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1　コンピュータ言語学の起り

　とその大勢

2　国立国語研究所におけるコ

ンピュータ言語学の研究

A　コンピュータによる言語

　処理の実際
　（1）新聞の用語調査

　②新聞の用字調査
　（3）漢字入出力の方医

　（4）文脈つき用語索引（KW

　　　IC）の作成
B　言語処理自動化の研究と

　実際
　（1）単位釦りの自動化

　（2）よみがなつけの自動化

　③その他の試み
C　言語処理自動化のための

　基礎的言語研究
　（1）日本語の動詞句形成パタ

　　ソの研究
　②漢字かなまじり文におけ

　　る文字連続の研究
　（3）指示語「この」「その」．

　　の受けつぎ方の研究

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
言
語
学
の
起
り
と
そ
の
大
勢

　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
出
現
し
て
か
ら
、
そ
れ
ま
で
人

間
だ
け
が
使
っ
て
い
た
言
語
を
コ
ン
ピ
ュ
…
タ
も
使

う
よ
う
に
な
っ
た
。
人
間
だ
け
が
言
語
を
使
っ
て
い

た
こ
ろ
、
言
語
学
は
、
人
間
の
言
語
を
分
析
す
る
こ

と
が
す
ぺ
て
だ
っ
た
。
学
問
や
知
識
や
教
養
の
有
無

と
は
関
係
な
し
に
、
人
が
無
意
識
に
使
っ
て
い
る
言

語
を
分
析
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
驚
く
べ
く
精
巧
な

組
織
が
あ
る
。
こ
の
組
織
は
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
興
味

の
あ
る
も
の
で
、
音
声
、
文
字
、
語
彙
、
文
法
な
ど

い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
観
察
し
て
、
記
述
し
て
も
記
述

し
て
も
疑
問
の
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。
人
間
の
心
や

頭
脳
が
何
と
も
不
思
議
な
も
の
で
あ
る
の
と
同
様

に
、
人
間
の
言
語
も
不
可
思
議
極
ま
る
も
の
で
あ

る
。
諸
方
面
の
科
学
が
急
激
に
発
達
し
だ
し
た
十
九

世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
、
言
語
学
も
科
学
と

し
て
成
立
し
、
二
十
世
紀
の
世
界
各
国
に
お
い
て
、

言
語
学
は
精
密
科
学
と
し
て
の
体
制
を
整
え
る
に
至

っ
た
。

　
二
十
世
紀
の
後
半
に
電
子
計
算
機
が
出
現
し
た
こ

と
は
、
人
類
の
歴
史
上
特
筆
す
べ
き
大
事
件
で
あ
っ

た
。
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ッ
ク
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
文
字

通
り
に
訳
し
た
電
子
計
算
機
の
名
称
が
語
る
よ
う

に
、
コ
ン
ピ
ュ
：
タ
は
数
の
計
算
を
す
る
た
め
に
作

ら
れ
た
機
械
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
機
械
は
、
算

盤
の
よ
う
な
単
純
な
計
算
器
と
は
ち
が
っ
て
、
符
号

化
さ
れ
た
文
字
に
よ
っ
て
情
報
を
記
憶
し
、
作
業
手

順
を
指
示
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
記
憶
装
置
の
中
に
内

蔵
す
る
レ
」
と
に
よ
り
、
ど
ん
な
複
雑
な
工
程
を
も
間

違
い
な
く
た
ど
っ
て
、
そ
れ
か
ら
そ
れ
と
処
理
を
進

め
、
所
期
の
形
で
答
え
を
出
す
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中

に
は
必
ず
判
断
の
論
理
が
組
み
込
〔
ま
れ
て
い
る
か

ら
、
計
算
の
過
程
に
お
い
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ま
、

二
つ
の
情
報
を
比
較
し
て
異
同
を
判
断
し
た
り
、
多

数
の
清
報
の
排
列
順
序
を
変
え
た
り
、
雑
多
蹴
情
報

の
中
か
ら
必
要
な
情
報
を
さ
が
し
て
取
り
出
し
た

り
、
あ
る
情
報
を
特
定
の
処
理
に
よ
っ
て
変
形
し
た

り
し
て
い
る
。
情
報
に
こ
の
よ
う
な
処
理
を
施
す
こ

と
は
、
そ
の
情
報
が
数
値
で
あ
る
場
合
に
だ
け
可
能

な
の
で
は
な
い
。
読
み
書
き
の
た
め
の
文
字
も
．
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
の
二
進
符
号
に
な
り
さ
え
ず
れ
ば
、
同
様

の
処
理
を
施
す
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

ニ
十
六
文
字
は
極
め
て
容
易
に
符
号
化
で
き
る
か

ら
、
欧
米
の
言
語
は
早
速
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
っ



ノ

て
扱
わ
れ
始
め
た
Q
日
本
の
㌦
い
ろ
は
四
十
八
文
字
も

コ
．
ソ
．
ビ
ュ
ー
タ
に
と
っ
て
充
分
．
扱
い
易
い
も
の
で
あ

右
・
人
間
だ
け
が
使
っ
て
い
た
言
語
を
、
コ
ン
ピ
ュ

㌃
タ
も
使
い
始
め
た
の
で
あ
る
。
．

－
．
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
諸
言
語
は
、
．
十
九
世
紀
の
比
較
言

語
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
通
り
、
互
い

に
親
類
関
係
に
あ
ワ
西
．
語
彙
や
文
法
に
共
通
点
や
特

定
の
関
係
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
A

と
い
う
国
の
言
語
で
作
ら
れ
た
文
は
、
そ
の
単
語
を

．
B
と
い
う
国
の
言
語
の
単
語
に
．
置
き
か
え
、
語
順
を

噛一

閧
ﾌ
手
続
き
で
入
れ
替
え
れ
ば
《
B
国
語
の
文
に

．
変
わ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
変
換
ヂ
順
は
、
か
な
り
機
械

　
的
な
も
の
で
は
な
い
．
か
、
な
ら
ば
そ
の
手
順
を
コ
ソ

　
ピ
．
ユ
ー
タ
に
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
う

　
す
れ
ば
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
翻
訳
の
作
業
を
さ
せ
る
こ

　
ど
が
で
き
る
、
．
欧
米
の
学
老
が
そ
う
考
え
た
の
は
全

　
く
巨
然
な
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
コ
ン
ビ
．
ユ
！
タ
の

　
第
一
号
と
い
わ
れ
る
M
A
R
K
I
が
ハ
ー
バ
ー
ド
大

．
学
に
現
わ
れ
た
の
は
一
九
四
四
年
、
そ
の
こ
ろ
か
ら

　
す
で
に
機
械
翻
訳
の
可
能
性
が
論
じ
ら
れ
始
め
、
何

　
．
人
か
の
試
み
が
あ
っ
た
の
ち
、
一
九
五
四
年
に
は
、

　
ア
メ
リ
カ
、
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
大
学
の
ド
ス
タ
．
ー
ト

　
と
か
．
ー
ヴ
ィ
ン
が
、
I
B
M
七
〇
一
を
用
い
て
ロ
シ

　
ア
語
か
ら
英
語
へ
の
翻
訳
に
、
と
も
か
く
成
功
し
て

　
い
る
。
H
本
の
通
産
省
電
気
試
験
所
（
現
在
「
電
子

技
術
総
今
研
究
所
」
）
で
一
九
五
八
（
昭
和
3
3
）
年

．
に
試
作
さ
れ
た
コ
ソ
ピ
箪
ー
タ
は
、
初
め
か
ら
翻
訳

遊
目
的
と
し
て
作
ら
れ
、
、
そ
の
名
も
「
翻
訳
機
ヤ
マ

　
ト
」
と
つ
け
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
コ
ン
ビ

　
ュ
ー
タ
と
翻
訳
と
の
か
か
わ
り
の
深
さ
が
感
じ
ら
れ

　
る
。
機
械
翻
訳
の
可
能
性
が
一
度
確
か
め
ら
れ
て
み

れ
に
、
そ
れ
は
、
別
に
、
両
言
語
が
親
類
関
係
に
あ

　
る
ご
と
と
は
関
係
が
な
い
。
A
国
語
文
の
構
文
が
コ

　
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
理
解
で
き
、
そ
の
内
容
を
B
国
語
の

　
文
法
に
従
っ
て
コ
．
ン
ピ
．
ユ
コ
タ
が
構
文
化
で
き
れ
ば

　
よ
い
の
で
あ
る
。
要
は
両
国
語
の
文
法
が
正
確
に
機

　
械
的
に
把
握
さ
れ
る
t
と
で
あ
る
。

　
　
と
こ
ろ
が
、
文
法
を
、
機
械
が
デ
ー
タ
を
処
理
す

　
る
手
順
と
し
て
、
迷
う
余
地
の
な
い
論
理
回
路
に
組

　
も
う
と
す
る
と
、
実
に
む
ず
か
し
い
こ
と
が
わ
か
つ

　
て
き
た
。
人
間
σ
た
め
0
言
語
学
は
立
派
に
近
代
科

　
学
と
し
て
成
立
し
て
い
た
か
に
見
え
た
が
、
い
ざ
こ

　
れ
を
機
械
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
と
、
ぽ
と
ん
ど
無

　
力
で
あ
っ
た
。
人
間
は
言
語
を
分
析
す
る
時
に
、
ま

．
ず
表
現
吋
容
を
直
観
的
に
理
解
し
て
か
ら
単
語
と
単

　
語
の
関
係
を
考
え
、
主
語
だ
の
述
語
だ
の
．
に
分
け
て

　
行
く
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、
文
字
や
文
字
連
続
を
認

．
知
す
る
こ
と
は
正
確
で
速
い
け
れ
ど
も
、
人
間
の
よ

　
う
な
意
識
や
直
観
を
も
た
な
い
か
ら
、
手
が
か
り
な

　
し
に
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
に
理
解
さ
せ
る
た
あ
に
は
、
必
ら
ず
形
式
上
．

．
の
手
が
か
り
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
語
分

析
の
中
が
ら
直
観
を
す
べ
て
排
し
、
ご
と
ご
と
ぐ
形

式
に
よ
っ
て
判
断
可
能
な
識
捌
標
識
づ
き
の
処
理
手

順
と
し
て
、
文
法
を
組
み
立
て
る
努
力
が
謡
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
文
法
を
機
械
文
法
と
よ
ぶ
。
機
械
文
法

の
探
求
が
お
そ
ら
く
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
た
め
の
言
語
「

学
の
始
ま
り
で
あ
ろ
う
。

　
コ
払
ビ
ュ
ー
タ
に
よ
る
言
語
デ
ー
タ
の
処
理
で
翻

訳
に
つ
い
で
す
ぐ
に
着
眼
さ
れ
た
の
は
、
．
情
報
検
索

と
自
動
抄
録
で
あ
る
。
情
報
の
海
の
中
か
ら
知
り
た

い
情
報
を
早
く
取
り
出
す
こ
と
が
現
代
生
活
に
と
つ

．
て
ど
ん
な
に
必
要
か
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
百
科
事
．

典
や
各
種
参
考
書
類
が
目
次
や
索
引
で
ど
ん
な
に
整

理
さ
れ
て
い
．
て
も
、
・
知
り
た
い
こ
と
の
答
え
を
三
つ
．

け
出
す
の
は
な
か
な
か
ひ
ま
の
か
か
る
ゼ
も
の
で
あ
－

る
。
ま
し
て
答
え
を
含
ん
で
い
る
か
い
な
い
か
わ
か
、

ら
な
い
文
献
に
あ
て
も
な
く
目
を
通
す
の
は
や
り
き

れ
な
い
仕
事
で
あ
る
。
情
報
源
は
み
な
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
の
記
憶
装
置
の
中
に
入
れ
て
お
き
、
キ
ー
ワ
ー
ド

を
指
定
し
て
、
必
要
な
事
項
を
さ
っ
玉
取
り
出
す
よ

う
に
し
た
い
。
こ
れ
が
・
ン
ピ
ュ
ー
タ
ば
よ
る
情
報

検
索
で
あ
る
。
ま
た
各
種
の
文
献
を
記
憶
装
置
に
贈

え
る
時
に
、
文
献
全
体
の
代
り
に
文
献
中
の
キ
ー
ワ

　
ー
ド
．
や
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
↓
た
　
抄

〆

畢

↓

“



レ

ダ

．
　
傷

．
録
を
予
め
作
ウ
て
お
け
ば
｝
情
報
検
索
の
手
間
が
よ

ほ
ど
省
け
る
。
そ
の
抄
録
作
り
を
人
間
が
や
ら
な
い

で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
や
ら
せ
た
ら
、
さ
ら
に
能
率
的

で
あ
る
。
こ
れ
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
自
動
抄
録

で
あ
る
。

　
情
報
検
索
や
自
動
抄
録
は
主
に
単
語
を
相
手
に
す

「
る
業
務
だ
か
ら
、
文
法
を
生
命
と
す
る
機
械
翻
訳
よ

り
は
楽
か
と
思
わ
れ
る
が
、
な
か
な
か
そ
う
で
も
な

い
。
イ
ン
フ
レ
の
こ
と
を
知
り
た
い
と
き
に
、
「
イ

　
ソ
フ
レ
」
と
い
う
単
語
だ
け
を
目
当
て
に
し
た
の
で

は
必
要
な
情
報
を
の
が
す
こ
と
が
多
い
。
必
要
な
階

報
の
所
在
が
「
物
価
」
「
値
上
り
」
「
デ
フ
レ
」
「
生

．
活
難
」
な
ど
、
ど
ん
な
単
語
の
あ
る
処
に
ひ
そ
ん
で

い
る
か
わ
か
ら
な
い
。
単
語
は
形
の
存
在
で
あ
る
と

と
も
に
、
そ
れ
以
上
に
意
味
の
存
在
で
あ
る
。
情
報

検
．
索
や
自
動
抄
録
を
適
切
に
行
わ
せ
る
た
め
に
は
、

単
・
語
で
表
わ
さ
れ
る
意
味
の
体
系
が
明
ら
か
に
な
ら

．
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
単
語
同
士
の
意
味
の
関
係
に

つ
い
て
、
抽
象
・
具
体
の
関
係
、
含
む
・
含
ま
れ
る

の
関
係
、
同
意
語
・
類
義
語
・
反
対
語
の
関
係
、
事

実
と
の
対
応
か
ら
来
る
、
全
体
と
部
分
の
関
係
、
共

存
・
類
縁
の
関
係
等
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
が
明
確
に
た

ど
れ
る
よ
う
に
記
述
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
も
、
よ
く
使
わ
れ
る
単
語
は
と
か
く
一
語
で
い
ろ

い
ろ
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
し
、
ど
の

単
語
で
も
v
実
際
の
文
脈
の
中
で
は
特
殊
な
意
味
を

も
つ
こ
と
が
あ
る
。
伊
語
が
ど
う
い
う
文
脈
の
中
で

ど
う
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
か
と
い

う
こ
と
も
組
織
的
に
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
。
情
報

検
索
や
自
動
抄
録
に
備
え
て
、
機
械
の
た
め
に
、
語

の
意
味
の
研
究
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
は

機
械
文
法
に
対
し
て
、
い
わ
ば
機
械
意
味
論
と
も
い

う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
機
械
翻
訳
も
、
決
し
て
文
法

だ
け
で
は
で
き
な
い
。
こ
と
ば
の
か
か
り
受
け
関
係

に
は
、
あ
い
ま
い
な
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
の

解
決
に
単
語
の
意
味
の
情
報
が
必
要
に
な
る
こ
と
が

多
い
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
機
械
翻
訳
、
情
報
検
索
、
自
動

抄
録
の
試
み
を
進
め
る
過
程
で
、
機
械
文
法
や
機
械

意
味
論
の
研
究
が
進
み
始
め
た
。
こ
う
い
う
研
究

は
、
ま
ず
初
め
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
専
門
家
で
あ

る
工
業
系
の
学
者
の
手
で
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の

学
者
は
ま
ず
、
言
語
学
の
研
究
成
果
に
そ
の
拡
り
所

を
求
め
た
。
二
十
世
紀
前
半
の
言
語
学
の
中
で
、
最

も
目
ざ
ま
し
い
業
績
を
あ
げ
た
の
は
、
構
造
主
義
の

言
語
学
で
あ
る
。
ス
イ
ス
の
言
語
学
者
ソ
シ
ュ
ー
ル

の
説
に
端
を
発
す
る
と
さ
れ
て
い
る
構
造
主
義
言
語

学
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ブ
ル
ー
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い

て
目
ざ
ま
し
い
発
展
を
と
げ
、
ハ
リ
ス
に
お
い
て
精

．
密
な
記
述
法
が
整
っ
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
の
構
造
主

義
言
語
学
は
、
自
分
た
ち
の
言
語
と
は
全
く
構
造
の

違
う
ア
メ
リ
カ
・
イ
ソ
デ
ヨ
ア
ン
の
数
多
く
の
言
語

を
記
述
す
る
と
い
う
課
題
を
負
っ
た
た
め
に
、
特
に

内
省
や
直
観
を
排
し
、
形
式
だ
け
を
尊
重
し
て
、
機

械
的
に
分
析
を
進
め
る
と
い
う
学
風
を
作
り
出
し

た
。
そ
の
点
で
、
構
造
主
義
の
言
語
学
に
は
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
の
た
め
の
言
語
学
に
道
を
開
く
可
能
性
が

あ
っ
た
。
ハ
リ
ス
の
門
に
チ
ョ
ム
ス
キ
：
が
出
て
生

成
文
法
の
考
え
方
を
発
表
し
、
さ
ら
に
変
形
文
法
に

発
展
し
て
く
る
と
、
こ
の
生
成
変
．
形
文
法
は
、
機
械

文
法
に
と
っ
て
最
も
有
力
な
理
論
で
あ
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
コ
ン
．
ビ
ュ
ー
タ
が
実
用

段
階
に
入
っ
て
き
た
の
と
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
諸
論
文

が
大
き
な
影
響
力
を
も
ち
だ
し
た
の
と
が
ち
ょ
う
ど

同
じ
時
期
の
一
九
六
〇
年
代
で
あ
る
こ
と
も
手
伝
っ

て
、
ユ
ソ
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
言
語
処
理
の
理
論
は
、

多
か
れ
少
な
か
れ
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
影
響
を
受
け
る

こ
と
が
必
至
の
状
態
に
な
っ
た
。

　
生
成
変
形
文
法
は
論
理
学
と
数
学
に
基
礎
を
置
い

て
、
演
繹
的
な
考
え
方
を
す
る
。
単
純
な
基
本
原
理

か
ら
次
々
と
派
生
規
則
を
仮
設
し
、
現
実
の
あ
ら
ゆ

る
文
が
作
り
出
せ
る
規
則
の
集
成
と
し
て
文
法
を
組

み
上
げ
よ
う
と
す
る
。
現
実
の
文
に
当
っ
て
か
ら
そ

の
説
明
法
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
モ
デ
ル
を

作
っ
て
衰
現
機
構
を
設
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
実



の
文
が
説
明
で
き
る
か
ど
う
が
を
試
し
て
い
く
と
い

う
考
え
方
を
す
る
こ
の
理
論
は
、
は
じ
め
伝
統
的
な

言
語
学
者
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
．
た
が
、
コ
ソ

ピ
ユ
L
タ
に
言
語
活
動
を
さ
．
せ
て
み
る
の
に
は
、
こ

の
方
法
が
最
も
適
し
て
い
た
の
で
、
機
械
文
法
と
七

て
は
早
く
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

　
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
性
能
が
急
テ
ン
ポ
で
向
上
し
て

、
い
く
と
と
も
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
言
語
処
理

．
の
試
み
も
範
囲
が
広
が
っ
て
き
た
。
言
語
音
声
の
聞

き
取
り
と
合
成
、
文
字
の
認
識
と
発
生
、
漢
字
入
出

力
の
高
速
化
、
目
黒
言
語
に
よ
る
質
問
応
答
組
織
の

作
成
、
新
聞
・
雑
誌
．
・
辞
典
等
の
自
動
編
集
、
各
種

事
務
文
書
の
自
動
作
成
等
が
実
用
化
を
目
ざ
し
て
進

み
つ
つ
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
大
量
処
理
を
得
意

　
乏
す
る
か
ら
酒
処
理
手
段
が
形
式
的
に
定
あ
ら
れ
る

．
自
動
編
集
の
よ
う
な
も
の
は
、
単
純
に
人
間
の
労
力

　
を
省
く
点
で
大
い
に
成
果
を
あ
げ
て
い
る
が
、
自
然

　
の
ま
ま
の
言
語
を
処
理
す
る
こ
と
で
は
依
然
と
し
て

　
大
き
な
困
難
を
か
か
え
て
い
る
。
理
解
し
た
り
表
現

し
た
り
す
る
人
間
の
言
語
活
動
に
類
似
し
た
言
語
の

　
処
理
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
さ
せ
る
た
め
に
は
、
人
間

　
の
言
語
活
動
を
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
と
ら
え
る
た
め

　
の
研
究
を
徹
底
的
に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
音

　
声
、
文
字
、
語
彙
、
文
法
、
文
章
、
文
体
等
、
言
語

　
の
あ
ら
ゆ
る
面
を
コ
ン
ビ
ュ
ー
．
タ
的
視
点
か
ら
研
究

し
な
お
す
必
要
が
あ
る
。
そ
う
い
う
研
究
を
総
称
し

て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
言
語
学
と
い
う
。

　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
言
語
学
は
、
8
ヨ
噴
ロ
二
二
〇
守
門

ぎ
σ
q
旺
践
8
（
C
し
と
略
ず
）
の
訳
語
で
あ
る
。

「
計
数
言
語
学
」
「
計
算
言
語
学
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
が
、
「
計
量
言
語
学
」
と
訳
さ
．
．
れ
る
ρ
轟
亭

〔
冨
牙
Φ
臣
α
Q
駐
伴
奮
や
「
数
理
言
語
学
」
と
訳
さ

．
れ
る
穴
篭
ゴ
①
ヨ
無
8
コ
言
σ
q
9
ω
口
。
。
。
と
ま
ぎ
れ
や
す

い
の
で
．
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
言
語
学
」
の
方
が
明
確
で

よ
い
。
「
計
量
言
語
学
」
も
「
数
理
言
語
学
」
も
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
の
出
現
以
前
か
ら
あ
っ
た
学
問
領
域
で

あ
る
。
三
者
の
区
別
を
明
瞭
に
立
て
る
こ
と
は
む
ず

　
か
し
い
し
、
区
別
し
て
も
、
共
通
領
域
が
多
く
な
る

．
の
で
、
無
理
に
区
別
す
る
必
要
も
な
い
か
も
し
れ
な

　
い
が
、
明
ら
か
な
の
は
、
問
題
を
と
ら
え
る
角
度
が

ち
が
う
こ
と
で
あ
る
。
計
量
言
語
学
は
言
語
を
統
計
．

的
に
と
ら
え
、
数
理
言
語
学
は
言
語
を
数
理
一
般
の

角
度
か
ら
と
ら
え
る
。
と
も
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と

　
は
直
接
関
係
が
な
い
Q
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
言
語
学
は
、

　
常
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
処
理
と
の
関
係
に
お
い
て
問
題

　
を
と
ら
え
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

　
　
8
玉
璽
け
巴
。
三
ぎ
σ
・
巳
。
・
呼
一
。
・
と
い
う
名
称
を
始

　
め
て
用
い
た
の
が
だ
れ
か
、
睨
ら
か
で
は
な
い
が
ハ

　
こ
の
名
が
一
般
化
す
る
の
に
最
も
与
っ
て
力
が
あ
っ

．
た
の
臆
ア
メ
リ
カ
の
言
語
学
者
ヘ
イ
ズ
で
あ
ろ
う
φ

ヘ
イ
ズ
は
一
九
六
〇
年
代
の
大
半
を
ラ
ン
ド
．
コ
ー

ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
言
語
学
部
門
主
任
巴
し
て
過
ご

し
、
言
語
処
理
に
大
き
な
功
績
を
残
し
た
が
、
そ
の

間
、
彼
の
論
文
の
中
に
し
ば
し
ぽ
こ
の
名
称
が
用
い

ら
れ
た
。
今
は
「
国
際
コ
．
ソ
ピ
ュ
ー
タ
言
語
学
会

議
」
　
（
冒
8
ヨ
9
。
ぎ
冨
一
〇
。
二
二
。
づ
8
8
0
0
日
崔
，

翼
δ
ロ
巴
＝
畠
臥
。
。
§
ω
）
や
、
日
米
科
学
協
力
の
一

環
と
し
て
の
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
言
語
学
サ
ー
ベ
イ
．

セ
ミ
ナ
」
（
ω
¢
H
＜
Φ
《
ω
o
日
ぎ
母
O
ロ
O
o
日
ロ
信
雷
江
。
旨
，

巴
ピ
冒
α
q
三
ω
ユ
。
。
。
）
な
ど
が
定
期
的
に
開
か
れ
る
の

を
始
め
と
し
て
、
こ
の
名
を
冠
し
た
研
究
集
会
や
論

文
著
書
も
多
く
な
っ
た
。
日
本
の
コ
ソ
ピ
ェ
ー
タ
の

専
門
学
会
で
あ
る
皆
報
処
理
学
会
に
も
、
C
L
研
究

委
員
会
と
い
う
分
科
会
が
あ
っ
て
研
究
を
続
け
て
い

る
Q

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
言
語
学
は

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
使
用
に
関
連
し
て
行
な
わ
れ
る
言

語
研
究
を
内
容
と
す
る
が
、
本
来
、
コ
ソ
ピ
ゴ
ー
タ

と
．
い
う
機
械
の
出
現
に
よ
っ
て
否
応
な
く
起
つ
」
た
実

用
性
の
学
問
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
容
は
雑
多
で
あ

り
、
学
問
と
し
て
純
粋
な
体
系
を
も
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
将
来
、
体
系
が
で
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
現
在
は
実
績
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
研
究
を
こ

の
名
で
一
括
し
て
呼
ぶ
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
し
か

し
、
そ
の
中
に
も
お
の
ず
か
ち
次
の
三
つ
の
領
域
が

n
　
．



“

“

酔
　
．

島

区
鴉
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
ひ

　
一
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
言
語
を
自
動
的
に
処
理
す

　
　
る
方
法
を
求
め
て
言
語
を
研
究
す
る
こ
と

　
2
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
分
析
の
道
具
に
用
い
て
言

　
　
語
を
研
究
す
る
こ
と

　
、
3
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
命
令
し
た
り
、
コ
ン
ピ
ュ

　
　
ー
タ
と
対
話
す
る
た
め
の
言
語
を
研
究
す
る
こ

　
　
と

　
二
番
目
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
言
語
研
究
は
、

例
え
ば
、
，
コ
ソ
ピ
．
ユ
ー
タ
で
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
作

品
の
語
彙
調
査
を
し
て
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
用
語
法

を
研
究
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
、
こ
の
場
合
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
資
料
作
成
の
道
具
に
使
わ
れ
た
に

す
ぎ
ず
、
研
究
の
目
的
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
用
語

法
を
知
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
厳
密
な
意
味
で
は
、

こ
の
種
の
も
の
を
ゴ
ン
ピ
ュ
ー
タ
言
語
学
に
含
め
る

べ
き
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
用
い
て
言
語
を
調
べ
、
そ
の
結
果

を
言
語
自
動
処
理
法
の
開
発
に
役
立
て
る
と
い
う
コ

ー
ス
を
た
ど
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
の
項
目
も
か

か
げ
て
お
く
方
が
実
際
的
で
あ
る
。
三
番
目
の
も
の

は
、
前
記
の
二
つ
と
は
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
る
。
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
の
命
令
語
を
自
然
言
語
に
近
づ
け
よ
う

と
し
て
作
ら
れ
る
も
の
を
コ
ン
パ
イ
ラ
と
い
い
、
こ

れ
ま
で
に
、
O
O
b
d
O
炉
閃
○
勾
日
園
＞
Z
噛
℃
［
＼
お
な
ど

の
ユ
ソ
パ
イ
ラ
が
作
ら
れ
た
。
コ
ソ
・
ハ
イ
ラ
の
研
究

は
、
本
来
純
粋
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
内
部
の
研
究
で
あ

り
、
言
語
学
と
は
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
命

令
語
の
体
系
を
で
き
る
だ
け
日
常
の
言
語
に
近
づ
け

よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
言
語
研
究
と
の
か
か
わ
り
が

生
ず
る
。
こ
と
に
最
近
は
命
令
語
の
範
囲
が
拡
大
さ

れ
て
、
専
門
オ
ペ
レ
ー
タ
で
な
い
一
般
の
人
が
日
常

の
言
語
で
質
問
し
た
り
仕
事
を
命
じ
た
り
す
る
と
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
そ
れ
を
受
け
て
必
要
な
処
理
を

し
、
出
た
答
え
を
普
通
の
言
語
で
提
供
す
る
と
い
う

質
問
応
答
シ
ス
テ
ム
の
作
成
ま
で
が
命
令
語
研
究
の

範
囲
に
入
っ
て
き
た
。
こ
う
な
る
と
、
命
令
語
の
研

究
も
コ
ン
ピ
ュ
：
タ
言
語
学
に
含
め
る
の
が
適
当
と

な
る
。

　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
言
語
学
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
以
下
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
言
語
学
の
全
般
で
は

な
く
、
圏
立
国
語
研
究
所
が
行
な
っ
て
き
た
研
究
の

範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
。

二

国
立
国
語
研
究
所
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
言

語
学
の
研
究

　
国
立
国
語
研
究
所
で
は
、
昭
和
四
十
年
度
に
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
の
導
入
が
き
ま
り
、
H
I
T
A
C
三
〇
一

〇
、
二
〇
K
C
の
機
械
を
設
置
し
た
。
昭
和
四
十
一

年
以
来
、
こ
の
機
械
に
よ
っ
て
調
査
研
究
を
続
け
て

き
た
が
、
曜
和
四
十
八
年
度
か
ら
㌻
新
し
い
機
械
H

I
T
A
C
八
二
五
〇
、
九
六
K
B
の
機
械
に
更
新
す

る
こ
と
が
き
ま
っ
た
。
そ
の
間
に
行
な
っ
て
き
た
研

究
の
内
容
を
以
下
に
紹
介
す
る
。
前
節
で
述
べ
た
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
言
語
学
の
三
領
域
の
う
ち
」
三
番
目
の

コ
ン
パ
イ
ラ
の
研
究
は
行
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
前

記
二
項
目
に
属
す
る
研
究
を
紹
介
す
る
。
そ
の
う

ち
、
二
番
目
に
あ
げ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
道
具
に
用

い
た
言
語
調
査
の
実
際
を
ま
ず
記
し
、
次
に
自
動
処

理
法
の
研
究
を
、
直
接
自
動
処
理
に
か
か
わ
る
も
の

と
、
自
動
処
理
を
目
ざ
し
た
基
礎
研
究
と
に
分
け
て

記
す
こ
と
に
す
る
。

A
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
言
語
処
理
の
実
際

　
言
語
調
査
を
行
な
う
た
め
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、

当
然
数
値
計
算
用
で
は
な
く
て
、
事
務
計
算
用
で
あ

る
べ
き
こ
と
、
言
語
デ
ー
タ
は
調
査
単
位
の
長
さ
が

不
定
だ
か
ら
、
固
定
長
よ
り
も
可
変
長
の
デ
ー
タ
が

扱
い
や
す
い
こ
と
、
デ
ー
タ
移
動
の
目
標
記
号
を
、

語
頭
か
ら
語
末
へ
、
つ
ま
ヴ
、
左
か
ら
右
へ
の
方
向

で
さ
が
す
命
令
が
使
い
や
す
．
い
こ
と
、
な
ど
の
理
由
、

で
H
I
T
A
C
を
選
ん
だ
。
こ
の
機
械
を
用
い
て
行

な
っ
て
き
た
業
務
の
主
た
る
も
の
は
、
新
聞
の
用
語

用
字
調
査
で
あ
る
。

【一

z
新
聞
の
用
語
調
査

　
昭
和
四
十
一
年
一
年
間
の
朝
日
・
毎
日
・
読
売
、



‘
申
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、
三
新
聞
朝
夕
刊
全
紙
面
に
含
ま
れ
る
一
億
八
千
万
語

　
を
母
集
団
と
し
、
そ
れ
か
ら
六
十
分
の
・
一
の
抽
出
比

　
、
で
抜
き
出
さ
れ
た
三
百
万
語
を
標
本
と
し
て
調
査
し

　
た
。
こ
の
「
語
」
は
、
比
較
的
短
か
く
切
ら
れ
た
単

　
語
で
あ
る
が
、
．
日
本
語
の
単
語
、
殊
に
漢
語
は
「
高

　
速
道
路
建
設
反
対
運
動
対
策
委
員
会
」
な
ど
と
、
い

　
く
っ
も
つ
な
が
っ
て
複
合
語
を
作
る
性
質
が
あ
り
、

　
　
文
の
中
で
は
こ
う
い
う
複
合
語
が
一
単
語
の
働
き
を

　
　
す
る
。
文
を
文
節
で
切
っ
て
助
詞
や
助
動
詞
を
切
り

　
　
離
す
と
、
‘
こ
う
い
う
複
合
語
の
単
語
が
求
め
ら
れ
’

　
・
る
。
こ
の
種
の
も
の
を
長
単
位
の
単
語
、
ま
た
は
単

　
．
に
長
単
位
之
呼
ん
だ
。
こ
れ
に
対
し
、
短
か
く
切
っ

　
　
．
て
得
ら
れ
た
単
語
を
短
単
位
の
単
語
、
ま
た
は
単
に

　
　
短
単
位
と
呼
ん
だ
。
長
単
位
で
か
ぞ
え
れ
ば
、
母
集

　
　
団
は
一
億
二
千
万
語
、
標
本
は
二
百
万
語
と
な
る
。
－

　
　
今
回
の
用
語
調
査
で
は
、
文
を
ま
ず
長
単
位
に
切
っ

　
　
て
ヵ
ウ
ソ
ト
し
、
長
単
位
の
語
彙
表
を
作
っ
て
か
ら

　
　
長
単
位
を
短
単
位
に
分
割
し
、
、
短
単
位
を
集
め
な
お

　
　
．
し
て
短
単
位
語
彙
表
を
作
っ
た
◎
入
出
力
に
は
漢
字

　
層
、
テ
レ
タ
イ
プ
を
用
い
た
。
サ
ン
プ
ル
は
、
エ
リ
ヤ
．

　
　
サ
ン
プ
リ
ン
グ
の
手
法
で
紙
面
の
ど
の
部
分
か
ら
も

　
」
六
十
分
σ
一
ず
つ
取
ら
れ
た
。
記
事
の
性
格
な
ど
に

　
　
よ
っ
て
デ
ー
タ
を
区
分
し
、
．
各
語
の
所
属
区
分
が
わ

　
、
か
る
ポ
う
に
し
た
。
デ
ー
タ
区
分
は
、
次
の
四
種
の

一
、
」
・
角
度
か
ら
行
な
つ
寵
。
ド

①
話
題
に
よ
る
区
分
　
1
政
治
　
2
外
交
　
3
経
済

4
労
働
　
5
社
会
　
6
国
際
　
7
文
化
　
8
地
方

9
ス
ポ
ー
ツ
　
一
0
婦
人
・
家
庭
　
1
1
芸
能
・
娯
楽
．

　
1
2
広
告
そ
の
他
（
甲
種
区
分
の
十
四
か
ら
十
七
ま
で

　
の
合
併
）

②
三
種
に
よ
る
区
分
　
ー
ニ
ュ
ー
ス
　
2
ニ
ュ
ー
ス

解
説
　
3
社
説
・
コ
ラ
ム
　
4
時
事
的
特
集
記
事

　
5
特
別
読
物
　
6
評
論
・
論
文
　
7
実
用
知
識
読
物

8
探
訪
ル
ポ
9
長
期
ニ
ュ
ー
ス
展
望
1
0
記
録
．

、
通
知
「
1
1
紹
介
記
事
．
1
2
読
者
作
文
　
娼
相
互
通
信

　
1
4
小
説
　
1
5
一
般
広
告
　
1
6
案
内
広
告
　
1
7
漫
画

　
③
署
名
形
式
に
よ
る
底
分
　
1
無
署
名
記
事
　
2
通

　
信
社
記
事
　
3
冒
頭
署
名
記
事
　
4
外
部
記
者
末
尾

　
署
名
記
事
　
5
社
内
記
者
末
尾
署
名
記
事
　
6
略
称

　
末
尾
署
名
記
事
．
、
7
外
電
冒
頭
記
名
記
事
　
8
社
内

　
無
署
名
記
事
　
9
外
部
記
者
無
署
名
記
事
　
1
0
広
告

　
そ
の
他

　
④
位
置
に
よ
る
区
分
　
1
見
出
し
　
2
標
題
．
欄
名

　
3
リ
ー
ド
4
週
過
5
情
報
源
・
署
名
6
表

　
7
写
真
・
図
表
等
の
説
明
　
8
広
告
そ
の
他

　
　
こ
の
よ
う
に
、
四
種
類
も
の
角
度
か
ら
デ
ー
タ
区

　
分
を
し
え
の
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
た
め

　
で
あ
．
る
。

．
ω
、
新
聞
は
、
話
題
か
ら
い
っ
て
も
文
章
形
式
か
ら

　
．
い
？
て
も
、
雑
多
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
か
ら
、
そ

れ
ら
を
分
析
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
用
語
の

特
徴
を
見
出
し
だ
い
。
文
法
形
式
や
文
体
上
の
特
徴

も
、
こ
れ
で
、
あ
る
程
度
わ
か
る
だ
ろ
う
。

G
り
、
基
本
語
彙
を
見
出
す
た
め
に
は
、
全
体
で
の
使

用
度
数
だ
け
で
な
く
、
部
分
部
分
で
の
使
用
度
数
を

知
暁
、
ど
こ
で
も
広
く
用
い
ら
れ
る
語
と
ど
こ
か
で
　
．

特
別
に
用
い
ら
れ
る
語
と
を
分
け
る
必
要
が
あ
る
。

㈲
、
情
報
検
索
や
機
械
翻
訳
の
効
率
を
高
め
る
た
め

に
は
、
文
章
一
般
に
お
い
て
、
近
い
文
脈
の
中
で
の

語
の
共
存
関
係
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。
文
章
の
種

．
類
に
よ
っ
て
共
存
関
係
の
型
に
違
い
が
あ
る
だ
ろ

う
。㈲

、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、
分
類
標
識
を
与
え
て
お
け

ば
、
大
量
の
デ
ー
タ
を
簡
単
に
分
類
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
一
種
類
だ
け
の
分
類
で
満
足
し
て
は
、
も
っ

た
い
な
い
。
　
（
［
▽
文
献
7
の
林
論
文
、
木
村
論
文
、

文
献
8
の
林
論
文
）

　
昭
和
四
十
七
年
に
全
デ
ー
タ
の
長
単
位
調
査
を
終

了
し
た
。
そ
の
結
果
、
概
算
延
べ
二
百
万
の
実
数
は
・

百
九
十
六
万
余
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
含
ま
れ
た
異
癒

る
語
の
数
は
洗
眼
九
万
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
、
単

語
と
し
て
は
無
意
味
な
経
済
株
式
欄
の
数
字
や
記
号

な
ど
が
多
量
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
を

除
い
た
十
六
万
余
の
長
単
位
語
彙
表
を
四
十
八
年
春

肛
刊
行
し
た
。
（
↓
文
献
4
）
そ
れ
ま
で
に
、
三
分

．
「

．
’

．
で

層
M



戸．

の
一
を
処
理
し
た
段
階
で
、
長
単
位
お
よ
び
短
単
位

の
語
彙
表
を
三
冊
刊
行
し
て
い
る
。
（
O
文
献
1
、

2
、
3
）

　
こ
れ
ら
語
彙
表
に
お
け
る
単
語
の
排
列
に
は
、
五

十
音
順
と
使
用
度
二
二
と
が
あ
る
が
、
五
十
音
順
に

二
種
類
が
あ
る
。
真
の
五
十
音
順
と
疑
似
的
な
五
十

音
順
と
で
あ
る
。
疑
似
的
五
十
音
順
と
い
う
の
は
、

す
べ
て
の
漢
字
に
そ
の
字
を
代
表
す
る
一
種
類
の
音

を
与
え
、
語
頭
に
立
つ
漢
字
の
代
表
音
に
よ
っ
て
排

列
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
初
に
入
力
し
た
新
聞
の
文

章
は
、
よ
み
が
な
の
つ
い
て
い
な
い
原
表
記
の
ま
ま

の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
長
単
位
の

デ
ー
タ
を
扱
う
段
階
で
は
漢
字
の
よ
み
方
が
わ
か
ら

ず
、
従
っ
て
五
十
音
順
に
並
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
、
便
宜
的
な
方
法
と
し
て
、
こ
の
疑
似
的
な
五

十
音
順
を
用
い
た
Q
（
与
文
献
6
の
田
中
論
文
）
長

単
位
を
短
単
位
に
切
る
時
に
よ
み
が
な
を
つ
け
た
か

ら
、
短
単
位
の
表
は
正
し
い
五
十
音
順
に
な
っ
て
い

る
。

【
二
】
新
聞
の
用
字
調
査

　
用
語
調
整
と
同
じ
デ
ー
タ
を
用
い
て
文
字
・
表
記

の
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
次
の
三
種
の
調

査
に
分
れ
る
。

①
漢
字
の
使
用
度
数
調
査

②
漢
字
の
用
例
調
査

③
語
表
記
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
の
調
査

　
①
の
漢
字
使
用
度
数
調
査
は
最
も
簡
単
に
施
し
う

る
も
の
で
、
三
分
の
一
デ
ー
タ
に
含
ま
れ
て
い
た
二

千
九
百
八
十
種
の
漢
字
に
つ
い
て
の
中
間
報
告
を
刊

行
し
て
あ
る
。
（
［
▽
文
献
5
）
こ
の
漢
字
表
に
は
、

使
用
度
数
5
以
上
の
漢
字
二
千
百
四
十
三
字
に
つ
い

て
は
、
．
総
度
数
の
ほ
か
に
、
用
語
調
査
の
話
題
区
分

に
大
体
準
じ
た
十
二
区
分
に
よ
っ
て
、
記
事
区
分
別

使
用
度
数
が
示
し
て
あ
る
。

　
②
の
漢
字
用
例
調
査
は
、
各
漢
字
に
つ
い
て
．
一

般
用
法
と
固
有
名
詞
用
法
と
を
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の

中
を
音
訓
別
に
分
け
た
上
で
ま
ず
短
単
位
用
例
を
度

数
つ
き
で
列
挙
し
、
各
短
単
位
の
あ
と
に
そ
れ
を
含

・
む
長
単
位
用
例
を
度
数
つ
き
で
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
調
査
で
は
、
素
集
計
ま
で
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で

行
な
い
、
あ
と
は
人
力
に
よ
っ
て
原
文
に
も
ど
り
、

正
確
な
よ
み
が
な
を
つ
け
た
。
全
資
料
の
中
か
ら
広

告
を
除
い
て
得
ら
れ
た
資
料
に
つ
い
て
現
在
作
業
中

で
あ
る
。
こ
れ
が
完
成
す
る
と
、
国
語
国
字
問
題
を

考
え
る
た
め
の
最
も
有
力
な
資
料
に
な
る
ば
か
り
で

な
く
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
日
本
語
の
デ
ー
タ
を
処
理

す
る
上
で
の
重
要
な
資
料
と
な
る
。

　
③
の
語
表
記
．
バ
ラ
エ
テ
ィ
調
査
は
、
例
え
ば
「
ア

ゲ
ル
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
「
上
げ
る
」
「
揚
げ
る
」

「
挙
げ
る
」
「
あ
げ
る
」
な
ど
の
書
き
分
け
の
数
量
酌

実
態
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
、
こ
れ
も
②
の
場
合

と
同
様
の
意
義
を
も
つ
。
同
じ
く
現
在
作
業
が
進
行

中
で
あ
る
。

　
【
三
】
漢
字
入
出
力
の
方
法

　
H
I
T
A
C
三
〇
一
〇
は
6
ビ
ヅ
ト
・
コ
L
ド
を

用
い
て
い
る
。
6
ビ
ッ
ト
で
区
別
し
う
る
文
字
の
種

類
は
六
十
四
で
あ
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
漢
字
を
扱
う

こ
之
は
で
き
な
い
。
現
在
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
大
部

分
8
ビ
ッ
ト
・
コ
ー
ド
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、
8
ビ
ッ
ト
で
区
別
し
う
惹
数
は
二
百
五
十
六
だ

か
ら
、
こ
れ
で
も
漢
字
は
扱
え
な
い
。
用
語
調
査
だ

‘
け
な
ら
、
か
な
文
字
で
入
出
力
し
て
も
よ
い
が
、
漢

字
を
調
べ
る
こ
と
が
大
き
な
目
的
で
あ
る
場
合
に

は
、
ど
う
し
て
も
漢
字
は
漢
字
の
ま
ま
で
扱
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
前
記
の
用
語
用
字
調
査
の

入
出
力
に
は
、
漢
字
テ
レ
タ
イ
プ
を
用
い
た
。
漢
字

テ
レ
タ
イ
プ
は
、
新
聞
社
が
活
字
の
自
動
鋳
造
と
記

事
の
遠
隔
地
送
信
と
に
使
っ
て
い
る
も
の
で
、
6
ビ

ッ
ト
2
列
の
1
2
ビ
ッ
ト
（
こ
れ
で
区
別
し
う
る
数
は

四
千
九
＋
六
）
で
漢
字
を
紙
テ
ー
プ
上
に
符
号
化
し

て
扱
う
。
こ
の
符
号
は
そ
の
ま
ま
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に

入
力
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
着
眼
し
、
H
I
T

A
C
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
連
動
実
績
の
あ
る
沖
電
気

工
業
の
機
械
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。
盤
面
に
入
れ

る
漢
字
の
種
類
や
そ
の
排
列
順
に
拡
、
国
立
国
語
研



’

究
所
独
自
の
方
式
に
よ
っ
て
仕
様
を
作
り
、
特
別
注

文
し
た
。
．
研
究
所
は
こ
れ
ま
で
に
雑
誌
の
用
語
用
字

調
査
を
行
な
っ
て
お
り
、
漢
字
の
使
用
状
況
に
つ
い

て
か
な
り
精
度
の
い
い
情
報
を
も
っ
て
い
る
の
で
、

・
こ
れ
を
利
用
し
て
、
作
業
者
が
な
る
べ
く
少
な
い
労
．

力
で
打
鍵
で
き
る
よ
う
に
字
の
排
列
を
工
夫
し
た
。

盤
面
に
は
六
百
の
キ
ー
ト
ッ
プ
が
あ
り
、
各
キ
ー
ト

．
ッ
プ
が
四
つ
の
文
字
を
受
け
も
つ
の
で
、
合
計
二
千

四
百
の
字
種
を
そ
な
え
て
い
る
。
片
足
お
よ
び
両
足

を
使
っ
て
4
文
字
の
シ
フ
ト
を
す
る
。
盤
内
の
漢
字

は
、
当
用
漢
字
か
ら
「
朕
」
「
璽
」
「
脹
」
「
壱
」
「
弐
」

の
五
字
を
除
い
た
千
八
百
四
十
五
字
と
、
使
用
度
数

の
此
較
的
高
い
表
外
漢
字
二
百
六
十
四
字
の
合
計
二

千
九
字
。
盤
面
に
な
い
漢
字
は
盤
外
字
マ
ー
ク
の
あ

と
に
盤
内
ノ
ソ
シ
フ
ト
の
字
を
二
つ
続
け
て
表
わ

・
す
。
盤
外
字
コ
ー
ド
表
を
作
っ
て
作
業
者
が
あ
と
で
．

翻
字
す
る
。
例
え
ば
「
迦
」
の
字
は
．
「
◇
室
町
」
と

打
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
「
お
釈
迦
様
」
は

．
「
お
釈
◇
定
町
様
」
と
打
た
れ
て
の
ち
、
も
と
の
字

に
翻
．
字
さ
れ
る
。
（
旦
V
文
献
6
の
松
本
論
文
）

　
漢
字
を
コ
ン
ビ
哉
ー
タ
で
扱
う
時
、
一
字
を
四
け

た
の
数
字
で
表
わ
す
な
ど
の
方
法
が
用
い
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
が
、
あ
ま
り
効
率
が
よ
く
な
い
よ
ヶ
で
あ

る
。
漢
字
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
入
力
す
る
に
は
、
や

は
り
漢
字
テ
レ
タ
イ
プ
を
用
い
る
の
が
最
良
の
方
法
「

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
Q
こ
の
調
査
を
企
画
し
た
昭

和
四
十
年
当
時
そ
う
で
あ
．
つ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
．
現
在
で
も
こ
の
状
況
は
変
っ
て
い
な
い
。
そ
れ

に
対
し
、
漢
字
出
力
に
つ
い
て
は
、
大
分
状
況
の
変

化
が
あ
る
。
こ
の
調
査
で
は
、
コ
ン
ビ
蔦
ー
タ
で
処

理
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
う
ち
漢
字
テ
レ
タ
イ
プ
で
印
字

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
は
、
コ
ン
ゼ
ユ
ー
タ
の

テ
ー
プ
せ
ん
孔
機
で
紙
テ
ー
プ
に
出
力
さ
れ
、
そ
の

紙
テ
ー
プ
を
漢
字
テ
レ
タ
イ
プ
の
印
字
機
に
か
け
て

印
字
し
た
。
こ
の
時
の
印
字
速
度
は
一
分
間
百
二
十

字
で
極
め
て
遅
い
。
こ
の
遅
さ
は
、
今
回
の
調
査
に

お
け
る
大
き
な
ネ
ッ
ク
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
現
在
は

コ
．
ン
ピ
ュ
ー
タ
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
つ
な
が
る
高
速

漢
字
プ
リ
ン
タ
が
各
社
で
製
作
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

ら
は
一
分
間
二
万
字
か
ら
十
万
字
以
上
の
印
字
能
力

を
も
つ
。
印
字
の
文
字
に
は
、
電
光
ニ
ュ
ー
ス
の
文

字
の
よ
う
に
点
の
集
合
で
表
わ
す
ド
ッ
ト
方
式
の
も

の
と
、
写
真
植
字
方
式
の
も
の
と
が
あ
る
。
ド
ッ
ト

方
式
の
も
の
は
速
度
は
速
い
が
字
形
が
写
真
植
字
に

著
し
く
劣
る
の
で
印
刷
の
組
版
に
は
用
い
が
た
い
と

い
．
う
欠
点
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
高
速
漢
字
プ
リ
ン

タ
の
出
現
に
よ
っ
て
、
漢
字
出
力
の
悪
条
件
は
か
な

り
克
服
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
機
械
は
目
下
コ

ソ
ピ
ュ
ド
タ
そ
の
も
の
と
同
じ
く
ら
い
高
価
で
あ
る

か
ら
、
実
用
化
に
は
ま
だ
時
間
が
か
か
る
だ
ろ
う
。

国
立
国
語
研
究
所
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
更
新
に
は

成
功
し
た
が
、
高
速
漢
字
プ
リ
ン
タ
の
導
入
は
四
十

八
年
度
に
は
果
せ
な
か
っ
た
。
，

・
【
四
】
文
脈
つ
き
用
語
索
引
（
書
毛
H
O
）
の
作
成

　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
補
助
記
憶
装
置
に
単
位
切
り
の

す
ん
だ
言
語
作
品
を
収
め
て
お
け
ば
、
比
較
的
簡
単

な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
、
第
一
図
の
よ
う
な
文
脈

つ
き
用
語
索
引
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、

作
品
中
の
全
単
語
が
、
前
後
一
定
字
数
の
文
脈
を
つ

け
た
ま
ま
で
紙
の
中
央
に
、
五
十
音
順
そ
の
他
指
定

す
る
排
列
順
序
に
並
ぶ
も
の
で
あ
．
る
。
こ
れ
は
、
作

品
に
用
い
ら
れ
た
単
語
の
．
全
用
例
が
所
在
場
所
の
情

報
つ
き
で
直
ち
に
わ
か
る
の
で
、
・
作
品
の
用
語
を
研

究
す
る
の
に
は
大
変
便
利
な
資
料
で
あ
る
。
キ
ー
ワ

ー
ド
（
国
①
矯
≦
。
乱
）
が
文
脈
の
中
（
崔
0
8
富
屋
）

に
あ
っ
て
並
ぶ
の
で
、
こ
の
様
式
の
用
語
索
引
を

凶
芝
H
O
（
凶
Φ
下
身
。
己
H
コ
O
o
三
①
×
け
）
索
引
と
呼

ん
で
い
る
。
ロ
ー
マ
字
や
か
な
文
字
で
書
か
れ
た
作

品
な
ら
扱
い
が
極
め
て
容
易
だ
し
、
漢
字
を
用
い
て

あ
っ
て
も
、
高
速
漢
字
プ
リ
ン
タ
を
用
い
れ
ば
問
題

は
な
い
。

　
国
語
研
究
所
で
は
、
次
の
よ
う
に
、
各
種
の
入
出

力
様
式
に
よ
る
閑
芝
H
O
索
引
作
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

．
用
意
し
て
あ
る
。
（
且
▽
文
献
6
の
斎
藤
論
文
、
文
献

8
の
石
綿
論
文
、
．
文
献
9
の
土
屋
論
文
）
．

齢
「

、
や

粗
」

蜘
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よるKWIC索引の例（r高瀬舟』より）
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〈
入
力
機
V
　
〈
入
方
文
字
〉

①
〃
郷
ソ
．
片
か
な

②
夘
舞
ソ
．
甲
學

　
漢
字
　
　
　
漢
字
か
な

③　
テ
レ
タ
イ
プ
　
ま
じ
り

④
謬
タ
イ
プ
二
物

〈
出
力
機
〉

ラ
イ
ン
・

プ
リ
ン
タ

ラ
イ
ン
・

プ
リ
ン
タ

漢
字

テ
レ
タ
イ
プ

ラ
イ
ン
・

プ
リ
ン
タ

〈
出
力
文
字
V

片
か
な

ロ
ー
マ
字

漢
字
か
な

ま
じ
り

片
か
な

　
①
は
入
か
も
出
力
も
能
率
的
で
速
い
の
で
最
も
実

用
性
が
あ
る
が
、
文
字
が
片
か
な
で
あ
る
点
に
も
ど

か
し
さ
が
あ
る
。
②
は
原
文
が
ロ
ー
マ
字
で
あ
る
も

の
に
つ
い
て
は
全
く
問
題
が
な
い
が
、
一
般
の
日
本

文
に
は
、
あ
ま
り
適
用
の
効
果
が
な
い
。
③
は
漢
字

が
そ
の
ま
ま
生
き
る
の
で
日
本
語
作
品
の
研
究
資
料

と
し
て
有
用
性
が
高
い
が
印
字
速
度
が
遅
い
こ
と
が

大
き
な
欠
点
で
あ
る
。
④
は
漢
字
で
入
力
さ
れ
て
い

る
デ
ー
タ
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
中
で
、
後
述
の
方
法

で
片
か
な
に
自
動
変
換
し
て
ラ
イ
ン
プ
リ
ン
タ
に
打

ち
出
す
も
の
。
す
で
に
漢
字
テ
レ
タ
イ
プ
で
入
力
し

て
あ
る
資
料
に
つ
い
て
は
時
間
も
早
く
て
こ
れ
。
か
最

も
実
用
的
で
あ
る
。
同
じ
く
④
に
属
す
る
も
の
で
、

出
力
の
片
か
な
に
漢
字
の
漢
テ
レ
・
コ
L
ド
を
添
え

て
、
あ
と
で
漢
字
に
翻
字
で
き
る
よ
う
に
し
た
プ
ロ

グ
ラ
ム
も
作
っ
て
あ
る
。

　
現
在
こ
れ
ら
の
閑
≦
H
O
索
引
は
、
新
聞
用
語
調

査
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
部
分
的
に
作
成
し
て
い
る
ほ

【468ζ’10Σ7

【472●i1】．

　【474。4】．

　【470，411

【465，i1】1

　【469・　9】「

【471910コ．

【467●　3ユ」

か
　、

夏
目

漱
石
と
森
鴎
外

の

い
く

つ
か
の
「
F

兄

に

つ

第二図高速漢字フ。・リンタで印字したKWIC

　　　　　索引の例（r寒山拾得』より）

思は

　　牧民の融に⑭て賢者を礼ナると云ふのが，手栖のやうに　思は　れ

　　て，⑭言総に山足を与へるのである・
思ひ

　　心の中では，そんな事をして⑧る寒山，拾得が文殊，瞥賢なら，⑧

　　に騎つた登干はなんだらうなどと，田舎者が芝居を見て，どの役が

　　どの俳侵かと　思ひ　怒ふ時のやうな気分になって⑭るのである・

思ふ

　　それから二人顔を見合せて腹の底から聴み上げて来るやうな笑声を

　　出したかと　思ふ　と，一しょに立ち上がって，⑭世係を認け出し

　　て逃げた・
帰つ

　　或る日山から⑭に騎って　帰っ　て参られたのでございます・

返つ

　　僧は振り　返った・
帰ら

　　それは先項まで，本堂の背後の僧院にをられましたが，行脚に出ら

　　れた切，　帰ら　れませぬ・
　　あれは白干さんが擾林の中から．拾って　帰ら　れた捨子でございま

　　す・

顧　　　　　　　　　　　、
　　自分の融業に気を取られて，唯営⑭役⑭と年月を送って⑭る人は，

　　遺と云ふものを　顕　みない・

　
　
夏
目
漱
石
と
森
鴎
外
の
い
く
つ
か
の
作
品
に
つ

い
て
索
引
作
成
が
進
ん
で
い
る
。
漱
石
の
『
三
四

郎
』
『
硝
子
戸
の
中
』
、
鴫
外
の
『
高
瀬
舟
』
『
雁
』

の
片
か
な
に
よ
る
索
引
は
す
で
に
で
き
て
い
る
。
古

典
作
品
に
つ
い
て
も
同
様
の
方
式
で
索
引
作
成
を
試

み
、
江
戸
時
代
の
酒
落
本
『
遊
子
放
言
』
、
滑
稽
本

『
浮
世
風
呂
』
、
古
く
は
『
今
昔
物
語
』
の
巻
二
十
六

と
巻
三
十
な
ど
に
つ
い
て
作
成
が
完
了
し
て
い
る
。

ま
た
、
鴎
外
の
短
編
『
寒
山
拾
得
』
に
つ
い
て
は
、



＼

ダ

．
噛

漢
字
テ
レ
タ
イ
プ
で
入
力
七
た
謎
ア
」
タ
を
コ
．
ソ
ピ
ュ
．
．

．
r
タ
で
コ
コ
ド
変
換
し
、
．
高
速
漢
字
プ
リ
ン
タ
O
胴

唱．

ﾄ
。
。
。
。
O
ρ
に
か
け
て
印
字
す
る
也
と
を
試
み
た
。
第

∴
二
図
が
そ
の
一
部
で
あ
る
Q
．

B
　
言
語
処
理
自
動
化
の
研
究
と
実
験
．

　
新
聞
用
語
用
字
調
査
の
実
際
処
理
の
中
に
は
、
自

．
．
動
処
理
と
い
え
る
要
素
は
，
ほ
と
ん
ど
無
い
。
全
体
‘

．
処
理
の
、
初
め
、
中
、
終
り
に
人
間
が
介
入
し
て
、
．

．．

｢
ろ
い
ろ
な
，
処
置
を
施
し
て
い
る
。
し
か
し
、
．
コ
ン

．
ピ
ュ
二
割
を
使
う
の
は
、
も
と
も
と
省
力
化
の
た
め

　
で
あ
る
か
昏
、
将
来
の
言
語
調
査
に
お
い
て
は
、
人

力
作
業
の
介
入
を
で
き
る
だ
け
減
ら
し
た
い
。
そ
こ

　
で
～
新
聞
用
語
用
字
調
査
を
進
め
．
る
か
た
わ
ら
、
そ

　
の
調
査
資
料
を
斎
い
て
、
処
理
自
動
化
の
実
験
を
さ

　
ま
ざ
ま
試
み
た
。
そ
．
れ
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が

回
る
。

　
【
一
】
単
位
切
り
の
自
動
化

　
　
前
述
の
と
お
り
、
新
聞
用
語
巡
査
で
は
、
長
短
二

種
頚
の
単
位
を
設
け
て
、
文
を
単
語
に
分
割
し
た
。

作
業
は
す
べ
て
人
ガ
で
な
さ
れ
、
こ
れ
に
多
大
の
労

力
と
時
間
を
要
し
た
。
こ
の
作
業
を
自
動
化
す
る
こ

．
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
の
知
っ
て

一
い
る
大
て
い
の
外
国
語
で
は
、
文
章
を
書
く
と
き
、

　
単
語
と
単
語
の
間
を
あ
け
て
書
く
習
慣
が
あ
る
か

　
あ
、
．
一
聴
し
て
単
語
の
区
別
が
明
ら
か
で
あ
る
。
日

本
語
の
漢
字
か
な
ま
じ
り
文
で
は
、
句
読
点
の
．
あ
る

処
以
外
は
、
文
字
が
連
続
し
て
書
か
れ
る
か
ら
、
コ
．

ン
ピ
ュ
！
タ
が
無
条
件
に
単
証
叩
の
切
れ
目
を
認
定
す
r

る
．
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
単
位
切
り
に
．
ど
う
．

し
て
も
人
力
が
必
要
に
な
る
。
機
械
翻
訳
に
し
て

．
も
、
情
報
検
索
に
し
て
も
、
日
本
語
の
文
章
を
扱
う
．

と
こ
ろ
に
は
、
ま
ず
単
位
切
り
の
作
業
が
必
要
に
な

る
。
．
こ
の
作
業
の
自
動
化
が
で
き
れ
ば
、
日
本
文
の

デ
ー
タ
処
理
に
革
命
を
も
ら
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
日
本
語
に
お
け
る
単
語
認
定
は
、
新
聞
用
語
調
査

で
長
短
二
種
類
の
単
位
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
に
も
．
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
い
ろ
い
ろ

な
考
え
方
が
可
能
な
の
で
大
量
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て

完
全
に
．
一
貫
し
た
原
理
で
単
位
切
り
を
果
す
こ
と

は
、
－
人
間
に
と
っ
て
も
、
非
常
に
む
ず
か
し
い
。
．
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
に
単
位
切
り
を
さ
せ
る
の
は
非
常
に
む

ず
か
し
い
課
題
だ
が
、
ひ
と
た
び
成
功
す
れ
ば
、
人

問
と
違
っ
て
、
判
定
基
準
を
狂
わ
す
こ
と
が
な
い
か

ら
、
ど
ん
な
に
大
量
の
処
理
を
し
て
も
作
業
の
一
貫

性
が
く
ず
れ
る
お
そ
れ
は
な
く
な
る
。

　
国
立
国
語
研
究
所
で
は
、
次
の
二
つ
の
考
え
方

で
、
こ
の
問
題
に
迫
っ
た
。

　
1
　
文
字
排
列
の
情
報
を
利
用
す
る
方
法

　
漢
字
か
な
ま
じ
り
文
に
お
い
て
は
、
助
詞
・
助
動

詞
な
ど
の
付
属
語
鳳
ひ
ら
が
な
で
書
か
れ
、
．
名
詞
．

動
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
な
ど
の
自
立
語
は
噛
漢

字
で
書
か
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
事
実
に
着
眼
し

て
噛
漢
字
か
な
ま
じ
り
文
に
つ
、
い
て
、
漢
字
と
か
な

と
の
間
で
切
断
す
る
と
、

　
．
春
一
が
一
三
一
た
一
。

　
今
．
回
一
の
一
事
件
｝
の
」
黒
幕
一
は
一
直
．
【
ら
し

　
い
｝
。

の
よ
う
に
、
そ
れ
だ
け
で
、
単
位
切
り
が
成
功
す
る

場
合
が
あ
る
。
い
つ
も
こ
う
う
ま
く
は
い
か
な
い

が
、
こ
の
原
則
を
破
る
も
の
に
は
、
・
①
動
詞
・
形
容

．
詞
は
、
語
幹
を
漢
字
で
、
．
語
尾
を
か
．
な
で
最
べ
こ
と
．

が
多
い
。
②
動
詞
・
形
容
詞
で
も
「
い
う
」
「
い
く
」

「
あ
る
」
「
す
る
」
．
「
炉
塾
」
「
な
炉
」
の
ま
う
な
語
は
、

か
な
書
き
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
③
副
詞
は
、
か
な
．

で
書
か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
「
最
も
」
「
優
に
」
の
・

よ
う
に
漢
字
と
か
な
で
書
か
れ
る
語
も
少
な
く
な

い
。
「
な
ど
、
い
く
つ
か
の
規
則
的
な
条
件
が
．
見

出
さ
れ
る
。
動
詞
が
形
容
詞
の
語
尾
は
形
に
制
限
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

あ
る
し
、
後
続
す
る
か
な
と
の
筒
に
一
定
の
関
係
が

見
出
さ
れ
る
。
か
な
で
書
か
れ
や
す
い
自
立
語
は
特

定
な
も
の
で
、
．
数
が
多
く
な
い
か
ら
、
一
覧
表
を
作
．

　
っ
て
参
照
さ
せ
れ
ば
よ
い
。
こ
う
い
う
処
理
過
程
を
、

判
断
回
路
に
組
ん
で
、
．
前
述
の
原
則
に
加
え
る
と
自

動
単
位
切
り
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。

小
実
験
で
轄
、
あ
る
程
度
の
成
功
を
児
允
が
、
大
量

阻
、

．
冨

．
　
＼

．
津
輔



し
　
．

声
　
1

夢．

の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
実
肘
化
を
図
る
に
は
、
ま
だ
多

く
の
研
究
を
要
す
る
。
（
与
文
献
／
3
の
江
川
論
文
）

　
2
　
辞
書
引
き
と
構
文
解
析
に
よ
る
方
法

　
右
に
述
べ
た
方
法
は
標
準
的
な
漢
字
か
な
ま
じ
り

文
に
で
な
け
れ
ば
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
漢

字
の
極
度
に
少
な
い
文
や
、
か
な
だ
け
の
文
に
対
し

て
は
、
単
位
切
り
の
手
が
か
り
が
な
い
こ
と
に
な

る
。
も
っ
と
も
、
普
通
、
か
な
だ
け
で
文
章
を
書
く

場
合
は
、
電
報
の
よ
う
に
の
べ
つ
に
書
い
て
は
、
人

間
に
も
読
み
に
く
い
の
で
、
初
め
か
ら
単
語
の
間
を

あ
け
て
．
書
く
（
こ
れ
を
「
分
か
ち
書
き
」
と
い
う
）

ご
と
に
な
る
の
が
普
通
だ
が
、
そ
う
す
る
と
、
今
度

は
分
か
ち
書
き
の
原
理
が
一
貫
し
な
く
な
る
お
そ
れ

．
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
漢
字
か
な
ま
じ
り
文

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
た
と
い
、
か
な
だ
け
で
分
か

ち
書
き
の
し
て
な
い
文
章
で
も
、
正
し
く
単
語
に
切

る
こ
と
の
で
き
る
方
法
を
求
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
必
要
か
ら
考
え
ら
れ
た
の
が
、
辞
書

を
引
き
つ
つ
単
語
を
認
定
し
て
い
く
方
法
で
あ
る
。

　
、
例
え
ば
「
は
な
が
さ
く
。
」
と
い
う
文
が
あ
る
場

合
、
ま
ず
「
は
」
の
，
一
宇
を
取
っ
て
、
記
憶
装
置
内

．
の
辞
書
と
照
合
し
、
一
致
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
ひ

．
之
ま
ず
、
「
は
」
を
単
語
と
認
定
す
る
。
次
に
「
は

な
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
処
置
を
す
る
。
以
下
、

励
は
な
が
」
「
は
な
が
さ
」
「
は
な
．
津
さ
く
」
に
つ
い

て
、
順
次
同
様
に
辞
書
と
照
合
し
た
結
果
、
「
は
」

「
は
な
」
「
は
な
が
さ
」
の
三
種
が
単
語
の
可
能
性
を

も
っ
と
認
定
さ
れ
た
と
す
る
。
「
は
」
を
単
語
と
し

た
ら
、
次
は
「
な
」
「
な
が
さ
」
「
な
が
さ
く
」
を
辞

書
と
照
合
し
て
、
「
な
」
と
「
な
が
さ
」
が
単
語
と

認
め
ら
れ
た
と
す
る
。
「
は
＋
な
」
の
あ
と
は
「
が
」

「
が
さ
」
「
が
さ
く
」
に
つ
い
て
辞
書
と
照
合
し
、

「
が
」
だ
け
が
単
語
と
さ
れ
る
。
「
は
＋
な
＋
が
」
の

あ
と
は
、
「
さ
」
「
さ
く
」
を
辞
書
と
照
合
し
、
「
さ

く
」
が
単
語
と
さ
れ
る
。
こ
れ
で
ひ
と
ま
ず
「
は
＋

な
＋
が
モ
さ
く
」
の
つ
な
が
り
が
得
ら
れ
る
。
次

に
、
「
は
＋
な
が
さ
」
の
あ
と
は
「
く
」
だ
け
が
残

る
。
「
く
」
が
辞
書
照
合
で
単
語
と
認
め
ら
れ
れ
ぽ

「
は
＋
な
が
さ
＋
く
」
の
つ
な
が
り
が
得
ら
れ
、
も

し
「
く
」
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
「
は
＋
な
が
さ
」

の
つ
な
が
り
は
棄
て
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

順
次
、
可
能
性
を
さ
ぐ
っ
て
行
っ
て
、
結
局
「
は
＋

な
＋
が
＋
さ
く
」
「
は
＋
な
が
さ
＋
く
」
「
は
な
＋
が

＋
さ
く
」
「
は
な
が
さ
＋
く
」
の
四
種
類
に
単
語
の

つ
な
が
り
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
た
と
す
る
。
こ
こ

で
止
急
れ
ば
、
で
た
ら
め
な
答
え
を
含
ん
で
い
る
こ

と
に
な
る
の
で
、
．
次
に
、
辞
書
に
添
え
て
あ
る
品
詞

情
報
を
参
照
し
て
、
．

①
「
は
＋
な
＋
が
＋
さ
く
」
を
コ
陪
麺
＋
屠
嗣

　
＋
莇
詞
一
＋
動
詞
こ
に

②
「
は
＋
な
が
さ
＋
く
」
を
二
名
麺
＋
茗
詞
7
＋

　
茗
詞
」
に

③
「
は
な
＋
が
＋
さ
く
」
を
コ
名
詞
7
芋
助
飼
一
＋

　
動
詞
に

④
．
「
は
な
が
さ
＋
く
」
を
「
一
陥
嗣
一
＋
一
名
詞
」
に

そ
れ
ぞ
れ
変
換
す
る
。
こ
の
四
種
の
品
詞
構
成
を
、

貯
え
て
あ
る
構
文
規
則
と
照
合
し
て
い
く
と
、
③
の

場
合
だ
け
が
文
の
形
を
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。

あ
と
は
構
文
規
則
に
合
わ
な
い
の
で
文
を
な
し
て
い

な
い
と
認
め
ら
れ
、
そ
の
仮
設
が
棄
て
ら
れ
る
。
こ

う
し
て
、
辞
書
引
き
の
の
ち
、
構
文
解
析
に
よ
る
検

定
を
経
て
、
「
は
な
一
が
　
さ
く
」
と
い
う
単
位
切

り
が
完
了
す
る
Q

・
こ
の
方
法
が
功
を
奏
す
る
か
否
か
は
、
専
ら
、
辞

書
と
文
法
規
則
が
完
備
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か

っ
て
い
る
。
や
た
ら
に
た
く
さ
ん
辞
書
引
き
が
あ
っ

て
能
率
が
悪
そ
う
な
感
じ
も
す
る
が
、
こ
う
い
う
単

純
な
こ
と
の
繰
り
返
し
は
、
コ
ソ
ピ
ュ
：
タ
に
と
っ

て
は
何
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
補
助
記

慮
装
置
が
磁
気
テ
；
プ
だ
け
だ
と
照
合
に
時
間
が
か

か
る
が
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
や
磁
気
ド
ラ
ム
の
よ
う
な

ラ
ン
ダ
ム
・
ア
ク
セ
ス
装
置
が
あ
れ
ば
、
ず
っ
と
能

率
が
よ
く
な
る
。

　
こ
こ
で
や
っ
か
い
な
の
は
、
例
え
ば
「
は
」
と
い

う
字
は
、
「
ハ
」
と
も
読
め
る
し
「
ワ
」
と
も
読
め



て
、
ど
ち
ら
に
読
ん
だ
か
に
よ
っ
て
単
語
認
定
の
結

果
が
変
っ
て
来
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
起
る

こ
乏
で
あ
る
。
か
な
で
二
様
に
読
め
る
の
は
「
は
」

と
「
へ
」
だ
け
だ
が
、
漢
字
に
は
読
み
か
た
が
い
ろ

い
ろ
あ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
「
目
下
」

は
「
も
．
つ
か
」
と
も
「
め
し
た
」
と
も
読
め
、
「
も

っ
か
」
な
ら
副
詞
、
「
め
し
た
」
な
ら
名
詞
と
認
め

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
あ
い
ま
い
さ
が
あ
る
場
合
．

は
、
　
つ
の
処
置
だ
け
で
次
に
進
ま
な
い
で
、
あ
ら

ゆ
る
可
能
性
を
た
ど
っ
て
、
い
く
つ
も
の
解
答
を
出

す
よ
ケ
に
周
到
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
る
必
要
が
あ

る
。

　
こ
．
の
方
法
は
、
極
め
て
小
量
の
文
章
に
つ
い
て
試

み
て
み
た
だ
け
で
あ
り
、
実
用
化
は
ま
だ
遠
い
が
、

可
能
性
は
充
分
に
あ
る
σ
（
与
文
献
7
の
木
村
論
文
、

文
献
1
2
の
石
綿
・
斎
藤
・
．
木
村
論
文
）

【
二
】
よ
み
が
な
つ
け
の
自
動
化

　
「
目
下
」
の
よ
う
に
両
様
に
読
め
る
例
は
文
章
の

中
に
そ
う
多
く
出
て
来
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば

「
今
は
花
が
最
高
に
多
い
季
節
だ
。
」
と
い
う
文
は
A

だ
れ
が
読
ん
で
も
「
イ
マ
は
ハ
ナ
が
サ
イ
コ
ウ
に
オ

オ
い
キ
セ
ツ
だ
。
」
と
し
か
読
め
な
い
。
こ
こ
に
迷

い
が
な
い
の
に
は
、
二
つ
の
原
理
が
ひ
そ
ん
で
い
る

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
こ

に
用
い
ら
れ
て
い
る
単
語
を
よ
ぐ
知
っ
て
い
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

う
こ
と
だ
Q
「
今
」
「
花
」
「
最
高
」
7
季
節
」
を
、
一
．

見
し
て
直
ち
に
単
語
と
認
め
る
か
ら
、
そ
の
瞬
間
に

「
イ
マ
」
「
ハ
ナ
」
「
サ
イ
コ
ウ
」
「
キ
セ
ツ
」
の
読
み

が
き
ま
る
の
で
あ
る
。
「
今
」
は
「
イ
マ
」
と
も
「
コ

ン
」
と
も
読
め
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
が
、
「
今
」

で
一
語
と
認
め
「
た
時
に
「
コ
ン
」
は
棄
て
ら
れ
る
Q

「
最
」
「
高
」
が
そ
れ
ぞ
れ
一
語
な
ら
「
モ
ッ
ト
モ
」

「
タ
カ
」
ど
読
ま
れ
る
が
、
こ
0
場
合
は
「
最
高
」

で
一
語
だ
と
認
め
た
か
ら
、
「
モ
ッ
ト
モ
」
も
「
タ

カ
」
も
出
て
来
る
余
地
が
な
く
、
直
ち
に
「
サ
イ
コ

ウ
」
と
読
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
原
理

は
、
わ
れ
わ
れ
が
漢
字
に
反
応
す
る
時
に
「
音
」
反

応
の
孫
と
「
訓
」
反
応
の
系
を
も
っ
て
い
て
、
漢
字

．
一
宇
に
対
し
て
は
、
と
か
く
「
訓
」
反
応
の
系
が
働

き
、
．
漢
字
二
字
の
連
続
に
は
、
と
か
く
「
音
」
反
応

の
系
が
働
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の

原
理
を
．
そ
の
ま
ま
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

も
ち
こ
ん
で
、
r
漢
字
解
読
の
自
動
化
を
図
っ
て
み

た
。
こ
こ
で
い
う
二
つ
の
原
理
は
、
結
局
、
前
項
の

自
動
単
位
切
り
の
二
つ
の
原
理
と
同
じ
こ
ど
で
、
前

者
は
辞
書
引
き
に
よ
る
法
で
あ
り
、
後
者
は
文
字
排

列
の
情
報
を
利
用
す
る
法
で
あ
る
。

　
1
　
文
字
排
列
の
情
報
を
利
用
す
る
方
法

　
漢
字
が
な
ま
じ
り
文
に
お
い
て
、
平
が
な
に
囲
ま

れ
た
漢
字
が
、
．
一
字
だ
け
な
ら
、
そ
れ
に
訓
を
与

え
、
二
字
以
上
な
ら
各
々
に
音
を
与
え
る
こ
と
を
基

本
原
則
と
し
、
漢
字
の
音
訓
表
を
作
っ
て
お
い
て
、

文
中
の
各
漢
字
に
周
囲
の
文
字
環
境
に
よ
っ
て
音
か

訓
か
を
選
ば
せ
る
よ
う
に
す
る
。
こ
の
原
則
に
は
、

重
篇
、
湯
桶
読
み
を
始
め
、
例
外
が
い
く
ら
で
も
あ

る
。
そ
の
例
外
を
辞
書
に
答
え
さ
せ
る
の
で
は
、
問

題
が
字
の
レ
ベ
ル
か
ら
語
の
レ
ベ
ル
へ
移
っ
て
し
ま

う
。
つ
ま
り
、
文
が
単
語
に
切
れ
て
い
て
、
．
か
つ
大

き
な
辞
書
を
そ
な
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
を
避
け
、
例
外
も
、
文
字
排
列
情
報

を
利
用
し
、
簡
単
な
環
境
演
算
回
路
と
簡
単
な
音
訓

表
と
に
よ
っ
て
処
理
し
て
み
た
い
。
事
実
、
そ
れ
は

あ
る
程
度
可
能
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
崩
」
．
と

い
う
字
は
「
崩
御
」
「
崩
壊
」
の
よ
う
に
後
続
字
が

漢
字
の
場
合
は
「
ホ
ウ
」
と
音
読
さ
れ
る
が
、
後
続

字
が
か
な
な
ら
、
先
行
字
が
漢
字
で
も
か
な
で
も

「
山
崩
れ
」
「
…
が
崩
れ
る
」
の
よ
う
に
「
く
ず
」
と

訓
で
読
ま
れ
る
。
「
板
」
は
、
前
後
と
も
漢
字
、
ま

た
は
前
だ
け
が
漢
牢
・
の
時
に
「
看
板
娘
」
「
黒
板
ふ

き
」
の
よ
う
に
「
パ
ン
」
と
音
読
さ
れ
、
そ
れ
以
外

の
時
は
「
板
前
さ
ん
」
「
杉
の
板
を
切
る
」
の
よ
う
に

「
い
た
」
と
訓
読
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
漢
字
に

　
　
　
も

よ
っ
て
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に

対
応
で
き
る
よ
う
に
音
訓
表
を
用
意
し
、
環
境
演
算

の
回
路
を
、
そ
の
字
の
特
徴
に
よ
っ
て
指
定
で
き
る

．
3
．
「

一
運

弓
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第三図　自動よみがなつけの例〈その1＞（昭41朝日新聞紙面はり）
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よ
う
に
し
て
お
け
ば
よ
い
。
第
三
図
は
、
こ
の
よ
う

に
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
漢
字
を
読
ん
だ
結
果
の
一

例
で
あ
る
。
「
引
続
ぎ
」
や
．
「
見
通
し
」
が
「
い
ん

ぞ
く
き
」
「
け
ん
つ
う
し
」
と
読
ま
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
が
、
全
体
と
し
て
は
8
6
％
程
度
の
正
解
を
得

た
。
（
且
V
文
献
7
の
田
中
論
文
）
単
位
切
り
も
辞
書

も
要
ら
な
い
の
が
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
特
長
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。

　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
　
2
　
辞
書
引
き
に
よ

　
　
　
る
方
法

　
　
単
位
の
切
っ
て
あ
る

　
文
章
に
．
つ
い
て
な
ら

た
ば
、
辞
書
の
照
合
に
よ

勘
　
つ
て
・
漢
字
で
書
か
れ

鱗
輩
語
に
よ
み
が
な
を

横
与
え
る
こ
と
は
容
易
で

剛
盈
欝
欝
謬

槻
先
決
問
題
だ
が
・
新
聞

瓦　
の
用
語
調
査
で
語
彙
表

．
勿〔

が
で
ぎ
て
い
る
の
で
、

通
胡
そ
れ
に
多
少
の
情
報
を

ω
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

見
な
　
て
、
約
十
万
語
の
辞
書

部　
フ
ァ
イ
ル
を
作
っ
た
。

第四図　自動よみがなつけの例〈その2＞
　　　　（昭41　毎日新聞紙面より）

即OU29『1。101501＃・大〔おお〕谷〔た1こ〕重〔晦う〕〕二〔こ

う〕　深〔ふか〕川〔がわ）　工〔こう〕場〔じょう〕　ポヤ　＃

　
コ
　
　
　
ぼ
　
　
　
ラ

司
絶
戸
〕
⇔
腔
＃
こ
の
辞
書
は
、
今

　
　
ち
う
　
　
る

識
束
映
に
エ
が
た
後
見
出
し
語
の
数

ご
　
　
　
　
エ
　
コ

こ
　
　
コ
　
　
　
　
　
ヘ
　
コ
　
け

午
・
醐
朔
㈲
駕
を
ふ
や
し
つ
つ
、

　
ご
　
　
　
　
　
　
　
け

♂
謡
驚
が
い
ろ
い
ろ
な
纂

ロ
　
　
　
　
な
　
　
　
ご
　
　
　
　

の
陪
陣
切
携
紡
帖
を
つ
け
加
え
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

計
隷
∵
川
け
ば
、
各
種
の
言

・
諏
聴
西
語
処
理
に
役
立
つ

昭
の
〕
大
〔
恥
〔

KOO1工29，0：040工05．

一〔いち〕　時〔じ〕　．十〔じゅ

京〔きよう〕　墨〔すみ〕田〔オ

あ
れ
ば
よ
い
。
入
力
し
た
文
章
の
中
に
、

録
さ
れ
て
な
い
語
が
あ
れ
ば
、

し
て
印
字
し
、
あ
と
で
人
間
が
よ
み
が
な
を
与
え
る
。

以
後
、
そ
の
語
は
辞
書
に
増
補
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
二
、
三
の
記
事
で
テ
ス
ト
し
た

結
果
9
9
％
に
近
い
正
解
率
を
得
た
。
第
四
図
は
そ
の

一
部
で
あ
る
。
残
り
の
一
％
の
誤
答
は
、
「
中
〔
ち

ゅ
う
〕
佐
〔
さ
〕
は
驚
〔
お
ど
ろ
〕
い
た
風
〔
か
ぜ
〕

で
あ
る
。
」
「
雨
〔
あ
め
〕
が
降
〔
お
〕
り
」
「
個
1
【
倒

と
け
〕
が
N
A
T
O
を
脱
〔
だ
っ
〕
退
〔
た
い
〕
」
「
高

〔
こ
う
〕
校
〔
こ
う
」
に
進
〔
し
ん
〕
学
［
が
く
〕
さ

れ
る
方
〔
通
う
〕
の
た
め
に
．
」
な
ど
で
あ
っ
た
。

　
　
場
力
業
汎
用
辞
書
が
で
き

隈　
　
　
　
　
　
コ

撚
　
惣
羅
馨
腔

　
　
い
　
の
る
こ
と
だ
け
が
目

課
駅
的
だ
か
ら
・
・
み

一
凝
・
ぶ
な
の
情
報
さ
え

　
　
　
　
　
　
　
　
辞
書
に
収

　
　
　
　
ま
と
め
て
リ
ス
ト
に

（
且
V
文
献
8
の
石
綿
論
文
）

【
三
】
そ
の
他
の
試
み

　
以
下
は
、
く
わ
し
い
説
明
を
省
き
、

げ
て
内
容
の
概
略
だ
け
を
記
す
。

　
1
か
な
か
ら
漢
字
へ
の
自
動
変
換

項
目
を
か
か

　
漢
字
に
よ
み
が
な
を
つ
け
る
の
は
漢
字
を
か
な
に

変
換
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
反
対
に
、
か
な
を

漢
字
に
変
換
す
る
こ
と
も
必
要
に
な
る
。
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
に
か
な
だ
け
の
文
章
を
入
力
し
、
そ
れ
を
漢
字

か
な
ま
じ
り
文
に
し
で
出
力
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
た

が
、
こ
れ
は
、
漢
字
か
ら
か
な
へ
の
変
換
よ
り
も
む

ず
か
し
い
問
題
で
あ
る
。
（
且
V
文
献
1
4
の
田
中
論
文
）

　
2
　
活
用
形
処
理
の
自
動
化

　
動
詞
、
形
容
詞
、
形
容
動
詞
お
よ
び
助
動
詞
は
、

語
尾
が
、
「
か
、
き
、
く
、
く
、
け
、
け
」
だ
の
「
く
、

い
、
い
、
け
れ
」
「
だ
ろ
、
だ
っ
、
に
、
で
、
だ
、
な
、

な
ら
」
な
ど
と
変
化
す
る
。
人
間
な
ら
、
語
尾
が
変

化
し
て
も
同
じ
語
だ
と
認
め
て
、
例
え
ば
、
「
書
か

2
」
「
書
き
3
」
「
厭
い
4
」
「
書
く
一
」
「
書
け
一
」

「
書
こ
2
」
と
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
全
部
を
集
め
て
「
書

く
1
3
」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
各
活
用
形
に
散
ら

ば
っ
て
い
る
も
の
を
一
つ
の
代
表
形
の
も
と
に
集
め

る
作
業
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
さ
せ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

作
っ
て
テ
ス
ト
し
た
。
結
果
は
か
な
り
好
成
績
で
あ

っ
た
。
時
間
を
か
け
て
諸
種
の
参
照
表
を
充
実
さ
せ



れ
ぽ
ヤ
実
用
化
の
可
能
性
が
充
分
遷
る
α
（
尋
文
献

7
の
江
川
論
文
）

　
3
　
品
詞
認
定
の
自
動
化

　
．
単
位
切
り
が
な
さ
れ
て
い
る
文
章
に
つ
い
て
、
各

単
語
の
品
詞
を
コ
ン
ゼ
蕩
弓
タ
に
判
定
さ
せ
よ
う
と

．
す
6
プ
p
グ
ラ
ム
で
、
①
辞
書
を
引
い
て
決
め
る
方

．．

@
②
そ
の
語
の
語
形
か
ら
判
定
す
る
方
法
③
直
前
の
．

．
語
か
ら
の
接
続
の
し
か
た
で
判
定
す
る
方
法
の
三
つ
．

．
の
方
法
で
小
実
験
を
試
み
た
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
一
「
長

　
一
短
が
あ
る
が
、
正
解
率
は
8
0
％
か
ら
9
3
％
の
間
で

あ
っ
た
。
（
↓
文
献
ε
の
中
野
論
文
）
「

　
　
4
　
同
語
異
語
判
別
の
自
動
化

　
　
こ
れ
は
ま
だ
、
試
み
た
と
は
い
．
え
な
い
が
問
題
点

　
だ
け
述
べ
て
お
こ
ケ
。
コ
ン
ビ
．
エ
ユ
タ
で
用
「
語
調
査

三
を
し
だ
結
果
「
い
っ
」
と
い
う
語
形
が
1
0
箇
拾
わ
れ
「

．
．
た
と
す
る
Q
こ
の
中
に
は
、
「
言
っ
」
と
解
さ
る
べ
き

．
．
も
の
も
「
行
っ
」
と
解
さ
る
べ
き
も
の
．
も
、
い
っ
し

　
ょ
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
ご
と
ば
の
調
査
と
し
て
正

．
仁
確
を
期
す
る
た
め
に
は
文
脈
を
調
べ
て
「
い
（
言
）
．

・
っ
．
6
」
、
「
い
（
行
）
っ
4
」
の
よ
う
に
区
別
し
な
け

．
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
い
（
言
）
づ
」
の
方
は

忌
．
「
言
わ
」
や
．
「
言
い
」
と
い
っ
し
ょ
に
「
言
う
」
の

・
一
中
に
入
れ
、
「
い
（
行
）
っ
」
「
の
方
は
「
行
か
」
や
　
．

　
「
行
き
」
乏
い
、
っ
し
ょ
．
に
「
行
く
」
の
中
に
入
れ
る

．
．
七
と
に
よ
．
り
て
、
は
じ
め
て
正
七
い
用
語
調
査
と
な

る
α
「
．
い
っ
」
を
「
い
（
言
〉
ウ
」
互
5
い
（
行
）
ウ
」

と
に
分
け
る
の
ば
同
形
剰
語
を
判
別
す
る
作
業
、

「
．
い
（
言
）
．
．
っ
」
「
言
っ
」
「
言
わ
」
「
言
う
」
「
い
う
」

な
ど
を
い
っ
し
ょ
に
扱
う
の
は
異
形
同
語
を
判
定
す

る
作
業
で
あ
る
。

　
同
形
異
語
と
は
馬
別
々
の
単
語
が
．
た
ま
た
ま
同
℃

字
で
書
か
れ
る
こ
と
で
、
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
そ

れ
だ
け
見
た
時
に
は
区
別
が
つ
か
な
い
。
「
い
っ
」

ば
、
か
な
に
よ
る
同
形
倒
語
の
例
、
．
「
工
夫
（
こ
う

ふ
・
く
ふ
う
）
」
「
方
（
ほ
う
・
か
だ
）
」
な
ど
は
漢

字
に
よ
る
同
形
異
語
の
例
で
あ
る
。
異
形
同
語
は
、

本
来
同
一
の
語
が
文
中
で
い
ろ
い
ろ
な
形
を
と
っ
て

現
わ
れ
る
．
も
の
で
、
こ
の
現
象
は
、
活
用
に
よ
る
語

形
変
化
と
、
漢
字
・
か
な
な
ど
に
よ
る
表
記
法
の
ち

が
い
と
か
ら
生
ず
る
。
同
形
総
目
の
判
別
と
異
形
同

語
の
判
別
と
を
い
っ
し
ょ
に
し
て
同
語
異
語
の
判
別
．

と
い
っ
て
い
る
。
同
語
異
調
判
別
の
自
動
化
が
で
き

な
い
と
、
用
語
用
字
調
査
の
完
全
自
動
化
は
で
き
な

い
し
、
．
機
械
翻
訳
以
下
言
語
自
動
処
理
の
す
べ
て
に

わ
た
っ
て
障
害
が
残
る
。
同
語
古
語
の
自
動
判
別

は
、
日
本
語
の
ユ
ン
ピ
ユ
ー
タ
処
理
の
足
元
に
あ
る
．
．

重
大
な
課
題
で
あ
る
。

C
　
言
語
処
理
自
動
化
の
た
め
の
基
礎
的
言
語
研
究

　
言
語
処
理
が
行
き
づ
ま
る
と
こ
ろ
に
は
、
必
ら
ず
．

言
語
研
究
の
基
本
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
、
。
言
語

研
究
の
た
め
に
謬
惹
国
立
国
語
研
究
所
に
と
そ
、
．

そ
う
い
う
基
本
問
題
の
研
究
は
、
当
面
の
処
理
業
務

に
お
と
ら
ず
大
切
で
あ
る
。
研
究
所
が
こ
れ
ま
で
に

行
な
っ
て
き
．
た
研
究
は
、
ど
の
部
門
の
研
究
も
、
み

な
究
極
に
お
い
て
は
言
語
処
理
法
の
開
発
に
道
を
開

く
研
究
と
し
て
意
味
を
も
つ
が
、
こ
「
こ
で
は
、
直

接
、
言
語
処
理
自
動
化
を
目
ざ
し
つ
つ
、
か
つ
、
現

実
．
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
作
成
し
た
研
究
デ
ー
タ
を
使
、

っ
て
．
行
な
っ
た
研
究
を
三
つ
取
り
上
げ
て
紹
介
し
て

お
こ
う
。

【
一
】
日
本
語
の
動
詞
句
形
成
パ
タ
ン
の
研
究
．

　
所
員
石
綿
敏
雄
は
、
日
本
語
文
の
自
動
構
文
解
析
b

の
文
法
規
則
を
精
密
化
す
る
こ
乏
を
目
的
と
し
て
、

「
名
詞
＋
助
詞
＋
動
詞
」
の
形
で
作
ら
れ
る
動
詞
句

に
お
．
ゆ
る
語
の
意
味
類
型
の
関
係
を
分
析
し
、
格
助

詞
「
に
」
や
「
を
」
を
含
む
動
詞
句
に
つ
い
て
単
語
．

排
列
の
パ
タ
ン
を
記
述
し
た
。
こ
の
種
の
研
究
に
は
．

大
量
の
デ
ー
タ
が
必
要
な
の
で
、
新
聞
用
語
調
査
や
．

『
三
四
郎
』
か
ら
二
言
8
索
引
を
作
り
、
多
数
の
．

用
例
を
分
析
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
動

詞
句
．
「
名
詞
＋
に
＋
動
詞
」
の
形
成
パ
タ
ン
ば
、
．
概
．

三
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

＝
i
口
．
二
つ
の
名
［
詞
を
特
完
の
関
係
で
つ
な
ぐ
動

詞
句．

｛
名
詞
一
般
〕
に
〔
抽
象
関
係
を
示
す
動
詞
〕

層
　
　
．

陣
齢
．
罠
、



r
　
．

（
例
）
国
際
経
済
に
関
す
る
報
告
、
雪
国
に
対
す
剤

援
助

一二

齠
�
ﾚ
動
を
表
わ
す
動
詞
句

〔
位
置
を
表
わ
す
名
詞
〕
に
〔
移
動
を
表
わ
す
動

詞
〕

（
例
）
病
院
に
行
く
、
左
右
に
動
か
す

一ニ

[
二
意
図
直
行
動
を
表
わ
す
動
詞
句

〔
人
間
行
為
を
表
わ
す
名
詞
〕
に
〔
移
動
を
表
わ
す

動
詞
〕（

例
）
手
術
に
行
く
、
見
に
来
る

ヨ
ー
＝
存
在
ま
た
は
空
間
性
の
動
作
を
表
わ
す
動

詞
句〔

場
所
・
方
向
を
表
わ
す
名
詞
〕
に
〔
存
在
・
動
作

を
表
わ
す
動
詞
〕

（
例
）
公
園
に
あ
る
森
林
・
顔
を
横
に
向
け
る

一三

|
二
一
対
象
物
の
あ
る
動
作
を
表
わ
す
動
詞
句

〔
具
体
物
を
表
わ
す
名
詞
〕
に
〔
動
作
を
表
わ
す
動

詞
〕

（
例
）
手
に
持
つ
、
電
車
に
乗
る

四
一
事
態
の
発
展
・
推
移
を
表
わ
す
動
詞
句

〔
時
間
概
・
念
を
含
む
名
詞
〕
に
．
〔
抽
象
的
意
味
の
動

詞
〕

（
例
）
将
来
に
備
え
る
、
遠
足
が
三
日
に
の
び
た

圃
「
人
間
的
存
在
に
対
す
る
行
為
を
表
わ
す
動
詞
句

〔
人
間
や
人
間
集
団
を
表
わ
す
名
詞
〕
に
〔
行
為
を

表
わ
す
動
講
〕

（
例
）
親
に
柚
え
る
、
．
側
間
に
知
ぢ
画
引

一
困
句
全
体
で
憎
つ
の
行
為
を
表
わ
す
動
詞
句

〔
人
間
の
行
為
を
表
わ
す
名
詞
〕
に
〔
動
詞
一
般
〕

（
例
）
相
談
に
応
ず
る
、
失
敗
に
終
る

　
こ
の
研
究
に
お
い
て
、
名
詞
や
動
詞
の
意
味
の
分

類
に
は
国
立
国
語
研
究
所
編
『
分
類
語
彙
表
』
（
昭

3
9
）
を
使
っ
て
い
る
。
（
5
文
献
9
の
石
綿
論
文
）

【
二
】
漢
字
か
な
ま
じ
り
文
に
お
け
る
文
字
連
続
の

研
究

　
所
員
野
村
雅
昭
は
、
新
聞
記
事
を
材
料
に
、
漢
字

か
な
ま
じ
り
文
を
文
節
に
切
り
、
各
文
節
内
に
お
け

る
漢
字
か
な
の
排
列
パ
タ
ン
を
分
析
し
て
、
次
の
よ

う
な
傾
向
を
見
出
し
た
。

ω
文
節
は
、
漢
字
で
始
ま
り
、
ひ
ら
が
な
で
終
る
傾

向
が
強
い
。

②
ひ
ら
が
な
で
始
ま
る
文
節
の
う
ち
、
接
続
詞
・
連

体
詞
・
副
詞
な
ど
は
、
ひ
ら
が
な
だ
け
の
文
節
を
構

成
し
や
す
い
。

㈹
ひ
ら
が
な
で
始
ま
る
文
節
の
う
ち
、
名
詞
・
動

詞
・
形
容
詞
は
、
直
前
に
、
あ
る
範
囲
内
の
ひ
ら
が

な
の
来
る
確
率
が
高
い
。

ω
ひ
ら
が
な
で
書
か
れ
る
名
詞
・
動
詞
の
大
部
分
は

「
こ
と
」
「
も
の
」
「
す
る
」
「
い
う
」
な
ど
、
使
用
頻

度
の
高
い
も
の
で
あ
る
。

（
［
▽
文
献
9
の
野
村
論
文
）

【
三
】
指
示
語
「
こ
の
」
「
そ
の
」
の
意
味
の
受
け

つ
ぎ
方
の
研
究

　
本
稿
の
筆
者
林
は
、
鵬
外
『
高
瀬
舟
』
の
囚
≦
8

．
索
引
を
材
料
に
し
て
「
こ
の
」
「
そ
の
」
の
用
法
を

分
析
し
、
そ
れ
ら
の
指
示
機
能
と
前
後
の
こ
と
ば
の

形
式
上
の
特
徴
に
次
の
よ
う
な
傾
向
を
見
出
し
た
。

ω
「
こ
の
」
「
そ
の
」
が
現
場
の
存
在
物
を
指
示
す

る
時
は
、
先
行
文
脈
中
に
指
示
目
標
が
な
い
。

②
「
こ
の
」
「
そ
の
」
が
先
行
文
脈
中
の
語
を
代
行

す
る
時
は
、
「
こ
の
」
「
そ
の
」
の
被
修
飾
語
に
関
係

概
念
や
、
全
体
に
対
す
る
部
分
を
表
わ
す
語
が
来
や

す
い
Q

㈲
「
こ
の
」
「
そ
の
」
が
文
脈
中
の
語
を
指
定
す
る

蒔
は
、
近
い
先
行
文
脈
中
に
そ
れ
ら
の
被
修
飾
語
と

同
形
ま
た
は
極
め
て
近
縁
の
語
が
あ
る
こ
と
が
多

い
。

㈲
「
こ
の
」
「
そ
の
」
が
文
脈
中
の
語
を
指
定
し
て

い
て
も
、
「
こ
の
」
「
そ
の
」
の
被
修
飾
語
が
時
間
条

件
を
表
わ
す
形
式
名
詞
の
場
合
に
は
、
㈹
の
条
件
を

も
た
な
い
。
（
［
▽
文
献
9
の
林
論
文
）

　
以
上
、
国
立
国
語
研
究
所
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
言
語
学
の
概
要
を
述
べ
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
始

ま
っ
た
ば
か
り
で
、
ま
だ
幼
稚
な
段
階
に
あ
る
。
目

を
外
国
と
い
わ
ず
、
日
本
の
各
地
に
向
け
る
だ
け
で



函

も
、
東
京
大
学
情
報
科
学
研
究
施
設
、
同
音
声
医
学

研
究
施
設
、
京
都
大
学
情
報
工
学
科
、
東
北
大
学
電

気
通
信
研
究
所
、
九
州
大
学
通
信
工
学
科
、
神
戸
大

学
経
済
経
営
研
究
所
、
通
産
省
電
子
技
術
総
合
研
究

所
、
日
本
科
学
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
、
国
立
国
会
図

書
館
、
日
立
中
央
研
究
所
、
そ
の
他
、
多
く
の
大
学

や
研
究
機
関
で
、
漢
字
入
出
力
、
音
声
の
分
析
・
合

成
、
機
械
翻
訳
、
堅
肥
検
索
、
自
動
抄
録
、
マ
ソ
・

マ
シ
ン
・
コ
ミ
ュ
ニ
ゲ
ー
シ
ョ
ソ
、
等
の
業
務
開
発

を
通
じ
、
音
声
、
音
韻
、
語
彙
、
意
味
、
文
法
馬
文

章
構
造
等
の
基
礎
的
言
語
研
究
が
堅
実
に
行
な
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
驚
ぐ
次
第
で
あ
る
。
今
後
と

れ
ら
の
研
究
機
関
ど
情
報
を
交
換
し
な
が
ら
、
研
究

所
独
自
の
問
題
把
握
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
言
語
学
の

課
題
に
一
つ
憎
つ
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

参
照
文
献
（
1
か
ら
1
0
ま
鴫
、
の
文
献
は
す
べ
て
国
立
国
語
研
究
所
の

著
作
で
秀
英
出
版
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
）

　
1
『
電
子
計
算
機
に
よ
る
新
聞
の
語
彙
調
査
』
昭
4
5

　
2
『
電
子
計
算
機
に
よ
る
新
聞
の
語
彙
調
査
H
』
昭
4
6

　
3
『
電
子
計
算
機
に
よ
る
新
聞
の
語
彙
調
査
皿
』
昭
4
7

　
4
『
電
子
計
算
機
に
よ
る
新
聞
の
語
彙
調
査
W
』
昭
4
8

5
『
現
代
新
聞
の
漢
字
調
査
（
中
間
報
告
）
』
昭
妬

6
『
電
子
計
算
機
に
よ
る
国
語
研
．
究
』
昭
4
3
（
林
四
郎

　
「
新
聞
語
彙
調
査
の
概
．
略
と
語
彙
分
析
法
試
案
」
石
綿

　
敏
雄
．
「
語
彙
調
査
第
一
段
階
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
基
本
的

　
な
考
え
方
」
「
言
語
の
意
味
と
言
語
情
報
処
理
」
松
本
昭

　
「
国
籍
用
漢
字
テ
レ
タ
イ
プ
と
同
機
利
用
の
言
語
情
報

　
処
理
」
斎
藤
秀
紀
．
「
電
子
計
算
機
と
漢
テ
レ
に
よ
る
用
．

語
総
索
引
の
作
成
」
田
中
・
斎
藤
「
新
聞
語
彙
調
査
の

　
サ
ン
プ
リ
ン
グ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
田
中
章
夫
「
電
子
計

算
機
に
よ
る
ワ
ー
ド
リ
ス
ト
作
成
上
の
一
問
題
」
木
村

繁
「
漢
テ
レ
入
力
デ
ー
タ
の
チ
ェ
ッ
ク
」
）

7
『
電
子
計
算
機
に
よ
る
国
語
研
究
丑
』
昭
4
4
（
林
「
新

聞
語
彙
調
査
に
お
け
る
層
別
と
そ
の
意
味
」
斎
藤
「
電

子
計
算
機
に
よ
る
語
彙
調
査
」
木
村
「
層
別
特
徴
語
の

　
判
別
」
「
構
文
解
析
自
動
化
の
研
究
皿
」
中
野
洋
「
語

　
彙
調
査
の
遺
篇
語
彙
表
に
つ
い
て
」
江
川
清
「
活
用
形

　
処
理
の
自
動
化
に
関
す
る
一
方
式
」
石
綿
「
C
O
B
O

　
」
に
よ
る
漢
字
索
引
作
成
」
「
構
文
解
析
自
動
化
の
研

　
究
」
野
村
雅
昭
「
新
聞
使
用
漢
字
の
試
行
的
分
析
」
田

中
「
漢
字
か
な
ま
じ
り
文
を
全
文
カ
ナ
書
き
・
ロ
ー
マ

　
字
書
き
に
変
換
す
る
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
」
）

8
『
電
子
計
算
機
に
よ
る
国
語
研
究
皿
』
昭
4
6
（
林
「
語

　
彙
調
査
と
基
本
調
彙
」
石
綿
「
新
聞
用
語
調
査
の
用
例

　
印
字
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
．
O
O
ゆ
○
ピ
ー
囚
署
圃
O
、
、
」
斎
藤
「
電

　
子
計
算
機
に
よ
る
語
彙
調
査
皿
」
中
野
「
品
詞
認
定
の

　
自
動
化
」
田
中
「
新
聞
語
彙
調
査
の
同
音
語
と
同
形

語
」
野
村
「
新
聞
漢
字
調
査
の
機
械
処
理
ツ
ス
テ
ム
」
）

9
『
電
子
計
算
機
に
よ
る
国
語
研
究
W
』
昭
4
7
．
（
野
村

「
漢
字
か
な
ま
じ
り
文
の
文
字
連
続
」
土
屋
信
一
「
カ

　
ナ
入
力
に
よ
る
日
本
語
文
総
索
引
の
作
成
」
村
木
新
次

郎
「
あ
い
ま
い
さ
を
伴
う
表
現
の
構
造
に
つ
い
て
の
一

　
考
察
」
石
綿
「
助
詞
『
に
』
を
含
む
動
詞
句
の
構
造
」

　
林
「
指
示
連
体
詞
『
こ
の
』
『
そ
の
』
の
働
き
と
前
後

　
関
係
」
）

10

w
電
子
計
算
機
に
よ
る
国
語
研
究
V
』
．
昭
4
8
（
石
綿

　
「
電
子
計
算
機
に
よ
る
語
彙
調
査
と
同
語
異
語
の
処
理
」
．

　
「
人
間
の
精
神
活
動
を
意
味
す
る
動
詞
の
用
法
」
斎
藤

　
「
電
子
計
算
機
に
よ
る
語
彙
調
査
皿
」
村
木
「
用
語
の

　
集
中
度
と
共
通
度
」
野
村
「
腹
壁
結
合
語
の
構
造
」
中

　
野
「
現
代
日
本
語
に
お
け
る
音
素
連
続
の
実
態
」
鶴
岡

昭
夫
「
文
語
形
・
口
語
形
活
用
語
の
代
表
形
の
変
換
処

　
理
に
つ
い
て
」
田
中
「
自
習
抄
録
処
理
に
お
け
る
．
キ

　
一
・
ワ
ー
ド
の
性
格
」
林
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
言

語
資
料
の
．
研
究
（
英
文
）
」
）

n
田
中
章
夫
「
漢
字
の
自
動
解
読
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
」

　
計
量
国
語
学
4
8
号
、
昭
4
4

12

ﾎ
綿
・
斎
藤
・
木
村
「
言
語
単
位
分
割
自
動
化
の
研

究
」
計
量
国
語
学
5
0
号
、
昭
4
4
．

13

]
川
清
「
単
位
分
割
自
動
化
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
」

計
量
国
語
学
5
1
号
、
昭
4
4

14

c
中
章
夫
「
ヨ
ミ
ガ
ナ
方
式
に
よ
る
カ
．
ナ
（
ロ
ー
マ

字
）
の
漢
字
変
換
」
計
量
国
語
学
5
5
号
、
昭
4
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
林
　
四
郎
）
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