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本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
は
「
仮
名
表
記
史
」
と
あ
る
が
、
漢
字
表
記
に
つ

い
て
も
取
り
扱
っ
て
い
る
。あ
る
語
を
仮
名
で
書
く
か
、漢
字
で
書
く
か
、

そ
こ
に
は
既
に
書
写
者
の
「
書
写
態
度
」
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
平
仮
名
で
書
か
れ
る
場
合
は
、
さ
ら
に
そ
こ
に
書
写
者
の
「
字
体
認

識
」
も
看
取
さ
れ
る
。
本
書
は
膨
大
な
仮
名
資
料
の
調
査
を
通
じ
て
、
客

観
的
に
表
記
を
分
析
し
仮
名
表
記
の
実
態
に
迫
り
、「
字
体
認
識
」「
書
写

態
度
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
書
は
四
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
部
「
国
語
仮
名
表
記
史
の
研

究
―
目
的
・
用
語
・
資
料
・
方
法
―
」
に
お
い
て
は
、
先
行
研
究
を
引
用

し
な
が
ら
、
標
記
の
事
柄
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
字
種
」「
字

体
」「
字
形
」「
字
型
」
と
、
本
書
を
読
む
上
で
ひ
い
て
は
仮
名
表
記
研
究

を
行
う
上
で
、
重
要
と
な
る
概
念
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。「
字
種
」

は
所
謂
字
母
レ
ベ
ル
で
の
分
類
で
あ
り
、「
字
種
」は
同
じ
で
も
著
し
く「
字

形
」
が
異
な
る
場
合
は
、
別
の
「
字
体
」
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
矢
田
勉
（
二
〇
一
二
）『
国
語
文
字
・
表
記
史
の
研
究
』（
汲
古
書
院
）

で
提
唱
さ
れ
た
「
字
型
」
を
取
り
上
げ
、「
字
種
」
が
異
な
る
「
字
体
」

で
あ
っ
て
も
、「
字
型
」（
見
た
目
）
の
近
似
に
よ
っ
て
識
別
が
難
し
い
場

合
が
あ
る
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
。
第
一
部
で
は
ま
た
「
表
記
情
報
学
」

に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
著
者
は
明
言
を
避
け
て
い
る
が
、
評
者
は

本
書
の
研
究
は
「
表
記
情
報
学
」
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
る
。
そ
し
て

今
後
表
記
情
報
が
組
み
込
ま
れ
た
コ
ー
パ
ス
が
整
理
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
分

野
の
研
究
は
さ
ら
に
盛
ん
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
表
記
情
報
コ
ー
パ

ス
を
構
築
す
る
上
で
の
参
考
に
も
な
る
。

　

第
二
部
「
仮
名
資
料
の
文
字
調
査
」
の
第
一
章
か
ら
第
三
章
に
お
い
て

は
、『
源
氏
物
語
』「
花
散
里
」
諸
伝
本
67
本
の
文
字
を
集
計
し
、「
漢
字

含
有
率
」「
仮
名
字
種
数
」
か
ら
客
観
的
に
表
記
の
比
較
を
試
み
、
表
記

に
よ
る
伝
本
の
分
類
を
行
っ
て
い
る
。
伝
本
同
士
の
比
較
は
こ
れ
ま
で
も

行
わ
れ
て
き
た
が
、
語
の
レ
ベ
ル
で
の
比
較
で
あ
り
、
表
記
レ
ベ
ル
で
か

つ
こ
れ
ほ
ど
の
規
模
で
の
比
較
は
、
本
書
が
初
め
て
で
あ
ろ
う
。
第
一
章

に
お
い
て
は
、
集
計
の
結
果
か
ら
、「
花
散
里
」
の
「
常
用
漢
字
」「
常
用

仮
名
字
体
」
を
見
出
し
て
い
る
。
表
記
研
究
に
お
い
て
は
現
代
の
表
記
を

基
準
に
考
え
が
ち
（
ま
た
そ
う
考
え
る
し
か
な
い
場
合
も
あ
る
）
だ
が
、

〔
書
評
〕

斎
藤
達
哉
著

『
国
語
仮
名
表
記
史
の
研
究
』

銭
谷
真
人
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伝
本
に
お
け
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
伝

本
の
表
記
的
な
特
徴
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
第
二
章
で
は
、

各
伝
本
の
「
漢
字
含
有
率
」「
仮
名
字
種
数
」
の
違
い
か
ら
、
何
が
読
み

取
れ
る
の
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
図
を
作
成
し
、「『
漢
字

含
有
率
』
と
『
仮
名
字
種
類
数
』
に
基
づ
い
て
散
布
図
を
描
く
こ
と
で
、

本
文
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
、
書
写
態
度
の
お
お
よ
そ
の
傾
向
は
つ
か
む
こ

と
が
で
き
る
。」（
ｐ
90
）
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
非
常
に
納
得
の
い
く
も

の
で
あ
り
、著
者
の
精
緻
な
調
査
の
賜
物
で
あ
る
。第
三
章
に
お
い
て
は
、

字
種
《
志
》
の
機
能
に
よ
る
諸
伝
本
の
分
類
を
試
み
て
い
る
。
４
群
に
分

別
で
き
、
同
じ
群
に
ま
と
め
ら
れ
た
伝
本
は
表
記
シ
ス
テ
ム
の
先
後
関
係

を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
し
つ
つ
も
、「
伝
来
、
書
写
集
団
、
媒
体
に
共

通
性
を
持
つ
可
能
性
を
示
し
得
た
」（
ｐ
108
）
と
し
て
い
る
。
字
種
《
志
》

に
書
写
者
の
語
に
対
す
る
分
節
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
評
者

も
自
身
の
研
究
で
実
感
し
て
お
り
、
首
肯
で
き
る
結
論
で
あ
る
。
た
だ
こ

こ
ま
で
の
章
で
気
に
な
っ
た
点
が
二
点
あ
る
。
一
つ
は
字
種
レ
ベ
ル
で
の

比
較
で
良
い
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
著
者
も
言
及
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
字
種
《
可
》《
多
》
な
ど
に
は
、

字
体
の
区
別
が
明
確
な
も
の
も
あ
り
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
研
究

が
行
わ
れ
た
当
時
は
字
種
に
よ
る
分
類
が
最
善
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
現
在
は
本
書
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
学
術
情
報
交
換
用
変
体
仮
名
も

あ
る
。
こ
れ
を
適
用
す
る
と
ど
う
な
る
か
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も

う
一
点
は
、
古
活
字
・
板
本
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
書
で
は
写
本
と
と
も

に
扱
わ
れ
る
が
、
第
二
章
に
お
い
て
は
除
外
さ
れ
て
い
た
。
表
記
と
い
う

観
点
か
ら
で
は
、
伝
本
の
内
、
古
活
字
・
板
本
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
個
人
的
に
も
興
味
が
あ
り
、
言
及
し
て

も
ら
い
た
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
方
法
を

利
用
し
て
、
専
修
大
学
蔵
の
『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
写
本
」
の
性
格
を
分

析
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
前
述
の
「
字
型
」
の
類
似
に
よ
っ
て
、
字
体
を

取
り
違
え
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
巻
末
に
は
翻
字
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
研
究
者
間
で
の
共

有
や
電
子
処
理
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
五
章
で

は
、
近
い
関
係
に
あ
る
二
写
本
の
比
較
が
行
わ
れ
て
い
る
。
結
果
、「
仮

名
字
種（
異
体
仮
名
）は
、《
書
写
者
の
恣
意
に
よ
っ
て
変
換
可
能
な
情
報
》

で
あ
っ
た
。」（
ｐ
182
）
と
結
論
付
け
て
い
る
。
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
も
実
際
に
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば

分
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

第
三
部
「
語
と
用
字
」
に
お
い
て
は
、「
語
」
と
そ
の
表
記
に
用
い
ら

れ
る
「
文
字
」
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
章
か
ら

第
三
章
で
は
、
同
音
異
体
の
仮
名
に
「
位
置
に
よ
る
仮
名
の
使
い
分
け
」

が
あ
る
か
、
ハ
の
仮
名
を
用
い
て
検
証
し
て
い
る
。
ハ
の
仮
名
は
ハ
行
転
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呼
音
や
係
助
詞
と
の
結
び
つ
き
が
考
え
ら
れ
、
検
証
に
適
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。
第
一
章
で
は
、
議
会
図
書
館
本
『
源
氏
物
語
』
ハ
の
仮
名
《
者
》

《
八
》《
盤
》《
は
》
の
用
字
に
つ
い
て
、「
字
種
《
者
》
に
分
節
機
能
を

担
わ
せ
る
傾
向
」
の
有
無
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

「
図
３
に
は
、/

Φa/

、/w
a/

、/ba/

の
そ
れ
ぞ
れ
の
音
韻
に
つ
い
て
、

ハ
の
仮
名
の
ど
の
字
種
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
実
数
で
示
し
た
。」（
ｐ

192
）
と
あ
り
、
音
韻
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
位
置
が
あ
る
程
度
定
ま
る
の

で
妥
当
で
あ
る
。
た
だba

は
図
４
（
ｐ
199
）
で
さ
ら
に
分
類
を
試
み
て

い
る
が
、wa

に
つ
い
て
も
係
助
詞
等
の
下
位
分
類
を
し
て
み
て
も
良
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
経
験
的
に
《
八
》
は
汎
用
性
が
あ
り
、《
盤
》
は
係

助
詞
に
限
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
図
４
でba

に
つ
い
て

の
分
析
が
詳
細
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
入
れ
て
お
い
て
も
ら
い
た
か
っ
た
。

行
頭
の
係
助
詞
に
は
《
盤
》
の
み
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
も
法

則
が
見
い
だ
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。《
者
》
に
注
目
し
た
た
め
に
あ
え
て
論

じ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
競
合
す
る
字
種
の
傾
向
か
ら
見
え
て

く
る
も
の
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
論
自
体
は
首
肯
で
き
る
も

の
で
あ
る
。
第
二
章
で
は
、
議
会
図
書
館
本
『
源
氏
物
語
』
か
ら
「
ケ
ハ

ヒ
」「
カ
タ
ハ
ラ
イ
タ
シ
」
の
２
語
を
取
り
上
げ
、
語
と
用
字
の
関
連
性

に
つ
い
て
検
証
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
助
詞
や
助
動
詞
と

い
っ
た
付
属
語
と
用
字
の
関
連
性
は
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
自
立
語
と
用

字
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
（
符
牒
化
と

み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
）
の
で
、
興
味
深
い
視
点
で
あ
る
。
ハ
の
仮
名

に
「
揺
れ
」
が
生
じ
る
背
景
に
つ
い
て
、
ハ
行
転
呼
音
と
の
関
連
性
が
述

べ
ら
れ
て
お
り
、
前
章
に
お
い
て
ハ
の
仮
名
の
音
韻
に
よ
る
使
用
傾
向
が

示
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
納
得
の
い
く
説
明
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ

ら
は
ハ
行
転
呼
の
特
殊
な
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
一
般
的

な
ハ
行
転
呼
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。「
偏
り
」
の
み
で
「
揺
れ
」

は
な
か
っ
た
の
か
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
三
章
で
は
、『
足
利

本
仮
名
書
き
法
華
経
』（
足
利
本
）
の
ハ
の
仮
名
字
種
の
「
意
識
的
な
使

い
分
け
」
に
つ
い
て
再
考
し
て
い
る
。「
使
い
分
け
」
に
つ
い
て
は
、
主

観
的
な
視
点
が
ど
う
し
て
も
入
る
。
そ
こ
で
著
者
は
、
前
後
の
文
字
が
字

種
の
選
択
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
さ
ら
に
先
行
す
る
文
字

か
ら
の
連
綿
率
、
後
続
す
る
文
字
へ
の
連
綿
率
に
つ
い
て
も
調
査
を
行
っ

て
い
る
。
結
論
に
つ
い
て
著
者
は
慎
重
な
立
場
を
取
る
が
、
こ
れ
ら
の
観

点
は
、
手
書
き
の
資
料
を
扱
う
上
で
、
今
後
の
研
究
者
も
考
え
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
第
四
章
、
第
五
章
に
お
い
て
は
、
仮
名

資
料
の
中
で
の
漢
字
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
第
四
章
で
は
、
足

利
本
の
頻
出
漢
字
と
、
他
の
仮
名
書
き
資
料
の
使
用
漢
字
と
を
対
照
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
足
利
本
の
漢
字
字
種
の
性
質
を
考
察
し
て
い
る
。
そ

の
結
果
「
仮
名
書
き
主
体
の
文
章
で
の
定
着
度
の
高
い
漢
字
」（
訓
よ
み
）
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と
「（
仏
教
と
い
う
）
ジ
ャ
ン
ル
の
特
徴
漢
字
」（
音
よ
み
）
に
大
き
く
二

つ
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
経
典
を
訓
読
し
て
仮
名
書
き

に
し
た
と
い
う
足
利
本
の
性
質
に
鑑
み
る
と
、
納
得
の
い
く
調
査
結
果
で

あ
る
。
第
五
章
で
は
、
漢
字
が
仮
名
の
影
響
を
受
け
た
字
体
に
変
形
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
国
会
本
『
平
家
物
語
』
お
よ
び
龍
門
文
庫
本
『
宇
治
拾

遺
物
語
』
に
見
ら
れ
る
「
候
」
の
省
略
字
体
の
調
査
を
通
じ
て
考
察
し
て

い
る
。
省
略
字
体
「
候
」
を
使
用
し
て
も
読
み
に
く
く
な
ら
な
い
こ
と
の

担
保
に
つ
い
て
、
様
々
な
可
能
性
を
検
証
し
た
結
果
、「
敬
語
動
詞
は
漢

字
表
記
の
傾
向
が
強
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
加
え
頻
出
す
る
」（
ｐ
276
）

こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に
至
っ
て
い
る
。
敬
語
動
詞
が
漢
字
表
記

さ
れ
る
と
い
う
点
は
首
肯
で
き
る
が
、
そ
れ
が
担
保
と
な
る
か
に
つ
い
て

は
疑
問
が
残
っ
た
。「
候
へ
」
で
合
字
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
、
後
に
「
候
」

の
部
分
だ
け
独
立
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

第
四
部
「
字
体
認
識
・
書
写
態
度
の
展
開
」
に
お
い
て
は
、
書
写
者
側

の
認
識
・
態
度
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
章
で
は
、「『
説
目
抄
』

類
の
「
位
置
に
よ
る
仮
名
の
使
い
分
け
」
―
仮
名
字
体
の
誤
認
の
拡
大
―
」

と
題
し
、
何
故
誤
っ
た
認
識
が
広
ま
っ
た
の
か
、
複
数
の
伝
本
を
比
較
す

る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
背
景
に
迫
る
。「
使
い
分
け
」
を
説
明
す
る
上
で
、

仮
名
を
単
字
表
記
し
た
こ
と
で
、「
字
型
」
の
似
た
仮
名
を
誤
認
し
た
と

い
う
指
摘
は
、
連
綿
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
当
時
の
状
況
に
鑑
み

る
と
、
的
を
射
た
も
の
で
あ
る
。
章
末
の
対
照
表
か
ら
も
「
字
型
」
が
鍵

と
な
る
こ
と
が
納
得
で
き
る
。
第
二
章
で
は
、
明
治
期
に
書
写
さ
れ
た
麦

生
本
『
源
氏
物
語
』
の
転
写
本
を
原
本
と
比
較
し
、「『
同
字
母
異
体
の
仮

名
に
つ
い
て
字
体
差
を
区
別
す
る
書
写
態
度
が
見
ら
れ
る
の
か
』
と
い
う

問
題
意
識
の
も
と
に
比
較
と
考
察
」（
ｐ
327
）
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て

字
種
の
レ
ベ
ル
で
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
が
、
字
体
の
レ
ベ
ル
で
は
一
致
す
る

も
の
と
し
な
い
も
の
が
あ
る
と
の
結
論
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
結

果
を
見
る
と
、
や
は
り
第
一
部
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
諸
伝
本
の
比
較

に
お
い
て
、
字
体
レ
ベ
ル
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
気
に
な
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
第
三
章
で
は
、
一
九
〇
〇
年
の
「
改
正
小
学
校
令
施
行
規
則
」
の

「
第
一
号
表
」
普
及
の
過
程
に
お
け
る
誤
植
と
、
手
書
き
に
お
け
る
仮
名

の
標
準
的
な
字
体
で
あ
っ
た
「
い
ろ
は
が
な
」
の
字
体
と
の
関
係
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
。
著
者
は
未
発
見
の
資
料
で
あ
っ
た
『
仮
名
字
類
集
』
を

用
い
て
、「
い
ろ
は
が
な
」
の
標
準
字
体
が
同
時
代
ま
で
継
承
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
民
間
印
刷
の
「
第
一
号
表
」
に

お
い
て
は
、「
い
ろ
は
が
な
」
の
字
体
が
誤
植
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。「「
第
一
号
表
」
の
普
及
過
程
で
の
〔
え
〕
／
〔
江
〕、〔
お
〕

／
〔
於
〕、〔
そ
〕
／
〔
曽
〕、〔
と
〕
／
〔
止
〕
の
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
は
、

「
近
代
」
と
「
前
近
代
」
の
違
い
が
可
視
化
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
」（
ｐ
363
）と
の
結
論
は
首
肯
で
き
る
。た
だ
仮
名
に
よ
っ
て
少
々
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事
情
が
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
評
者
の
感
覚
で
は
、〔
江
〕〔
於
〕

〔
曽
〕
に
比
べ
て
、〔
止
〕
は
明
治
期
の
活
版
印
刷
に
お
い
て
も
、
使
用

頻
度
が
高
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
印
刷
の
観
点
か
ら
、
考
察
す
る
余
地
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
第
四
章
「
傍
記
か
ら
訳
文
へ
―
『
新
編
紫
史
』
と

『
源
氏
物
語
評
釈
』
―
」
で
は
、
明
治
期
の
『
源
氏
物
語
』
の
「
翻
訳
」

を
取
り
上
げ
、
底
本
で
は
傍
記
で
あ
っ
た
も
の
が
、
訳
文
の
中
に
取
り
込

ま
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
と
は
や
や

趣
を
異
に
す
る
が
、「
書
写
態
度
」
に
つ
い
て
の
考
察
の
一
環
で
あ
る
。

底
本
の
傍
記
を
本
文
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
訳
文
が
成
立
し
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
教
育
的
な
配
慮
か
ら
俗
語
的
・
口
語
的
な

表
現
が
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
第
二
章
か
ら

第
四
章
に
お
い
て
は
、
資
料
の
書
写
者
や
著
者
の
人
物
像
に
ま
で
迫
っ
た

上
で
、
資
料
の
性
格
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
そ
の
詳
細
な
記
述

は
瞠
目
に
値
す
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
記
述
に
お
い
て
、
評
者
の
見
識
不
足
、
読
み
違
い
な
ど
か

ら
、
的
外
れ
な
指
摘
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
ご
容
赦
願
い
た
い
。

一
次
資
料
の
表
記
情
報
を
デ
ー
タ
化
し
、
計
量
的
に
分
析
を
行
う
研
究

（「
表
記
情
報
学
」
と
言
い
換
え
て
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
）
は
、
今
後

ま
す
ま
す
発
展
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
書
は
そ
れ
に
携
わ
る
研
究
者

に
是
非
読
ん
で
お
い
て
も
ら
い
た
い
一
冊
で
あ
る
。

（
Ａ
５
判
上
製
、
四
二
〇
頁
、
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蔵
野
書
院
、
二
〇
二
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年
二
月
発
行
、

定
価
一
二
〇
〇
〇
円
＋
税
）


