
　
　
　

は
じ
め
に

　

稿
者
は
、近
時
、漢
文
訓
読
語
の
訓
読
語
基
調
（
言
語
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
・

〝
ら
し
さ
〟）
と
い
う
捉
え
方
を
問
題
に
し
つ
つ
、
こ
の
訓
読
語
基
調
な
る
概

念
が
成
立
し
う
る
の
か
否
か
の
検
証
の
為
の
試
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
不

安
定
に
抽
象
度
の
高
い
概
念
設
定
で
、
内
包
に
揺
ら
ぎ
が
あ
る
こ
と
、
外
延

の
明
確
な
ら
ざ
る
こ
と
、
素
描
の
実
践
が
不
十
分
な
事
の
批
判
を
耳
に
す
る
。

〝
訓
読
語
基
調
〟
と
言
う
視
座
が
立
ち
上
げ
ら
れ
る
か
否
か
は
、
ま
さ
に
検
証

の
最
中
で
あ
る
と
告
白
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
と
近
代
の
小
説
の
、
所
謂
、

〝
文
体
〟
な
る
も
の
を
取
り
上
げ
て
、
誰
々
的
文
体
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
研
究
主
体
の
主
観
的
印
象
批
評
で
は
あ
ろ
う
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
歴
史
的
に
遡
っ
て
の
実
際
の
実
証
的
証
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
も
の

の
、漢
籍
は
当
然
、仏
書
訓
読
語
の
世
界
で
も
、何
々
的
訓
読
語
な
る
印
象
（
＝

認
識
ま
た
は
意
識
）
が
形
作
ら
れ
て
い
た
と
夢
想
し
て
推
論
（
＝
研
究
に
お

け
る
作
業
仮
説
）
を
立
て
て
も
、
こ
れ
を
実
証
的
に
退
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。

　

漢
文
訓
読
語
史
研
究
に
お
い
て
は
、〝
演
繹
法
〟
な
る
も
の
に
対
す
る
忌
避

が
有
っ
た
。
端
的
に
は
、
仮
説
的
理
論
の
検
証
に
お
い
て
は
、
仮
説
的
理
論

に
縛
ら
れ
た
研
究
者
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
先
行
し
て
、
歴
史
的
に
過
去
の
人
間

の
〝
概
念
的
な
枠
組
み
〟
を
あ
る
が
ま
ま
に
描
き
出
せ
な
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
批
判
で
あ
る
。
確
か
に
、
演
繹
的
方
法
に
よ
っ
て
仮
説
を
検
証
し
よ

う
と
す
る
場
合
、
言
語
事
象
の
方
を
、
仮
説
に
引
き
つ
け
て
解
釈
す
る
危
険

性
を
全
く
は
、
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
稿
者
は
、
そ
こ
が
人
間
学
の
人

文
科
学
た
る
と
こ
ろ
で
、
自
然
科
学
と
は
大
き
く
違
う
と
こ
ろ
で
あ
る
と
考

え
る
。
自
然
科
学
で
は
、
理
論
研
究
も
、
実
験
的
実
証
研
究
も
等
価

0

0

で
あ
る

と
捉
え
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
、
歴
史
的
研
究
で
あ
る
日
本
語
史
の
研
究
は
、
帰
納
法
的

0

0

0

0

を
も
っ

て
意
義
あ
る
も
の
と
評
価
さ
れ
て
来
た
節
が
あ
る
。
所
謂
、
帰
納
法
的
実
証

研
究
に
よ
っ
て
導
き
だ
さ
れ
て
来
た
姿
は
、〝
事
実
〟
で
あ
っ
た
と
し
て
歴
史

に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
行
わ
れ
、
あ
る
種
の
人
々
に
は
、「
言
語
〝
事
実
〟
の

記
述
的
解
明
が
最
終
的
目
的
で
、
帰
納
法
を
持
っ
て
辿
り
着
く
先
は
、
事
実

と
し
て
動
か
ぬ
言
語
の
実
態
で
あ
る
」、「
言
語
〝
事
実
〟
の
措
定
を
目
指
す

べ
き
が
、
日
本
語
史
研
究
の
あ
り
方
で
あ
る
」、
と
す
る
日
本
語
史
研
究
に
対

す
る
研
究
的
価
値
判
断
が
信
奉
さ
れ
て
来
た
向
き
が
あ
る
。

　

帰
納
法
的
証
拠
に
基
づ
い
て
論
を
組
み
立
て
、〝
言
語
事
実
〟
だ
と
帰
納
さ

れ
る
研
究
は
、
今
ま
で
積
み
重
ね
ら
れ
、
確
か
に
存
在
し
て
、
ま
た
、
そ
の

　
　
漢
文
訓
読
語
史
研
究
に
お
け
る
同
文
比
較
法
の
陥
穽
　
　
　
　
　
松
　
本
　
光
　
隆
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成
果
も
意
味
あ
る
研
究
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
帰
納
法

的
研
究
至
上
主
義
の
陥
穽
な
る
も
の
に
対
す
る
反
省
が
、
漢
文
訓
読
語
史
研
究

に
お
い
て
、
謙
虚
に
行
わ
れ
て
来
た
か
と
言
え
ば
、
無
論
今
ま
で
の
稿
者
自
身

に
あ
っ
て
も
、
念
頭
に
す
ら
な
く
、
帰
納
法
的
研
究
至
上
主
義
の
陥
穽
に
対
す

る
認
識
は
微
塵
も
持
っ
て
は
居
な
か
っ
た
よ
う
に
顧
み
る
。

　

切
り
捨
て
て
き
た
思
考
。
例
え
ば
、
現
存
の
資
料
自
体
が
偶
然
の
産
物
な
の

で
あ
る
。
偶
然
に
遺
存
し
た
資
料
を
以
て
描
い
た
日
本
語
史
は
、
果
た
し
て
、

真
実

0

0

で
あ
ろ
う
か
と
の
問
い
は
顧
み
ら
れ
ず
、
無
意
識
と
も
言
え
る
前
提
で
、

切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
面
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
面
の
事
実
で

あ
っ
た
ろ
う
と
は
思
う
が
、
そ
れ
が
真
実
の
総
て
で
あ
ろ
う
筈
の
な
い
こ
と
は
、

さ
ほ
ど
思
索
を
巡
ら
す
こ
と
は
無
く
と
も
至
る
結
論
で
あ
る
。
た
だ
多
く
は
、

帰
納
法
的
に
反
論
す
る
証
拠
が
、
偶
然
に
も
残
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
す
る
事
態

を
想
定
す
る
こ
と
に
稿
者
自
身
も
横
着
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

帰
納
法
、
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
、
演
繹
法
と
呼
ば
れ
る
三
種
の
思
索
の
道
筋
が

あ
る
と
さ
れ
る
が
、
実
は
、
こ
れ
ら
は
、
研
究
を
歩
み
出
す
時
の
歩
み
出
し
方

の
問
題
で
あ
る
と
稿
者
は
認
識
し
て
い
る
。
帰
納
法
的
に
足
を
踏
み
出
す
か
、

演
繹
法
的
に
足
を
踏
み
出
す
か
の
違
い
で
あ
っ
て
、
対
象
が
あ
る
一
コ
ー
パ
ス

で
あ
っ
て
も
よ
い
が
、
諸
事
象
に
従
っ
た
帰
納
的
判
断
を
導
き
出
す
こ
と
か
ら

始
め
る
か
、
仮
説
的
言
語
理
論
の
実
証
を
演
繹
的
に
行
い
始
め
る
か
の
違
い
で

あ
っ
て
、
一
研
究
（
論
文
一
篇
ほ
ど
の
規
模
を
想
定
す
る
）
の
展
開
に
は
、
右

の
三
種
が
同
時
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
帰
納
法
か
ら
の
歩
み
出
し
を
考

え
れ
ば
、
言
語
現
象
の
記
述
的
研
究
、「
言
語
〝
事
実
〟
の
措
定
を
目
指
す
べ

き
云
々
」
等
で
あ
る
段
階
は
、
帰
納
法
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

帰
納
の
結
果
に
従
っ
て
、
謂
わ
ば
、
経
験
則
的
に
記
述
さ
れ
た
言
語
現
象
の
底

流
が
な
に
で
あ
る
の
か
を
導
き
だ
そ
う
と
す
る
場
合
は
、ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
（
＝

実
態
の
多
様
性
か
ら
規
則
性
を
導
き
だ
そ
う
と
す
る
〝
思
い
つ
き
〟）
と
し
て

原
理
原
則
が
求
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
試
行
を
繰
り
返
し
て
、
そ
こ
か
ら
、

法
則
性
が
組
み
立
て
ら
れ
れ
ば
、そ
の
法
則
性
を
用
い
て
、演
繹
的
に
同
一
コ
ー

パ
ス
に
返
し
て
の
実
証
的
点
検
な
ど
が
行
な
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、

こ
れ
ら
は
、
規
模
の
大
小
は
有
ろ
う
が
、
三
種
の
方
法
は
、
一
研
究
に
お
い
て

常
に
螺
旋
的
に
、
あ
る
い
は
、
間
断
な
く
展
開
し
て
、
思
索
が
深
め
ら
れ
て
い

る
筈
で
、
共
存
し
て
い
る
と
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
演
繹
法
的
に
踏
み
出
し

て
も
同
様
に
、
三
種
の
思
索
は
、
言
語
現
象
と
の
間
で
、
螺
旋
的
に
間
断
な
く

深
め
ら
れ
て
行
く
筈
で
あ
る
。
ま
た
、一
研
究
に
は
、歩
み
出
す
大
前
提
と
言
っ

て
も
良
い
部
分
で
、
必
ず
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
。
右
の
一
研
究
は
、

研
究
者
の
連
続
的
な
思
考
活
動
の
一
部
で
あ
る
。
先
行
す
る
思
索
や
、
試
験
、

経
験
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
る〝
思
い
つ
き
〟か
ら
発
す
る
。
一
研
究
者
の
研
究
は
、

研
究
史
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
研
究
者
の
個
体
史
と
し
て
の

研
究
の
初
発
に
お
い
て
さ
え
、
複
数
の
研
究
者
の
思
考
過
程
の
結
果
に
学
ん
だ

ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
が
存
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
い
ま
ま
で
の
雑
文
と
同
様
に
、
試
論
の
域
を
出
な
い
と
自
覚
す
る

も
の
で
、
あ
る
い
は
、
気
付
き
程
度
を
出
な
い
、
批
評
の
対
象
に
も
な
ら
ぬ
文

章
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
従
来
、
漢
文
訓
読
語
史
の
方
法
論
と
し
て
そ
の
説

得
力
が
認
め
ら
れ
、
広
く
援
用
さ
れ
よ
う
と
し
て
来
た
同
一
の
書
物
の
複
数
の

訓
点
を
比
較
し
て
、
そ
の
差
か
ら
〝
訓
読
語
基
調
〟、
即
ち
、
訓
読
語
の
特
徴

的
イ
メ
ー
ジ
を
導
き
だ
そ
う
と
し
て
来
た
、
訓
読
文
の
同
文
比
較
法
に
対
す
る

方
法
的
問
題
点
を
取
り
上
げ
て
、
大
方
の
批
判
を
、
特
に
、
新
進
の
研
究
者
か

ら
の
批
判
を
仰
ぐ
た
め
に
以
下
に
文
章
化
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
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一
、
帰
納
法
的
研
究
神
話
に
つ
い
て

　

日
本
語
史
研
究
の
評
価
の
一
つ
の
尺
度
に
、「
実
証
性
の
高
さ
」
な
る
も
の

が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
実
際
の
証
拠
を
掲
げ
て
の
言
語
事
実
な
る
も
の
の
、

客
観
的
記
述
の
完
成
度
の
高
さ
に
関
す
る
批
評
的
価
値
判
断
で
あ
る
。

　

い
ま
問
い
た
い
の
は
、
漢
文
訓
読
語
史
研
究
に
お
け
る
、
こ
う
し
た
帰
納
的

実
証
研
究
と
言
わ
れ
る
も
の
の
、
客
観
性
な
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
語
史
が
人

文
科
学
の
枠
組
み
の
中
に
存
す
る
限
り
、
学
問
的
探
求
の
方
向
は
、
人
間
の
内

側
に
向
か
う
。
日
本
語
史
の
研
究
が
、
歴
史
的
研
究
で
あ
る
以
上
、
研
究
は
歴

史
的
に
存
在
し
た
人
間
の
内
側
に
向
か
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
そ
う
し
た
歴

史
的
人
間
の
内
側
に
向
か
う
探
求
が
、
普
遍
的
な
〝
人
間
の
真
実
〟
を
捉
え
得

る
も
の
な
ら
ば
、
外
界
か
ら
の
観
察
者
で
あ
る
研
究
者
た
る
も
の
の
、
そ
の
内

側
の
真
実
も
描
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
研
究
主
体
と
し
て
日
本
語
史
の
姿

に
関
わ
ろ
う
と
す
る
、
稿
者
自
身
の
内
的
な
問
題
で
も
あ
る
。
稿
者
が
、
漢
文

訓
読
語
史
研
究
に
主
体
的
、
積
極
的
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
理
由
は
、
実
は
こ
こ

に
あ
る
。

　

他
の
人
文
科
学
と
同
様
、
日
本
語
史
研
究
に
お
い
て
も
、
客
観
性
を
保
持
し

た
実
証
研
究
の
た
め
に
、
方
法
論
の
深
化
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。
確
か
に
客
観

性
が
あ
る
程
度
保
証
さ
れ
た
研
究
が
目
論
ま
れ
、
そ
の
客
観
性
を
目
指
し
て
の

方
法
が
展
開
さ
れ
て
来
た
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
目
指
さ
れ

る
客
観
性
な
る
も
の
は
、
完
全
に
果
た
さ
れ
う
る
の
か
と
言
え
ば
、
極
め
て
頼

り
な
い
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

次
の
文
章
は
、
反
定
立
で
も
な
ん
で
も
な
い
が
、
帰
納
法
的
研
究
の
本
質
は
、

即
、
主
観
的
、
観
念
的
、
ま
た
、
独
我
的
研
究
で
あ
る
。
日
本
語
史
研
究
者
は
、

深
く
こ
の
こ
と
を
自
覚
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
常
識
に
属
す
る
と
も
み
え
る
認
識
の
構
図
を
、
と
も
す
れ
ば
、
見
失
っ

て
来
た
の
が
こ
れ
ま
で
の
漢
文
訓
読
語
史
研
究
の
歩
み
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
反

省
す
る
。

　

贅
言
に
な
る
こ
と
を
許
し
て
戴
き
、
少
し
具
体
的
、
比
喩
的
に
記
す
こ
と
に

す
る
。
帰
納
的
実
証
研
究
の
目
論
む
客
観
性
は
、
そ
の
方
法
が
徹
底
で
き
な
い

壁
が
あ
る
と
言
う
事
で
あ
る
。
あ
る
言
語
的
な
真
実
に
迫
る
べ
く
、
そ
の
ベ
ー

ル
を
客
観
的
方
法
を
以
て
一
枚
一
枚
剥
ぎ
取
る
と
す
る
。
こ
の
ベ
ー
ル
の
剥
ぎ

取
り
で
さ
え
、
い
く
ら
客
観
的
方
法
を
駆
使
し
て
核
心
に
迫
ろ
う
と
し
て
も
、

人
文
科
学
に
お
い
て
は
結
局
、「
澱
」
の
よ
う
な
揺
ら
ぎ
が
残
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

例
え
ば
、
漢
文
訓
読
語
研
究
の
世
界
を
例
に
と
る
が
、
あ
る
資
料
を
解
析
す
る

場
合
、
ヲ
コ
ト
点
を
手
懸
か
り
に
言
語
資
料
と
し
て
の
定
位
を
目
指
す
時
に
は
、

具
体
的
な
音
節
音
節
に
置
き
換
え
る
作
業
に
、
研
究
者
の
推
定
、
解
釈
の
入
り

込
む
余
地—

と
言
う
よ
り
、
事
実
が
あ
る
。
こ
れ
が
即
、
研
究
者
の
主
観
的
解

釈
で
あ
る
。
仮
名
表
記
の
語
に
つ
い
て
は
、
ヲ
コ
ト
点
よ
り
も
蓋
然
性
の
高
い

形
で
音
節
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
、
ヲ
コ
ト
点
よ
り
は
、
相
対

的
に
確
度
の
高
い
蓋
然
性
に
拠
っ
て
語
形
レ
ベ
ル
ま
で
を
再
現
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
可
能
性
は
、
一
字
一
字
の
片
仮
名
の
字
形
に
対
す

る
研
究
者
の
経
験
的
解
釈
に
基
づ
い
て
い
る
訳
で
、
従
来
こ
の
点
に
無
意
識
的

で
あ
っ
た
と
気
付
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
相
対
的
に
は
ヲ
コ
ト
点
に
よ
る
言
語
の

再
現
よ
り
も
片
仮
名
に
よ
る
言
語
の
再
現
が
、
蓋
然
性
は
高
い
と
し
て
も
、
観

察
者
で
あ
る
研
究
者
の
認
識—

解
釈—

が
介
在
す
る
限
り
、「
澱
」
の
よ
う
な

主
観
性
は
排
除
で
き
な
い
。

　

た
だ
、
人
文
科
学
の
場
合
、
こ
の
「
澱
」
は
、
観
察
者
で
あ
る
研
究
者
の
個0
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性0

と
置
き
換
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
今
更
、
こ
こ
に
説
く
べ
き
必
要
は
な
い

か
も
知
れ
な
い
が
、
人
文
科
学
の
場
合
、
こ
の
個
性
を
も
っ
て
、
人
間
の
普
遍

的
な
個
性
に—

普
遍

0

0

的
個
性

0

0

と
い
う
の
が
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
と
言
わ
れ

る
の
な
ら
、
人
間
存
在
の
本
質
に
迫
る
手
懸
か
り
に
他
な
ら
な
い
と
位
置
づ
け

ら
れ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
は
し
ま
い
か
。
多
様
な
る
個
性
と
言
う
も
の
の
漠
然

と
し
た
拡
が
り
を
、
客
観
的
手
法
に
よ
っ
て
追
い
詰
め
た
後
に
残
る
そ
の
「
澱
」

は
、
己
を
脱
し
て
、
人
間
の
本
質
に
迫
る
も
の
と
考
え
て
、
そ
こ
に
人
文
学
の
、

人
文
科
学
の—

人
間
学
の
存
在
理
由
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
人
間
学
に
お
い

て
、
最
終
的
に
客
観
的
方
法
で
は
排
除
で
き
な
い
〝
主
観
性
〟
の
存
在
こ
そ
が
、

実
は
、
人
間
学
の
、
究
極
的
、
最
深
部
の
拠
り
所
、
人
間
の
本
質
に
迫
る
カ
ギ

で
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
果
た
し
て
、
日
本
語
史
研
究
に
お
け
る
漢
文

訓
読
語
史
研
究
が
、
真
実
・
真
理
に
迫
っ
た
研
究
で
あ
る
か
ど
う
か
の
評
価
は
、

実
は
、
最
終
的
に
は
、
哲
学
的
思
惟
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　

帰
納
的
実
証
的
研
究
な
る
も
の
が
観
念
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
歴
史
的
日

本
語
（
あ
る
い
は
、
現
代
語
に
お
い
て
さ
え
）
で
の
純
粋
共
時
論
は
成
立
し
得

な
い
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
し
、
純
粋
通
時
論
も
成
立
し
得
な
い
と
言
う
理

由
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
残
存
資
料
が
偶
然
で
あ
る
と
い
う
逃
れ
が
た
い
事
実

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
的
日
本
語
研
究
の
共
時
態
の
設
定
と
い
う
、
そ
の

こ
と
が
あ
る
種
、
重
大
な
矛
盾
で
あ
る
。
共
時
態
は
、
時
間
的
幅
を
持
た
な
い

は
ず
で
あ
っ
て
、
何
年
か
の
時
間
的
開
き
ま
で
を
同
一
共
時
態
と
設
定
す
る
、

そ
の
こ
と
自
体
が
、
実
は
、
共
時
研
究
と
し
て
名
乗
る
に
は
矛
盾
を
内
包
す
る
。

何
年
ま
で
は
良
い
と
か
言
っ
た
主
観
的
程
度
差
の
問
題
で
な
い
こ
と
は
当
然
で

あ
っ
て
、
現
実
の
資
料
の
残
存
状
況
に
お
い
て
そ
う
し
た
仮
設
を
せ
ね
ば
、
共

時
的
研
究
な
る
も
の
が
出
来
な
い
と
い
う
現
実
主
義
的
反
論
も
あ
ろ
う
が
、
そ

れ
に
対
し
て
は
、
先
に
述
べ
た
如
く
、
現
存
資
料
そ
の
も
の
が
偶
然
性
に
支
え

ら
れ
て
い
る
以
上
は
、
本
質
論
と
し
て
、
純
粋
な
共
時
論
は
あ
り
得
な
い
と
自

覚
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

他
に
採
る
べ
き
道
は
な
か
ろ
う
か
ら
、
現
実
主
義
に
し
た
が
っ
て
、
今
ま
で

の
共
時
論
を
否
定
し
去
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
平
安
時
代
和
文
資
料
の
校

訂
本
な
る
も
の
が
観
念
的
存
在
で
あ
る
と
自
覚
す
る
の
と
同
等
に
、
資
料
の
偏

在
す
る
歴
史
的
な
共
時
的
研
究
が
、
観
念
に
よ
っ
て
補
わ
れ
、
成
り
立
っ
て
き

た
観
念
的
共
時
論
で
あ
っ
た
こ
と
を
自
覚
す
べ
き
で
あ
る
と
言
い
た
い
の
で
あ

る
。

　

通
時
的
研
究
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
連
続
し
た
時
間
を
埋
め
尽
く
す
べ

き
資
料
の
分
布
は
、
当
然
な
が
ら
期
待
で
き
な
い
。
先
の
共
時
論
と
同
様
、
何

年
の
開
き
以
上
は
通
時
論
的
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
、
通
時
論
と
し
て
許
さ
れ

る
と
か
言
う
主
観
的
程
度
の
問
題
で
は
当
然
無
い
。
即
ち
、
今
更
敢
え
て
説
く

こ
と
も
無
か
ろ
う
が
、
共
時
論
に
せ
よ
、
通
時
論
に
せ
よ
、
残
存
資
料
の
現
状

を
元
に
、
突
き
詰
め
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
は
、
欠
落
を
も
っ
た
現
存
資
料
の
分

布
し
か
な
い
と
言
う
現
実
を
、
素
直
に
認
め
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ

る
と
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
乗
り
越
え
が
た
い
資
料
的
欠
落
は
、
今
ま

で
、
日
本
語
の
歴
史
研
究
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
か
と
言
え
ば
、

共
時
的
な
不
足
や
通
時
的
な
欠
落
を
、
観
念
的
推
論
に
よ
っ
て
、
空
白
部
を
埋

め
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
漢
文
訓
読
語
史
研
究
に
お
け
る
帰
納
法
的
研

究
な
る
も
の
が
観
念
論
で
あ
る
と
言
う
の
は
、
こ
の
点
を
指
し
た
評
価
で
あ
る
。

　

ま
た
、
帰
納
法
的
実
証
研
究
至
上
主
義
者
に
と
っ
て
は
、
確
た
る
実
証
的
証

拠
が
存
在
し
な
い
、
つ
ま
り
、
個
た
る
研
究
者
が
存
在
を
認
識
出
来
な
い

0

0

0

0

0

0

か
ら
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存
在
し
な
い
と
言
う
観
念
論—

独
我
的
世
界
観—

も
当
然
存
在
す
る
。
例
え
ば
、

親
本
の
訓
点
を
移
す
「
移
点
」
と
言
う
言
語
的
営
為
の
問
題
に
例
を
と
れ
ば
、

平
安
後
半
期
十
一
世
紀
に
な
っ
て
「
移
点
」
な
る
用
語
が
奥
書
に
現
れ
、
そ
れ

以
前
の
使
用
例
は
未
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。「
移
点
」
と
言
う
〝
こ
と
ば
〟

が
存
在
す
る
以
上
、
実
態
は
有
っ
た
訳
で
あ
る
。
概
念
の
備
わ
っ
た
〝
こ
と
ば
〟

の
形
と
し
て
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
現
在
に
残
さ
れ
た
訓
点
資
料
の
実
態
か
ら
、

平
安
中
期
に
は
移
点
が
行
わ
れ
て
い
た
と
見
て
矛
盾
の
な
い
複
数
の
資
料
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
証
拠
と
し
て
の
指
摘
が
、
帰
納
法
的
証
拠
な
る
が
故
に
、

漢
文
訓
読
語
史
研
究
の
研
究
者
の
発
想
を
、
必
要
以
上
に
縛
っ
て
来
た
。
帰
納

法
的
証
拠
の
な
い
世
界
は
、
現
在
の
我
々
か
ら
見
れ
ば
、
総
て
の
可
能
性
を
内

在
し
た
言
語
世
界
で
あ
っ
た
と
見
る
よ
り
他
は
な
い
。
こ
の
偶
然
に
残
っ
た
証

拠
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
、
研
究
者
の
判
断
に
よ
ろ
う
が
、
移
点
と
い
う
言
語

営
為
の
証
拠
と
し
て
最
も
古
く
指
摘
さ
れ
る
の
が
平
安
中
期
資
料
で
、
ま
た
、

人
々
が
概
念
と
し
て
〝
こ
と
ば
〟
の
形
で
分
節
化
し
、
認
識
し
て
い
た
言
語
行

為
の
最
古
の
も
の
が
平
安
後
期
の
資
料
な
の
で
あ
る
。
こ
の
証
拠
は
、
こ
れ
以

前
に
「
移
点
」
と
言
う
言
語
行
為
が
〝
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
〟
を
指
し
示
す

証
拠
で
は
な
い
。
推
論
に
走
り
す
ぎ
る
と
の
批
判
が
あ
ろ
う
が
、
平
安
初
期
に

お
い
て
、例
え
ば
、童
蒙
が
漢
文
訓
読
（
語
）
を
習
得
す
る
過
程
に
、師
の
（
訓
点
）

資
料
を
写
す
行
為
が
無
く
て
、
ど
の
よ
う
な
教
育
が
行
わ
れ
て
き
た
の
か
と
言

う
疑
問
に
、
果
た
し
て
、
納
得
の
い
く
答
え
が
用
意
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
即
ち
、

移
点
と
言
う
営
為
が
、
存
在
し
た
可
能
性
と
、
存
在
し
な
か
っ
た
可
能
性
と
は

等
価
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
こ
と
は
、
自
然
科
学
に
お
い
て
も
同
様
で
、
古
典
物
理
学
に
お
い
て
も
、

観
察
者
が
居
り
、
デ
ー
タ
の
解
析
を
す
る
研
究
者
の
認
識
が
存
在
す
る
こ
と
が

問
題
と
な
る
。
ま
た
、
あ
る
物
理
量
を
測
定
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
測
定
器
具

が
観
測
対
象
に
影
響
を
与
え
る
︱
例
え
ば
、
温
度
測
定
の
場
合
の
温
度
計
は
、

観
測
対
象
に
差
し
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
の
温
度
変
化
を
も
た
ら
す—

が
、
こ
れ
ら
は
、
計
算
に
よ
っ
て
本
来
の
物
理
量
を
推
論
で
き
る
。
即
ち
、
古

典
物
理
学
の
場
合
は
、
外
界
諸
現
象
が
あ
る
一
定
の
形
を
も
っ
て
実
存
す
る
こ

と
が
前
提
で
あ
っ
た
。

　

量
子
力
学
に
お
い
て
は
、
電
子
や
光
子
は
、
波
動
（
更
に
は
、
中
性
子
ま
た
、

原
子
、
Ｃ
　60
さ
え
も
波
と
な
っ
て
干
渉
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
）

と
同
時
に
粒
子
と
し
て
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
二
重
ス
リ
ッ
ト
の

実
験
装
置
に
よ
る
二
次
元
検
出
器
を
介
す
れ
ば
、
実
際
に
観
察
さ
れ
る
一
電
子

の
姿
は
、
一
粒
子
と
し
て
到
達
点
予
測
不
能
で
︱
確
率
と
し
て
︱
し
か
観
察
さ

れ
な
い
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
は
「
多
世
界
解
釈
」
が
行
わ
れ
た
り
し
て
い
る
。

即
ち
、
量
子
力
学
に
お
い
て
は
不
確
定
性
原
理
と
言
う
も
の
が
存
在
し
て
、
観

察
は
、
観
察
す
る
側
（
研
究
者
）
と
観
察
さ
れ
る
側
（
観
察
対
象
）
と
が
相
互

0

0

作
用

0

0

を
な
し
て
、
一
つ
の
結
果
を
生
む
営
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
あ

る
い
は
、
一
光
子
や
一
電
子
の
帰
納
法
的
観
察
は
、
確
率
論
的
な
本
性
と
結
び

つ
い
た
も
の
で
、
物
事
の
本
質
の
極
め
て
狭
い
一
点
を
し
か
捉
え
得
な
い
も
の

で
あ
る
。
稿
者
は
、
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
解
釈
が
出
来
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
可

能
性
全
て
の
〝
有
〟
を
含
ん
だ
実
存
︱
「
唯
識
」
的
、「
禅
」
的
と
で
も
言
う

べ
き
実
存
（
世
界
観
）
︱
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
今
は
、
こ
の
問
題
に
は
深
く

入
ら
な
い
。

　

自
然
科
学
に
お
け
る
帰
納
法
的
研
究
は
、
主
観
的
、
観
念
的
研
究
の
域
を
で

な
い
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
、
稿
者
が
た
ま
た
ま
手
に
し
た

書
で
、カ
ー
ル
・
Ｒ
・
ポ
パ
ー
は
、述
べ
て
い
る（

１
）。
ま
た
、カ
ー
ル
・
Ｒ
・
ポ
パ
ー
は
、
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帰
納
法
的
研
究
は
、
独
我
的
研
究
で
あ
る
と
も
言
う
。
こ
の
場
合
、
帰
納
法
的

研
究
の
過
程
を
、
前
提
と
な
る
初
頭
の
基
礎
実
験
の
段
階
か
ら
追
試
し
な
け
れ

ば
認
識
が
成
立
せ
ず
、
自
己
の
帰
納
法
的
探
求
を
満
足
せ
し
め
ぬ
よ
う
な
懐
疑

主
義
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
稿
者
は
理
解
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
人
文
科

学
研
究
は
、
あ
る
い
は
、
人
文
科
学
に
限
ら
ず
研
究
で
あ
る
以
上
は
、
根
底
的

に
独
我
的
な
の
で
あ
ろ
う
と
思
惟
す
る
が
、
こ
の
帰
納
的
実
証
主
義
が
、
懐
疑

的
な
独
我
論
で
あ
る
と
言
う
把
握
を
、
現
在
の
漢
文
訓
読
語
史
研
究
に
対
す
る

批
判
的
観
点
よ
り
当
て
嵌
め
て
み
れ
ば
、
最
た
る
も
の
と
し
て
は
短
絡
的
な
原

本
実
見
至
上
主
義
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
旧
稿
に
も
記

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る（

２
）が
、
閲
覧
調
査
が
許
さ
れ
、
そ
の
機
会
が
求
め
ら
れ
る
の

で
あ
れ
ば
一
も
二
も
な
く
原
本
調
査
を
し
、
研
究
者
の
責
任
に
お
い
て
原
本
を

精
査
し
、
そ
の
調
査
結
果
（
実
は
、
そ
の
調
査
が
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と

は
右
に
説
い
た
通
り
で
あ
る
）
を
基
に
立
論
す
べ
き
で
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と

で
あ
る
。
理
想
的
基
礎
資
料
の
確
定
は
、
か
か
る
研
究
行
為
を
目
指
す
べ
き
で

あ
る
こ
と
、
こ
の
事
が
研
究
の
理
想
的
な
姿
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
つ
も
り
は
毛

頭
無
い
。

　

注
意
す
べ
き
は
、
か
か
る
理
想
的
調
査
に
よ
っ
て
収
集
し
た
資
料
を
基
に
作

成
さ
れ
た
翻
字
本
文
や
訓
読
文
な
ど
に
対
し
て
の
批
判
の
有
り
様
で
、
こ
れ
を

問
題
に
し
た
い
。
他
の
研
究
者
の
研
究
に
対
す
る
批
判
は
あ
っ
て
当
然
で
あ
る

し
、
研
究
す
る
も
の
の
義
務
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
己
の
研
究
（
調
査
認

識
）
の
み
に
対
す
る
絶
対
的
信
頼—

独
我—

だ
け
が
存
す
る
批
判
は
、
独
我
的

懐
疑
主
義
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
確
か
に
、
個
と
し
て
の
認
識
が
あ
る
以

上
、
無
意
識
に
独
我
的
認
識
は
存
在
し
て
、
否
定
の
し
よ
う
が
な
い
こ
と
は
、

先
学
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る（

３
）。
即
ち
、
他
者
の
研
究
に
対
す
る
批
判
の
原
点
は
、

そ
の
独
我
的
批
判
よ
り
生
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
独
我
的
批
判
よ
り
一

歩
も
出
な
い
懐
疑
に
終
始
し
て
の
他
者
へ
の
必
要
以
上
の
批
判
。
そ
の
批
判
の

態
度
の
反
省
が
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
か
か
る
独
我
的
姿
勢
は
、

悪
質
な
る
〝
権
威
主
義
〟
に
繋
が
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

　

複
製
資
料
や
訳
文
等
の
存
在
自
体
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
の
資
料
に
依
拠
し

て
の
研
究
に
対
し
て
の
、
先
入
見
と
し
て
の
懐
疑
的
全
面
的
否
定
論
に
関
し
て

は
、
旧
稿
で
も
批
判
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る（

４
）。

漢
文
訓
読
語
史
研
究
に
お
け
る
帰

納
法
的
研
究
の
本
質
が
、
実
に
、
主
観
的
、
観
念
的
で
あ
る
と
い
う
極
め
て
初

歩
的
認
識
が
容
認
さ
れ
る
基
本
的
本
質
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
独
我
的
な
他
者

の
研
究
へ
の
実
際
の
追
試
を
果
た
さ
ぬ
ま
ま
で
の
懐
疑
的
批
判
は
、
正
に
独
我

的
権
威
主
義
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

い
さ
さ
か
理
屈
っ
ぽ
く
な
っ
た
が
、
稿
者
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
一

つ
に
は
、
他
者
の
研
究
に
対
す
る
批
判
の
ま
な
ざ
し

0

0

0

0

の
持
ち
方
の
問
題
で
あ
る
。

現
在
の
漢
文
訓
読
語
史
研
究
に
お
け
る
逼
塞
感
の
存
在
は
、
右
に
述
べ
た
人
文

科
学
の
本
質
に
対
す
る
誤
認
、
あ
る
い
は
、
帰
納
的
実
証
研
究
に
対
す
る
幻
想

が
根
源
に
あ
る
様
に
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

日
頃
、
私
淑
し
て
止
ま
な
か
っ
た
Ｔ
博
士
の
直
話
で
、
ご
自
身
は
「
学
問
研

究
不
完
全
論
」
ま
た
は
「
学
問
研
究
不
完
璧
主
義
」
者
で
あ
る
と
話
さ
れ
た
こ

と
が
あ
る
。
当
然
、
研
究
上
で
意
図
的
に
、
所
謂
、
不
完
全
と
か
不
完
璧
と
か

を
目
論
む
訳
で
は
な
い
。
自
己
の
目
標
は
、
揺
る
が
ぬ
完
成
さ
れ
た
も
の
と
し

て
の
研
究
を
狙
う
が
、〝
人
間
〟
な
る
が
故
に
、
事
後
果
た
し
得
な
か
っ
た
こ

と
を
素
直
に
受
け
入
れ
、
認
め
る
べ
き
だ
、
と
の
言
だ
と
解
し
て
い
る
。
批
判

対
象
た
る
自
己
の
、
あ
る
い
は
、
他
己
の
産
物
が
、
正
し
い
と
か
、
間
違
っ
て

い
る
と
か
の
、
正
誤
と
言
っ
た
二
元
論
的
な
次
元
の
低
い
レ
ベ
ル
の
評
価
、
批
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判
で
は
な
く
、
残
っ
た
論
文
や
業
績
は
、
そ
の
時
々
の
人
間
の
営
為
の
産
物
だ

と
捉
え
る
べ
き
で
、
そ
こ
に
あ
る
、
所
謂

0

0

、
誤
謬
と
見
え
る
も
の
は
、
研
究
主

体
の
主
観
の
揺
ら
ぎ
で
あ
っ
た
り
、
観
念
的
推
論
の
産
物
で
あ
っ
た
り
す
る
。

研
究
は
、
独
我
的
批
判
が
出
発
点
に
お
け
る
基
本
的
性
格
と
し
て
存
す
る
の
で

あ
る
と
捉
え
れ
ば
、
そ
の
研
究
業
績
自
体
が
人
間
学
の
研
究
対
象
と
な
る
研
究

0

0

文
化
財

0

0

0

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、
公
に
さ
れ
る
論
文
・
業
績
が
、〝
こ
と
ば
〟

の
真
実
を
抉
り
正
鵠
を
射
た
も
の
で
、
完
全
完
璧
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、
日
本

語
史
研
究
な
る
も
の
の
、
こ
こ
ま
で
の
長
き
に
亙
る
研
究
史
が
構
築
さ
れ
て
存

在
す
る
訳
が
な
い
。

　
「
真
実
に
は
、
謙
虚
に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
は
、
良
く
耳
に
す
る
言

い
回
し
で
あ
ろ
う
が
、
稿
者
自
身
を
含
め
て
、
ど
れ
だ
け
の
研
究
者
が
、
自
己

に
対
し
て
の
事
の
重
大
さ
を
認
識
し
て
行
動
規
範
に
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

即
ち
、
前
に
も
述
べ
た
、
他
者
の
研
究
に
対
し
て
評
価
を
与
え
る
時
に
で
あ
る
。

　

漢
文
訓
読
語
史
研
究
で
は
、
独
我
的
懐
疑
論
た
る
〝
原
本
実
見
至
上
主
義
〟

の
蔓
延
の
た
め
に
、
研
究
の
あ
る
べ
き
本
質
が
曲
げ
ら
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
ろ

う
。

　

こ
の
弊
害
は
、
自
己
の
研
究
の
依
拠
資
料
（
具
体
的
に
、
移
点
ま
で
を
自
己

の
責
任
に
お
い
て
完
遂
し
た
資
料
に
拠
っ
た
の
か
、
原
本
瞥
見
の
機
会
を
得
、

以
後
の
研
究
は
専
ら
撮
影
さ
れ
た
資
料
に
拠
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
写
真
複

製
に
拠
っ
た
の
か
と
言
っ
た
依
拠
資
料
の
質
）
を
明
確
に
せ
ぬ
ま
ま
の
論
が

横
行
す
る
こ
と
に
直
結
す
る
の
で
あ
る
。
稿
者
自
ら
の
反
省
も
含
め
て
で
あ
る

が
、
原
本
に
対
す
る
接
し
方
の
如
何
を
問
わ
ず
、
見
た
か

0

0

0

、
見
な
か
っ
た
か

0

0

0

0

0

0

と

言
っ
た
ア
リ
バ
イ
的
言
辞
を
頼
り
、
調
査
の
質
の
問
題
を
措
い
て
、
単
な
る
瞥

見
し
た
と
い
う
事
実
だ
け
に
寄
り
縋
っ
て
き
た
如
く
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
実
見
が
困
難
な
資
料
に
つ
い
て
、
自
身
が
実
見
し
た
事
の
特
権
的
優
位

性
を
示
し
誇
示
せ
ん
が
た
め
の
権
威
主
義
、
自
己
矛
盾
さ
え
も
一
向
に
、
念
頭

に
な
い
思
考
の
粗
さ
、
無
神
経
さ
が
学
問
を
歪
め
て
来
た
様
に
思
う
。
そ
れ
故
、

複
製
資
料
、
撮
影
写
真
の
利
用
に
敢
え
て
触
れ
な
い
と
い
う
依
拠
資
料
の
秘
匿

が
公
然
と
行
わ
れ
て
も
来
た
ろ
う
。
帰
納
法
的
原
本
実
見
至
上
主
義
の
横
行
は
、

あ
る
が
ま
ま
の
漢
文
訓
読
語
史
研
究
の
質
的
な
矛
先
を
鈍
ら
せ
て
来
た
し
、
時

に
は
研
究
者
の
成
長
を
も
大
き
く
阻
害
し
、
あ
る
い
は
、
研
究
者
と
し
て
の
将

来
を
潰
し
て
来
た
様
に
も
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
偏
重
し
た
〝
帰
納
的
実
証
主
義
〟
に
対
す
る
認
識
が
あ
れ
ば
、

他
者
の
研
究
に
対
す
る
批
判
の
有
り
様
も
お
の
ず
か
ら
明
確
に
な
る
筈
で
あ
っ

て
、
単
純
、
短
絡
的
、
感
情
的
な
批
判
は
で
き
な
い
筈
で
あ
る
。

　
　

二
、
漢
文
訓
読
語
資
料
の
日
本
語
史
料
と
し
て
の
否
定
論
に
つ
い
て

　

漢
文
訓
読
語
史
研
究
の
主
た
る
対
象
資
料
で
あ
る
訓
点
資
料
は
、
当
時
の
日

本
語
と
し
て
の
再
現
が
、
先
に
も
述
べ
た
主
観
の
差
し
挟
ま
れ
る
部
分
の
大
き

さ
に
よ
っ
て
、
日
本
語
史
の
資
料
た
り
得
な
い
と
か
、
か
か
る
主
観
性
の
強
い

資
料
に
拠
っ
た
漢
文
訓
読
語
史
研
究
自
体
が
日
本
語
史
研
究
で
は
な
い
と
い
う

批
判
が
あ
る
。

　

訓
点
資
料
を
使
っ
た
漢
文
訓
読
語
史
は
、
言
語
表
現
と
し
て
先
行
す
る
原
漢

文
が
あ
る
が
故
に
、
純
粋
日
本
語
で
は
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
日
本
語
史
研

究
で
は
な
い
と
す
る
立
場
が
あ
る
。

　

変
体
漢
文
研
究
に
も
同
様
の
憾
み
が
あ
っ
て
、
一
音
節
ず
つ
の
言
語
の
再
構

成
が
出
来
な
い
が
故
に
、
日
本
語
資
料
足
り
得
な
い
と
い
う
立
場
が
あ
る
。
大

量
に
出
土
す
る
木
簡
の
言
語
な
ど
に
対
し
て
、
万
葉
仮
名
文
書
は
と
も
か
く
、
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変
体
漢
文
資
料
は
、
日
本
語
史
研
究
の
資
料
足
り
得
な
い
と
言
う
否
定
論
も
あ

る
。
同
様
に
、
記
録
類
に
つ
い
て
も
否
定
的
言
辞
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

な
ら
ば
、
か
か
る
批
判
を
す
る
向
き
に
問
う
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
平
安
鎌

倉
時
代
の
日
本
語
を
考
え
る
べ
き
資
料
と
し
て
は
な
に
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ

ろ
う
か
。
平
仮
名
漢
字
交
じ
り
文
と
か
、
片
仮
名
交
じ
り
文
で
あ
ろ
う
か
。
あ

る
い
は
、
極
論
と
し
て
の
平
安
鎌
倉
時
代
日
本
語
の
史
的
研
究
不
可
能
論
な
の

で
あ
ろ
う
か
。

　

日
本
語
史
研
究
完
全
不
可
能
論
に
対
し
て
は
、
今
、
記
述
す
べ
き
明
確
な
こ

と
ば
を
持
ち
得
な
い
が
、
日
本
語
史
研
究
が
人
文
科
学
と
し
て
成
立
し
得
る
の

だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
根
拠
は
、
実
に
、
人
文
科
学
が
人
間
の
内
側
に
向
い
た

研
究
で
あ
る
事
に
由
来
し
よ
う
。
非
常
に
個
人
的
な
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
、

人
間
の
普
遍
的
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る
学
問
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
往
々

に
し
て
与
え
ら
れ
た
既
成
の
学
問
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
歩
み
だ
し
、
進
化
し
て

脱
構
築
し
、
更
に
再
構
築
し
て
行
く
、
そ
の
研
究
者
個
人
の
最
初
の
選
択
の
客

観
的
な
理
由
な
ど
無
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、〝
好
き
だ
〟
か
ら

始
め
る
の
で
あ
る
。

　

学
問
研
究
が
目
的
で
は
な
く
、
他
に
、
名
誉
欲
な
ど
の
或
る
種
の
我
欲
を
満

た
さ
ん
が
た
め
の
手
段
と
し
て
の
日
本
語
史
研
究
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
入
り
口

は
、
嗜
好
の
問
題
、
入
門
期
の
研
究
主
体
の
興
味
を
引
く
か
引
か
な
い
か
、
と

言
っ
た
個
人
的
感
性
の
問
題
で
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
。
実
は
、
こ
の
個
性
な
る

も
の
に
人
文
科
学
の—

こ
れ
か
ら
の
漢
文
訓
読
語
史
研
究
の
〝
核
心
〟
が
あ
る

様
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

訓
点
資
料
研
究
否
定
論
で
、
平
仮
名
漢
字
交
じ
り
文
や
片
仮
名
交
じ
り
文
に

重
点
を
置
く
立
ち
位
置
で
の
論
に
つ
い
て
は
、
一
つ
は
、
先
に
述
べ
た
如
く
、

文
字
資
料
と
し
て
し
か
残
ら
な
い
平
安
鎌
倉
時
代
な
ど
の
過
去
の
言
語
資
料

は
、
日
本
語
史
資
料
と
し
て
使
う
た
め
に
は
、
や
は
り
、
研
究
者
の
主
観
が
排

除
出
来
な
い
。
仮
名
、
漢
字
に
つ
い
て
は
、
訓
点
資
料
と
同
様
の
認
識
論
の
問

題
と
な
る
。
即
ち
、
訓
点
資
料
や
変
体
漢
文
資
料
の
資
料
的
価
値
と
平
仮
名
漢

字
交
じ
り
文
や
片
仮
名
交
じ
り
文
の
日
本
語
資
料
と
し
て
の
定
位
と
は
、
程
度

差
の
問
題
以
上
の
本
質
的
根
拠
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
時
代
に
も
よ
る

が
、
平
仮
名
漢
字
交
じ
り
文
研
究
の
依
拠
資
料
が
、
一
等
の
文
献
文
化
財
と
し

て
あ
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
、
校
訂
本
で
の
研
究
は
、
本
文
自
体
が
主
観
的
、
観

念
的
存
在
で
し
か
な
い
と
い
う
批
判
が
成
立
す
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。

　

訓
点
資
料
の
場
合
の
日
本
語
の
成
立
に
、
日
本
語
以
前
に
原
漢
文
が
存
す
る

と
い
う
問
題
は
、
漢
文
訓
読
語
と
い
う
言
語
表
現
の
質
に
関
す
る
問
題
で
あ
っ

て
、
確
か
に
決
し
て
小
さ
な
問
題
で
は
な
い
。
従
来
の
漢
文
訓
読
語
史
研
究
に

お
い
て
、〝
漢
文
訓
読
語
研
究
〟、
即
、〝
日
本
語
研
究
〟
と
い
う
暗
黙
の
前
提

が
存
し
た
。
即
ち
、
読
み
下
さ
れ
た
も
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
無
く
日
本
語
で
あ
る

と
言
う
事
実
を
根
拠
に
し
た
、
謂
わ
ば
、
一
切
の
知
的
判
断
を
経
ず
に
な
さ
れ

た
直
接
的
思
考
で
あ
る
。
確
か
に
、
首
肯
で
き
る
結
論
で
は
あ
る
が
、
少
し
、

日
本
語
の
表
現

0

0

な
る
も
の
か
ら
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
訓
読
語
の
腑
分
け
が
必

要
で
あ
ろ
う
。
和
文
な
ど
の
言
語
表
現
を
考
え
れ
ば
、
所
謂
、
白
紙
に
一
字
一

字
を
記
し
、
謂
わ
ば
、
自
由
な
想
に
基
づ
く
言
語
表
現
が
可
能
で
、
初
回
の
案0

文0

（
諄
く
な
る
が
、
案
文
段
階
だ
け
で
成
立
し
た
文
字
言
語
資
料
も
あ
る
の
は

当
然
で
あ
る
）
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
一
々
の
表
現
で
は
、
原
漢
文
が
先
行
す
る

漢
文
訓
読
文
の
よ
う
な
言
語
表
現
上
の
観
念
的
な
制
約
や
、
概
念
的
な
規
制
を
、

外
か
ら
は
受
け
な
い
。
し
か
し
、
訓
点
資
料
に
現
れ
る
漢
文
訓
読
語
の
場
合
、

特
に
、
語
彙
な
ど
の
偏
倚
を
考
え
れ
ば
、
制
約
・
規
制
の
存
在
を
端
的
に
理
解

—８—



が
で
き
る—

も
っ
と
も
、
和
文
と
て
も
、
話
題
の
種
類
に
よ
っ
て
の
語
彙
の
偏

倚
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
が—

。

　

小
助
川
貞
次
氏
は
、
氏
の
研
究
当
初
か
ら
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
一
つ
と
し
て
、

漢
文
訓
読
語
の
、
日
本
語
と
し
て
如
何
に
成
立
す
る
の
か
の
シ
ス
テ
ム
の
探
求

を
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。
近
年
の
視
野
は
広
ま
っ
て
、
日

本
語
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
の
近
隣
諸
国
に
探
求
の
矛
先
を
向
け
ら
れ
て
い

る（
５
）。

稿
者
に
は
、
か
か
る
視
野
の
広
さ
を
自
身
に
は
望
め
な
い
が
、
漢
文
訓
読

語
が
日
本
語
と
し
て
成
立
す
る
場
合
の
、
契
機—

漢
文
訓
読
文
を
構
成
す
る
た

め
の
本
質
的
、
必
然
的
要
素
の
由
来
・
過
程—

を
解
明
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ

う
と
考
え
て
い
る
。
か
か
る
日
中
二
カ
国
に
わ
た
る
、
複
合
し
た
文
化
世
界
の

言
語
の
研
究
は
、
漢
文
訓
読
語
史
研
究
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
可
能
な
は
ず
で

あ
っ
て
、〝
日
本
語
史
〟
と
言
う
研
究
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
も
内
包
で
き
る
よ
う
な

高
次
の
言
語
生
活
史—

人
間
学
と
し
て
の
文
化
史
研
究
の
構
築
が
可
能
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。

　
　

三
、
漢
文
訓
読
語
史
研
究
に
お
け
る
同
文
比
較
法
（
一
）

　
　
　

—

金
沢
文
庫
本
春
秋
経
伝
集
解
と
金
沢
文
庫
本
群
書
治
要
に
つ
い
て—

　

本
稿
に
、
同
文
比
較
法
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
今
ま
で
の
漢
文
訓
読
語
史
研

究
史
に
お
い
て
、
漢
文
の
同
一
書
を
対
象
に
、
異
本
間
の
漢
文
同
文
箇
所
の
複

数
の
訓
読
語
を
比
較
し
て
差
異
を
見
つ
け
る
手
法
、
ま
た
は
、
同
一
資
料
に
複

数
加
点
さ
れ
て
い
る
訓
読
語
の
異
同
を
問
題
に
し
た
日
本
語
史
研
究
上
の
方
法

を
指
す
。

　

こ
の
同
文
比
較
の
方
法
は
、
小
林
芳
規
博
士
が
、「
平 

安 

鎌 

倉 

時
代
に
於
け
る

漢
籍
訓
読
の
国

語
史
的
研
究
」
に
お
い
て
、
書
陵
部
蔵
時
賢
本
白
氏
文
集
を
は
じ
め
、
特
に
、

玉
著
の
後
半
部
分
で
採
ら
れ
た
方
法
で
あ
る
。
実
に
多
く
の
漢
籍
訓
点
資
料
を

博
捜
さ
れ
、
漢
籍
訓
点
資
料
の
状
況
を
俯
瞰
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
一
漢
籍
の
複

数
の
訓
点
を
比
較
し
、
異
同
箇
所
を
導
い
て
、
そ
の
「
異
」
に
解
釈
を
施
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
分
析
は
、
声
点
の
形
式
な
ど
の
表
記
の
問
題
に
も
及
ん

で
い
る
。
こ
の
「
異
」
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
博
士
家
各
家
の
訓
読
語
の
、
当
時

の
人
々
の
概
念
的
枠
組
み
を
解
明
す
べ
く
、
平
安
鎌
倉
時
代
の
漢
籍
訓
読
語
の

様
態
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
日
本
語
学
史
的
研
究
は
、
日
本
語
学
（
国
語
学
）
の
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
止
ま
ら
ず
、
日
本
漢
文
学
の
研
究
世
界
で
も
大
き
な
影
響
を
持
っ
て
受
け
入

れ
ら
れ
て
来
た
。
即
ち
、
小
林
博
士
の
帰
納
さ
れ
た
各
博
士
家
の
訓
読
語
の
違

い
の
特
徴
と
言
う
、
個
々
の
事
象
の
解
釈
か
ら
抽
象
化
さ
れ
た
法
則
性
を
、
演

繹
的
に
援
用
し
て
漢
籍
の
訓
点
資
料
が
ど
の
博
士
家
に
属
す
る
も
の
か
な
ど
の

資
料
の
性
格
を
量
る
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
て
来
も
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
、

研
究
史
上
で
の
偉
大
な
足
跡
で
あ
る
。

　

こ
の
同
文
比
較
法
は
、
訓
読
語
が
同
一
の
箇
所
に
は
、
言
語
の
性
格
的
な
差

は
な
い
と
言
う
前
提
。
ま
た
、「
異
」
の
あ
る
箇
所
に
は
、
言
語
の
性
格
の
異

な
り
が
横
た
わ
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
ま
た
、
異
同
の
整
理
・
解
釈
に
よ
っ
て

言
語
の
差
を
捉
え
ら
れ
る
筈
で
あ
る
と
言
う
推
論
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
採

ら
れ
た
方
法
で
あ
る
。
小
林
博
士
の
著
書
以
後
、
漢
籍
の
訓
読
語
に
お
い
て
は

勿
論
、
仏
書
訓
読
語
の
世
界
で
も
同
じ
方
法
を
援
用
し
よ
う
と
し
た
研
究
史
が

有
っ
た
。

　

先
学
も
、
ま
た
稿
者
も
、
仏
書
訓
読
語
の
分
析
に
同
様
の
研
究
方
法
を
採
ろ

う
と
試
み
た
過
去
が
あ
る
が
、稿
者
は
、犇
犇
と
し
て
整
然
と
し
た
家
説
が
あ
っ

た
ら
し
い
漢
籍
訓
読
の
博
士
家
世
界
と
は
別
に
、
仏
書
訓
読
語
の
多
く
が
成
立
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す
る
寺
院
世
界
に
お
け
る
訓
読
語
の
整
理
・
性
格
の
付
与
に
は
、
か
か
る
方
法

が
十
分
な
成
果
を
も
た
ら
さ
な
い
。
こ
の
事
は
、
既
に
、
述
べ
た
と
こ
ろ
で
も

あ
る（

６
）。

　

本
節
で
は
、
小
林
博
士
の
同
文
比
較
法
の
追
試
を
行
う
こ
と
か
ら
は
じ
め
て

み
る
。
ま
ず
、
同
じ
博
士
家
の
関
与
し
た
同
文
の
漢
籍
に
お
け
る
訓
読
語
の
問

題
を
取
り
上
げ
て
見
よ
う
。

　

小
林
博
士
は
、
同
じ
清
原
家
の
家
系
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
た
二
種
の
春
秋

左
氏
伝
訓
点
資
料
、
即
ち
、
金
沢
文
庫
本
春
秋
経
伝
集
解
三
十
巻
と
金
沢
文
庫

本
群
書
治
要
巻
第
五
・
六
春
秋
左
氏
伝
巻
中
・
下
と
の
同
文
的
比
較
を
行
わ
れ

て
い
る（

７
）。
両
資
料
を
比
較
さ
れ
て
、

　

○
(1)
金
沢
文
庫
本
に
は
読
添
え
ら
れ
た
語
が
、
群
書
治
要
所
収
本
の
同
箇
所

　
　

に
用
い
ら
れ
な
い
、
(2)
助
字
の
訓
が
変
更
し
て
い
る
、
(3)
副
詞
の
呼
応
が

　
　

変
更
し
て
い
る
、
(4)
実
詞
訓
の
変
更
、
と
な
る
。（『
平 

安 

鎌 

倉 

時
代
に
於
け
る

漢
籍
訓
読
の

　
　

国
語
史
的
研
究
』
一
二
六
八
頁
）

と
帰
納
さ
れ
て
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
異
同
の
整
理
に
よ
り
導
か
れ
た
特
徴
的
な

語（
法
）に
つ
い
て
は
、(1)
で
は
、副
助
詞「
イ
」、助
動
詞「
ラ
ム
」、終
助
詞「
ヤ
」、

「
マ
デ
ニ
」。
(2)
で
は
、「
者
」
字
の
訓
（
ヒ
ト
→
モ
ノ
）、「
将
」
字
の
訓
読
法
（
単

読
→
再
読
）。
(3)
で
は
、「
豈
…
…
レ
ヤ
」
→
「
豈
…
…
ム
ヤ
」、「
曰
」
の
結
び
（
ト

イ
フ
→
φ
）。
(4)
で
は
、「
オ
ソ
ル
」（
上
二
段
→
下
二
段
）、
和
訓
→
字
音
、
特

殊
な
和
訓
→
一
般
的
な
和
訓
。
と
し
た
各
条
を
掲
げ
ら
れ
て
以
上
に
つ
い
て
の

例
文
を
示
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
同
文
比
較
法
に
よ
っ
て
出
現
し
た
異
同
に
つ

い
て
、
小
林
博
士
は
、

　

○
（
略
）
平
安
初
期
特
有
訓
法
の
大
部
分
が
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、

　
　

反
面（
中
略
）新
語
法
が
伝
統
的
な
訓
法
と
並
ん
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。（
同

　
　

右
・
一
二
七
〇
頁
）

と
総
括
し
て
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
か
か
る
記
述
に
対
し
て
の
稿
者
に
よ
る
追
試

で
は
、（
以
下
の
用
例
は
、
広
島
大
学
日
本
文
学
語
学
研
究
室
蔵
金
沢
本
春
秋
経
伝
集
解
の

紙
焼
写
真
版
と
、『
群
書
治
要

( 一 )
』
古
典
研
究
会
叢
書
漢
籍
之
部
９
（
平
成
元
年
二
月
、
汲

古
書
院
）
に
よ
る
）

　
　

１
、
華
元
・
羊（
返
）

（
訓
）

を
殺
シ
て
士
に
食ア
（
去
）
フ
。

(

金
沢
文
庫
本
春
秋
経
伝
集
解
・

67)

　
　
　
　

華
ー

元
羊（
返
）

（
訓
）

を
殺コ

ロ

シ
て
士
に
食ク

ラ

ハ
シ
ム
。（
群
書
治
要
巻
第
五
・５
）

　
　

２
、
戰
フ
に
及お

（
ひ
）
て
［
イ
、
戰＼カヒ（
に
）
及
（
ひ
て
）］
曰
（
く
）・
疇チ

ウ
ー

　
　
　
　

昔
（
の
）［
之
］
羊
に
は
子
（
音
）
政
を
爲せ

り
［
同
、
爲／

＼
セ

リ
］［
イ
、

　
　
　
　

爲＼
ス

］［
イ
、
爲シ
キ
］（
金
沢
文
庫
本
春
秋
経
伝
集
解
・
68
）

　
　
　
　

戰
タ
ヽ
カ
ヒ（
返
）
に
及
（
ひ
）
て
曰
（
く
）・
疇
ー

昔セ
キ

ノ
ヒ
ノ
［
之
］
羊
（
訓
）
に

　
　
　
　

は
子 

政
を
爲シ

キ　
（
群
書
治
要
巻
第
五
・５
）

な
ど
、
対
照
冒
頭
よ
り
、
小
林
博
士
が
施
さ
れ
た
分
類
カ
テ
ゴ
リ
ー
外
の
異
同

が
出
現
す
る
。

　

そ
も
そ
も
、
金
沢
文
庫
本
春
秋
経
伝
集
解
に
は
、
並
記
訓
が
多
見
さ
れ
る
。

並
記
訓
と
言
う
こ
と
は
、
金
沢
本
群
書
治
要
の
春
秋
左
氏
伝
の
訓
読
が
、
一
訓

に
対
応
す
る
と
し
て
も
、
他
は
、
異
な
る
と
言
う
状
況
が
多
出
す
る
訳
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
処
理
に
つ
い
て
の
具
体
的
方
針
は
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。

　
　

３
、
今
︳

日
（
の
）［
之
］
事
に
は
我 

政
（
返
）
を
爲せ

む
と
（
し
）
て
［
イ

、

（
存
疑
）

　
　
　
　
爲せ

り
］
與
に
鄭
の
師
に
入
（
る
）。（
金
沢
文
庫
本
春
秋
経
伝
集
解
・
69
）

　
　
　
　

今
︳

日
（
の
）［
之
］
事
に
は
我 

政
（
返
）
を
爲
ン
ト
イ
與
に
鄭
の
師
に

　
　
　
　

イ
入
ル
。

（
群
書
治
要
巻
第
五
・６
）

—10—



な
ど
の
例
は
、
記
述
さ
れ
た
項
目
と
は
逆
に
、
群
書
治
要
の
方
に
副
助
詞
「
イ
」

が
現
れ
る
例
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　

挙
例
に
は
、
多
く
を
掲
げ
な
い
が
、
玉
著
に
触
れ
ら
れ
た
こ
の
左
氏
伝
以
外

の
他
書
の
比
較
の
場
合
と
違
い
こ
の
春
秋
左
氏
伝
の
比
較
は
、
小
林
博
士
の
同

文
比
較
法
に
よ
っ
て
辿
り
着
か
れ
た
結
論
の
根
拠
と
な
る
一
々
の
生
の
異
同
の

具
体
的
内
実
を
、
全
条
網
羅
し
て
分
類
比
較
す
る
と
い
う
形
を
採
ら
れ
て
い
な

い
。「
異
」
の
全
体
を
一
条
一
条
の
レ
ベ
ル
で
は
掲
げ
示
し
対
照
し
説
か
れ
て

い
る
訳
で
は
な
い
。
異
同
と
言
う
意
味
で
注
目
さ
れ
た
条
項
は
、
日
本
語
史
の

観
点
か
ら
あ
る
種
特
徴
的

0

0

0

な
、即
、古
代
の
副
助
詞
「
イ
」
の
減
少
で
あ
る
と
か
、

助
字
の
訓
法
、
陳
述
副
詞
の
呼
応
な
ど
、
従
来
か
ら
の
一
般
認
識
の
あ
る
如
く

の
訓
読
語
の
歴
史
性
を
語
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
の
語
詞
・
語
法
と
を
恣
意
的

に
示
さ
れ
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
解
せ
ら
れ
る
。
一
般
的
認
識
と
い

う
観
点
か
ら
は
説
明
・
解
釈
を
付
し
て
の
歴
史
性
を
示
さ
れ
て
は
な
い
、
用
例

１
の
動
詞
訓
の
選
択
、
使
役
表
現
の
有
無
に
関
す
る
異
同
や
、
用
例
２
に
掲
げ

た
動
詞
訓
対
名
詞
訓
、
文
選
読
み
の
異
同
や
テ
ン
ス
の
助
動
詞
「
き
」
の
読
添

え
の
有
無
の
異
同
も
、
異
同
の
事
実
と
し
て
整
理
上
に
挙
が
っ
て
く
る
。
共
に

同
じ
同
文
比
較
法
に
よ
っ
て
差
と
し
て
現
れ
る
も
の
で
、
語
学
的
検
討
は
、
先

ず
形
式
的
な
異
同
は
、
事
象
内
容
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
等
価
で
あ
る
と
認
め

る
こ
と
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
文
比
較
法
の
異
同
と
し
て
挙
が
っ
て
く

る
事
象
の
各
々
の
す
べ
て
を
検
討
対
象
と
す
べ
き
で
、
訓
読
語
の
歴
史
を
語
り

や
す
い
特
徴
的
な
語
詞
・
語
法
の
選
別
的
な
取
り
上
げ
方
は
、
研
究
者
の
恣
意

的
認
識
と
先
入
見
の
存
す
る
主
観
性
に
拠
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
用
例

１
・
２
に
つ
い
て
も
、
そ
の
差
が
訓
読
語
の
ど
ん
な
性
格
の
差
に
よ
っ
て
現
れ

た
事
象
で
あ
る
の
か
が
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
く
ば
、
用
例
１
・

２
の
異
同
も
論
理
的
に
は
、「
平
安
初
期
特
有
訓
法
の
大
部
分
が
用
い
ら
れ
な

く
な
っ
て
お
り
、
反
面
（
中
略
）
新
語
法
が
伝
統
的
な
訓
法
と
並
ん
で
用
い
ら

れ
て
い
る
」
と
説
明
さ
れ
た
そ
の
法
則
の
具
体
例
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
小
林
博
士
の
導
か
れ
た
訓
読
語
変
化
の
法
則
に
包
摂
さ
れ

て
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
事
象
の
例
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
論

理
的
に
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

単
に
保
留
と
か
不
問
と
か
の
処
置
で
は
な
く
、
例
え
実
字
訓
の
異
同
で
あ
ろ

う
が
、
読
添
語
の
異
同
で
あ
ろ
う
が
、
異
同
と
し
て
現
れ
て
く
る
全
例
が
、
論

の
出
発
点
に
お
い
て
は
等
価
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
特
徴
的
だ
と
恣
意
的
便
宜

的
に
取
り
上
げ
て
説
明
し
た
後
に
残
っ
た
異
同
例
に
対
し
て
明
確
な
説
明
が
加

え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
用
例
１
の
動
詞
選
択
や
使
役
表
現
法
に
拠
る
否
か
に
つ
い

て
も
、
ま
た
用
例
２
の
文
選
読
み
や
助
動
詞
「
き
」
の
読
添
え
の
異
同
も
、「
平

安
初
期
特
有
訓
法
の
大
部
分
が
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、
反
面
（
中
略
）

新
語
法
が
伝
統
的
な
訓
法
と
並
ん
で
用
い
ら
れ
て
い
る
」
事
象
の
実
例
で
あ
る

と
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

仏
書
の
訓
読
語
の
異
同
が
多
様
す
ぎ
て
、
同
文
比
較
法
の
効
果
を
認
め
が
た

い
の
は
、
実
は
、
こ
れ
と
等
し
い
問
題
が
あ
る
。
異
同
と
し
て
上
が
っ
て
く
る

等
価
で
あ
る
「
異
」
全
て
の
事
象
に
目
配
り
し
て
、
そ
の
全
体
を
如
何
に
体
系

立
て
、
秩
序
立
て
て
分
類
整
理
し
て
、
解
釈
を
施
す
か
が
問
題
で
、
多
様
す
ぎ

る
異
同
の
体
系
化
は
、
稿
者
自
身
の
菲
才
に
も
よ
ろ
う
が
、
不
可
能
で
あ
る
と

告
白
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
説
き
き
れ
な
い
異
同
例
を
捨
象
し
、
あ
る
い
は
、
保

留
と
し
て
棚
上
げ
す
る
こ
と
な
く
、
異
同
の
差
全
例
を
対
象
に
訓
読
語
の
性
格

の
違
い
を
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
稿
者
に
は
そ
の
能
力
が
な
い
と
い

う
の
が
実
状
で
あ
る
。
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つ
ま
り
、
現
状
は
、
仏
書
の
同
文
比
較
に
お
い
て
の
多
様
な
異
同
を
、
全
異

同
の
体
系
的
整
理
は
疎
か
、
異
同
の
内
容
が
多
様
す
ぎ
て
分
類
整
理
し
よ
う
と

し
て
も
、
収
拾
が
着
か
な
い
の
が
現
状
で
、
主
観
的
に
選
択
・
選
抜
し
た
事
象

を
列
挙
し
て
の
傾
向
性
ら
し
き
も
の
を
指
摘
し
て
、
客
観
的
保
証
の
な
い
ま
ま

論
じ
て
き
た
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
顧
み
る
。
仏
書
に
お
け
る
同
文
比
較
法
の
適

用
に
対
し
て
、稿
者
が
懐
疑
的
に
な
っ
た
理
由
は
、実
は
、こ
こ
に
あ
る（

８
）。

即
ち
、

言
語
的
な
差
を
述
べ
よ
う
と
す
れ
ば
、
主
観
的
な
項
目—

性
格
を
付
与
し
や
す

い
例—

の
選
択
を
行
わ
ざ
る
を
得
ず
、
切
り
捨
て
る
部
分
の
方
が
質
的
に
も
量

的
に
も
多
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

訓
点
資
料
を
広
く
、
鳥
瞰
的
に
覆
っ
て
、
見
取
り
図
を
描
こ
う
と
す
る
こ
と

が
急
務
と
さ
れ
た
時
代
に
お
い
て
、
仮
設
的
な
全
体
傾
向
の
素
描
を
行
う
こ
と

を
目
的
と
す
る
な
ら
、
同
文
比
較
法
は
有
効
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
体
系

的
な
整
理
か
ら
複
数
の
対
立
す
る
訓
読
語
の
本
質
的
な
違
い
を
求
め
よ
う
と
す

る
場
合
に
採
る
べ
き
研
究
法
と
し
て
は
、
同
文
比
較
法
の
方
法
論
的
限
界
が
こ

こ
に
あ
る
よ
う
に
判
断
す
る
。

　

以
下
に
は
、
実
例
を
示
し
て
右
の
考
え
の
説
明
を
補
足
す
る
。
先
に
掲
げ
た

時
賢
本
白
氏
文
集
で
の
同
文
比
較
に
関
す
る
異
同
例
は
、
小
林
博
士
に
拠
っ
て

列
挙
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、玉
著
に
お
い
て「
異
」と
し
て
記
さ
れ
た
例
は
、「
異
」

の
全
例
に
目
配
り
さ
れ
掬
い
上
げ
ら
れ
て
の
帰
納
的
記
述
結
果
で
あ
る
と
信
頼

し
て
良
か
ろ
う
。
同
資
料
に
お
け
る
同
文
比
較
は
、
例
え
ば
、
菅
原
家
訓
と
藤

原
日
野
家
訓
と
の
「
異
」
の
対
照
が
、
玉
著
の
九
〇
六
頁
か
ら
九
一
八
頁
に
及

ん
で
、分
類
を
施
し
た
上
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
比
較
対
照
に
よ
っ
て
「
菅

原
家
の
訓
読
語
が
漢
文
訓
読
調
が
強
く
、
藤
原
日
野
家
の
訓
読
語
が
和
文
寄
り

で
あ
る
」
と
結
論
さ
れ
る
。
こ
の
相
対
的
な
両
家
の
訓
読
語
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

以
下
の
よ
う
な
異
同
の
解
釈
を
通
じ
て
結
論
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

玉
著
九
一
二
ペ
ー
ジ
に
、
異
同
の
分
類
（
ホ
）
と
し
て
「
菅
原
家
訓
が
訓
読
語

的
表
現
を
す
る
語
を
、
藤
原
家
訓
は
比
較
的
和
文
的
に
訓
ず
る
」
と
分
類
さ
れ

た
項
目
が
あ
る
。
用
例
の
一
二
を
引
用
す
る
と
、

　
　

４
、
下

ク（
た
）す
　
レ
涙　
（
菅
原
家
訓
）　　

下
オ
ト（
す
）（
朱
）
　
レ
涙
（
藤
原
日
野
家
訓
）（

292
）

　
　

５
、
涙
垂ル　
（
菅
原
家
訓
大
江
家
訓
は

（
た
）
レ
リ

）　

涙
垂オツ（
朱
）
　
（
藤
原
日
野
家
訓
）（

381
）

の
異
同
を
掲
げ
て
「「
涙
を
下
す
」「
涙
垂
ル
」
は
字
に
即
し
た
訓
で
あ
る
。
朱

訓
の
「
下オ

ト

す
」「
垂オ

ツ
」
は
文
字
を
離
れ
た
和
文
的
表
現
で
あ
る
」（
九
一
二
頁
）

と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
該
書
は
、「
イ
ト
（
苦
）」
と
言
う
和
文
語
脈
の

副
詞
が
藤
原
家
訓
に
現
れ
る
等
の
説
明
を
積
み
重
ね
ら
れ
て
論
述
が
続
く
。
こ

の
菅
原
家
訓
と
藤
原
家
訓
の
比
較
の
結
果
を
統
合
し
て
、「
右
の
諸
例
か
ら
考

え
る
に
、
藤
原
家
の
訓
法
は
、
漢
文
訓
読
と
い
う
制
約
を
受
け
な
が
ら
も
、
菅

原
家
の
訓
法
に
比
べ
て
は
比
較
的
に
和
文
的
で
あ
る
と
い
え
る
」（
九
一
八
頁
）

と
纏
め
ら
れ
る
。
稿
者
の
考
え
よ
う
と
す
る
訓
読
語
基
調
と
言
う
捉
え
方
に
、

対
応
す
る
当
時
の
人
々
の
持
っ
た
印
象
に
迫
る
論
述
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
特
徴
的
な
異
同
を
採
り
上
げ
て
の
解
釈
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、

異
同
は
、
右
の
特
徴
を
裏
付
け
て
く
れ
る
例
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
の
菅
原
家
、

藤
原
家
の
両
家
訓
の
対
照
に
は
、
方
向
性
に
例
外
が
、
即
ち
、
全
く
の
矛
盾
と

し
て
の
逆
行
し
た
対
応
例
が
存
し
て
い
る
こ
と
を
小
林
博
士
自
身
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
特
に
読
添
語
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
玉
著

九
一
〇
頁
に
掲
載
の
異
同
例
、

　
　

６
、
覺ヲ

ホ

エ
不
シ
て
心
・
平
︱

和
な
り
（
菅
原
家
訓
）

　
　
　
　

心
ノ
平
和
ナ
ル
ヲ
覺
サ
不　
（
藤
原
日
野
家
訓
）　
（

328
）

　
（
原
文
は
「
不
覺
心
平
和
」
と
あ
る
も
の
で
、小
林
博
士
は
漢
文
を
掲
げ
て
訓
点
を
付
さ
れ
て
い
る
）
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を
例
に
採
れ
ば
、
こ
の
一
条
の
異
同
に
は
、
複
数
種
の
要
素
が
含
ま
れ
る
。
先

ず
は
、
語
序
の
違
い
で
あ
る
。
次
に
、「
覺
」
字
の
訓
の
異
同
で
あ
る
。
こ
の

挙
例
は
、
分
類
（
ロ
）
の
「
菅
原
家
訓
が
助
詞
・
助
動
詞
の
無
い
箇
所
を
、
藤

原
家
訓
で
は
そ
れ
ら
を
読
添
え
る
」
項
目
に
掲
げ
ら
れ
た
例
で
あ
る
が
、
異
同

の
内
実
に
は
、
以
下
の
如
く
、
複
数
の
要
素
が
存
す
る
。
語
序
の
異
同
が
関
わ

る
の
で
、
そ
の
連
動
で
実
字
訓
が
影
響
を
受
け
た
と
す
る
可
能
性
を
否
定
し
き

れ
な
い
が
、「
覺
」
字
を
単
独
に
取
り
上
げ
る
と
、菅
原
家
訓
は
「
オ
ボ
ユ
」（
ヤ

行
下
二
段
動
詞
）
が
充
当
さ
れ
、
藤
原
家
訓
は
「
オ
ボ
ス
」（
サ
行
四
段
動
詞
）

と
し
た
別
語
が
充
当
さ
れ
た
異
同
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
右
に
小
林
博
士
が

比
較
を
総
括
し
て
、「
菅
原
家
訓
＝
漢
文
訓
読
語
調
が
強
い
」
対
「
藤
原
家
訓

＝
比
較
的
和
文
的
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
対
立
が
結
論
な
ら
ば
、
全
体
を
体

系
化
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
態
度
か
ら
は
、
例
え
ば
、
右
の
「
覺
」
字
の
訓
も
、

同
じ
法
則
性
、
同
じ
枠
組
み
で
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　

７
、
官
・
不
求メ

賢を
（
菅
原
家
訓
）　

官
・ハ（朱

）不
求
賢モ（朱

）（
藤
原
日
野
家
訓
）（

225
）

　
（
小
林
博
士
は
、「
賢
」
の
藤
原
家
訓
の
読
添
語
に
格
助
詞
「
ヲ
」
を
補
読
さ
れ
、「
ヲ
モ
」
と
言

　
　

う
複
合
助
詞
で
あ
る
と
見
て
お
ら
れ
る
）

こ
の
例
の
異
同
も
二
種
が
認
め
ら
れ
て
、一
つ
は
「
官
」
に
対
す
る
係
助
詞
「
ハ
」

の
有
無
。
今
一
つ
は
「
賢
」
字
の
読
添
語
が
格
助
詞
「
ヲ
」
で
あ
る
か
、
係
助

詞
「
モ
」
ま
た
は
「
ヲ
モ
」
と
言
う
複
合
形
で
あ
る
か
の
異
同
で
あ
る
。
こ
う

し
た
異
同
の
解
釈
と
し
て
、
結
論
と
し
て
法
則
化
さ
れ
た
「
菅
原
家
訓
＝
漢
文

訓
読
語
調
が
強
い
」
対
「
藤
原
家
訓
＝
比
較
的
和
文
的
で
あ
る
」
に
よ
っ
て
解

釈
さ
れ
る
か
と
言
え
ば
、
実
証
的
に
は
そ
の
説
明
が
、
誠
に
心
許
な
い
と
評
価

さ
れ
よ
う
。
さ
す
れ
ば
、
菅
原
家
訓
対
藤
原
家
訓
の
訓
読
語
基
調
と
し
て
の
違

い
は
、
傾
向
的
な
も
の
、
小
林
博
士
が
説
か
れ
る
「
特
徴
的
」
で
あ
る
と
解
釈

さ
れ
る
事
項
の
み
に
対
す
る
評
価
で
し
か
無
く
、
訓
読
語
全
体
に
対
す
る
訓
読

語
の
本
質
的
な
違
い
と
言
う
問
題
で
あ
る
よ
り
は
、
同
文
比
較
法
は
、
量
的
傾

向
性
し
か
導
き
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
射
程
の
限
ら
れ
た
方
法
で
あ
る
と
言
う

こ
と
と
な
る
。

　
　

四
、
比
較
す
る
訓
読
語
資
料
体
の
規
模
の
設
定
と
記
述
内
容

　

さ
て
、
こ
こ
で
改
め
て
〝
訓
読
語
基
調
〟
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
研
究
に

使
お
う
と
す
る
資
料
を
、
ど
こ
ま
で
で
一
体
の
も
の
・
言
語
的
に
一
纏
ま
り
の

研
究
対
象
資
料
と
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
否
か
の
判
断
に
は
、
論
理
的
な
説

明
が
必
要
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
個
別
の
言
語
資
料
を
、
他
の
資
料
と
截
然
と

区
別
す
る
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
か
に
よ
っ
て
、
描
か
れ
る
訓
読
語
基
調
の
質

の
イ
メ
ー
ジ
が
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る（

９
）。

前
節
の
例
に
従
っ
て
説

け
ば
、
小
林
博
士
が
、
実
際
の
対
照
作
業
の
対
象
と
さ
れ
た
二
種
の
春
秋
左
氏

伝
の
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
的
均
一
性
は
、
各
々
が
、
春
秋
左
氏
伝
と
い
う
同
一
、

一
体
の
書
で
、
各
々
清
原
教
隆
と
言
う
同
一
個
人
が
両
書
の
訓
読
に
関
与
し
た

と
言
う
事
情
が
根
拠
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
各
々
の
資
料
の
内
部

で
等
し
く
完
結
し
て
い
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
こ
と
、
即
ち
、
取
り
合
わ
せ
本

な
ど
で
は
な
い
こ
と
も
根
拠
と
し
て
良
か
ろ
う
。

　

し
か
し
、
問
題
と
し
て
金
沢
文
庫
本
群
書
治
要
に
収
載
の
春
秋
左
氏
伝
は
、

群
書
治
要
と
い
う
訓
読
語
統
合
体

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
一
部
で
あ
る
と
言
う
事
実
が
問
題
と
し
て

残
る
。
確
か
に
、
本
稿
で
も
問
題
に
し
て
い
る
訓
読
語
基
調
な
る
も
の
に
は
、

ど
う
い
う
レ
ベ
ル
で
一
研
究
対
象
資
料
と
し
て
の
大
き
さ
を
設
定
す
る
の
か
の

課
題
が
あ
る
。「
春
秋
左
氏
伝
」
と
言
う
一
書
物
の
性
格
と
し
て
群
書
治
要
の

中
で
も
「
春
秋
左
氏
伝
」
に
特
有
の
言
語
体
系
が
存
し
て
、
他
の
経
書
に
は
な
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い
〝
春
秋
読
み
〟
と
当
時
認
識
さ
れ
て
い
た
如
く
の
特
有
の
訓
読
語
基
調
な
る

も
の
が
存
し
た
と
想
定
さ
れ
る
な
ら
、
群
書
治
要
の
中
で
も
「
春
秋
経
左
氏
伝
」

だ
け
を
特
別
に
切
り
出
し
て
、
一
言
語
資
料
体
と
し
て
明
確
な
理
由
を
以
て
、

小
林
博
士
の
比
較
対
照
さ
れ
た
資
料
の
規
模
、
範
囲
で
良
い
と
の
論
理
的
理
由

が
付
加
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

が
し
か
し
、
一
方
で
は
、
一
つ
の
研
究
実
践
と
し
て
金
沢
文
庫
本
群
書
治
要

経
部
（
以
下
の
論
述
に
も
触
れ
る
『
宮 

内
庁

書
陵
部
蔵

本
群
書
治
要
経
部
語
彙
索
引
』〈
古
典
籍
索
引
叢

書
10
、
平
成
八
年
二
月
、
汲
古
書
院
〉
で
は
、
成
立
事
情
が
等
し
い
と
の
判
断
で
あ
ろ
う
が

経
部
が
一
具
と
扱
わ
れ
る
）
全
体
の
単
位
で
一
資
料
体
を
設
定
さ
れ
て
、
群
書
治

要
経
部
の
巻
々
が
等
し
並
み
に
扱
わ
れ
て
索
引
が
作
ら
れ
て
い
る
。
言
語
統
合

体
の
一
つ
と
し
て
群
書
治
要
経
部
を
通
じ
て
取
り
上
げ
て
分
析
す
る
事
が
可
能

で
あ
る
と
言
う
立
場
も
あ
り
得
る
と
解
釈
さ
れ
る
研
究
実
践
で
あ
る
。

　

こ
の
「
金
沢
文
庫
本
春
秋
経
伝
集
解
」
対
「（
春
秋
左
氏
伝
を
含
ん
で
の
）

金
沢
文
庫
本
群
書
治
要
経
部

0

0

」
と
言
う
単
位
で
の
対
応
で
比
較
が
出
来
る
と
言

う
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
副
助
詞
「
イ
」
も
、
助
動
詞
「
ラ
ム
」
も
、

　
　

８
、
司
︱

城
子
︱　
○

罕
（
上
）・
入
（
り
）
而て

哭コ
ク

ス
ル
イ
［
之
］
哀カ

ナ

シ
（
み
）
て

（
金
沢
文
庫
本
群
書
治
要
巻
第
七
・
礼
記
43
）

　
　

９
、
所（

い
は
）ユ
ル

︳

謂
・
伊コ

ノ
︳

人
・
於イ

ツ
ク
ン
カ

︳

焉
逍
︱

遙
ス
ラ
ン
（
同
右
巻
第
三
・
毛
詩

267
）

終
助
詞
「
ヤ
」、「
マ
デ
ニ
」
も
、

　
　

10
、
吾
か
罪
ナ
レ
ヤ
［
也
乎
哉
］・
吾
（
れ
）
亡
（
音
）
セ
ン
［
也
］

（
同
巻
第
五
・
春
秋
左
氏
伝

362
）

　
　

11
、
三
旬
マ
テ
ニ
降
（
ら
）
不
。（
同
右

497
注
文
）

と
し
て
「
春
秋
左
氏
伝
」
中
に
現
れ
る
。「
曰
」
の
呼
応
も
、

　
　

12
、周
書
（
に
）
曰
（
く
）「
敢
（
へ
）
て
鰥
︱

寡
ヲ
モ
侮

ア
ナ
ト 

ラ
不ス

」
ト
イ
ヘ
リ
。

（
同
巻
第
五
・
春
秋
左
氏
伝

200
）

　
　

13
、
玉
を
獻
ス
ル
者モ

ノ

ヽ（
の
）曰

ク
・「
以
て
玉
︱

人
に
示シ

メ

ス
ニ
玉
人
以
て
寶
と
爲す

　
　
　
　
［
也
］ 

故
に
敢
（
へ
）
て
獻
ス
［
之
］」
ト
イ
フ
。

（
同
右
巻
第
五
・
春
秋
左
氏
伝

316
）

と
し
た
「
曰
く
」
の
呼
応
が
存
す
る
。「
者
」
字
の
「
ヒ
ト
」
訓
も
、

　
　

14
、
夫
（
れ
）・
國
に
君
タ
ル
者ヒ

ト

は
將
に
民
と
［
之
］
与
に
處オ

ラ
ン
コ
ト

　
　
　
　

ヲ
［
將す

］（
再
讀
）。（
同
右
巻
第
八
・
春
秋
外
伝
国
語

318
）

と
確
認
さ
れ
る
し
、「
将
」
字
の
単
読
用
法
も
、

　
　

15
、
將
に
［
於
］
少
︱

西
︱

氏
を
討
（
音
）
セ
ン
［
矣
］

（
同
右
巻
第
五
・
春
秋
左
氏
伝
46
）

如
く
存
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。「
オ
ソ
ル
」（
上
二
段
）
も

　
　

16
、
畏ヲ

ソ

リ
而て

後
に
慈
和
（
す
）。（
同
右
・
春
秋
左
氏
伝

422
）

の
如
く
で
あ
る
。
群
書
治
要
経
部
に
は
、「
春
秋
左
氏
伝
」
を
も
含
ん
で
、
複

数
の
用
例
の
出
現
が
確
認
で
き
る
。
春
秋
左
氏
伝
中
の
用
例
が
掬
い
上
げ
ら
れ

な
い
の
は
、
ま
さ
に
同
文
比
較
法
な
る
が
故
の
方
法
的
欠
陥—

両
資
料
に
共
に

現
れ
て
用
例
が
有
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
異
」
と
し
て
存
し
な
い
た
め
に
掬

い
上
げ
ら
れ
な
い—

で
あ
る
と
判
ぜ
ら
れ
る
。
さ
す
れ
ば
、
同
文
比
較
と
い
う

方
法
だ
け
で
は
比
較
二
資
料
に
お
け
る
本
質
的
な
訓
読
語
の
差
の
印
象
、
つ
ま

り
、〝
訓
読
語
基
調
〟
が
異
な
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
良
い
か
ど
う
か
は
、
甚

だ
危
う
い
判
断
に
し
か
な
ら
な
い
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
訓
読
語
の
質
の
問

題
で
は
な
く
、
量
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
も
十
二
分
に
考
え
得
る
と
こ
ろ
で
、

出
現
の
多
少
と
い
う
傾
向
性

0

0

0

し
か
明
ら
か
に
は
示
し
得
な
い
も
の
で
し
か
な
い

方
法
論
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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五
、
漢
文
訓
読
語
史
研
究
に
お
け
る
同
文
比
較
法
（
二
）

　
　
　
　

—

高
山
寺
本
論
語
清
原
本
巻
第
八
・
中
原
本
巻
第
八
に
つ
い
て—

　

さ
て
、
以
下
に
、
も
う
一
つ
の
例
と
し
て
、
小
林
博
士
の
同
文
比
較
法
を
追

調
査
し
て
み
る
。
高
山
寺
に
は
鎌
倉
時
代
の
論
語
訓
点
資
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い

る
が
、
論
語
巻
第
八
は
二
種
類
あ
っ
て
、
清
原
家
の
関
係
資
料
（
以
下
、
清
八

と
略
称
・
全

144
行
）
と
、
中
原
家
の
関
係
資
料
（
以
下
、
中
八
と
略
称
・
全

167
行
）

と
が
存
す
る
。
小
林
博
士
は
、
玉
著
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の
資
料
を
ど
ち
ら

か
で
も
取
り
上
げ
て
の
同
文
比
較
は
実
践
さ
れ
て
い
な
い

（
１
０
）。

小
林
博
士
が
、
玉

著
で
目
指
さ
れ
た
も
の
は
、
博
士
家
各
家
の
純
粋
な

0

0

0

家
学
（
家
訓
・
家
説
・
庭

訓
、
即
、
証
本
の
訓
読
語
）
の
解
明
に
重
き
が
置
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う

と
忖
度
さ
れ
、こ
の
二
資
料
を
、純
粋
な
る
清
原
家
の
家
学
（
家
訓
・
庭
訓
）
や
、

純
粋
な
る
中
原
家
の
家
学
（
家
訓
・
庭
訓
）
を
伝
え
た
も
の
で
は
な
い
と
判
断

さ
れ
て
排
除
さ
れ
た
処
置
で
あ
ろ
う
。
所
謂
、
狼
藉
本

0

0

0

と
判
断
さ
れ
て
、
求
め

よ
う
と
さ
れ
た
各
博
士
家
の
純
粋
な
特
徴
的
訓
読
語
を
解
明
す
る
資
料
に
な
ら

な
い
と
の
お
考
え
で
対
象
外
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
判
断
さ
れ
る
。
忖
度
し

た
研
究
目
的
に
沿
え
ば
、
極
め
て
当
然
な
処
置
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
扱
い
方

で
あ
る
。
漢
籍
訓
点
資
料
の
訓
読
語
を
鳥
瞰
さ
れ
よ
う
と
の
目
的
で
編
ま
れ
た

書
で
あ
ろ
う
か
ら
、
現
時
点
に
お
い
て
そ
の
研
究
史
を
振
り
返
れ
ば
、
そ
の
研

究
目
的
達
成
に
は
、
夾
雑
物
を
排
す
る
の
は
当
然
の
論
理
的
基
点
で
あ
っ
た
ろ

う
と
評
価
さ
れ
る
。
が
、
視
点
を
変
え
れ
ば
、
事
実
、
鎌
倉
時
代
に
残
さ
れ
た

漢
籍
訓
点
資
料
の
現
物
で
あ
っ
て
、
研
究
の
狙
い
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
高
山
寺

蔵
論
語
巻
第
八
の
両
本
を
取
り
上
げ
、
論
ず
る
こ
と
の
意
味
が
生
ま
れ
る
。
即

ち
、
小
林
博
士
が
排
除
さ
れ
た
資
料
を
も
含
め
て
、
鎌
倉
時
代
の
漢
籍
訓
読
語

の
世
界
が
ど
の
よ
う
に
描
き
変
え
ら
れ
る
か
と
し
た
課
題
を
設
定
す
れ
ば
、
両

資
料
に
積
極
的
な
研
究
上
の
価
値
が
付
与
さ
れ
る

（
１
１
）。
言
語
量
は
決
し
て
多
く
は

な
い
が
、
本
試
論
の
対
象
資
料
と
し
て
高
山
寺
蔵
の
二
種
の
論
語
巻
第
八
を
以

下
に
取
り
上
げ
て
見
る
。

　

こ
の
両
本
を
対
象
に
同
文
比
較
法
に
よ
っ
て
異
同
を
整
理
す
る
場
合
、
訓
読

語
の
質
的
な
異
同
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
、
説
明
可
能
な
特
徴
的
事
象
の
み
な

ら
ず
全
異
同
例
を
取
り
あ
げ
、
体
系
的
な
構
造
を
構
築
し
て
み
る
必
要
が
あ
る

こ
と
は
、
先
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
稿
者
は
、
い
ま
、
同
文
比
較
法
に
よ
っ

て
帰
納
的
に
取
り
出
さ
れ
る
多
様
な
事
象
を
、
如
何
に
扱
え
ば
訓
読
語
の
異
同

全
体
の
体
系
が
構
築
で
き
る
の
か
の
研
究
方
法
が
見
い
だ
せ
な
い
ま
ま
で
い
る

の
は
先
に
記
し
た
稿
者
の
現
状
で
あ
る
。

　

異
同
を
網
羅
し
て
、「
異
」
な
る
言
語
事
実
と
認
定
し
て
、
実
態
を
羅
列
・

記
述
す
る
道
も
あ
ろ
う

（
１
２
）が

、
稿
者
の
考
え
る
訓
読
語
史
研
究
が
、
当
時
の
訓
読

語
基
調

0

0

を
描
い
て
み
た
い
と
す
る
目
論
見
か
ら
す
れ
ば
、
帰
納
的
な
実
態
記
述

段
階
だ
け
を
最
終
目
的
に
す
る
こ
と
は
、
言
語
事
象
の
網
羅
的
羅
列
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
っ
て
個
別
的
、
平
面
的
な
整
理
・
論
述
に
過
ぎ
な
い
。
訓
読
語
全
体

の
統
合
体
に
対
す
る
質
的
な
分
析
に
は
迫
り
得
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　

以
下
に
は
羅
列
的
な
全
例
の
記
述
を
示
す
こ
と
は
割
愛
す
る
が
、
旧
来
の
如

き
視
点
か
ら
、
全
異
同
例
中
か
ら
訓
読
語
基
調
を
想
定
す
る
上
で
旧
来
の
方
法

に
拠
っ
て
み
る
。
極
め
て
便
宜
的
で
あ
る
が
、
実
例
の
説
明
に
特
徴
的
だ

0

0

0

0

と
思

え
る
事
象
を
恣
意
的
に
取
り
上
げ
て
記
述
し
て
み
る
と
、
以
下
の
様
な
例
が
出

現
す
る
。
な
お
以
下
の
「
則
」
字
の
検
討
は
、
論
語
巻
第
八
の
正
文
も
注
文
も

比
較
対
象
と
す
る
。

　
　

17
、
立タ

テ
ル
と
き
は
則
チ
其
ノ
［
於
］
前マ

ヘ

ニ
參シ

ム

然セ
ン

タ
ル
ヲ
見ミ

ル
［
也
］

（
清
八
18
）
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立タ

テ
ル
とト

キ

ハ
き
は［
則
］、其
ノ［
於
］前
に（
參
然
）タ
ル（
を
）見ミ
（
る
）

（
中
八
17
）

右
の
如
き
「
則
」
字
の
訓
読
法
の
異
同
は
、
両
資
料
で
の
対
立
が
顕
著
で
、
清

八
で
は
、必
ず
片
仮
名
「
チ
」
が
添
え
ら
れ
て
、「
ス
ナ
ハ
チ
」
訓
で
直
読
さ
れ
る
。

一
方
、
中
八
に
は
、
訓
点
の
加
点
が
一
切
無
く
、
不
読
と
し
て
訓
読
さ
れ
て
い

た
と
考
え
て
例
外
が
無
い
。
即
ち
、
同
文
比
較
法
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
両
者

の
違
い
は
、
そ
の
ま
ま
で
、
両
者
の
全
体
に
及
ぼ
す
こ
と
が
出
来
る
。
両
者
の

か
か
る
対
立
は
、
同
文
比
較
法
を
離
れ
て
、
巻
第
八
巻
頭
か
ら
巻
末
ま
で
を
順

次
確
認
し
て
も
、
二
資
料
間
で
の
同
文
比
較
法
で
の
挙
例
に
漏
れ
る
例
が
見
出

せ
な
い
。
即
ち
、「
則
」
の
訓
読
全
て
が
二
資
料
間
で
対
立
的
「
異
」
と
し
て

掬
い
上
げ
ら
れ
て
「
異
」
以
外
の
用
例
が
無
い
。「
則
」
字
の
訓
読
は
、
両
者

間
で
の
訓
読
語
の
差
異
を
印
象
的
に
特
徴
付
け
る
対
立
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る

こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
か
か
る
見
方
の
論
証
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
、
両
巻

第
八
の
同
文
比
較
法
に
よ
る
「
異
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
事
例
の
み
な
ら
ず
、

同
文
比
較
法
が
採
れ
な
い
清
原
本
巻
第
七
、
中
原
本
巻
第
四
を
個
別
に
取
り
上

げ
て
帰
納
し
て
も
、
清
原
家
本
巻
第
七
・
八
の
二
巻
は
必
ず
直
読
さ
れ
、
中
原

本
巻
第
四
・
八
の
二
巻
は
不
読
と
さ
れ
て
例
外
が
無
い
。
即
ち
、
両
者
の
訓
読

語
の
基
底
に
横
た
わ
る
事
象
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
取
り
あ
げ
た
の
は
「
則
」

の
訓
読
法
一
事
象
で
あ
る
が
、
同
文
比
較
法
に
よ
る
「
則
」
の
異
同
の
帰
納
を

以
て
掬
い
上
げ
ら
れ
た
事
象
が
、
そ
の
ま
ま
訓
読
語
基
調
の
対
照
性
を
示
す
事

象
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う

（
１
３
）。

　

一
方
、
両
論
語
巻
第
八
の
訓
読
語
の
異
同
に
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

文
末
表
現
の
一
部
で
あ
る
が
、
両
本
に
お
い
て
同
文
比
較
法
で
掬
い
上
げ
ら
れ

る
比
較
可
能
な
文
末
助
詞「
ゾ
」の
異
同
例
を
、以
下
に
総
て
採
り
上
げ
て
み
る
。

　
　

18
、
然シ

カ

ナ
リ
ト
イ
ハ
多ヲ

ヽ

ク
學マ

ナ

ヒ
テ
［
而
］
識シ

レ
リ
ト
［
之
］
謂イ

フ
ソ

　
　
　
　
［
也

（
不
讀
符
）］（

清
八
10
）

　
　
　
　

然
（
な
）
リ
ト
いイ

フふ
は
多
（
く
）
學
（
ひ
）
而て

識
（
る
）
を
［
之
］

　
　
　
　

謂イ

フ
［
也
］（
中
八
９
）

　
　

19
、
終

ツ
ヰ
ニ

（イ

に
）
成＼

コ
ウ
ヲ
ナ功ス

コ
ト
无ナ

キ
ソ
［
左
、
无
＼
コ
ウ
ナ
ル
コ
ト
ナ

成
功
キ
ソ
］［
也

（
不
讀
符
）］（

清
八
43
）

　
　
　
　

終ツ
イ

にニ

成ナ
ス
コ
トる

こ
と
无
（
し
）［
之
］［
也
］　
（
中
八
44
）

例
19
は
、
中
八
の
「
无
」
字
に
加
点
が
な
い
が
、
平
叙
で
の
終
止
形
で
あ
ろ
う
。

　
　

20
、
志
士
仁
人
其ソ

ノ
身ミ

ヲ
愛ア

イ

セ
不＼

ス

［
左
、
不サ
ル
ソ
］［
也
］（
清
八
28
）

　
　
　
　
○

　

志（
音
）

(

去
）

（（
欠
損
）士

仁
人
）
（

（
欠
損
）其

）
身ミ

ヲを
（
愛
不□

ス

）（
也
）　
（
中
八
27
）

例
20
は
、
中
八
に
欠
損
が
あ
る
が
、「
□
ス
」
の
仮
名
が
残
存
し
て
い
る
の
で
、

平
叙
で
の
終
止
形
で
あ
ろ
う
。
右
の
三
例
は
、
清
八
に
お
い
て
文
末
に
「
ゾ
」

が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
中
八
は
活
用
語
の
終
止
形
で
の
終

止
法
を
採
用
す
る
。
同
文
比
較
例
に
は
、
こ
の
逆
の
例
も
一
例
あ
っ
て
、

　
　

21
、
非ソ

シ
リ
ハ
カ

︳

議
ル
所

（
と
こ
）ロ

无ナ

シ
［
也

（
不
讀
符
）］（
清
八

107
）

　
　
　
　

非ソ
シ
リ
ハ
カ

︳

議
る
所
无
（
き
）
ソ
［
也
］（
中
八

124
）

例
21
は
、
例
18
か
ら
20
の
三
例
と
は
、
逆
の
対
応
を
示
す
。
ま
た
、

　
　

22
、
黨
ハ
○
　

助
（
去
）
ソ
［
也
］（
清
八
48
）

　
　
　
　

黨
は
○

　

助（
去
）

（
音
）

［
也
］。（
中
八
50
）

　
　

23
、
文
︱

子
武
子
○

　

悼タ
ウ
（
去
）
子
平
子
ソ
［
也
］（
清
八

109
）

　
　
　
　

文
子
は
・
武
子
・
○

　

悼タ
ウ
（
去
）
子
・
平
︱

子
［
也
］（
中
八

127
）

　
　

24
、
子
（
の
）
曰
（
く
）
席セ

キ

ソ
［
也
］　

皆ミ
ナ
︱
○

　

坐サ
（
去
）
ス
。（

清
八
76
・
正
文
）

　
　
　
　

子
（
の
）
曰
（
く
）・
席
［
也
］・
皆
・
○

　

坐サシ
ヌ（
去
）
す
［
イ
、
坐ヲ

リ
］
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（
中
八
84
）

例
22
か
24
ま
で
は
、
清
八
で
は
「
ゾ
」
を
使
用
す
る
が
、
中
八
は
体
言
止
め
と

す
る
。
な
お
、
例
24
は
、
正
文
の
用
法
で
あ
る
。
ま
た
、
例
24
の
対
照
で
は
、

中
八
は
、「
席
」
の
訓
読
で
は
、
中
止
で
あ
っ
て
文
末
に
な
っ
て
い
な
い
例
で

あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
逆
の
例
も
あ
っ
て
、

　
　

25
、
宴
樂
ハ
沈チ

ム

荒クワ
ウ

淫イ
ム
ト
ク瀆

○
　

（
入
）［
也
］（
清
八

115
）

　
　
　
　

宴エ
ン

樂
は
沈チ

ム　
○ 

（
平
）
︱

荒
ク
ワ
ウ　

○ 

（
平
）
淫
︱

瀆
○

　

（
入
）［
イ
、淫イ
ン

〽
ナ
ル
ソ
瀆ト

ク
○

　

（
入
輕
）

　
　
　
　

ナ
ル
ソ
］［
也
］（
中
八

135
）  

清
八
は
体
言
止
め
、
中
八
は
清
八
の
如
き
体
言
止
め
の
文
末
と
、
異
読
に
示
し

た
「
ゾ
」
文
末
と
が
現
れ
る
。
な
お
、「
淫イ

ン

〽
ナ
ル
ソ
」
の
表
現
に
は
、
庵
点

が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
、
抹
消
し
た
訓
読
法
で
あ
ろ
う
。

　
　

26
、　
○

爼
（
上
）
︱
○

豆
（
去
）
ハ
礼
ノ　　（

う
つ
は
）モ
ノ

器ウ
ツ
ハ
モ
ノ
　

な
り
［
也

（
不
讀
符
）］（

清
八
３
）

　
　
　
　
　

爼
豆
（
は
）
礼
の
器
ソ
（
中
八
２
）

　
　

27
、
尊
︱

貴
ヲ
恃タ

ノ

ム
テ
以モ

テ
自ミ

ツ
カラ
恣

ホ
シ
ン
マ
ヽナ
リ
［
也
］（
清
八

114
）

　
　
　
　

尊
貴
を
恃タ

ノ

ム
て
以
て
自
ラ
・ホ
シ（
い
ま
ゝ
）

恣ホ

な
る
ソ
［
也
］（
中
八

134
）

右
の
例
は
、
文
末
の
指
定
の
語
の
、
両
資
料
共
に
有
標
で
の
異
な
り
で
、
清
八

が
「
ナ
リ
」
に
対
し
て
中
八
は
「
ゾ
」
と
あ
る
異
同
で
あ
り
、
例
18
か
ら
20
ま

で
と
例
22
か
ら
24
等
と
は
逆
対
応
の
例
で
あ
る
。
右
の
例
26
・
27
か
ら
の
異
同

で
は
、
平
叙
終
止
対
「
ゾ
」
表
現
と
か
、
体
言
止
め
対
「
ゾ
」
表
現
の
対
立
で

は
な
い
。
共
に
文
末
に
指
定
の
語
が
現
れ
て
、
清
八
が
「
ナ
リ
」
の
文
末
の
指

定
表
現
を
採
る
の
に
対
応
し
て
、
中
八
に
は
指
定
表
現
と
し
て
は
終
助
詞
「
ゾ
」

を
採
る〝
一
方
向
〟で
し
か
現
れ
な
い
か
ら
、同
文
比
較
法
と
言
う
方
法
論
で
は
、

清
八
「
ナ
リ
」
対
中
八
「
ゾ
」
と
し
た
文
末
の
指
定
の
語
の
選
択
に
、
対
照
的

な
差
が
あ
る
と
言
う
推
論

0

0

が
浮
か
び
上
が
り
か
ね
な
い
。

　

実
は
、同
文
異
同
法
に
よ
ら
ず
、両
資
料
の
全
体
に
目
配
り
す
れ
ば
、清
八
も
、

用
例
18
・
19
で
は
、
終
助
詞
「
ゾ
」
も
現
れ
る
し
、

　
　
　

28
、
子
（
の
）
曰
（
く
）
階ハ

シ

ソ
［
也
］　
（
清
八
76
）

　
　
　
　
　

子
（
の
）
曰
（
く
）・
階ハ

シ
（
訓
）
ソ
［
也
］。（
中
八
83
）　

と
し
た
指
定
の
文
末
助
詞
「
ゾ
」
を
採
る
例
は
複
数
指
摘
で
き
る
（
こ
の
場
合
、

中
八
も
同
じ
文
末
指
定
表
現
に
は
「
ゾ
」
を
採
っ
て
、
同
文
比
較
法
に
拠
っ
て
は
「
異
」
と
し
て
は

掬
い
上
げ
ら
れ
な
い
）。

　

逆
に
、

　
　
　

29
、
軍
旅
ハ
末ス（

ゑ
）（
の
）
事
ナ
リ　
（
清
八
４
）

　
　
　
　
　

軍
旅
（
は
）
末ス

ヘ

ノ
事
（
訓
）
な
り　
（
中
八
３
）

の
如
く
中
八
で
も
指
定
の
助
動
詞
「
ナ
リ
」
文
末
を
採
る
例
は
、
い
く
ら
も
存

在
す
る
。
即
ち
、
同
文
比
較
法
に
よ
る
異
同
と
し
て
掬
い
上
げ
ら
れ
る
用
例
だ

け
で
は
、
両
資
料
の
訓
読
語
の
質
的
な
差
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
異
」

と
「
同
」
と
を
含
め
た
訓
読
語
全
体
に
目
配
り
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
う
こ
と

に
な
ろ
う
。

　

更
に
、
右
の
例
18
か
ら
例
27
ま
で
の
異
同
例
を
集
計
し
て
、「
清
八
に
特
有

な
６
文
末
に
み
え
る
「
ゾ
」
に
対
し
て
、
中
八
に
は
４
文
末
の
「
ゾ
」
が
特
有

で
あ
る
」。
と
し
た
帰
納
的
な
記
述
が
導
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
帰
納
か
ら
「
清
八
は
量
的
な
纏
め
と
し
て
、「
ゾ
」
文
末
が
盛
ん
な
傾
向

に
あ
る
」
と
い
う
解
釈
は
、
実
際
に
は
、
右
の
例
21
・
26
・
27
の
例
も
存
し
て

い
る
か
ら
、
難
し
い
で
あ
ろ
う
と
判
ぜ
ら
れ
る—

大
凡
、
何
例
以
上
の
差
が
有

れ
ば
、
と
か
、
ど
れ
だ
け
の
比
率
の
差
が
有
れ
ば
有
意
で
あ
る
と
す
る
の
か
根

拠
そ
の
も
の
が
薄
弱
で
あ
る
が
。
そ
も
そ
も
、「
異
」
な
る
対
比
で
は
、
以
上

の
数
量
的
差
が
出
る
が
、「
同
」
の
部
分
に
も
目
を
向
け
「
同
」
を
加
味
し
て
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集
計
す
れ
ば
、
清
八
に
「
ゾ
」
文
末
は
十
七
箇
所
（「
ゾ
＋
ヤ
」
一
例
を
含
む
）、

中
八
に
は
十
四
箇
所
（「
ゾ
＋
ヤ
」
一
例
を
含
む
）（
箇
所
と
は
、
一
箇
所
の
文
末
に

複
数
の
「
ゾ
」
文
末
が
現
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
か
か
る
単
位
と
し
た
。
ま
た
、
中
八
の
破

損
箇
所
に
対
応
す
る
異
同
三
例
は
加
味
し
て
居
な
い
）
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
出
現
状
況
か
ら
は
、
更
に
量
的
比
率
の
差
が
縮
ま
っ
て
、
清
八
と
中
八
と

の
本
質
的
な
対
立
的
言
語
事
象
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
べ
き
解
釈
に
落
ち
着

く
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

右
に
立
て
た
二
種
の
推
論
（
例
26
・
27
を
も
と
に
清
八
に
は
「
ナ
リ
」
文
末

が
盛
ん
で
、
中
八
は
そ
れ
に
対
し
て
「
ゾ
」
文
末
を
採
用
す
る
と
い
う
推
論
と
、

両
資
料
に
は
差
が
な
い
と
解
釈
す
る
推
論
）
は
、
相
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
右
の
二
種
の
推
論
は
、
両
論
語
巻
第
八
に
対
す
る
処
理
の
方
法
、
即

ち
同
文
比
較
法
の
み
を
採
用
し
て
解
釈
を
施
す
か
、
異
同
に
関
わ
ら
ず
論
語
巻

第
八
と
い
う
資
料
全
体
の
文
末
表
現
た
る
言
語
事
象
を
帰
納
、
体
系
化
し
て
比

較
す
る
方
法
に
拠
る
か
と
い
う
採
用
し
た
方
法
の
違
い
に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ

る
訓
読
語
の
像
と
が
異
な
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
方

法
的
に
は
同
じ
、
同
文
比
較
法
を
採
っ
て
も
、
相
反
す
る
推
論
が
成
立
す
る
場

合
が
あ
る
。
異
な
っ
た
訓
読
語
像
が
描
か
れ
る
背
景
に
は
、
分
析
に
採
用
し
た

方
法
論
そ
の
も
の
の
違
い
も
あ
る
と
説
い
た
が
、
採
用
し
た
同
様
な
同
文
比
較

の
方
法
論
に
よ
っ
て
掬
い
上
げ
ら
れ
た
異
同
例
を
分
類
整
理
す
る
場
合
、
整
理

さ
れ
る
異
同
分
類
の
集
合
の
規
模
を
ど
こ
ま
で
広
げ
て
一
類
を
設
定
す
る
か
、

あ
る
い
は
、
逆
に
細
分
化
す
る
か
と
言
っ
た
研
究
者
側
の
研
究
姿
勢
、
訓
読
語

観
の
違
い
が
横
た
わ
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

　

即
ち
、
同
じ
方
法
論
で
あ
る
同
文
比
較
に
よ
っ
て
掬
い
上
げ
ら
れ
る
「
異
」

の
用
例
の
み
を
基
礎
的
根
本
資
料
と
し
て
も
、
終
助
詞
「
ゾ
」
に
関
連
す
る
全

て
を
広
く
等
し
並
み
に
一
括
し
て
扱
う
方
向
で
類
を
設
定
し
解
析
す
れ
ば
、
清

八
が
「
ゾ
」
文
末
を
採
る
例
と
同
じ
く
清
八
で
「
ゾ
」
を
採
ら
な
い
例
と
が
併

存
し
て
現
れ
て
、
片
方
の
訓
読
語
に
偏
倚
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
釈
さ
れ
よ

う
。
さ
す
れ
ば
、
か
か
る
「
ゾ
」
文
末
に
関
連
す
る
事
象
は
、
訓
読
語
の
異
同

を
説
明
す
る
事
象
に
は
成
り
得
な
い
と
判
断
し
、
論
述
に
お
い
て
保
留
す
る
か
、

検
討
対
象
外
と
し
て
除
外
す
る
か
の
道
を
採
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

同
じ
同
文
比
較
法
を
採
っ
て
対
象
の
一
々
の
事
象
が
総
て
右
の
場
合
と
重
な

る
と
し
て
も
、
①
「
ゾ
」
文
末
（
清
八
）
⇄
活
用
語
平
叙
終
止
（
中
八
）〈
逆

対
応
の
例
外
あ
り
〉、
②
「
ゾ
」
文
末
⇄
体
言
止
め
〈
逆
対
応
の
例
外
あ
り
〉、

③
「
ナ
リ
」
文
末
⇄
「
ゾ
」
文
末
と
三
種
の
集
合
に
「
異
」
を
細
分
化
し
て
分

類
す
れ
ば
、
同
文
比
較
法
と
い
う
方
法
論
の
範
囲
内
で
掬
い
上
げ
ら
れ
た
例
外

の
な
い
顕
著
な
例
は
、
③
の
分
類
が
該
当
す
る
と
論
じ
て
そ
の
方
向
性
を
記
述

し
て
も
、
同
文
比
較
法
内
に
留
ま
る
限
り
で
は
矛
盾
が
起
き
る
こ
と
は
な
い
。

　

し
か
し
、
同
文
比
較
法
の
限
界
を
自
覚
す
れ
ば
、
同
文
比
較
法
の
み
の
方
法

論
を
離
れ
て
、
右
の
推
論
を
検
証
す
る
方
法
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
同
文
比
較
法

に
よ
っ
て
問
題
と
し
て
炙
り
出
さ
れ
た
事
象
を
、
二
種
の
論
語
巻
第
八
の
訓
読

語
全
体
に
還
元
し
て
位
置
づ
け
直
し
て
み
る
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
が
次
節
に
説

こ
う
と
す
る
一
統
合
体
の
訓
読
語
資
料
の
全
体
か
ら
、
体
系
的
整
理
を
経
て
、

複
数
の
資
料
間
の
訓
読
語
の
質
を
比
較
し
よ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る
。

　
　
　

六
、
同
文
比
較
法
を
脱
し
て

　

前
節
ま
で
の
同
文
比
較
法
に
よ
る
「
異
」
に
拘
っ
て
解
釈
を
施
し
た
言
語
事

象
に
関
し
て
は
、
量
的
な
傾
向
の
把
握
を
越
え
て
は
、
訓
読
語
の
像
が
描
け
な

い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
と
思
う
が
、
こ
の
量
的
な
差
を
超
え
た
、
訓
読
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語
研
究
上
に
描
く
べ
き
訓
読
語
の
質
的
な
差
は
、
い
か
に
し
て
描
く
方
途
が
あ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

前
節
は
、
同
文
比
較
法
に
は
、
方
法
的
限
界
が
あ
る
と
示
す
こ
と
を
目
的
に

用
例
に
則
し
て
論
じ
て
き
た
。
同
文
比
較
法
の
み
か
ら
脱
し
て
、
論
語
巻
第
八

の
訓
読
語
全
体

0

0

に
亙
っ
て
一
資
料
の
訓
読
語
の
体
系
記
述
と
い
う
観
点
か
ら
方

法
論
を
吟
味
し
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思

う
。

　

以
下
に
示
し
た
の
は
、
論
語
巻
第
八
の
全
体
に
目
配
り
し
た
上
で
、
注
文
部

0

0

0

分0

に
限
定
し
て
の
文
末
表
現
体
系
の
計
量
的
集
計
で
あ
る
（
文
末
の
整
理
で
は
、

最
文
末
一
語
の
集
計
を
行
っ
た
。
ま
た
、
用
例
の
採
用
に
は
、
並
記
訓
は
合
点
付
、
ま
た
は
、

右
傍
訓
に
限
定
し
た
。
ま
た
、
中
八
に
は
本
文
に
破
損
部
分
が
多
く
、
必
然
的
に
清
八
よ
り

も
集
計
対
象
箇
所
は
少
な
い
）。

　
　
　
　

高
山
寺
本
論
語
巻
第
八
注
文
の
文
末
表
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
八　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
八

　

動
詞
（
終
止
形
） 

71 

68

　

形
容
詞
（
終
止
形
） 

９ 
９

　
　

助
動
詞

　

し
む
（
終
止
形
） 

３ 

２

　

む
（
終
止
形
） 

２ 

１

　

な
り
（
終
止
形
） 

27 

24

　

た
り
（
指
定
・
終
止
形
） 

１ 

１

　

ず
（
終
止
形
） 

28 

24

　

つ
（
終
止
形
） 

０ 

１

　

ぬ
（
終
止
形
） 

３ 

２

　

た
り
（
完
了
・
終
止
形
） 

５ 

７

　

り
（
終
止
形
） 

４ 

４

　

べ
し
（
終
止
形
） 

７ 

６

　

ご
と
し
（
終
止
形
） 

３ 

３

　
　

助
詞

　

ぞ 

15 

11

　

ら
く
の
み 

３ 

２

　

ま
く
の
み 

０ 

１

　

や 

１ 

１

　

体
言
止
め 

28 

26

右
の
計
量
的
な
比
較
で
は
、
同
文
比
較
法
と
言
う
研
究
方
法
で
は
決
着
の
付
け

が
た
い
、
前
節
に
示
し
た
可
能
性
、
即
ち
、
清
八
に
「
ナ
リ
」
が
多
用
さ
れ
、

中
八
に
「
ゾ
」
が
対
応
す
る
よ
う
な
量
的
傾
向
の
見
方
は
、
成
立
し
な
い
で
あ

ろ
う
事
が
明
確
に
知
ら
れ
る
。
同
一
の
論
語
巻
第
八
と
い
う
漢
文
の
範
囲
で
し

か
な
い
の
で
、
必
然
的
に
大
き
な
偏
り
は
見
出
せ
な
い
が
、
中
八
の
文
末
表
現

体
系
の
方
が
僅
か
に
広
く
、
相
対
的
に
は
清
八
の
数
値
に
若
干
の
量
的
偏
り
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
右
に
残
し
た
、
論
語
巻
第
八
の
正
文

0

0

の
文
末
体
系
を
整
理
し
て
、

計
数
を
示
し
て
み
る
。

　
　
　
　

論
語
巻
第
八
正
文
の
文
末
表
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
八　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
八

　

動
詞
（
終
止
形
） 

97 

93

　
　
　
　
（
連
体
形
） 

０ 

１

　
　
　
　
（
命
令
形
） 

５ 

３
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形
容
詞
（
終
止
形
） 

14 

18

　
　
　
　
（
命
令
形
） 

２ 

３

　
　

助
動
詞

　

し
む
（
終
止
形
） 

１ 

０

　

む
（
終
止
形
） 

３ 

５

　
　
　
（
連
体
形
） 

３ 

０

　

な
り
（
終
止
形
） 

14 

15

　

ず
（
終
止
形
） 

28 

31

　
　
　
（
連
体
形
） 
２ 

０

　
　

あ
ら
ず
（
終
止
形
） 
２ 

２

　

じ
（
終
止
形
） 

１ 

１

　

き
（
終
止
形
） 

２ 

２

　

つ
（
終
止
形
） 

４ 

４

　

ぬ
（
終
止
形
） 

２ 

３

　

た
り
（
完
了
・
終
止
形
） 

３ 

３

　

り
（
終
止
形
） 

６ 
10

　

べ
し
（
終
止
形
） 

３ 
３

　

ご
と
し
（
終
止
形
） 

２ 

０

　
　

助
詞

　

ぞ 

２ 

２

　

ら
く
の
み 

２ 

３

　

ま
く
の
み 

１ 

０

　

か 

６ 

７

　

や 

８ 

９

　

か
な 

７ 

７

　

体
言
止
め 

１ 

４

　

こ
と
を
（
倒
置
文
末
） 

０ 

１

以
上
の
整
理
の
一
覧
か
ら
は
、
清
八
と
中
八
と
の
訓
読
（
語
）
の
異
同
を
も
含

み
込
ん
で
い
る
た
め
、
同
文
比
較
法
で
の
「
異
」
が
、
各
用
例
条
項
の
両
資
料

の
用
例
数
の
数
量
的
差
と
し
て
も
現
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、

文
末
の
用
語
に
清
八
特
有
語
や
中
八
特
有
語
が
存
す
る
こ
と
が
解
る
。
こ
の
特

有
語
と
し
た
訓
読
語
の
質
に
関
す
る
解
釈
の
付
与
も
、
同
文
比
較
法
だ
け
の
研

究
法
で
は
「
同
」
部
分
に
両
資
料
に
現
れ
る
可
能
性
を
捨
て
き
れ
な
い
た
め
埋

没
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
っ
て
、
同
文
比
較
法
を
脱
し
た
全
文
末
表
現
の
対

比
よ
っ
て
初
め
て
実
証
性
高
く
論
ず
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

右
の
全
体
系
に
目
を
配
っ
た
一
覧
表
で
の
整
理
で
は
な
く
て
、
同
文
比
較
法

の
み
に
よ
っ
て
掬
い
上
げ
ら
れ
る
文
末
表
現
の
異
同
だ
け
に
限
定
し
て
考
え
て

み
よ
う
と
す
る
場
合
も
、
同
文
比
較
法
に
よ
っ
て
の
み
掬
い
上
げ
ら
れ
た
異
な

り
事
象
を
基
に
、
同
文
比
較
法
で
掬
い
上
げ
ら
れ
る
例
に
つ
い
て
、
あ
る
一
方

向
だ
け
の
傾
向
し
か
示
さ
な
い
と
し
て
取
り
纏
め
統
合
し
て
も
、
常
に
全
体
の

訓
読
語
の
中
で
そ
の
傾
向
性
の
持
つ
意
味
を
問
わ
ね
ば
、
実
体
的
訓
読
語
基
調

は
求
め
ら
れ
な
い
。
即
ち
、
従
来
の
同
文
比
較
の
方
法
か
ら
は
か
か
る
「
異
」

が
あ
る
の
だ
と
い
う
記
述
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
一
資
料
の
訓
読
語
の
中

で
特
有
な
事
象
か
、「
同
」
の
部
分
に
は
共
通
に
出
現
す
る
事
象
な
の
か
の
調

査
を
経
な
け
れ
ば
、
量
的
傾
向
で
し
か
な
い
の
か
、
質
的
な
差
異
で
あ
る
の
か

の
位
置
づ
け
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
て
、
常
に
、
研
究
上
の
不
安
が
付
き

ま
と
う
こ
と
と
な
る
。

　

右
は
、
数
量
的
な
一
覧
整
理
の
み
で
あ
る
が
、
文
末
の
表
現
体
系
と
し
て
整
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理
し
た
場
合
、
出
現
す
る
文
末
の
表
現
項
目
の
差
異
や
、
用
例
数
か
ら
清
八
と
、

中
八
の
訓
読
語
文
末
表
現
の
質
的
な
偏
り
が
、
初
め
て
記
述
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
同
文
比
較
法
に
お
い
て
は
漠
然
と
し
た
多
様
性

し
か
示
さ
な
い
各
事
象
が
統
合
さ
れ
て
、
同
文
比
較
に
よ
っ
て
掬
い
上
げ
ら
れ

た
各
異
な
り
が
、
訓
読
文
の
表
現
体
系
内
で
ど
の
よ
う
な
意
味
づ
け
が
可
能
な

の
か
、
そ
こ
で
初
め
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　

七
、
同
文
比
較
法
で
は
描
き
難
い
一
統
体
中
の
訓
読
語
の
文
体
差

　

同
文
比
較
法
の
み
に
よ
る
検
討
で
は
、
描
き
き
れ
な
い
の
が
一
資
料
中
の
文

体
差
の
様
相
で
あ
ろ
う
。
同
文
比
較
を
、
前
節
に
集
計
し
た
視
点
の
如
く
、
正

文
と
注
文
に
別
っ
て
行
っ
て
も
、
異
同
の
「
同
」
な
る
部
分
も
問
題
に
し
な
け

れ
ば
両
者
の
質
的
差
は
描
け
な
い
。

　

両
資
料
を
合
わ
せ
て
、
注
文
の
文
末
は
十
八
語
（
事
象
）
で
あ
る
が
、
正
文

の
文
末
は
二
十
八
語
（
事
象
）
が
出
現
し
て
、
正
文
の
文
末
表
現
体
系
の
豊
か

さ
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
計
数
に
よ
っ
て
現
れ
た
全
体
は
、
両
資
料
間
の
訓

読
語
の
傾
向
的
差
（
量
的
差
）
の
問
題
で
は
な
く
、
表
現
体
系
の
質
そ
の
も
の

が
異
な
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
正
文
に
お
い
て
は
、
テ
ン

ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
の
助
動
詞
「
き
」、「
つ
・
ぬ
・
た
り
・
り
」、
活
用
語
の
ム
ー

ド
で
は
終
止
形
終
止
法
・
連
体
形
終
止
法
や
命
令
形
に
よ
る
終
止
、
モ
ダ
リ
テ
ィ

に
関
す
る
表
現
体
系
、
終
助
詞
の
出
現
語
種
や
倒
置
表
現
が
正
文
文
末
の
特
徴

と
し
て
整
理
で
き
る
。
そ
の
表
現
性
は
、
注
文
に
比
べ
て
明
ら
か
に
質
的
に
複

雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
例
え
ば
、
倒
置
表

現
は
、
中
八
に
特
有
な
訓
読
法
で
、
同
文
比
較
法
に
よ
っ
て
も
拾
い
出
せ
る
事

項
で
あ
る
が
、
両
資
料
の
文
末
表
現
体
系
の
中
に
お
い
て
捉
え
直
せ
ば
、
用
例

は
一
条
の
み
で
は
あ
る
が
、清
八
で
は「
同
」な
る
部
分
に
も
現
れ
な
い
事
象
で
、

中
八
の
正
文
の
多
様
な
表
現
を
支
え
る
特
徴
を
指
し
示
す
指
標
た
り
得
る
こ
と

が
理
解
さ
れ
る
。

　

右
の
文
末
と
い
う
視
点
以
外
に
、
同
文
比
較
法
で
の
異
同
か
ら
出
発
す
れ
ば
、

例
え
ば
、

　
　

30
、
陳　
○
（
平
）
ニ
在ア

テ
糧カ

テ

絶タ

ヘ
ヌ
。（
清
八
５
）

　
　
　
　

陳　
○
（
平
）
に
在マ

シ
て
粮カ

テ
（
訓
）
絶タ

エ
ヌ
。（
中
八
４
）

な
ど
は
、
実
字
の
付
訓
体
系
も
、
待
遇
表
現
の
視
点
か
ら
の
両
資
料
全
体
の
内

で
の
体
系
的
検
討
を
経
て
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
し
、

　
　

31
、
非ヒ

ヲ
爲ス

ル
カ
如コ

ト

キ
ニ
ア
ラ
不
［
也ヽ
（
不
讀
符
）］（
清
八
９
）

　
　
　
　

非
（
音
）
を
爲ス
す

るル

カか
如
（
く
）
ナ
ラ
不
［
也
］（
中
八
８
）

な
ど
、
語
形
の
変
化
の
歴
史
を
内
包
す
る
で
あ
ろ
う
例
が
存
し
、
同
文
比
較
法

を
脱
し
て
、
か
か
る
視
点
で
清
八
・
中
八
の
訓
読
語
全
体
を
表
現
体
系
と
し
て
、

変
化
語
形
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
を
見
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
る
異
同
事
象
も
あ
る
。

　

同
文
比
較
法
を
新
た
な
研
究
法
開
拓
の
道
具

0

0

（
ツ
ー
ル
）
と
し
て
位
置
づ
け
、

同
文
比
較
法
に
よ
っ
て
掬
い
上
げ
ら
れ
る
言
語
事
象
の
「
異
」
か
ら
研
究
を
出

発
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
同
文
比
較
と
い
う
方
法
は
、
今
後
も
漢

文
訓
読
語
史
に
お
い
て
十
二
分
に
機
能
す
る
方
法
で
あ
ろ
う
と
認
め
ら
れ
る
。

同
文
比
較
法
に
よ
っ
て
現
れ
た
一
事
象
に
研
究
の
焦
点
を
絞
り
込
み
、
一
資
料

の
訓
読
語
全
体
還
元
し
て
、
そ
の
一
事
象
に
関
わ
る
言
語
事
象
の
体
系
化
を
行

う
糸
口
を
見
い
だ
す
極
め
て
有
用
な
方
法
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
検
討
を
経
て
、
各
要
素
を
一
々
具
体
的
な
資
料
内
に
還
元
し
て
、
同
文

比
較
法
に
よ
っ
て
現
れ
た
「
異
」
を
事
象
毎
に
段
階
化
、
組
織
化
し
て
、
全
異
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同
例
の
体
系
的
な
構
築
を
模
索
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
質
の
問
題
と
し
て
捉

え
る
に
は
、「
異
」
と
し
て
整
理
さ
れ
る
個
別
個
別
の
事
象
だ
け
の
問
題
を
越

え
て
、
全
体
と
し
て
の
訓
読
語
基
調
が
、
ど
の
よ
う
な
方
向
性
を
持
っ
て
対
立

し
て
い
る
の
か
を
再
構
築
し
た
上
で
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
が
、
果
た
し
て
、

多
種
多
様
な
異
同
の
統
合
に
よ
る
再
構
築
が
可
能
で
あ
る
か
否
か
は
、
本
試
論

を
脱
し
て
、
今
後
の
方
法
論
の
開
拓
と
、
実
証
的
実
践
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。

　

研
究
史
に
お
い
て
、
一
足
飛
び
に
鳥
瞰
的
に
俯
瞰
す
る
研
究
目
的
が
先
行
し

た
た
め
に
措
い
て
来
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
量
的
に
寡
少
な
言
語
事
象
の
例
外

や
、
解
釈
が
与
え
ら
れ
な
い
が
た
め
に
留
保
さ
れ
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
切

り
捨
て
ら
れ
た
言
語
事
象
の
一
々
を
掘
り
起
こ
さ
ね
ば
、
従
来
の
研
究
を
乗
り

越
え
る
事
は
、
到
底
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
同
様
に
研
究
目
的

に
沿
わ
ず
切
り
捨
て
ら
れ
て
き
た
訓
読
語
資
料
の
再
評
価
も
ま
た
、
同
様
に
大

き
な
課
題
で
あ
る
。
即
ち
、
漢
文
訓
読
語
の
概
観
を
描
か
ん
が
た
め
に
顧
み
ら

れ
な
か
っ
た
事
象
を
掬
い
上
げ
、
そ
の
訓
読
語
と
し
て
の
意
味
解
明
の
た
め
の

方
法
論
を
開
拓
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
鳥
瞰
図
に
お
け
る
矛
盾
を
明
快

に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
今
ま
で
に
描
か
れ
て

き
た
漢
文
訓
読
語
の
姿
を
刷
新
す
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
課
題
と
し
て
の
訓
読
語
事
象
一
々
の
右
の
よ
う
な
再
検
討

は
、
今
後
に
委
ね
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
概
観

的
鳥
瞰
図
の
立
脚
基
盤
を
点
検
す
る
課
題
は
山
積
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
垂
直
的
深
化
思
考
と
名
付
け
た

（
１
４
）が
、
研
究
の
足
下
の
危
う
さ
を
乗
り
越

え
る
た
め
に
は
、
従
来
の
説
明
に
矛
盾
す
る
一
事
象
一
事
象
の
検
討
を
丹
念
に

重
ね
る
べ
き
で
、一
朝
一
夕
で
は
、解
決
し
得
な
い
。
地
道
な
視
点
か
ら
、再
度
、

方
法
論
の
点
検
を
行
っ
て
積
み
上
げ
直
す
べ
き
研
究
は
、
あ
る
い
は
、
限
り
が

な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　

稿
者
が
設
定
し
よ
う
と
す
る
仏
書
の
訓
読
語
基
調
と
い
う
当
時
の
人
間
の
認

識
に
迫
っ
て
み
よ
う
と
す
る
目
論
み
自
体
も
、
根
本
的
に
か
か
る
概
念
や
研
究

そ
の
も
の
が
成
立
し
う
る
の
か
、
ま
た
、
証
明
が
可
能
な
方
法
が
あ
る
の
か
ど

う
か
の
検
証
も
含
め
て
、
今
後
、
一
基
調
と
設
定
す
る
資
料
の
規
模
の
大
き
さ
、

レ
ベ
ル
（
一
基
調
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
の
可
能
な
検
討
対
象
資
料
の
段
階
的

カ
テ
ゴ
リ
ー
）
の
問
題
や
、
当
時
の
「
言
語
主
体
の
認
識
」
に
近
づ
く
方
法
が

模
索
で
き
る
の
か
な
ど
、
検
証
・
思
索
を
重
ね
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
本
稿
は
、
正
に
試
論
の
域
を
で
て
は
い
な
と
自
覚
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
稿
者
が
示
し
た
か
っ
た
の
は
、
今
、
現
時
点
に
お
い
て
俯
瞰
す
れ
ば

研
究
史
上
採
ら
れ
た
研
究
姿
勢
は
極
め
て
良
く
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
方
法
論
の
開
拓
に
よ
っ
て
深
ま
る
こ
と
が
今
後
の
漢
文
訓
読
語
史
研
究
の

向
か
う
方
向
で
あ
る
の
な
ら
、
今
ま
で
研
究
の
必
要
上
、
全
体
像
を
鳥
瞰
せ
ん

が
た
め
に
除
外
さ
れ
た
言
語
事
象
の
諸
断
片
、
切
り
捨
て
ら
れ
た
資
料
を
今
一

度
す
く
い
上
げ
て
見
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
の
主
張
で
あ
る
。
先
学
の
研
究
に
学

問
的
な
批
判
を
加
え
る
こ
と
が
、
漢
文
訓
読
語
史
研
究
の
健
全
な
活
性
を
目
指

す
こ
と
に
な
ろ
う
と
い
う
、
謂
わ
ば
、
極
常
識
的
な
こ
と
に
属
す
る
結
論
な
の

か
も
知
れ
な
い
。
一
言
で
言
え
ば
、
新
た
な
方
法
論
を
模
索
し
て
漢
文
訓
読
語

史
研
究
に
お
け
る
〝
脱
構
築
〟
を
、
更
に
は
〝
再
構
築
〟
を
目
指
す
べ
き
で
あ

る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
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同
文
比
較
法
の
立
脚
基
盤
と
な
る
推
論
に
論
理
学
的
誤
謬
が
あ
る
と
す
れ

ば
、「
安
易
な
一
般
化
」
と
言
わ
れ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
即
ち
、
同
文
比

較
の
異
同
な
る
も
の
の
、「
異
」
な
る
も
の
は
取
り
上
げ
て
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
れ
が
即
、
訓
読
語
全
体
に
敷
延
さ
れ
て
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
て
き
た
節
が
あ
る
。

「
同
」
な
る
も
の
へ
の
研
究
の
視
野
の
広
が
り
が
欠
落
し
て
い
た
の
で
は
無
か

ろ
う
か
。
ま
た
、
少
な
く
と
も
「
異
」
と
し
て
出
現
す
る
比
較
実
態
の
多
様
さ

を
秩
序
立
て
る
た
め
に
は
、
個
々
の
「
異
」
事
象
を
個
別
に
掘
り
下
げ
て
み
て
、

統
合
化
・
体
系
化
し
て
、
従
来
の
研
究
を
批
判
的
に
〝
再
構
築
〟
し
て
み
る
必

要
が
あ
ろ
う
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

過
去
の
漢
文
訓
読
語
史
研
究
に
、
同
文
比
較
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
は
、

本
稿
に
記
し
た
「
訓
読
法
の
差
が
現
れ
る
は
ず
だ
」
と
い
う
〝
思
い
つ
き

（
１
５
）〟

か

ら
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
研
究
史
は
、
同
文
比
較
の
方
法
を
、
多
方
面
の

資
料
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
横
へ
の
水
平
的
な
拡
張
は
見
せ
た
が
、
方
法
的
な

欠
陥
に
対
す
る
批
判
が
充
分
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
文
比
較
法
で
導

き
出
さ
れ
た
個
々
多
様
な
異
同
全
て
に
目
配
り
し
て
一
足
飛
び
に
は
統
括
的
に

説
明
で
き
な
い
以
上
、
そ
の
方
法
的
陥
穽
を
自
覚
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上

で
、
そ
の
多
様
な
帰
納
的
記
述
を
も
と
に
、
更
に
作
業
仮
説
と
し
て
の
推
論
を

行
う
べ
き
で
、
新
た
な
方
法
論
の
意
図
的
、
垂
直
的
な
深
化
思
考
へ
の
指
向
が

必
要
で
あ
る
。
漢
文
訓
読
語
史
研
究
に
お
け
る
同
文
比
較
法
を
全
く
否
定
し
よ

う
と
す
る
訳
で
は
な
い
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
。
同
文
比
較
法
は
、
多
く
の
断

片
を
産
み
出
す
。
方
法
的
陥
穽
に
気
付
か
ず
、
そ
の
「
異
」
だ
け
で
体
系
的
な

研
究
が
目
指
せ
る
と
し
た
甘
い
幻
想
は
捨
て
る
べ
き
で
あ
る
が
、
比
較
に
よ
っ

て
導
か
れ
る
〝
異
同
〟
の
断
片
は
、
確
か
に
、
研
究
方
法
上
の
推
論
を
導
い
て

く
れ
る
重
要
な
道
標
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。

　

本
稿
は
、
同
文
比
較
法
だ
け

0

0

に
よ
っ
て
一
研
究
を
完
結
し
よ
う
と
し
て
も
、

見
込
み
と
は
こ
と
な
っ
た
非
常
に
大
き
な
陥
穽
が
あ
る
と
い
う
、
過
去
四
十
年

余
も
批
判
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
同
文
比
較
法
批
判
で
あ
る
。

　

あ
る
い
は
、
か
か
る
問
題
は
、
先
学
の
個
々
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
史
に
お

い
て
は
、
既
に
自
己
の
中
で
完
結
さ
れ
た
事
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
も
思
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
文
章
化
す
る
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
の
価
値
が
あ
る
の
か
極
め
て

心
許
な
い
。
漢
文
訓
読
語
史
研
究
に
研
究
の
主
軸
を
置
か
ぬ
人
々
か
ら
す
れ
ば
、

演
繹
的
に
さ
え
使
わ
れ
て
き
た
四
十
余
年
前
に
唱
え
ら
れ
た
法
則
、
ま
た
そ
れ

を
支
え
た
方
法
論
の
今
更
の
批
判
は
、
陳
腐
で
、
時
代
遅
れ
と
評
さ
れ
る
も
の

か
も
知
れ
な
い
と
も
感
ず
る
。

　

た
だ
、
本
稿
に
意
図
し
た
、
従
来
の
漢
文
訓
読
語
史
研
究
が
立
っ
て
い
る
立

ち
位
置
の
、
そ
の
足
元
の
脆
弱
さ
の
自
覚
は
常
に
必
要
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
論

の
立
脚
点
た
る
最
も
重
要
な
る
研
究
資
料
の
信
頼
性
と
、
そ
の
資
料
を
使
っ
て

の
方
法
論
に
対
す
る
反
省
が
余
り
に
も
少
な
か
っ
た
と
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。

　

新
し
い
言
語
資
料
群
の
発
掘
と
言
語
実
態
の
記
述
と
い
う
研
究
上
の
関
心

は
、
研
究
史
的
に
日
本
語
史
（
国
語
史
）
の
研
究
が
近
代
的
に
展
開
さ
れ
始
め

て
か
ら
の
関
心
事
で
あ
っ
た
。
稿
者
の
旧
稿
で
は
、
水
平
的
拡
張
思
考
と
名
付

け
て
概
念
化
し
た

（
１
６
）が

、
現
在
の
よ
う
な
各
所
蔵
者
に
よ
る
所
蔵
資
料
に
関
し
て

の
情
報
公
開
の
風
潮
が
行
き
渡
り
つ
つ
あ
る
研
究
の
現
状
で
、
大
規
模
で
資
料

的
信
頼
性
の
高
い
新
た
な
日
本
語
史
料
を
発
掘
し
て
帰
納
法
の
み
を
頼
り
、
言

語
事
実
の
提
出
の
み
に
拠
っ
て
日
本
語
史
を
書
き
換
え
よ
う
と
す
る
目
論
見

は
、
最
早
限
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

漢
文
訓
読
語
史
研
究
が
今
直
面
し
て
い
る
研
究
課
題
は
、
方
法
論
的
深
化
で
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あ
ろ
う
。
今
ま
で
の
研
究
史
で
描
か
れ
て
き
た
こ
と
、
即
ち
、
言
語
の
変
化
事

実
の
帰
納
的
記
述
の
域
か
ら
、
さ
ら
に
進
ん
で
文
化
史
を
背
景
と
し
た
、
あ
る

い
は
、
訓
読
語
と
い
う
視
点
か
ら
、
文
化
史
自
体
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
意
図

で
の
研
究
、あ
る
い
は
、稿
者
が
目
指
そ
う
と
す
る
極
め
て
広
い
概
念
で
の
「
言

語
生
活
史
」
へ
の
関
心
に
進
み
、
垂
直
的
な
深
化
思
考
と
い
う
べ
き
方
向
に
向

か
お
う
と
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
向
か
う
べ
き
で
あ
る
考
え
て
い
る
。

　

言
語
事
実
の
歴
史
変
化
を
把
握
す
る
た
め
に
、
帰
納
的
記
述
に
最
大
の
価
値

観
を
お
い
た
日
本
語
史
学
（
国
語
学
）
か
ら
、
例
え
ば
、
平
安
鎌
倉
時
代
の
漢

籍
訓
読
語
に
つ
い
て
は
、
四
十
数
年
前
に
既
に
、
言
語
イ
メ
ー
ジ
や
博
士
家
各

家
の
家
訓
の
、
言
語
生
活
上
の
意
味
が
問
わ
れ
て
き
た
の
は
、
学
史
上
の
小
林

博
士
の
業
績
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
学
史
的
評
価
が
的
を
射
て
い
る
と
す
れ
ば
、

博
士
の
描
か
れ
た
言
語
生
活
史
の
姿
を
含
め
て
、
四
十
余
年
の
歳
月
の
間
に
批

判
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
過
ぎ
去
っ
た
過
去
は
措
く
と
し
て
も
、
今
後
は
、
研

究
者
の
個
々
人
の
立
ち
位
置
か
ら
の
視
点
で
の
研
究
の
深
化
を
目
指
し
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
漢
文
訓
読
語
に
纏
わ
る
像
が
描
か
れ
、
学
問
的
な
主
張
が
あ
っ
て
も

良
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　

注

　
　

１
、
カ
ー
ル
・
Ｒ
・
ポ
パ
ー
『
量
子
論
と
物
理
学
の
分
裂
』（
平
成
十
五
年
十
一
月
、　

　
　
　
　

小
河
原
誠
・
蔭
山
泰
之
・
篠
崎
研
二
訳
、
岩
波
書
店
）。
不
確
定
な
確
率
論
的
な

　
　
　
　

世
界
に
つ
い
て
は
、
ポ
パ
ー
は
、
観
察
者
の
介
在
し
な
い
、
客
観
的
世
界
で
実
存

　
　
　
　

す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　

ブ
ラ
イ
ア
ン
・
マ
ギ
ー
は
、『
哲
学
と
現
実
世
界
』（
平
成
十
三
年
二
月
、
立
花
希

　
　
　
　

一
訳
、
恒
星
社
厚
生
閣
）
第
四
章
・
七
二
頁
に
お
い
て
、
ポ
パ
ー
の
科
学
的
方
法

　
　
　
　

に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　

科
学
的
方
法
に
関
す
る
伝
統
的
な
見
解
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
段
階
を
順

　
　
　
　
　

次
ふ
ん
で
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
㈠
観
察
お
よ
び
実
験
、
㈡
帰
納
的
一
般
化
、

　
　
　
　
　

㈢
仮
説
、㈣
仮
説
を
実
証
す
る
試
み
、㈤
立
証
あ
る
い
は
反
証
、㈥
知
識
。
ポ
パ
ー

　
　
　
　
　

は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
㈠
問
題
（
通
常
は
既
存
の
理
論
や
期
待
の

　
　
　
　
　

挫
折
）、
㈡
解
決
の
提
示
、
い
い
か
え
る
と
新
理
論
。
㈢
そ
の
新
し
い
理
論
か

　
　
　
　
　

ら
の
テ
ス
ト
可
能
な
命
題
の
演
繹
、
㈣
テ
ス
ト
、
す
な
わ
ち
特
に
（
と
い
っ
て

　
　
　
　
　

も
他
の
い
ろ
い
ろ
な
方
法
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
が
）
観
察
お
よ
び
実
験
に
よ
る

　
　
　
　
　

反
証
の
試
み
、
㈤
競
合
し
あ
う
諸
理
論
の
う
ち
か
ら
ど
れ
を
優
先
的
に
選
択
す

　
　
　
　
　

る
か
の
決
定
。

　
　
　
　

何
を
も
っ
て
一
研
究
と
す
る
か
が
問
題
と
な
ろ
う
が
、
か
か
る
方
法
的
進
展
（
思

　
　
　
　

索
の
深
化
）
は
、
稿
者
に
は
、
人
文
学
に
お
い
て
は
、
一
論
文
単
位
で
あ
っ
て
も
、

　
　
　
　

こ
れ
ら
の
ス
パ
イ
ラ
ル
（
螺
旋
的
深
化
）
が
存
す
る
と
捉
え
て
い
る
。
あ
る
い
は
、

　
　
　
　

右
の
整
然
と
し
た
進
行
過
程
は
、
人
文
学
に
お
い
て
は
、
渾
然
と
し
た
も
の
で
、

　
　
　
　

み
な
等
価
で
、
同
時
に
存
在
す
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
る
が
、
漢
文
訓
読

　
　
　
　

語
史
研
究
に
つ
い
て
の
思
索
は
未
だ
半
ば
で
あ
る
。

　
　

２
、
拙
稿
「
漢
籍
訓
点
資
料
に
お
け
る
訓
読
語
の
位
相
と
文
体—

複
製
資
料
に
依
拠
し

　
　
　
　

た
研
究
を
巡
っ
て—

」（『
古
典
語
研
究
の
焦
点
』、
平
成
二
十
二
年
一
月
、
武
蔵

　
　
　
　

野
書
院
）。

　
　

３
、
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
『
西
洋
哲
学
史
３
』（
昭
和
四
十
五
年
三
月
、
市
井

　
　
　
　

三
郎
訳
、
み
す
ず
書
房
）
六
四
八
頁
。
観
念
論
の
一
類
型
と
し
て
「
独
在
論
（
独

　
　
　
　

我
論
・solipsism

）」
を
掲
げ
、「
し
か
し
そ
れ
ら
の
も
の
を
わ
れ
わ
れ
が
認
め

　
　
　
　

る
以
前
に
は
、
そ
れ
ら
は
認
識
論
の
デ
ー
タ
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
自
分
の
観
察

　
　
　
　

す
る
も
の
か
ら
こ
の
程
度
の
推
論
を
す
る
こ
と
は
、
誰
も
が
無
反
省
に
や
っ
て
い

　
　
　
　

る
こ
と
で
あ
り
、
経
験
を
超
え
て
自
分
の
知
識
を
不
当
に
延
長
す
る
こ
と
を
も
っ

　
　
　
　

と
も
避
け
が
た
が
っ
て
い
る
ひ
と
び
と
で
さ
え
、
こ
の
程
度
の
推
論
は
や
る
も
の

　
　
　
　

で
あ
る
。」
と
記
し
て
い
る
。
赤
井
清
晃
氏
の
教
示
に
よ
る
。
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４
、
注
２
拙
稿
。

　
　

５
、
小
助
川
貞
次
氏
は
、
例
え
ば
、「
国
際
的
視
点
か
ら
見
た
漢
字
文
化
圏
に
お
け
る

　
　
　
　

漢
文
訓
読
に
つ
い
て
の
実
証
的
研
究
」（
二
〇
〇
七
〜
二
〇
〇
九
、
科
学
研
究
費

　
　
　
　

補
助
金
）
な
ど
の
研
究
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

同
氏
「
東
ア
ジ
ア
学
術
交
流
史
と
し
て
の
漢
文
訓
読
」（『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀

　
　
　
　

要
』
第
51
号
、
平
成
二
十
一
年
八
月
）。

　
　

６
、
拙
著
『
平
安
鎌
倉
時
代
漢
文
訓
読
語
史
料
論
』（
平
成
十
九
年
二
月
、
汲
古
書
院
）。

　
　

７
、
小
林
芳
規
『
平 

安 

鎌 
倉 

時
代
に
於
け
る

漢
籍
訓
読
の
国
語
史
的
研
究
』（
昭
和
四
十
二
年
三
月
、
東

　
　
　
　

京
大
学
出
版
会
）
第
五
章
第
四
節
。

　
　

８
、
月
本
雅
幸
「
大
唐
西
域
記
の
古
訓
法
に
つ
い
て
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
五
十
七

　
　
　
　

巻
十
二
号
、
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
）。

　
　
　
　

同
「
因
明
論
疏
の
古
訓
点
と
そ
の
伝
承
」（『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
記
念
特
集
、

　
　
　
　

平
成
十
年
三
月
）。

　
　
　
　

同「
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
』
第
八
十
五
巻
第
八
号
、
平
成
二
十
年
八
月
）。

　
　
　
　

月
本
雅
幸
氏
は
、
右
の
御
論
文
等
に
お
い
て
、
早
く
か
ら
、
仏
書
の
訓
点
資
料
に

　
　
　
　

お
け
る
訓
読
語
の
様
態
は
、
小
林
芳
規
博
士
が
説
か
れ
た
漢
籍
の
様
態
の
場
合
と

　
　
　
　

異
な
り
、
系
統
自
体
が
あ
り
得
る
の
か
、
十
二
世
紀
に
も
、
新
た
な
下
点
（
白
文

　
　
　
　

を
自
ら
の
訓
読
語
体
系
を
用
い
て
、
独
自
に
読
み
下
す
場
合
と
か
、
先
行
の
訓
読

　
　
　
　

語
を
独
自
に
改
変
し
て
訓
点
を
施
す)

す
る
こ
と
が
有
っ
た
と
い
う
具
体
的
事
例

　
　
　
　

を
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
使
わ
れ
て
い
る
方
法
が
基
本
的
に
は
、
同
文
比

　
　
　
　

較
法
で
あ
ろ
う
と
忖
度
す
る
。

　
　
　
　

稿
者
も
、
十
二
世
紀
の
下
点
の
実
例
と
し
て
、
漢
籍
系
で
あ
る
医
心
方
天
養
二
年

　
　
　
　
（
一
一
四
五
）
点
の
初
加
点
で
あ
る
藤
原
日
野
家
行
盛
の
訓
点
は
、
伝
統
に
こ
だ

　
　
　
　

わ
れ
な
い
当
時
の
訓
読
語
に
基
づ
い
て
、
独
自
に
加
点
し
た
も
の
で
、
そ
れ
を
医

　
　
　
　

家
丹
波
家
の
丹
波
重
基
が
、
丹
波
家
の
家
訓
に
よ
っ
て
添
削
し
た
資
料
で
あ
ろ
う

　
　
　
　

と
推
論
し
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
著
『
平
安
鎌
倉
時
代
漢
文
訓
読
語
史
料
論
』
第
一

　
　
　
　

章
第
五
節
、
平
成
十
九
年
二
月
、
汲
古
書
院
）。

　
　

９
、
拙
稿
「
高
山
寺
蔵
金
剛
頂
瑜
伽
経
寛
治
二
年
点
の
訓
読
法—

訓
点
資
料
に
お
け
る

　
　
　
　

文
末
表
現
体
系
記
述
の
試
み—

」（『
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
研
究
報
告
論

　
　
　
　

集
平
成
二
十
一
年
度
』、
平
成
二
十
二
年
三
月
）
で
問
題
と
し
た
、
一
具
の
書
の

　
　
　
　

原
漢
文
の
質
の
差
な
ど
が
原
因
と
な
る
文
体
的
偏
倚
は
、
こ
こ
で
は
、
問
題
と
し

　
　
　
　

な
い
。

　
　

10
、
比
較
の
た
め
の
依
拠
資
料
は
、『
高
山
寺
古
訓
点
資
料
第
一
』（『
高
山
寺
資
料
叢

　
　
　
　

書
第
九
冊
』、
昭
和
五
十
五
年
二
月
、
東
京
大
学
出
版
会
）
登
載
の
訓
読
文
と
写

　
　
　
　

真
版
と
に
よ
る
。
稿
者
は
、
原
本
は
、
高
山
寺
に
お
い
て
瞥
見
の
機
会
を
得
た
だ

　
　
　
　

け
で
あ
る
。

　
　
　
　

比
較
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
資
料
叢
書
の
訓
読
文
に
、　

以
下
の
よ
う
な
異
同
が

　
　
　
　

あ
る
場
合
が
あ
る
。

　
　
　
　

○
○
　

俎
（
上
）
ー　
○

豆
（
去
）
ノ
［
之
］
事コ
ト

ハ
則
チ
甞ム
カ
シヨ

リ
聞キ
（
キ
）ヽ

キ
［
之
］［
矣
］

（
清
原
本
論
語
巻
第
八
・３
）

　
　
　
　

○
（
俎
豆
之
事
則
甞
）
聞＼
キ

（
ク
）［
之
］（
中
原
本
論
語
巻
第
八
・
２
、
清
原
本
に

　
　
　
　
　

比
較
し
て
、
破
損
が
多
い
。
用
例
の
（　

）
は
、
破
損
を
示
す
。）

　
　
　
　

右
の
比
較
例
に
お
い
て
、「
聞
」
字
が
問
題
と
な
る
。
中
原
本
論
語
の
「
聞
」
字

　
　
　
　

に
付
さ
れ
た
仮
名
点
「
＼
キ
」
は
、動
詞
「
聞
く
」
の
語
幹
と
も
、活
用
語
尾
と
も
、

　
　
　
　

助
動
詞「
き
」の
終
止
形
と
も
解
釈
可
能
で
、外
部
的
な
徴
証
を
援
用
し
な
け
れ
ば
、

　
　
　
　

推
定
で
き
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
場
合
は
、
異
同
の
確
例
と
は
し
な
い
。

　
　

11
、
拙
稿
「
鎌
倉
時
代
漢
籍
訓
読
に
お
け
る
訓
読
法
の
一
実
態—

高
山
寺
蔵
論
語
巻
第

　
　
　
　

七
・
巻
第
八
清
原
本
を
例
と
し
て—

」（『
平
成
二
十
二
年
度
高
山
寺
典
籍
文
書
綜

　
　
　
　

合
調
査
団
研
究
報
告
論
集
』、
平
成
二
十
三
年
三
月
）。

　
　

12
、注
７
文
献
に
お
い
て
は
、異
同
の
記
述
を
項
目
を
立
て
て
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

　
　
　
　

某
家
の
訓
読
語
が
、
漢
文
訓
読
語
調
が
強
い
言
う
判
断
は
、
記
述
の
全
体
の
要
素

　
　
　
　

の
体
系
化
を
経
た
も
の
で
は
な
く
て
、
特
徴
的
事
項
を
綴
ら
れ
、
傾
向
的
な
印
象

　
　
　
　

と
し
て
示
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
評
価
で
き
よ
う
。

　
　

13
、
小
林
芳
規
博
士
は
、
こ
の
対
立
事
象
の
内
、
清
八
の
直
読
訓
「
ス
ハ
ナ
チ
」
は
、

　
　
　
　

仏
書
読
み
の
混
入
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
た
も
の
と
思
し
い
。「
則
」
字
の
直
読
は
、
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朱
子
の
新
注
で
採
ら
れ
た
特
徴
的
訓
読
語
法
だ
と
の
認
識
が
あ
る
が
、
別
に
、
室

　
　
　
　

町
時
代
以
降
の
も
の
で
は
、
必
ず
し
も
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　

14
、
注
２
拙
稿
。

　
　

15
、
帰
納
法
と
も
、
演
繹
法
と
も
異
な
る
「
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
思
考
法

　
　
　
　

の
こ
と
。
直
知
。
直
感
。

　
　

16
、
注
２
拙
稿
。

　
　
　
　
［
付
記
］

　
　

広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
の
赤
井
清
晃
氏
に
は
、
ご
自
身
の
時
間
を
割
い
て
、
稿

　
　

者
の
愚
問
に
親
身
に
お
答
え
を
戴
い
た
。
現
職
で
得
た
巡
り
合
い
に
心
か
ら
の
幸
せ
を

　
　

感
じ
て
い
る
。
記
し
て
愛
す
べ
き
お
人
柄
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。　

　
　

こ
の
文
章
を
極
端
に
左
右
に
振
っ
て
読
ま
れ
る
と
、
帰
納
的
実
証
主
義
の
否
定
論
と
も

　
　

読
ま
れ
か
ね
な
い
。
本
稿
の
目
的
は
、
帰
納
的
実
証
法
の
無
批
判
の
信
奉

0

0

0

0

0

0

へ
の
批
判
で

　
　

あ
り
、
実
際
の
自
己
の
研
究
に
、
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
演
繹
法
が
、
必
然
的
に
含
ま
れ

　
　

て
い
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
推
論
が
な
け
れ
ば
、
研
究
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
い
。

　
　

即
ち
、
構
築
や
脱
構
築
が
出
来
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
漢
文
訓
読
語
史
研
究
の
方
法
論

　
　

を
模
索
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
だ
け
0

0

の
文
章
で
あ
る
。
ま
た
、
一
研
究
者
の

　
　

研
究
の
あ
り
方
に
、
帰
納
法
と
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
、
演
繹
法
と
が
切
り
離
せ
な
い
状
態

　
　

で
混
在
し
て
い
る
、あ
る
い
は
、補
完
し
て
い
る
と
す
る
と
、研
究
者
の
個
性
に
拠
っ
て
、

　
　

螺
旋
的
深
化
と
は
言
え
、
研
究
者
個
々
人
の
帰
納
法
と
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
演
繹
法
と

　
　

の
間
の
振
れ
幅
は
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
に
、
研
究
者
の
〝
澱
〟
た
る
個

　
　

性
の
重
要
性
と
、
漢
文
訓
読
語
史
研
究
の
方
法
論
開
拓
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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