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― 1 ― 非動作性二字漢語／訓なし一字漢字／
カタカナ外来語略語形＋接尾辞「化」　サ変複合動詞の時代

非
動
作
性
二
字
漢
語
／
訓
な
し
一
字
漢
字
／

カ
タ
カ
ナ
外
来
語
略
語
形
＋
接
尾
辞
「
化
」

　
サ
変
複
合
動
詞
の
時
代

　
　
―
連
体
修
飾
語
と
し
て
の
「
欲
望
す
る
」「
塑
す
る
」「
キ
ャ
ラ
化
す
る
」
―

中
村
幸
弘

　
　
　

一
、
序
章
―
書
名
に
登
場
し
た
サ
変
複
合
動
詞

　

茂
木
健
一
郎
『
欲
望
す
る
脳
』（
集
英
社
新
書
・
二
〇
〇
七
・
十
一
）
の

「
欲
望
す
る
」が
、い
さ
さ
か
気
に
な
っ
て
、第
二
次
大
戦
直
前
の
あ
の「
科

学
す
る
」
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
取
り
立
て
て
話
題
に
す
る
人
も
い

よ
う
か
、
と
思
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
後
、『
欲
望
す
る
…
』
と
い
う
書
名

を
何
点
か
見
る
こ
と
に
な
っ
て
、
抵
抗
す
る
ど
こ
ろ
か
、
賛
同
し
て
倣
う

か
の
時
代
の
感
覚
と
趨
勢
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
多
く
の
読
者
が
歓
迎
し

て
い
る
か
に
見
え
る
、
そ
の
「
欲
望
す
る
」
は
、
確
か
に
、
現
代
人
の
心

理
を
適
切
に
言
い
当
て
て
い
る
。
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
「
欲
望
す

る
」
は
、
日
本
語
の
サ
変
複
合
動
詞
と
し
て
は
、
原
則
を
外
れ
た
語
幹
で

あ
る
と
し
て
、一
旦
は
躊
躇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
表
現
で
あ
る
。

　

当
初
、〈
キ
ャ
ラ
化
さ
せ
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち
〉
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う

と
思
っ
て
、
そ
の
機
会
を
逃
が
し
て
し
ま
っ
て
い
て
、
平
成
二
十
八
年
度

セ
ン
タ
ー
試
験
国
語
の
第
１
問
の
本
文
と
し
て
読
む
こ
と
に
な
っ
た
の

が
、
土
井
隆
義
『
キ
ャ
ラ
化
す
る
／
さ
れ
る
子
ど
も
た
ち
―
排
除
社
会
に
お

け
る
新
た
な
人
間
像
』（
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
・
二
〇
〇
九
・
六
）
で
あ
る
。

改
め
て
、
そ
の
書
名
を
、〈
キ
ャ
ラ
化
す
る
子
ど
も
た
ち
〉
と
〈
キ
ャ
ラ

化
さ
れ
る
子
ど
も
た
ち
〉
と
読
解
し
て
、『
徒
然
草
』
の
対
偶
中
止
法
に
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当あ

て
嵌は

め
て
み
た
り
し
て
、
だ
か
ら
、〈
キ
ャ
ラ
化
さ
せ
ら
れ
た
子
ど
も

た
ち
〉
と
感
じ
と
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
、
と
反は
ん

芻す
う

し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、

こ
の
語
幹
は
、
カ
タ
カ
ナ
外
来
語
の
略
語
形
に
、
さ
ら
に
接
尾
辞
「
化
」

を
付
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

昨
・
平
成
二
十
九
年
末
、
手
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
佐
藤
卓
『
塑

す
る
思
考
』（
新
潮
社
・
二
〇
一
七
・
七
）
で
あ
る
。
そ
の
「
塑
す
る
」
を

理
解
す
る
た
め
に
、で
あ
る
。意
識
し
て
検
索
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、

い
つ
か
、
今
週
の
本
棚
の
養
老
孟
司
評
（
毎
日
新
聞
・
二
〇
一
七
・
八
・ 

二
十
）
を
拾
い
読
み
し
て
い
た
。「
塑
」
字
に
訓
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
う
思
っ
て
久
し
ぶ
り
に
漢
和
辞
典
を
開
い
て
も
い
た
。
古
訓
を
引
い
て

く
れ
て
あ
る
角
川
『
大
字
源
』（
一
九
九
二
年
）
も
、
近
世
の
「
カ
タ
ツ
チ
」

「
ス
ヱ
モ
ノ
ヅ
ク
リ
」
に
限
ら
れ
た
。
一
字
漢
字
サ
変
複
合
動
詞
は
、
和

文
に
も
早
く
か
ら
採
用
さ
れ
て
相
応
の
変
遷
を
重
ね
て
き
て
い
る
が
、
い

ま
や
、
二
字
漢
語
サ
変
複
合
動
詞
に
圧お

さ
れ
て
か
、
ま
た
、
カ
タ
カ
ナ
外

来
語
複
合
動
詞
に
惹ひ

か
れ
て
か
、新
語
に
出
会
う
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、

そ
う
い
う
意
味
で
新
鮮
だ
っ
た
。

　

以
上
の
「
欲
望
す
る
」「
塑
す
る
」「
キ
ャ
ラ
化
す
る
」
は
、
こ
の
十
年

ほ
ど
の
間
に
登
場
し
て
き
た
サ
変
複
合
動
詞
で
あ
る
。
そ
れ
ら
三
著
は
、

い
ず
れ
も
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
五
つ
星
か
四
つ
星
半
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
そ
の
三
著
の
各
購
読
者
は
、
そ
れ
ら
各
単
語
を
、
一
往
理
解

語
彙
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
現
に
、
土
井
『
キ
ャ
ラ
化

す
る
／
さ
れ
る
子
ど
も
た
ち
』
は
、
高
等
学
校
卒
業
直
前
生
徒
が
受
験
す

る
国
語
科
の
問
題
文
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
時
、
あ
た
か
も
、
高
等

学
校
新
学
習
指
導
要
領
の
国
語
科
に
は
、「
論
理
国
語
」
と
い
う
科
目
も

設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
日
々
刊
行
さ
れ
る
エ
ッ
セ
イ
ふ

う
評
論
・
論
説
に
は
、
こ
の
種
の
サ
変
複
合
動
詞
が
次
々
と
生
産
さ
れ
て

い
て
、
広
く
読
者
に
提
供
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
、
筆
者
は
、
せ
め
て
、
こ

の
三
単
語
が
登
場
し
て
き
た
背
景
な
り
事
情
な
り
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も

解
明
し
た
い
と
思
う
に
至
っ
た
。
そ
れ
ら
サ
変
複
合
動
詞
が
採
用
さ
れ
た

文
章
が
「
論
理
国
語
」
教
材
候
補
文
章
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
国
語
科
教

材
発
掘
研
究
と
か
国
語
科
教
材
読
解
研
究
と
か
と
で
も
い
う
よ
り
ほ
か
な

い
、
研
究
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
も
素
朴
な
姿
勢
で
、「
多
様
化
す
る
日

本
語
研
究
の
現
在
」
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
す
る
。

　
　
　

二
、�

サ
変
複
合
動
詞
史
素
描
―
他
動
詞
「
す
」「
す
る
」
の
、

ヲ
格
対
象
語
を
ヲ
格
非
表
出
に
し
て
語
幹
と
し
て
成
立

　

自
動
詞
「
す
」「
す
る
」
は
、『
万
葉
集
』
歌
の
時
代
か
ら
、「
梶か

ぢ

の
音

す
な
り
」（
万
・
一
一
五
二
の
一
六
）
な
ど
、
現
代
語
と
し
て
も
〈
梶
の

音
が0

す
る
よ
う
だ
〉
と
な
る
よ
う
に
ガ
格
対
象
語
に
応
ず
る
も
の
で
、
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複
合
動
詞
に
な
る
こ
と
な
く
、
単
独
で
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

他
動
詞
「
す
」「
す
る
」
は
、
ヲ
格
対
象
語
を
必
須
と
し
て
い
て
、
そ
の

ヲ
格
の
格
助
詞
「
を
」
が
表
出
さ
れ
な
い
と
き
、
そ
こ
に
サ
変
複
合
動
詞

が
成
立
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
サ
変
複
合
動
詞
は
、
自
動
詞
と
も
他

動
詞
と
も
、
ま
た
、
自
他
両
用
動
詞
と
も
な
っ
た
。

　

上
代
の
ヲ
格
対
象
語
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
動
詞
連
用
形
で
、
連
用
形

名
詞
と
認
識
し
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。「
釣つ

り

す
る
海あ

ま女
の
」（
万
・
⑨

一
七
一
五
）
／
「
嘆
き
せ
む
か
も
」（
万
・
⑫
三
一
三
三
）
な
ど
で
あ
る
。

ま
た
、
本
来
の
名
詞
と
い
う
か
、
非
連
用
形
名
詞
「
足
」「
国
」「
妻
」
な

ど
に
連
用
形
名
詞
を
添
え
た
複
合
名
詞「
足
ず
り
」「
国
別
れ
」「
妻
問
ひ
」

を
ヲ
格
対
象
語
と
す
る
「
足
ず
り
し
つ
つ
」（
万
・
⑨
一
七
四
〇
）
／
「
国

別
れ
し
て
」（
万
・
⑮
三
七
四
六
）
／
「
妻
問
ひ
し
け
む
」（
万
・
③

四
三
一
）
な
ど
も
見
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　

×

　

恐
ら
く
は
、
外
国
語
と
し
て
の
古
代
中
国
語
を
朝
鮮
を
経
て
受
け
い
れ

た
当
代
日
本
人
は
、
そ
の
漢
字
の
一
字
々
々
に
訓
を
結
び
つ
け
た
の
で
あ

ろ
う
が
、
漢
熟
語
で
動
詞
と
判
読
で
き
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
音
読
し
て

「
す
」
を
添
え
て
受
け
い
れ
て
も
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
、『
万
葉
集
』

歌
の
題
詞
を
「
禍く

わ

故こ

重ち
や
う

畳で
ふ

し
、
凶
問
累る

い

集じ
ふ

す
。」（
万
・
⑤
七
九
三
）

と
読
む
と
き
な
ど
、
そ
う
思
わ
せ
ら
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
も
そ

う
読
む
と
こ
ろ
は
多
く
、
漢
籍
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
そ
う
だ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
中
古
の
仮
名
物
語
の
初
め
か
ら
、「
対
面
し
た
ま

へ
。」（
竹
取
・
か
ぐ
や
姫
、
帝
の
召
し
に
応
ぜ
ず
）
や
「
行ぎ

や
う
が
う幸

し
た
ま

ひ
け
り
。」（
伊
勢
・
百
十
七
・
住
吉
行
幸
）
／
「
親み

こ王
た
ち
の
逍せ

う
え
う遙

し

た
ま
ふ
と
こ
ろ
に
ま
う
で
て
、」（
伊
勢
・
百
六
・
龍
田
川
）
な
ど
の
、
二

字
漢
語
を
語
幹
と
す
る
サ
変
複
合
動
詞
の
用
例
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
両

物
語
に
は
、
さ
ら
に
、「
御
覧
ず
」
／
「
化け

粧さ
う

ず
」「
懸け

想さ
う

ず
」
が
見
ら
れ
、

仮
名
で
「
げ
ぎ
や
う
す
」
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
「
現
形
す
」
が
存
在
す

る
。

　

一
字
漢
字
サ
変
複
合
動
詞
は
、『
竹
取
物
語
』
だ
け
に
も
、「
案
ず
」

「
要え
う

す
」「
具
す
」「
請し
や
う

ず
」「
奏
す
」「
帯
す
」「
打ち
や
う

ず
」
の
八
異
な
り
語

を
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
う
ち
の
「
具
す
」
に
つ
い
て
は
、
延

べ
語
数
五
語
で
、〈
連
れ
て
行
く
〉
意
と
〈
添
え
る
〉
意
と
に
用
い
ら
れ

て
い
る
。『
伊
勢
物
語
』
に
は
、「
誦ず

す
」「
念
ず
」
が
見
ら
れ
、
仮
名
で
「
ろ

う
ず
」
と
な
っ
て
現
れ
る
「
弄
ず
」
が
存
在
す
る
。「
具
す
」
は
、『
伊
勢

物
語
』
に
も
用
い
ら
れ
て
い
て
、〈
携
え
る
〉
意
と
読
め
よ
う
。
当
代
い

か
に
便
利
な
一
単
語
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　

×

　

中
世
は
漢
語
の
時
代
で
あ
る
。
日
本
語
史
の
ど
の
テ
キ
ス
ト
に
も
、
そ

う
書
い
て
あ
る
。
二
字
漢
語
サ
変
複
合
動
詞
も
一
字
漢
字
サ
変
複
合
動
詞
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も
、
随
所
に
見
ら
れ
る
。「
得
長
寿
院
を
造
進
し
て
、」「
忠
盛
三
十
六
に

て
昇
殿
す
。」（
と
も
に
、
平
家
・
①
殿
上
闇
討
）、「
雄ゆ
う

剣け
ん

を
帯
し
て
公く

宴え
ん

に
列
し
、」（
同
じ
く
、平
家
・
①
殿
上
闇
討
）と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

こ
の
漢
語
・
漢
字
サ
変
複
合
動
詞
は
、『
太
平
記
』
の
ほ
う
に
、
い
っ
そ

う
注
目
さ
れ
る
用
例
を
見
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　

×

　

近
代
と
い
う
時
代
を
迎
え
て
、
二
字
漢
語
は
、
あ
の
『
哲
学
字
彙
』（
明

治
十
四
年
）
に
登
載
さ
れ
た
用
例
を
初
め
と
し
て
、
こ
の
機
会
に
多
く
新

造
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
の
、
動
作
性
漢
語
名
詞
は
、
日
な
ら
ず
し
て
、
サ

変
複
合
動
詞
化
し
て
い
っ
た
。
現
代
語
の
、
例
え
ば
「
影
響
す
る
」「
警

戒
す
る
」
な
ど
は
、
当
代
に
始
ま
る
漢
語
サ
変
複
合
動
詞
で
あ
る
。
哲
学

に
必
須
の
「
抽
象
す
る
」「
演
繹
す
る
」「
帰
納
す
る
」
な
ど
も
、
当
代
以

来
の
漢
語
サ
変
複
合
動
詞
で
あ
る
。そ
の
よ
う
な
名
詞
が
そ
の
よ
う
に「
す

る
」
を
付
け
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
ど
う
整
理
し
て
お
く
か
に
、
早
く
も

気
づ
い
た
辞
典
が
あ
っ
た
。
高
橋
五
郎
著
『
和
漢

雅
俗
い
ろ
は
辞
典
』（
明
治

二
一
～
二
二
年
）
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
漢
語
名
詞
が
動
詞
と
も
な
る
現
象
に
つ
い
て
辞
典
と
し
て

明
確
に
そ
れ
を
表
示
し
た
の
は
、
三
省
堂
（
金
田
一
京
助
監
修
）『
明
解

国
語
辞
典
』（
昭
和
二
十
七
年
）で
あ
っ
た
。そ
の「
あ
と
が
き
」の
８
に
、

そ
れ
に
気
づ
い
た
先
輩
格
の
辞
典
と
し
て
、
そ
の
髙
橋
『
い
ろ
は
辞
典
』

を
紹
介
し
て
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
国
語
辞
典
か
ら
は
、

そ
の
漢
語
名
詞
を
動
詞
と
し
て
用
い
て
よ
い
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。『
明
解
国
語
辞
典
』
が
広
く
愛
好
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
は
、

（
名
・
自
サ
）（
名
・
他
サ
）
と
す
る
、
そ
の
サ
変
複
合
動
詞
と
し
て
も
用

い
ら
れ
る
と
い
う
情
報
が
容
易
に
得
ら
れ
る
点
に
あ
っ
た
か
、
と
も
思
え

て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　

×

　

明
治
に
な
っ
て
か
ら
の
西
欧
外
来
語
は
専
門
領
域
別
の
導
入
で
あ
っ
た

か
ら
か
、
名
詞
に
限
ら
れ
る
よ
う
で
、
カ
タ
カ
ナ
外
来
語
サ
変
複
合
動
詞

の
登
場
は
、
意
外
な
ほ
ど
に
遅
い
。
し
か
も
、
そ
の
表
記
も
、
現
行
の
カ

タ
カ
ナ
表
記
で
は
な
か
っ
た
。
外
国
語
と
し
て
ま
ず
漢
語
に
翻
訳
し
、
そ

の
ル
ビ
と
し
て
カ
タ
カ
ナ
外
来
語
を
振
る
体
裁
で
あ
っ
た
。「
神
は
創ク

リ
エ
ー
ト造

す
る
。
人
も
創ク

リ
エ
ー
ト造

す
る
が
よ
い
。」（
文
章
一
口
話
・
夏
目
漱
石
）
な

ど
で
あ
る
。
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
の
用
例
で
あ
る
。
同
年
の
用

例
に
、「
オ
ー
バ
ー
す
る
」（
東
京
日
日
新
聞
・
ス
ポ
ー
ツ
記
事
）
が
見
ら

れ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
の
ア
行
・
カ
行
で
、
第
二
次
大
戦

終
了
時
ま
で
の
用
例
は
、
上
記
の
用
例
の
ほ
か
に
は
、「
ア
タ
ッ
ク
す
る
」

（
一
九
二
一
年
）「
エ
ス
ケ
ー
プ
す
る
」（
一
九
一
九
年
）「
オ
ミ
ッ
ト
す

る
」（
一
九
一
八
年
）「
カ
ー
ル
す
る
」（
一
九
三
九
年
）「
キ
ャ
ッ
チ
す

る
」（
一
九
三
九
年
）
を
し
か
見
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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ど
う
し
て「
エ
ラ
ー
す
る
」と
い
え
て
し
ま
う
の
か
。英
語
のerror

は
、

名
詞
だ
け
で
あ
る
。
ヲ
格
対
象
語
と
し
て
、
ま
ず
、「
エ
ラ
ー
を
す
る
。」

と
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
失
策
を
す
る
」
を
「
失
策
す
る
」
に
し
た
よ

う
に
、「
エ
ラ
ー
す
る
」
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

い
ま
、
カ
タ
カ
ナ
外
来
語
サ
変
複
合
動
詞
は
、
カ
タ
カ
ナ
外
来
語
略
語

形
サ
変
複
合
動
詞
の
時
代
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
」
を
〈
現
代
美
術
の
技
法
〉
と
し
て
の
協
業
と
知
っ
て
間
も
な
く
、
い

つ
か
、
広
く
協
業
す
べ
て
が
「
コ
ラ
ボ
」
と
「
コ
ラ
ボ
す
る
」
と
に
な
っ

て
い
た
。「
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
」
が
「
コ
ラ
ボ
す
る
」
に
な
っ
た

の
か
、「
コ
ラ
ボ
」
を
受
け
て
「
コ
ラ
ボ
す
る
」
に
な
っ
た
の
か
、
筆
者

に
は
、
そ
の
過
程
が
認
識
で
き
て
い
な
い
。

　
　
　

三
、「
欲
望
す
る
」
を
意
識
し
た
日
か
ら

　
「
欲
望
す
る
」
を
目
に
し
た
瞬
間
、「
欲
望
」
は
動
作
性
名
詞
で
は
な
い
、

と
感
じ
た
。
国
語
辞
典
の
い
ず
れ
を
見
て
も
、「
欲
望
」
に
「
ス
ル
」
な

ど
を
添
え
た
も
の
は
な
い
。「
欲
望
す
る
」
を
サ
変
複
合
動
詞
と
し
て
認

定
し
た
国
語
辞
典
は
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
。「
科
学
す
る
」
ほ
ど
で
は
な

い
に
し
て
も
、「
欲
望
」
に
「
す
る
」
を
伴
わ
せ
る
に
は
、
抵
抗
を
覚
え

た
し
、
先
人
が
等
し
く
、
そ
う
感
じ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の「
科
学
す
る
」に
つ
い
て
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』の「
す

る
」
の
語
誌
⑶
の
㋩
に
「
昭
和
初
期
に
「
科
学
す
る
心
」
と
い
う
表
現

が
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、「
科
学
」
を
動
作
性
の
な

い
も
の
と
し
て
、「
す
る
」
と
の
複
合
を
不
適
切
と
す
る
論
で
あ
っ
た
。」

と
あ
る
。
そ
の
「
科
学
す
る
心
」
は
、
昭
和
十
五
（
一
九
四
〇
）
年
、
第

二
次
近
衛
内
閣
の
橋
田
邦
彦
文
部
大
臣
が
用
い
た
こ
と
で
、
物
議
を
醸
し

た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
大
東
亜
戦
争
と
い
わ
れ
た
第
二
次
世
界
大
戦
に

入
る
前
年
で
、
資
源
乏
し
い
日
本
で
は
、
そ
う
い
う
発
言
の
必
要
も
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
科
学
」は
、〈
一
定
の
対
象
を
一
定
の
目
的
と
方
法
の
も
と
に
研
究
し
、

普
遍
的
な
法
則
を
発
見
し
た
り
、構
築
し
た
り
す
る
学
問
〉と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
そ
の
「
科
学
」
を
「
研
究
」
と
か
「
発
見
」
と
か
と
思
い
込
ん

で
し
ま
っ
て
、〈
研
究
す
る
〉
と
か
〈
発
見
す
る
〉
と
か
の
つ
も
り
で
、「
科

学
す
る
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
も
解
せ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
何
ら
か

の
意
図
が
あ
っ
て
そ
う
言
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、し
か
し
、や
は
り
、

「
科
学
」
と
い
う
名
詞
に
、
動
作
性
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
す

る
」
と
い
う
動
詞
を
結
び
つ
け
る
に
は
、
抵
抗
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

　
「
欲
望
」
は
、〈
必
要
な
も
の
が
最
低
限
は
整
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
以

上
に
な
に
か
し
た
い
と
か
欲
し
い
と
か
強
く
望
む
気
持
ち
〉
と
い
う
よ
う

な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
語
義
を
確
認
す
る
た
め
に
、
念
の
た
め
何
点
か
の
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国
語
辞
典
を
開
い
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
先
人
が
「
欲
望
」
の
語
義
を
適
切

に
解
し
て
「
す
る
」
を
結
び
つ
け
る
こ
と
な
く
用
い
て
き
た
の
に
、
国
語

辞
典
の
語
釈
に
は
、〈
欲
し
い
と
思
っ
て
望
む
こ
と
〉
な
ど
と
す
る
も
の

が
多
か
っ
た
。
こ
の
「
欲
望
」
と
い
う
名
詞
は
、〈
欲ほ
つ

し
望
む
こ
と
〉
を

い
う
「
欲ほ
つ
す

」
と
「
望の
ぞ
む

」
と
の
字
義
ど
お
り
の
二
動
詞
連
用
の
意
味
で
は

な
く
、〈（
欲ほ

し
い
と
い
う
気
持
ち
）
を
意
味
す
る
「
欲ヨ
ク

」
が
望
む
気
持
ち
〉

を
い
う
、
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
、
和
語
名
詞
で
、
本
来
の
名
詞
と
い
う
か
、
連
用
形
名

詞
で
は
な
い
、
非
連
用
形
名
詞
が
ヲ
格
対
象
語
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
ヲ

格
が
表
出
さ
れ
な
い
で
、
サ
変
複
合
動
詞
と
な
っ
て
い
る
用
例
を
、
一
瞥

し
た
く
な
っ
た
。「
心こ
こ
ろ

す
」「
影か
げ

す
」は
、そ
れ
で
一
単
語
の
自
動
詞
と
な
っ

て
い
る
。「
…
う
た
た
寝ね

に
心
し
て
吹
け
秋
の
初は
つ

風か
ぜ

」（
拾
遺
・
③
秋

一
三
七
）「
す
だ
き
け
ん
昔
の
人
も
な
き
宿
に
た
だ
影
す
る
は
秋
の
夜
の

月
」（
後
拾
遺
・
④
秋
（
上
）
二
五
三
）
が
、
そ
の
用
例
で
、〈
気
を
つ
け

る
〉〈
光
が
宿
る
〉
意
で
あ
る
。「
山や
ま

葛か
づ
ら

す
」「
子ね

の
日ひ

す
」「
導し
る
べ

す
」
も
、

そ
れ
ぞ
れ
一
単
語
で
、
他
動
詞
で
あ
る
。「
…
山
人
と
人
も
見
る
が
に
山

か
づ
ら
せ
よ
」（
古
今
・
⑳
神
遊
び
一
〇
七
六
）「
け
ふ
は
君き
み

い
か
な
る

野の

辺べ

に
子
の
日
し
て
人
の
ま
つ
を
ば
知
ら
ぬ
な
る
ら
ん
」（
後
拾
遺
・
①

春（
上
）二
七
）「
を
舟ぶ
ね

さ
し
わ
た
の
は
ら
か
ら
し
る
べ
せ
よ
」（
後
拾
遺
・

⑪
恋
（
一
）
六
一
六
）
が
そ
の
用
例
で
、〈
山
葛
を
髪
飾
り
に
す
る
〉〈
子

の
日
の
行
事
を
す
る
〉〈
道
案
内
を
す
る
〉意
で
あ
る
。い
ず
れ
に
し
て
も
、

非
連
用
形
名
詞
に
付
く
「
す
」
に
は
、
そ
の
具
体
的
な
動
作
の
表
現
と
し

て
は
、
無
理
の
多
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

和
語
に
対
し
て
、
漢
語
は
、
そ
の
語
義
を
字
義
に
負
う
も
の
が
多
い
。

「
欲ほ
つ

す
」
―
「
欲ほ

り
す
」
の
促
音
便
形
―
も
「
望の
ぞ

む
」
も
、
そ
の
よ
う
に

動
詞
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
欲
求
す
る
」
／
「
願
望
す
る
」「
希
望
す
る
」

「
志
望
す
る
」「
熱
望
す
る
」
と
い
う
サ
変
動
詞
化
し
た
用
例
と
も
な
っ
て

い
る
。「
欲
望
」
も
、
そ
の
語
義
が
そ
の
よ
う
な
字
義
ど
お
り
で
あ
っ
た

と
し
た
ら
、
早
く
に
サ
変
複
合
動
詞
化
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
近
世
成
立

の
「
欲
望
」
は
、
そ
の
「
欲
」
が
、
あ
る
い
は
、「
欲ヨ
ク

」
と
い
う
名
詞
を

意
識
し
て
、「
望
」
と
結
び
つ
い
た
語
構
成
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ

ん
な
こ
と
ま
で
考
え
さ
せ
ら
れ
る
日
が
続
い
た
。と
に
か
く
、「
欲
望
」は
、

サ
変
複
合
動
詞
化
す
る
こ
と
な
く
、さ
き
ご
ろ
ま
で
来
て
い
た
の
で
あ
る
。

今
回
、
茂
木
は
、「
欲
望
」
の
語
義
を
、〈
必
要
な
も
の
が
最
低
限
は
備
わ
っ

て
い
る
の
に
、
そ
れ
以
上
に
何
か
し
た
い
と
か
欲
し
い
と
か
強
く
望
む
気

0

0

0

0

0

持
ち

0

0

〉
か
ら
〈
必
要
な
も
の
が
十
分
に
備
わ
っ
て
い
て
も
、
な
お
い
っ
そ

う
何
か
し
た
い
と
か
欲
し
い
と
か
強
く
望
む
こ
と

0

0

0

0

0

0

〉
ぐ
ら
い
の
意
に
切
り

換
え
て
、
サ
変
複
合
動
詞
化
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
受
け
と
め
る
こ
と

に
し
た
。

　

茂
木
の
、
そ
の
『
欲
望
す
る
脳
』
に
続
い
て
、
原
田
優
輝
『
欲
望
す
る
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イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
』（
Ｐ
・
ヴ
ァ
イ
ン
・
二
〇
一
五
・
十
）
に
「
欲
望
す
る
」

を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
嶋
浩
一
郎
・
松
井
剛
『
欲
望
す
る
「
こ

と
ば
」「
社
会
記
号
」
と
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
』（
集
英
社
新
書
・
二
〇
一
七
・

十
二
）
が
そ
の
後
を
追
っ
て
現
れ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
著
者
（
た
ち
）
は
、

女
子
力
、
加
齢
臭
、
草
食
男
子
、
婚
活
、
美
魔
女
、
お
ひ
と
り
さ
ま
、
イ

ク
メ
ン
、
イ
ン
ス
タ
映
え
、
…
と
い
う
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
現
れ
て
一

般
化
し
た
造
語
を
「
社
会
記
号
」
と
読
ん
で
い
る
。
そ
う
い
う
、
著
者
も
、

そ
の
書
名
に
、
ど
か
ら
と
も
な
く
現
れ
て
自
ら
も
使
い
た
く
な
っ
た
か
も

し
れ
な
い
「
欲
望
す
る
」
を
用
い
て
い
る
、
と
、
そ
ん
な
ふ
う
に
筆
者
は

思
わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、
そ
の
「
欲
望
す
る
」
は
、

茂
木
『
欲
望
す
る
脳
』
が
初
出
で
な
い
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
小
岸
昭
『
欲
望
す
る
映
像
―
ド
イ
ツ
的
な
る
も
の
と
畸
型
児
た
ち

を
め
ぐ
っ
て
―
』（
駸
々
堂
出
版
・
一
九
八
五
・
一
）
の
「
欲
望
す
る
」
で
あ
っ

た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。『
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』
と
い
う
、

一
九
七
二
年
に
哲
学
者
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
精
神
科
医
フ
ェ
リ
タ
ス
・

ガ
タ
リ
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
著
作
が
あ
っ
て
、
そ
の
な
か
で
、
人
間
の

欲
望
を
〈
欲
望
す
る
機
械
〉
と
し
て
捉
え
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
そ

の
翻
訳
に
は
、
市
原
宏
祐
訳
『
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』（
河
出
書
房

新
社
・
一
九
八
六
・
五
）
と
宇
野
邦
一
訳
『
ア
ン
チ
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』（
河

出
文
庫
・
二
〇
〇
六
・
十
）
と
が
あ
る
。
そ
の
過
程
で
、
人
間
を
〈
欲
望

す
る
機
械
〉
と
見
る
見
方
が
早
く
も
浸
透
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も

は
や
、
こ
の
「
欲
望
す
る
」
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
人
た
ち
が
使
用
語
彙

と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
原
語
は
ど
う
い
う
単
語
で
ど
う
い

う
意
味
な
の
か
、
そ
の
一
般
的
な
訳
語
は
何
な
の
か
、
そ
う
い
う
領
域
の

方
の
お
教
え
を
い
た
だ
く
ほ
か
な
い
。

　

伝
説
的
な
話
題
と
な
っ
て
久
し
い
「
科
学
す
る
」
は
、
現
在
で
は
、
多

様
な
領
域
の
書
籍
や
学
習
法
な
ど
の
名
称
に
冠
せ
ら
れ
て
い
る
。あ
の「
科

学
す
る
心
」
そ
の
も
の
が
、
教
育
財
団
の
名
称
と
な
っ
て
い
る
。W

eblio

辞
書
の
類
語
辞
典
（
シ
ソ
ー
ラ
ス
）
に
は
、「
科
学
す
る
」
の
同
義
語
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
科
学
す
る
英
語
、
科
学
す
る
野
球
、
科
学
す
る
麻
雀

ま
で
、
対
象
は
広
く
、
研
究
し
、
発
見
し
、
発
明
し
よ
う
と
す
る
取
り
組

み
は
す
べ
て
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
。そ
の
シ
ソ
ー
ラ
ス
に
は
、「
哲
学
す
る
」

の
同
義
語
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
数
学
す
る
」
を
趣
味
と
し
て
い
る
人

も
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

　
「
欲
望
」
と
同
じ
く
、
非
動
作
性
名
詞
と
い
っ
て
よ
い
名
詞
に
、「
思
想
」

が
あ
る
。「
思
案
す
る
」「
思
考
す
る
」「
思
索
す
る
」／「
回
想
す
る
」「
空

想
す
る
」「
幻
想
す
る
」「
構
想
す
る
」「
連
想
す
る
」
な
ど
が
あ
る
の
に
、

で
あ
る
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
未
完
）



國學院雜誌　第 119 巻第 11 号（2018年） ― 8 ―
　
　
　

四
、「
塑
す
る
」
を
意
識
し
た
日
か
ら

　

佐
藤
『
塑
す
る
思
考
』
は
、
そ
の
佐
藤
が
佐
藤
卓
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

そ
の
認
識
が
始
ま
っ
た
。「
明
治
お
い
し
い
牛
乳
」
や
「
ク
ー
ル
ミ
ン
ト

ガ
ム
」
の
包
装
デ
ザ
イ
ン
で
知
ら
れ
る
佐
藤
卓
の
本
が
出
た
、
と
認
識
し

た
。
続
い
て
、
そ
の
佐
藤
が
、
も
う
十
何
年
か
に
な
る
、
Ｅ
テ
レ
の
子
ど

も
の
た
め
の
日
本
語
教
育
番
組
「
に
ほ
ん
ご
で
あ
そ
ぼ
」
の
佐
藤
卓
と
結

び
つ
い
た
。

　

後
に
な
っ
て
悔
や
ま
れ
た
の
は
、『
塑
す
る
思
考
』
の
書
名
を
知
っ
た

だ
け
で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
か
、
も
っ
と
推
測
し
て
み
た
ら

よ
か
っ
た
の
に
、
と
い
う
後
悔
で
あ
る
。
殊
に
、
ブ
ロ
グ
で
、
そ
の
「
塑
」

が
「
塑
性
」
の
「
塑
」
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
後
悔
さ

れ
た
。
い
ま
、
思
い
返
す
と
、
一
瞬
、〈
土
人
形
を
つ
く
る
思
考
〉
と
は

何
か
、
失
礼
な
が
ら
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
愚
痴
と
い
う
か
告
白
と
い
う
か
、
そ

の
よ
う
に
受
け
と
め
て
も
い
た
よ
う
に
内
省
さ
れ
る
。
そ
の
間
に
、
角
川

『
新
字
源
改
訂
新
版
』（
二
〇
一
七
・
十
）だ
け
が
、漢
和
辞
典
で
た
だ
一
点
、

そ
の
熟
語
欄
に
「
塑
性
」
を
載
せ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
た
。

　

直
ち
に
目
次
を
見
た
。「
は
じ
め
に
」
と
「
あ
と
が
き
」
を
除
く
と
、

二
十
二
編
の
見
出
し
と
ペ
ー
ジ
、そ
の
二
編
め
が「
塑そ

す
る
思
考
」で
あ
っ

た
。「
は
じ
め
に
」
に
も
「
あ
と
が
き
」
に
も
、「
塑
す
る
」
も
「
塑
性
」

も
出
て
来
な
い
。
そ
の
「
塑
す
る
思
考
」
を
見
る
と
、「
柔
よ
く
剛
を
制
す
」

と
い
う
が
、
そ
の
「
柔
」
に
は
、「
弾
性
」
と
「
塑
性
」
と
が
あ
り
、
人

生
に
お
け
る
他
者
と
の
向
き
合
い
方
と
し
て
、
そ
の
「
塑
性
」
を
も
っ
て

向
き
合
っ
て
き
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
塑
す
る
」
と
い
う
サ

変
複
合
動
詞
で
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
柔
軟
な
向
き
合
い
方
の
一
つ

は
、「
弾
力
が
あ
る
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
い
ま
一
つ
が
「
塑
す
る
」

だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

実
は
、
あ
る
時
期
、
あ
の
「
キ
ャ
ラ
化
す
る
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
た

の
で
、
そ
の
接
尾
辞
「
化
」
を
借
り
て
、「
塑
化
す
る
」
で
も
よ
か
っ
た

か
な
、
と
思
っ
た
。
た
だ
、
一
字
漢
字
に
付
く
「
化
」
は
、「
強
化
」「
硬

化
」「
鈍
化
」
な
ど
、
形
容
詞
性
の
も
の
が
多
い
と
こ
ろ
か
ら
、
ち
ょ
っ

と
躊
躇
し
た
。「
活
性
化
」
も
あ
る
か
ら
「
塑
性
化
す
る
」
は
ど
う
か
、

と
も
思
っ
た
。
し
か
し
、
直
ち
に
、「
惰
性
化
す
る
」「
慢
性
化
す
る
」
に

よ
っ
て
、
そ
れ
も
打
ち
消
さ
れ
た
。
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、「
塑
す
る
」

だ
け
で
は
、「
塑
像
」
が
連
想
さ
れ
る
だ
け
で
、
著
者
が
い
う
「
Ａ
案
よ

り
Ｂ
案
が
好
き
で
、
Ｃ
案
は
さ
ら
に
好
き
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
よ
り
Ｄ
案
の

ほ
う
が
も
っ
と
好
き
だ
か
ら
、
」
に
な
か
な
か
結
び
つ
か
な
か
っ
た
。

　

十
五
編
め
の
「「
分
か
る
」
と
「
分
か
ら
な
い
」
と
「
分
か
り
や
す
い
」」

の
末
尾
に
至
っ
て
、
鈍
感
な
筆
者
は
、
著
者
の
「
塑
す
る
」
が
よ
う
や
く
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見
え
て
き
た
。
そ
こ
に
は
、「
的
確
に
状
況
を
把
握
し
、
可
塑
的
柔
軟
性

で
素
直
に
対
応
す
る
多
様
な
ス
キ
ル
が
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
は
求
め
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
す
。」
と
あ
っ
た
。
試
験
問
題
の
解
答
と
し
て
だ
っ
た
ら
、「
塑

す
る
」は
、〈
可
塑
的
柔
軟
性
で
素
直
に
対
応
す
る
〉意
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
著
者
は
、
動
詞
「
す
る
」
に
つ
い
て
、「
能
動
的
に
「
す
る
」」
を

強
く
意
識
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
第
六
編
「
デ
ザ
イ
ン
す
る
。
デ
ザ
イ

ン
し
な
い
。」
に
お
い
て
、
デ
ザ
イ
ン
の
語
源
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
の

designare

（
デ
シ
グ
ナ
ー
レ
）か
ら
説
き
起
こ
し
て
、英
語
のdesign

（
デ

ザ
イ
ン
）も
名
詞
で
あ
る
前
に
動
詞
で
あ
っ
た
と
し
て
、「
デ
ザ
イ
ン
す
る
」

と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、「「
デ
ザ
イ
ン
す
る
」
を
「
す
る
」
こ
と
に
よ
っ

て
、
能
動
的
に
「
す
る
」
こ
と
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て
し
ま
う
。」
と
い
っ

て
い
る
。
そ
の
考
え
は
「「
分
か
る
」
と
「
分
か
ら
な
い
」
と
「
分
か
り

や
す
い
」」
の
後
半
で
、
い
ま
一
度
繰
り
返
さ
れ
る
。「
デ
ザ
イ
ン
」
は
、

既
に
〈
デ
ザ
イ
ン
す
る
〉
で
あ
り
、
そ
れ
に
「
す
る
」
を
付
け
て
い
う
日

本
語
に
抵
抗
を
お
示
し
な
の
で
あ
る
。

　

自
我
主
張
の
強
す
ぎ
る
日
本
の
現
代
へ
の
批
判
で
あ
る
。
自
我
は
抑
え

て
も
、
個
性
は
示
せ
る
。「
ほ
ど
ほ
ど
の
デ
ザ
イ
ン
」「
変
な
も
の
を
愛
で

る
」「
気
を
遣
う
」
な
ど
の
編
の
見
出
し
に
も
、
こ
の
著
者
の
姿
勢
は
う

か
が
え
る
。こ
の
著
者
が
、そ
こ
に
用
い
る
こ
と
を
躊
躇
す
る「
す
る
」は
、

昭
和
四
十
年
代
か
ら
平
成
の
初
め
ご
ろ
ま
で
の
高
等
学
校
国
語
科
現
代
文

教
材
と
し
て
の
丸
山
真
男
「「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
」
の
「
す

る
」
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
。
丸
山
『
日
本
の
思
想
』（
岩
波
書
店
・
昭

和
三
十
六
年
）
か
ら
採
ら
れ
た
、
そ
の
教
材
は
、
自
由
や
権
利
は
「
獲
得

す
る
」
も
の
で
あ
り
、「
行
使
す
る
」
も
の
で
あ
り
、「
す
る
」
論
理
を
も
っ

て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
文
章
で
あ
っ
た
。
高
校
生
ま
で

が
参
加
し
た
七
十
年
安
保
闘
争
と
重
な
る
国
語
科
教
材
で
あ
る
。

　

一
字
漢
字
サ
変
複
合
動
詞
と
呼
ん
で
き
て
い
る
が
、「
愛
す
る
」「
信
ず

る
」「
和
す
る
」
な
ど
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
一
字
漢
語
か
と
も
思

え
よ
う
。「
愛
」「
信
」「
和
」
は
、
一
字
漢
語
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

大
方
の
用
例
と
、
そ
の
「
愛
す
」「
信
ず
」「
和
す
」
の
成
立
を
見
て
も
、

漢
語
に
で
は
な
く
、漢
字
に「
す
」が
付
い
て
成
立
し
た
も
の
と
感
じ
と
っ

た
遠
い
昔
を
思
い
出
し
た
。
そ
の
一
字
漢
字
サ
変
複
合
動
詞
は
、
漢
籍
に

始
め
て
接
し
た
、
当
代
の
日
本
人
が
そ
う
読
み
は
じ
め
た
上
古
の
あ
る
時

期
は
別
と
し
て
、
や
は
り
、
中
世
の
あ
る
時
期
と
明
治
の
初
年
に
積
極
的

に
造
語
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
そ
の
明
治
初
年
、
特
に
注
目
さ
れ

る
の
は
、
久
米
邦
武
『
米
欧
回
覧
実
記
』（
博
聞
社
・
明
治
十
（
一
八
七
七
）

年
）
で
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
に
立
項
さ
れ
る
「
迂う

す
る
」

「
運う
ん

す
る
」「
嵌か
ん

す
る
」「
協き
よ
う

す
る
」「
較こ
う

ず
る
」「
査さ

す
る
」「
掣せ
い

す
る
」

「
輸ゆ

す
る
」「
覧ら
ん

ず
る
」
の
出
典
で
、
そ
の
項
の
用
例
は
、「
輸
す
る
」
を

除
い
て
、
そ
の
『
実
記
』
が
初
出
用
例
だ
っ
た
。「
塑
す
る
」
を
契
機
に
、
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そ
ん
な
こ
と
を
楽
し
む
こ
と
に
も
な
り
、
そ
の
膨
大
な
『
実
記
』
の
復
刻

本
（
宗
高
書
房
・
昭
和
五
十
年
）
を
眺
め
る
こ
と
も
で
き
た
。

　

こ
の
著
者
の
動
詞
「
す
る
」
に
対
し
て
懐
い
て
い
る
意
識
が
、
ま
た
、

蘇
っ
て
き
た
。
こ
の
著
者
は
、
動
詞
「
す
る
」
に
〈
能
動
的
に
す
る
〉
意

を
意
識
し
て
い
る
。「
弾
力
が
あ
る
」
に
対
し
て
「
塑
力
が
あ
る
」
と
い

お
う
と
し
て
、「
塑
」
字
に
〈
塑
的
な
行
為
〉
の
意
を
託
し
、
著
者
の
「
す

る
」
を
添
え
て
、〈
塑
的
な
行
為
を
能
動
的
に
す
る
〉
意
の
「
塑
す
る
」

を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
、と
思
え
て
き
た
。い
ま
、「
塑
す
る
思
考
」を〈
塑

的
な
行
為
を
能
動
的
に
す
る
思
考
〉
と
思
お
う
と
思
う
こ
と
に
し
た
。
そ

こ
で
、「
塑
」
字
も
、
本
来
の
字
義
〈
粘
土
を
こ
ね
て
形
を
つ
く
る
〉
か

ら
〈
粘
土
を
こ
ね
て
自
由
な
形
を
つ
く
る
〉
へ
と
転
じ
て
感
じ
と
れ
て
き

た
よ
う
で
あ
る
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
未
完
）

　
　
　

五
、「
キ
ャ
ラ
化
す
る
」
を
意
識
し
た
日
か
ら

　
「
キ
ャ
ラ
化
す
る
」
に
つ
い
て
も
、
土
井
『
キ
ャ
ラ
化
す
る
／
さ
れ
る

子
ど
も
た
ち
』
に
先
行
し
て
、「
キ
ャ
ラ
化
す
る
」
を
連
体
修
飾
語
と
し

た
書
名
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
相
原
博
之
『
キ
ャ
ラ
化
す
る
ニ
ッ

ポ
ン
』（
講
談
社
新
書
・
二
〇
〇
七
・
九
）
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
こ
か
ら
、

平
成
二
十
二
（
二
〇
一
〇
）
年
度
・
北
海
道
大
学
〈
文
・
教
育
・
法
・
経

済
学
部
〉入
学
試
験
問
題
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。そ
の〈
第

五
章
「
キ
ャ
ラ
」
の
持
つ
社
会
的
存
在
の
意
味
〉
の
な
か
か
ら
三
か
所
ほ

ど
が
抜
き
出
さ
れ
て
出
題
本
文
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
「
キ
ャ
ラ
」
と
本

来
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー 

と
の
違
い
や
「
い
じ
ら
れ
キ
ャ
ラ
」「
バ
カ
キ
ャ

ラ
」
な
ど
、
多
様
な
キ
ャ
ラ
が
引
か
れ
て
、
そ
う
い
う
な
か
で
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、「
キ
ャ
ラ
化
す
る
」
に
つ
い
て
も
、
も
は
や
、
二
著
の
著
者
が

こ
れ
を
使
用
語
彙
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
殊
に
、
こ
の
「
キ
ャ
ラ
化

す
る
」
に
つ
い
て
は
、
意
識
し
て
こ
れ
を
用
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
だ
け
で
な
く
、土
井『
キ
ャ
ラ
化
す
る
／
さ
れ
る
子
ど
も
た
ち
』の
、

そ
の
書
名
の
理
解
を
誤
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
き
て
、
そ
の

結
果
と
し
て
、「
キ
ャ
ラ
化
す
る
」
は
自
動
詞
で
も
あ
り
、
他
動
詞
で
も

あ
る
、と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
た
。こ
の
書
名
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
、「
キ

ａャラ
化（
すｂる　

＋　

さ
ｃれ

る
）」と
認
識
し
た
。そ
の
ａ
「
キ
ャ

ラ
化
」
は
、
ｂ
「
す
る
」
に
も
ｃ
「
さ
れ
る
」
に
も
か
か
っ
て
い
く
、
そ

う
い
う
構
造
と
読
み
と
っ
た
。a

（b

＋c

）＝ab

＋ac

と
展
開
し
て
、「
キ
ャ

ラ
化
す
る
」「
キ
ャ
ラ
化
さ
れ
る
」
と
理
解
し
た
。
そ
の
う
え
で
、

「（
キ

ｄ

ャ
ラ
化
す
る
＋
キ

ｅ

ャ
ラ
化
さ
れ
る
）
子

ｆ
ど
も
た
ち
」
と
し
て
、（d

＋e
）f
＝df

＋ef

と
い
う
よ
う
に
、
い
ま
一
度
展
開
し
て
、「
キ
ャ
ラ
化
す
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る
子
ど
も
た
ち
」「
キ
ャ
ラ
化
さ
れ
る
子
ど
も
た
ち
」
と
読
解
し
て
い
た
。

『
徒
然
草
』
七
段
の
「（
か
げ
ろ
ふ
のＸ

夕
べ
を
待
ち
、
夏
の
蟬
の
春Ｙ

秋
を
知

ら
）
ぬ
も
あ
るＺ

ぞ
か
し
。」
の
解
法
を
借
り
て
の
読
解
で
あ
っ
た
。
共
通

因
子
が
前
に
あ
っ
た
り
後
に
来
た
り
で
あ
っ
た
り
し
た
が
、そ
こ
が
ま
た
、

お
も
し
ろ
か
っ
た
。

　

た
だ
、
そ
の
「
キ
ャ
ラ
化
す
る
」
に
つ
い
て
、
書
名
だ
け
を
、
し
か
も
、

目
に
し
た
一
瞬
、
大
変
な
誤
解
を
し
て
い
た
こ
と
に
、
し
ば
ら
く
し
て
気

づ
い
た
こ
と
を
告
白
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
日
本
語

の
線
状
性
と
い
う
性
質
に
も
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
「
キ
ャ
ラ

化
す
る
」
を
子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
学
校
の
環
境
や
周
囲
の
大
人
た
ち

と
の
人
間
関
係
が
そ
う
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
感
じ
と
っ
て
、
他
動
詞

と
思
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、「
キ
ャ
ラ

化
す
る
子
ど
も
た
ち
」
に
は
な
ら
な
く
、「
キ
ャ
ラ
化
す
る
大
人
た
ち
」

に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
段
階
で
、
自
動
詞
「
キ
ャ
ラ
化
す
る
」
と
思
う

こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
次
の
「
キ
ャ
ラ
化
さ
れ
る
」
の
「
キ
ャ
ラ
化

さ
（
→
キ
ャ
ラ
化
す
る
）」
は
、
他
動
詞
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
受
身
の
助
動
詞
「
れ
る
」
を
伴
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
上
の
「
キ
ャ
ラ
化
す
る
」
は
自
動
詞
、
下
の
「
キ
ャ

ラ
化
さ
（
→
キ
ャ
ラ
化
す
る
）」
は
他
動
詞
と
い
う
こ
と
に
な
る
な
、
と

呟
い
て
、
一
往
納
得
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
出
題
本
文
を
熟

読
す
る
と
、
そ
の
15
段
落
に
「
自
分
を
キ
ャ
ラ
化
し
て
提
示
す
る
こ
と

は
、」
と
あ
っ
て
、
そ
の
「
キ
ャ
ラ
化
さ
（
→
キ
ャ
ラ
化
す
る
）」
は
他
動

詞
で
あ
る
。
か
ね
て
か
ら
、
接
尾
辞
「
…
化
す
る
」
に
自
動
詞
・
他
動
詞

の
別
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
が
、と
に
か
く
、い
ま
、

そ
の
よ
う
に
読
み
分
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
土
井
・
セ
ン
タ
ー
出
題
文
章
に
は
、「
流
動
化
す
る
」「
無
意
味
化

す
る
」「
単
純
化
す
る
」「
透
明
化
す
る
」「
複
雑
化
す
る
」
と
現
れ
て
き

て
、
さ
ら
に
「
キ
ャ
ラ
化
す
る
」「
多
元
化
す
る
」
と
続
く
の
で
あ
る
。

そ
の
「
多
元
化
す
る
」
は
、
傍
線
Ｄ
「
価
値
観
が
多
元
化
し
た
相
対
性
の

時
代
に
は
、
誠
実
さ
の
基
準
も
変
わ
っ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
。」

が
、
問
５
と
し
て
、
そ
の
趣
旨
が
問
わ
れ
る
、
そ
の
連
体
修
飾
語
部
分
に

含
ま
れ
て
い
る
。
価
値
観
に
相
対
性
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
複
数

の
偶
数
の
価
値
観
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
を
「
多
元
化
す
る
」

と
い
っ
て
い
る
、
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
文
脈
あ
っ
て
の
「
多

元
化
す
る
」
で
あ
る
。「
一
元
化
す
る
」
は
、
文
脈
が
な
く
て
も
概
念
が

見
え
て
く
る
。「
多
元
化
す
る
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
、
と
感
じ
た
り
も

し
た
。

　

さ
て
、
こ
の
「
キ
ャ
ラ
」
が
、
カ
タ
カ
ナ
外
来
語
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」

の
略
語
形
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」

が
〈
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
に
お
け
る
振
る
舞
い
方
の
類
型
的
な
役
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割
〉
を
意
味
す
る
こ
と
も
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
現
代
日
本
語
の
問

題
点
の
一
つ
と
し
て
、
カ
タ
カ
ナ
外
来
語
略
語
形
問
題
は
、
複
合
語
化
問

題
と
関
連
す
る
と
い
わ
れ
た
昔
が
あ
っ
た
。
テ
レ
ビ
放
送
と
い
わ
れ
て
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
は
消
え
、
歓
迎
コ
ン
パ
と
い
わ
れ
て
コ
ン
パ
ニ
ー
は
忽
ち
に

消
え
た
。
い
ま
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
内
キ
ャ
ラ
・
外
キ
ャ
ラ
と
い
わ
れ
て

い
る
。
そ
の
略
語
形
を
二
音
節
と
す
る
か
三
音
節
と
す
る
か
な
ど
、
短
縮

化
に
傾
向
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。「
日
本
語
学
」（
明
治
書
院
・
昭
和
六
十

（
一
九
八
五
）
年
九
月
号
）
に
菅
野
謙
（
当
時
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
調
査

研
究
所
員
）「
洋
語
の
略
語
形
」
な
る
論
考
が
載
っ
て
い
た
。
そ
の
短
縮

傾
向
を
分
析
、
数
値
で
示
し
て
く
れ
て
あ
っ
た
。
現
在
ま
で
に
は
、
い
っ

そ
う
詳
細
な
調
査
結
果
を
報
告
す
る
論
考
な
ど
も
発
表
さ
れ
て
い
よ
う
。

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
ド
ク
タ
ー
Ｘ
」
の
米
倉
涼
子
が
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

知
ら
な
い
子
ど
も
た
ち
に
ま
で
「
オ
ペ
す
る
」
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
。

　
『
日
本
語
大
辞
典
第
二
版
』
は
、「
か
クワ
【
化
】
の
二
に
〘
接
尾
〙
を

立
項
し
て
あ
る
。
今
回
、
自
動
詞
・
他
動
詞
の
別
の
必
要
を
感
じ
た
。
そ

の
語
誌
は
、
⑴
・
⑵
と
も
充
実
し
た
記
事
で
、
漢
籍
か
ら
の
恩
恵
と
幕

末
か
ら
明
治
・
大
正
ま
で
の
造
語
の
動
き
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。文
化
・

教
化
・
変
化
・
造
化
は
、
項
戴
し
た
も
の
で
あ
る
。
醇
化
・
美
化
・
悪
化
・

緑
化
・
強
化
・
硬
化
・
液
化
・
気
化
は
、
国
産
で
あ
る
。
そ
こ
に
紹
介
さ

れ
る
宇
田
川
榕よ
う

庵あ
ん『

遠
西
医
方
名
物
考
補
遺
』（
一
八
三
四
年
）
の
「
酸
化
」

だ
が
、
た
ま
た
ま
、
小
稿
執
筆
中
の
平
成
三
十
年
四
月
二
十
六
日
付
朝
日

新
聞
「
天
声
人
語
」
に
、
そ
の
榕
庵
が
「
酸
化
」
を
編
み
出
し
た
話
が
載
っ

て
い
た
。「
キ
ャ
ラ
化
す
る
」
も
、
そ
う
い
う
歴
史
を
背
景
に
し
て
、
新

し
い
語
構
成
の
誕
生
を
見
せ
た
の
で
あ
っ
た
。　　
　
　
　
　
　

（
未
完
）

　
　
　

六
、�

文
章
の
種
類
と
語
彙
―
「
論
理
国
語
」
の
語
彙
と
し
て

の
サ
変
複
合
動
詞

　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
付
で
、「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
全
部

を
改
正
す
る
告
示
」
が
公
示
さ
れ
た
。
教
科
「
国
語
」
に
は
、「
論
理
国
語
」

が
登
場
し
、
教
科
「
外
国
語
」
で
は
現
行
の
英
語
表
現
Ⅰ
・
英
語
表
現
Ⅱ
・

英
語
会
話
が
、「
論
理
・
表
現
Ⅰ
」「
論
理
・
表
現
Ⅱ
」「
論
理
・
表
現
Ⅲ
」

と
な
っ
た
。
国
語
の
新
科
目
「
論
理
国
語
」
に
対
応
す
る
の
は
、
新
科
目

「
文
学
国
語
」
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
論
理
的
文
章
と
情
緒
的
文
章
と
を
意

識
し
て
学
習
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
セ
ン
タ
ー

試
験
、
そ
れ
に
先
行
し
た
共
通
一
次
を
加
え
て
、
四
十
余
年
、
そ
の
第
１

問
に
相
当
し
た
文
章
が
、「
論
理
国
語
」
の
教
材
候
補
本
文
に
相
当
す
る

こ
と
に
な
ろ
う
。

　

そ
の
論
理
的
文
章
は
、
一
般
的
な
ジ
ャ
ン
ル
名
を
も
っ
て
い
え
ば
、
評

論
・
論
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
評
論
・
論
説
の
文
体
も
、
近
代
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か
ら
現
代
へ
と
、
相
応
に
、
そ
の
推
移
を
見
せ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

訓
読
文
体
を
受
け
継
ぎ
、
翻
訳
文
体
を
受
け
入
れ
、
抽
象
概
念
の
二
字
漢

語
を
導
入
し
て
論
理
の
展
開
を
重
ね
て
き
て
い
る
が
、
い
っ
そ
う
顕
著
な

語
彙
の
形
態
上
の
特
徴
は
、
二
字
漢
語
サ
変
複
合
動
詞
／
一
字
漢
字
サ
変

複
合
動
詞
／
漢
語
・
漢
字
＋
接
尾
辞
「
化
」
サ
変
複
合
動
詞
／
カ
タ
カ
ナ

外
来
語
サ
変
複
合
動
詞
の
使
用
頻
度
の
高
さ
に
あ
っ
た
。
直
ち
に
感
じ
と

れ
る
評
論
・
論
説
教
材
の
手
掛
か
り
で
あ
る
。

　

旺
文
社
『
全
国
大
学
入
試
問
題
正
解
（
国
語
）』
で
、
こ
こ
十
年
ほ
ど

の
セ
ン
タ
ー
試
験
の
国
語
第
１
問
を
振
り
返
っ
て
み
た
。
二
〇
一
三
年
の

小
林
秀
雄
『
鐔
』
一
九
六
二
年
）
は
、
素
材
か
ら
も
発
表
年
か
ら
も
、
現

代
の
評
論
教
材
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
小
林
は
、
芸
術
論
・
古
典
論
の
評

論
家
で
あ
る
。二
字
漢
語
サ
変
複
合
動
詞
は
十
二
異
な
り
語
で
し
か
な
く
、

し
か
も
、
そ
れ
は
日
常
語
だ
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
の
栗
原
彬
『
か
ん
け
り

の
政
治
学
』（
一
九
八
八
年
）
も
、
か
ん
け
り
の
描
写
が
相
当
量
を
占
め

た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
二
字
漢
語
サ
変
複
合
動
詞
は
、
そ
の
後
の
、『
鐔
』

を
除
い
た
出
題
文
章
に
比
し
て
少
な
く
、
二
十
六
異
な
り
語
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
二
〇
一
七
年
の
小
林
傳た
だ

司し

『
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
―
専
門
家
と
シ
ロ
ウ
ト
の
対
話
は
可
能
か
』（
二
〇
〇
二
年
）
に
は
、
二
字
漢

語
サ
変
複
合
動
詞
が
五
十
異
な
り
語
数
え
ら
れ
た
。
延
べ
語
数
が
数
語
に

及
ぶ
も
の
も
何
語
か
あ
っ
た
。二
〇
一
八
年
の
有
元
典
文
・
岡
部
大
介『
デ

ザ
イ
ン
ド
・
リ
ア
リ
テ
ィ
集
合
的
達
成
の
心
理
学
』
に
は
、
二
字
漢
語
お
よ

び
二
字
漢
語
が
関
わ
る
サ
変
複
合
動
は
三
十
一
異
な
り
語
だ
っ
た
が
、

追
っ
て
紹
介
す
る
よ
う
な
、
新
形
態
の
語
幹
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ

ら
に
カ
タ
カ
ナ
外
来
語
サ
変
複
合
動
詞
が
四
異
な
り
語
で
、
そ
こ
に
も
以

下
に
紹
介
す
る
よ
う
な
諸
用
例
が
存
在
す
る
。
一
方
、
各
年
度
の
第
２
問

の
情
緒
的
文
章
を
も
覗
い
た
と
き
、
そ
ち
ら
に
は
、
和
語
動
詞
が
多
く
、

和
語
動
詞
連
用
の
複
合
動
詞
も
時
に
見
ら
れ
て
、
論
理
的
文
章
で
な
い
こ

と
が
、
動
詞
か
ら
だ
け
で
も
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
『
デ
ザ
イ
ン
ド
・
リ
ア
リ
テ
ィ
』
に
は
、「
意
匠
・
考
案
・
立
案

す
る
こ
と
、」
と
あ
っ
て
、
数
え
方
に
よ
っ
て
は
、「
意
匠
す
る
」「
考
案

す
る
」「
立
案
す
る
」
の
三
単
語
と
も
数
え
ら
れ
る
表
現
が
見
ら
れ
た
。

続
い
て
、「
一
日
の
時
の
流
れ
を
二
四
分
割
す
る
こ
と
、
と
も
あ
っ
て
、

「
二
十
四
分
割
」
と
あ
っ
て
ほ
し
い
語
幹
を
四
字
熟
語
ふ
う
に
表
記
し
て

あ
っ
た
の
で
あ
る
。さ
ら
に
、「
批
判
さ
れ
て
き
た
／
さ
れ
て
い
る
」と
あ
っ

て
、「
キ
ャ
ラ
す
る
／
さ
れ
る
」
を
早
く
も
模
し
て
い
る
の
か
、
と
思
え

て
き
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
文
章
に
は
、「
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
の
変
化
」
に

つ
い
て
の
図
１
・
２
が
載
っ
て
い
て
、
そ
の
「
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
」
と
い

う
カ
タ
カ
ナ
外
来
語
に
（
注
）
が
な
い
。「
モ
ノ
自
身
か
ら
使
用
者
に
供

さ
れ
る
（
ア
フ
ォ
ー
ド
さ
れ
る
）。」
と
あ
っ
て
、
そ
の
カ
タ
カ
ナ
外
来
語

サ
変
複
合
動
詞
「
ア
フ
ォ
ー
ド
す
る
」
か
ら
「
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
」
の
意
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味
を
読
み
と
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
二
段
落
飛
ん
だ
先
の
14
段

落
に
、
そ
の
「
ア
フ
ォ
ー
ド
す
る
」
が
も
う
一
度
用
い
ら
れ
て
も
い
る
。

と
り
あ
え
ず
佐
々
木
正
人
『
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
入
門 

知
性
は
ど
こ
か
ら

生
ま
れ
た
か
』（
講
談
社
学
術
文
庫
・
二
〇
〇
八
年
）『
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス

―
新
し
い
認
知
の
論
理
』（
岩
波
科
学
ラ
ィ
ブ
ラ
リ
ー
・
一
九
九
四
年
）
を
手

に
し
て
、
キ
ャ
ン
・
ア
フ
ォ
ー
ド
に
努
め
て
い
る
。
辛
う
じ
て
ジ
ェ
ー
ム

ス
・
ギ
ブ
ソ
ン
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

二
〇
一
一
年
の
鷲
田
清
一
『
身
ぶ
り
の
消
失
』（
二
〇
〇
六
年
）
に
は
、

「
再0

利
用
す
る
」
と
い
う
、
接
頭
辞
「
再
」
を
冠
し
た
用
例
が
見
ら
れ
た
。

二
〇
一
四
年
の
齋
藤
希
史『
漢
文
脈
と
近
代
日
本
』（
二
〇
〇
七
年
）に
も
、

「
再0

生
産
す
る
」
と
あ
っ
た
。『
デ
ザ
イ
ン
ド
・
リ
ア
リ
テ
ィ
』
に
は
、「
再0

記
述
す
る
」「
再0

人
工
物
化
す
る
」「
再0

編
成
す
る
」
と
続
い
た
。
土
井

『
キ
ャ
ラ
化
す
る
／
さ
れ
る
子
ど
も
た
ち
』
に
接
尾
語
「
…
化
す
る
」
が

頻
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
触
れ
て
き
た
が
、
二
〇
一
〇
年
の
岩
井
克

人
『
資
本
主
義
と
人
間
』（
二
〇
〇
〇
年
）
に
も
、「
実
体
化
す
る
」「
商

品
化
す
る
」「
定
式
化
す
る
」
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
「
商
品
化
す
る
」
が

含
ま
れ
る
部
分
が
設
問
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。

二
〇
一
二
年
の
木
村
敏
『
境
界
と
し
て
の
自
己
』
に
は
、「
こ
の
一
人
称

代
名
詞
で
言
表
さ
れ
る
存
在
に
」、
と
あ
っ
て
、
そ
の
「
言
表
」
に
、〈
原

語
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
表
現
。〉
と
い
う
よ
う
に
（
注
）
が
付
け
ら
れ
て

い
た
。「
言
表
さ
れ
る
」
と
し
て
取
り
立
て
よ
う
と
す
る
案
も
、
あ
っ
た

の
で
は
な
か
っ
た
か
。
小
稿
と
し
て
は
、「
言
表
す
る
」
と
い
う
二
字
漢

語
サ
変
複
合
動
詞
が
存
在
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

か
ね
て
か
ら
、
一
字
漢
字
サ
変
複
合
動
詞
に
つ
い
て
は
、
連
用
格
の
連

語
格
助
詞
と
で
も
呼
び
た
い
「
に
関
し
て
」「
に
際
し
て
」「
に
対
し
て
」

「
に
反
し
て
」「
を
通
じ
て
」「
を
介
し
て
」
な
ど
に
注
目
し
て
い
る
が
、

そ
の
形
式
語
性
か
ら
か
、
近
年
、
そ
れ
ら
の
漢
字
を
仮
名
書
き
す
る
傾
向

も
見
ら
れ
る
。
二
〇
一
五
年
の
佐
々
木
敦
『
未
知
と
の
遭
遇
』（
二
〇
〇
一

年
）
に
は
、「
に
か
ん
し
て
」
と
あ
っ
た
。
漢
字
の
力
は
大
き
く
漢
字
表

記
で
の
ほ
う
が
深
く
理
解
で
き
る
、
と
い
っ
て
、
仮
名
書
き
に
抵
抗
す
る

読
者
も
い
よ
う
。「
に
関
す
る
」「
に
際
す
る
」「
に
対
す
る
」「
に
反
す
る
」

な
ど
は
、
連
体
格
の
連
語
格
助
詞
と
見
て
も
よ
い
。
い
ず
れ
、
仮
名
書
き

さ
れ
る
日
も
来
よ
う
か
。

　

二
字
漢
語
サ
変
複
合
動
詞
に
は
、
自
動
詞
と
な
る
も
の
、
他
動
詞
と
な

る
も
の
、
自
動
詞
・
他
動
詞
両
用
の
も
の
が
存
在
す
る
。
こ
の
三
十
年
、

い
や
、
四
十
年
、
こ
の
種
、
論
理
的
文
章
に
は
、
そ
の
他
動
詞
用
例
が
受

身
の
助
動
詞「
れ
る
」を
伴
っ
て
登
場
す
る
頻
度
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。

主
語
が
「
人
間
〔
が
〕」
の
「
管
理
社
会
の
な
か
で
疎
外
さ
れ
る
。」
な
ど
、

被
害
の
受
身
は
理
解
で
き
る
。
い
ま
、
苛い
ら

立だ

た
せ
ら
れ
る
の
は
、
無
生
物

主
語
の
「
内
政
が
干
渉
さ
れ
る

0

0

。」「
結
論
が
危
惧
さ
れ
る

0

0

。」「
理
論
が
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構
築
さ
れ0

よ
う
。」「
資
料
が
提
供
さ
れ0

た
。」「
組
織
が
破
壊
さ
れ0

て

い
る
。」
な
ど
で
あ
る
。「
内
政
が
干
渉
さ
れ
る
」
な
ら
ま
だ
し
も
、「
思

索
が
干
渉
さ
れ
る
。」
と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
も
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

か
つ
て
は
、
こ
れ
が
日
本
語
か
と
い
わ
れ
た
非
情
の
受
身
で
あ
る
。
非
情

の
受
身
に
つ
い
て
は
、
三
矢
重
松
『
高
等
日
本
文
法
』（
明
治
書
院
・
明

治
四
十
一
年
〈
大
正
十
五
年
増
訂
〉）
が
「
コ
ロ
ン
ブ
ス
に
発
見
せ
ら
れ

た
る
亜
米
利
加
」を
用
例
の
冒
頭
に
掲
げ
て
非
情
の
受
身
と
呼
ん
で
い
る
。

そ
の
後
、
自
然
主
義
の
小
説
作
品
に
も
見
ら
れ
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
り

し
た
。「
…
松
や
梅
の
枯
木
の
植
は
つ
た
大
き
な
鉢
が
、
幾い
く

箇つ

と
な
く
置

駢
お
き
な
ら

べ
ら
れ
て
あ
つ
た
。」（
徳
田
秋
声
『
あ
ら
く
れ
』）
な
ど
で
あ
る
。

い
ま
、
論
理
的
文
章
に
見
る
非
情
の
受
身
は
、
入
試
問
題
と
し
て
切
り
取

ら
れ
た
三
千
字
強
程
の
一
文
章
に
十
数
用
例
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

の
背
景
に
は
、
二
字
漢
語
サ
変
複
合
他
動
詞
の
使
用
頻
度
の
高
さ
が
あ
る

か
に
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
「
Ａ
君
の
援
助
」
と
い
っ
た
場
合
、
Ａ
君
が
誰
か
を
援
助
す
る
の
か
、

誰
か
が
Ａ
君
を
援
助
す
る
の
か
、
文
脈
な
し
で
は
理
解
で
き
な
い
。
こ
の

問
題
も
、
二
字
漢
語
サ
変
複
合
他
動
詞
の
急
増
と
と
も
に
発
生
し
た
問
題

で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
日
々
の
学
習
に
お
い
て
、
ど
う
認
識
さ
せ
る
の
が

よ
い
か
を
、
中
学
校
教
科
書
教
材
や
国
語
辞
典
の
用
例
の
実
態
な
ど
を
踏

ま
え
て
整
理
を
試
み
、学
習
法
試
案
を
提
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。拙
稿「〈
連

体
格
「
の
」
助
詞
〉
学
習
法
試
案
」（『
此
島
正
年
博

士
喜
寿
記
念
国
語
語
彙
語
法
論
叢
』（
櫻

楓
社
・
昭
和
六
十
三
年
））
で
あ
る
。
北
原
保
雄
『
文
法
的
に
考
え
る
―

日
本
語
の
表
現
と
文
法
』（
大
修
館
書
店
・
一
九
八
四
年
）
に
い
う
「
本

居
宣
長
の
研
究
」
で
あ
る
。「
Ａ
君
の
援
助
―
〈
Ａ
君
を
誰
か
が
援
助
す
る
〉
と
も

〈
Ａ
君
が
誰
か
を
援
助
す
る
〉
と
も

解
せ

る
―
」
も
「
本
居
宣
長
の
研
究
―
〈
本
居
宣
長
を
後
世
の
誰
か
が
研
究
す
る
〉
と
も

〈
本
居
宣
長
が
何
か
を
研
究
す
る
〉
と
も
解
せ
る
―
」
も
、

「
援
助
す
る
」「
研
究
す
る
」
と
い
う
二
字
漢
語
サ
変
他
動
複
合
動
詞
が
存

在
し
な
か
っ
た
ら
、
生
ま
れ
な
か
っ
た
表
現
で
あ
る
。

　

本
章
も
、
未
完
で
あ
る
。
た
だ
、「
論
理
国
語
」
の
教
材
本
文
に
直
接

す
る
サ
変
複
合
動
詞
の
問
題
と
し
て
、
い
ま
気
づ
い
た
と
こ
ろ
は
、
ほ
ぼ

以
上
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
小
稿
の
論
題
は
、
つ
い
、
契
機
と
な
っ

た
三
著
の
書
名
に
惹
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
い
ま
、
現
状
と
し
て
注
目
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
サ
変
複
合
動
詞
は
、
小
稿
の
論
題
と
し
て
掲
げ
た
前
段

階
の
「
二
字
漢
語
／
一
字
漢
字
／
漢
字
・
漢
語

＋
接
尾
辞
「
化
」
／
カ
タ
カ
ナ
外
来
語
サ
変
複
合
動
詞
の
時
代
」
と
し
て
止と
ど

め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
上
記
に
該
当
す
る
サ

変
複
合
動
詞
の
認
識
が
、「
論
理
国
語
」の
読
解
に
先
立
っ
て
必
要
で
あ
る
、

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
、
因
み
に
、
二
字
漢
語
サ
変
複
合
動
詞
に
該
当
す
る
語

数
が
ど
の
く
ら
い
に
な
る
か
、
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
半
世
紀
を

越
え
て
改
版
を
重
ね
て
き
て
い
て
穏
や
か
さ
で
定
評
の
あ
る
旺
文
社
『
国

語
辞
典
第
十
一
版
』（
二
〇
一
三
年
版
）
か
ら
は
、
六
九
八
四
語
検
出
さ
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れ
た
。
う
ち
、
自
動
詞
と
な
る
も
の
三
一
八
五
語
、
他
動
詞
と
な
る
も
の

三
二
〇
一
語
、
自
動
詞
・
他
動
詞
両
用
の
も
の
五
九
八
語
だ
っ
た
。
続
い

て
、
一
字
漢
字
サ
変
複
合
動
詞
も
、
同
上
辞
典
か
ら
は
、
三
六
七
語
検
出

さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
、
素
朴
な
手
作
業
の
結
果
の
認
識
で
あ
る
。
見
落
と

し
は
あ
っ
て
も
、
下
回
る
こ
と
は
な
い
数
値
で
あ
る
。

　
　
　

七
、�

連
体
修
飾
語
と
し
て
の「
欲
望
す
る
」「
塑
す
る
」「
キ
ャ

ラ
化
す
る
」

　

三
著
の
書
名
の
「
欲
望
す
る
」「
塑
す
る
」「
キ
ャ
ラ
化
す
る
」
は
、
い

ず
れ
も
、
連
体
修
飾
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
共
通
す
る
。

　

そ
の
「
欲
望
す
る
」
に
、
ヲ
格
対
象
語
は
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

意
味
上
の
ガ
格
主
語
は
、
被
修
飾
語
の
「
脳
〔
ガ
〕」
で
あ
ろ
う
か
。
自

動
詞
と
判
断
さ
れ
よ
う
か
。
非
動
作
性
二
字
漢
語
「
欲
望
」
に
「
す
る
」

が
付
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
欲
望
す
る
」
を
〈
欲
望
を
感
じ
る
〉〈
欲

望
を
抱
く
〉
ぐ
ら
い
の
意
に
読
み
と
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
を
被
修
飾
語

「
脳
」に
冠
し
た
と
き
、〈
欲
望
を
感
じ
て
い
る

0

0

0

脳
〉〈
欲
望
を
抱
い
て
い
る

0

0

0

〉

と
い
う
よ
う
に
、
継
続
性
が
そ
こ
に
発
生
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
よ
う
で

あ
る
。

　

そ
の
「
塑
す
る
」
に
も
、
ヲ
格
対
象
語
が
想
定
で
き
な
い
。
ガ
格
主
語

と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、
自
称
主
語
で
、
著
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
自
動
詞
と
判
断
さ
れ
よ
う
。〈
他
者
へ
の
向
き
合
い
方
に

お
い
て
、（
粘
土
を
こ
ね
て
自
由
な
形
を
つ
く
る
よ
う
に
）
塑
的
な
行
為

を
能
動
的
に
す
る
〉
が
、
そ
の
語
義
と
見
え
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
著

作
の
二
十
二
編
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
し
て
生
き
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
と
思
え
て
き
て
、「
思
考
」
の
連
体
修
飾
語
と
し
て
は
、〈（
他
者
へ

の
向
き
合
い
方
に
お
い
て
、粘
土
を
こ
ね
て
自
由
な
形
を
つ
く
る
よ
う
に
）

塑
的
な
行
為
を
能
動
的
に
進
め
て
き
た

0

0

0

（
わ
が
思
考
）〉
と
い
う
よ
う
に

読
む
こ
と
に
し
て
い
る
。

　
「
キ
ャ
ラ
す
る
」
に
つ
い
て
は
、
ま
た
揺
れ
て
、
自
動
詞
と
も
他
動
詞

と
も
決
め
か
ね
て
い
る
、
他
動
詞
と
見
て
、
そ
の
ヲ
格
対
象
語
は
、「
自

分
を
」
と
す
る
こ
と
も
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
続
く
「
キ
ャ
ラ
化
さ
れ
る
」

は
、
受
身
の
助
動
詞
を
伴
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
「
キ
ャ
ラ
化
さ
（
→
キ
ャ

ラ
化
す
る
）」
は
、
他
動
詞
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
キ
ャ
ラ
化
す
る
」

の
「
キ
ャ
ラ
」
が
〈（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
に
お
け
る
）
振
る
舞

い
方
の
類
型
的
な
役
割
〉
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
キ
ャ
ラ
化
す
る
」

の
語
釈
を
〈（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
に
お
い
て
）
振
る
舞
い
方
の

類
型
的
な
役
割
を
意
識
し
て
演
じ
る
〉
と
し
て
み
た
。
そ
れ
を
「
子
ど
も

た
ち
」
に
冠
す
る
と
、〈（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
に
お
い
て
）
振
る

舞
い
方
の
類
型
を
意
識
し
て
演
じ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
〉
と
い
う
こ
と
に
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な
っ
た
。

　
「
欲
望
す
る
」
も
「
キ
ャ
ラ
化
す
る
」
も
、
そ
の
連
体
形
に
、
継
続
性

を
表
す
〈
て
い
る
〉
を
添
え
て
、
い
ま
、
読
ん
で
き
た
。「
塑
す
る
」
は
、

そ
の
著
書
の
解
説
を
借
り
て
、〈（
他
者
へ
の
向
き
合
い
方
に
お
い
て
、
粘

土
を
こ
ね
て
自
由
な
形
を
つ
く
る
よ
う
に
）
塑
的
な
行
為
を
能
動
的
に
進

め
て
い
る

0

0

0

思
考
〉
と
読
む
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
い
や
、〈
て
い
く

0

0

0

〉

と
も
〈
て
き
た

0

0

0

〉
と
も
な
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
発
生
す
る
継
続
性
や

進
行
性
等
に
つ
い
て
は
、
動
詞
一
般
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
例
え
ば
村
木
新
次
郎
『
日
本
語
動
詞
の
諸
相
』（
ひ
つ
じ
書
房
・

一
九
九
一
年
）
に
は
、
そ
の
第
1
部
「
動
詞
の
形
態
論
」
の
４
「
動
詞

の
形
態
論
的
な
諸
形
式
の
2
・
1
・「
連
体
用
法
」
に
「
助
詞
を
と
も
な

わ
な
い
場
合
」
と
し
て
、「
野
に
咲
く
花
は
ど
こ
へ
い
っ
た
。」「
車
の
通

る
道
は
危
険
だ
。」
が
引
か
れ
て
い
た
。〈
咲
い
て
い
る
〉〈
通
っ
て
い
る
〉

で
あ
る
。

　

こ
の
、サ
変
複
合
動
詞
の
連
体
形
を
冠
し
て
漢
語
名
詞
で
結
ぶ
書
名
は
、

こ
の
種
の
評
論
・
論
説
に
は
、
一
つ
の
流
行
を
見
せ
て
い
る
か
に
思
え
て

き
た
。
さ
き
の
旺
文
社
『
全
国
大
学
入
試
問
題
正
解
（
国
語
）』
で
確
認

す
る
と
、
な
ん
と
、
茂
木
『
欲
望
す
る
脳
』
は
、
二
〇
〇
九
年
高
崎
経
済

大
学
で
出
題
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
以
下
、
山
崎
正
和
『
社
交
す
る

人
間
』（
中
公
新
書
・
二
〇
〇
三
年
）
―
二
〇
〇
七
年
神
戸
大
学
・

二
〇
一
五
年
熊
本
県
立
大
学
―
／
本
田
和
子
『
変
貌
す
る
子
ど
も
世
界
』

（
中
公
新
書
・
一
九
九
九
年
）―
二
〇
〇
七
年
佐
賀
大
学
／
茂
木
健
一
郎『
疾

走
す
る
精
神
』（
中
公
新
書
二
〇
〇
九
年
）
―
二
〇
一
〇
年
高
知
大
学
―

／
安
田
登
『
神
話
す
る
身
体
』（
雑
誌
「
言
語
」〈
大
修
館
〉
連
載
論
文
・

二
〇
〇
八
年
）
―
二
〇
一
一
年
京
都
大
学
―
／
斎
藤
環
『
関
係
す
る
女　

所
有
す
る
男
』（
講
談
社
現
代
新
書
・
二
〇
〇
九
年
）
―
二
〇
一
三
年
山

口
大
学
―
／
辺
見
庸
『
反
逆
す
る
風
景
』（
講
談
社
文
庫
・
一
九
九
五
年
）

―
二
〇
一
四
年
小
樽
商
科
大
学
―
／
北
垣
徹
『
連
動
す
る
認
識
』（
雑
誌

「
世
界
思
想
」〈
世
界
思
想
者
〉
40
号
所
収
論
文
・
二
〇
一
三
年
）
―

二
〇
一
四
年
一
橋
大
学
・
山
梨
大
学
―
／
鶴
岡
真
弓
『
装
飾
す
る
魂　

日

本
の
文
様
芸
術
』（
平
凡
社
・
一
九
九
七
年
）
で
あ
る
。
準
ず
る
も
の
と

し
て
、
内
田
樹
『
学
び
か
ら
逃
走
す
る
子
ど
も
た
ち
』（『
下
流
思
考
〈
講

談
社
〉
所
収
・
二
〇
〇
七
年
』）
―
二
〇
一
四
年
奈
良
教
育
大
学
―
／
牧

野
智
和『
日
常
に
侵
入
す
る
自
己
啓
発
・
生
き
方
・
手
帳
術
・
片
づ
け
』（
祥

伝
社
新
書
・
二
〇
一
五
年
）―
二
〇
一
七
年
宮
崎
大
学
―
が
拾
い
出
せ
た
。

そ
こ
で
、
思
い
出
さ
れ
て
き
た
の
が
、
山
崎
正
和
『
演
技
す
る
精
神
』（
中

公
文
庫
一
九
八
三
年
）
で
あ
る
。《
二
字
漢
語
サ
変
複
合
動
詞
を
受
け
る

二
字
漢
語
》
と
い
う
構
成
が
、
現
代
人
の
読
書
意
欲
を
刺
激
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。


