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序
、
本
稿
の
目
的

私
は
以
前
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
サ
ポ
ー
ト
と
し
て
の
注
釈
・
翻
訳
―

『
仮
名
貞
観
政
要
』
の
和
訳
方
法
に
見
る
―
」（
帝
塚
山
学
院
大
学
『
日
本
文
学

研
究
』
第
三
五
号
、
平
成
一
六
﹇
二
○
○
四
﹈
年
二
月
、
以
下
「
前
稿
」
と
称

す
る
）
に
お
い
て
「
仮
名
貞
観
政
要
」
中
の
い
わ
ゆ
る
故
事
の
抄
訳
・
増
補
訳

に
つ
い
て
一
、
二
の
例
を
採
り
上
げ
、
そ
の
和
訳
態
度
の
一
端
に
つ
い
て
紹
介

し
た
が
、
も
と
よ
り
そ
れ
は
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

例
え
ば
、
前
稿
第
三
節
で
採
り
上
げ
た
、
巻
第
三
論
封
建
篇
第
八
第
二
章
末

部
の
例
で
、「
仮
名
貞
観
政
要
」
が
「
堯
の
子
丹
朱
、
舜
の
子
商
均
に
つ
い
て
は

和
訳
し
て
い
る
が
、
楚
の
令
尹
子
文
や
晋
の
大
夫
欒
黶
の
故
事
に
つ
い
て
は
削

り
、
和
訳
し
て
い
な
い
」
事
実
に
つ
い
て
、
原
田
種
成
氏
は

こ
れ
は
北
條
政
子
が
、
格
別
漢
学
の
素
養
が
あ
る
も
の
で
な
か
っ
た
か
ら
、

か
よ
う
な
平
易
な
訳
を
し
た
と
い
う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
で
は
あ
る
が
、
平

素
の
講
義
に
お
い
て
も
、
天
皇
に
御
進
講
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
漢
学

の
素
養
の
な
い
一
般
人
に
も
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
、
か
み
く
だ
い
て
講
ず

る
の
が
当
時
の
講
義
の
常
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
前
者
に
お

い
て
は
堯
舜
の
よ
う
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
話
は
そ
の
ま
ま
用
い
て
も
、

子
文
・
欒
黶
の
よ
う
な
説
明
を
要
す
る
故
事
は
削
去
し
、（
一
九
六
頁
、
注

一
）

と
そ
の
理
由
を
推
定
し
て
お
り
、
私
も
前
稿
で
は
「
想
定
し
た
読
者
の
漢
学
の

素
養
を
考
慮
し
て
、
一
般
教
養
的
な
故
事
と
専
門
的
知
識
と
し
て
の
故
事
と
の

境
界
線
を
設
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
削
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
も
前
稿
第
三
節
で
紹
介
し
た
の
で
あ
る
が
、
一
方
で

「
仮
名
貞
観
政
要
」
は
巻
第
五
論
忠
義
篇
第
十
四
第
十
章
の
中
国
春
秋
時
代
の
晋

の
刺
客
豫
譲
の
故
事
や
巻
第
六
論
貪
鄙
篇
第
二
十
六
第
二
章
の
魯
の
宰
相
公
儀

休
の
故
事
に
つ
い
て
は
、
原
典
本
文
に
な
い
詳
細
で
具
体
的
な
状
況
描
写
を

（
お
そ
ら
く
「
史
記
」
を
参
照
し
て
）
増
補
訳
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

「
故
事
」
が
原
田
氏
の
い
う
「
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
話
」、
私
見
の
「
一
般
教
養

的
な
故
事
」、
に
当
た
る
と
は
し
難
い
。
わ
ざ
わ
ざ
増
補
訳
を
し
て
い
る
点
か
ら

引
用
・
故
事
・
典
拠
句
の
取
捨
か
ら
見
た
仮
名
貞
観
政
要
の
和
訳
態
度

加
　
藤
　
浩
　
司
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見
て
も
、
む
し
ろ
特
殊
な
故
事
で
あ
り
、「
説
明
を
要
す
る
故
事
」「
専
門
的
知

識
と
し
て
の
故
事
」
で
あ
る
と
言
え
る
。

結
局
、「
仮
名
貞
観
政
要
」
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
故
事
を
和
訳
す
る
か
、
訳

さ
ず
に
省
略
し
て
し
ま
う
か
に
つ
い
て
は
、
単
に
そ
の
故
事
の
一
般
性
（
専
門

性
）
の
差
異
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
原
典
で
あ
る
「
貞
観
政
要
」
中
に
存
在
す
る
故
事
に
加
え
、
他

文
献
か
ら
の
引
用
部
分
お
よ
び
他
文
献
に
典
拠
を
有
す
る
語
句
、
を
も
広
く
調

査
対
象
と
し
、
そ
れ
ら
が
「
仮
名
貞
観
政
要
」
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
抄
訳

（
ま
た
は
増
補
訳
）
さ
れ
て
い
る
か
を
調
査
・
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
点

に
関
す
る
同
書
の
和
訳
態
度
を
よ
り
具
体
的
か
つ
全
般
的
に
明
ら
か
に
し
た
い

と
思
う
。
ひ
い
て
は
こ
れ
を
、
漢
籍
和
訳
に
お
け
る
「
和
ら
げ
」
と
い
う
行
為

を
よ
り
具
体
的
に
分
析
す
る
試
み
の
一
つ
と
し
た
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
で
扱
う
資
料
で
あ
る
「
仮
名
貞
観
政
要
」
お
よ
び
そ
の
原
典
で

あ
る
「
貞
観
政
要
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
仮
名
貞
観
政
要
に
お
け
る
増
補
部

分
」（『
帝
塚
山
学
院
大
学
研
究
論
集
〔
文
学
部
〕』
第
三
七
集
、
平
成
一
四
﹇
二

○
○
二
﹈
年
一
二
月
）
の
第
一
節
「
貞
観
政
要
（
原
典
）
概
説
」
お
よ
び
第
二

節
「
仮
名
貞
観
政
要
概
説
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一
、
調
査
の
手
順

本
稿
で
行
な
っ
た
調
査
の
手
順
を
説
明
す
る
。

ま
ず
、
原
典
で
あ
る
「
貞
観
政
要
」
の
本
文
に
は
、
前
稿
同
様
、
原
田
種
成

氏
校
注
『
貞
観
政
要
上
・
下
』（
新
釈
漢
文
大
系
九
五
・
九
六
、
昭
和
五
三
﹇
一

九
八
八
﹈
年
明
治
書
院
刊
）
を
使
用
し
た
。
た
だ
し
、
同
書
の
校
異
を
参
照
し
、

原
田
氏
に
よ
り
「
仮
名
貞
観
政
要
」
が
和
訳
の
際
に
底
本
と
し
た
と
推
定
さ
れ

て
い
る
写
字
台
本
系
の
本
文
に
よ
り
校
訂
し
て
原
典
本
文
と
し
た
。
そ
の
た
め

巻
全
体
が
写
字
台
本
系
本
文
と
は
異
な
る
現
通
行
本
系
本
文
の
巻
第
四
と
、
写

字
台
本
系
本
文
に
採
用
さ
れ
て
い
な
い
「
貞
観
政
要
序
」
の
部
分
は
、
最
初
か

ら
こ
の
調
査
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
。（
な
お
、
写
字
台
本
系
本
文
の
巻
第
一
、

第
二
は
現
存
し
な
い
た
め
、
こ
の
二
巻
に
つ
い
て
は
本
邦
伝
来
の
唐
鈔
本
系
本

文
を
底
本
と
す
る
原
田
氏
校
訂
本
文
に
拠
っ
て
い
る
。）

次
に
、
上
記
の
よ
う
に
限
定
し
た
原
典
本
文
の
中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ

う
な
基
準
に
よ
り
「
引
用
」「
故
事
」
お
よ
び
「
典
拠
句
」
を
抜
き
出
し
た
。

①
「
引
用
」

原
典
本
文
中
で
、「
〜
に
曰
（
云
）
く
、
〜
と
。（
読
み
下
し
文
、
以
下
同
）」、

ま
た
は
「
古
人
云
ふ
、
〜
と
。」
や
「
仲
尼
称
す
、
〜
と
。」
と
い
っ
た
明
確

な
引
用
形
式
で
引
用
さ
れ
て
い
る
他
の
文
献
の
一
部
。
た
だ
し
当
該
文
献
の

原
文
の
ま
ま
の
引
用
で
な
く
、
若
干
の
文
字
の
差
異
や
部
分
的
な
省
略
な
ど

が
あ
っ
て
も
許
容
す
る
。（
諱
字
関
係
で
同
意
の
文
字
に
変
更
し
た
り
、
使
用

者
の
若
干
の
記
憶
違
い
な
ど
も
あ
る
た
め
。
ま
た
、
必
要
な
語
句
の
み
を
引

用
す
る
た
め
に
途
中
の
語
句
を
省
略
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
た
め
。）
ど

の
よ
う
な
文
献
か
ら
の
引
用
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
原
田
氏
校
注
書
の
「
語

釈
」
欄
を
参
照
し
た
。
以
下
②
③
の
同
様
の
分
も
含
め
、
原
田
氏
の
学
恩
に

対
し
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。（
な
お
、
こ
の
「
引
用
」
の
用
例
の
中
に
は
内
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容
上
次
の
「
故
事
」
に
含
ま
れ
る
べ
き
も
の
が
一
三
八
例
中
一
六
例
存
在
す

る
が
、
今
回
は
形
式
上
の
分
類
基
準
に
従
っ
て
「
引
用
」
と
し
、「
故
事
」
の

用
例
と
は
し
な
か
っ
た
。）

（
例
一
）
次
の
傍
線
部
分
を
「
引
用
」
部
分
と
す
る
。
こ
の
例
で
は
一
○
字

分
。

易
曰
、
聖
人
感
人
心
、
而
天
下
和
平
。

易え
き

に
曰い
は

く
、
聖
人
せ
い
じ
ん

は
人
心
じ
ん
し
ん

を
感か
ん

ぜ
し
め
て
、
天
下
て
ん
か

和
平
わ
へ
い

な
り
、
と
。（
二
一

頁
、
注
二
）

②
「
故
事
」

原
典
本
文
中
で
、
あ
る
特
定
の
人
物
や
出
来
事
に
関
す
る
挿
話
が
含
ま
れ
て

い
る
場
合
、
そ
の
挿
話
の
最
初
か
ら
最
後
ま
で
の
部
分
。
た
だ
し
、
語
り
手

で
あ
る
登
場
人
物
自
身
の
体
験
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
挿
話
に
つ
い
て
は
採

り
上
げ
な
い
。
ど
の
よ
う
な
文
献
に
基
づ
い
た
故
事
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は

原
田
氏
校
注
書
の
「
通
釈
」「
語
釈
」
欄
な
ど
を
参
照
し
た
が
、
そ
れ
ら
に
明

確
な
言
及
の
な
い
場
合
も
多
く
、
そ
の
場
合
は
調
査
者
（
加
藤
）
自
身
が
そ

れ
ら
の
記
述
を
頼
り
に
当
該
文
献
を
推
定
し
た
。（
こ
の
「
故
事
」
の
用
例
に

関
し
て
は
こ
う
し
た
加
藤
の
推
定
に
よ
る
も
の
が
全
二
八
一
例
中
一
三
三
例

含
ま
れ
て
い
る
。）

（
例
二
）
次
の
傍
線
部
分
を
「
故
事
」
部
分
と
す
る
。
こ
の
例
で
は
一
一
字

分
。
た
だ
し
典
拠
不
明
。

昔
殷
湯
不
如
堯
舜
、
伊
尹
恥
之
。

昔む
か
し
、
殷
湯
い
ん
た
う

、
堯
舜

げ
う
し
ゆ
ん
に
如し

か
ざ
る
は
、
伊い

尹い
ん

之こ
れ

を
恥は

づ
。（
二
三
〜
二
四
頁
）

（
例
三
）
次
の
傍
線
部
七
○
字
分
は
「
故
事
」
部
分
と
は
し
な
い
。
波
線
部

分
に
語
り
手
自
身
の
体
験
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
た
め
。

貞
観
初
、
太
宗
謂
侍
臣
曰
、
隋
煬
帝
広
造
宮
室
、
以
肆
行
幸
。
自
西
京
至

東
京
（
都
）、

離
宮
別
館
、
相
望
道
次
。
乃
至
并
州

群
、（
士
庶
）

無
不
悉
然
。
馳

道
皆
広
数
百
歩
、
種
樹
以
飾
其
傍
。
人
力
不
堪
、
相
聚
為
賊
。
逮
至
末
年
、

尺
土
一
人
、
非
復
己
有
。
以
此
観
之
、
広
宮
室
、
好
行
幸
、
竟
有
何
益
。

此
皆
朕
所
耳
聞
目
見
。（
注
三
）

貞
観

ぢ
や
う
ぐ
わ
ん

の
初
は
じ
め
、
太
宗
た
い
そ
う

、
侍
臣
じ
し
ん

に
謂い

ひ
て
曰い
は

く
、
隋ず
ゐ

の
煬
帝
や
う
だ
い

、
広ひ
ろ

く
宮
室

き
ゆ
う
し
つ

を
造つ
く

り
、
以も
つ

て
行
幸

ぎ
や
う
か
う
を
肆
ほ
し
い
ま
ま
に
す
。
西
京

せ
い
け
い

よ
り
東
京

と
う
け
い

に
至い
た

る
ま
で
、
離
宮

り
き
ゆ
う

別
館

べ
つ
く
わ
ん
、

に

む
。

ち

・

に

る
ま
で
、

ら
ざ
る
は

無な

し
。
馳ち

道だ
う

は
皆み
な

広ひ
ろ

さ
数す
う

百
歩

ひ
や
つ
ぽ

、
樹き

を
種う

ゑ
以も
つ

て
其そ

の
傍
か
た
は
ら
を
飾か
ざ

る
。
人じ
ん

力り
よ
く
、
堪た

へ
ず
、
相
聚

あ
ひ
あ
つ

ま
り
て
賊ぞ
く

を
為な

す
。
末
年

ま
つ
ね
ん

に
至い
た

る
に
逮お
よ

び
て
、
尺
土
せ
き
ど

一
人

い
ち
に
ん

も
、
復ま

た
己
お
の
れ
が
有い
う

に
非あ
ら

ず
。
此こ
れ

を
以も
つ

て
之こ
れ

を
観み

れ
ば
、
宮
室

き
ゆ
う
し
つ
を
広ひ
ろ

く

し
、
行
幸

ぎ
や
う
か
う
を
好こ
の

む
は
、
竟つ
ひ

に
何な
ん

の
益え
き

か
有あ

ら
ん
。
此こ

れ
皆み
な

朕ち
ん

が
耳み
み

に
聞き

き

目め

に
見み

る
所
と
こ
ろ
な
り
。（
七
五
一
頁
）

③
「
典
拠
句
」

原
典
本
文
中
で
、
あ
る
語
句
の
意
味
の
完
全
な
理
解
に
過
去
に
他
の
特
定
の

文
献
で
そ
の
語
句
が
使
用
さ
れ
た
と
き
の
前
後
の
文
脈
の
記
憶
が
読
者
に
必

要
と
な
る
よ
う
な
語
句
。
換
言
す
れ
ば
、
過
去
の
特
定
文
献
で
の
使
用
文
脈

を
理
解
の
前
提
と
し
て
原
典
本
文
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
語
句
。

「
過
去
の
特
定
文
献
で
の
使
用
文
脈
」
が
即
ち
そ
の
語
句
の
「
典
拠
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
認
定
に
関
し
て
は
原
田
氏
校
注
書
の
「
語
釈
」
欄

然し
か

悉
こ
と
ご
と
く

至い
た

た
く
ぐ
ん 群 

并へ
い

州し
う

乃
す
な
は

相あ
ひ

望の
ぞ

道
次
だ
う
じ

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
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二〇

の
言
及
に
そ
の
殆
ど
を
依
拠
し
た
が
、
若
干
の
例
に
つ
い
て
は
調
査
者
加
藤

の
私
見
に
よ
っ
て
「
典
拠
句
」
に
加
え
た
り
逆
に
そ
れ
か
ら
外
し
た
り
し
た

も
の
も
あ
る
。（
加
藤
の
私
見
に
よ
っ
て
加
え
た
用
例
は
全
四
六
○
例
中
一
三

例
。
な
お
、
付
言
す
れ
ば
、
あ
る
語
句
に
「
典
拠
」
を
知
ら
ね
ば
十
全
な
理

解
が
で
き
な
い
よ
う
な
意
味
ま
で
こ
め
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
の

判
断
自
体
か
な
り
難
し
い
し
、
さ
ら
に
は
読
解
者
の
漢
学
の
素
養
の
多
寡
が

そ
の
判
断
を
大
き
く
左
右
す
る
。
本
稿
で
は
碩
学
原
田
氏
の
判
断
に
殆
ど
の

部
分
を
依
拠
し
た
結
果
、
調
査
者
加
藤
本
人
の
貧
し
い
教
養
は
一
応
糊
塗
さ

れ
て
い
る
。）

（
例
四
）
次
の
傍
線
部
分
を
「
典
拠
句
」
部
分
と
す
る
。
こ
の
例
で
は
八
字

分
。

望
紆
天
鑑
、
択
善
而
行
、
引
而
申
之
、
触
類
而
長
。

天
鑑

て
ん
か
ん

を
紆め
ぐ

ら
し
、
善ぜ
ん

を
択え
ら

ん
で
行
お
こ
な
ひ
、
引ひ

き
て
之こ
れ

を
申の

べ
、
類る
ゐ

に
触ふ

れ
て

長ち
や
う

ぜ
ん
こ
と
を
望の
ぞ

む
。

（
二
二
頁
。『
易
経
』
繋
辞
上
伝
の
語
句
を
典
拠
と
す
る
。
原
田
氏
校
注
書

二
三
頁
参
照
）

（
例
五
）
次
の
「
元
首
」
は
原
田
氏
校
注
書
「
語
釈
」
欄
で
『
書
経
』
益
稷

篇
の
語
句
を
典
拠
と
す
る
が
、
加
藤
は
「
仮
名
貞
観
政
要
」
和
訳
当
時
本

邦
で
は
こ
の
文
脈
を
前
提
と
し
な
く
と
も
「
元
首
」
＝
「
君
主
」
の
意
味

は
理
解
可
能
で
あ
っ
た
と
判
断
し
、「
典
拠
句
」
と
は
し
な
か
っ
た
。

凡
百
元
首
、
承
天
景
命
、
莫
不
殷
憂
而
道
著
、
功
成
而
徳
衰
。

凡
百

ぼ
ん
ぴ
や
く
の
元
首
げ
ん
し
ゆ

、
天て
ん

の
景
命
け
い
め
い

を
承う

け
て
、
殷
憂
い
ん
い
う

し
て
道み
ち

著
あ
ら
は
れ
、
功こ
う

成な

り
て
徳と
く

衰お
と
ろ
へ
ざ
る
は
莫な

し
。（
四
四
〜
四
五
頁
）

次
に
、
こ
れ
ら
の
「
引
用
」「
故
事
」「
典
拠
句
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
そ

れ
ぞ
れ
「
仮
名
貞
観
政
要
」
本
文
に
お
い
て
も
省
略
さ
れ
ず
に
忠
実
に
和
訳
さ

れ
て
い
る
（「
取
」）
か
、
あ
る
い
は
省
略
さ
れ
て
訳
さ
れ
て
い
な
い
（「
捨
」）

か
、
を
調
査
し
た
。
た
だ
し
、「
仮
名
貞
観
政
要
」
は
和
訳
の
際
大
ま
か
に
意
訳

す
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
漢
語
を
単
に
そ
の
ま
ま
音
読
し
て
い
る
場
合
も
あ
る

た
め
、
こ
れ
ら
該
当
部
分
を
そ
の
意
味
を
反
映
さ
せ
た
和
訳
と
し
て
「
取
」
っ

た
の
か
「
捨
」
て
た
の
か
が
厳
密
に
は
判
定
し
難
い
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
の
場

合
、
全
部
分
の
忠
実
な
和
訳
で
な
く
と
も
ほ
ぼ
該
当
部
分
の
意
味
を
尽
く
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
や
、
該
当
部
分
の
一
部
は
確
実
に
和
訳
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
場
合
は
「
取
」
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
音
読
の
場
合
も
、
前
後
の

文
脈
と
矛
盾
せ
ず
に
読
解
で
き
る
場
合
は
「
取
」
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

し
か
し
極
端
な
意
訳
に
よ
り
「
取
」「
捨
」
の
判
断
が
不
可
能
な
場
合
も
あ
り
、

そ
の
場
合
は
や
む
な
く
「
不
明
（
符
号
？
で
示
す
）」
と
し
て
別
に
分
類
・
集
計

す
る
こ
と
と
し
た
。

（
例
六
）
次
の
「
君
挙
必
書
」
は
春
秋
左
氏
伝
、「
言
存
左
史
」
は
漢
書
芸

文
志
に
拠
る
「
典
拠
句
」
で
あ
る
。「
仮
名
貞
観
政
要
」
は
「
道
理
ニ
ソ
ム

ク
一
言
」
の
み
記
録
す
る
か
の
よ
う
に
単
純
化
し
て
意
訳
し
て
い
る
。
史

官
が
君
主
の
行
動
や
発
言
は
全
て
記
録
す
る
と
す
る
依
拠
文
献
で
の
こ
の

句
の
趣
旨
に
則
っ
て
訳
し
て
い
る
と
は
し
難
く
、
か
と
言
っ
て
「
捨
」
と

も
で
き
ず
、
や
む
な
く
「
不
明
（
？
）」
の
用
例
と
し
た
。

（
原
典
本
文
）



引用・故事・典拠句の取捨から見た仮名貞観政要の和訳態度

二一

君
挙
必
書
、
言
存
左
史
。

君
挙

き
み
き
よ

す
れ
ば
必
か
な
ら
ず
書し
よ

し
、
言げ
ん

、
左
史
さ

し

に
存そ
ん

す
。（
四
九
○
頁
、
傍
線
加
藤
）

（「
仮
名
貞
観
政
要
」）

陛
下

ヘ
イ
カ

、
モ
シ
道
理
タ
ウ
リ

ニ
ソ
ム
ク
一
言ケ
ム

ア
ラ
ハ
、
左
史
サ

シ

、
サ
タ
メ
テ
コ
レ
ヲ
シ

ル
ス
。（
第
三
冊
三
十
三
オ
十
〜
十
一
、
傍
線
加
藤
、
注
四
）

な
お
、
写
字
台
本
系
本
文
で
脱
落
し
て
い
る
長
文
部
分
が
二
、
三
存
在
す
る

ほ
か
、「
仮
名
貞
観
政
要
」
が
和
訳
時
に
原
典
に
は
存
在
す
る
章
節
を
一
節
全
て
、

あ
る
い
は
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
一
小
節
全
て
を
省
略
し
て
和
訳
し
な
い
場
合

や
、
二
箇
所
に
ほ
ぼ
同
文
の
重
複
し
た
章
節
が
存
在
す
る
た
め
、
そ
の
一
方
を

和
訳
せ
ず
省
略
し
た
、
と
推
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
以
下
に
示
す

が
、
こ
れ
ら
の
部
分
に
存
在
す
る
「
引
用
」「
故
事
」「
典
拠
句
」
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ら
個
々
の
部
分
が
原
因
で
は
な
く
、
原
典
本
文
の
脱
落
、
重
出
や
章
節
全

体
（
の
内
容
）
が
原
因
と
な
っ
て
存
在
し
な
か
っ
た
り
省
略
さ
れ
た
り
し
た
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
調
査
結
果
で
は
「
捨
」
と
は
区
別
し
、「（
そ
の
）
他
」

と
し
て
分
類
・
集
計
し
た
。

写
字
台
本
系
本
文
で
脱
落
し
て
い
る
長
文
部
分

・
巻
第
四
直
言
諌
争
篇
第
十
第
十
三
章
の
後
半
二
八
八
字
（
八
八
二
〜
八

八
五
頁
）

（
代
わ
り
に
巻
第
四
直
言
諌
争
篇
第
十
第
三
章
の
後
半
一
七
○
字
を
重

出
）

・
巻
第
五
論
誠
信
篇
第
十
七
第
三
章
の
魏
徴
の
上
疏
文
の
途
中
一
四
六
五

字
（
四
二
二
〜
四
三
五
頁
）

・
巻
第
十
論
行
幸
篇
第
三
十
六
第
二
章
の
第
三
小
節
八
一
字
（
七
五
四
頁
）

「
仮
名
貞
観
政
要
」
で
一
（
小
）
節
ご
と
省
略
さ
れ
て
い
る
章
節
（
注
五
）

・
巻
第
一
政
体
篇
第
二
第
三
章
（
五
九
〜
六
○
頁
）

・
巻
第
四
直
言
諌
争
篇
第
十
第
二
章
（
八
四
四
頁
）

・
巻
第
四
興
廃
篇
第
十
一
第
一
章
の
第
一
小
節
（
八
八
六
頁
）

・
巻
第
五
論
忠
義
篇
第
十
四
第
六
章
（
三
七
五
〜
三
七
六
頁
）

・
巻
第
五
論
忠
義
篇
第
十
四
第
十
三
章
（
三
八
九
〜
三
九
○
頁
）

・
巻
第
五
論
孝
友
篇
第
十
五
第
三
章
（
三
九
二
〜
三
九
三
頁
）

・
巻
第
五
論
公
平
篇
第
十
六
第
二
章
（
三
九
八
〜
三
九
九
頁
）

・
巻
第
五
論
誠
信
篇
第
十
七
第
三
章
の
第
一
小
節
（
四
一
六
頁
）

・
巻
第
六
慎
所
好
篇
第
二
十
一
第
四
章
（
四
八
九
頁
）

重
出
し
て
い
る
た
め
一
方
が
和
訳
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
部
分

・
巻
第
一
政
体
篇
第
二
第
九
章
（
七
三
〜
七
九
頁
）
と
巻
第
四
直
言
諌
争

篇
第
十
第
四
章
（
八
四
八
〜
八
五
二
頁
）
…
…
巻
第
一
の
方
を
和
訳
、

巻
第
四
の
方
は
省
略
。

・
巻
第
二
任
賢
篇
第
三
第
三
章
の
第
四
〜
七
小
節
部
分
（
一
一
六
〜
一
一

九
頁
）
と
巻
第
四
興
廃
篇
第
十
一
第
三
章
の
後
半
魏
徴
の
経
歴
部
分

（
八
九
九
〜
九
○
一
頁
）
…
…
巻
第
二
の
方
を
和
訳
、
巻
第
四
の
方
は
省

略
・
巻
第
四
輔
弼
篇
第
九
第
一
章
の
第
三
小
節
（
八
一
八
〜
八
一
九
頁
）
と

巻
第
十
論
佃
猟
篇
第
三
十
七
第
一
章
（
七
五
七
〜
七
五
八
頁
）
…
…
巻

第
十
の
方
を
和
訳
、
巻
第
四
の
方
は
省
略
。



引用・故事・典拠句の取捨から見た仮名貞観政要の和訳態度

二二

二
、
依
拠
文
献
別
の
和
訳
率
と
考
察

本
節
で
は
ま
ず
依
拠
文
献
別
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
検
討
・
考
察
し
た
い
。

易
経

書
経

尚
書
中
候

書
経
孔
伝

書
経
孔
安
国
注

詩
経

礼
記

周
礼

周
礼
注

儀
礼

諡
法

春
秋
左
氏
伝

春
秋
公
羊
伝

孝
経

論
語

孟
子

経
部
計

史
記

漢
書

後
漢
書

三
国
志
魏
書

三
国
志
呉
書

三
国
志
蜀
書

蜀
書
後
主
伝
注

晋
書

６

６

14

８

１７

８

７

５

２

１３

１

２

１

１

16

５

１

１56

１

35

４

１

５

１

１

１

１１

1222１1514１７１22１96１８１１

１

７

１

１

１

２

２５

12

３１19

16

１

84

12

１

23

５

１

14

１

６

２

３

１

２１８

１

１９１２２17３１36972921５１２１９

12

21

３

35

１

32

１

１

15

３

13

２

18

１

13

１

１１

１

１

23

１

15

２

１

１

３

２

28

15

３

４

２

６

１

139

８

122

14

22

１

15

４

16

２

11

５

５

１

３２１

２

3669１3333１２１41２５4613283422911３２３

49100１１１5049１２１１65３５71154151406633８３６１９

（
表
１
）
仮
名
貞
観
政
要
に
お
け
る
「
引
用
」「
故
事
」「
典
拠
句
」
の
取
捨
　
文
献
別
一
覧
表

依
拠
文
献
名

引
　
用

取

？

捨

他

小
計

故
　
事

取

？

捨

他

小
計

典
拠
句

取

？

捨

他

小
計

合
計

梁
書

陳
書

後
魏
書

北
斉
書

北
周
書

隋
書

竹
書
紀
年

資
治
通
鑑

戦
国
策

晏
子
春
秋

越
絶
書

水
経
注

史
部
計

孔
子
家
語

荀
子

新
語

新
書

新
序

説
苑

潜
夫
論

体
論

管
子

韓
非
子

列
子

文
子

尸
子

呂
氏
春
秋

淮
南
子

老
子

荘
子

太
平
御
覧

子
部
計

楚
辞

文
選

韓
詩
外
伝

漢
高
祖
秋
風
辞

１８

１

２

１

３

１

１

１

１２

１

１

１

１１

１

２

１

１

１

12

１

５

２

４

１12４１１１３２１１１３１１20４

４

１

１１８１28

２

３１１１183

２

29

３

２１１３４１３２１１

１

２

１

21

２

５１１８１30３１１１217２１１３４１３２１２３23

１

１

１

１

１51

３

35

６

２

２

１

５

２

１

２３

１

１

１１４

３

７

２

９

５

１

１

２37

１

15

３

１６

６

１

３

２

１

１２１１95２２１８２５１１７９14２２56１13５１

５１１８１30１５２２１１324４７１１３13１１６８２３２９1217６３99１17５１

依
拠
文
献
名

引
　
用

取

？

捨

他

小
計

故
　
事

取

？

捨

他

小
計

典
拠
句

取

？

捨

他

小
計

合
計



（
表
１
）
は
用
例
数
の
み
で
わ
か
り
に
く
い
た
め
、
各
依
拠
文
献
ご
と
に
省
略

さ
れ
ず
に
き
ち
ん
と
和
訳
さ
れ
て
い
る
割
合
を

「
取
」
の
用
例
数
÷
（「
取
」
の
用
例
数
＋
「
捨
」
の
用
例
数
）
×
百

と
し
て
百
分
比
で
求
め
（
以
下
「
和
訳
率
」
と
称
す
る
）（
表
２
）
に
示
す
。
た

だ
し
依
拠
文
献
が
不
明
な
も
の
と
、（
そ
の
和
訳
率
に
確
実
な
意
味
が
あ
る
と
は

し
難
い
と
考
え
て
）
用
例
数
の
合
計
が
十
例
未
満
の
文
献
、
は
省
略
し
た
が
、

別
に
「
経
」
・
「
史
」
・
「
子
」
・
「
集
」
の
各
部
と
「
不
明
」
の
合
計
の
比

率
を
求
め
て
示
し
た
。
当
然
で
あ
る
が
全
体
の
合
計
の
比
率
も
示
し
た
。

魏
明
帝
楽
府

哀
江
南
賦

陶
淵
明
集
序

集
部
計

不
明
陰
陽
書

文
献
不
明

不
明
計

合
計

４

１５６82

３

46

７

４１５６138

１１３

１

３

１

227

２

48

４

１１４４281

１１

11

10

１

３

１

３

１

241

12

183

24

１１22４４460

１１１27１1314879

依
拠
文
献
名

引
　
用

取

？

捨

他

小
計

故
　
事

取

？

捨

他

小
計

典
拠
句

取

？

捨

他

小
計

合
計

引用・故事・典拠句の取捨から見た仮名貞観政要の和訳態度

二三

易
経

書
経

詩
経

礼
記

春
秋
左
氏
伝

論
語

孟
子

経
部
計

史
記

漢
書

後
漢
書

隋
書

史
部
計

説
苑

淮
南
子

老
子

子
部
計

文
選

集
部
計

不
明
計

合
計

050.0063.6046.7058.3060.0076.2100.0061.5000.0083.3100.0080.0100.0000.0066.7070.6000.0000.0100.0064.1

依
拠
文
献
名

引
　
用

000.0087.5000.0100.0041.7100.0100.0054.3087.5082.1070.0093.3086.3100.0050.0091.3100.0075.0082.5
故
　
事

036.4052.2053.6058.1060.5065.1040.0053.3059.5059.3050.0059.3071.4077.8064.3071.2050.0052.4075.0056.8
典
拠
句

039.1057.7048.9060.0051.7070.1050.0055.3079.1072.1064.5093.3078.6083.3066.7064.7076.1037.5046.2085.7066.5 合
計

（
表
２
）
仮
名
貞
観
政
要
に
お
け
る
「
引
用
」「
故
事
」「
典
拠
句
」
の
和
訳
率
　
文
献
別
割
合

（
百
分
比
、
小
数
点
以
下
第
二
位
を
四
捨
五
入
、
空
白
部
分
は
用
例
無
し
）
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ま
ず
、「
引
用
」「
故
事
」「
典
拠
句
」
を
合
計
し
た
比
率
で
見
る
と
、
各
部
別

で
は
「
史
」→

「
子
」→

「
経
」→

「
集
」
の
順
に
和
訳
率
が
減
少
し
て
い
る
。

そ
し
て
和
訳
率
の
高
い
文
献
順
に
並
べ
て
も
、

隋
書→
説
苑→

史
記→

漢
書→

論
語→

淮
南
子→

老
子→

後
漢
書→

礼
記→

書
経→

左
伝→
孟
子→

詩
経→

易
経→

文
選

と
な
っ
て
お
り
、
傾
向
と
し
て
史
書
の
比
率
が
高
く
、
易
経
お
よ
び
詩
文
書
の

比
率
が
低
く
、
他
の
経
書
や
諸
子
の
思
想
書
は
そ
の
中
間
的
な
比
率
と
な
っ
て

い
る
。

ま
た
、「
引
用
」「
故
事
」「
典
拠
句
」
そ
れ
ぞ
れ
の
比
率
を
見
る
と
、
用
例
数

の
少
な
い
「
不
明
」
を
別
に
し
て
、「
故
事
」
の
和
訳
率
が
最
も
高
い
。
次
に
、

「
子
部
」
で
は
わ
ず
か
に
「
典
拠
句
」
の
方
が
上
回
る
も
の
の
、「
経
部
」「
史
部
」

「
不
明
」
で
は
「
引
用
」
の
方
が
「
典
拠
句
」
よ
り
も
和
訳
率
が
高
い
。（
な
お

「
集
部
」
は
「
引
用
」
の
和
訳
率
が
〇
％
だ
が
、
用
例
が
少
な
い
の
で
明
確
な
例

外
と
は
し
難
い
。）

「
貞
観
政
要
」
は
分
類
上
は
史
部
に
属
す
る
。
形
式
上
太
宗
と
臣
下
の
治
世
に

関
す
る
問
答
が
大
部
分
を
占
め
る
が
、
そ
の
問
答
の
中
に
は
「
故
事
」
つ
ま
り

個
別
的
・
歴
史
的
な
出
来
事
の
記
述
が
多
数
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
過
去
の

歴
史
上
の
出
来
事
を
か
ん
が
み
、
現
在
の
治
世
の
た
め
の
教
訓
を
得
よ
う
と
す

る
の
が
、
同
書
の
基
本
的
な
態
度
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
基
本
的
態
度
は
、「
仮

名
貞
観
政
要
」
の
和
訳
に
お
い
て
も
尊
重
さ
れ
、
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

例
え
ば
巻
第
一
政
体
篇
第
二
第
十
六
章
に
は

貞
観

ぢ
や
う
ぐ
わ
ん

十
六
じ
ふ
ろ
く

年ね
ん

、
太
宗
た
い
そ
う

、
侍じ

臣し
ん

に
謂い

ひ
て
曰い
は

く
、
或
あ
る
い
は
君き
み

、
上か
み

に
乱み
だ

れ
、
臣し
ん

、

下し
も

に
理を
さ

む
。
或
あ
る
い
は
臣し
ん

、
下し
も

に
乱み
だ

れ
、
君き
み

、
上か
み

に
理を
さ

む
。
二
者
に
し
や

苟
い
や
し
く
も
違た
が

は

ば
、
何
者

な
に
も
の

を
か
甚
は
な
は
だ
し
と
為な

す
、
と
。
特
進
と
く
し
ん

魏ぎ

徴
ち
よ
う

対こ
た

へ
て
曰い
は

く
、
君き
み

、
心
こ
こ
ろ

理を
さ

ま
れ
ば
則
す
な
は
ち
照
然
せ
う
ぜ
ん

と
し
て
下し
も

の
非ひ

を
見み

る
。
一い
ち

を
誅ち
う

し
て
百
ひ
や
く
を
勧す
す

め
ば
、

誰た
れ

か
敢あ
へ

て
威ゐ

を
畏お
そ

れ
て
力
ち
か
ら
を
尽つ

く
さ
ざ
ら
ん
。
若も

し
上か
み

に
昏
暴

こ
ん
ば
う

に
し
て
、

忠
諌

ち
ゆ
う
か
ん
、
従
し
た
が
は
ず
ん
ば
、
百
里
ひ
や
く
り

奚け
い

・
伍
子
ご

し

胥し
よ

の
徒と

、
虞ぐ

・
呉ご

に
在あ

り
と
雖
い
へ
ど
も
、

其そ

の
禍
わ
ざ
は
ひ

を
救す
く

は
ず
、
敗
亡
は
い
ば
う

も
亦ま
た

促せ
ま

ら
ん
、
と
。
太
宗
た
い
そ
う

曰い
は

く
、
必
か
な
ら
ず
此か
く

の
如ご
と

く
な
ら
ば
、
斉せ
い

の
文
宣

ぶ
ん
せ
ん

は
昏
暴
こ
ん
ば
う

な
る
に
、
楊や
う

遵
彦

じ
ゆ
ん
げ
ん

、
正
道
せ
い
だ
う

を
以も
つ

て
之こ
れ

を
扶た
す

け
て
理り

を
得え

た
る
は
、
何な
ん

ぞ
や
、
と
。
徴
ち
よ
う

曰い
は

く
、
遵
彦

じ
ゆ
ん
げ
ん
、
暴
主
ば
う
し
ゆ

を
彌
縫
び
ほ
う

し
、

蒼
生

さ
う
せ
い

を
救
理
き
う
り

し
、
纔
わ
づ
か
に
乱ら
ん

を
免
ま
ぬ
か
る
る
を
得え

た
る
も
、
亦ま
た

甚
は
な
は
だ
危
苦
き

く

せ
り
。

人
主

じ
ん
し
ゆ

厳
明

げ
ん
め
い

に
し
て
、
臣
下
し
ん
か

、
法は
ふ

を
畏お
そ

れ
、
直
言

ち
よ
く
げ
ん

正
諌

せ
い
か
ん

し
て
、
皆み
な

、
信
用

し
ん
よ
う

せ

ら
る
る
と
は
、
年と

し

を
同お
な

じ
く
し
て
語か
た

る
可べ

か
ら
ざ
る
な
り
、
と
。（
九
五
〜

九
七
頁
、
読
み
下
し
文
の
み
引
用
、
傍
線
加
藤
）

の
よ
う
に
時
代
を
異
に
す
る
三
つ
の
「
故
事
」
が
見
ら
れ
る
が
、「
仮
名
貞
観
政

要
」
で
は
こ
れ
ら
を

貞
観
十
六
年
、
太
宗
、
侍
臣
ニ
カ
タ
リ
テ
ノ
タ
マ
ハ
ク
、
ア
ル
イ
ハ
、
君
、

上カ
ミ

ニ
ミ
タ
レ
タ
レ
ト
モ
、
臣
、
下シ
モ

ニ
ヲ
サ
ム
。
ア
ル
イ
ハ
、
臣
、
シ
モ
ニ

ミ
タ
レ
タ
レ
ト
モ
、
君
、
上カ

ミ

ニ
オ
サ
ム
。
コ
ノ
二
フ
タ
ツ
ノ
カ
タ
タ
カ
ヒ
ナ
ル
コ

ト
、
イ
ツ
レ
ヲ
カ
ハ
ナ
ハ
タ
シ
ト
ス
ル
ヤ
。
魏
徴
、
コ
タ
ヘ
テ
申
サ
ク
、

君
、
上カ

ミ

ニ
賢ケ

ム

ナ
ル
時
ハ
、
ス
ナ
ハ
チ
、
照
然

セ
ウ
セ
ム

ト
テ
ラ
シ
テ
下
ノ
ヒ
カ
コ
ト

ヲ
ミ
ル
。
ヒ
ト
リ
ヲ
ホ
ロ
ホ
シ
テ
百モ

モ

ヲ
ス
ス
メ
ム
ニ
、
威ヰ

ニ
ヲ
チ
テ
コ
ト

コ
ト
ク
忠
ヲ
ツ
ク
ス
ヘ
シ
。
君
、
上カ

ミ

ニ
ミ
タ
レ
テ
、
イ
サ
メ
ニ
シ
タ
カ
ハ

サ
ル
時
ハ
、
賢
正

ケ
ム
セ
イ

ノ
臣
ア
リ
ト
イ
フ
ト
モ
、
下
ヨ
リ
ヲ
サ
メ
カ
タ
シ
。
シ
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カ
レ
ハ
ス
ナ
ハ
チ
、
虞ク

ノ
君
、
上カ
ミ

ニ
ミ
タ
レ
テ
、
百
里
ハ
ク
リ

奚ケ
イ

カ
イ
サ
メ
ニ
シ

タ
カ
ハ
サ
リ
シ
カ
ハ
、
虞ク

ノ
国
、
ツ
イ
ニ
秦シ
ム

ノ
国
ニ
ホ
ロ
ホ
サ
レ
タ
リ
。

呉
王
、
奢

ヲ
コ
リ
テ
伍
子
コ

シ

胥シ
ヨ

カ
イ
サ
メ
ヲ
イ
レ
サ
シレ
イ

シ
カ
ハ
、
呉コ

ノ
ク
ニ
、
又
、

越エ
ツ

ノ
国
ニ
ウ
タ
レ
タ
リ
。
上
ミ
タ
レ
テ
、
イ
サ
メ
ニ
シ
タ
カ
ハ
ス
ハ
、
ソ

ノ
ワ
サ
ハ
イ
ヲ
ス
ク
イ
カ
タ
シ
。
太
宗
ノ
タ
マ
ハ
ク
、
魏
徴
カ
申
ム
ネ
、

ミ
ナ
モ
テ
シ
カ
ナ
リ
。
タ
タ
シ
、
斉

セ
イ
ノ
文
宣セ
ム

帝
、
暴
乱

ア
レ
ミ
タ
レ
タ
リ
。
楊ヤ
ウ

遵
彦

シ
ユ
ン
ケ
ム
、
タ

タ
シ
キ
道ミ

チ

ヲ
モ
テ
ヲ
サ
ム
ル
コ
ト
ヲ
エ
タ
ル
コ
ト
、
イ
カ
ム
ソ
。
魏
徴
、

コ
タ
エ
テ
申
サ
ク
、
楊
遵
彦

シ
ユ
ン
ケ
ム
、
ワ
ツ
カ
ニ
ク
ラ
キ
君
ヲ
オ
キ
ヌ
イ
、
蒼
生

サ
ウ
セ
イ

ノ
民
ヲ
ス
ク
フ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
タ
タ
、
難ナ
ム

ヲ
マ
ヌ
カ
レ
タ
ル
ハ
カ
リ
ナ
リ
。

ク
ル
シ
ミ
ア
ヤ
フ
メ
ル
コ
ト
、
ハ
ナ
ハ
タ
シ
。
ナ
ム
ソ
、
上
ア
キ
ラ
カ
ニ
、

下
恐

ヲ
ソ
リ
テ
、
直
言

チ
ヨ
ク
ケ
ン

正
諌

セ
イ
カ
ム

シ
テ
世
ヲ
オ
サ
メ
ム
ニ
ヲ
ナ
シ
カ
ラ
ム
ヤ
。（
第
一
冊

二
十
一
ウ
六
〜
二
十
二
オ
十
、
傍
線
加
藤
）

の
如
く
全
て
き
ち
ん
と
和
訳
し
て
い
る
。
特
に
前
の
二
つ
は
原
典
本
文
の
短
く

混
交
し
た
記
述
を
別
々
に
し
て
わ
か
り
や
す
く
補
い
な
が
ら
和
訳
し
て
い
る
。

い
ず
れ
の
「
故
事
」
も
、
本
章
節
の
主
旨
で
あ
る
「
治
世
に
と
っ
て
君
主
と
臣

下
の
ど
ち
ら
が
よ
り
重
要
か
」
と
い
う
問
題
に
関
わ
る
具
体
的
な
事
例
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
和
訳
に
当
た
っ
て
も
、
こ
れ
ら
を
省
略
す
る
こ
と
な

く
、
逆
に
わ
か
り
や
す
く
補
っ
て
ま
で
し
て
、
き
ち
ん
と
訳
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、「
貞
観
政
要
」
に
は
「
故
事
」
を
は
じ
め
と
し
た
史
書
か
ら
の

依
拠
部
分
が
数
多
く
現
わ
れ
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
大
部
分
は
各
章
節
の
主
旨
と

深
く
関
わ
る
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
、「
仮
名
貞
観
政
要
」
の
和
訳

に
際
し
て
も
省
略
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
き
ち
ん
と
和
訳
さ
れ
る
割
合
が
高
い
の

で
あ
ろ
う
、
と
ま
ず
は
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
依
拠
文
献
ご
と
の
比
率
に
お
け

る
史
書
系
文
献
の
和
訳
率
の
高
さ
、
あ
る
い
は
「
引
用
」
や
「
典
拠
句
」
に
対

す
る
「
故
事
」
の
相
対
的
な
和
訳
率
の
高
さ
に
反
映
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、「
故
事
」
つ
ま
り
特
定
の
人
物
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
歴
史
的
な
出
来

事
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ら
が
適
切
な
言
語
量
を
費
や
し
て
表
現
さ
れ
れ
ば
、
読

者
に
と
っ
て
理
解
が
難
し
い
と
か
、
翻
訳
す
る
場
合
に
的
確
に
訳
す
こ
と
が
難

し
い
と
か
い
う
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
具
体
的
な
人
物
が
、
具
体
的
に
行

動
し
、
具
体
的
な
結
果
が
描
か
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
人
物
や
出
来
事
か
ら
読
者

に
対
し
て
一
つ
の
教
訓
（
行
動
の
指
針
）
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

本
文
の
主
旨
に
と
っ
て
的
確
な
例
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
長
々
と
こ
と
ば
を
尽
く

し
て
描
か
れ
る
ほ
ど
、
読
者
に
と
っ
て
内
容
の
理
解
に
資
す
る
素
材
と
な
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。「
仮
名
貞
観
政
要
」
で
「
故
事
」
の
和
訳
率
が
相
対
的
に
高
い

の
は
、
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
叙
述
が
言
語
の
違
い
を
越
え
て
内
容
の
理
解

に
資
す
る
こ
と
の
現
わ
れ
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、「
故
事
」
で
あ
れ
ば
即
和
訳
率
が
高
い
と
い
う
説
明
方
法
で
、

（
表
２
）、
ひ
い
て
は
（
表
１
）
の
結
果
を
全
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、「
故
事
」
の
比
率
自
体
に
も
和
訳
率
の
高
い
文
献
（
史
書
や
書
経
な

ど
）
と
低
い
文
献
（
春
秋
左
氏
伝
な
ど
）
が
あ
る
し
、「
引
用
」
お
よ
び
「
典
拠

句
」
の
比
率
に
つ
い
て
も
そ
の
和
訳
率
は
文
献
ご
と
に
か
な
り
の
差
が
あ
り
、

一
律
に
「
故
事
」
の
和
訳
率
が
高
く
、「
引
用
」「
典
拠
句
」
の
和
訳
率
が
低
い
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わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
単
に
「
故
事
」
で
あ
る
と
い
う
の
で

な
く
、
や
は
り
、
原
典
本
文
の
主
旨
と
の
関
わ
り
と
い
う
要
因
が
関
係
し
て
い

る
の
だ
と
推
定
さ
れ
る
。

そ
こ
で
次
に
「
引
用
」
部
分
に
つ
い
て
も
取
捨
の
要
因
を
検
討
す
る
こ
と
に

し
た
い
。
例
え
ば
巻
第
六
杜
讒
佞
篇
第
二
十
三
第
一
章
は

貞
観

ぢ
や
う
ぐ
わ
ん
の
初
は
じ
め
、
太
宗

た
い
そ
う

、
侍じ

臣し
ん

に
謂い

ひ
て
曰い
は

く
、
朕ち
ん

、
前
代

ぜ
ん
だ
い

の
讒
佞

ざ
ん
ね
い

の
徒と

を
観み

る
に
、

、

の

な
り
。

は

を

に
し

を

く
し
て
、

比
周

ひ
し
う

す
。
暗
主
あ
ん
し
ゆ

庸
君
よ
う
く
ん

の
若ご
と

き
は
、
之こ
れ

を
以も
つ

て
迷
惑
め
い
わ
く

せ
ざ
る
は
莫な

し
。（
四
九

八
頁
、
読
み
下
し
文
の
み
引
用
）

と
太
宗
が
「
讒
佞
の
徒
」
が
国
家
の
治
世
に
と
っ
て
い
か
に
害
を
な
す
も
の
で

あ
る
か
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
章
末
部
分
で
魏
徴
が
太
宗
に
答
え
て

言
う
部
分
に
は

魏
徴

ぎ
ち
よ
う

曰い
は

く
、
礼れ
い

に
云い

ふ
、
其そ

の
睹み

ざ
る
所
と
こ
ろ

を
誡
慎

か
い
し
ん

し
、
其そ

の
聞き

か
ざ

る

を

す
、
と
。

に

ふ
、

の

、

を

ず
る

れ
。

は

り

く
、

を

る
、
と
。

、

、

の

那
家

は
う
か

を
覆
く
つ
が
へす
を
悪に
く

む
、
と
。
蓋け
だ

し
此こ
れ

が
為た

め
な
り
。
臣し
ん

嘗か
つ

て
古
い
に
し
へよ
り
国く
に

を

有た
も

ち
家い
へ

を
有た
も

つ
者も
の

を
観み

る
に
、
若も

し
曲ま

げ
て
讒
譖

ざ
ん
し
ん

を
受う

け
、
妄み
だ

り
に
忠
良

ち
ゆ
う
り
や
う

を
害が
い

す
れ
ば
、
必
か
な
ら
ず
宗
廟

そ
う
べ
う

丘
墟

き
う
き
よ

、
市
朝
し
て
う

霜
露
さ
う
ろ

た
ら
ん
。
願ね
が

は
く
は
陛
下
へ
い
か

深ふ
か

く
之こ
れ

を
慎
つ
つ
し
ま
ん
こ
と
を
、
と
。（
五
○
二
頁
、
同
前
、
傍
線
加
藤
）

の
よ
う
に
三
箇
所
の
「
引
用
」
部
分
が
あ
る
。
こ
れ
を
「
仮
名
貞
観
政
要
」
は
、

、
コ
タ
ヱ
テ
申
サ
ク
、

ニ
イ
ハ
ク
、
�

ハ
、

ヲ

ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
信
ス
ル
時ト

キ

ハ
四
海カ
イ

ヲ
ミ
タ
ル
、
ト
。
又マ
タ

、
孔
子
コ
ウ
シ

ノ
ノ
タ 信シ

ム

讒サ
ム

君
子
ク
ン
シ

悌 カ
イ
テ
イ 

毛モ
ウ

詩シ

魏
徴
キ
テ
ウ

利
口
り
こ
う

孔
子
こ
う
し

又ま
た

乱み
だ

四
国
し
こ
く

こ
も
ご
も 

交 

〃

罔な

極
き
は
ま

讒
言
ざ
ん
げ
ん

無な
か

信し
ん

讒
言
ざ
ん
げ
ん

君
子
く
ん
し

悌 がい
て
い 

云い

詩し

恐
懼
き
よ
う
く

所と
こ
ろ

朋
党
ほ
う
た
う

令よ

色い
ろ

巧た
く
み

言げ
ん

或あ
る
い

ば
う
ぞ
く 賊 

国く
に

皆み
な

マ
ハ
ク
、
ニ
ク
ム
ラ
ク
ハ
、
讒
口

サ
ン
コ
ウ

ノ
那ク
ニ

ト
家イ
エ

ト
ヲ
ク
ツ
カ
ヘ
ス
コ
ト
ヲ
、

ト
。
ネ
カ
ハ
ク
ハ
、
陛
下

ヘ
イ
カ

、
讒サ
ム

ヲ
ウ
ケ
テ
ス
ナ
ヲ
ナ
ル
ヲ
シ
リ
ソ
ク
ル
コ

ト
ナ
カ
レ
。（
第
三
冊
三
十
五
オ
十
〜
ウ
二
、
傍
線
加
藤
）

と
し
、
最
初
の
「
礼
記
」
か
ら
の
「
引
用
」
部
分
を
省
略
し
て
和
訳
せ
ず
、
後

の
「
詩
経
」
と
「
論
語
」
の
「
引
用
」
部
分
だ
け
を
訳
し
て
い
る
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
、「
礼
記
」
か
ら
の
「
引
用
」
部
分
が
本
章
節
の
主
旨
で
あ

る
「
讒
佞
の
徒
」
を
防
ぐ
べ
き
こ
と
と
直
接
関
係
す
る
教
訓
で
は
な
い
の
に
対

し
、「
詩
経
」
と
「
論
語
」
の
引
用
部
分
は
ま
さ
に
そ
れ
に
直
接
関
係
す
る
教
訓

で
あ
る
た
め
、
和
訳
に
際
し
て
こ
の
よ
う
な
処
置
を
採
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
引
用
」
部
分
の
取
捨
に
お
い
て
も
、
や
は
り
そ
の
部
分
が
原
典
本
文
の
主
旨
に

直
接
関
係
す
る
も
の
は
「
取
」
り
、
関
係
の
薄
い
も
の
は
「
捨
」
て
る
方
針
が

あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
依
拠
文
献
別
に
見
た
「
引
用
」
の
和
訳
率
の
高
低

も
多
少
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
比
率
の
低
か
っ
た
「
文
選
」「
詩
経
」

「
易
経
」
な
ど
、
詩
や
易
占
の
詞
は
、
風
諭
的
・
示
唆
的
な
傾
向
を
有
す
る
。
そ

の
よ
う
な
傾
向
が
、
引
用
さ
れ
た
際
、
原
典
本
文
の
主
旨
と
の
直
接
的
関
係
の

弱
さ
と
な
っ
て
、
翻
訳
の
際
省
略
の
憂
き
目
に
遭
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

続
け
て
、
原
典
本
文
の
主
旨
と
の
関
係
性
と
い
う
観
点
か
ら
、「
典
拠
句
」
の

取
捨
を
左
右
す
る
原
因
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
い
の
で
あ
る
が
、「
典
拠
句
」
の

性
質
や
原
典
本
文
中
で
果
た
し
て
い
る
機
能
は
「
引
用
」
や
「
故
事
」
に
比
べ

て
多
様
で
あ
り
、
一
律
に
は
扱
い
に
く
い
。
こ
こ
で
は
「
典
拠
句
」
に
は
「
故
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事
」
や
「
引
用
」
に
比
べ
そ
の
機
能
が
部
分
的
な
も
の
が
よ
り
多
く
含
ま
れ
、

原
典
本
文
の
主
旨
に
と
っ
て
不
可
欠
な
用
法
で
あ
る
も
の
は
よ
り
少
な
い
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
見
通
し
の
み
を
述
べ
て
お
く
。
そ
し
て
、（
表
１
）
お
よ
び

（
表
２
）
だ
け
で
な
く
、
よ
り
詳
細
な
観
点
に
よ
り
分
類
し
た
調
査
結
果
を
加
え
、

節
を
改
め
て
検
討
・
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
典
拠
句
の
機
能
別
の
和
訳
率
と
考
察

「
典
拠
句
」
の
用
例
の
中
に
は
そ
の
性
質
や
機
能
が
異
な
る
も
の
が
雑
多
に
含

ま
れ
て
い
る
。
第
一
に
、「
引
用
」
に
順
ず
る
も
の
で
、

天
子
有
諍
臣
、
雖
無
道
、
不
失
其
天
下
。

天
子

て
ん
し

に
諍
臣
さ
う
し
ん

有あ

れ
ば
、
無む

道だ
う

な
り
と
雖
い
へ
ど
も
、
其そ

の
天
下
て
ん
か

を
失
う
し
な
は
ず
。（
一
四

七
頁
））

（「
仮
名
貞
観
政
要
」
は
「
捨
」）

の
よ
う
に
、
一
般
的
な
教
訓
（
見
解
）
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
（
こ
の
場
合
は

「
孝
経
諌
争
章
」
の
詞
句
を
典
拠
と
す
る
。
原
田
氏
校
注
書
一
四
八
頁
参
照
）。

明
確
な
引
用
形
式
を
取
り
、
依
拠
文
献
の
詞
句
に
ほ
ぼ
同
じ
文
字
列
で
あ
れ
ば
、

「
引
用
」
の
用
例
と
で
き
る
の
だ
が
、
そ
の
形
式
を
採
ら
ず
、
文
字
列
も
原
文
と

か
け
離
れ
て
い
る
場
合
、「
典
拠
句
」
の
用
例
に
含
ま
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

第
二
に
、「
故
事
」
に
順
ず
る
も
の
で
、

當
置
之
几
案
、
事
等
弦
韋
。

當ま
さ

に
之こ
れ

を
几き

案あ
ん

に
置お

き
、
事こ
と

、
弦
韋
げ
ん
ゐ

に
等ひ
と

し
く
す
べ
し
。（
傍
線
加
藤
、
五

〇
頁
）

（「
仮
名
貞
観
政
要
」
は
「
マ
サ
ニ
几キ

案ア
ム

ノ
フ
ツ
ク
エ
ニ
ヲ
キ
テ
弦
韋

ク
エ
ン
ヰ

ニ
ヒ

ト
シ
ウ
ス
ヘ
シ
（
第
一
冊
九
オ
三
〜
四
）」
と
訳
す
。
な
お
梵
舜
本
は
「
弦

韋
」
の
左
に
「
書
也
」
と
傍
書
あ
り
。）

の
よ
う
に
、
固
有
の
人
物
や
出
来
事
に
由
来
す
る
語
句
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
韓
非
子
観
行
篇
」
に
あ
る
、
戦
国
時
代
初
め
の
魏
の
西
門
豹
が
柔
ら

か
い
な
め
し
革
の
帯
で
せ
っ
か
ち
な
自
分
を
の
ん
び
り
と
く
つ
ろ
げ
た
と
い
う

故
事
と
、
春
秋
時
代
末
の
晋
の
董
安
于
が
堅
い
弓
の
弦
を
帯
に
し
て
ゆ
っ
た
り

と
し
た
自
分
の
心
を
引
き
締
め
た
と
い
う
故
事
（
注
六
）
を
踏
ま
え
た
「
典
拠

句
」
で
あ
り
、
背
景
と
し
て
の
こ
れ
ら
の
「
故
事
」
を
知
ら
ね
ば
こ
の
語
句
の

正
確
な
理
解
は
で
き
な
い
。（
ち
な
み
に
梵
舜
本
の
「
弦
韋
」
の
左
傍
に
「
書
也
」

と
あ
る
の
は
こ
れ
ら
の
故
事
を
知
ら
な
か
っ
た
、
ま
た
は
、
想
起
で
き
な
か
っ

た
者
の
誤
解
に
よ
る
注
記
か
？
）

第
三
に
、
そ
の
語
句
自
体
の
意
味
は
典
拠
を
知
ら
な
く
と
も
理
解
で
き
る
も

の
の
、
そ
の
語
句
が
典
拠
の
あ
る
、
言
わ
ば
「
由
緒
あ
る
」
表
現
で
あ
り
、
一

種
の
文
飾
的
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば

若
能
鑑
彼
之
所
以
亡
、
念
我
之
所
以
得
、
日
慎
一
日
、
雖
休
勿
休
、

若も

し
、
能よ

く
彼か
れ

の
亡
う
し
な
ふ
所
以
ゆ
ゑ
ん

を
鑑
か
ん
が
み
、
我わ
れ

の
得う

る
所
以
ゆ
ゑ
ん

を
念お
も

は
ば
、
日ひ

、

一
日

い
ち
に
ち

を
慎

つ
つ
し

み
、
休よ

し
と
雖

い
へ
ど

も
休よ

し
と
す
る
勿な

く
、（
傍
線
加
藤
、
四
〇
頁
）

（「
仮
名
貞
観
政
要
」
は
「
彼カ

ノ

隋
ノ
ホ
ロ
ヒ
タ
ル
ユ
エ
ヲ
カ
カ
ミ
、
我
エ
タ

ル
ユ
ヱ
ヲ
オ
モ
フ
テ
、
ヤ
ス
シ
ト
イ
フ
ト
モ
ヤ
ス
シ
ト
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
レ

（
第
一
冊
六
ウ
二
〜
四
）」
と
訳
す
。）
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の
傍
線
部
分
、
前
者
は
「
淮
南
子
主
術
訓
」
の
、
後
者
は
「
書
経
呂
刑
篇
」
の

詞
句
を
典
拠
と
す
る
が
（
原
田
氏
校
注
書
四
二
頁
お
よ
び
四
七
二
頁
参
照
）、
ど

ち
ら
も
典
拠
を
知
ら
ね
ば
理
解
で
き
な
い
ほ
ど
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の

語
句
が
「
書
経
」
や
「
淮
南
子
」
に
あ
る
「
由
緒
あ
る
」
表
現
だ
と
想
起
で
き

る
者
だ
け
が
、
そ
の
使
用
者
の
学
識
に
感
心
し
た
り
、
典
拠
で
あ
る
文
献
の
世

界
に
ま
で
思
い
を
め
ぐ
ら
し
た
り
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
三
種
類
が
大
ま
か
な
分
類
で
あ
る
。
こ
の
分
類
に
よ
り
、「
典
拠
句
」

の
用
例
を
集
計
し
た
結
果
が
次
の
（
表
３
）
で
あ
り
、（
表
３
）
か
ら
「
典
拠
句
」

の
用
例
が
十
例
以
上
あ
る
依
拠
文
献
と
経
・
史
・
子
・
集
各
部
お
よ
び
合
計
の

和
訳
率
を
求
め
た
も
の
が
（
表
４
）
で
あ
る
。

易
経

書
経

書
経
孔
伝

詩
経

礼
記

周
礼

周
礼
注

諡
法

春
秋
左
氏
伝

春
秋
公
羊
伝

孝
経

論
語

孟
子

１

３

２

２１

５

１

３

４

２

１

２

１

９

１

１

３

４４１９７３11３

５

４

１

２

２

１

４

１１

６

３１

２

10５５１９１２

11

18

３

28

１

26

13

３

11

１

９

９

１

１１

１

13

１

10

１

１１

１

17

14

２

１

２

６

１

32552819１２25１２3310

3669１3333１２１41２５4613

依
拠
文
献
名

一
般
的
教
訓

取

？

捨

他

小
計

固
有
事
象

取

？

捨

他

小
計

文
　
　
飾

取

？

捨

他

小
計

合
計

（
表
３
）「
典
拠
句
」
の
用
例
　
「
一
般
的
教
訓
」「
固
有
事
象
背
景
」「
文
飾
的
使
用
」
別
の

依
拠
文
献
別
分
類
集
計
結
果
（「
典
拠
句
」
の
用
例
の
あ
る
も
の
の
み
、
空
白
部
分
は
用
例
無
し
）

経
部
計

史
記

漢
書

後
漢
書

三
国
志
魏
書

三
国
志
呉
書

三
国
志
蜀
書

竹
書
紀
年

資
治
通
鑑

戦
国
策

越
絶
書

史
部
計

孔
子
家
語

荀
子

新
書

説
苑

管
子

韓
非
子

文
子

尸
子

呂
氏
春
秋

淮
南
子

老
子

荘
子

太
平
御
覧

子
部
計

楚
辞

文
選

韓
詩
外
伝

秋
風
辞

魏
明
帝
楽
府

陶
淵
明
集
序

集
部
計

文
献
不
明

合
計

26

１

13

２

２

１

１

２

２

２２

１

１

５

１

５

３

１１

１

１

１

３６

２

１

１

１２

１

１40

２

21

５

42６４２１１14１２１１３８２１３１68

19

12

２

９

２

１

６

４

２１２１１１23

６

１

３

１

１２

１

３３１２15

１

１

３３１

１

61

１

20

３

331210２１２１１１30４１３３３１２17３３２85

94

７

97

10

11

12

１

８

２

５

３

３

１

１

２１１

23

２

24

２

２

１

１

１

１

１

１

１１１

２

４

２

５

５

１

１

16

12

３

１２

５

１

２

２

１

１１

６

９

１

１140

９

142

16

2082415７１２１１51２１１２１１１１３６10２31１８４１１１16１307

283422911３２３１２１１95２２１８２５１１７９14２２56１13５１１１22４460

依
拠
文
献
名

一
般
的
教
訓

取

？

捨

他

小
計

固
有
事
象

取

？

捨

他

小
計

文
　
　
飾

取

？

捨

他

小
計

合
計
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（
表
４
）
を
見
る
と
、
依
拠
文
献
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
例
外
は
あ
る
も
の
の
、

全
般
的
な
傾
向
と
し
て
、「
固
有
事
象
」
を
背
景
と
す
る
典
拠
句
の
場
合
の
和
訳

率
が
最
も
高
く
、「
一
般
的
教
訓
」
の
場
合
が
そ
れ
に
次
ぎ
、「
文
飾
的
使
用
」

の
場
合
の
和
訳
率
が
最
も
低
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
前
節
の
、「
貞
観
政
要
」

と
い
う
文
献
で
原
典
本
文
の
主
旨
と
関
わ
っ
て
引
か
れ
る
こ
と
が
多
い
「
故
事
」

の
和
訳
率
が
相
対
的
に
高
か
っ
た
と
い
う
結
果
と
並
行
し
た
結
果
だ
と
言
え
る
。

単
な
る
「
文
飾
的
使
用
」
で
あ
れ
ば
、
そ
の
「
典
拠
句
」
部
分
が
原
典
本
文
の

主
旨
と
の
関
係
か
ら
ど
う
し
て
も
省
略
で
き
な
い
よ
う
な
要
素
で
あ
る
可
能
性

は
低
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
「
典
拠
句
」
の
細
分
類
に
よ
る
和
訳
率
の
高
低
の
結
果
か
ら
言
っ
て

も
、「
仮
名
貞
観
政
要
」
に
お
い
て
あ
る
「
引
用
」「
故
事
」「
典
拠
句
」
部
分
が

き
ち
ん
と
和
訳
さ
れ
る
か
否
か
は
、
ま
ず
は
そ
れ
ら
と
原
典
本
文
主
旨
と
の
関

わ
り
の
深
さ
に
比
例
し
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

四
、
文
書
部
分
の
和
訳
率
と
考
察

「
貞
観
政
要
」
に
は
、
太
宗
と
侍
臣
と
の
治
世
に
関
す
る
問
答
か
ら
な
る
章
節

が
多
い
が
、
ま
た
、
太
宗
の
治
世
の
あ
り
方
に
対
し
て
臣
下
が
奉
っ
た
上
書
や

上
表
文
、
そ
れ
に
答
え
た
太
宗
の
詔
勅
文
等
か
ら
成
る
章
節
も
存
在
す
る
。
本

節
で
は
こ
れ
ら
文
書
部
分
の
和
訳
率
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
し
て
み
た
い
。

こ
う
し
た
上
書
等
の
文
書
は
長
文
の
も
の
が
多
く
、
文
書
を
含
む
章
節
は
必

然
的
に
問
答
か
ら
な
る
章
節
よ
り
も
長
大
な
も
の
が
多
い
。「
仮
名
貞
観
政
要
」

に
は
、
和
訳
に
際
し
、
こ
う
し
た
長
文
を
含
む
長
い
章
節
を
短
縮
し
よ
う
と
す

る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
読
者
の
実
際
的
な
負
担
（
長
文
の

易
経

書
経

詩
経

礼
記

春
秋
左
氏
伝

論
語

孟
子

経
部
計

史
記

漢
書

後
漢
書

史
部
計

老
子

子
部
計

文
選

集
部
計

合
計

025.0050.0062.5066.7090.0100.0066.7066.7050.0000.0050.0100.0075.0050.0066.7065.6

依
拠
文
献
名

一
　
般

025.0055.6050.0080.0066.7100.0061.3081.8060.0100.0079.3100.0093.8100.0100.0075.3
固
　
有

037.9051.9054.2050.0056.5054.8014.3049.2047.8061.5050.0048.9050.0057.1028.6040.0049.6
文
　
飾

036.4052.2053.6058.1060.5065.1040.0053.3059.5059.3050.0059.3064.3071.2050.0052.4056.8 合
計

（
表
４
）「
典
拠
句
」
の
用
例
　
「
一
般
的
教
訓
」「
固
有
事
象
背
景
」「
文
飾
的
使
用
」
別
の
和
訳
率

（「
典
拠
句
」
の
用
例
数
十
例
以
上
の
依
拠
文
献
の
み
。
小
数
点
以
下
第
二
位
四
捨
五
入
。

空
白
部
分
は
用
例
無
し
）
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三〇

読
解
に
よ
る
緊
張
の
持
続
）
を
緩
和
・
軽
減
し
よ
う
と
す
る
意
図
か
ら
で
あ
る

と
、
ま
ず
は
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
文
書
部
分
を
含
む
章
節
の
和
訳
に
お
け
る
短
縮
に
は
別

の
要
因
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
物
理
的
な
長
さ
の
軽
減
で
は
な
く
、
内
容
的

な
難
し
さ
の
軽
減
で
あ
る
。
太
宗
と
臣
下
と
の
問
答
は
、
口
頭
で
あ
る
か
ら
、

記
憶
に
頼
っ
た
形
で
「
引
用
」
や
「
故
事
」
の
紹
介
、「
典
拠
句
」
の
利
用
が
行

な
わ
れ
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
「
引
用
」「
故
事
」「
典
拠
句
」
は
、
人
口
に
膾
炙

し
た
、
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
文
書

を
製
作
す
る
場
合
に
は
十
分
な
準
備
の
時
間
が
許
さ
れ
て
い
る
た
め
、
数
多
く

の
文
献
を
参
照
し
て
様
々
な
「
引
用
」
や
「
故
事
」
を
自
由
に
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
し
、
ま
た
、
文
書
の
主
旨
と
は
無
関
係
に
、
様
々
な
典
籍
を
参
照
し

「
由
緒
あ
る
」
表
現
を
利
用
し
て
文
飾
を
試
み
る
余
地
も
あ
る
。
必
然
的
に
、
文

書
に
は
、
口
頭
の
問
答
に
お
け
る
発
言
部
分
と
比
べ
、
よ
り
多
様
な
、
一
般
に

は
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
、「
引
用
」「
故
事
」「
典
拠
句
」
の
類
が
使
用
さ

れ
る
可
能
性
が
高
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
和
訳

す
る
場
合
、
広
く
知
ら
れ
て
い
な
い
文
献
か
ら
の
「
引
用
」
や
「
説
明
を
要
す

る
よ
う
な
故
事
」
や
特
殊
な
文
献
か
ら
の
文
飾
的
な
「
典
拠
句
」
は
、
た
だ
で

さ
え
「
短
縮
化
」
の
要
求
さ
れ
る
こ
う
し
た
長
文
の
文
書
を
含
む
章
節
の
場
合

に
お
い
て
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
敬
遠
さ
れ
、
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
通
し
に
基
づ
き
、
こ
う
し
た
文
書
部
分
の
み
に
つ
い
て
同
様

の
集
計
を
行
な
っ
た
。
次
の
（
表
５
）
は
、
こ
う
し
た
文
書
（
上
書
・
上
表
・

詔
等
）
部
分
に
存
在
す
る
「
引
用
」「
故
事
」「
典
拠
句
」
の
用
例
に
つ
い
て
、

「
仮
名
貞
観
政
要
」
の
和
訳
に
お
け
る
取
捨
の
状
況
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、

（
表
６
）
は
そ
の
う
ち
用
例
数
が
十
以
上
の
依
拠
文
献
お
よ
び
経
・
史
・
子
・
集

の
各
部
お
よ
び
不
明
と
全
体
の
合
計
に
つ
い
て
和
訳
率
を
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。

易
経

書
経

書
経
孔
伝

書
経
孔
安
国
注

詩
経

礼
記

周
礼

周
礼
注

儀
礼

諡
法

春
秋
左
氏
伝

春
秋
公
羊
伝

孝
経

論
語

孟
子

経
部
計

史
記

漢
書

後
漢
書

三
国
志
魏
書

三
国
志
呉
書

三
国
志
蜀
書

晋
書

梁
書

２

３

６

４

１１

４

６

３

１

１２

１

１

２

１

１

１22

16

３

２

１

１

５10１５10１４４１41４

１

１

１

１

２

１２

12

１１６

16

１

26

12

１

４

５

４

５

１

３

１

３

１

１３２１14１１2339９９４１３１

９

17

３

17

１

26

１

１

12

２

12

１

12

10

１

１１

１

１

14

10

１

１

１

２

１

13

10

２

１

１

６

１

81

４

97

11

10

13

３

11

１

７

４

４

２１１

１

2945１2723１２１25２３25９1932619８２１２

3558１１3434１２１１43２３3011257653217６２２３１

依
拠
文
献
名

引
　
用

取

？

捨

他

小
計

故
　
事

取

？

捨

他

小
計

典
拠
句

取

？

捨

他

小
計

合
計

（
表
５
）
仮
名
貞
観
政
要
（
上
書
・
上
表
・
詔
な
ど
文
書
）
に
お
け
る
「
引
用
」「
故
事
」

「
典
拠
句
」
の
取
捨
　
文
献
別
一
覧
表
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三一

隋
書

竹
書
紀
年

資
治
通
鑑

戦
国
策

晏
子
春
秋

越
絶
書

史
部
計

孔
子
家
語

荀
子

新
書

新
序

説
苑

潜
夫
論

体
論

管
子

韓
非
子

文
子

尸
子

呂
氏
春
秋

淮
南
子

老
子

荘
子

太
平
御
覧

子
部
計

楚
辞

文
選

韓
詩
外
伝

漢
高
祖
秋
風
辞

陶
淵
明
集
序

集
部
計

文
献
不
明

不
明
計

合
計

１３

１

１

１

１

１

１

１１

１

１

１

１

１

２

１

１

８

１

４

２

４４

２２35

２

25

５

１５２１１１２２１１２１１15４４２２67

３

１

１42

27

２

１１１２１３１

１

１

１

11

２

59

45

３

４１71１１１２１３２２13107

１

１

１

１

１31

１

27

４

１

１

１

３

２

１

１１

１

４

２

５

２

４

５

１

１

20

13

３

１４

６

１

３

２

１

１

９

９

１

１１142

５

146

19

１２１１63１１１６１２６７９２36１11５１１19１１312

４１３１１１139２４１１９１１４５２１６1011５１64１15５１１23３３486

依
拠
文
献
名

引
　
用

取

？

捨

他

小
計

故
　
事

取

？

捨

他

小
計

典
拠
句

取

？

捨

他

小
計

合
計

易
経

書
経

詩
経

礼
記

春
秋
左
氏
伝

論
語

孟
子

経
部
計

史
記

漢
書

後
漢
書

隋
書

史
部
計

説
苑

淮
南
子

老
子

子
部
計

文
選

集
部
計

不
明
計

合
計

040.0060.0020.0066.7066.7066.7100.0057.9066.7075.0100.0000.0100.0066.7000.0000.0100.0058.3

依
拠
文
献
名

引
　
用

000.0050.0000.0100.0014.3100.0100.0027.3068.4044.4044.4075.0060.9100.0050.0084.6056.7
故
　
事

034.6039.5050.0054.5058.3056.5014.3045.5043.5061.1050.0053.4060.0071.4044.4060.6040.0050.0100.0049.3
典
拠
句

034.4043.6041.9059.4043.9059.3033.3045.8059.0056.7047.1075.0058.0075.0060.0054.5067.2028.6040.9100.0052.2 合
計

（
表
６
）
仮
名
貞
観
政
要
（
上
書
・
上
表
・
詔
な
ど
文
書
）
に
お
け
る
「
引
用
」「
故
事
」

「
典
拠
句
」
の
和
訳
率
　
文
献
別
割
合

（
百
分
比
、
小
数
点
以
下
第
二
位
を
四
捨
五
入
、
空
白
部
分
は
用
例
無
し
）
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三二

全
部
分
に
対
す
る
調
査
結
果
よ
り
も
い
っ
そ
う
用
例
数
が
限
ら
れ
て
く
る
た

め
、（
表
６
）
の
個
々
の
依
拠
文
献
ご
と
の
和
訳
率
に
は
信
頼
で
き
る
も
の
が
少

な
い
。
よ
っ
て
主
に
各
部
や
全
体
の
合
計
の
比
率
を
検
討
す
る
。

第
一
に
、
問
答
部
分
を
も
含
め
た
全
用
例
の
と
き
の
和
訳
率
（
表
２
）
と
比

べ
、
各
部
お
よ
び
全
体
の
ほ
ぼ
全
て
の
項
目
（
例
外
は
用
例
数
の
わ
ず
か
な

「
不
明
」
の
「
典
拠
句
」
・
「
合
計
」
の
み
）
の
和
訳
率
が
低
下
し
て
い
る
。
や

は
り
、
問
答
部
分
・
地
の
文
な
ど
他
の
部
分
に
比
べ
、
文
書
部
分
で
は
「
引
用
」

「
故
事
」「
典
拠
句
」
は
い
っ
そ
う
省
略
さ
れ
や
す
く
、
き
ち
ん
と
訳
さ
れ
な
い

こ
と
が
多
い
わ
け
で
あ
る
。

第
二
に
、
文
書
中
の
「
故
事
」
の
和
訳
率
は
全
体
と
比
べ
て
二
十
五
％
程
低

く
な
っ
て
お
り
、「
引
用
」「
典
拠
句
」
に
比
べ
て
差
が
大
き
い
。
こ
れ
は
文
書

に
引
か
れ
る
「
故
事
」
が
問
答
部
分
に
引
か
れ
る
「
故
事
」
よ
り
も
和
訳
に
際

し
て
敬
遠
さ
れ
、
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
「
引
用
」
や
「
典
拠
句
」
に
比
べ
て
特

に
多
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
注
意
す
べ
き
結
果
で
あ
ろ
う
。（
こ
の
原
因
は
第

五
節
で
推
定
し
た
。）

第
三
に
、
個
々
の
依
拠
文
献
ご
と
の
比
率
の
差
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
少

し
だ
け
考
え
て
み
た
い
。
次
の
（
表
７
）
は
（
表
６
）
に
あ
る
依
拠
文
献
お
よ

び
各
部
ご
と
、
合
計
、
の
場
合
の
、
全
用
例
中
文
書
内
の
用
例
が
占
め
る
割
合

を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、（
表
２
）（
表
６
）
で
和
訳
率
の
低
い
依
拠
文
献
は
、
文
書

中
に
引
か
れ
る
こ
と
が
多
い
文
献
で
あ
る
こ
と
が
、
ほ
ぼ
、
わ
か
る
と
思
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
結
局
、
依
拠
文
献
ご
と
の
和
訳
率
の
高
低
は
、
口
頭
で
引
か

れ
る
こ
と
の
多
い
人
口
に
膾
炙
し
た
教
訓
が
多
い
文
献
か
、
文
書
に
引
か
れ
る

こ
と
が
多
い
、
筆
者
の
そ
れ
な
り
の
学
識
や
知
識
を
示
す
た
め
の
衒
学
的
な
要

素
の
多
い
文
献
か
、
と
い
う
性
質
の
反
映
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
推
定
で

き
る
の
で
あ
る
。
原
田
氏
の
い
う
、「
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
話
」
と
「
説
明
を
要

す
る
故
事
」、
私
見
の
「
一
般
教
養
的
な
故
事
」
と
「
専
門
的
知
識
と
し
て
の
故

事
」
と
い
う
差
異
に
よ
る
理
由
付
け
は
、
そ
れ
で
全
て
が
説
明
で
き
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
和
訳
に
お
け
る
取
捨
の
要
因
を
、
や
は
り
幾
分
か
は
言

い
当
て
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

依拠文献名 割合（百分比）

易経

書経

詩経

礼記

左伝

論語

孟子

経部計

史記

漢書

後漢書

隋書

史部計

説苑

淮南子

老子

子部計

文選

集部計

不明計

合計

7 1 . 4

5 8 . 0

6 8 . 0

6 9 . 4

6 6 . 2

4 2 . 3

7 3 . 3

6 1 . 9

4 6 . 4

4 8 . 5

5 1 . 5

1 3 . 3

4 2 . 9

6 9 . 2

8 3 . 3

6 4 . 7

6 4 . 6

8 8 . 2

8 5 . 2

2 1 . 4

5 5 . 3

（
表
７
）
用
例
の
中
で
「
文
書
」
内
の
も
の
の
占
め
る
割
合

（
用
例
数
十
以
上
の
依
拠
文
献
と
各
部
計
・
合
計
小
数
点
以
下
第
二
位
を
四
捨
五
入
）
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三三

五
、
当
該
部
分
の
文
字
数
別
の
和
訳
率
と
考
察

最
後
に
、「
引
用
」「
故
事
」「
典
拠
句
」
部
分
の
長
さ
と
和
訳
率
と
の
関
係
に

つ
い
て
検
討
し
た
い
。

次
の
（
表
８
）
は
「
引
用
」「
故
事
」「
典
拠
句
」
部
分
の
字
数
を
「
二
字
以

下
」「
三
字
〜
四
字
」「
五
〜
八
字
」「
九
字
以
上
」
の
四
種
類
に
分
け
、
そ
れ
ぞ

れ
の
「
仮
名
貞
観
政
要
」
に
お
け
る
「
取
」「
捨
」
の
用
例
数
を
経
・
史
・
子
・

集
の
各
部
と
文
献
不
明
、
合
計
に
つ
い
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。「
文
書
以
外
の

部
分
の
用
例
」
と
「
文
書
内
の
用
例
」
と
に
分
け
て
集
計
し
た
。
な
お
、「
二
字

以
下
」
は
主
に
熟
語
的
な
も
の
、「
三
字
〜
四
字
」
は
主
に
四
字
の
故
事
成
語
、

「
五
〜
八
字
」
は
故
事
成
語
ほ
ど
熟
し
て
い
な
い
故
事
や
教
訓
、「
九
字
以
上
」

は
全
く
熟
し
て
い
な
い
説
明
的
な
故
事
・
教
訓
等
を
想
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
（
表
９
）
は
（
表
８
）
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
の
和
訳
率
を
求
め
た
も
の

で
あ
る
。

（
表
９
）
を
見
る
と
、
ま
ず
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、「
文
書
以
外
の
部
分
の

用
例
」
の
方
が
「
文
書
内
の
用
例
」
よ
り
も
和
訳
率
が
高
い
こ
と
が
確
認
で
き

る
。注

意
さ
れ
る
の
は
「
三
〜
四
字
」
の
用
例
で
あ
る
。「
文
書
以
外
の
部
分
の
用

例
」「
文
書
内
の
用
例
」
と
も
に
「
二
字
以
下
」「
五
〜
八
字
」「
九
字
以
上
」
と

字
数
が
増
え
る
に
つ
れ
て
和
訳
率
も
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
般
的
に

文
字
数
が
増
え
る
ほ
ど
そ
こ
に
託
さ
れ
る
意
味
も
比
例
し
て
増
大
す
る
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
妥
当
な
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
原
典
本
文
に
お
い
て

（
表
８
）「
引
用
」「
故
事
」「
典
拠
句
」
部
分
の
字
数
と
「
取
」「
捨
」
の
用
例
数

字
数

経
部
計
　
取捨

史
部
計
　
取捨

子
部
計
　
取捨

集
部
計
　
取捨

不
明
計
　
取捨

合
計
　
　
取捨

〜
二11６５２１０００１０18８

〜
四311020２６１２１００5914

〜
八301418４３１００３０5419

九
〜3314123３21１１０５２18320

小
　
計

105441661131３３１９２31461

①
文
書
以
外
の
部
分
の
用
例

字
数

経
部
計
　
取捨

史
部
計
　
取捨

子
部
計
　
取捨

集
部
計
　
取捨

不
明
計
　
取捨

合
計
　
　
取捨

〜
二23251211６１１１００4238

〜
四3659９23５６４６１０5594

〜
八2518181510８３３００5644

九
〜252737６18４１３２０8340

小
　
計

10912976553919９13３０236216

②
文
書
内
の
用
例
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三四

何
ら
か
の
文
字
数
を
費
や
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
以
上
、
文
書
な
ら
そ
の
文
書

の
、
章
節
な
ら
そ
の
章
節
の
、
発
言
な
ら
そ
の
発
言
の
内
容
に
関
し
て
、
何
ら

か
の
情
報
的
な
寄
与
を
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
き
ち
ん
と
訳
す
か
、

訳
さ
ず
に
省
略
し
て
し
ま
う
か
の
判
断
が
、
内
容
と
の
関
わ
り
方
に
よ
っ
て
為

さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
文
字
数
が
多
く
情
報
量
が
増
え
る
ほ
ど
関
わ
り
の
可
能
性

が
増
大
し
、
ひ
い
て
は
省
略
さ
れ
る
可
能
性
は
低
ま
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
「
三
〜
四
字
」
の
字
数
の
用
例
だ
け
は
、「
文
書
以
外
の
部
分
の
用

例
」
で
「
五
〜
八
字
」
を
越
え
て
特
に
高
く
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、「
文
書
内

の
用
例
」
で
は
逆
に
「
二
字
以
下
」
よ
り
も
極
端
に
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
「
三
〜
四
字
」
の
用
例
に
何
か
特
殊
な
事
情
、
文
字
の
増
加
に
比
例
し
て
単

純
に
情
報
量
も
比
例
す
る
、
と
い
う
の
で
は
な
い
何
か
別
の
性
質
、
が
存
在
す

る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

例
え
ば
、
巻
第
一
君
道
篇
第
一
第
四
章
（
原
田
氏
校
注
書
三
七
〜
四
四
頁
）

に
は
最
初
の
文
書
で
あ
る
魏
徴
の
上
疏
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
以
下
の
よ
う
な

四
字
の
「
故
事
」「
典
拠
句
」
が
現
わ
れ
る
。（
出
現
順
、
和
訳
に
お
け
る
取
捨

を
「
取
」
○
、「
捨
」
×
で
示
し
、
依
拠
文
献
を
付
記
す
る
。）

本
枝
百
世
（
○
、
詩
経
大
雅
文
王
篇
）
殷
鑑
不
遠
（
×
、
詩
経
大
雅
蕩
篇
）

日
慎
一
日
（
×
、
淮
南
子
主
術
訓
）
雖
休
勿
休
（
○
、
書
経
呂
刑
篇
）
損

之
又
損
（
×
、
老
子
第
四
十
八
章
）
惟
聖
罔
念
（
×
、
書
経
多
方
篇
）
触

類
而
長
（
×
、
易
経
繋
辞
上
篇
）
以
暴
易
乱
（
×
、
史
記
伯
夷
列
伝
）
與

乱
同
道
（
×
、
書
経
太
甲
下
篇
）
順
天
革
命
（
×
、
易
経
革
卦
）
七
百
之

祖
（
×
、
左
伝
宣
公
三
年
）
域
中
之
大
（
×
、
老
子
第
二
十
五
章
）
怨
不

在
大
（
×
、
書
経
康
誥
篇
）
可
畏
惟
人
（
×
、
書
経
大
禹
謨
篇
）
載
舟
覆

舟
（
○
、
荀
子
王
制
篇
）
奔
車
朽
索
（
×
、
書
経
五
子
之
歌
篇
）
豫
遊
之

楽
（
×
、
孟
子
梁
恵
王
下
篇
）
松
喬
之
寿
（
○
、
典
拠
不
明
）
退
有
後
言

（
表
９
）「
引
用
」「
故
事
」「
典
拠
句
」
部
分
の
字
数
と
和
訳
率

（
百
分
比
、
小
数
点
以
下
第
二
位
を
四
捨
五
入
、
空
白
部
分
は
用
例
無
し
）

字
数

経
部
計

史
部
計
　

子
部
計
　

集
部
計

不
明
計

合
計

〜
二64.771.4100.0100.069.2

〜
四75.690.985.766.780.8

〜
八68.281.875.0100.074.0

九
〜70.297.695.5100.071.490.1

小
　
計

70.593.891.275.081.883.7

①
文
書
以
外
の
部
分
の
用
例

字
数

経
部
計

史
部
計
　

子
部
計
　

集
部
計

不
明
計

合
計

〜
二47.952.285.750.052.5

〜
四37.928.145.540.0100.036.9

〜
八58.154.555.550.056.0

九
〜48.186.081.825.0100.067.5

小
　
計

45.858.067.240.9100.052.2

②
文
書
内
の
用
例
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三五

（
○
、
書
経
益
稷
篇
）
康
哉
良
哉
（
×
、
書
経
益
稷
篇
）
若
魚
若
水
（
○
、

三
国
志
蜀
志
諸
葛
亮
伝
）
犯
而
無
隠
（
○
、
礼
記
檀
弓
上
篇
）

「
取
」
と
し
た
も
の
で
も
、「
仮
名
貞
観
政
要
」
で
典
拠
を
踏
ま
え
て
き
ち
ん

と
和
訳
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
「
本
枝
百
世
」
の
「
民
ヲ
百
世セ

イ

ニ
ツ
キ

（
第
一
冊
五
ウ
十
一
）」、「
雖
休
勿
休
」
の
「
ヤ
ス
シ
ト
イ
フ
ト
モ
ヤ
ス
シ
ト
ス

ル
コ
ト
ナ
カ
レ
（
同
前
六
ウ
三
〜
四
）」、「
載
舟
覆
舟
」
の
「
舟フ

ネ

ヲ
ウ
カ
ヘ
、
舟

ヲ
ク
ツ
カ
へ
ス
ハ
水
ナ
リ
。
君
ヲ
立タ

テ

、
君
ヲ
ホ
ロ
ホ
ス
ハ
臣
ナ
リ
（
同
前
七
ウ

十
一
〜
十
二
）」、「
若
魚
若
水
」
の
「
君
ト
臣
ト
魚ウ

ヲ

ノ
コ
ト
シ
、
水
ノ
コ
ト
シ

（
同
前
九
オ
五
）」
の
四
つ
に
過
ぎ
な
い
。
他
の
「
松
喬
之
寿
」
は
「
松
喬

セ
ウ
ケ
ウ

カ
寿シ
ユ

ヲ
タ
モ
ツ
ヘ
シ
（
同
前
八
オ
九
）」
と
ほ
ぼ
音
読
し
て
直
訳
し
た
だ
け
で
あ
る
し
、

「
退
有
後
言
」
と
「
犯
而
無
隠
」
は
「
出イ

タ

シ
テ
ソ
シ
ル
後
言

ウ
シ
ロ
コ
ト
ア
イ
（
リ
？
）（
同

前
八
ウ
十
二
）」
お
よ
び
「
犯ヲ

カ

シ
テ
隠
カ
ク
ス
コ
ト
ナ
カ
レ
（
同
前
九
オ
六
）」
と
字
面

を
そ
の
ま
ま
直
訳
し
た
だ
け
で
も
で
き
る
訳
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
も
二
十
二
例
中
十
五
例
が
省
略
さ
れ
、
訳
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
れ
ら
の
用
例
を
眺
め
る
と
、
次
の
よ
う
な
点
に
気
づ
く
。
即
ち
、

和
訳
さ
れ
な
い
四
字
の
語
句
は
、
単
に
そ
の
文
字
連
続
だ
け
を
直
訳
し
て
も
、

背
景
と
な
る
故
事
や
典
拠
に
よ
っ
て
そ
の
語
句
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
を
充
分
に

表
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
殷
鑑
不
遠
」
は

「
殷
の
手
本
と
す
べ
き
は
す
ぐ
前
代
の
夏
王
朝
（
が
桀
王
の
暴
虐
に
よ
り
滅
ん
だ

こ
と
）
で
あ
っ
て
、
遠
い
昔
の
世
の
こ
と
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、

単
に
「
殷
の
鑑
み
は
遠
か
ら
ず
」
だ
け
で
は
意
が
尽
く
せ
な
い
。「
奔
車
朽
索
」

に
し
て
も
、「
速
く
走
る
馬
車
の
馬
を
朽
ち
か
け
た
縄
の
手
綱
で
御
す
る
よ
う
に

難
し
く
危
う
い
」
と
い
う
意
味
は
直
訳
で
は
絶
対
に
出
て
来
な
い
。
故
事
成
語

と
は
多
く
は
そ
の
よ
う
に
、
背
景
と
な
る
故
事
や
典
拠
を
踏
ま
え
、
文
字
面
だ

け
で
は
表
せ
な
い
意
味
を
も
圧
縮
し
て
凍
結
し
た
よ
う
な
意
味
上
の
機
能
を
果

た
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
語
句
は
そ
の
背
景
と
な
る
故
事
や
典
拠
を
共
有
し
て

い
る
同
言
語
・
同
文
化
の
読
者
に
は
解
凍
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
む
し

ろ
豊
か
に
楽
し
め
る
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
背
景
を
知
識
と
し
て

持
た
な
い
後
代
の
異
言
語
・
異
文
化
人
で
あ
る
日
本
人
の
た
め
の
和
訳
の
際
に

は
、
そ
の
解
凍
は
大
変
厄
介
な
処
理
で
あ
り
、
単
な
る
文
字
面
の
直
訳
に
は
最

も
な
じ
ま
な
い
も
の
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
的
な
意
味
の
圧
縮
の
行
な
わ
れ
た
語
句
は
、
特
に
こ
の

「
三
〜
四
字
」
の
用
例
に
多
い
の
で
あ
ろ
う
。「
二
字
以
下
」
で
は
、
余
り
に
も

字
数
が
少
な
く
て
背
景
と
な
る
意
味
を
載
せ
ら
れ
ず
、
故
事
成
語
的
な
造
語
は

困
難
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
「
五
〜
八
字
」
ま
で
字
数
が
増
え
る
と
、

文
字
自
体
で
背
景
と
な
る
意
味
の
大
部
分
を
表
わ
せ
る
た
め
、
意
味
の
圧
縮
が

な
く
、
文
字
面
の
直
訳
で
も
不
足
な
く
意
味
が
表
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

自
由
に
文
字
を
費
や
し
た
「
九
字
以
上
」
の
も
の
に
こ
う
し
た
意
味
の
圧
縮
が

あ
る
と
は
到
底
思
え
な
い
。

さ
て
、「
三
〜
四
字
」
の
場
合
、
単
な
る
直
訳
で
す
ま
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ

と
ば
を
補
い
、
背
景
と
な
る
故
事
や
典
拠
を
補
っ
て
、
増
補
的
な
訳
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
で
さ
え
和
訳
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
に
、
こ
う
し
た
背

後
に
あ
る
故
事
や
典
拠
に
つ
い
て
も
そ
れ
に
気
づ
き
、
そ
れ
ら
を
き
ち
ん
と
調

べ
て
的
確
に
和
訳
す
る
こ
と
は
単
純
な
翻
訳
に
比
べ
て
い
っ
そ
う
難
し
い
。
そ
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の
際
に
、
全
体
の
物
理
的
な
分
量
か
ら
「
短
縮
化
」
の
要
求
の
強
い
長
文
の
文

書
を
含
む
よ
う
な
章
節
を
訳
す
場
合
は
、
そ
の
よ
う
な
「
引
用
」「
故
事
」「
典

拠
句
」
を
、
原
典
本
文
の
主
旨
の
理
解
さ
え
可
能
で
あ
れ
ば
む
し
ろ
無
視
し
、

省
略
す
る
方
向
で
対
処
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
文
書
内
の
用
例
が
示

す
「
三
〜
四
字
」
の
用
例
の
極
端
に
低
い
和
訳
率
の
原
因
は
こ
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
な
お
、
こ
の
種
の
用
例
に
よ
る
省
略
が
前
節
で
（
表
６
）

に
見
ら
れ
た
第
二
の
結
果
で
あ
る
文
書
部
分
に
お
け
る
「
故
事
」
の
和
訳
率
の

極
端
な
低
率
、
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。）

結
、
本
稿
に
お
け
る
結
論

以
上
、「
仮
名
貞
観
政
要
」
が
原
典
本
文
の
「
引
用
」「
故
事
」「
典
拠
句
」
を

き
ち
ん
と
和
訳
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
省
略
し
て
訳
さ
な
い
か
、
に
つ
い
て

調
査
検
討
し
た
結
果
を
、
以
下
に
箇
条
書
き
に
ま
と
め
る
。

一
、「
仮
名
貞
観
政
要
」
で
は
、
原
典
に
お
け
る
「
故
事
」
を
比
較
的
高
い
比
率

で
和
訳
す
る
。
こ
れ
は
「
故
事
」
が
原
典
本
文
の
主
旨
を
理
解
さ
せ
る
た

め
の
具
体
的
な
素
材
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
内
容
理
解

上
省
略
す
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、「
故
事
」→

「
引
用
」→

「
典
拠
句
」
の
順
に
き
ち
ん
と
和
訳
す
る
比
率
は

下
が
る
が
、
こ
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
原
典
本
文
の
主
旨
と
の
関
わ
り
の
深
さ

を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
特
に
「
典
拠
句
」
に
つ
い
て
、「
一
般
的
教
訓
」、「
固
有
事
象
」
を
背
景
と

す
る
も
の
、「
文
飾
的
使
用
」
に
細
分
し
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、「
固
有
」

→

「
一
般
」→

「
文
飾
」
の
順
で
和
訳
率
が
下
が
っ
て
い
た
。
よ
っ
て

「
典
拠
句
」
内
部
で
も
二
の
よ
う
に
原
典
本
文
の
主
旨
と
の
関
わ
り
が
和
訳

さ
れ
る
か
省
略
さ
れ
る
か
を
左
右
す
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
た
。

四
、
原
典
「
貞
観
政
要
」
で
文
書
内
に
用
い
ら
れ
て
い
る
用
例
の
み
に
つ
い
て

調
査
し
た
結
果
、
文
書
内
の
用
例
の
方
が
そ
れ
以
外
よ
り
も
省
略
さ
れ
や

す
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
特
に
「
故
事
」
の
用
例
は
文
書
以
外
の
場
合
と

比
較
し
て
和
訳
さ
れ
る
比
率
が
極
端
に
低
下
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
文
書

内
で
あ
る
た
め
、
口
頭
の
発
言
な
ど
に
比
べ
事
前
に
「
引
用
」「
故
事
」

「
典
拠
句
」
に
つ
い
て
準
備
す
る
時
間
が
あ
り
、
よ
り
専
門
的
な
「
故
事
」

「
典
拠
」
の
利
用
や
技
術
的
に
複
雑
な
利
用
（
後
の
六
で
示
す
「
圧
縮
」
的

な
成
語
な
ど
）
が
行
な
わ
れ
た
た
め
、
そ
れ
ら
の
和
訳
が
困
難
と
な
り
、

長
文
を
物
理
的
に
短
縮
し
て
訳
し
た
い
と
い
う
要
求
と
相
ま
っ
て
そ
れ
ら

の
和
訳
が
敬
遠
さ
れ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
。

五
、
四
の
文
書
内
の
用
例
と
文
書
以
外
の
（
口
頭
等
で
の
）
用
例
に
つ
い
て
は
、

依
拠
文
献
ご
と
に
差
が
あ
っ
た
。
そ
の
比
率
の
高
低
は
和
訳
率
の
高
低
と

ほ
ぼ
反
比
例
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
口
頭
の
場
で
引
か
れ
る
人
口
に
膾
炙

し
た
故
事
や
典
拠
を
多
く
含
む
文
献
で
あ
る
か
、
文
書
で
引
か
れ
る
「
説

明
を
要
す
る
」「
専
門
的
な
」
故
事
や
文
飾
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
衒
学
的

な
典
拠
を
多
く
含
む
文
献
で
あ
る
か
、
の
反
映
と
し
て
説
明
で
き
る
よ
う

に
考
え
ら
れ
た
。

六
、「
引
用
」「
故
事
」「
典
拠
句
」
部
分
の
文
字
数
と
和
訳
率
に
つ
い
て
調
査
し
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た
結
果
、
文
字
数
が
増
加
す
る
に
従
い
和
訳
率
も
増
加
し
た
。
こ
れ
は
担

う
情
報
量
が
大
き
く
な
る
と
翻
訳
上
も
捨
て
に
く
く
な
る
と
い
う
こ
と
で

当
然
で
あ
る
が
、
文
書
内
に
お
け
る
「
三
〜
四
字
」
の
用
例
だ
け
が
こ
れ

に
反
し
て
極
端
に
低
い
和
訳
率
を
示
し
た
。
こ
の
原
因
と
し
て
、
四
文
字

の
故
事
成
語
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
三
〜
四
字
」
の
用
例
に
は

文
字
列
を
直
訳
し
た
だ
け
で
は
得
ら
れ
な
い
背
景
と
な
る
故
事
や
典
拠
の

知
識
に
よ
る
意
味
が
加
重
に
圧
縮
さ
れ
て
担
わ
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の

和
訳
に
は
、
ま
ず
背
景
と
な
る
故
事
・
典
拠
の
知
識
に
よ
る
想
起
と
、
ま

た
増
補
訳
に
よ
る
そ
れ
ら
の
追
加
説
明
が
必
要
と
な
る
、
と
い
う
翻
訳
上

の
困
難
さ
が
考
え
ら
れ
た
。
一
方
に
は
文
書
を
含
む
章
節
の
和
訳
に
お
い

て
は
物
理
的
な
長
文
を
短
縮
し
よ
う
と
す
る
要
求
が
あ
る
た
め
、
こ
う
し

た
和
訳
困
難
な
「
三
〜
四
字
」
の
語
句
は
む
し
ろ
敬
遠
さ
れ
、
原
典
本
文

主
旨
と
の
関
わ
り
が
薄
い
場
合
、
優
先
的
に
省
略
さ
れ
無
視
さ
れ
た
結
果
、

極
端
に
和
訳
率
が
低
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
了
）

注

一
、
原
田
種
成
氏
著
『
貞
観
政
要
の
研
究
』（
昭
和
四
○
﹇
一
九
六
五
﹈
年
吉
川
弘
文
館
刊
）

よ
り
引
用
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
漢
字
を
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。
ま
た
、
引
用

部
分
の
所
在
を
頁
数
で
示
す
。
以
下
他
文
献
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
も
同
じ
。

二
、
原
田
氏
校
注
書
よ
り
原
典
「
貞
観
政
要
」
を
引
用
す
る
場
合
、
で
き
る
だ
け
原
漢
文

と
そ
の
読
み
下
し
文
を
併
記
し
た
。
そ
の
場
合
原
漢
文
の
返
り
点
は
印
刷
の
便
宜
の

た
め
省
略
す
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
同
書
は
上
下
巻
通
し
頁
と
な
っ
て
お
り
、
四

六
○
頁
ま
で
が
上
巻
、
四
六
一
頁
以
下
が
下
巻
で
あ
る
。

三
、
傍
記
し
た
（

）
内
は
写
字
台
本
系
本
文
の
文
字
を
示
す
。
な
お
、
読
み
下
し
文
に

つ
い
て
は
原
田
氏
校
注
書
の
読
み
下
し
文
の
み
を
併
記
し
、
写
字
台
本
系
本
文
に
即

し
た
も
の
は
掲
げ
な
い
。

四
、「
仮
名
貞
観
政
要
」
か
ら
の
引
用
は
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
文
禄
五
﹇
一
五
九
五
﹈
年
釈
梵

舜
写
五
冊
本
（
以
下
「
梵
舜
本
」
と
称
す
）
の
紙
焼
写
真
よ
り
加
藤
が
翻
刻
し
た
本

文
に
よ
り
、
所
在
を
同
写
本
の
墨
付
丁
数
・
表
裏
・
行
数
に
よ
っ
て
示
す
。
た
だ
し
、

漢
字
・
カ
タ
カ
ナ
を
通
行
の
字
体
に
改
め
た
ほ
か
、
引
用
に
際
し
て
本
文
中
の
朱
句

点
を
参
考
に
私
に
句
読
点
を
補
っ
た
。
な
お
、
梵
舜
本
と
同
系
統
の
本
文
と
推
定
で

き
る
慶
応
大
学
斯
道
文
庫
蔵
江
戸
時
代
前
期
写
十
冊
本
（
以
下
「
斯
道
文
庫
本
」
と

称
す
）
と
の
校
訂
に
よ
り
、
梵
舜
本
の
明
確
な
誤
り
と
推
定
さ
れ
る
字
句
を
補
正
し

た
。
梵
舜
本
と
斯
道
文
庫
本
の
系
統
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
カ
ナ
貞
観
政
要
』

梵
舜
本
と
斯
道
文
庫
本
の
関
係
」（
帝
塚
山
学
院
大
学
『
日
本
文
学
研
究
』
第
三
二
号
、

平
成
一
三
﹇
二
○
○
一
﹈
年
二
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
貴
重
な
所
蔵
資
料
の
紙
焼

写
真
を
提
供
い
た
だ
い
た
宮
内
庁
書
陵
部
・
慶
応
大
学
斯
道
文
庫
の
関
係
者
各
位
に

記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

五
、
原
田
種
成
氏
は
「
注
一
」
の
著
書
の
第
三
章
第
二
節
丁
の
「
三
、
仮
名
貞
観
政
要
」

に
お
い
て
、
既
に
「
巻
四
以
外
に
お
い
て
七
章
が
不
足
し
て
い
る
」（
同
書
一
九
九
頁
）

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
巻
一
政
体
篇
第
二
第
十
三
章
に
つ
い
て
は

誤
り
で
あ
り
、
後
に
刊
行
し
た
『
貞
観
政
要
上
』（
新
釈
漢
文
大
系
九
五
）
で
は
「
仮

名
本
は
前
章
に
属
す
」（
同
書
八
七
頁
）
と
訂
正
し
て
い
る
。

六
、
原
田
氏
校
注
書
五
二
頁
参
照
。
ま
た
金
谷
治
氏
訳
注
『
韓
非
子
第
二
冊
』（
岩
波
文
庫
、

平
成
六
﹇
一
九
九
四
﹈
年
刊
）
一
七
八
〜
一
七
九
頁
参
照
。


