者
を
表
す
成
分
の
格
標
示
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。 

 

⑦
鈴
木
（
二
〇
〇
三
） 

 

…
活
用
語
の
連
体
形
を
助
詞
ガ
が
受
け
る
用
例
を
多
く
の
訓
点
資
料
に
求
め
、
そ

の
構
造
を
分
類
し
て
い
る
。 

 

⑧
鈴
木
（
二
〇
〇
五
） 

 

…
「
い
へ
り
」「
い
ふ
」
の
両
語
形
の
用
例
が
得
ら
れ
る
訓
点
資
料
を
選
定
し
、
そ

れ
ら
か
ら
得
ら
れ
た
用
例
を
分
析
し
た
結
果
と
し
て
、「
い
へ
り
」に
は
パ
ー
フ

ェ
ク
ト
性
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。 

 

⑨
杉
山
（
二
〇
一
六
） 

 
 

…
格
助
詞
的
に
用
い
ら
れ
る
「
に
し
て
」
が
持
つ
諸
用
法
を
時
代
ご
と
に
整
理
す

る
に
あ
た
っ
て
、
平
安
時
代
～
鎌
倉
時
代
の
訓
点
資
料
か
ら
用
例
を
抽
出
し
、

分
類
し
て
い
る
。 

 

⑩
楊
（
二
〇
一
七
） 

 

…
「
原
因
理
由
」
を
表
す
と
さ
れ
る
「
…
に
よ
り
て
」
の
用
例
を
訓
点
資
料
か
ら

抽
出
し
て
、
後
続
節
が
好
ま
し
い
内
容
を
示
す
用
法
（
プ
ラ
ス
的
用
法
）
の
存

在
を
認
め
、
和
文
で
の
用
法
と
比
較
し
て
い
る
。 

⑪
北
﨑
（
二
〇
一
八
） 

 

…
〝
放
任
〟
の
用
法
を
持
つ
と
さ
れ
る
、「
ま
れ
」「
も
あ
れ
」
等
の
動
詞
命
令
形

を
含
む
形
の
用
例
を
訓
点
資
料
か
ら
収
集
し
、
前
接
要
素
な
ど
に
着
目
し
て
分

類
し
て
い
る
。 

こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
「
文
法
研
究
」
と
い
う
意
識
の
鮮
明
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
い

が
、
訓
点
資
料
の
言
語
が
、
幅
広
く
さ
ま
ざ
ま
な
文
法
範
疇
の
研
究
に
使
用
で
き
る
こ

と
を
教
え
て
く
れ
る
。
し
い
て
分
類
す
る
な
ら
、
格
助
詞
に
関
す
る
研
究
（
①
②
⑨
）、

準
体
言
に
関
す
る
研
究
（
③
⑦
）、
副
詞
に
関
す
る
研
究
（
④
）、
動
詞
に
関
す
る
研
究



（
⑤
）、
ヴ
ォ
イ
ス
に
関
す
る
研
究
（
⑥
）、
ア
ス
ペ
ク
ト
に
関
す
る
研
究
（
⑧
）、
複
合

辞
に
関
す
る
研
究
（
⑨
⑩
⑪
）、
と
い
っ
た
分
野
で
の
実
践
例
が
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。

し
か
し
、
ど
の
分
野
も
ま
だ
ま
だ
研
究
成
果
が
少
な
い
し
、
他
に
も
訓
点
資
料
の
活
用

に
よ
っ
て
深
化
す
る
研
究
分
野
が
い
く
ら
で
も
あ
る
こ
と
は
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。 

で
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
訓
点
資
料
を
用
い
た
ら
よ
い
か
、

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
林
（
一
九
六
八
：
四
五
）
が
「
読

下
し
文
が
そ
の
数
を
増
す
こ
と
は
機
械
的
に
せ
よ
慶
賀
す
べ
き

で
あ
る
が
、
資
料
は
そ
れ
自
体
が
目
的
で
な
く
、
窮
極
に
は
、

そ
れ
が
国
語
学
の
研
究
対
象
と
し
て
如
何
に
有
用
で
あ
る
か
に

係
る
。」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
本
来
、
個
々
の
訓
点
資
料
の
性
質

を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
、
根
拠
に
基
づ
い
て
調
査
対
象
を

選
定
す
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
訓
点
研
究
の
素
人
で

は
難
し
い
。
そ
こ
で
ま
ず
学
界
で
認
め
ら
れ
て
い
る
方
法
論
を

参
考
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
あ
ま
り
統
一
的
な
方
法
は

採
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

表
１
は
、
右
に
見
た
①
～
⑪
の
文
法
研
究
の
実
践
例
を
参
照

し
、
そ
れ
ぞ
れ
で
用
い
た
と
さ
れ
る
平
安
初
期
（
九
世
紀
）
加

点
の
訓
点
資
料
の
解
読
文
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
を
整

理
し
た
も
の
で
あ
る
（
平
安
初
期
の
訓
点
資
料
に
注
目
す
る
の

は
、
こ
の
時
期
の
も
の
が
文
法
研
究
に
お
い
て
有
用
性
が
高
い

点
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
詳
細

は
五
節
で
述
べ
る
）。
左
列
の
論
文
の
執
筆
時
ま
で
に
調
査
を
完

了
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
解
読
文
は
、
網
掛
け

で
示
し
て
あ
る
（
稲
垣
（
一
九
六
一
）
は
自
身
の
手
元
に
あ
っ

た
資
料
を
利
用
し
た
の
だ
ろ
う
）。
こ
の
表
１
か
ら
見
て
取
れ
る

こ
と
と
し
て
三
点
を
挙
げ
た
い
。 

第
一
に
、
文
法
研
究
に
用
い
る
べ
き
訓
点
資
料
の
解
読
文
の

選
び
方
に
関
し
て
、
一
貫
し
た
方
針
が
共
有
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
、
と
い
う
点
が
あ
る
。
勿
論
、
研
究
の
目
的
に
応
じ

て
扱
う
べ
き
訓
点
資
料
の
種
類
や
量
が
変
わ
っ
て
く
る
の
だ
ろ

う
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
内
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
資
料
の
調

金
光
明
最
勝
王
経

（
西
大
寺
本

）

金
光
明
最
勝
王
経

（
唐
招
提
寺
本

）

大
乗
阿
毘
達
磨
雑
集
論

（
聖
語
蔵
本

）

地
蔵
十
輪
経

（
東
大
寺
図
書
館
本

）

成
実
論
　
巻
十
二

（
東
大
寺
図
書
館
本

）

成
実
論
　
巻
十
三

（
聖
語
蔵
本

）

成
実
論
　
巻
十
八

（
聖
語
蔵
本

）

成
実
論
　
巻
十
一

（
聖
語
蔵
本

）

成
実
論
　
巻
十
六

（
聖
語
蔵
本

）

成
実
論
　
巻
二
十
二

（
聖
語
蔵
本

）

成
実
論
　
巻
十
五

（
東
大
寺
図
書
館
本

）

成
実
論
　
巻
二
十
一

（
東
大
寺
図
書
館
本

）

願
経
四
分
律

（
小
川
本

）

成
実
論
　
巻
十
四

（
聖
語
蔵
本

）

願
経
四
分
律

（
聖
語
蔵
本

）

地
蔵
十
輪
経

（
巻
五

、
聖
語
蔵
本

）

成
実
論
　
巻
二
十
三

（
聖
語
蔵
本

）

地
蔵
十
輪
経

（
巻
七

、
聖
語
蔵
本

）

金
剛
般
若
経
集
験
記

（
石
山
寺
本
・
天
理
図
書
館
本

）

百
法
顕
幽
抄

（
東
大
寺
図
書
館
本

）

金
光
明
最
勝
王
経
註
釈

（
東
大
寺
図
書
館
本

）

大
方
広
仏
華
厳
経

（
石
山
寺
本

）

願
経
四
分
律

（
岩
淵
本

）

四
分
律

（
石
山
寺
本

）

大
智
度
論

（
石
山
寺
本

）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

解
読
文
を
公
表
し
た
文
献

① 『訓点語と訓点資料』 稲垣瑞穂 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

② 『国語と国文学』 鈴木泰 ○

③ 『国語と国文学』 近藤泰弘 ○ ○ ○

④ 『訓点語と訓点資料』 橋本博幸 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑤ 『訓点語と訓点資料』 山本真吾 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑥ 『訓点語と訓点資料』 榎木久薫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑦ 『文芸研究』（明治大学文芸研究会） 鈴木浩 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑧ 『築島裕博士傘寿記念国語学論集』 鈴木泰 ○ ○

⑨ 『訓点語と訓点資料』 杉山俊一郎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑩ 『表現研究』 楊瓊  ○ ○ ○

⑪ 『訓点語と訓点資料』 北﨑勇帆 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中
田
祝
夫
ほ
か

（
1
9
7
5

）

※
４
　
稲
垣
瑞
穂

(

1
9
7
6

)

築
島
裕
・
小
林
芳
規

（
1
9
5
6

）

大
坪
併
治

（
1
9
5
6

）

鈴
木
一
男

（
1
9
5
6
ａ

）

鈴
木
一
男

（
1
9
6
2

）

※
１
　
鈴
木
一
男

（
1
9
6
5

）

※
２
　
中
田
祝
夫

（
1
9
6
5

）

鈴
木
一
男

（
1
9
6
6

）

鈴
木
一
男

（
1
9
5
6
ｂ

）

鈴
木
一
男

（
1
9
5
7
ａ

）

鈴
木
一
男

（
1
9
5
4
ｂ

）

築
島
裕

（
1
9
5
5

）

鈴
木
一
男

（
1
9
5
7
ｂ

）

鈴
木
一
男

（
1
9
5
7
ｃ

）

大
坪
併
治

（
1
9
5
8

）

妙
法
蓮
華
経
方
便
品

（
山
田
本

）

本稿で解読文の分量を算出したもの（後掲の表３）

文献（発表順）

大
坪
併
治

（
2
0
0
1

）文法的な研究の実践例

鈴
木
一
男

（
1
9
5
5

）

中
田
祝
夫

（
1
9
6
9

）

大
唐
三
蔵
玄
奘
法
師
表
啓

（
知
恩
院
本

）

田
淵
雅
生

（
1
9
8
7

）

大
坪
併
治

（
1
9
9
2

）

※
３
　
中
田
祝
夫

（
1
9
6
6

）

春
日
政
治

（
1
9
4
2

）

稲
垣
瑞
穂

（
1
9
5
4
ａ

）

鈴
木
一
男

（
1
9
5
4
ａ

）

中
田
祝
夫

（
1
9
5
4

）

※１　鈴木（1979）所収。後掲の表３では鈴木（1979）の本文を用いた結果を示している。
※２，３　中田（1969,1980）所収。左列の論文でも中田（1969）または中田（1980）が用いられている。
※４　稲垣（1959,1960）で後半部分の本文の試読が公開されているが、修正後の稲垣（1976）を用いるべきと思われる。

表１：平安初期（９C）加点の訓点資料の解読文が文法研究でどのように利用されているか

大
坪
併
治

（
2
0
0
1

）

大
坪
併
治

（
2
0
0
5

）
（1961）

（1975）

（1981）

（1990）

（1993）

（1996）

（2003）

（2005）

（2016）

（2017）

（2018）

稲
垣
瑞
穂

（
1
9
5
4
ｂ
・
ｃ

）



査
も
実
の
と
こ
ろ
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
一

。
し
か
し
、
こ
の
状
況

で
は
〝
良
い
手
本
の
真
似
を
し
よ
う
〟
と
い
う
方
法
が
実
践
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
は

事
実
で
あ
る
。 

第
二
に
、
基
本
的
に
、
公
開
さ
れ
た
解
読
文
が
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ

る
。
こ
れ
は
別
段
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
く
、
研
究
成
果
の
再
現
性
を
確
保
す
る
た
め

に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
訓
点
資
料
を
用
い
た
研
究
は
、
多
く
の
場
合
に
お

い
て
、
実
物
を
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
場
所
に
居
る
研
究
者
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て

き
た
。
表
１
の
示
す
実
態
か
ら
は
、
実
物
を
手
に
す
る
こ
と
の
無
い
研
究
者
に
も
、
訓

点
資
料
の
解
読
文
を
使
用
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。 

 

第
三
に
、
平
安
初
期
の
訓
点
資
料
の
解
読
文
の
多
く
の
も
の
が
、
一
九
五
〇
～
六
〇

年
代
に
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
最
近
で
も
、
大
坪
（
一
九
九
二
、
二
〇
〇

一
、
二
〇
〇
五
）
等
に
よ
っ
て
か
な
り
の
分
量
の
解
読
文
が
公
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
よ
り
早
い
段
階
で
、
す
で
に
平
安
初
期
の
訓
点
語
を
調
査
す
る
た
め
の
資
料
の
整
備

が
相
当
に
進
ん
で
い
た
と
見
て
良
い
。
し
か
し
、
○
の
付
い
て
い
な
い
部
分
（
資
料
が

利
用
で
き
る
が
、
利
用
さ
れ
て
い
な
い
部
分
）
が
少
な
く
な
い
。
利
用
率
の
高
い
春
日

（
一
九
四
二
）
の
金
光
明
最
勝
王
経
（
西
大
寺
本
）
と
、
中
田
（
一
九
五
四
・
一
九
六

五
・
一
九
六
六
）
の
地
蔵
十
輪
経
（
東
大
寺
図
書
館
本
・
聖
語
蔵
本
）
は
、
著
書
と
し

て
公
刊
さ
れ
た
本
文
に
よ
り
調
査
が
で
き
る
も
の
だ
が
、
も
し
、
学
会
誌
や
紀
要
で
の

公
表
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
は
利
用
し
に
く
く
、
著
書
と
し
て
公
に
な
っ
て
い
る
も

の
は
利
用
し
や
す
い
、
と
い
う
事
情
が
絡
ん
で
表
１
の
よ
う
な
利
用
状
況
に
な
っ
て
い

る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
は
研
究
と
い
う
科
学
的
営
為
の
本
質
と
は
別
の
力
学
が
相

当
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

憶
測
を
た
く
ま
し
く
し
た
面
も
あ
っ
た
が
、
今
の
と
こ
ろ
、
訓
点
資
料
を
用
い
た
文

法
研
究
の
た
め
の
第
一
段
階
と
し
て
の
、
資
料
の
選
定
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
見
習

う
べ
き
方
針
を
定
め
が
た
い
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、
目
に

入
っ
た
資
料
を
た
だ
闇
雲
に
沢
山
調
べ
れ
ば
良
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

実
際
、
一
種
類
の
訓
点
資
料
の
解
読
文
の
み
か
ら
文
法
的
現
象
を
帰
納
し
よ
う
と
し
た

西
崎
（
一
九
九
八
・
二
〇
〇
五
）
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
調
査
す
べ
き
資
料
の
範
囲
を

見
定
め
る
た
め
に
は
、
で
き
る
限
り
多
く
の
資
料
の
用
例
を
能
率
的
に
俯
瞰
で
き
る
こ

と
が
必
要
と
な
る
。
つ
ま
り
、
一
瞬
に
し
て
複
数
の
訓
点
資
料
に
お
け
る
用
例
の
状
況

を
大
雑
把
に
で
も
確
認
で
き
る
方
法
―
―
コ
ー
パ
ス
を
使
っ
て
用
例
を
抽
出
す
る
こ
と

―
―
が
訓
点
資
料
に
お
い
て
も
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

以
上
の
検
討
か
ら
、
訓
点
資
料
を
活
用
し
た
文
法
研
究
は
大
き
な
可
能
性
を
秘
め
て

お
り
、
活
発
化
す
る
に
は
コ
ー
パ
ス
の
整
備
が
必
要
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
従
来
、
訓
点
資
料
以
外
の
資
料
に
関
し
て
も
言
え
た
こ

と
で
、
実
際
、
国
立
国
語
研
究
所
『
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス
』
な
ど
で
上
代
か
ら
近
世

ま
で
の
主
な
資
料
が
コ
ー
パ
ス
と
し
て
公
開
さ
れ
、
文
法
研
究
に
お
い
て
す
で
に
大
い

に
活
用
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
訓
点
資
料
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
活
発
で

な
い
の
か
。
次
節
で
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
、
解
決
す
べ
き
問
題
点
を
洗
い
出
し

た
い
。 

 

四 

訓
点
資
料
が
日
本
語
学
に
お
け
る
他
の
分
野
か
ら
敬
遠
さ
れ
る
要
因 

前
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
中
古
語
文
法
の
研
究
に
お
い
て
、
本
格
的
に
訓
点
資
料
の

解
読
文
か
ら
の
用
例
収
集
を
実
践
す
る
も
の
は
多
く
な
い
。
誤
脱
・
改
竄
と
い
っ
た
問

題
を
抱
え
が
ち
な
和
文
資
料
の
本
文
に
比
べ
、
訓
点
資
料
は
、
古
代
人
の
直
筆
の
加
点

を
今
日
に
伝
え
て
い
る
上
、
膨
大
な
量
が
現
存
し
て
お
り
、
国
語
史
資
料
と
し
て
の
価

値
が
極
め
て
高
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
訓
点
資
料
は
文
法
研
究
に
利
用
さ
れ

る
こ
と
が
少
な
い
の
か
。
本
節
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
従
来
の
見
方
を
整
理
し
つ
つ
、

筆
者
の
考
え
も
述
べ
る
。
そ
の
中
か
ら
、
今
後
の
文
法
研
究
に
お
い
て
訓
点
資
料
が
用

い
ら
れ
る
た
め
に
解
決
す
べ
き
課
題
を
見
出
す
。
た
だ
し
、
既
に
公
表
さ
れ
た
解
読
文

を
利
用
し
て
文
法
研
究
に
必
要
な
用
例
収
集
を
行
お
う
と
す
る
立
場
で
の
見
方
を
示
す

に
留
め
る
。 

 

四
―
一 
文
法
研
究
に
訓
点
資
料
を
用
い
る
と
き
に
必
要
な
知
識
・
態
度 

 

文
法
研
究
に
訓
点
資
料
を
用
い
よ
う
と
す
る
場
合
、
実
際
に
用
例
を
抽
出
し
た
後
も
、

和
文
資
料
を
扱
う
場
合
と
は
異
な
る
ノ
ウ
ハ
ウ
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
が
、
訓
点
資
料

に
手
を
出
そ
う
と
す
る
際
の
障
壁
に
な
っ
て
い
る
面
が
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
こ



こ
で
は
、（
１
）
解
読
文
の
複
雑
さ
、（
２
）
用
例
解
釈
の
難
し
さ
、
の
二
点
に
つ
い
て

考
え
る
。 

（
１
）
解
読
文
の
複
雑
さ
に
つ
い
て
。
訓
点
資
料
の
解
読
文
を
電
子
デ
ー
タ
と
し
て

提
供
す
る
方
法
に
つ
い
て
考
察
す
る
松
本
（
二
〇
一
三
ａ
：
七
五
）
は
、
訓
点
資
料
に

お
け
る
ヲ
コ
ト
点
・
片
仮
名
と
解
読
者
に
よ
る
補
読
と
が
一
つ
の
解
読
文
中
で
書
き
分

け
ら
れ
る
こ
と
に
触
れ
て
、｢｢

漢
文
訓
読
語
史
の
学
が
特
殊
で
あ
る｣

と
の
不
当
な
る

評
価
の
一
因
に
は
、
訓
読
文
の
複
雑
さ
が
あ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る｣

と
述
べ

て
い
る
。
確
か
に
、
幅
広
い
領
域
に
渡
る
国
語
史
と
い
う
分
野
の
中
で
、「
ヲ
コ
ト
点
」

「
補
読
」
な
ど
と
い
う
用
語
は
、
訓
点
資
料
研
究
独
特
の
も
の
で
あ
り
、
文
法
研
究
を

標
榜
す
る
研
究
者
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
用
語
を
知
ら
な
い
人
も
少
な
か
ら
ず
居
る
の

か
も
し
れ
な
い
二

。
し
か
し
訓
点
資
料
の
初
学
者
に
向
け
た
文
献
三

を
読
む
な
ど
す
れ
ば
、

こ
う
し
た
問
題
の
克
服
は
そ
う
難
し
く
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
う
。 

 

（
２
）
用
例
解
釈
の
難
し
さ
に
つ
い
て
。
多
く
の
和
文
資
料
（
散
文
）
の
場
合
、
主

と
し
て
文
学
の
専
門
家
に
よ
る
注
釈
書
が
充
実
し
て
い
る
が
、
訓
点
資
料
の
解
読
文
に

関
す
る
注
釈
書
は
見
出
し
が
た
い
。
特
に
、
平
安
初
期
の
訓
点
資
料
は
大
半
が
仏
典
で

あ
り
、
仏
教
の
教
義
や
仏
教
文
化
を
熟
知
し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
内
容
を
読
み
解
く

こ
と
は
困
難
だ
ろ
う
。
実
際
、
築
島
（
二
〇
〇
〇
：
九
―
一
〇
）
は
、
解
読
文
に
つ
い

て
「
解
読
者
の
文
意
の
誤
解
や
主
観
に
よ
る
誤
読
な
ど
が
つ
い
て
廻
る
の
が
常
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
し
、
ま
た
「
仏
典
の
場
合
な
ど
に
つ
い
て
は
、
仏
教
学
専
門
の
方
々

と
の
共
同
研
究
が
望
ま
し
い
し
、
漢
籍
の
場
合
は
、
漢
文
学
や
中
国
語
学
の
専
門
家
と

の
研
究
が
有
益
で
あ
る
と
思
う
が
、
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
隣
接
の
部
門
の
方
々
の
、

古
訓
点
に
つ
い
て
の
関
心
は
、
一
般
に
必
ず
し
も
深
い
と
は
言
い
難
く
、
非
常
に
薄
い

も
の
が
あ
り
」
と
述
べ
て
い
る
点
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
今
後
、
訓
点
資
料
の
解
読
文

の
た
め
の
、
仏
教
学
・
漢
文
学
の
専
門
家
の
知
見
が
加
わ
っ
た
注
釈
書
が
出
る
こ
と
も

期
待
し
が
た
い
。
な
ら
ば
、
石
塚
（
一
九
九
四
：
三
三
）
の
よ
う
に
、
「
書
誌
学
・
仏

教
史
・
漢
学
史
と
の
関
聯
を
抜
き
に
し
て
は
訓
点
資
料
は
扱
い
得
な
い
」
と
い
う
認
識

を
鮮
明
に
し
て
、
「
本
文
を
暗
記
す
る
程
に
熟
知
し
諸
注
に
は
総
て
目
を
通
す
と
い
ふ

や
う
な
作
業
の
上
に
立
つ
訓
点
資
料
の
解
読
」
を
敢
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
文
法
や
語
彙
と
い
っ
た
、
言
語
学
的
な
問
題
の
方
に
関
心
を
持
つ
人
々
に
、
そ

れ
を
要
求
す
る
の
は
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
坪
（
二
〇
〇
五
：

四
）
が
「
凡
人
の
私
に
は
、
多
く
の
巻
［
筆
者
注
：
『
大
智
度
論
』
二
七
巻
を
指
す
］

に
つ
い
て
、
本
文
を
筆
写
し
移
点
し
、
こ
れ
を
解
読
し
て
ゐ
て
も
、
論
語
読
み
の
論
語

知
ら
ず
の
類
で
あ
ら
う
か
、
思
想
的
に
は
殆
ん
ど
理
解
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
と
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
訓
点
資
料
の
解
読
を
行
う
立
場
に
い
て
す
ら
、
そ
の
内
容
の
理
解
に

は
相
当
の
困
難
を
伴
う
の
が
常
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
難
し
さ
を
完
全
に
は
克

服
で
き
な
い
と
い
う
前
提
に
立
た
な
け
れ
ば
、
訓
点
資
料
か
ら
中
古
語
文
法
に
関
す
る

新
し
い
知
見
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
考
え
た
い
。
文
字
・
音
韻
・
語
彙
の
研
究
、

あ
る
い
は
形
態
論
的
な
研
究
の
場
合
に
は
、
見
つ
け
た
字
句
を
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て

収
集
す
る
手
法
が
通
用
し
う
る
。
し
か
し
、
文
法
論
で
は
一
般
に
、
一
文
全
体
の
意
味

を
捉
え
る
こ
と
も
必
要
で
あ
り
、
そ
の
前
後
文
脈
を
把
握
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

用
例
の
解
釈
が
不
正
確
で
あ
る
の
は
問
題
だ
が
、
和
文
資
料
の
場
合
に
は
無
い
限
界
が

あ
る
と
知
っ
て
お
く
べ
き
で
、
そ
う
し
た
限
界
が
あ
っ
て
も
仕
方
な
い
と
い
う
感
覚
を

持
た
な
け
れ
ば
、
訓
点
資
料
を
扱
う
こ
と
は
難
し
い
。 

 

四
―
二 

訓
点
資
料
研
究
の
特
殊
性 

 

築
島
（
二
〇
〇
〇
：
七
）
が
「
漢
文
訓
読
、
古
訓
点
の
研
究
が
、
依
然
と
し
て
、
国

語
学
の
他
の
分
野
か
ら
別
扱
い
さ
れ
、「
孤
立
」
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
拭
い
去
る
こ

と
が
出
来
な
い
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
日
本
語
学
の
中
で
も
、
訓
点
資
料
関
係
の
こ
と

は
特
殊
な
枠
を
形
成
し
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
、「
他
の
分
野
か
ら
別
扱
い

さ
れ
」
て
い
る
と
い
う
捉
え
方
以
外
に
も
、
訓
点
資
料
研
究
の
独
特
の
〝
流
儀
〟
と
い

う
べ
き
も
の
の
存
在
が
、
日
本
語
学
の
他
の
分
野
と
の
間
に
溝
を
作
っ
て
い
る
面
が
あ

る
こ
と
も
否
め
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
例
え
ば
「
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
古
点
」
と
い
う
資
料
名
を
初
め
て
見
た
人
は
、

な
ぜ
所
蔵
場
所
を
示
す
「
西
大
寺
本
」
が
付
く
の
か
、
最
後
の
「
古
点
」
と
は
具
体
的

に
は
い
つ
頃
の
加
点
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。「
西
大
寺
本
」
を
冠
す
る
の
は
、「
金
光
明
最
勝
王
経
」
が
唐
招
提
寺
に
も
あ

る
こ
と
が
学
界
で
知
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
と
の
区
別
の
た
め
で
あ
る
と
説
明
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
和
文
資
料
の
場
合
、
多
数
の
伝
本
が
学
界
で
知
ら
れ
て
い
る



も
の
で
も
、
所
蔵
場
所
を
示
す
語
を
冠
し
た
形
で
示
す
こ
と
は
少
な
い
。
こ
れ
と
比
べ

る
と
、
訓
点
語
学
独
特
の
作
法
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
し
ま

う
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
考
え
に
も
少
し
誤
解
が
あ
る
。
和
文
資
料
の
場
合
、
通
常
、
あ

る
一
人
の
作
者
の
文
章
が
伝
写
過
程
で
枝
分
か
れ
し
て
今
日
に
伝
わ
っ
て
い
る
た
め
、

研
究
者
の
理
想
の
一
つ
に
は
、
そ
の
作
者
の
直
筆
本
を
再
構
築
す
る
と
い
う
こ
と
が
ま

ず
あ
り
、
そ
う
し
た
空
想
上
の
唯
一
の
テ
キ
ス
ト
が
常
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

訓
点
資
料
の
場
合
に
は
、
同
一
書
名
の
も
の
が
複
数
伝
わ
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
ら
は
別

人
が
別
々
の
と
こ
ろ
で
付
け
た
訓
点
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
本
来
的
に
異
な
る
資
料
と

し
て
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
違
い
が
、
〝
和
文
資
料
の
場
合
に
は
所

蔵
場
所
の
名
を
冠
さ
ず
に
呼
ん
で
、
訓
点
資
料
の
場
合
に
は
所
蔵
場
所
の
名
を
冠
し
て

区
別
す
る
〟
と
い
う
違
い
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
理
解
で
良
い
か

自
信
は
持
て
な
い
が
、
あ
る
程
度
資
料
の
伝
来
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
、
所
蔵

場
所
の
名
を
冠
す
る
こ
と
の
意
義
に
た
ど
り
着
か
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
う
し

た
初
歩
的
な
次
元
の
こ
と
を
解
説
し
て
い
る
書
物
を
、
筆
者
は
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。「
古
点
」
の
意
味
に
関
し
て
は
、
『
日
本
語
学
大
事
典
』
（
二
〇
一
八
年
、

東
京
堂
出
版
）
の
「
訓
点
」
の
項
目
で
、「
特
に
古
い
時
代
の
訓
点
本
（
通
常
室
町
時
代

以
前
）
を
古
点
本
と
い
う
」
と
さ
れ
る
こ
と
を
参
考
に
す
る
と
、
お
そ
ら
く
室
町
時
代

以
前
に
付
け
ら
れ
た
訓
点
を
「
古
点
」
と
呼
ぶ
の
だ
ろ
う
。「
古
点
」
と
い
う
語
に
つ
い

て
解
説
し
て
い
る
書
物
も
思
い
の
ほ
か
少
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
個
人
的
に
訓
点

資
料
の
専
門
家
か
ら
薫
陶
を
受
け
る
中
で
、
経
験
に
よ
り
体
得
す
る
し
か
な
い
の
だ
ろ

う
か
。 

ま
た
、
訓
点
資
料
に
関
す
る
論
文
を
読
ん
で
い
て
気
に
な
る
の
は
、
「
平
安
時
代
」
と

い
う
言
い
方
は
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
、「
中
古
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
ま
り
見

ら
れ
な
い
点
で
あ
る
。
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
日
本
語
史
の
時
代
区
分
で
は
、
院
政
開

始
の
時
期
を
境
と
し
て
、
平
安
時
代
の
内
部
を
中
古
と
中
世
前
期
と
に
分
け
る
。
訓
点

語
研
究
で
は
そ
う
い
う
捉
え
方
を
し
な
い
の
が
普
通
な
の
だ
ろ
う
か
。
大
坪
（
二
〇
一

五
：
一
）
は
訓
点
語
の
文
法
を
記
述
す
る
に
あ
た
り
、
院
政
の
始
ま
る
応
徳
年
間
（
一

〇
八
四
―
八
六
）
以
降
を
「
平
安
時
代
に
は
加
へ
な
い
」
と
し
て
い
て
お
り
、
事
実
上
、

時
代
区
分
の
仕
方
は
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
方
法
と
同
じ
だ
が
、「
中
古
」
と
い
う
名
称

は
使
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
些
細
な
疑
問
点
か
も
し
れ
な
い
が
、
時
代
区
分
の
仕
方
は
、

日
本
語
史
を
研
究
す
る
際
の
大
前
提
で
あ
る
。
大
前
提
に
お
い
て
日
本
語
学
の
他
分
野

と
の
違
い
が
見
て
取
れ
て
し
ま
う
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
訓
点
語
学
の
「
孤
立
」
を
助
長

し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。 

こ
う
し
た
初
歩
的
な
段
階
で
壁
を
感
じ
さ
せ
る
要
素
が
あ
る
こ
と
は
、
初
学
者
よ
り

は
、
む
し
ろ
、
あ
る
程
度
の
研
究
経
験
を
積
ん
だ
人
に
と
っ
て
の
障
壁
に
な
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
す
で
に
本
格
的
な
研
究
の
領
域
に
達
し
て
い
る
研
究
者
は
、
初
歩
的
な
段

階
の
勉
強
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
る
壁
に
当
た
っ
た
と
き
、
学
界
で
通

用
す
る
研
究
が
可
能
な
レ
ベ
ル
ま
で
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
長
い
道
の
り
を
想
像

し
、
抵
抗
感
を
抱
く
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

以
上
に
挙
げ
た
一
つ
一
つ
の
こ
と
は
取
る
に
足
り
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
遠

藤
（
一
九
五
二
ａ
：
九
）
が
「
加
点
の
事
情
や
伝
来
の
経
過
を
極
め
ず
し
て
何
の
研
究

ぞ
や
と
い
っ
て
、
た
ゞ
ひ
た
す
ら
に
書
誌
学
的
な
面
の
み
に
目
を
そ
ゝ
い
で
い
た
な
ら

ば
、
せ
っ
か
く
の
資
料
の
も
つ
価
値
も
光
を
放
つ
こ
と
な
く
終
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ

て
学
界
の
現
況
を
批
判
し
た
こ
と
に
目
を
向
け
た
い
。
訓
点
資
料
が
、
複
雑
な
構
造
・

成
立
事
情
を
持
つ
こ
と
は
、
確
か
に
興
味
深
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
研
究
す
る

と
い
う
方
向
性
は
、
言
語
そ
の
も
の
の
研
究
と
は
相
当
に
異
質
の
こ
と
で
あ
る
。
遠
藤

（
一
九
五
二
ａ
：
九
）
に
よ
る
右
の
批
判
が
今
日
も
再
び
な
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
、

筆
者
に
は
判
断
で
き
な
い
が
、
同
様
の
視
座
か
ら
今
日
の
訓
点
資
料
の
研
究
を
見
る
こ

と
に
も
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
訓
点
資
料
は
日
本
語
学
の
た
め
だ
け
の

も
の
と
い
う
わ
け
で
は
無
い
が
、
日
本
語
学
と
の
距
離
と
い
う
も
の
が
常
に
意
識
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
思
う
。 

こ
こ
ま
で
訓
点
資
料
に
関
す
る
研
究
の
側
に
、
日
本
語
学
の
他
の
分
野
と
の
距
離
が

生
じ
る
要
因
を
求
め
た
が
、
訓
点
資
料
に
関
す
る
論
文
・
研
究
書
の
多
く
は
、
門
外
漢

の
筆
者
で
も
「
読
め
た
」
と
い
う
気
に
な
れ
る
場
合
が
多
い
。
訓
点
資
料
に
関
す
る
研

究
の
大
抵
の
も
の
が
、
実
物
の
資
料
に
即
し
、
実
例
を
も
と
に
事
実
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
よ
う
な
、
高
い
具
体
性
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。
文
法
な
ど
の

周
辺
分
野
を
専
攻
し
て
い
て
も
、
敬
遠
せ
ず
訓
点
資
料
に
関
す
る
研
究
成
果
を
享
受
し

よ
う
と
す
れ
ば
、
相
当
の
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。 



四
―
三 

本
稿
で
解
決
す
べ
き
課
題 

こ
こ
か
ら
は
、文
法
研
究
に
お
い
て
訓
点
資
料
が
敬
遠
さ
れ
て
し
ま
う
要
因
の
う
ち
、

本
稿
で
解
決
を
目
指
す
も
の
に
触
れ
る
。
す
な
わ
ち
、（
１
）
訓
点
資
料
を
利
用
す
る
こ

と
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
（
２
）公
開
さ
れ
た
解
読
文
の
う
ち
、

ど
れ
を
選
べ
ば
良
い
か
が
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、（
３
）
公
開
さ
れ
た
解
読
文
に
関

し
て
、
用
例
を
網
羅
的
に
抽
出
す
る
た
め
の
索
引
や
コ
ー
パ
ス
が
あ
ま
り
整
備
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
、（
４
）
抽
出
し
た
用
例
の
扱
い
方
に
対
す
る
不
安
、
の
四
点
に
つ
い
て
考

え
る
。 

（
１
）
訓
点
資
料
を
利
用
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

に
つ
い
て
。
三
節
で
見
た
と
お
り
、
訓
点
資
料
を
用
い
た
文
法
研
究
の
実
践
例
は
多
く

な
い
。
こ
れ
は
、
文
法
研
究
の
側
で
、
訓
点
資
料
の
メ
リ
ッ
ト
を
感
じ
取
っ
て
い
る
研

究
者
が
多
く
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
さ
ら
に
、
訓
点
資
料
に
手
を
出

せ
る
の
は
一
部
の
者
に
限
ら
れ
る
と
か
、
訓
点
資
料
を
活
用
し
て
行
え
る
研
究
の
範
囲

は
狭
い
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
に
繋
が
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
訓
点
資
料
が
文
法
研
究

に
大
き
な
広
が
り
を
も
た
ら
す
可
能
性
を
持
つ
こ
と
は
、
利
用
で
き
る
解
読
文
の
質
と

分
量
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。 

（
２
）
公
開
さ
れ
た
解
読
文
の
う
ち
、
ど
れ
を
選
べ
ば
良
い
か
が
認
識
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
つ
い
て
。
こ
れ
も
、
三
節
の
表
１
か
ら
分
か
る
こ
と
だ
が
、
従
来
の
文
法
研

究
で
は
、
公
表
さ
れ
て
い
る
解
読
文
の
う
ち
ど
れ
を
活
用
す
れ
ば
良
い
か
と
い
う
点
に

お
い
て
は
、
一
貫
し
た
方
針
が
取
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
和
文
資
料
を
用
い
た

研
究
が
中
心
だ
っ
た
文
法
研
究
に
お
い
て
、
資
料
の
本
文
の
質
を
疑
い
、
よ
り
良
い
本

文
を
求
め
る
の
は
常
識
的
な
こ
と
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
訓
点
資
料
の

解
読
文
を
活
用
し
よ
う
と
考
え
た
場
合
に
、
ど
の
資
料
を
選
ぶ
べ
き
か
と
い
う
点
に
突

き
当
た
る
こ
と
に
な
る
が
、
現
状
で
は
そ
れ
に
対
す
る
答
え
を
見
つ
け
出
し
に
く
い
。 

（
３
）
公
開
さ
れ
た
解
読
文
に
関
し
て
、
用
例
を
網
羅
的
に
抽
出
す
る
た
め
の
索
引

や
コ
ー
パ
ス
が
あ
ま
り
整
備
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
。和
文
資
料
に
関
し
て
は
、

国
立
国
語
研
究
所
の
『
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス
』
が
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
も
少
な
か
ら

ず
電
子
デ
ー
タ
が
流
通
し
て
い
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
能
率
的
な
検
索
が
可
能
だ

っ
た
。
現
在
で
は
、
和
文
資
料
を
利
用
し
た
中
古
語
の
研
究
に
お
い
て
、
紙
媒
体
の
索

引
の
利
用
を
中
心
と
し
た
成
果
は
殆
ど
見
か
け
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
、

訓
点
資
料
の
場
合
、
既
に
公
表
さ
れ
て
い
る
解
読
文
を
コ
ー
パ
ス
化
し
て
公
開
す
る
動

き
は
恐
ら
く
殆
ど
無
い
し
、
そ
れ
以
前
の
段
階
と
し
て
、
紙
媒
体
の
語
彙
索
引
の
整
備

状
況
も
和
文
と
比
べ
る
と
進
ん
で
い
な
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
語
彙
の
一
部

の
み
を
拾
っ
た
索
引
が
付
い
て
い
れ
ば
良
い
方
で
、
全
て
の
語
彙
を
網
羅
し
た
総
索
引

が
出
て
い
る
も
の
は
限
ら
れ
て
い
る
。
一
部
の
訓
点
資
料
に
は
、
自
立
語
の
索
引
を
完

備
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
付
属
語
に
対
す
る
関
心
が
高
い
文
法
研
究
で
は
用
途
が
か
な

り
制
限
さ
れ
て
し
ま
う
。 

（
４
）
抽
出
し
た
用
例
の
扱
い
方
に
対
す
る
不
安
に
つ
い
て
。
訓
点
資
料
の
解
読
文

の
中
に
は
、
現
物
の
写
真
や
翻
刻
を
付
載
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
解
読
の

エ
ヴ
ィ
デ
ン
ス
と
し
て
働
く
も
の
で
、
発
表
し
た
研
究
者
の
良
心
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て

い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
写
真
や
翻
刻
が
あ
る
こ
と
は
、
解
読
文
の
利

用
者
に
対
し
て
も
常
に
実
物
を
解
読
し
確
か
め
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、

と
い
う
の
は
考
え
す
ぎ
だ
ろ
う
か
。
和
文
資
料
で
も
翻
刻
本
文
と
影
印
を
対
照
さ
せ
て

い
る
も
の
は
あ
る
が
、
中
古
語
の
文
法
研
究
で
は
一
般
に
、
校
訂
さ
れ
た
本
文
と
注
釈
・

現
代
語
訳
を
示
し
た
文
献
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
な
ど
）
を
用
い
る
た
め
、
影
印

と
と
も
に
解
読
文
を
掲
げ
る
訓
点
資
料
を
見
る
と
、
身
構
え
て
し
ま
う
（
少
な
く
と
も

筆
者
は
、
解
読
文
と
写
真
が
セ
ッ
ト
で
示
さ
れ
て
い
る
の
を
初
め
て
見
た
と
き
、
こ
れ

は
自
分
で
は
扱
え
そ
う
に
な
い
と
感
じ
た
）。
影
印
を
見
ず
に
解
読
文
か
ら
用
例
を
引
く

と
い
う
行
為
が
、
学
術
的
に
無
責
任
と
非
難
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
生

じ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
何
と
か
目
を
こ
ら
し
て
写
真
を
見
て
も
、
訓
点
が
良
く

見
え
な
い
場
合
が
あ
っ
て
、
途
方
に
暮
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
素
人
で
は
、
七
―
二
で
触

れ
る
よ
う
な
写
真
の
側
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
思
い
至
る
こ
と
は
で
き
ま
い
）。

そ
こ
で
中
田
（
一
九
五
四
：
一
〇
）
が
、「
訓
点
資
料
の
読
解
が
相
当
慎
重
な
用
意
と
專

門
的
な
熟
練
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
を
意
識
し
て
し

ま
う
と
、
写
真
か
ら
訓
点
を
読
み
取
る
能
力
は
、
一
部
の
専
門
家
に
限
ら
れ
る
特
権
な

の
だ
と
考
え
て
し
ま
い
、
一
層
、
訓
点
資
料
を
使
う
こ
と
に
消
極
的
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
く
な
る
の
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
こ
れ
ら
の
う
ち
（
１
）（
３
）
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
解
読
文
の
電
子
化



が
大
き
な
鍵
を
握
る
。
電
子
デ
ー
タ
に
す
れ
ば
、
そ
の
分
量
を
和
文
資
料
と
比
較
す
る

こ
と
が
で
き
、
訓
点
資
料
の
量
的
な
存
在
感
を
示
す
こ
と
も
で
き
る
。
当
然
、
用
例
の

検
索
も
能
率
的
に
な
る
。
こ
の
こ
と
つ
い
て
は
六
節
で
検
討
す
る
。
（
２
）
の
問
題
に
関

し
て
は
、
訓
点
資
料
に
関
す
る
研
究
を
精
読
し
、
文
法
研
究
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
資

料
選
定
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
五
節
で
扱
う
。

（
４
）
の
問
題
を
克
服
す
る
に
は
、
文
法
研
究
に
訓
点
資
料
の
用
例
を
用
い
る
際
の
手

続
き
や
注
意
点
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
七
節
で
述
べ
る
。 

 

五 

利
用
す
る
解
読
文
の
選
定 

 

文
法
研
究
で
は
、
通
常
、
で
き
る
限
り
口
語
に
近
い
性
質
の
資
料
を
用
い
よ
う
と
す

る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
中
古
語
を
対
象
と
す
る
場
合
は
、
源
氏
物
語
な
ど
の
和
文
資
料

が
優
先
度
の
高
い
資
料
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
。
一
方
訓
点
資
料
の
言
語
は
、
和
文
と

か
な
り
異
な
る
実
態
を
持
つ
こ
と
が
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
訓
点
資
料
の
日

本
語
が
完
全
に
口
語
か
ら
乖
離
し
、
学
習
し
た
語
（
古
語
や
漢
文
訓
読
の
特
有
語
）
の

み
で
書
か
れ
て
い
る
と
断
定
す
る
研
究
も
見
出
し
が
た
い
。
そ
こ
で
、
中
古
語
の
文
法

研
究
に
資
す
る
も
の
と
し
て
、
口
語
的
な
性
格
が
比
較
的
強
い
訓
点
資
料
に
は
ど
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
、
先
行
研
究
を
確
認
し
た
い
。 

 

五
―
一 

平
安
初
期
の
訓
点
資
料
の
言
語
が
持
つ
口
語
性
に
つ
い
て 

 

管
見
の
限
り
、
訓
点
資
料
の
解
読
文
は
、
中
古
・
中
世
の
各
時
期
の
も
の
が
公
表
さ

れ
て
い
る
。
中
古
語
の
研
究
が
目
的
で
あ
っ
て
も
、
単
純
に
、
中
古
に
お
い
て
加
点
さ

れ
た
資
料
を
用
い
れ
ば
良
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
単
純
で
も
な
い
。
ど
の
時
期
の
も
の

に
注
目
す
べ
き
か
。 

 

五
―
一
―
一 

先
行
研
究
で
の
見
方 

遠
藤
（
一
九
五
二
ａ
：
三
六
）
は
、
「
な
ぐ
り
が
き
を
思
わ
せ
る
か
の
如
き
放
胆
な
筆

勢
や
時
々
ヲ
コ
ト
点
の
打
ち
あ
や
ま
り
な
ど
の
あ
る
の
は
、
今
日
の
学
生
が
語
学
の
時

間
に
お
い
て
、
あ
わ
て
て
口
語
訳
を
書
き
こ
ん
で
い
く
の
と
同
じ
状
態
に
あ
っ
た
か
ら

な
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
、
古
い
訓
点
ほ
ど
口
語
的
色
彩
が
濃
く
、
国
語
研
究
の
対

象
と
し
て
の
訓
点
資
料
の
重
点
は
平
安
初
期
の
も
の
に
置
か
れ
る
と
説
く
。
た
だ
し
、

「
本
稿
で
用
い
た
口
語
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
口
頭
語
に
等
し
い
も
の
で
は
な
い
」

（
二
一
一
頁
）
と
も
述
べ
、
俗
語
に
近
い
口
語
と
い
う
わ
け
で
な
い
こ
と
を
補
足
し
て

い
る
。
春
日
（
一
九
五
三
：
一
〇
四
）
は
こ
の
主
張
を
取
り
上
げ
て
、
口
語
と
さ
れ
る

こ
と
は
訓
点
資
料
の
「
価
値
」
と
し
て
は
単
純
と
し
つ
つ
も
、
反
対
意
見
は
述
べ
て
い

な
い
。
ま
た
月
本
（
一
九
九
二
：
三
三
）
も
こ
の
主
張
に
触
れ
て
「
平
安
初
期
訓
点
資

料
の
言
語
が
ど
れ
ほ
ど
口
語
的
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
今
後
の
再
検
討
も
必
要
で
あ
ろ

う
」
と
し
て
い
る
が
、
や
は
り
反
証
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
平
安
初
期
の
訓

点
資
料
が
注
目
に
値
す
る
と
い
う
見
方
は
、
遠
藤
（
一
九
五
二
）
以
来
基
本
的
に
覆
さ

れ
て
い
な
い
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
こ
の
見
方
の
妥
当
性
に
関
す
る
他
の
研
究
者
の
見

解
を
見
て
い
き
た
い
。 

築
島
（
一
九
六
三
：
一
〇
）
は
、「
平
安
時
代
の
訓
点
資
料
の
言
語
は
、
当
時
の
口
語

を
反
映
し
て
ゐ
る
と
言
は
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
口
頭
会
話

語
を
全
般
的
に
反
映
し
た
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
当
時
と
し
て
既
に
文
語
的
性
格
を
有

し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
点
、
当
時
の
口
頭
会
話
語
を
強
く
反
映
し
て
ゐ
る
と

見
ら
れ
る
所
の
、
仮
名
文
学
の
言
語
と
は
、
相
当
の
隔
り
が
存
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、

そ
の
相
違
は
、
語
彙
や
語
法
は
素
よ
り
、
文
体
・
音
韻
な
ど
の
面
に
ま
で
及
ぶ
の
で
あ

る
」
と
述
べ
、
平
安
時
代
の
訓
点
資
料
の
言
語
が
、
基
本
的
に
は
文
語
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
見
方
は
、
平
安
初
期
の
訓
点
資
料
の
言
語
を
そ
の

ま
ま
口
語
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
対
す
る
反
対
意
見
と
も
取
れ
る
が
、
口
語
の
〝
反
映

〟
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
十
世
紀
頃
か
ら
の
状
況
に
つ
い

て
「「
漢
文
訓
読
語
」
な
る
も
の
が
社
会
的
一
位
相
語
と
し
て
固
定
し
、
当
時
の
和
文
語

な
る
も
の
と
対
立
関
係
に
在
つ
た
と
考
へ
る
の
で
あ
る
」（
四
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
こ

と
は
、
九
世
紀
ま
で
（
平
安
初
期
）
の
訓
点
資
料
が
、
比
較
的
、
当
時
の
和
文
に
近
い

性
格
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
見
方
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
。
九
世
紀
ま
で
の
和
文
資
料

は
非
常
に
限
ら
れ
て
く
る
四

の
で
、
具
体
的
に
は
、
十
世
紀
以
降
の
和
文
資
料
を
想
定
し

て
い
る
の
だ
と
想
像
で
き
る
が
、
和
文
資
料
に
近
い
も
の
と
し
て
扱
え
る
な
ら
ば
、
中

古
語
の
文
法
研
究
に
お
け
る
従
来
の
資
料
選
定
の
基
準
に
も
か
な
っ
て
く
る
。 

そ
の
後
、
築
島
（
一
九
七
〇
：
一
四
）
で
は
「
平
安
初
期
の
も
の
は
、
辞
書
で
も
訓



点
で
も
、
概
し
て
そ
の
当
時
の
現
代
語
で
あ
つ
た
が
（
勿
論
漢
文
翻
訳
語
的
要
素
は
あ

つ
た
か
ら
、
純
粋
の
日
常
の
口
語
と
は
逕
庭
が
あ
つ
た
ら
う
）、
平
安
後
半
期
以
降
の
も

の
は
、
第
一
義
的
に
は
そ
の
加
点
又
は
撰
述
の
年
代
の
言
語
で
あ
る
こ
と
勿
論
で
あ
る

が
、
同
時
に
、
そ
れ
よ
り
も
若
干
年
代
の
遡
っ
た
時
代
の
言
語
を
伝
承
反
映
し
て
ゐ
る

所
の
、
文
語
的
性
格
を
帯
び
た
も
の
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
」
と
述
べ
、
平

安
初
期
の
訓
点
資
料
の
言
語
を
、
後
期
以
降
の
も
の
と
比
較
し
つ
つ
当
時
の
現
代
語
と

し
て
認
め
て
い
る
。 

 

大
坪
（
二
〇
一
五
：
一
四
―
一
五
）
は
、
訓
点
語
を
「
加
点
当
時
の
口
語
を
基
調
と

し
な
が
ら
、
こ
れ
に
前
代
の
古
語
と
、
漢
文
の
訓
読
に
よ
っ
て
生
じ
た
翻
訳
語
と
の
加

は
っ
た
、
複
雑
に
し
て
不
純
な
言
語
」
と
し
、
平
安
初
期
の
も
の
に
つ
い
て
「
訓
読
即

解
釈
の
本
義
が
守
ら
れ
、
訓
読
は
文
意
に
即
し
て
行
は
れ
、
そ
の
時
々
に
適
切
な
訓
法

が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
た
」「
口
語
性
が
豊
か
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
平
安
初
期
（
九
世
紀
）
の
訓
点
資
料
の
言
語
は
、
当
時
の
口
語
を

基
調
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
十
世
紀
以
降
は
、
訓
法
が
固
定
し
、
口
語
と
の
乖
離
が

進
ん
だ
と
い
う
見
方
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
月
本
（
一
九
九
二
：
三
三
）
が
平
安
初
期
の
訓
点
資
料
に

関
し
て
「
特
に
平
安
時
代
後
半
期
の
よ
う
な
移
点
が
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
後
の
時
代
の
要
素
が
入
る
余
地
が
な
く
、
純
粋
な
年
代
性
を
保
っ
て
い
る
こ
と
に

対
す
る
信
頼
感
は
、
研
究
者
の
間
に
今
な
お
根
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
と
述
べ
て
い

る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
平
安
初
期
の
も
の
は
、
築
島
（
一
九
六
〇
：
一
一
八
）
が
示

す
よ
う
に
年
代
が
明
記
さ
れ
な
い
も
の
が
多
い
が
、
平
安
中
期
以
降
の
も
の
に
し
ば
し

ば
見
ら
れ
る
移
点
の
問
題
を
考
慮
し
な
く
て
良
い
点
で
は
優
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
築
島
（
一
九
六
九
：
四
六
）
に
よ
れ
ば
、
十
一
世
紀
の
始
め
ご
ろ
か
ら
、
前

代
の
点
本
か
ら
の
移
点
が
一
般
化
し
、
院
政
期
に
は
移
点
本
が
大
部
分
を
占
め
る
よ
う

に
な
る
と
い
う
。
松
本
（
二
〇
一
三
ｂ
：
三
五
）
は
、
移
点
に
関
す
る
問
題
点
と
し
て

「
親
本
の
段
階
で
は
、
時
間
を
隔
て
た
数
筆
が
加
点
さ
れ
、
墨
の
濃
淡
や
、
仮
名
の
太

さ
字
形
、
あ
る
い
は
色
彩
の
別
に
よ
っ
て
峻
別
さ
れ
居

マ

マ

た
も
の
が
、
年
代
が
降
っ
て
移

点
さ
れ
る
際
に
、
一
人
の
筆
跡
に
集
約
さ
れ
た
り
す
る
場
合
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
複

数
の
性
格
の
訓
点
が
一
筆
に
移
転
さ
れ
る
事
態
が
想
定
さ
れ
る
」
と
述
べ
、
移
点
本
の

言
語
が
い
つ
の
日
本
語
を
反
映
し
た
も
の
か
判
断
し
難
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
平
安
初
期
の
訓
点
資
料
の
言
語
は
、
推
定
さ
れ
る
加
点
年
代
の
も
の
と
し
て
そ

の
ま
ま
扱
え
る
の
で
、
九
世
紀
と
い
う
短
い
ス
パ
ン
に
限
ら
れ
る
が
、
通
時
的
な
視
点

も
有
効
に
な
り
、
よ
り
詳
細
な
分
析
が
可
能
だ
ろ
う
。
た
だ
し
後
述
（
八
節
）
の
よ
う

に
、
中
期
以
降
の
訓
点
資
料
に
お
け
る
移
点
も
、
中
期
以
前
の
言
語
を
伝
え
る
も
の
と

し
て
有
用
で
あ
る
（
扱
い
に
注
意
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
詳
し
い
活
用
方
法
は

別
に
考
え
た
い
）。 

 

五
―
一
―
二 

初
期
の
口
語
性
と
、
中
期
以
降
の
訓
法
の
固
定
化
を
確
か
め
る
実
践 

 

右
に
示
す
よ
う
に
、
先
行
研
究
で
は
、
平
安
初
期
の
訓
点
資
料
の
言
語
は
当
時
の
口

語
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
見
方
が
妥
当
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

本
稿
で
も
、
平
安
初
期
加
点
の
訓
点
資
料
（
用
例
の
収
集
は
筆
者
が
作
成
し
た
電
子
化

テ
キ
ス
ト
を
用
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
六
節
で
述
べ
る
）
と
、
索
引
（
自
立
語
の
網

羅
的
検
索
が
可
能
な
も
の
）
が
整
備
さ
れ
て
い
る
十
世
紀
以
降
加
点
の
訓
点
資
料
の
簡

単
な
調
査
を
行
い
、
平
安
初
期
の
方
が
中
期
以
降
よ
り
も
口
語
的
な
側
面
を
持
つ
か
を

考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。 

 

本
稿
で
は
、
上
代
語
に
特
有
の
形
式
で
あ
る
ク
語
法
に
着
目
す
る
こ
と
に
し
た
。
ク

語
法
は
万
葉
集
等
の
上
代
の
資
料
に
お
い
て
す
で
に
類
型
的
な
文
構
造
で
の
使
用
に
偏

っ
て
お
り
、
中
古
以
降
の
口
語
で
は
用
い
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
口
語
的
と
目
さ
れ
る

平
安
初
期
の
訓
点
資
料
で
は
ク
語
法
の
用
例
が
殆
ど
無
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
口

語
と
乖
離
し
た
と
目
さ
れ
る
平
安
中
期
以
降
の
訓
点
資
料
で
は
、
固
定
的
な
訓
法
に
従

っ
た
ク
語
法
の
用
例
が
少
な
か
ら
ず
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

具
体
的
な
方
法
と
し
て
、
自
立
語
を
伴
っ
た
ク
語
法
の
形
式
と
し
て
比
較
的
使
用
頻
度

の
高
い
「
お
そ
ら
く
」「
ね
が
は
く
」
を
選
び
、
そ
の
用
例
を
抽
出
す
る
こ
と
に
し
た
。

平
安
初
期
の
も
の
は
、
六
―
二
の
表
３
で
示
す
解
読
文
の
電
子
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
用

例
を
抽
出
五

し
、
中
期
以
降
の
も
の
は
、
公
表
さ
れ
て
い
る
語
彙
索
引
を
利
用
し
た
。
得

ら
れ
た
用
例
は
、
文
レ
ベ
ル
の
文
法
的
な
現
象
を
観
察
す
る
た
め
、
呼
応
す
る
文
末
形

式
も
確
認
し
、
分
類
す
る
こ
と
に
し
た
六

。 

 

そ
の
結
果
が
表
２
で
あ
る
。
①
～
⑨
に
対
応
す
る
用
例
を
、
依
拠
テ
キ
ス
ト
の
解
読



文
ど
お
り
に
示
す
（
片
仮
名
点
は
片
仮
名
で
、
ヲ
コ
ト
点
は
平
仮
名
で
、
補
読
は
（ 

）

で
、
不
読
は
［ 

］
で
記
す
。
出
典
資
料
名
は
表
２
に
示
し
た
略
称
を
用
い
る
）。 

 

ま
ず
オ
ソ
ラ
ク
は
次
の
四
種
に
分
け
た
。 

① 
～
コ
ト
ヲ
で
結
ぶ
も
の 

・
恐
（
ら
）
ク
は
顚
沛
ノ
サ
カ
リ
を
為
タ
ラ
ム
こ
と
を
、

… 

（
醍
・
13-

73
） 

② 

～
ム
・
ジ
（
推
量
の
助
動
詞
）
で
結
ん
で
い
る
も
の 

・
今
恐
は
、
禍
の
身
（
に
）［
於
］
及
む
、
…
（
尊
・
14-

192
） 

③ 

①
②
以
外
の
も
の
。
用
例
は
少
な
い
。 

・
更
に
恐
ル
ラ
ク
は
、
年
の
衰
（
へ
）
て
帰
る
こ
と
得

ざ
ら
む
こ
と
φ 

（
白
・
354
） 

・
良
ニ
恐
（
ル
ラ
）
ク
ハ
言
（
ハ
）
似
（
タ
レ
）
ト
モ
、

［
而
］
意
違
ヒ
、
詞
（
ハ
）
近
ク
シ
テ
［
而
］
旨
遠

シ
… 

（
興
・
8-

273
） 

・
恐
（
ら
く
）
ハ
緩
（
く
）
シ
テ
及
（
は
）
不ス

ト

稽
（
か
む
か
）

（
へ
）、
… 

（
興
・
5-

547
） 

④ 

付
訓
な
し 

・
或
（
は
）
恐
ク
ハ
破
戒
（
の
）［
之
］
故
（
を
）
以
（
て

な
り
）［
也
］。（
冥
・
30
ウ
6
） 

・
或
ハ
恐
（
ル
ラ
）
ク
は
邪
正
雜
リ
擾ミ

タ

レ
、
水
乳
分
（
マ

ヘ
）
不
（
ラ
ム
コ
ト
ヲ
）、
…
（
興
・
8-

28
） 

ネ
ガ
ハ
ク
は
次
の
五
種
に
分
け
た
。 

⑤ 

～
コ
ト
ヲ
で
結
ぶ
も
の 

・
願
（
は
く
）
ハ
一
人
ヲ
得
テ
相
ヒ
引
（
き
）
テ
関
ヲ

渡
ラ
ム
コ
ト
ヲ
。（
興
・
1-

183
） 

⑥ 

～
ム
・
ジ
（
推
量
の
助
動
詞
）
で
結
ん
で
い
る
も
の 

・
仏
（
の
）
下
生
ノ
時
ニ
亦
願
（
は
く
）
ハ
随
（
ひ
）

テ
下
（
り
）
テ
広
ク
仏
事
ヲ
作
（
し
）
テ
乃
（
し
）
無
常
菩
薩
ニ
至
ラ
ム
、

…
（
興
・
10-

103
） 

⑦ 

命
令
形
で
結
ぶ
も
の 

・
庶
ハ
ク
ハ
諸
の
鑑
徒
夷
険
之
殊
径
を
悟
レ 

（
西
） 

計 ①
～

コ
ト
ヲ

②
～

ム
・
ジ

③
～

そ
の
他

④
付
訓
無
し

計 ⑤
～

コ
ト
ヲ

⑥
～

ム
・
ジ

⑦
～

(

命
令

)

⑧
そ
の
他

⑨
付
訓
無
し

願経四分律（聖語蔵本） 1 1

四分律（石山寺本）
願経四分律（岩淵本）
成実論（聖語蔵本・東大寺図書館本）
金光明最勝王経（西大寺本） 2 1 1
大智度論（石山寺本）
地蔵十輪経（東大寺図書館本） 2 2
大方広仏華厳経（石山寺本）
百法顕幽抄（東大寺図書館本） 1 1 5 1 3 1

合計 4 2 2 7 3 3 1

無量義経（兜木本、１０Ｃ初頃加点）

七喩三平等无上義（西大寺本、平安初中期点）
蘇悉地羯羅供養法（龍蔵寺本、平安時代中期角筆点）
仏説太子須陀拏経（石山寺本、平安中期点） 3 1 2 10 2 8
沙弥十戒威儀経（石山寺本、平安中期角筆点）
不空羂索神呪心経（西大寺本、寛徳点）　（西） 1 1
大慈恩寺三蔵法師伝（興福寺本、院政期頃の六種の点）　（興） 29 18 4 3 4 79 2 23 30 4 20
日本書紀（尊経閣文庫本、院政期点）　（尊） 6 2 4 8 1 7
白氏文集（神田本、天永四年点）　(白) 4 3 3 16 2 13 1
大乗本生心地観経（宮内庁書陵部本、院政期点）
日本往生極楽記（天理大学付属天理図書館本、院政期点）
冥報記（尊経閣本、長治二年点）　（冥） 1 1 4 3
大慈恩寺三蔵法師伝（上野図書館蔵、天治三年点） 1 1 10 2 7 1
史記孝景本紀（実践大学図書館本、院政・鎌倉期点）
史記殷本紀･周本紀（高山寺本、建暦元年点）
大唐西域記（醍醐寺本、建保二年点） 1 1 6 1 4 1
論語集解（東洋文庫本、文永五年点） 1 1
論語（高山寺本、清原本鎌倉初期点･中原本嘉元元年点） 2 2 1 1 1
秦中吟（仁和寺本、延慶二年点）
遊仙窟（醍醐寺本、康永三年点） 2 2 4 1 2 1
毛詩鄭箋（大英図書館本、室町以降点）

合計 50 29 12 7 5 140 5 42 63 6 23

表２：訓点資料における「オソラク」「ネガハク」の使用状況

呼応する文末述語の形式
「おそらく」 「ねがはく」

平
安
初
期

（
九
世
紀
加
点

）

平
安
中
期
以
降

（
十
世
紀
以
降
加
点

）



⑧ 

⑤
⑥
⑦
以
外
の
も
の
。
用
例
は
少
な
い
。 

・
願
（
は
く
）
は
張
郎
・
形
迹
と
ウ
ト
ム
コ
ト
を
為
ス
こ
と
莫
シ
、
…
（
醍
・
20

オ
8
） 

・
冀
ハ
悪
非
ヲ
止
ム
ル
ニ
在
リ
、
…
（
興
・
9-

165
） 

⑨
付
訓
な
し 

・
願
（
は
く
）
ハ
君
と
［
与
］
交
遊
（
せ
む
と
い
ふ
）。（
冥
・
32
オ
3
） 

九
世
紀
加
点
の
訓
点
資
料
に
お
い
て
は
、「
お
そ
ら
く
」「
ね
が
は
く
」
と
読
む
べ
き

確
実
な
用
例
が
、
加
点
時
期
の
比
較
的
新
し
い
百
法
顕
幽
抄
を
除
け
ば
、
殆
ど
得
ら
れ

な
か
っ
た
。
中
古
以
降
の
口
語
で
滅
ん
だ
上
代
語
の
形
式
の
一
部
が
、
や
は
り
、
口
語

的
要
素
が
比
較
的
強
い
と
目
さ
れ
る
平
安
初
期
加
点
の
訓
点
資
料
に
お
い
て
は
殆
ど
用

い
ら
れ
な
い
、
と
い
う
結
果
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。 

 

一
方
、
十
世
紀
以
降
加
点
の
訓
点
資
料
に
お
い
て
は
、「
お
そ
ら
く
」
も
「
ね
が
は
く
」

も
し
ば
し
ば
現
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
呼
応
す
る
文
末
表
現
の
形
に
は
固
定
的
な
パ
タ
ー

ン
が
あ
り
、
中
世
に
至
る
ま
で
、
特
に
変
化
は
見
出
し
が
た
い
。
平
安
中
期
以
降
の
訓

点
資
料
に
お
い
て
、
古
い
語
法
（
上
代
語
）
が
固
定
的
な
訓
法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例

と
言
え
る
。 

 

以
上
の
こ
と
は
、
予
測
し
た
「
お
そ
ら
く
」「
ね
が
は
く
」
の
出
現
の
仕
方
と
合
致
し

て
お
り
、
〝
平
安
初
期
の
訓
点
資
料
の
言
語
が
当
時
の
口
語
を
基
調
と
し
て
い
た
の
に

対
し
、
十
世
紀
以
降
は
訓
法
が
固
定
し
口
語
と
の
乖
離
が
進
ん
だ
〟
と
い
う
先
行
研
究

の
見
方
を
補
強
す
る
事
実
と
言
え
る
。 

 

五
―
二 

解
読
文
利
用
の
前
提 

 

以
上
に
見
た
こ
と
か
ら
、
口
語
を
重
視
す
る
と
い
う
中
古
語
の
文
法
研
究
一
般
の
前

提
に
立
っ
て
、
特
に
利
用
す
べ
き
訓
点
資
料
は
九
世
紀
頃
に
加
点
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
了
解
し
た
い
。 

 

こ
の
時
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
中
古
語
の
研
究
で
一
般
に
用
い
ら
れ
る

和
文
資
料
が
、
だ
い
た
い
十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
中
葉
ま
で
の
も
の
で
あ
り
、
平
安
初

期
の
加
点
と
は
一
世
紀
ほ
ど
の
時
代
差
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
実
際
、
九
世
紀
初

頭
に
加
点
さ
れ
た
訓
点
資
料
は
、
上
代
語
か
ら
の
過
渡
期
的
様
相
の
一
つ
と
し
て
、
上

代
特
殊
仮
名
遣
い
に
お
け
る
コ
の
甲
類
・
乙
類
の
区
別
が
残
存
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
文
法
的
な
現
象
の
中
に
も
、
そ
う
し
た
、
時
代
差
を
考
慮
す
べ
き
も

の
を
見
出
し
う
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

築
島
（
一
九
六
〇
：
一
一
八
）
が
「
目
下
私
の
手
元
で
整
理
し
得
た
資
料
」
と
し
て

示
す
訓
点
資
料
の
点
数
を
見
る
と
、
平
安
初
期
（
九
世
紀
）
は
49
点
、
平
安
中
期
（
十

世
紀
）
は
76
点
、
平
安
後
期
（
十
一
世
紀
）
は
300
点
、
院
政
期
は
1100
点
と
な
っ
て
お

り
、
平
安
時
代
全
体
の
中
で
平
安
初
期
の
も
の
は
約
３
％
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と

が
分
か
る
。
学
界
に
提
供
さ
れ
た
解
読
文
は
、
断
片
的
で
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、

収
集
を
心
が
け
る
べ
き
だ
ろ
う
。
現
段
階
で
公
表
さ
れ
て
い
る
解
読
文
に
は
、
三
節
の

表
１
に
示
し
た
も
の
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
例
え
ば
中
田
（
一

九
五
四
：
七
一
三
―
九
四
二
）
で
紹
介
さ
れ
る
資
料
の
一
部
の
解
読
文
や
、
大
坪
（
一

九
六
一
：
四
一
七
―
五
七
六
）
で
紹
介
さ
れ
る
資
料
か
ら
引
用
さ
れ
た
数
多
く
の
例
文

な
ど
が
あ
り
、
有
用
で
あ
る
。 

 

六 

解
読
文
の
電
子
デ
ー
タ
化 

こ
れ
ま
で
も
、
語
彙
研
究
や
文
法
研
究
に
資
す
る
よ
う
に
と
、
解
読
文
の
電
子
化
テ

キ
ス
ト
を
公
表
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
見
ら
れ
た
七

。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
既
に
公
表
さ

れ
た
解
読
文
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
学
界
に
新
し
い
資
料
を
紹
介
す
る
試
み

の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
先
、
平
安
初
期
の
も
の
を
コ
ー
パ
ス
と
し
て
公

開
す
る
動
き
が
起
こ
る
か
ど
う
か
は
不
透
明
で
あ
る
。
現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
電
子
化

の
試
み
も
、
音
韻
論
や
文
字
論
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
分
野
の
研
究
へ
の
対
応
の
た
め

に
、
ヲ
コ
ト
点
・
片
仮
名
・
補
読
の
区
別
は
勿
論
、
訓
合
符
・
音
合
符
や
音
注
（
反
切
・

類
音
表
記
）
な
ど
の
種
々
の
要
素
を
、
で
き
る
か
ぎ
り
詳
細
に
組
み
込
も
う
と
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
松
本
（
二
〇
一
三
ａ
）、
高
田
（
二
〇
一
三
）
は
、
電
子
デ
ー
タ
の
作

成
方
法
を
考
察
し
て
い
る
が
、
個
人
で
行
う
に
は
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
作
業
で
あ
り
、

あ
る
程
度
の
専
門
性
を
持
つ
人
手
が
不
可
欠
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。 

こ
う
し
た
動
向
を
注
視
す
る
こ
と
も
大
切
だ
が
、
一
方
で
、
文
法
研
究
と
い
う
特
定

の
目
的
に
応
じ
た
コ
ー
パ
ス
を
作
成
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
総
て
の
訓
点
を
網



羅
し
た
電
子
デ
ー
タ
を
作
成
す
る
必
要
は
無
く
、
個
人
レ
ベ
ル
で
自
分
に
と
っ
て
使
い

勝
手
の
良
い
も
の
を
用
意
す
れ
ば
良
い
は
ず
で
あ
る
。 

 
本
節
で
は
、
平
安
初
期
の
訓
点
資
料
の
解
読
文
を
電
子
化
す
る
実
践
に
つ
い
て
述
べ

た
い
。 

 

六
―
一 

個
人
で
デ
ー
タ
を
作
成
・
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

解
読
文
の
多
く
は
、
一
個
人
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
入
力
す
る
作
業
く

ら
い
で
あ
れ
ば
、
一
人
の
手
で
も
不
可
能
で
は
な
い
。
最
近
で
は
、
高
性
能
な
Ｏ
Ｃ
Ｒ

ソ
フ
ト
が
個
人
で
も
手
に
入
る
の
で
、
そ
れ
を
使
っ
て
大
ま
か
に
文
章
を
読
み
込
ん
で

お
き
、
目
視
で
原
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
修
正
を
加
え
て
い
け
ば
、
か
な
り
手
早
に
電

子
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
入
力
時
に
、
訓
点
資
料
独
特
の
情
報
（
声
点
や
注
記
等
）

を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
六
―
二
で
検
討
す
る
が
、
ま
ず
注
意
す
べ
き
点
と
し
て
、

入
力
し
た
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
に
関
し
て
、
法
的
あ
る
い
は
倫
理
的
な
問
題
が
起
こ
ら
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。 

訓
点
語
研
究
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
入
力
し
た
デ
ー
タ
を
不
特
定
多
数
の
者
で

共
有
し
、
修
正
を
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
理
想
で
あ
る
。
ま
た
、
研
究
成
果

の
再
現
性
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
調
査
の
追
試
を
希
望
す
る
人
（
例
え
ば
査
読
誌
の

レ
フ
ェ
リ
ー
な
ど
）
に
入
力
し
た
デ
ー
タ
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
し
て
あ
る
こ
と
が
望

ま
し
い
。
し
か
し
、
個
人
的
に
複
製
し
た
資
料
を
他
者
に
渡
す
行
為
は
、
解
読
者
等
の

著
作
権
に
対
す
る
配
慮
が
無
け
れ
ば
問
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
私
的
複
製
」
に
関
連

す
る
具
体
的
な
事
例
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
も
簡
単
に
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

法
的
な
問
題
に
発
展
す
る
虞
の
あ
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

ま
た
、
そ
れ
と
は
別
に
考
え
る
問
題
と
し
て
、
解
読
文
を
入
力
す
る
過
程
で
起
こ
る

ミ
ス
が
あ
る
。
六
―
三
で
示
す
通
り
、
現
在
公
開
さ
れ
て
い
る
平
安
初
期
の
訓
点
資
料

の
解
読
文
は
、
か
な
り
の
分
量
に
上
る
。
こ
れ
ら
を
個
人
の
目
視
の
み
に
よ
っ
て
入
力

す
る
わ
け
だ
か
ら
、
自
然
、
相
当
量
の
入
力
ミ
ス
が
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
仮
に
、
解
読

文
の
作
成
者
等
に
コ
ン
タ
ク
ト
を
取
る
こ
と
が
で
き
、
入
力
し
た
デ
ー
タ
を
他
者
に
配

布
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
と
し
て
も
、
ミ
ス
を
含
む
可
能
性
の
あ
る
デ
ー
タ
を
用
い
た

研
究
は
、
入
力
し
た
本
人
の
責
任
で
可
能
な
範
囲
の
み
に
お
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
他
者
に
渡
っ
た
場
合
、
ミ
ス
を
含
む
デ
ー
タ
が
際
限
な
く
あ
ち

こ
ち
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
ど
こ
ま
で
入
力

者
の
責
任
を
問
う
か
、
他
人
が
一
人
で
入
力
し
た
テ
キ
ス
ト
を
無
批
判
に
使
用
す
る
こ

と
は
学
術
的
に
問
題
で
は
な
い
の
か
、
と
い
っ
た
新
た
な
問
題
が
生
じ
て
く
る
。 

 

六
―
二 

入
力
す
べ
き
情
報
の
取
捨
選
択 

 

個
人
で
解
読
文
を
電
子
デ
ー
タ
と
し
て
入
力
し
、
そ
れ
を
自
分
自
身
で
使
用
す
る
の

み
で
あ
る
な
ら
ば
、
研
究
分
野
に
よ
っ
て
は
、
訓
点
資
料
に
見
ら
れ
る
複
雑
な
要
素
の

う
ち
の
い
く
つ
か
を
度
外
視
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
一
般
公
開
を
目
的
と
し
た

コ
ー
パ
ス
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
自
分
の
研
究
に
必
要
な
も
の
を
、
最
低
限
の
労
力
で

作
れ
ば
良
い
わ
け
で
あ
る
。
筆
者
が
行
う
文
法
研
究
の
場
合
に
即
し
て
簡
単
に
述
べ
る

な
ら
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。 

ま
ず
省
略
で
き
る
要
素
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
頁
数
、
行
数
、
改
行
位
置
は
勿
論
、

漢
字
の
字
体
に
も
細
か
い
配
慮
を
す
る
必
要
が
無
い
。
実
際
に
用
例
を
論
文
に
引
用
す

る
際
に
、
元
の
テ
キ
ス
ト
に
戻
っ
て
位
置
や
表
記
を
確
認
す
れ
ば
足
り
る
。
反
切
な
ど

の
音
注
の
一
部
も
入
力
す
る
必
要
は
無
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
場

合
に
の
み
、
元
の
テ
キ
ス
ト
で
確
認
す
る
と
い
う
程
度
で
良
い
。
漢
字
の
字
体
や
音
に

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
全
く
あ
り
え
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
訓
点
資
料

を
文
法
研
究
に
利
用
す
る
初
歩
的
な
段
階
で
は
、
度
外
視
し
て
も
良
い
と
考
え
る
。 

次
に
、
入
力
す
べ
き
要
素
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
ま
ず
、
片
仮
名
・
ヲ
コ
ト
点
・
補

読
の
区
別
を
付
け
る
こ
と
は
当
然
必
要
に
な
る
。
片
仮
名
は
中
古
語
を
そ
の
ま
ま
記
し

て
い
る
点
で
信
頼
性
が
高
い
く
、
ヲ
コ
ト
点
は
解
読
者
の
推
定
に
よ
っ
て
読
み
方
が
示

さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
少
な
く
と
も
片
仮
名
よ
り
は
信
頼
性
が
落
ち
る
。
こ
う
し
た

差
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
漢
語
か
和
語
か
と
い
う
区
別
も

重
要
な
情
報
と
な
り
う
る
か
ら
、
そ
れ
が
分
か
る
注
記
や
合
符
は
簡
単
な
形
で
で
も
入

力
し
て
お
く
と
良
い
。
句
読
点
は
、
既
に
解
読
文
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の
は
無
論
入
力

し
て
お
く
べ
き
だ
が
、
句
点
を
付
け
ら
れ
る
位
置
に
句
点
が
無
い
場
合
は
、
用
例
検
索

後
の
分
析
の
労
を
考
え
て
、
適
宜
書
き
加
え
て
お
く
の
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ

も
、
論
文
に
引
用
す
る
際
に
必
要
に
応
じ
て
元
の
テ
キ
ス
ト
の
と
お
り
に
修
正
す
れ
ば



十
分
で
あ
る
。
振
り
仮
名
や
異
読
は
、
当
該
字
句
の
直
後
に
《
イ
、 

》《
左
、 

》
と

い
っ
た
形
で
入
れ
る
な
ど
の
工
夫
を
す
れ
ば
良
い
。 

解
読
文
ご
と
の
個
別
的
事
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
基
準
を
立
て
て
お
け
ば
、

あ
と
は
た
だ
入
力
す
る
だ
け
で
あ
る
。 

 六
―
三 

各
資
料
の
分
量 

さ
て
、
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
表
３
に
示
す
平
安
初
期
の
訓
点
資
料
の
解
読
文

（
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
）
を
実
際
に
電
子
テ
キ
ス
ト
と
し
て
入
力
す
る
作
業
を
行
な

っ
た
。
各
種
の
解
読
文
の
う
ち
、
手
書
き
の
も
の
は
目
視
の
み
に
よ
っ
て
全
文
を
入
力

し
た
。
そ
れ
以
外
は
ま
ず
Ｏ
Ｃ
Ｒ
ソ
フ
ト
を
用
い
た
後
で
、
全
体
を
一
字
一
句
残
ら
ず

目
視
で
確
認
し
修
正
を
加
え
た
。
日
本
語
に
対
応
し
た
市
販
の
Ｏ
Ｃ
Ｒ
ソ
フ
ト
な
ら
そ

れ
ほ
ど
高
価
で
な
く
、
し
か
も
か
な
り
高
い
認
識
率
で
あ
る
。
発
表
時
期
の
古
い
解
読

文
は
、
印
字
が
不
鮮
明
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
誤
認
識
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
多
少
、
修

正
に
手
間
取
っ
た
が
、
最
近
発
表
さ
れ
た
も
の
は
全
く
苦
労
し
な
い
。
筆
者
の
場
合
、

校
務
等
に
よ
っ
て
職
務
に
占
め
る
研
究
時
間
の
割
合
が
比
較
的
低
く
な
る
立
場
だ
が
八

、

表
３
の
解
読
文
を
入
力
す
る
の
に
か
か
っ
た
期
間
は
お
よ
そ
半
年
程
度
で
済
ん
だ
。
研

究
に
専
念
で
き
る
立
場
で
あ
れ
ば
、
ず
っ
と
短
期
間
で
同
程
度
の
電
子
化
テ
キ
ス
ト
を

用
意
で
き
る
こ
と
だ
ろ
う
。 

作
成
し
た
電
子
化
テ
キ
ス
ト
は
、
国
立
国
語
研
究
所
「W

eb

茶
ま
め
（
安
定
版
）」（h

ttps://u
n

idic.n
in

jal.ac.jp/ch
am

am
e/ 

二
〇
一
九
年
一
月
六
日
参
照
）
に
よ
っ
て

解
析
を
行
い
、
資
料
全
体
を
構
成
す
る
語
数
を
集
計
し
た
。
表
３
の
数
値
は
、
そ
の
結

果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
解
析
を
行
な
う
た
め
、
各
種
の
解
読
文
か
ら
は
補
読
を
示

す
括
弧
を
取
り
除
き
（
括
弧
の
内
容
は
残
し
て
い
る
）、
ヲ
コ
ト
点
と
片
仮
名
点
の
区
別

も
し
て
い
な
い
。
ル
ビ
も
機
械
的
に
削
除
し
、
異
伝
等
を
示
し
た
注
記
と
不
読
字
も
削

除
し
た
。
つ
ま
り
、
中
等
教
育
の
「
国
語
」
な
い
し
「
古
典
」
で
教
え
ら
れ
る
漢
文
の

書
き
下
し
文
の
体
裁
と
ほ
ぼ
同
じ
に
な
る
よ
う
に
加
工
し
た
文
章
を
解
析
し
て
い
る
。

通
常
は
送
り
仮
名
で
表
記
さ
れ
る
語
尾
の
一
部
が
無
い
こ
と
や
、
筆
者
の
入
力
ミ
ス
が

少
な
か
ら
ず
あ
り
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
し
く
解
析
で
き
て
い
な
い
部
分
が
相
当
量

に
上
る
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
表
３
で
示
し
た
各
資
料
の
語
数
は
、
資
料
の
規
模
の

目
安
程
度
の
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
に
な
る
が
、
和
文
資
料
と
の
大
ま
か
な
対
比
を
行

お
う
と
す
る
本
稿
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
、
多
少
の
誤
差
は
問
題
で
な
い
。 

次
に
、
主
な
和
文
資
料
の
分
量
と
比
較
す
る
た
め
、
国
立
国
語
研
究
所
『
日
本
語
歴

史
コ
ー
パ
ス
』（h

ttps://ch
u

n
agon

.n
in

jal.a

c.jp/ch
j/search

 

バ
ー
ジ
ョ
ン

2018.9

）
の

統
計
デ
ー
タ
（
長
単
位
：https://pj.n

in
jal.ac.

jp/corpu
s_cen

ter/ch
j/doc/C

H
J_L

U
W

_W

C
_201809.xlsx

、
短
単
位
：h

ttps://pj.n
in

j

al.ac.jp/corpu
s_cen

ter/ch
j/doc/C

H
J_S

U

W
_W

C
_201809.xlsx

 

い
ず
れ
も
二
〇
一

八
年
十
二
月
二
十
九
日
参
照
）
を
利
用
し
て
、

主
な
和
文
資
料
の
語
数
を
表
４
に
示
し
た
。 

表
３
・
４
か
ら
最
初
に
気
付
く
の
は
、
訓
点

資
料
の
解
読
文
は
、
平
安
初
期
の
も
の
だ
け
で

も
膨
大
な
語
数
に
及
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
補
読
が
一
定
の
割
合
を
占
め
る
こ
と
な
ど

長単位延べ
語数

短単位延べ
語数

源氏物語 387749 445715
枕草子 60151 66037
落窪物語 48415 54586
蜻蛉日記 44177 47264
古今和歌集 29399 31260
大和物語 21155 23091
紫式部日記 14979 17442
堤中納言物語 14042 15696
更級日記 13537 14660
伊勢物語 13049 13825
平中物語 11769 12403
和泉式部日記 10059 10891
竹取物語 9439 10316
土佐日記 6285 6685

合計 684205 769871

表４：『日本語歴史コーパス』収録の中古和文

　巻十一 13191
　巻十三 13189
　巻二十三 12907
　巻二十二 12894
　巻二十一 12200
　巻十四 12055
　巻十六 11492
　巻十二 10910
　巻十五 10310
　巻十八 10103

101566
98850
77328
53354
36447
24533
14974
9978

417030

表３：平安初期訓点資料の解読文の語数

成実論
（聖語蔵本・
東大寺図書
館本）

（計）
119251

大智度論（石山寺本）
金光明最勝王経（西大寺本）
地蔵十輪経（東大寺図書館本）
百法顕幽抄（東大寺図書館本）
四分律（石山寺本）
願経四分律（岩淵本）
大方広仏華厳経（石山寺本）
願経四分律（聖語蔵本）

合計



を
考
慮
し
て
も
、
中
古
語
と
し
て
認
め
る
べ
き
言
語
量
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。
四
十

万
語
前
後
で
算
出
さ
れ
る
源
氏
物
語
の
み
で
も
中
古
語
文
法
の
本
格
的
な
研
究
が
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
源
氏
物
語
と
比
べ
て
全
く
見
劣
り
し
な
い
分
量
に
達
し

て
い
る
平
安
初
期
の
訓
点
資
料
の
一
群
も
、
本
格
的
な
文
法
研
究
に
活
用
で
き
る
可
能

性
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
、
和
文
資
料
で
は
源
氏
物
語
の
分
量
が
突
出
し
て
い
る

の
に
対
し
、
訓
点
資
料
の
場
合
に
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
偏
り
が
無
く
、
特
定
の
加

点
者
の
癖
に
よ
る
影
響
が
比
較
的
少
な
い
と
想
定
で
き
る
こ
と
も
利
点
の
一
つ
と
見
て

良
い
だ
ろ
う
。 

な
お
、
表
３
の
数
値
は
、
補
読
部
分
を
他
と
区
別
し
な
い
本
文
で
の
解
析
結
果
で
あ

る
か
ら
、
無
論
、
純
粋
に
中
古
語
の
実
例
の
み
を
集
計
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
は
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
一
部
で
も
加
点
の
あ
る
文
な
ら
ば
、
そ
の
文
を
構
成
す
る
成
分
の

種
類
や
、
文
の
意
味
を
特
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
た
め
、
補
読
部
分
に
も
目
を
向

け
る
必
要
が
出
て
来
る
。
こ
の
点
が
、
文
字
研
究
や
音
韻
研
究
、
文
脈
か
ら
単
語
を
切

り
離
し
て
行
な
わ
れ
る
語
彙
研
究
や
形
態
論
と
は
異
な
っ
た
、
文
法
研
究
の
特
性
で
あ

る
。
文
法
研
究
で
は
、
例
え
ば
あ
る
動
詞
を
取
り
上
げ
て
、
共
起
す
る
格
成
分
が
ど
の

よ
う
な
意
味
の
も
の
に
限
ら
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
補
読
に
よ
っ
て

し
か
読
み
方
を
推
定
で
き
な
い
成
分
で
も
、
加
点
に
よ
っ
て
そ
の
動
詞
と
認
め
ら
れ
る

語
と
共
起
し
て
い
れ
ば
、
研
究
に
資
す
る
デ
ー
タ
の
一
部
と
し
て
価
値
を
持
つ
の
で
あ

る
。 

 七 

用
例
の
取
扱
い 

 

従
来
、
平
安
初
期
の
訓
点
資
料
は
語
彙
索
引
の
整
備
が
殆
ど
進
ん
で
い
な
か
っ
た
の

で
、
あ
る
条
件
を
満
た
す
語
形
や
構
文
の
用
例
を
目
視
に
よ
っ
て
網
羅
的
に
探
し
出
す

と
い
う
作
業
が
研
究
の
中
の
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
た
だ
ろ
う
。
一
方
、
テ
キ
ス
ト

デ
ー
タ
か
ら
の
用
例
収
集
は
、
一
瞬
で
終
わ
る
。
あ
る
外
形
的
条
件
を
満
た
す
用
例
を

抽
出
す
る
だ
け
な
ら
、
機
械
に
任
せ
る
べ
き
仕
事
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、

単
純
な
条
件
で
の
用
例
収
集
や
、
機
械
に
可
能
な
範
囲
の
表
面
的
な
分
類
・
整
理
は
、

す
で
に
研
究
成
果
と
し
て
の
価
値
を
殆
ど
持
た
な
い
。
そ
の
分
、
得
ら
れ
た
用
例
の
適

切
な
扱
い
と
、
詳
し
い
分
析
、
解
釈
に
労
力
を
注
ぐ
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
を
踏

ま
え
、
用
例
の
適
切
な
扱
い
方
に
つ
い
て
考
え
る
。 

 

七
―
一 

白
点
の
読
み
づ
ら
さ
、
訓
点
の
認
定 

 

遠
藤
（
一
九
五
二
ｂ
：
七
六
）
は
、
平
安
初
期
の
訓
点
が
一
般
に
白
点
で
施
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
述
べ
た
う
え
で
、
白
点
は
「
太
陽
の
光
線
に
あ
て
る
と
見
に
く
い
と
い
う

性
格
を
も
っ
て
い
る
」
と
す
る
。
ど
の
程
度
白
点
が
見
え
に
く
い
か
は
、
大
坪
（
一
九

六
一
：
四
一
九
）
が
紹
介
す
る
川
瀬
一
馬
氏
の
和
歌
に
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

う
ち
五
首
を
見
て
み
た
い
。 

 
 

・
見
え
難
き
白
墨
点
を
ふ
と
読
み
ぬ
光
を
負
ひ
て
経
巻
き
を
れ
ば 

 
 

・
窓
近
き
淡
き
光
り
の
影
に
し
て
白
墨
点
は
現
れ
に
け
り 

 
 

・
数
百
年
知
ら
れ
ざ
り
け
ん
白
墨
の
点
よ
み
出
で
し
幸さ

ち

を
喜
ぶ 

 
 

・
白
点
を
う
つ
し
と
ら
ん
と
日ひ

ひ
と
日
影か

げ

を
求
め
て
写
真
師
は
わ
ぶ 

 
 

・
承
和
の
文
字
ま
さ
し
く
あ
れ
ど
白
点
の
光
り
の
中
に
か
げ
見
え
ぬ
な
り 

こ
れ
ら
は
、
一
九
五
六
年
に
大
東
急
記
念
文
庫
本
大
乗
広
百
論
釈
論
承
和
点
（
承
和
：

八
三
四
―
八
四
八
年
）
を
発
見
し
た
と
き
の
喜
び
を
詠
ん
だ
も
の
と
さ
れ
、
平
安
初
期

の
白
点
の
判
読
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
も
の
で
あ
る
。
四
首
目
は

白
点
の
撮
影
の
難
し
さ
を
詠
ん
で
い
る
が
、
高
田
（
二
〇
一
三
：
三
七
）
が
「
視
認
し

に
く
い
白
点
資
料
は
、
概
し
て
、
通
常
の
方
法
で
は
デ
ジ
タ
ル
画
像
化
が
困
難
な
資
料

で
あ
る
」
と
す
る
よ
う
に
、
今
日
の
技
術
で
も
白
点
の
撮
影
・
共
有
は
容
易
で
な
い
よ

う
で
あ
る
。 

さ
ら
に
築
島
（
一
九
六
九
：
三
二
八
）
は
、
平
安
初
期
・
中
期
の
訓
点
資
料
に
つ
い

て
「
白
点
ま
た
は
朱
点
に
よ
る
訓
点
で
あ
つ
て
、
記
載
そ
の
も
の
の
認
知
に
困
難
の
伴

ふ
こ
と
が
多
い
」
と
し
、
地
蔵
十
輪
経
（
東
大
寺
図
書
館
本
）
の
白
点
の
判
読
を
め
ぐ

っ
て
複
数
の
研
究
者
が
議
論
し
た
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。
最
近
で
も
、
小
助
川
（
二

〇
〇
九
：
一
〇
七
）
が
「
訓
点
資
料
を
実
際
に
扱
っ
て
み
る
と
、
加
点
が
あ
る
の
か
な

い
の
か
と
い
う
加
点
の
認
定
そ
の
も
の
か
ら
し
て
迷
う
こ
と
が
多
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
た
異
口
同
音
と
い
う
べ
き
複
数
の
発
言
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
訓
点
資
料
に
精

通
し
た
研
究
者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
平
安
初
期
の
訓
点
資
料
の



解
読
文
を
利
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
加
点
者
の
意
図
し
た
訓
点
と
は
異
な
る
形
で
解

読
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
意
識
す
べ
き
だ
ろ
う
。 

つ
ま
り
、
解
読
文
か
ら
抽
出
で
き
た
用
例
を
中
古
語
の
確
例
と
み
な
す
に
は
、
相
当

に
慎
重
な
態
度
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
と
る
べ
き
手
続
き
と
し
て
は
、

自
説
を
補
強
す
る
用
例
を
、
で
き
る
限
り
多
く
集
め
る
こ
と
が
必
要
と
言
え
よ
う
。 

 

七
―
二 

資
料
を
実
見
す
れ
ば
中
古
語
の
確
例
を
得
ら
れ
る
の
か 

用
例
が
中
古
語
の
確
例
と
言
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
写
真
か
実
物
を
見
て
、

自
分
自
身
で
正
し
い
か
ど
う
か
を
検
証
す
れ
ば
良
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
方

も
あ
り
う
る
か
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
。 

ま
ず
、
写
真
に
よ
っ
て
現
物
の
状
態
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
す
で

に
述
べ
た
通
り
、
平
安
初
期
の
訓
点
に
用
い
ら
れ
た
白
点
は
専
門
家
で
も
判
読
・
撮
影

の
難
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
素
人
で
は
解
読
に
疑
問
を
持
た
れ
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
な

い
。
写
真
に
も
問
題
が
あ
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
地
蔵
十
輪
経
（
東
大
寺
図
書

館
本
）
の
解
読
文
と
写
真
を
示
し
た
中
田
（
一
九
五
四
）
に
つ
い
て
、
春
日
（
一
九
五

九
：
一
四
〇
）
は
「
印
刷
に
お
い
て
こ
の
書
の
写
真
版
の
点
法
が
や
や
明
瞭
を
欠
い
た

こ
と
は
、
最
も
惜
し
ま
れ
る
点
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。
不
鮮
明
な
写
真
か
ら
、
無
理

に
用
例
の
存
在
を
認
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

実
物
を
見
た
と
し
て
も
判
読
は
難
し
い
だ
ろ
う
し
、
消
え
や
す
い
白
点
が
、
解
読
当

時
と
同
程
度
に
残
っ
て
い
る
保
証
も
無
い
。
地
蔵
十
輪
経
（
東
大
寺
図
書
館
本
）
に
つ

い
て
中
田
（
一
九
五
九
：
七
七
）
は
、「
十
輪
経
な
ど
の
あ
る
巻
の
白
点
は
今
日
殆
ど
滅

ん
で
し
ま
っ
た
。
裏
打
ち
の
た
め
で
あ
る
。
自
分
の
訳
文
が
こ
れ
を
文
字
の
上
に
救
っ

た
の
で
あ
る
。
今
後
い
か
な
る
写
真
技
術
を
も
っ
て
し
て
も
、
不
可
能
で
あ
ろ
う
。」
と

述
べ
て
い
る
。
解
読
文
で
し
か
参
照
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
資
料
さ
え
あ
る
と
心
得
て

お
き
た
い
。 

そ
も
そ
も
、
訓
点
資
料
の
現
物
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
ら
し
い
。
築

島
（
一
九
九
四
：
二
九
）
は
、
訓
点
資
料
の
欠
陥
と
し
て
、「
閲
覧
調
査
の
手
続
き
が
困

難
な
こ
と
、
又
、
閲
覧
調
査
の
時
間
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。
確
か
に
、

表
１
に
示
し
た
平
安
初
期
の
訓
点
資
料
は
、
石
山
寺
（
滋
賀
県
）
、
東
大
寺
・
西
大
寺
・

唐
招
提
寺
（
奈
良
県
）、
知
恩
院
（
京
都
府
）
と
い
っ
た
各
地
の
寺
院
、
あ
る
い
は
個
人

所
蔵
と
い
っ
た
状
況
で
、
誰
で
も
簡
単
に
利
用
で
き
る
公
的
な
研
究
機
関
で
保
管
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
つ
例
を
挙
げ
る
と
、
正
倉
院
聖
語
蔵
の
成
実
論
の
調
査
は
、

事
実
上
、
そ
の
解
読
文
を
公
表
し
て
き
た
鈴
木
一
男
氏
以
外
の
研
究
者
に
は
無
理
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
遠
藤
（
一
九
八
五
）
は
、「
一
般
に
は
公
開
さ
れ
な
い
聖
語
蔵
の
点

本
資
料
」
の
調
査
が
、「
期
間
が
限
ら
れ
て
い
る
」「
天
候
が
わ
る
く
湿
度
が
外
れ
る
よ

う
な
場
合
に
は
、
調
査
中
止
に
な
る
」
と
い
う
制
約
の
も
と
に
行
な
わ
れ
る
も
の
で
、

「
奈
良
に
定
住
し
な
い
か
ぎ
り
、
と
て
も
こ
の
仕
事
に
専
念
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
、

と
判
断
し
た
結
果
、
鈴
木
氏
に
お
願
い
を
し
、
当
局
の
方
々
の
お
力
添
え
で
、
二
十
七

年
か
ら
一
〇
年
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
仕
事
に
う
ち
込
ん
で
い
た
だ
き
、
完
成
を
み
た
」

と
述
べ
て
い
る
。
山
内
（
一
九
九
四
）
も
、
鈴
木
一
男
氏
に
つ
い
て
、「
先
生
に
は
先
生

に
し
か
で
き
な
い
お
仕
事
が
あ
っ
た
。
云
う
ま
で
も
な
く
正
倉
院
点
本
の
研
究
で
あ
る
。

そ
の
模
本
を
細
心
の
注
意
で
作
成
し
、
慎
重
に
移
点
し
、
訓
読
文
を
作
る
。
そ
の
国
語

学
的
研
究
を
す
る
。
こ
れ
は
正
に
先
生
に
の
み
許
さ
れ
た
仕
事
で
あ
っ
て
、
学
会
に
与

え
た
学
恩
は
計
り
知
れ
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

そ
し
て
、
も
し
写
真
な
ど
か
ら
訓
点
を
確
実
に
視
認
で
き
た
と
し
て
も
、
加
点
者
本

人
に
よ
る
ミ
ス
が
普
通
に
起
こ
り
え
た
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
坪
（
二
〇
〇
四
）
は
、
大
智
度
論
（
石
山
寺
本
）
を
取
り
上
げ
て
加
点
者
の
ミ
ス
と

思
わ
れ
る
例
を
挙
げ
、
ミ
ス
の
要
因
と
し
て
、
大
変
な
ス
ピ
ー
ド
で
進
む
講
義
を
聞
き

な
が
ら
そ
れ
に
合
わ
せ
て
訓
点
を
書
き
込
ん
で
い
た
こ
と
、
聞
き
落
と
し
や
聞
き
違
い

が
あ
り
う
る
こ
と
、
講
師
が
間
違
い
を
犯
し
う
る
こ
と
、
講
師
と
聴
講
生
と
で
手
元
の

テ
キ
ス
ト
に
異
同
が
あ
っ
て
互
い
に
別
の
字
を
見
な
が
ら
講
義
が
行
な
わ
れ
て
い
た
可

能
性
、
と
い
っ
た
事
情
を
挙
げ
て
い
る
。 

写
真
や
実
物
を
見
て
訓
点
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
必
要
だ
が
、
そ
れ
は
様
々

な
困
難
を
伴
う
上
、
結
局
、
加
点
者
自
身
の
ミ
ス
と
い
う
可
能
性
を
排
除
し
が
た
い
。

自
説
の
確
実
性
を
高
め
る
た
め
に
は
、
用
例
を
多
く
集
め
る
こ
と
、
と
い
う
手
段
が
最

も
現
実
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 



 

七
―
三 

研
究
者
に
よ
る
解
読
結
果
の
違
い
を
考
慮
し
て 

で
は
、
同
一
資
料
の
中
か
ら
類
例
を
多
く
見
出
せ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。 

鈴
木
（
一
九
五
六
ｃ
：
七
〇
）
は
、
中
田
（
一
九
五
四
）
に
示
さ
れ
る
平
安
初
期
の

訓
点
資
料
の
解
読
文
に
つ
い
て
、
「
筆
者
も
調
査
し
得
た
訳
文
と
比
べ
る
と
い
さ
さ
か

異
つ
た
点
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。 

大
坪
（
一
九
五
七
：
六
四
）
は
、「
訓
点
語
と
訓
点
資
料
第
七
輯
に
、
山
田
本
妙
法
蓮

華
経
方
便
品
第
二
古
点
に
対
す
る
わ
た
し
の
試
読
と
、
築
島
・
小
林
両
氏
の
共
同
研
究

に
成
る
訳
文
と
が
一
緒
に
掲
載
さ
れ
て
ゐ
る
。
双
方
と
も
学
者
的
良
心
に
基
づ
き
、
そ

の
正
し
さ
を
信
じ
て
発
表
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
か
な
り
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
わ
た

し
の
に
も
不
十
分
な
個
所
が
あ
っ
た
が
、
両
氏
の
に
も
明
ら
か
に
誤
読
と
見
ら
れ
る
も

の
が
あ
る
。
訓
点
と
は
、
か
う
い
ふ
も
の
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
読
み
下
さ
れ
た
も

の
は
、
も
は
や
そ
の
人
の
研
究
物
で
あ
っ
て
、
訓
点
資
料
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
、
わ

た
し
は
考
へ
る
。
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
を
春
日
（
一
九
五
八
：
一
〇
七
）
は
「
名
言
」

と
称
賛
し
て
い
る
。 

春
日
（
一
九
七
一
）
は
、
春
日
（
一
九
四
二
）
に
よ
る
金
光
明
最
勝
王
経
（
西
大
寺

本
）
の
解
読
文
で
命
令
形
に
付
く
「
可
し
」
の
読
み
方
が
「
か
し
」
と
さ
れ
る
こ
と
に

関
し
て
、「
可
」
の
音
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
が
変
則
的
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
つ
つ
も
、

そ
う
し
た
読
み
方
が
正
し
い
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
解
読
結
果
に
差
が
あ
り

う
る
以
上
、
解
読
の
際
の
判
断
に
詳
し
い
議
論
の
必
要
な
場
合
も
出
て
来
る
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
。 

小
助
川
（
二
〇
〇
二
：
六
九
）
は
「
同
一
の
訓
点
資
料
に
つ
い
て
何
種
類
も
の
解
読

文
が
公
刊
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
訓
点
資
料
そ
の
も
の
が
有
用
な
価
値
と
と

も
に
脆
弱
性
や
危
険
性
を
同
時
に
内
包
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ば
訓
点
資
料
の

宿
命
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。 

松
本
（
二
〇
一
三
：
七
五
ａ
）
も
、
「
複
数
の
研
究
者
に
よ
っ
て
同
一
資
料
の
訓
読
文

の
公
表
が
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
訓
読
文
間
の
校
異
も
夥
し
い
も
の
が
有
る

場
合
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
―
利
用
資
料
と
し
て
の
潜
在
的
不
安
―
も
存
す

る
」
と
述
べ
て
い
る
。 

柴
田
（
一
九
九
八
）
の
よ
う
に
、
平
安
初
期
の
同
一
の
訓
点
資
料
か
ら
異
な
る
解
読

文
が
生
じ
る
事
情
そ
の
も
の
を
考
察
対
象
と
し
た
論
考
さ
え
あ
る
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
の
は
、
あ
る
一
種
類
の
訓
点
資
料
の
解
読
文
か
ら
、
存

在
が
期
待
さ
れ
る
用
例
が
複
数
得
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
そ
の
解
読
文
を
作
成

し
た
研
究
者
に
よ
る
、
必
ず
し
も
確
実
で
は
な
い
推
論
に
と
ど
ま
る
可
能
性
が
あ
り
、

他
の
研
究
者
が
解
読
す
れ
ば
別
の
形
で
読
み
下
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
解
読
文
の
利
用
者
は
、
得
ら
れ
た
用
例
に
つ
い
て
、
で
き
る

か
ぎ
り
他
の
訓
読
の
方
法
が
無
い
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
し
、
当
該
資
料
を
対
象
と

し
た
他
の
研
究
者
に
よ
る
解
読
結
果
を
見
る
こ
と
や
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
や
は
り
、
別
の

訓
点
資
料
も
含
め
た
多
く
の
解
読
文
か
ら
用
例
を
得
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。 

 

七
―
四 

解
読
の
誤
り 

 

解
読
自
体
に
ミ
ス
が
あ
り
う
る
こ
と
も
、
抽
出
し
た
用
例
の
信
頼
性
を
割
り
引
く
要

素
に
な
る
。
こ
れ
は
研
究
者
間
で
解
読
結
果
が
異
な
る
こ
と
と
は
全
く
異
な
る
次
元
の

こ
と
九

と
し
て
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

筆
者
の
見
る
限
り
、
訓
点
資
料
の
解
読
は
大
抵
の
場
合
は
一
人
の
研
究
者
が
（
責
任

を
負
う
形
で
）
行
っ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
作
業
は
、
複
数
人
で
一
字
一
句
を
追
い
な

が
ら
行
う
こ
と
で
格
段
に
正
確
さ
を
増
す
こ
と
が
可
能
な
は
ず
だ
が
、
一
般
に
は
あ
ま

り
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
公
表
さ
れ
た
解
読
文
の
中
か
ら
誤

り
と
思
し
い
字
句
や
、
疑
問
の
あ
る
部
分
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
ミ
ス

が
あ
り
う
る
こ
と
を
知
る
の
も
重
要
だ
が
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
ミ
ス
の
内
容
を
見

る
こ
と
が
、
解
読
文
を
利
用
す
る
際
の
心
が
け
に
お
い
て
、
二
つ
の
意
味
で
非
常
に
参

考
に
な
る
。
一
つ
は
、
解
読
文
か
ら
得
た
用
例
を
中
古
語
の
確
例
と
言
え
る
か
ど
う
か

考
え
る
た
め
の
目
を
養
え
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
訓
点
資
料
を
扱
う
こ

と
が
、
決
し
て
、
ご
く
一
部
の
限
ら
れ
た
研
究
者
の
み
に
許
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
と
い
う
感
覚
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
訓
点
資
料
の
研
究

が
か
な
り
の
専
門
性
を
必
要
と
す
る
と
の
見
方
が
一
般
的
で
あ
る
中
で
、
そ
の
専
門
性

を
有
す
る
研
究
者
で
さ
え
も
犯
し
て
し
ま
う
ミ
ス
の
内
容
を
知
れ
ば
、
他
の
分
野
の
研



究
者
で
も
、
訓
点
資
料
の
取
扱
い
に
必
要
な
能
力
の
上
限
を
、
あ
る
程
度
推
し
量
っ
て

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
加
点
時
期
に
沿

っ
て
い
く
つ
か
の
解
読
文
を
取
り
上
げ
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
点
を
見
て
み
よ
う
。 

大
坪
（
二
〇
〇
一
）
に
よ
る
四
分
律
（
石
山
寺
本
）
の
解
読
文
に
関
し
て
。
築
島
（
二

〇
〇
三
）
は
、
放
任
を
示
す
「
モ
（
ア
）
レ
」
に
つ
い
て
、
他
資
料
で
「
モ
レ
」
の
例

が
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
補
読
せ
ず
に
「
モ
レ
」
と
し
て
良
い
可
能
性
を
指
摘
し
、

ま
た
、「
彼
」
を
「
そ
こ
」
の
人
称
代
名
詞
用
法
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
用
例
の
付
訓

が
ど
れ
も
「
コ
」
だ
け
で
あ
り
「
ソ
コ
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
な
い
こ
と
を
「
聊
か

物
足
り
な
い
感
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
補
読
の
根
拠
を
他
の
用
例
に
求
め
る
こ
と
の

必
要
性
を
説
い
た
意
見
と
言
え
る
。 

大
坪
（
一
九
五
八
）
に
よ
る
願
経
四
分
律
（
小
川
本
）
の
解
読
文
に
関
し
て
。
春
日

（
一
九
五
八
：
一
〇
七
）
は
、
主
と
し
て
補
読
の
仕
方
に
関
す
る
疑
問
点
を
挙
げ
て
い

る
が
、
例
え
ば
、「
故
（
に
）
な
り
。」
と
い
う
文
末
と
の
呼
応
を
考
慮
し
て
、
文
頭
は

「
何
（
を
）
以
（
て
の
）
故
（
に
）」
で
は
な
く
「「
何
（
を
）
以
（
て
の
）
故
（
に
と

な
ら
ば
）」
な
ど
と
す
べ
き
か
と
考
え
て
い
る
。
適
切
な
補
読
を
行
な
う
に
は
、
前
後
の

統
語
的
環
境
に
も
目
配
せ
を
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

成
実
論
（
聖
語
蔵
本
・
東
大
寺
本
）
に
関
し
て
。
こ
の
資
料
は
著
名
だ
が
、
解
読
文

が
書
籍
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
書
評
等
に
よ
る
解
読
文
の
誤
り
の
指
摘

は
見
出
し
が
た
い
。
筆
者
の
気
付
い
た
点
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
と
、
巻
十
二
の
「
盡
未ぬ

に
」

（
稲
垣
一
九
五
四
：
四
五
）
は
「
盡
（
き
）
未ぬ

に
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
巻
二
十
一

の
「
故
（
に
）
答
（
え
）
不
。」（
鈴
木
一
九
五
七
ｃ
：
六
八
）
は
、
「
故
（
に
）
答
（
へ
）

不
。
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
簡
単
に
気
付
け
る
点
は
そ
う
多
く
な
い
が
、
明
ら
か
な
誤

植
も
僅
か
に
見
ら
れ
一
〇

、
や
は
り
完
璧
な
解
読
文
と
は
言
い
切
れ
な
い
。 

春
日
（
一
九
四
二
）
に
よ
る
金
光
明
最
勝
王
経
（
西
大
寺
本
）
の
解
読
文
に
関
し
て

は
、
作
成
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
春
日
（
一
九
五
六
：
二
四
八
）
が
、「
上
版
後
の
正
誤

表
が
狭
か
ら
ざ
る
紙
幅
に
及
ん
で
ゐ
る
こ
と
は
、
少
か
ら
ず
正
確
の
度
を
低
め
て
ゐ
る

の
み
な
ら
ず
、
尚
誤
つ
た
所
や
足
ら
ぬ
点
が
次
々
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の

本
文
篇
と
い
ふ
も
の
が
、
果
し
て
那
辺
ま
で
真
実
を
得
て
ゐ
る
か
に
つ
い
て
は
、
自
ら

危
み
さ
へ
す
る
の
で
あ
る
。
」
と
し
、
近
代
的
訓
法
を
無
意
識
に
使
う
、
加
点
の
位
置
が

ゆ
る
や
か
な
た
め
に
訓
を
誤
る
、
加
点
が
完
全
で
な
い
た
め
（
省
略
さ
れ
て
い
る
た
め
）

補
読
が
妥
当
に
で
き
な
い
、
と
い
う
誤
り
方
を
挙
げ
て
い
る
。
誤
読
に
も
い
く
つ
か
の

パ
タ
ー
ン
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。 

中
田
（
一
九
五
四
）
に
よ
る
地
蔵
十
輪
経
（
東
大
寺
図
書
館
本
）
の
解
読
文
に
関
し

て
。
佐
藤
（
一
九
五
九
）
が
誤
植
・
誤
読
の
指
摘
を
非
常
に
詳
し
く
行
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
対
す
る
返
答
を
述
べ
た
中
田
（
一
九
五
九
）
が
「
こ
の
書
評
は
誤
植
、
誤
読
と

考
え
ら
れ
た
も
の
を
首
尾
一
貫
し
て
指
摘
さ
れ
よ
う
と
す
る
御
態
度
が
や
や
強
く
」
と

述
べ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
例
え
ば
「
戍
」
が
誤
っ
て
「
戌
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
形
の
似
た
漢
字
同
士
で
の
見
間
違
い
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
原
漢
文
の
表
記
や
校
異
を
確
認
す
る
必
要
性
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。 

稲
垣
（
一
九
七
六
）
に
よ
る
百
法
顕
幽
抄
（
東
大
寺
図
書
館
本
）
の
解
読
文
に
関
し

て
。
三
節
の
表
１
で
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
資
料
が
従
来
殆
ど
利
用
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
は
不
思
議
で
あ
る
。
遠
藤
（
一
九
五
二
ａ
：
五
二
）
で
も
、「
奈
良
学
芸
大
学
の
鈴
木

一
男
助
教
授
の
発
見
に
か
ゝ
る
も
の
。［
中
略
］
稲
垣
瑞
穂
文
学
士
に
よ
り
詳
細
研
究
さ

れ
、
二
十
六
年
度
の
卒
業
論
文
と
な
っ
た
。
」
と
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
学
界
で
は
良
く
知

ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
利
用
を
避

け
る
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。
確
か
に
、
稲
垣
（
一
九
七
六
：
一
三
九
）
で
「
要
す
る
に
、

百
法
顕
幽
抄
古
点
は
、
平
安
初
期
（
貞
観
十
四
年
）
の
本
文
並
び
に
訓
点
を
、
後
人
学

僧
が
移
点
あ
る
い
は
校
合
し
、
同
時
に
自
ら
の
注
記
を
も
行
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

［
中
略
］
そ
の
時
期
は
、
奥
書
だ
け
で
は
明
確
に
し
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
加
点
内
容

に
よ
る
国
語
学
的
研
究
の
結
果
に
依
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
平
安
中
期

ま
で
は
下
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
加

点
年
代
が
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
や
、
移
点
が
行
わ
れ
た
こ
と
と
い
っ
た
要
素
が
絡
み
、

そ
の
言
語
の
位
置
付
け
は
容
易
で
な
い
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が

資
料
の
利
用
を
強
く
躊
躇
さ
せ
る
要
因
に
な
る
と
ま
で
は
思
え
な
い
。
成
立
時
期
や
伝

承
過
程
を
問
題
と
す
る
の
な
ら
、
従
来
か
ら
中
古
語
の
文
法
研
究
で
用
い
ら
れ
て
い
て

き
た
和
文
資
料
の
場
合
の
方
が
よ
ほ
ど
大
き
な
問
題
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



書
評
等
に
よ
る
本
文
批
判
が
行
わ
れ
て
い
な
い
資
料
な
の
で
、
筆
者
の
気
付
い
た
点
を

挙
げ
て
こ
の
資
料
の
一
般
に
お
け
る
活
用
に
少
し
で
も
資
す
る
こ
と
に
し
た
い
。 

・「

楽
ネ
（
が
）

（
ふ
）285

」
の
よ
う
に
「
ネ
」
が
付
い
た
「
楽
」
を
「
ね
が
ふ
」
と
読
む

な
ら
ば
、
「
楽ネ

（
ふ
）210

」
も
そ
う
読
め
る
よ
う
な
補
読
が
必
要
で
は
な
い
か
。 

・「
衣
由
し
破
れ
ず1455

」
は
、
他
の
箇
所
と
同
様
に
「
不
」
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て

「
衣
由
し
破
れ
不
」
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

・
左
の
図
一
は
、
「
即
（
ち
）
乍亦

也

有
を
執
す
る
こ
と
須
弥
の
如
く
す
。1535

」
と
読

ま
れ
て
い
る
が
、「
可
」
も
読
ん
で
、「
即
（
ち
）
乍亦

也

有
を
執
す
る
こ
と
須
弥
の
如

く
す
可
し
。」
の
よ
う
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

図
一 

 
  

 

・
左
の
図
二
は
、
「
与
に
名
目
を
立
て
順
正
理
論
と
名
（
づ
け
て
）
あ
り
〔
也
〕。
天

親
前
後
に
五
百
部
の
小
乗
論
を
造
れ
り
。1575
」
と
読
ま
れ
て
い
る
が
、「
天
親
」

の
直
前
の
「
此
」
も
読
ん
で
「
…
あ
り
〔
也
〕。
此
の
天
親
前
後
に
…
」
と
す
べ
き

で
は
な
い
か
。 

図
二 

 

 
  

 

・
左
の
図
三
は
、「
如
今
此
の
舌
を
将

も
ち
て

大
乗
経
を
讃
メ
て
即
（
ち
）
過
を
謝
す
〔
也
〕

1585

」
と
読
ま
れ
て
い
る
が
、
三
字
目
の
「
應
」
が
抜
け
て
い
な
い
か
。 

図
三 

 
  

・
左
の
図
四
は
、「
…
二
の
勝
（
れ
て
）
あ
る
果
を
得
令
（
め
）
む
が
故
（
に
）
と
い

ふ
。
即
（
ち
）
有
情
を
し
て
正
（
し
）
き
解
を
生
サ
令
（
め
） 

む
い
し
〔
者
〕
…

1635

」
と
読
ま
れ
て
い
る
が
、
途
中
の
「
此
初
也
」
も
「
此
（
れ
）
は
初
な
り
〔
也
〕。」

の
よ
う
に
読
む
べ
き
で
は
な
い
か
。 

図
四 

 
  

 

・
左
の
図
五
は
「
一
に
は
大
智
を
生
（
む
）
が
為
の
故
（
に
）。
又
諸
の
有
情
に
大
恩

徳
を
起
す
。1745

」
と
読
ま
れ
て
い
る
が
、
途
中
の
「
二
生
大
悲
心
故
」
も
「
二

に
は
大
悲
心
を
生
む
が
故
（
に
）。
」
の
よ
う
に
読
む
べ
き
で
は
な
い
か
。 

図
五 

 

 

筆
者
は
訓
点
に
関
し
て
素
人
だ
が
、
右
の
通
り
補
足
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
字
句
を
示
し

た
。
こ
れ
は
、
稲
垣
（
一
八
七
六
）
よ
り
も
前
に
発
表
さ
れ
て
い
た
稲
垣
（
一
九
五
九
・

一
九
六
〇
）
の
試
読
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
稲
垣
瑞
穂
氏
は
、
一
度
解
読
し
て
い
た
字
句

を
、
後
に
発
表
し
た
解
読
文
で
書
き
漏
ら
し
た
部
分
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。試
読
と
、

後
に
出
た
解
読
文
を
見
比
べ
る
と
、
少
な
か
ら
ず
修
正
事
項
が
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
取

れ
、
そ
の
こ
と
も
解
読
文
の
脆
弱
性
と
い
う
意
味
で
は
重
要
だ
が
、
修
正
後
の
最
終
案

に
お
い
て
も
右
の
よ
う
な
点
が
少
し
は
見
つ
か
る
の
で
あ
る
。
解
読
文
に
関
す
る
研
究

者
の
ミ
ス
が
多
次
元
に
渡
っ
て
起
こ
り
う
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。 

 

以
上
、
七
―
一
～
七
―
四
で
は
、
解
読
文
か
ら
得
ら
れ
た
用
例
を
そ
の
ま
ま
中
古
語

の
確
例
と
見
る
こ
と
の
問
題
点
を
概
観
し
た
。
和
文
資
料
の
場
合
に
は
行
き
当
た
ら
な

い
問
題
が
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
確
実
な
対
処
法
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
繰
り

返
し
に
な
る
が
、
中
古
語
の
文
法
現
象
を
確
実
に
見
定
め
る
た
め
に
は
、
よ
り
多
く
の

用
例
を
、
複
数
種
の
訓
点
資
料
か
ら
収
集
す
る
こ
と
が
必
要
と
言
え
る
。
得
ら
れ
た
一

つ
一
つ
の
用
例
の
信
頼
性
が
確
実
で
な
く
と
も
、
多
く
の
用
例
が
集
ま
れ
ば
、
よ
り
確

実
性
の
高
い
記
述
が
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
、
訓
点
資
料
の
扱
い
に
慣
れ
て
い
な
い
場

合
に
は
、そ
れ
が
訓
点
資
料
を
利
用
す
る
際
の
唯
一
の
方
法
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

七
―
五 

得
ら
れ
た
用
例
の
集
計
方
法 

 

さ
て
、
抽
出
で
き
た
用
例
の
扱
い
方
に
関
し
て
も
、
和
文
の
場
合
と
は
異
な
る
処
置



が
必
要
に
な
る
。 

ま
ず
当
然
の
前
提
と
し
て
、
片
仮
名
、
ヲ
コ
ト
点
、
補
読
を
区
別
す
る
こ
と
は
勿
論
、

こ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
復
元
さ
れ
た
語
に
つ
い
て
は
、
組
み
合
わ
せ
方
を
細

か
に
分
類
し
て
用
例
収
集
す
る
と
い
っ
た
、
繊
細
な
調
査
が
求
め
ら
れ
る
。 

そ
し
て
、
重
視
す
る
用
例
の
優
先
度
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
片
仮
名
の
み

に
よ
っ
て
読
み
方
が
完
全
に
判
明
す
る
語
の
価
値
は
高
く
、
次
い
で
、
ヲ
コ
ト
点
か
ら

復
元
さ
れ
る
語
も
重
要
で
あ
る
。
補
読
を
交
え
な
が
ら
復
元
さ
れ
る
語
で
も
、
中
古
語

の
実
例
と
し
て
認
め
ら
れ
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
は
価
値
が
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、

完
全
に
補
読
の
み
に
よ
っ
て
し
か
復
元
で
き
な
い
語
で
も
、
研
究
上
意
味
を
持
つ
こ
と

は
あ
り
う
る
。 

複
数
の
訓
点
に
よ
っ
て
何
通
り
か
の
読
み
方
が
並
記
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
も
、

少
し
注
意
が
必
要
で
あ
る
。 

図
六 

 
  

図
七 

 

右
の
図
六
は
稲
垣
（
一
九
七
六
：
七
六
）
か
ら
引
い
た
百
法
顕
幽
抄
（
東
大
寺
図
書
館

本
）
の
一
部
（1035

）
で
、
図
七
は
そ
の
解
読
結
果
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、「
邁
」

と
い
う
字
に
付
い
た
訓
点
が
い
く
つ
か
あ
り
、
完
了
の
助
動
詞
ヌ
の
用
例
を
、
片
仮
名

で
二
つ
、
ヲ
コ
ト
点
で
一
つ
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
用
例
は
、
そ
う
多
く

見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
細
か
い
ル
ー
ル
を
設
定
せ
ず
に
、
用
例
集
計
後
の
デ
ー

タ
に
注
釈
を
加
え
る
等
の
措
置
で
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
ヌ
の
用
例
数
を
数
え
る

な
ら
ば
、
ま
ず
片
仮
名
を
優
先
し
て
、
最
初
に
書
き
加
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
オ
イ

ヌ
」
の
分
を
集
計
し
て
お
き
、
他
に
「
ス
ギ
ヌ
」「
ぬ
」
が
同
一
文
字
に
書
き
添
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
も
別
に
記
述
し
て
集
計
し
て
お
く
な
ど
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。 

用
例
数
を
計
上
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
次
の
点
に
も
留
意
し
た
い
。
築
島
（
一
九

六
〇
：
一
一
九
）
が
「
平
安
初
期
の
時
代
に
は
、
訓
点
資
料
は
す
べ
て
仏
書
ば
か
り
で

あ
つ
て
［
中
略
］、
原
文
の
構
文
自
体
が
定
型
の
も
の
が
多
く
、
従
つ
て
そ
れ
を
訓
読
し

た
訓
読
文
も
型
に
嵌
つ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
平
安
初
期
の
訓
点
資
料
を
用
例
調

査
の
対
象
と
す
る
場
合
、
収
集
す
る
語
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
類
型
的
な
表
現
に
用
い

ら
れ
た
用
例
ば
か
り
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
用
例
を
計
上
す
る
際

に
は
、
見
出
さ
れ
た
類
型
と
そ
の
用
例
を
別
に
し
て
お
く
こ
と
も
必
要
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
。 

得
ら
れ
た
用
例
の
解
釈
は
、
基
本
的
に
は
、
解
読
文
に
即
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
宇
都
宮
（
一
九
八
三
：
一
六
）
が
、
「
加
点
と
い
う
営
為
が
本
文
解
釈
の

上
に
立
っ
て
、
初
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
の
視
点
を
お
ろ
そ
か
に
し
て

は
、
訓
点
語
の
国
語
学
的
な
研
究
に
し
て
も
、
十
分
な
成
果
は
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。」

と
述
べ
る
よ
う
に
、
訓
点
の
付
け
ら
れ
た
漢
文
の
意
味
を
捉
え
て
お
く
べ
き
で
も
あ
る
。

加
点
者
が
ど
う
い
う
つ
も
り
で
書
き
込
ん
だ
訓
点
な
の
か
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
と
き

に
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
推
測
を
行
う
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
訓
点
資
料
か
ら
得
た
用

例
の
意
味
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
解
読
文
と
原
漢
文
の
両
方
の
意
味
を
解
釈
し

よ
う
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
四
―
一
で
述
べ
た
よ
う
に
、

漢
文
や
仏
教
学
の
知
識
が
無
け
れ
ば
難
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
仏
典
の
邦
訳
は
少
な

か
ら
ず
出
て
お
り
、
利
用
す
れ
ば
相
当
の
助
け
に
は
な
る
は
ず
で
あ
る
。 

も
う
一
点
、
原
漢
文
の
校
異
の
確
認
と
い
う
手
続
き
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

和
文
の
場
合
、
問
題
の
あ
る
用
例
に
出
会
っ
た
と
き
、
校
本
を
確
認
し
て
他
の
伝
本
の

該
当
箇
所
を
見
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
一
方
、
訓
点
資
料
の
場
合
、
平
安
時
代
の
実
物

の
訓
点
が
現
存
し
て
い
る
の
で
、
加
点
者
本
人
に
よ
る
誤
記
を
考
慮
し
な
い
な
ら
ば
、

そ
の
ま
ま
中
古
語
の
実
例
と
し
て
扱
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
一
応
正
し
い
こ
と

で
は
あ
る
が
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
訓
点
の
施
さ
れ
た
漢
文
本
文
の
方

に
間
違
い
が
あ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
師
匠
の
行
う
講
義
を
聴
き
取
っ
た
弟
子
が
、
そ
れ

を
片
仮
名
な
ど
で
急
い
で
手
元
の
漢
文
に
書
き
加
え
て
い
く
と
い
う
成
立
過
程
を
想
像

す
る
な
ら
ば
、
弟
子
の
手
元
の
漢
文
に
既
に
書
き
誤
り
が
存
在
し
た
可
能
性
は
十
分
あ

り
う
る
こ
と
だ
ろ
う
。
佐
藤
（
一
九
五
九
）
は
こ
う
し
た
観
点
か
ら
中
田
（
一
九
五
四
）



に
よ
る
地
蔵
十
輪
経
（
東
大
寺
図
書
館
本
）
の
解
読
文
に
つ
い
て
吟
味
し
、
「
梵
意
清

徹
ア
ヤ
カ
ニ

な
る
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
、「
意
」
が
大
正
蔵
経
で
「
音
」
と
な
っ
て
い
る
こ

と
を
考
慮
し
、「
ア
ヤ
カ
ニ
」
と
い
う
訓
を
「
ア
ザ
ヤ
カ
ニ
」
の
誤
記
も
し
く
は
略
記
で

は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。
三
節
で
取
り
上
げ
た
、
訓
点
資
料
を
中
古
語
文
法
の
分

析
に
用
い
た
例
で
も
、
大
正
新
脩
大
蔵
経
の
本
文
を
付
載
し
、
原
漢
文
と
対
照
で
き
る

よ
う
に
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。 

 

八 

お
わ
り
に 

 

本
稿
で
述
べ
た
こ
と
は
、
訓
点
資
料
に
詳
し
い
研
究
者
か
ら
見
れ
ば
、
先
行
研
究
か

ら
の
引
用
ば
か
り
に
終
始
し
た
、
何
ら
新
見
の
無
い
常
識
の
繰
り
返
し
に
過
ぎ
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
し
、
訓
点
資
料
に
関
す
る
解
説
や
研
究
成
果
は
、
筆
者
の

見
る
限
り
で
も
非
常
に
広
範
囲
に
渡
っ
て
お
り
、
文
法
研
究
に
必
要
な
知
見
と
し
て
の

優
先
度
が
低
い
も
の
も
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
あ
る
特
定
の
訓
点
資
料
に
用
い
ら
れ

て
い
る
ヲ
コ
ト
点
が
ど
の
学
問
系
統
に
属
す
る
か
や
、
行
間
な
ど
に
付
け
ら
れ
た
注
釈

の
類
が
ど
う
い
っ
た
書
物
か
ら
引
用
さ
れ
た
も
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
考
究
し
て
い

る
文
献
は
、
文
法
研
究
と
の
関
係
は
極
め
て
薄
い
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
（
言
語
の
研

究
と
い
う
よ
り
は
、
言
語
に
着
目
す
る
こ
と
を
手
段
と
し
た
、
資
料
の
構
造
・
伝
来
の

研
究
と
い
う
べ
き
も
の
に
さ
え
見
え
る
も
の
が
あ
る
）。
そ
の
中
か
ら
、
中
古
語
の
文
法

研
究
に
必
要
な
知
見
を
探
し
出
し
、
並
べ
て
示
す
だ
け
で
も
、
あ
る
程
度
の
意
義
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。 

本
稿
の
内
容
を
要
約
し
て
示
す
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

〔
二
節
〕
訓
点
資
料
の
研
究
に
携
わ
る
研
究
者
間
で
、
あ
ま
り
解
読
文
が
活
用
さ
れ
て

お
ら
ず
、
ま
た
、
若
手
で
訓
点
資
料
を
扱
お
う
と
す
る
者
が
少
な
い
、
と
い

う
問
題
意
識
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。
訓
点
資
料
を
利
用
し
た
成
果
の
蓄
積
が

少
な
い
と
さ
れ
る
文
法
研
究
の
領
域
で
、
訓
点
資
料
の
有
用
性
を
認
識
す
る

動
き
が
必
要
で
あ
る
。 

〔
三
節
〕
訓
点
資
料
を
利
用
し
た
文
法
研
究
の
実
践
例
は
、
訓
点
資
料
が
さ
ま
ざ
ま
な

文
法
範
疇
の
研
究
に
利
用
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
ど
の
解
読
文
を

利
用
し
た
ら
良
い
か
に
つ
い
て
は
共
通
の
方
針
が
無
い
。
資
料
選
定
の
た
め

に
は
、
で
き
る
限
り
能
率
的
に
解
読
文
の
全
体
の
状
況
を
把
握
で
き
る
コ
ー

パ
ス
の
作
成
が
必
要
で
あ
る
。 

〔
四
節
〕
文
法
研
究
に
お
い
て
訓
点
資
料
の
利
用
が
敬
遠
さ
れ
て
き
た
理
由
は
多
様
で

あ
る
。
①
資
料
内
部
の
複
雑
さ
、
②
用
例
解
釈
の
難
し
さ
、
③
訓
点
資
料
研

究
独
自
の
流
儀
の
存
在
、
④
訓
点
資
料
を
利
用
す
る
メ
リ
ッ
ト
が
知
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
、
⑤
資
料
選
定
の
基
準
が
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
⑥
資
料
か

ら
用
例
を
能
率
的
に
収
集
す
る
方
法
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
⑦
抽
出

し
た
用
例
の
扱
い
方
が
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
。

本
稿
は
④
～
⑦
の
問
題
解
決
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。 

〔
五
節
〕
平
安
初
期
の
訓
点
資
料
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
、
当
時
の
口
語
を
基
調
と

す
る
と
見
ら
れ
て
お
り
、
文
法
研
究
を
行
う
際
に
利
用
す
る
優
先
度
が
高
い
。

筆
者
自
身
も
、
上
代
語
特
有
の
ク
語
法
（「
お
そ
ら
く
」「
ね
が
は
く
」）
の
用

例
収
集
を
行
っ
て
実
態
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
平
安
初
期
は
殆
ど
用
例
が
無

い
が
、
中
期
以
降
は
用
例
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
て
中
世
ま
で
訓
法
が
固
定
的

で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
先
行
研
究
の
見
方
を
補
強
す
る
結
果
と
な
っ
た
。 

〔
六
節
〕
解
読
文
を
電
子
デ
ー
タ
化
す
る
と
き
は
、
法
的
問
題
、
研
究
倫
理
上
の
問
題

が
起
こ
ら
な
い
よ
う
な
、
個
人
に
よ
る
「
私
的
複
製
」
が
基
本
で
あ
る
。
そ

の
際
、
文
法
研
究
に
資
す
る
情
報
を
取
捨
選
択
し
て
入
力
す
れ
ば
、
か
な
り

労
力
を
削
減
で
き
る
。
実
際
に
入
力
し
た
デ
ー
タ
の
分
量
を
解
析
し
た
と
こ

ろ
、
和
文
資
料
と
比
べ
て
も
決
し
て
遜
色
が
無
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か

っ
た
。 

〔
七
節
〕
用
例
の
抽
出
に
関
し
て
は
、
平
安
初
期
の
訓
点
（
白
点
）
の
判
読
が
難
し
い

こ
と
、
研
究
者
ご
と
に
解
読
結
果
に
違
い
が
生
じ
う
る
こ
と
、
解
読
の
ミ
ス

が
あ
り
う
る
こ
と
、
と
い
う
三
点
を
考
慮
し
て
、
で
き
る
限
り
広
範
囲
の
資

料
か
ら
、
よ
り
多
く
の
用
例
を
得
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
抽
出
し
た
用
例

の
扱
い
方
に
関
し
て
は
、
片
仮
名
、
ヲ
コ
ト
点
、
補
読
の
順
に
中
古
語
と
し

て
の
価
値
を
認
め
る
こ
と
、
複
数
の
読
み
方
が
あ
る
場
合
の
用
例
数
の
出
し



方
や
類
型
的
表
現
で
の
用
例
の
計
上
方
法
を
決
め
て
お
く
こ
と
、
時
に
原
漢

文
の
校
異
・
意
味
も
参
照
す
る
こ
と
、
と
い
っ
た
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。（
な

お
本
節
で
は
、
百
法
顕
幽
抄
（
東
大
寺
図
書
館
本
）
の
解
読
文
が
従
来
の
文

法
研
究
で
殆
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
し
て
、
解
読
の
仕
方
に
関

し
て
気
付
い
た
点
を
挙
げ
る
こ
と
に
も
重
点
を
置
い
た
） 

  

以
上
か
ら
、
中
古
語
の
文
法
研
究
に
お
い
て
訓
点
資
料
を
用
い
る
際
に
は
、
基
本
的

に
次
の
よ
う
な
手
順
を
踏
む
の
が
良
い
と
考
え
る
。 

 

①
平
安
初
期
加
点
の
も
の
を
優
先
的
に
選
び
、
既
に
公
開
さ
れ
て
い
る
解
読
文
を
で
き

る
限
り
多
く
手
に
入
れ
る
。 

②
総
索
引
が
無
け
れ
ば
一
一

、
目
視
に
よ
り
全
文
を
見
る
一
二

。
（
そ
の
際
、
電
子
化
テ
キ

ス
ト
を
個
人
的
に
作
成
し
て
お
く
と
、
以
降
も
使
用
で
き
る
） 

③
複
数
の
異
な
る
訓
点
資
料
か
ら
、
出
来
る
だ
け
多
く
の
用
例
を
集
め
る
。 

④
邦
訳
書
や
仏
教
辞
典
等
を
利
用
し
て
原
漢
文
の
意
味
を
で
き
る
か
ぎ
り
捉
え
つ
つ
、

片
仮
名
、
ヲ
コ
ト
点
、
補
読
の
順
に
用
例
の
価
値
を
認
め
、
解
釈
・
分
析
・
集
計
を

行
う
。 

⑤
必
要
に
応
じ
て
、
原
漢
文
の
校
異
も
大
正
新
脩
大
蔵
経
で
確
認
し
用
例
と
と
も
に
掲

げ
る
。 

 
 こ

の
手
順
の
み
で
万
全
な
研
究
が
可
能
だ
と
言
い
切
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
基
本
的
に

は
問
題
無
い
だ
ろ
う
。
中
古
語
の
文
法
に
関
し
て
確
か
な
記
述
を
行
う
た
め
に
は
、
特

に
③
が
重
要
で
あ
る
。
た
と
え
、
訓
点
資
料
の
素
人
で
あ
る
筆
者
が
多
少
の
学
術
的
な

誤
り
を
犯
し
つ
つ
行
っ
た
主
張
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
、
複
数
の
資
料
か
ら
得
ら
れ
た

多
く
の
用
例
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
学
界
に
お
い
て
そ
の
妥
当
性
を
考
慮
す
る

必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

本
稿
で
は
平
安
初
期
の
訓
点
資
料
を
重
視
し
、
中
古
語
の
文
法
研
究
に
お
け
る
そ
の

活
用
方
法
に
つ
い
て
考
え
た
が
、
平
安
時
代
中
期
以
降
に
加
点
さ
れ
た
訓
点
資
料
の
利

用
価
値
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
全
く
無
い
。
例
え
ば
月
本
（
一
九
九
二
）
は
、
通
常
は

院
政
期
の
訓
点
に
は
見
ら
れ
な
い
助
動
詞
が
、
院
政
期
の
仏
書
の
訓
点
資
料
に
見
出
さ

れ
る
点
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
を
当
時
の
口
頭
語
的
な
要
素
の
混
入
で
は
な
い
か
と
指
摘

し
て
い
る
。
ま
た
遠
藤
（
一
九
五
二
ａ
：
三
四
―
三
五
）
は
、
和
文
資
料
の
写
本
と
比

べ
て
、
訓
点
資
料
の
移
点
は
厳
密
に
行
わ
れ
た
（
信
仰
や
学
問
の
対
象
だ
っ
た
こ
と
に

よ
る
）
た
め
、
移
点
時
よ
り
も
古
い
時
期
の
訓
点
と
し
て
利
用
で
き
る
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
平
安
中
期
以
降
加
点
の
訓
点
資
料
で
も
、
奥
書
な
ど
か
ら
移
点
の
事
情
が
詳

し
く
判
明
す
る
訓
点
資
料
の
場
合
に
は
、
平
安
初
期
の
日
本
語
を
伝
え
る
も
の
が
含
ま

れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
中
期
以
降
は
、
築
島
（
一
九
六
九
：
四

五
）
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
ヲ
コ
ト
点
の
形
式
が
固
定
す
る
こ
と
や
、
角
筆
点
が
現

れ
る
な
ど
、
文
法
研
究
に
お
い
て
も
留
意
す
べ
き
変
化
が
起
き
て
い
く
。
本
稿
で
は
詳

し
く
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
今
後
、
中
期
以
降
の
訓
点
資
料
の
活
用
に
つ

い
て
も
考
え
た
い
。 

 

小
助
川
（
二
〇
〇
〇
：
一
五
四
）
は
、「
仮
名
文
献
に
比
べ
て
圧
倒
的
な
現
存
量
を
誇

る
訓
点
資
料
の
中
で
、
解
読
整
理
さ
れ
日
本
語
資
料
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
な
形
で

公
刊
さ
れ
た
も
の
は
、
こ
の
分
野
に
従
事
す
る
研
究
者
の
不
断
の
努
力
に
も
拘
わ
ら
ず
、

非
常
に
少
な
い
」
と
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
平
安
初
期
の
訓
点
資
料
だ
け
で
も
和
文
資

料
に
比
肩
す
る
分
量
の
解
読
文
が
公
開
さ
れ
て
い
る
と
見
て
お
り
、
必
ず
し
も
〝
非
常

に
少
な
い
〟
と
は
感
じ
て
い
な
い
が
、
今
後
も
、
訓
点
資
料
の
解
読
文
が
公
表
さ
れ
続

け
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
文
法
研
究
に
と
っ
て
明
る
い
話
題
で
あ
る
。

今
後
も
訓
点
資
料
に
注
目
し
続
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
訓
点
資
料
の
よ

う
に
、
複
雑
な
構
造
を
持
つ
資
料
は
、
コ
ー
パ
ス
化
が
容
易
で
な
い
。
著
作
権
処
理
の

こ
と
も
考
慮
す
れ
ば
、
個
人
レ
ベ
ル
で
自
己
の
研
究
目
的
に
沿
っ
た
コ
ー
パ
ス
を
作
成

す
る
の
が
一
つ
の
自
然
な
流
れ
だ
ろ
う
。 

日
本
学
術
振
興
会
が
最
近
行
っ
た
「
人
文
学
・
社
会
科
学
系
学
術
的
調
査
デ
ー
タ
の

現
状
に
関
す
る
調
査
」
も
、
そ
う
し
た
個
人
レ
ベ
ル
で
作
成
さ
れ
た
電
子
デ
ー
タ
に
目

を
付
け
た
動
き
と
思
わ
れ
る
。
人
文
系
の
研
究
一
般
に
お
い
て
、
個
人
で
電
子
デ
ー
タ

を
作
成
す
る
こ
と
は
当
た
り
前
の
時
代
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
問
題
は
、

そ
れ
を
当
然
の
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
の
次
の
段
階
を
よ
り
深
い
も
の
に
す
る
に
は
ど
う

す
べ
き
か
で
あ
る
。
齋
藤
（
二
〇
一
八
）
は
、
山
口
明
穂
氏
が
往
年
度
々
口
に
し
た
「
用



例
な
ん
て
、
そ
の
う
ち
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
キ
ー
を
押
せ
ば
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
ん

だ
か
ら
」
と
い
う
言
葉
を
引
い
て
、
「
そ
の
用
例
か
ら
何
が
言
え
る
の
か
を
じ
っ
く
り
考

え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
筆
者
も
全
く
そ
の
通
り

で
あ
る
と
常
々
思
っ
て
い
る
。
電
子
化
デ
ー
タ
の
公
開
が
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
な
い
訓

点
資
料
の
場
合
、
用
例
を
効
率
良
く
抽
出
し
、
表
面
的
な
整
理
を
加
え
る
だ
け
で
も
、

従
来
に
無
い
成
果
と
し
て
の
価
値
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
今
後
、
文
法
研
究

に
お
い
て
訓
点
資
料
を
利
用
す
る
動
き
が
活
発
化
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
次
元
に
と
ど
ま

ら
な
い
、
深
い
解
釈
・
分
析
・
記
述
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。 

 

注 一 

北
﨑
（
二
〇
一
八
）
に
つ
い
て
は
北
﨑
勇
帆
氏
に
直
接
尋
ね
る
機
会
が
あ
っ
た
の
だ

が
、
表
１
で
○
の
付
い
て
い
な
い
資
料
も
実
際
に
は
そ
の
殆
ど
を
調
査
し
て
い
た
が
、

研
究
対
象
と
な
る
用
例
が
無
か
っ
た
も
の
の
資
料
名
は
載
せ
て
い
な
い
と
の
こ
と
だ
っ

た
。
紙
幅
の
都
合
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
り
う
る
も
の
と
思
う
。 

二 

実
際
、
筆
者
は
次
の
よ
う
な
経
験
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
数
年
前
の
こ
と
に
な
る
が
、

筆
者
は
、
文
法
史
の
分
野
で
論
文
を
公
表
す
る
く
ら
い
の
研
究
を
行
っ
て
い
る
人
が
、

訓
点
資
料
の
用
例
に
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
居
合
わ
せ
た
。
筆
者
は
そ
こ
で
挙
げ
ら

れ
て
い
る
用
例
に
疑
問
を
感
じ
、「
そ
の
用
例
は｢

補
読
」
で
あ
っ
て
確
例
と
は
言
い
が

た
い
の
で
は
な
い
か｣

と
質
問
を
し
た
。
す
る
と
そ
の
人
は
、｢

補
読｣
と
い
う
言
葉
が
何

か
分
か
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。 

三 

例
え
ば
次
の
も
の
な
ど
。 

・
吉
田
金
彦
・
石
塚
晴
通
・
築
島
裕
・
月
本
雅
幸
編
（
二
〇
〇
一
）
『
訓
点
語
辞
典
』
東

京
堂
出
版 

・
遠
藤
嘉
基
（
一
九
五
二
ｂ
） 

・
築
島
裕
（
一
九
六
〇
） 

・
大
槻
信
（
二
〇
〇
九
ａ
・
ｂ
） 

四 

例
え
ば
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
は
九
世
紀
初
頭
成
立
と
見
ら

れ
る
宣
命
体
の
資
料
で
、
従
来
、
国
語
資
料
と
し
て
は
殆
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。
小

谷
（
一
九
七
〇
）
に
よ
れ
ば
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
残
存
が
あ
る
一
方
で
、
中
古
の

語
彙
が
用
い
ら
れ
る
な
ど
、
上
代
か
ら
中
古
に
か
け
て
の
過
渡
期
的
な
様
相
が
見
て
取

れ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
資
料
の
使
用
方
法
に
関
し
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。   
 

 

五 

築
島
裕
『
訓
点
語
彙
集
成
』（
二
〇
〇
七
年
、
汲
古
書
院
）
で
、
「
お
そ
ら
く
」
と
い

う
訓
読
が
示
さ
れ
る
字
の
例
は「
恐
」が
大
半
な
の
で
こ
れ
を
検
索
対
象
と
し
た
。「
竄
」

も
「
お
そ
ら
く
」
と
読
む
例
が
あ
る
よ
う
だ
が
１
例
し
か
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
検
索

対
象
か
ら
は
除
外
し
た
。
ま
た
、「
ね
が
は
く
」
と
い
う
訓
読
の
例
が
示
さ
れ
る
「
願
・

冀
・
希
・
幸
・
庶
」
を
取
り
上
げ
検
索
対
象
と
し
た
。
「
尚
・
唯
・
寧
・
惟
・
欲
・
甘
・

祈
・
羨
・
要
・
請
・
須
」
も
「
ね
が
は
く
」
と
読
む
例
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ

れ
１
～
３
例
し
か
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
検
索
対
象
か
ら
は
除
外
し
た
。
本
稿
で
の
目

的
で
は
、
こ
の
方
針
で
十
分
と
思
わ
れ
る
。 

六 

用
例
採
集
に
際
し
て
留
意
し
た
点
は
次
の
と
お
り
。 

・
尊
経
閣
文
庫
蔵
日
本
書
紀
院
政
期
点
の
「
聚
一
処
に
居オ

カ

は
、
恐
は
其
の

変
ハ
カ
リ
こ
と

を
生

（
ま
）
む
（
20-

151
）」
と
い
う
例
の
「
む
」
は
、「
生う

む
」
の
活
用
語
尾
と
も
取
れ

る
が
、
推
量
の
ム
と
解
釈
し
た
。 

・
オ
ソ
ラ
ク
に
つ
い
て
は
、
解
読
文
で
ク
語
法
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
ヲ
コ
ト

点
あ
る
い
は
仮
名
点
で
ラ
・
ク
・
ハ
の
少
な
く
と
も
一
つ
が
付
い
た
も
の
を
確
例
と

し
て
採
っ
た
。 

・
ネ
ガ
ハ
ク
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
ハ
・
ク
の
ど
ち
ら
か
が
付
い
た
も
の
を
統
一
的
に

ク
語
法
の
確
例
と
し
て
採
っ
た
。 

・「
冀
」
な
ど
は
、
「
コ
ヒ
ネ
ガ
フ
」
と
い
う
複
合
動
詞
と
し
て
読
む
ほ
う
が
正
し
い
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
も
解
読
文
に
従
っ
て
収
集
し
た
。 

七 

松
本
ほ
か
（
二
〇
一
五
）、
大
久
保
（
二
〇
一
五
・
二
〇
一
七
）、
王
・
高
田
・
陳
（
二

〇
一
六
）
が
あ
る
。
小
林
（
一
九
五
八
）
も
、
国
立
国
語
研
究
所
の
「
雑
誌
「
国
語
学
」

全
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
り
電
子
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
西
崎
（
二
〇
一

二
・
二
〇
一
五
）
も
、
京
都
女
子
大
学
の
レ
ポ
ジ
ト
リ
か
ら
電
子
デ
ー
タ
を
含
む
形
で

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
の
で
、
有
益
だ
ろ
う
。 

八 

文
部
科
学
省
が
二
〇
一
四
年
十
一
月
に
公
表
し
た
「
報
告
書 

大
学
等
に
お
け
る
フ

ル
タ
イ
ム
換
算
デ
ー
タ
に
関
す
る
調
査
」（h

ttp://w
w

w
.m

ext.go.jp/b_m
en

u
/h

ou
dou

/26/11/__icsF
iles/afieldfile/2014/11/25/1353476_02.pdf

、
二
〇
一
九
年
一

月
七
日
参
照
）
を
見
る
と
（
図
３
―
１
７
）、
一
般
に
、
筆
者
と
同
じ
「
助
教
」
と
い
う

職
位
に
あ
る
人
は
、
職
務
活
動
の
う
ち
40.8
％
を
研
究
時
間
に
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
し
、
筆
者
は
と
て
も
こ
の
よ
う
な
数
字
に
は
届
か
な
い
。
筆
者
の
所
属
す
る
機
関

は
、
中
学
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
学
生
に
対
し
、
教
員
が
生
活
か
ら
学
業
の
基
礎
に
至

る
ま
で
細
か
に
指
導
す
る
場
所
で
あ
る
た
め
、
確
保
で
き
る
研
究
時
間
は
非
常
に
少
な

い
。
学
生
寮
担
当
の
筆
者
な
ら
、
授
業
開
始
時
刻
に
各
居
室
を
回
っ
て
約
百
名
の
寮
生

 



 

の
起
床
や
生
活
状
況
を
確
認
す
る
の
が
週
に
二
回
ほ
ど
、
一
年
間
を
通
じ
て
充
実
し
た

寮
内
行
事
に
出
席
し
、
そ
れ
に
関
す
る
会
議
に
も
月
五
回
ほ
ど
出
席
、
冬
場
は
不
定
期

に
急
病
人
を
公
用
車
で
病
院
に
搬
送
、
と
い
う
具
合
に
仕
事
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ

れ
で
も
校
内
に
お
け
る
校
務
の
分
担
量
は
軽
い
方
で
あ
る
。
本
来
は
休
日
の
日
に
部
活

動
を
引
率
し
た
日
数
も
、
昨
年
度
は
二
十
日
ほ
ど
あ
っ
た
（
二
十
日
あ
れ
ば
相
当
の
分

量
の
デ
ー
タ
を
作
成
で
き
る
だ
ろ
う
）。
大
学
に
無
い
業
務
を
挙
げ
る
な
ら
、
月
一
度
の

宿
直
や
「
中
間
試
験
」
の
実
施
な
ど
も
あ
る
。「
教
養
教
育
科
」
に
属
す
る
筆
者
は
、
本

校
赴
任
早
々
に
〝
工
業
系
の
専
門
学
科
と
違
っ
て
「
教
育
重
視
」
の
立
場
に
あ
る
〟
と

い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
告
げ
ら
れ
て
お
り
、
実
際
、
そ
う
い
う
役
割
に
な
っ
て
い
る
の

だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
研
究
時
間
が
逼
迫
す
る
立
場
で
な
け
れ
ば
、
平
安
初
期

の
訓
点
資
料
の
解
読
文
を
電
子
デ
ー
タ
に
変
え
て
研
究
に
利
用
す
る
こ
と
は
一
層
容
易

な
は
ず
で
あ
る
。 

九 

七―

三
で
触
れ
た
柴
田
（
一
九
九
八
：
四
三
―
四
四
）
に
よ
っ
て
、
研
究
者
ご
と
に

解
読
の
結
果
が
異
な
る
例
を
一
つ
挙
げ
る
と
、
大
唐
三
蔵
玄
奘
法
師
表
啓
（
知
恩
院
本
）

は
五
人
の
研
究
者
に
よ
っ
て
解
読
文
が
別
々
に
公
表
さ
れ
て
お
り
、
「
奉
」
に
「
て
」
を

示
す
ヲ
コ
ト
点
が
付
い
て
い
る
も
の
の
解
読
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
「
て
」
を
「
た
て
ま

つ
る
」
の
語
幹
の
一
部
と
す
る
か
、「
た
て
ま
つ
り
て
」
と
用
い
ら
れ
る
接
続
助
詞
の
テ

と
見
る
か
で
、
判
断
が
分
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
ど
ち
ら
も
解
読
の
ミ
ス
で
は
な
く
、

妥
当
な
読
み
方
の
可
能
性
が
あ
る
判
断
だ
ろ
う
。 

一
〇 

例
え
ば
左
の
部
分
（
鈴
木
一
九
六
二
：
一
七
九
：「
耶
見
品
第
一
百
卅
二
」
九
行
目
）

で
、
「
の
」
が
九
十
度
傾
い
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
。
こ
う
し
た
次
元
の
誤
り
は
現
代
で

は
考
え
に
く
い
が
、
そ
の
分
現
代
よ
り
も
誤
り
の
量
が
多
い
と
い
う
可
能
性
を
示
唆
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
 

一
一 

九
世
紀
加
点
の
訓
点
資
料
で
は
、
付
属
語
ま
で
含
め
た
総
索
引
が
公
刊
さ
れ
て
い

る
も
の
は
か
な
り
少
な
い
。
実
質
、
殆
ど
の
資
料
は
目
視
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
に

な
る
。 

一
二 

あ
る
程
度
の
用
例
数
が
得
ら
れ
れ
ば
十
分
（
例
え
ば
あ
る
語
形
が
存
在
す
る
か
し

な
い
か
を
判
断
す
る
だ
け
の
場
合
な
ど
）
と
い
う
場
合
は
、
全
文
を
見
通
す
必
要
が
無

い
。 
 

 

調
査
資
料
（
表
２
の
十
世
紀
以
降
加
点
の
訓
点
資
料
の
み
。
他
は
後
述
の
参
考
文
献
を
参

照
。） 

○
無
量
義
経
（
兜
木
本
、
十
Ｃ
初
頃
加
点
）：
兜
木
正
亨･

中
田
祝
夫
（
一
九
七
九
）『
無

量
義
経
古
点
』
勉
誠
社 

○
七
喩
三
平
等
无
上
義
（
西
大
寺
本
、
平
安
初
中
期
点
）：
田
渕
雅
生
（
二
〇
〇
五｢

西

大
寺
所
蔵
『
七
喩
三
平
等
十
无
上
義
（
仮
題
）』
一
巻
所
見
の
古
訓
点
に
つ
い
て
―
解

説
並
び
に
資
料
（
原
文
翻
刻
・
訳
読
文
・
語
彙
索
引
）
―｣

『
南
都
仏
教
』
八
五 

pp.64-116 

○
蘇
悉
地
羯
羅
供
養
法
（
龍
蔵
寺
本
、
平
安
時
代
中
期
角
筆
点
）：
小
林
芳
規
・
柚
木
靖

史
・
豊
田
尚
子
（
一
九
九
三
）「
山
口
市
在
龍
蔵
寺
蔵 

蘇
悉
地
羯
羅
供
養
法
巻
上
平

安
中
期
角
筆
点
」『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
九
二 pp.37-100

／
柚
木
靖
史
（
二
〇
〇

二
）
「
山
口
県
吉
敷
・
龍
蔵
寺
蔵
蘇
悉
地
羯
羅
供
養
法
（
平
安
時
代
中
期
・
角
筆
点
）

語
彙
索
引
」『
広
島
女
学
院
大
学
論
集
』
五
二 pp. 130-172 

○
仏
説
太
子
須
陀
拏
経
（
石
山
寺
本
、
平
安
中
期
点
）：
小
林
芳
規
・
松
本
光
隆
・
鈴
木

恵
（
一
九
八
四
）「
石
山
寺
蔵
仏
説
太
子
須
陀
拏
経
平
安
中
期
点
」『
訓
点
語
と
訓
点

資
料
』
七
一
・
七
二 

○
沙
弥
十
戒
威
儀
経
（
石
山
寺
本
、
平
安
中
期
角
筆
点
）：
小
林
芳
規
（
一
九
八
七
）『
角

筆
文
献
の
国
語
学
的
研
究
』
汲
古
書
院
／
小
林
芳
規
・
山
本
秀
人
・
山
本
真
吾
・
佐
々

木
勇
「
石
山
寺
蔵
沙
弥
十
戒
威
儀
経
平
安
中
期
角
筆
点
語
彙
総
索
引
」『
訓
点
語
と
訓

点
資
料
』
七
九 pp.25-90 

○
不
空
羂
索
神
呪
心
経
（
西
大
寺
本
、
寛
徳
点
）：
小
林
芳
規
（
一
九
五
八
）「
西
大
寺

本 

不
空
羂
索
神
呪
心
経
寛
徳
点
の
研
究
―
釈
文
と
索
引
―
」
『
国
語
学
』
三
三 

pp.1-46 
○
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
（
興
福
寺
本
、
院
政
期
頃
の
六
種
の
点
）：
築
島
裕
（
一
九
六

五
―
六
七
）『
興
福
寺
本
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
古
点
の
国
語
学
的
研
究
』
東
京
大
学

出
版
会 

○
日
本
書
紀
（
尊
経
閣
文
庫
本
、
院
政
期
点
）：
石
塚
晴
通
編
（
二
〇
〇
七
）『
尊
経
閣

 



 

文
庫
本 

日
本
書
紀 

本
文
・
訓
点
総
索
引
』
八
木
書
店 

○
白
氏
文
集
（
神
田
本
、
天
永
四
年
点
）：
太
田
次
男
・
小
林
芳
規
（
一
九
八
二
）『
神

田
本
白
氏
文
集
の
研
究
』
勉
誠
社 

○
大
乗
本
生
心
地
観
経
（
宮
内
庁
書
陵
部
本
、
院
政
期
点
）：
高
橋
宏
幸
（
一
九
九
八
）

｢

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
「
大
乗
本
生
心
地
観
経
」
院
政
期
点
《
訓
読
篇
》｣

『
都
留
文
科

大
学
大
学
院
紀
要
』
二 pp.51-72

／
高
橋
宏
幸
（
一
九
九
九
）
「
宮
内
庁
書
陵
部
蔵

「
大
乗
本
生
心
地
観
経
」
院
政
期
点
《
索
引
編
》」『
都
留
文
科
大
学
大
学
院
紀
要
』

三 pp.116-105 

○
日
本
往
生
極
楽
記
（
天
理
大
学
付
属
天
理
図
書
館
本
、
院
政
期
点
）：
天
理
図
書
館
善

本
叢
書 

和
書
之
部
編
集
委
員
会
編
（
一
九
八
四
）『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書 

和
書

之
部 

第
五
十
七
巻 

平
安
詩
文
篇
』
八
木
書
店
／
宇
都
宮
啓
吾
（
一
九
九
五
）「
天

理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
訓
点
語
彙
索
引
」『
鎌
倉
時
代
語

研
究
』
一
八 pp.515-555 

○
冥
報
記
（
尊
経
閣
本
、
長
治
二
年
点
）：
説
話
研
究
会
（
二
〇
〇
〇
）『
冥
報
記
の
研

究 

第
二
巻
』
勉
誠
出
版 

○
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
（
上
野
図
書
館
本
、
天
治
三
年
点
）：
築
島
裕
（
一
九
五
八
）

「
上
野
図
書
館
蔵
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
巻
第
三
古
点
」
『
東
京
大
学
教
養
学
部
人

文
科
学
科
紀
要 

国
文
学
・
漢
文
学
』
一
六 pp.1-99 

○
史
記
孝
景
本
紀
第
十
一
（
実
践
大
学
図
書
館
本
、
院
政
・
鎌
倉
期
点
）：
築
島
裕
・
石

川
洋
子
（
一
九
九
二
）｢

山
岸
文
庫
蔵
「
史
記 

孝
景
本
紀
第
十
一
」
訳
読
文
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索
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実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
別
冊
年
報
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二 pp.55-107 

○
史
記
殷
本
紀
巻
第
三･

周
本
紀
巻
第
四
（
高
山
寺
本
、
建
暦
元
年
点
）：
高
山
寺
転
籍

文
書
綜
合
調
査
団
（
一
九
八
〇
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高
山
寺
古
訓
点
資
料
第
一
（
高
山
寺
資
料
叢
書
第

九
冊
）』
東
京
大
学
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版
会 

○
大
唐
西
域
記
（
醍
醐
寺
本
、
建
保
二
年
点
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築
島
裕
（
一
九
九
一
）｢

醍
醐
寺
宝
蔵

大
唐
西
域
記
巻
十
一
建
保
点｣

『
醍
醐
寺
文
化
財
研
究
所
研
究
紀
要
』
一
一 pp.1-52

、

築
島
裕
（
一
九
九
二
）｢

醍
醐
寺
宝
蔵
大
唐
西
域
記
巻
十
二
建
保
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『
醍
醐
寺
文
化

 

 

財
研
究
所
研
究
紀
要
』
一
二 pp.1-65

／
築
島
裕
（
一
九
九
四
）「
醍
醐
寺
宝
蔵
大
唐

西
域
記
巻
巻
第
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一
・
十
二
建
保
二
年
点
索
引
」
『
醍
醐
寺
文
化
財
研
究
所
研
究
紀

要
』
一
四 pp.1-88 
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論
語
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解
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東
洋
文
庫
本
、
文
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五
年
点
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晴
通
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小
助
川
貞
次
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一
九
八
八
）

｢

文
永
本
論
語
集
解
巻
第
八｣

『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
八
一 pp.26-74

／
小
助
川
貞

次
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八
九
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文
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語
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解
巻
第
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点
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点
語
と
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点
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』

82 pp.134-87 

○
論
語
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寺
本
、
清
原
本
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倉
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中
原
本
嘉
元
元
年
点
）･

中
原
本
嘉
元
元

年
点
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高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
（
一
九
八
〇
）『
高
山
寺
古
訓
点
資
料
第
一

（
高
山
寺
資
料
叢
書
第
九
冊
）』
東
京
大
学
出
版
会 

○
秦
中
吟
（
仁
和
寺
本
、
延
慶
二
年
点
）：
小
林
芳
規
（
一
九
七
〇
）｢

仁
和
寺
蔵
秦
中

吟
延
慶
二
年
書
写
加
点
本｣

『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
四
一 pp.67-114

／
来
田
隆
（
一

九
七
一
）「
仁
和
寺
蔵 

秦
中
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延
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二
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書
写
加
点
本
付
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引
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訓
点
語
と
訓

点
資
料
』
四
五 pp.55-77 
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遊
仙
窟
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醍
醐
寺
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康
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年
点
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築
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杉
谷
正
敏･

丹
治
芳
男
編
（
一
九
九

五
）
『
醍
醐
寺
蔵
本
遊
仙
窟
総
索
引
』
汲
古
書
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○
毛
詩
鄭
箋
（
大
英
図
書
館
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室
町
以
降
点
）：
稲
垣
瑞
穂
（
一
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八
三
）「
毛
詩
鄭

箋
の
訓
点
に
つ
い
て
―
Ｅ
・
サ
ト
ー
旧
蔵
本
よ
り
―
」『
静
岡
女
子
短
期
大
学
研
究
紀

要
』
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〇 pp.1-26

、
稲
垣
瑞
穂
（
一
九
八
四
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毛
詩
鄭
箋
の
訓
点
に
つ
い
て
（
承

前
）
―
Ｅ
・
サ
ト
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旧
蔵
本
よ
り
―｣

『
静
岡
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
三
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pp.1-36
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弓
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（
一
九
八
二
）
「
「
Ｅ
・
サ
ト
ー
旧
蔵
毛
詩
鄭
箋
」
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索
引
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巻
一
に
つ
い
て
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静
岡
国
文
学
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稲
垣
瑞
穂
（
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九

八
三
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サ
ト
ー
旧
蔵
毛
詩
鄭
箋
訓
点
巻
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訓
索
引
補
遺
・
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正
―
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静

岡
国
文
学
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六 pp.76-84 
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保
綾
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（
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史
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良
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ロ
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代
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編
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手
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援
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ロ
グ
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奈
良
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子
大
学21

世
紀C

O
E

プ
ロ
グ
ラ
ム
古
代
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本
形
成
の
特
質
解
明
の
研
究
教
育
拠
点 pp.16-31 

大
槻
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（
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〇
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ｂ
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年
度
若
手
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援
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ロ
グ
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ム
第
一
部 
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別
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料
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門
」
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良
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グ
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拠
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若
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ロ
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古
代
日
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育
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治
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語
国
文
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坪
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古
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四
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光
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究
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社 
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日
政
治
（
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五
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訓
点
資
料
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訓
点
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究
」
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む
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語

学
』
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一 pp.102-106 

春
日
政
治
（
一
九
五
六
）『
古
訓
点
の
研
究
』
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間
書
房 

春
日
政
治
（
一
九
五
九
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古
点
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語
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的
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究
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文
篇
」
を
読
ん
で
」『
国
語

学
』
三
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〇
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二 pp.60-69 

小
助
川
貞
次
（
二
〇
〇
九
）「
〔
書
評
〕
松
本
光
隆
著
『
平
安
鎌
倉
時
代
漢
文
訓
読
語
史

料
論
』」『
日
本
語
の
研
究
』
五
―
三 pp.104-111 

小
助
川
貞
次
（
二
〇
一
〇
）「
デ
ジ
タ
ル
化
時
代
に
対
応
し
た
漢
文
訓
読
研
究
の
社
会
的

共
有
シ
ス
テ
ム
の
構
築
」『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
五
二 pp.87-101 

小
谷
博
泰
（
一
九
七
一
）「
『
皇
太
神
宮
・
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
の
特
色
―
平
安
初
期
国

語
資
料
と
し
て
―
」『
国
語
国
文
』
四
〇
―
七 pp.44-50 
 

 

小
林
芳
規（
一
九
五
八
）「
西
大
寺
本 

不
空
羂
索
神
呪
心
経
寛
徳
点
の
研
究
―
釈
文
と

索
引
―
」『
国
語
学
』
三
三 pp.1-46 

小
林
芳
規
（
一
九
六
八
）「
訓
点
資
料
・
記
録
資
料
」『
文
学
・
語
学
』
四
八 pp.42-5 

近
藤
泰
弘
（
一
九
八
一
）「
中
古
語
の
準
体
構
造
に
つ
い
て
」『
国
語
と
国
文
学
』
五
八

―
五 pp.18-31 

齋
藤
文
俊
（
二
〇
一
八
）
「
追
悼 

山
口
明
穂
先
生
」
『
日
本
語
の
研
究
』
一
四
―
四 

pp.3-5 

佐
藤
喜
代
治
（
一
九
五
九
）「
中
田
祝
夫
著
「
古
点
本
の
国
語
学
的
研
究 

訳
文
篇
」
を

読
む
」『
国
文
学 

言
語
と
文
芸
』
一
―
五 pp.72-76 

柴
田
雅
生（
一
九
九
八
）「
訓
点
資
料
の
訓
読
文
に
つ
い
て
」『
明
星
大
学
研
究
紀
要 

日

本
文
化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
』
六 pp.37-51 

杉
山
俊
一
郎
（
二
〇
一
六
）「
古
代
日
本
語
に
お
け
る
「
に
し
て
」
の
意
味
領
域
に
つ
い

て
」『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
一
三
七 pp.1-22 

鈴
木
一
男（
一
九
五
四
ａ
）「
聖
語
蔵
御
本
唐
写 

大
乗
阿
毘
達
磨
雑
集
論 

調
査
報
告

そ
の
一
」『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
二 pp.11-31 

鈴
木
一
男
（
一
九
五
四
ｂ
）「
聖
語
蔵
御
本
成
実
論
巻
十
三
天
長
五
年
点
訳
文
稿
」『
奈

良
学
芸
大
学
紀
要
』
四
―
一 pp.67-78 

鈴
木
一
男
（
一
九
五
五
）「
聖
語
蔵
御
本
成
実
論
巻
十
八
天
長
五
年
点
に
つ
い
て
」『
奈

良
学
芸
大
学
紀
要
』
五
―
一 pp.23-36 

鈴
木
一
男
（
一
九
五
六
ａ
）「
聖
語
蔵
御
本
成
実
論
巻
十
一
天
長
五
年
点
訳
文
稿
」『
書

陵
部
紀
要
』
六 pp.1-18 

鈴
木
一
男
（
一
九
五
六
ｂ
）「
聖
語
蔵
御
本
成
実
論
巻
十
六
天
長
五
年
点
」『
奈
良
学
芸

大
学
紀
要
』
五
―
三 pp.15-28 

鈴
木
一
男
（
一
九
五
六
ｃ
）「
中
田
祝
夫
氏
著
「
古
点
本
の
国
語
学
的
研
究
総
論
篇
」
を

読
む
」『
国
語
と
国
文
学
』
三
三
―
一
二 pp.67-70 

鈴
木
一
男
（
一
九
五
七
ａ
）「
成
実
論
巻
二
十
二
天
長
五
年
点
（
二
）」『
書
陵
部
紀
要
』

八 pp.91-111 
 



 

鈴
木
一
男（
一
九
五
七
ｂ
）「
東
大
寺
図
書
館
蔵
成
実
論
巻
十
五
天
長
点
」『
南
都
仏
教
』

三 pp.98-111 
鈴
木
一
男
（
一
九
五
七
ｃ
）「
東
大
寺
図
書
館
蔵
成
実
論
巻
二
十
一
天
長
五
年
点
」『
訓

点
語
と
訓
点
資
料
』
八 pp.65-87 

鈴
木
一
男
（
一
九
六
二
）「
聖
語
蔵
御
本
成
実
論
巻
十
四
天
長
五
年
点
」『
奈
良
学
芸
大

学
紀
要
』
一
〇
―
二pp.173-185 

鈴
木
一
男
（
一
九
六
五
）「
聖
語
蔵
願
経
四
分
律
巻
四
十
六
破
僧
揵
度
古
点
」『
訓
点
語

と
訓
点
資
料
』
三
〇 pp.47-65 

鈴
木
一
男
（
一
九
六
六
）「
成
実
論
巻
二
十
三
天
長
五
年
点
訳
文
稿
」『
南
都
仏
教
』
一

八 

鈴
木
一
男
（
一
九
七
九
）『
初
期
点
本
論
攷
』
桜
楓
社 

鈴
木
泰
（
一
九
七
五
）「
中
古
に
於
け
る
動
詞
「
ナ
ル
」
の
用
法
と
助
詞
「
ニ
・
ト
」
の

相
関
」『
国
語
と
国
文
学
』
五
二
―
二 pp.56-71 

鈴
木
泰
（
二
〇
〇
五
）「
訓
点
資
料
に
お
け
る
「
い
へ
り
」
と
「
い
ふ
」」
築
島
裕
博
士

傘
寿
記
念
会
編
『
築
島
裕
博
士
傘
寿
記
念
国
語
学
論
集
』
汲
古
書
院 

pp.189-211 

鈴
木
浩
（
二
〇
〇
三
）「
平
安
期
訓
点
資
料
の
「
用
言
―
ガ
＋
用
言
」」『
文
芸
研
究
』
八

九 pp.1-37

（
明
治
大
学
文
芸
研
究
会
） 

高
田
智
和
（
二
〇
一
三
）「
訓
点
資
料
の
電
子
化
に
つ
い
て
」『
国
語
研
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

レ
ビ
ュ
ー
』
四
―
一 pp.36-42 

田
淵
雅
生
（
一
九
八
七
）「
東
大
寺
図
書
館
蔵
本
金
光
明
最
勝
王
経
註
釈
の
訓
点
」『
訓

点
語
と
訓
点
資
料
』
七
六 pp.53-90 

築
島
裕
（
一
九
五
五
）「
知
恩
院
蔵
大
唐
三
蔵
玄
奘
法
師
表
啓
古
点
」『
訓
点
語
と
訓
点

資
料
』
四 pp.21-66 

築
島
裕
（
一
九
六
〇
）「
訓
点
資
料
と
そ
の
取
扱
ひ
方
」『
国
語
と
国
文
学
』
三
七
―
一

〇 pp.116-129 

築
島
裕
（
一
九
六
三
）『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版

 

 

会 

築
島
裕
（
一
九
六
九
）『
平
安
時
代
語
新
論
』
東
京
大
学
出
版
会 

築
島
裕
（
一
九
七
〇
）「
和
訓
の
伝
流
」『
国
語
学
』
八
二 pp.1-15 

築
島
裕
（
一
九
九
四
）「
訓
点
語
研
究
の
足
跡
を
辿
っ
て
」『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
九

三 pp.14-31 

築
島
裕
（
二
〇
〇
〇
）「
漢
文
訓
読
研
究
の
将
来
」『
日
本
語
学
』
一
九
―
三 pp.6-15 

築
島
裕
（
二
〇
〇
三
）「〔
書
評
〕
大
坪
併
治
著
『
石
山
寺
本
四
分
律
古
点
の
国
語
学
的

研
究
』」『
国
語
学
』
二
一
二 pp.131-125 

築
島
裕
・
小
林
芳
規（
一
九
五
六
）
「
故
山
田
嘉
治
氏
蔵
妙
法
蓮
華
経
方
便
品
古
点
釈
文
」

『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
七 pp.1-24 

月
本
雅
幸
（
一
九
九
二
）「
院
政
期
の
訓
点
資
料
に
お
け
る
助
動
詞
」『
国
語
と
国
文
学
』

六
九
―
一
一 pp.32-41 

月
本
雅
幸
（
二
〇
〇
〇
）「
日
本
語
史
研
究
の
楽
し
み
と
悩
み
」『
日
本
語
学
』
一
九
―

一
一 pp.11-14 

月
本
雅
幸
（
二
〇
〇
七
）「
訓
点
資
料
目
録
に
つ
い
て
」『
国
学
院
雑
誌
』
一
〇
八
―
一

一 pp.257-266 

月
本
雅
幸
（
二
〇
〇
八
）「
古
訓
点
の
改
変
に
つ
い
て
―
藤
原
頼
長
加
点
「
因
明
論
疏
」

を
め
ぐ
っ
て
―
」『
国
語
と
国
文
学
』
八
五
―
八 pp.1-13 

中
田
祝
夫
（
一
九
五
四
）『
古
点
本
の
国
語
学
的
研
究 

総
論
篇 

訳
文
篇
』
勉
誠
社
（
一

九
八
九
年
の
改
訂
版
に
拠
っ
た
） 

中
田
祝
夫
（
一
九
五
九
）「
佐
藤
喜
代
治
教
授
の
書
評
に
答
う
」『
国
文
学 

言
語
と
文

芸
』
一
―
五 pp.76-79 

中
田
祝
夫
（
一
九
六
五
）「
正
倉
院
聖
語
蔵
本
大
乗
大
集
地
蔵
十
輪
経
（
巻
五
）
―
元
慶

七
年
訓
点
訳
文
―
」『
国
文
学
漢
文
学
論
叢
』一
〇（
東
京
教
育
大
学
文
学
部
） 

pp.1-32 

中
田
祝
夫
（
一
九
六
六
）「
正
倉
院
聖
語
蔵
本
大
乗
大
集
地
蔵
十
輪
経
（
巻
七
）
―
元
慶

七
年
訓
点
訳
文
―
」『
国
文
学
漢
文
学
論
叢
』一
一（
東
京
教
育
大
学
文
学
部
）

 



 

pp.1-31 
中
田
祝
夫
（
一
九
六
七
）「
書
評 

築
島
裕
博
士
「
興
福
寺
本
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
古

点
の
国
語
学
的
研
究
」（
「
訳
文
篇
」・「
索
引
篇
」）
を
読
む
」『
国
語
と
国
文

学
』
四
四
―
二 pp.52-55 

中
田
祝
夫
（
一
九
六
九
）『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
の
国
語
学
的
研
究
』
風
間
書
房 

中
田
祝
夫
（
一
九
八
〇
）『
正
倉
院
本 

地
蔵
十
輪
経 

巻
五
・
七
元
慶
点
』（
勉
誠
社
） 

中
田
祝
夫
・
東
京
教
育
大
学
大
学
院
中
田
教
授
国
語
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
（
一
九
七
五
）『
金

剛
波
若
経
集
験
記
古
訓
考
証
稿
』 

西
崎
亨
（
一
九
九
八
）
「『
成
実
論
』
天
長
点
の
国
語(1)

助
詞
「
い
」
に
つ
い
て
」
『
国

学
院
雑
誌
』
九
九
―
四 pp.51-60 

西
崎
亨
（
二
〇
〇
五
）「「
修
習
す
る
を
離
る
」
と
「
修
習
す
る
に
離
る
」
―
『
成
実
論
』

天
長
点
の
国
語
―
」『
武
庫
川
国
文
』
六
六 pp.84-91 

西
崎
亨（
二
〇
一
二
）「
京
都
女
子
大
学
図
書
館
蔵 
施
諸
餓
鬼
飲
食
及
水
法
平
安
後
期

点
」『
女
子
大
国
文
』
一
五
一 pp.25-39
（
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
） 

西
崎
亨
（
二
〇
一
五
）「
高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
（
金
剛
三
昧
院
寄
託
）
蔵
本 

三
教

指
帰
訳
文
稿
」『
女
子
大
国
文
』
一
五
六 pp.28-81
（
京
都
女
子
大
学
国
文

学
会
） 

橋
本
博
幸
（
一
九
九
〇
）「
漢
文
訓
読
語
の
国
語
文
へ
の
受
容
―
「
サ
ダ
メ
テ
」
の
場
合

―
」『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
八
四 pp.46-64 

廣
濱
文
雄
（
一
九
六
三
）
「
訓
点
資
料
研
究
の
足
迹
」
『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
二
五 

pp.61-72,110 

松
本
光
隆（
二
〇
一
三
ａ
）「
訓
点
資
料
語
彙
の
文
脈
つ
き
電
子
デ
ー
タ
提
供
の
一
試
案

―
高
山
寺
蔵
不
空
三
蔵
表
制
集
院
政
期
点
巻
第
一
仮
名
点
箇
所
訓
読
文
用
例

集
（
稿
）
一
―
」
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
『
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合

調
査
団
研
究
報
告
論
集
（
平
成
二
十
四
年
度
）』pp.74-83 

松
本
光
隆（
二
〇
一
三
ｂ
）「
訓
点
資
料
の
日
本
語
史
料
と
し
て
の
評
価
に
つ
い
て
（
上
）」

『
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
』
七
三 pp.33-44 
 

 

松
本
光
隆
ほ
か
（
二
〇
一
五
）「
身
延
山
久
遠
寺
蔵
本
朝
文
粹
訓
点
デ
ー
タ
集
稿
（
一
）」

『
広
島
大
学
日
本
語
史
研
究
論
集
』
一 pp.79-91 

山
内
洋
一
郎
（
一
九
九
四
）「
鈴
木
一
男
先
生
の
ご
逝
去
を
悼
む
」『
奈
良
教
育
大
学
国

文 

研
究
と
教
育
』
一
六 p.79 

山
本
真
吾
（
一
九
九
三
）｢

平
安
時
代
に
於
け
る
動
詞
「
を
し
ふ
（
教
）」
の
意
味
用
法

に
つ
い
て
―
訓
点
資
料
の
用
例
に
注
目
し
て
―｣

『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
九

二 pp.17-36 

楊
瓊
（
二
〇
一
七
）
「
原
因
理
由
を
表
す
「
に
よ
り
て
」
に
つ
い
て
―
漢
文
訓
読
の
影
響

を
め
ぐ
っ
て
―
」『
表
現
研
究
』
一
〇
六 pp.38-47 

 

* 

原
稿
受
理 

平
成
三
十
一
年
一
月
十
六
日 

** 

教
養
教
育
科 

 


