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一
、
研
究
の
目
的
と
方
法

古
典
教
育
（
本
研
究
で
は
特
に
断
り
の
な
い
限
り
古
文
領
域
の
こ
と
を
指
す
）
の
意
義
や
目
標
、
方
法
、
教
材
な
ど
に
つ
い
て
は
現
在
に
至
る
ま
で
幾
度
と
な
く
問
わ

れ
て
き
た
。
近
年
に
お
い
て
は
、
平
成
一
七
年
度
実
施
の
生
徒
質
問
紙
調
査
結
果
に
お
い
て
「
古
典
嫌
い

「
古
典
離
れ
」
の
生
徒
が
目
立
ち

「
愛
国
心
」
育
成
と
共
に

」

、

、「

」

「

」

。

、

こ
れ
の
解
決
も
目
論
ん
だ
現
行
の
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て

言
語
事
項

が

伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項

へ
と
変
更
さ
れ
た

そ
の
際

各
種
国
語
教
育
誌
に
お
い
て

「
古
典
復
活
！

（

月
刊
国
語
教
育
』
二
〇
〇
八
年
六
月

「
伝
統
的
言
語
文
化
に
親
し
む

（

月
刊
国
語
教
育
研
究
』
二
〇
一
〇
年
八

、

」
『

）
、

」
『

月
）
な
ど
の
特
集
が
組
ま
れ
、
古
典
教
育
の
意
義
や
生
徒
の
「
古
典
離
れ
」
の
解
決
策
な
ど
が
様
々
に
提
示
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
、
古
文
テ
キ
ス
ト
の
表
層

的
な
内
容
読
解
に
終
始
し
て
い
た
り
、
各
々
の
古
文
テ
キ
ス
ト
観
や
古
典
教
材
観
が
更
新
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
。
古
文
テ
キ
ス
ト
を
学
習
者
に
ど
う
分
か
り
や
す

く
、
ど
う
お
も
し
ろ
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
ば
か
り
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
こ
五
年
間
に
お
い
て
は
、
古
典
文
学
研
究
者
の
側
か
ら
現
在
の
古
典
教
育
、
特
に
古
典
教
材
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
の
提
言
や
異
議
申
し
立
て
が
目
立
つ
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
古
典
教
育
研
究
か
ら
の
提
言
や
授
業
実
践
報
告
と
同
様

「
生
徒
の
古
典
嫌
い
」
を
ど
う
打
開
し
て
い
く
か
に
議

、

論
が
集
中
し
て
お
り
、
教
科
書
教
材
の
読
み
方
、
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
な
い
古
文
テ
キ
ス
ト
の
紹
介
、
あ
る
い
は
写
本
、
変
体
仮
名
学
習
な
ど
、
古
典
世
界
へ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
も
の
が
大
半
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
“
古
典
世
界
の
奥
深
さ

“
古
典
文
学
の
魅
力
”
な
ど
、
古
文
テ
キ
ス
ト
の
価
値
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
め
ら
れ
、

”
、

こ
れ
に
「
親
し
む
こ
と
」
を
目
的
と
し
た
も
の
が
多
く
、
広
く
「
人
格
の
完
成

（
教
育
基
本
法
）
を
目
的
と
す
る
教
育
の
場
で
の
学
習
の
意
義
と
の
回
路
が
明
示
さ
れ

」

な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
古
典
教
育
研
究
者
や
古
典
教
育
実
践
者
、
古
典
文
学
研
究
者
の
提
言
や
報
告
は
、
古
文
テ
キ
ス
ト
や
伝
統
的
な
言
語
文
化
を
先
験
的
に
価
値
あ
る
も
の

と
認
定
し
、
こ
れ
を
ど
う
分
か
り
や
す
く
、
ど
う
お
も
し
ろ
く
伝
え
て
い
く
か
ば
か
り
に
議
論
が
集
中
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
プ
ロ
パ
ー
か
ら
発
言
や
提
言
が
為

さ
れ
る
だ
け
で
、
古
典
文
学
研
究
と
古
典
教
育
と
を
架
橋
す
る
試
み
は
見
ら
れ
な
い
。

こ
う
し
た
古
典
教
育
を
め
ぐ
る
情
況
を
踏
ま
え
、
次
の
二
点
が
課
題
で
あ
る
と
考
え
た
。

一
点
目
は
、
古
文
テ
キ
ス
ト
や
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
対
す
る
捉
え
方
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
古
典
教
育
研
究
者
の
提
言
や
古
典
教
育
実
践
者
の
報
告
、
古
典

文
学
研
究
者
の
提
言
な
ど
に
お
い
て
、
古
文
テ
キ
ス
ト
や
伝
統
的
な
言
語
文
化
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
行
の
学
習
指
導
要
領
や
二
〇
一

八
年
に
告
示
さ
れ
た
新
学
習
指
導
要
領
解
説
に
お
い
て
も
同
様
で
、
中
等
教
育
で
扱
わ
れ
る
「
言
語
文
化
」
は
「
文
化
的
に
高
い
価
値
」
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

故
、
古
文
テ
キ
ス
ト
や
伝
統
的
な
言
語
文
化
は
教
養
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
だ
け
で
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
モ
ノ
や
コ
ト
な
の
か
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
静
的
な
も
の
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
、
動
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。

二
点
目
は
、
現
代
的
な
教
育
課
題
を
踏
ま
え
た
古
典
教
育
意
義
論
の
検
討
、
こ
れ
と
関
連
し
た
古
典
教
材
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
で
あ
る
。
こ
れ
も
前
述
し
た
通

り
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領
や
こ
れ
ま
で
の
古
典
教
育
論
、
授
業
実
践
報
告
で
は
、
古
文
テ
キ
ス
ト
は
教
養
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
学
習
者
が
、
伝
え
ら
れ
た

教
養
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
、
思
考
や
認
識
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
新
学
習
指
導
要
領
解
説
に
お
い
て
も
顕
著
で
あ
る
。

新
学
習
指
導
要
領
解
説
は
、
普
遍
的
な
教
養
と
し
て
古
典
を
学
ぶ
こ
と
で
、
予
測
困
難
な
社
会
で
よ
り
よ
く
生
き
る
、
と
い
っ
た
「
現
代
的
な
教
育
課
題
」
を
解
決
す
る

こ
と
を
目
論
む
が
、
こ
れ
は
果
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
抑
も
古
文
テ
キ
ス
ト
に
「
普
遍
的
な
教
養
」
な
ど
書
き
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
時
代
ご
と
に
価
値
を
付
与
さ
れ

て
「
古
典

（
カ
ノ
ン
）
と
さ
れ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
新
学
習
指
導
要
領
解
説
に
記
さ
れ
た
「
現
代
的
な

」

教
育
課
題
」
は

「
普
遍
的
な
教
養
」
を
伝
え
る
と
は
異
な
る
古
典
学
習
で
解
決
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、

そ
こ
で
本
研
究
で
は

『
宇
治
拾
遺
物
語

（
以
下

『
宇
治
拾
遺

）
を
主
た
る
対
象
と
し

『
宇
治
拾
遺
』
研
究
の
成
果
を
活
か
し
な
が
ら
『
宇
治
拾
遺
』
の
表
現
性

、

』

、

』

、

を
分
析
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
『
宇
治
拾
遺
』
の
教
材
化
を
図
る
こ
と
で
、
古
典
文
学
研
究
と
古
典
教
育
と
の
架
橋
を
試
み
た
い

『
宇
治
拾
遺
』
は
中
等
教
育
に
お
い

。

て
戦
後
か
ら
教
材
と
し
て
採
録
さ
れ
、
特
に
高
等
学
校
国
語
科
教
科
書
に
お
い
て
は
、
古
典
入
門
教
材
と
し
て
採
録
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
『
宇

治
拾
遺
』
研
究
、
特
に

年
代
以
降
の
『
宇
治
拾
遺
』
研
究
に
お
い
て
は

『
宇
治
拾
遺
』
は
表
層
的
な
読
み
や
す
さ
と
は
裏
腹
に
、
事
象
や
語
の
モ
テ
ィ
ー
フ
性
、
話

、

80
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型
、
さ
ら
に
は
流
通
す
る
人
物
像
や
逸
話
を
援
用
し
つ
つ
そ
れ
を
ず
ら
し
た
り
し
て
説
話
を
語
り
、
批
評
性
に
富
む
複
雑
な
表
現
性
を
有
し
た
説
話
集
テ
キ
ス
ト
と
し
て

語
ら
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
古
典
教
育
で
語
ら
れ
る
教
材
と
し
て
の
『
宇
治
拾
遺
』
と
、
説
話
研
究
で
語
ら
れ
る
説
話
集
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
『
宇
治
拾
遺
』
と
の
間
に

は
大
き
な
懸
隔
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
懸
隔
を
小
さ
く
す
る
こ
と
で
、
言
い
換
え
れ
ば

『
宇
治
拾
遺
』
を
対
象
に
、
古
典
教
育
研
究
や
古
典
教
育
実
践
が
明

、

ら
か
に
し
て
き
た
古
典
教
育
の
意
義
や
目
標
を
踏
ま
え
て
、
古
典
文
学
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
『
宇
治
拾
遺
』
編
述
主
体
の
対
話
の
有
り
様
を
『
宇
治
拾
遺
』
の
教

材
化
に
生
か
し
て
い
く
こ
と
で
、
現
在
の
古
典
教
育
が
抱
え
る
課
題
の
解
決
を
目
指
す
。

そ
こ
で
、
本
研
究
の
研
究
課
題
を
次
の
よ
う
に
設
定
す
る
。

①
『
宇
治
拾
遺
』
の
表
現
性
と
そ
の
位
相
の
探
究
（
第
一
部
）

②
古
文
教
材
、
説
話
教
材
が
置
か
れ
て
い
る
情
況
把
握
、
古
典
教
育
の
目
標
の
探
究
（
第
二
部
第
一
章
）

③
①
、
②
を
踏
ま
え
た
『
宇
治
拾
遺
』
の
教
材
化
案
の
提
示
（
第
二
部
第
二
章
）

こ
れ
ら
の
研
究
課
題
を
達
成
す
る
た
め
に
、
以
下
の
方
法
を
採
る
。

（
１

『
宇
治
拾
遺
』
の
表
現
性
の
分
析
に
関
す
る
先
行
研
究
の
整
理
・
検
討

）
年
代
以
降
の
『
宇
治
拾
遺
』
の
研
究
で
は
、
物
語
内
容
の
み
な
ら
ず

『
宇
治
拾
遺
』
の
表
現
性
が
窺
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
『
宇
治
拾
遺
』
研
究
は

『
宇

、

、

80治
拾
遺
』
の
対
話
過
程
の
具
体
的
個
別
的
な
局
面
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
と
い
う
点
で
、
そ
の
成
果
や
表
現
性
を
分
析
す
る
際
の
観
点
が

『
宇
治
拾
遺
』
の
教

、

材
化
の
一
助
と
な
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
そ
れ
ら
の
研
究
を
整
理
・
検
討
す
る
こ
と
で

『
宇
治
拾
遺
』
の
表
現
性
を
分
析
す
る
際
の
手
が
か
り
を
得
る
。

、

（
２

『
宇
治
拾
遺
』
表
現
性
の
分
析

）

（
１
）
の
整
理
・
検
討
を
基
に

『
宇
治
拾
遺
』
の
表
現
性
を
分
析
す
る
。
そ
の
際
、
先
行
研
究
で
は
あ
ま
り
為
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
同
時
代
的
な
言
語
場

、

か
ら
の
『
宇
治
拾
遺
』
の
表
現
性
の
捉
え
直
し
も
試
み
る
。

（
３
）
中
等
教
育
国
語
科
教
科
書
に
採
録
さ
れ
た
説
話
教
材
の
調
査
と
考
察

こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
『
宇
治
拾
遺
』
の
教
材
化
を
構
想
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
は
『
宇
治
拾
遺
』
が
ど
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
学
習
者
に

差
し
出
さ
れ
て
き
た
の
か
を
確
認
す
る
。
そ
の
た
め
、
国
語
科
教
科
書
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
説
話
集
テ
キ
ス
ト
か
ら
ど
の
よ
う
な
説
話
が
、
ど
の
よ
う
な
教
材

と
し
て
採
ら
れ
、
学
習
者
と
ど
う
出
会
わ
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
教
材
本
文
や
そ
れ
に
付
随
す
る
解
説
、
学
習
の
手
引
き
な
ど
を
調
査
し
、
考
察

す
る
。

（
４
）
国
語
教
育
誌
に
見
ら
れ
る
実
践
報
告
の
調
査
と
考
察

改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、
テ
キ
ス
ト
の
本
文
や
教
科
書
の
教
材
本
文
、
そ
れ
に
付
随
す
る
解
説
や
学
習
の
手
引
き
な
ど
が
、
そ
の
ま
ま
教
育
内
容
と
し
て
学

習
者
に
差
し
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
国
語
科
教
員
は
、
ど
の
よ
う
な
教
育
内
容
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
古
文
教
材
を
用
い
て
、
学
習
者
に
ど
の
よ
う
な
モ
ノ

や
コ
ト
と
し
て
古
文
テ
キ
ス
ト
を
差
し
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
、
古
典
教
育
の
実
践
報
告
や
古
典
教
育
研
究
者
の
提
言
な
ど
を
調
査
し
、
考
察
す
る
。

（
５
）
中
等
教
育
国
語
科
教
科
書
に
採
録
さ
れ
た
『
宇
治
拾
遺
』
教
材
の
調
査
と
考
察

『
宇
治
拾
遺
』
に
関
す
る
古
典
教
育
の
発
言
や
実
践
報
告
の
調
査

、

（
３

（
４
）
で
行
っ
た
こ
と
を

『
宇
治
拾
遺
』
に
つ
い
て
も
行
う
。

）、

、
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（
６
）
益
田
勝
実
古
典
教
育
論
の
検
討
に
よ
る
古
典
教
育
の
意
義
や
目
標
の
検
討

国
語
教
師
、
国
語
教
育
研
究
者
、
文
学
研
究
者
、
教
科
書
編
集
委
員
な
ど
の
多
彩
な
相
貌
を
も
つ
益
田
勝
実
の
古
典
教
育
論
を
、
同
時
代
的
の
情
況
と
の
対
話
過
程

に
注
目
し
て
捉
え
直
し
、
教
材
化
を
構
想
す
る
上
で
必
要
な
古
典
教
育
の
意
義
や
目
標
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

（
７

『
宇
治
拾
遺
』
教
材
化
の
提
案

）

（
１
）
～
（
６
）
を
踏
ま
え
て

『
宇
治
拾
遺
』
の
教
材
化
を
図
る

、

二
、
各
章
の
概
要

第
一
部

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
表
現
性
と
そ
の
位
相

第
一
部
で
は

『
宇
治
拾
遺
』
の
表
現
性
を
分
析
し
、
そ
れ
を
同
時
代
的
な
言
語
場
か
ら
捉
え
直
し

『
宇
治
拾
遺
』
の
表
現
性
の
位
相
を
見
定
め
た
。

、

、

第
一
章

説
話
研
究
と
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
研
究
の
現
在

第
一
章
で
は
『
宇
治
拾
遺
』
を
取
り
巻
く
説
話
研
究
の
情
況
や
『
宇
治
拾
遺
』
研
究
の
情
況
を
お
さ
え

『
宇
治
拾
遺
』
の
表
現
性
に
注
目
す
る
本
研
究
を
、
現
在
の

、

説
話
研
究
や
『
宇
治
拾
遺
』
研
究
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
示
し
た
。
現
在
の
説
話
研
究
で
は
、
単
一
の
説
話
集
テ
キ
ス
ト
だ
け
を
研
究
対
象
と

す
る
の
で
は
な
く
、
諸
テ
キ
ス
ト
、
諸
領
域
に
目
配
り
し
な
が
ら
、
社
会
的
事
象
・
思
想
的
事
象
・
文
化
的
事
象
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

『
宇
治
拾
遺
』
研
究
で
は
、

年
代
以
降
「
先
鋭
的
な
作
品
論
」
が
発
表
さ
れ
て
以
降

『
宇
治
拾
遺
』
は
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
表
現
性
に
お
い
て
極
点
に
あ
る
説
話
集

、

80

テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
本
研
究
は
『
宇
治
拾
遺
』
と
い
う
単
一
の
説
話
集
テ
キ
ス
ト
を
対
象
と
す
る
こ
と
で

『
宇
治
拾
遺
』
を
一
つ
の

、

窓
と
し
て
、
更
新
さ
れ
て
き
た
中
世
言
語
場
の
風
景
を
観
察
し
、
世
界
認
識
や
世
界
像
構
築
の
全
体
像
を
結
ぶ
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
『
宇
治
拾
遺
』
に
お
い
て
、
そ
の

一
端
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

第
二
章

先
行
研
究
に
み
る
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
表
現
性

第
二
章
で
は

『
宇
治
拾
遺
』
に
関
す
る
先
行
研
究
に
お
い
て

『
宇
治
拾
遺
』
の
表
現
性
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
注
目
さ
れ

『
宇
治
拾
遺
』
を
め
ぐ
っ
て

、

、

、

、『

』

。

「

」

、

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
き
た
か
を
整
理
し

宇
治
拾
遺

の
表
現
性
分
析
の
手
法
と
し
て
ま
と
め
た

取
り
上
げ
た
の
は

先
鋭
的
な
作
品
論

で
あ
っ
た

、

、

、

、

。『

』

。

佐
藤
晃
氏

荒
木
浩
氏

森
正
人
氏

小
峯
和
明
氏

竹
村
信
治
氏
の
諸
論
考
で
あ
る

宇
治
拾
遺

の
章
段
を
分
析
す
る
際
の
観
点
と
し
て
次
の
よ
う
に
整
理
し
た

【

宇
治
拾
遺
』
の
テ
キ
ス
ト
観
】

『

・

宇
治
拾
遺
は
才
ほ
ど
読
む
。
読
者
の
才
に
応
じ
て
多
彩
な
風
貌
を
覗
か
せ
る

。

「

」

・

読
者
を
眩
惑
し
、
は
ぐ
ら
か
し
、
煙
に
ま
く
、
し
た
た
か
な
〈
語
り

」
と
戯
笑
性

。

「「

〉

」

・

宇
治
拾
遺
』
は
、
説
話
の
読
み
に
お
け
る
享
楽
性
を
追
求
し
た
説
話
集

。

「『

」

・

語
ら
れ
る
話
を
一
律
に
秩
序
づ
け
る
こ
と
と
は
無
縁
な
精
神
性

。

「

」
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【
同
話
・
類
話
と
の
比
較
】

・
ヒ
ト
、
モ
ノ
、
コ
ト
に
お
い
て
違
い
は
見
ら
れ
る
の
か
。

・

宇
治
拾
遺
』
話
に
し
か
見
ら
れ
な
い
表
現
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

『
・
同
話
、
類
話
に
し
か
見
ら
れ
な
い
表
現
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

・
同
じ
よ
う
な
内
容
を
表
し
て
い
な
が
ら
、
表
現
が
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
か
。

・
同
話
、
類
話
と
の
文
体
の
一
致
度
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
。

・
同
話
、
類
話
は
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
意
味
づ
け
を
拒
も
う
と
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
成
功
し
て
い
る
の
か
、
失
敗

し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら
を
同
話
、
類
話
の
話
末
評
、
説
話
排
列
、
収
録
さ
れ
た
巻
、
語
り
方
な
ど
か
ら
探
れ
る
の
か
。

【
説
話
の
語
ら
れ
方
】

・
説
話
全
体
の
語
ら
れ
方
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
。

・
話
末
評
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
説
話
内
容
と
齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
。

・
ヒ
ト
、
モ
ノ
、
コ
ト
の
モ
テ
ィ
ー
フ
性
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
。
ま
た
、
事
実
関
係
に
照
ら
し
て
ど
う
で
あ
る
か
。

・
同
話
や
類
話
と
の
異
な
り
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
因
し
て
い
る
の
か
。
逆
に
異
な
り
が
見
ら
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

・
模
倣
し
て
い
る
話
型
や
文
体
は
あ
る
の
か
。
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
の
異
な
り
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
の
か
。

・
言
語
遊
戯
は
あ
る
の
か
。
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
実
現
し
て
い
る
の
か
。

【
説
話
排
列
、
説
話
の
位
置
】

・
説
話
排
列
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
。
ま
た
、
そ
れ
ら
に
よ
る
ど
の
よ
う
な
「
連
想
・
対
比
・
転
換
」
が
起
こ
り
、
各
章
段
に
ど
の
よ
う
な
読
み
替
え
が
起
こ
る
の

か
、
あ
る
い
は
起
こ
ら
な
い
の
か
。

『

』

。

、

「

」

、

・

宇
治
拾
遺

内
に
類
似
す
る
説
話
内
容
や
類
似
す
る
表
現
を
も
つ
章
段
は
あ
る
の
か

あ
れ
ば

そ
れ
ら
と
ど
の
よ
う
な

連
想
・
対
比
・
転
換

が
起
こ
り

各
章
段
に
ど
の
よ
う
な
読
み
替
え
が
起
こ
る
の
か
、
あ
る
い
は
起
こ
ら
な
い
の
か
。

【
各
章
段
の
言
述
】

【
同
話
・
類
話
と
の
比
較

【
説
話
の
語
ら
れ
方

【
説
話
排
列
、
説
話
の
位
置
】
で
確
認
し
て
き
た
こ
と
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
な
問
題
領
域
を
め
ぐ
っ
て
、
ど

】
、

】
、

の
よ
う
な
言
説
と
対
話
し
、
ど
の
よ
う
に
応
答
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

第
三
章

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
表
現
性
の
実
際

第
三
章
で
は
、
第
二
章
で
の
整
理
を
も
と
に
、
第

段
、
第

段
、
第

段
、
第

段
、
第

段
を
取
り
上
げ

『
宇
治
拾
遺
』
の
表
現
性
の
一
端
を
示
し
た
。
そ
の

、

16

17

30

61

63

、『

』

、

、

、

中
で

宇
治
拾
遺

編
述
主
体
は

自
身
を
取
り
巻
く
他
者
の
言
葉
に
潜
む
欲
望
や
そ
の
権
力
性
に
敏
感
で

そ
れ
に
懐
疑
的
な
眼
差
し
を
向
け
る
主
体
で
あ
る
こ
と

人
物
や
出
来
事
に
関
す
る
知
を
用
い
な
が
ら
説
話
を
語
っ
て
い
る
こ
と
、
語
り
を
批
評
す
る
位
相
に
あ
る
こ
と
、
編
述
主
体
を
取
り
巻
く
問
題
群
を
問
い
直
し
、
流
通
す

る
言
説
と
は
異
な
る
応
答
を
試
み
て
い
る
こ
と
な
ど
を
示
し
た
。
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第
四
章

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
言
語
場

、

、

『

』

。

〈

〉

、

第
四
章
で
は

第
二
章

第
三
章
で
確
認
し
た

宇
治
拾
遺

の
表
現
性
を
同
時
代
的
な
言
語
場
か
ら
捉
え
直
し
た

言
語
場
に
存
在
す
る
多
元
的
な

場

の
う
ち

文
学
場
と
仏
教
場
を
取
り
上
げ
た
。

、

、

（

）

。

文
学
場
で
は

御
子
左
派
と
反
御
子
左
派
と
の
対
立

そ
の
中
で
も
特
に
両
派
の
代
表
的
な
人
物
で
あ
る
藤
原
為
家
と
真
観

藤
原
光
俊

と
の
対
立
を
取
り
上
げ
た

為
家
の
表
現
志
向
は
「
古
き

「
詞

、
先
行
歌
の
「
心

（
本
意
）
を
重
視
し
、
和
歌
伝
統
を
主
体
化
し
て
そ
れ
の
再
生
産
に
向
か
う
と
い
う
も
の
。
一
方
の
真
観
の
そ

」

」

」

れ
は
定
家
流
の

幽
玄

を
継
承
し
つ
つ

新
た
な
材
や

知

を
持
ち
こ
ん
で

心

を
見
つ
め
直
し

幽
玄

の
深
化
と
更
新
を
図
る
と
い
う
も
の

そ
し
て

宇

「

」

、

〈

〉

「

」

、「

」

。

『

治
拾
遺
』
は
問
題
領
域
を
ひ
ら
き
、
そ
れ
を
語
り
の
現
在
に
お
い
て
流
通
す
る
言
説
と
は
異
な
る
形
で
改
め
て
問
い
直
そ
う
と
し
て
お
り

「
幽
玄
」
や
「
心
」
を
そ
の

、

現
在
に
お
い
て
問
い
直
す
真
観
の
表
現
志
向
と
の
相
同
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

仏
教
場
で
は
、
顕
密
寺
社
と
法
然
と
の
対
立
に
注
目
し
た
。
顕
密
寺
社
の
僧
た
ち
は
言
説
の
権
力
性
な
ど
に
熟
知
し
て
お
り
、
戦
略
的
に
民
衆
の
生
を
搦
め
と
っ
て
い

く
。
一
方
、
こ
う
し
た
仏
教
言
説
の
権
力
性
や
僧
の
言
説
戦
略
に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
た
法
然
は
、
別
の
仏
教
言
説
を
持
ち
こ
ん
だ
り
読
み
替
え
た
仏
教
言
説
を
持
ち
こ

ん
だ
り
し
、
顕
密
寺
社
が
戦
略
的
に
用
い
る
仏
教
言
説
を
無
化
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
生
き
る
現
在
に
お
い
て
〈
仏
教
〉
の
問
い
直
し
を
図
っ
て
い
く
。
こ
こ
に
問
題
領
域

を
ひ
ら
い
て
い
く
『
宇
治
拾
遺
』
編
述
主
体
と
の
相
同
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

第
二
部

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
教
材
化

第
二
部
で
は
、
第
一
部
を
も
と
に
『
宇
治
拾
遺
』
の
教
材
化
を
図
っ
た
。

第
一
章

古
典
教
育
の
目
標
と
古
典
教
材

第
一
章
で
は
古
典
教
育
の
現
在
の
情
況
を
把
握
、
益
田
勝
実
の
古
典
教
育
論
か
ら
古
典
の
「
教
育
内
容
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

ま
ず
、
中
等
教
育
の
現
場
で
用
い
ら
れ
て
い
る
国
語
科
教
科
書
の
中
の
古
典
教
材
の
現
状
を
、
説
話
教
材
を
中
心
と
し
て
把
握
し
た
。
説
話
教
材
は
入
門
教
材
と
し
て

扱
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
捉
え
方
は
、
教
材
観
が
更
新
さ
れ
ず
い
つ
ま
で
も
説
話
（
集
）
＝
民
衆
の
文
学
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
文

、

、

「

、

学
研
究
で
は
す
で
に
そ
う
し
た
捉
え
方
は
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

説
話
が
説
話
集
テ
キ
ス
ト
の
中
の
説
話
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
が
な
く

言
語
主
体
の

世
界
解
釈

」

、

、

。

世
界
像
構
築

に
は
目
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と

そ
れ
故

テ
キ
ス
ト
の
教
材
と
し
て
の
可
能
性
が
縮
減
し
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
の
問
題
を
指
摘
し
た

次
に
、
古
文
テ
キ
ス
ト
が
ど
の
よ
う
に
学
習
者
に
差
し
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
、
二
〇
〇
八
年
～
二
〇
一
三
年
の
各
種
国
語
教
育
誌
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た

実
践
報
告
や
論
考
か
ら
探
っ
た
。
古
典
を
カ
ノ
ン
と
し
て
捉
え
る
論
考
や
実
践
報
告
で
は

「
美
し
い
響
き
や
リ
ズ
ム

「
日
本
民
族
の
核
心

「
現
代
に
通
じ
る
普
遍

、

」
、

」
、

的
な
考
え
方
」
を
有
す
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
古
文
テ
キ
ス
ト
が
学
習
者
に
差
し
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
古
典
を
関
係
概
念
と
し
て
捉
え
る
論
考
や
実
践
報
告

で
は

「
表
現
例

「
身
近
な
テ
キ
ス
ト

「

他
者

」
と
し
て
学
習
者
に
差
し
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
整
理
し
た
結
果
、
古
典
教
育
に
関
す
る
実
践

、

」
、

」
、
〈

〉

報
告
や
論
考
に
お
い
て
は

「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
接
続
の
容
易
さ

「
日
本
文
化
の
多
元
性

「
古
典
テ
キ
ス
ト
の
読
み
の
深
度

「

知
〉
の
停
滞
」
な
ど
に
目
配

、

」
、

」
、

」、
〈

り
が
為
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

後
半
部
で
は
益
田
勝
実
の
古
典
教
育
論
を
、

年
代
と

年
代
と
に
分
け
て
検
討
し
た
。

年
代
に
お
い
て
は
、
公
共
性
構
築
を
担
う
主
体
の
育
成
を
図
る
古
典
教
育

50

60

50

を
、

年
代
に
お
い
て
は
、
誰
も
が
公
共
性
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
、
学
習
者
の
言
説
の
資
源
獲
得
を
図
る
古
典
教
育
を
構
想
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

60

第
二
章

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
教
材
化
の
構
想

第
二
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て

『
宇
治
拾
遺
』
の
教
材
化
案
を
提
示
し
た
。

、
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ま
ず

『
宇
治
拾
遺
』
が
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
差
し
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
或
い
は
『
宇
治
拾
遺
』
を
用
い
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
教

、

え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
、
中
等
教
育
現
場
の
国
語
科
教
科
書
や
、
実
践
報
告
、
提
言
な
ど
か
ら
探
っ
た
。
第
二
部
第
一
章
第
一
節
で
確
認
し
た
こ
と
と
同
様
の

が
窺
え
た
。

次
に
、
齋
藤
純
一
氏
ら
の
公
共
性
論
や
Ｍ
・
バ
フ
チ
ン
の
言
語
論
な
ど
を
援
用
し
、
古
典
学
習
の
空
間
を
公
共
的
な
空
間
に
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
述
べ
た
。
そ
し
て

そ
れ
故
、
テ
キ
ス
ト
は
何
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
他
者
の
言
葉
と
対
話
し
、
ど
の
よ
う
な
応
答
（
意
見
）
を
述
べ
て
い
る
の
か
、
こ
う
し
た
こ
と
を
聴
き
取
れ
る
よ
う

に
テ
キ
ス
ト
を
学
習
者
に
差
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

第
三
節
で
は
こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
も
と
に
第

段
の
教
材
化
案
を
提
示
し
た
。

104

四
、
研
究
の
展
望

本
研
究
は
、
古
典
文
学
研
究
と
古
典
教
育
と
の
架
橋
を
目
指
し
て

『
宇
治
拾
遺
』
の
教
材
化
を
図
っ
た
。
教
材
化
に
は
テ
キ
ス
ト
、
教
育
内
容
、
学
習
者
が
関
係
す

、

る
が
、
前
者
二
つ
を
も
と
に
構
想
し
た
も
の
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
対
話
を
拓
く
テ
キ
ス
ト
を
用
い
、
教
育
内
容
と
し
て
は
公
共
性
に
立
つ
こ
と
の
で
き
る
主
体

の
育
成
を
ね
ら
っ
た
。

今
後
は
、
こ
う
し
た
試
み
を
中
等
教
育
現
場
で
実
践
し
、
本
研
究
の
修
正
を
図
り
な
が
ら
、
中
等
教
育
現
場
の
国
語
科
教
員
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
提
案
を
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。
そ
の
際
、
教
育
方
法
論
や
評
価
論
の
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
提
案
を
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
益
田
が
言
及
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
の
差

し
出
し
方
に
つ
い
て
も
、
有
効
か
否
か
を
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
本
研
究
は
現
代
の
古
典
学
習
が
直
面
し
て
い
る
「
古
典
嫌
い
」
の
問
題
や
、
言
語
的
な
障
害
の
克
服
な
ど
に
つ
い
て
は
言
及
で
き
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い

て
も
国
語
学
や
心
理
学
の
知
見
な
ど
を
取
り
入
れ
な
が
ら
実
践
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
提
案
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

最
後
に

『
宇
治
拾
遺
』
の
表
現
性
分
析
に
関
し
て
は
、
近
年
の
説
話
研
究
を
十
分
に
生
か
せ
て
い
な
い
。
第
一
部
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
説
話
集
テ
キ
ス
ト
を
対
象

、

と
し
、
言
語
場
か
ら
表
現
性
を
捉
え
直
す
こ
と
は
今
な
お
有
効
で
あ
る
。
近
年
の
説
話
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
、
ま
た
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き

た
成
果
を
生
か
す
こ
と
で
、
中
世
言
語
場
に
迫
り

『
宇
治
拾
遺
』
の
表
現
性
を
捉
え
直
す
こ
と
で
、
新
た
な
『
宇
治
拾
遺
』
像
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

、

こ
う
し
た
点
で
、
本
研
究
は
古
典
文
学
研
究
と
古
典
教
育
と
の
架
橋
の
途
上
に
あ
る
。
実
践
、
提
案
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
本
研
究
を
補
完
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。


