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（
1
）

古
高
ド
イ
ツ
語
シ
ン
タ
ク
ス
研
究
の
展
望

は
じ
め
に

嶋

泰

　
周
知
の
通
り
、
ド
イ
ツ
語
の
現
在
完
了
は
訂
σ
彗
＼
窒
ぎ
十
過
去
分
詞

と
い
う
形
式
を
取
る
が
、
同
様
の
現
在
完
了
形
は
ド
イ
ツ
語
に
限
ら
ず
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

く
ゲ
ル
マ
ン
諸
語
に
観
察
さ
れ
る
。
こ
の
広
範
な
分
布
を
見
る
と
、
こ
れ

が
ゲ
ル
マ
ン
語
伝
来
の
シ
ン
タ
ク
ス
現
象
で
あ
る
と
即
断
し
た
く
な
る
が
、

言
葉
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
判
断
が
妥
当

で
は
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
ぎ
σ
彗
十
過
去
分
詞
に
話
を
限
っ
て
み
る
と
、
こ
の
形
式
は
ゲ
ル
マ
ン

語
最
古
の
文
献
で
あ
る
≦
旦
2
0
（
ω
二
～
－
蜆
o
。
ω
）
の
ゴ
ー
ト
語
訳
聖
書
に

現
れ
ず
、
ド
イ
ツ
語
で
も
古
高
ド
イ
ツ
語
［
以
下
＞
巨
・
と
略
す
］
初
期

の
文
献
に
は
全
く
例
証
さ
れ
て
い
な
い
。
＞
巨
・
最
古
の
例
証
は
九
世
紀

に
な
っ
て
初
め
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
九
世
紀
前
半
の
用
例
に

お
い
て
は
、
た
と
え
ぱ
、

　
　
句
巨
胴
σ
o
巨
昌
　
ぎ
冨
§
彗
昌
　
的
s
s
§
o
母
昌
弐
　
9
冨
昌
〇
　
一
』
三
＝
■

　
　
寒
ユ
昌
．
「
い
ち
じ
く
の
木
を
あ
る
人
が
自
分
の
葡
萄
畑
に
植
え

　
　
て
お
い
た
（
1
1
植
え
ら
れ
た
状
態
で
持
っ
て
い
た
）
。
」
（
↓
き
彗

　
　
　
＾
3
〕

　
　
；
N
M
）

の
よ
う
に
、
「
、
を
｛
と
し
て
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
が
濃
厚
で
、

過
去
分
詞
に
は
ま
σ
彗
の
直
接
目
的
語
の
性
・
数
に
一
致
し
た
曲
用
語

尾
が
付
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
九
世
紀
後
半
の
O
亭
己
の
向
く
昌
－

o
q
o
＝
彗
巨
；
で
は
曲
用
語
尾
無
し
が
普
通
に
な
り
、
＞
巨
・
末
期
の

z
o
寿
Φ
『
に
お
い
て
は
、
自
動
詞
に
も
こ
の
形
式
が
適
用
さ
れ
る
に
至
っ

て
い
、
争

　
　
z
E
§
ざ
ミ
9
⑭
2
『
亭
9
o
鷺
、
§
§
鼻
「
今
彼
ら
は
汝
に
悪
行

　
　
を
も
っ
て
報
い
た
。
」
（
Z
O
募
O
鶉
雰
巴
≡
彗
↓
P
畠
）

　
こ
の
よ
う
に
、
日
頃
何
の
違
和
感
も
な
く
用
い
て
い
る
現
在
完
了
形
が
、

実
は
ド
イ
ツ
語
本
来
の
シ
ン
タ
ク
ス
形
式
で
は
な
く
、
中
世
の
あ
る
時
期

に
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
＞
巨
・
の
言
語
資
料

の
分
析
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
〕

　
＞
巨
。
期
（
8
0
－
昌
9
頃
）
は
、
ド
イ
ツ
語
（
と
い
っ
て
も
統
一
さ
れ

た
言
語
で
は
な
く
、
部
族
語
に
基
づ
く
諸
方
言
で
あ
る
が
）
で
初
め
て
文

献
が
奮
か
れ
た
時
代
で
あ
る
。
次
軍
で
述
ぺ
る
よ
う
に
、
伝
承
さ
れ
て
い

る
文
献
は
質
的
・
量
的
に
中
高
ド
イ
ツ
語
や
初
期
新
高
ド
イ
ツ
語
と
は
比

ぺ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
貧
弱
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
語
の
最
古
の
姿
を
伝

え
る
が
故
に
、
き
わ
め
て
高
い
資
料
価
値
を
有
す
る
。
史
的
シ
ン
タ
ク
ス

研
究
に
と
っ
て
も
、
＞
巨
・
が
不
可
欠
の
情
報
源
で
あ
る
こ
と
は
、
上
に

略
述
し
た
現
在
完
了
形
の
形
成
過
程
を
見
れ
ぱ
、
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ

、
つ
o

一
　
古
高
ド
イ
ツ
語
の
言
語
資
料
的
制
約

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
＞
プ
o
－

シ
ン
タ
ク
ス
研
究
に
は
い
く
つ
か
の
困
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難
が
伴
う
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
、
＞
巨
．
の
資
料
的
制
約
で
あ
る
。
一
一

れ
に
は
質
的
側
面
と
量
的
側
面
の
双
方
が
存
在
す
る
。

　
ま
ず
、
量
的
側
面
か
ら
見
て
い
く
と
、
写
本
の
形
で
五
十
葉
（
百
頁
）

を
越
す
文
献
（
語
句
注
解
を
除
く
）
は
霊
目
＆
寿
葦
胃
冨
o
q
9
（
畠
o
＼

o
・
8
）
、
↓
き
彗
（
o
。
ω
o
頃
）
、
O
膏
己
の
向
く
彗
o
q
o
＝
彗
巨
争
（
o
。
竃
ミ
ー

に
完
成
）
お
よ
ぴ
z
o
募
胃
（
㊤
g
㌣
；
曽
）
の
作
晶
（
｝
o
g
巨
；
一
ζ
胃
－

饒
印
冒
＝
ω
O
與
石
o
二
P
O
団
一
①
O
q
o
二
〇
P
U
o
川
目
片
①
『
O
H
o
叶
印
ご
O
目
P
勺
閉
饅
ご
自
o
目
）

の
み
で
あ
る
。
語
句
注
解
（
g
o
ω
ω
彗
）
は
相
当
量
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、

シ
ン
タ
ク
ス
研
究
に
は
資
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
は
い
え
な
い
（
名
詞
句

の
分
析
資
料
な
ど
と
し
て
は
部
分
的
に
使
用
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
）
。
研

究
対
象
と
す
る
シ
ン
タ
ク
ス
現
象
の
出
現
頻
度
に
も
よ
る
が
、
統
計
的
に

有
意
な
サ
ン
ブ
ル
を
集
め
る
こ
と
は
多
か
れ
少
な
か
れ
困
難
で
あ
る
。

　
次
に
、
質
的
側
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
と
り
わ
け
次
の
諸
点
が
考
慮

さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
に
、
資
料
の
成
立
年
代
・
方
言
が
区
々
で
あ
る
こ
と
。
＞
巨
。
期

は
五
百
隼
弱
、
文
献
時
代
に
限
ウ
て
も
約
三
百
年
に
わ
た
る
。
そ
の
間
に

は
当
然
か
な
り
の
言
語
的
変
化
が
生
じ
た
は
ず
で
あ
る
。
冒
頭
に
述
べ
た

訂
σ
彗
十
過
去
分
詞
と
い
う
現
在
完
了
形
も
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
時
期
に
生

じ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
空
間
的
に
も
、
＞
ぎ
■
は
い
く
つ
か
の
方
言
か

ら
成
り
立
っ
て
い
る
（
正
確
を
期
せ
ぱ
、
い
く
つ
か
の
方
言
の
上
位
概
念

と
し
て
、
今
臼
の
目
か
ら
古
高
「
ド
イ
ツ
語
」
と
い
う
総
称
を
用
い
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
）
。
こ
れ
ら
の
方
言
は
、
互
い
に
一
定
の
親
縁
・
接
縁
関

係
に
は
あ
る
が
、
多
少
な
り
と
も
統
一
的
な
標
準
［
書
記
］
言
語
を
形
成

し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
時
間
的
・
空
間
的
差
異
を
考

慮
す
れ
ぱ
、
＞
巨
・
資
料
全
体
を
一
つ
の
「
体
系
」
と
し
て
記
述
す
る
こ

と
は
不
適
切
圭
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
＞
巨
．
シ
ン
タ
ク
ス
の
共
時
的
記

述
を
行
な
う
た
め
に
は
、
限
ら
れ
た
分
量
の
資
料
を
さ
ら
に
時
代
．
こ
と
方

言
．
こ
と
に
小
分
け
し
て
作
業
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
第
二
に
、
資
料
の
大
半
を
キ
リ
ス
ト
教
文
献
が
占
め
る
こ
と
。
「
書
く
」

と
い
う
作
業
が
主
に
修
道
院
で
な
さ
れ
た
と
い
う
社
会
状
況
を
反
映
し
て
、

＞
巨
。
の
大
部
分
の
文
献
は
、
福
音
書
、
詩
篇
、
聖
歌
、
祈
薦
、
信
仰
告

白
（
信
経
）
、
告
解
、
説
教
、
修
道
会
則
な
ど
の
キ
リ
ス
ト
教
関
連
の
も

の
に
な
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
分
野
の
ま
と
ま
っ
た
資
料
と
し

て
は
、
之
o
寿
胃
の
｝
o
g
巨
；
等
々
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
修
道
士
教
育

の
一
環
と
し
て
成
立
を
見
た
も
の
で
あ
る
。
他
に
は
、
英
雄
歌
謡
雪
巨
o
－

σ
冨
ま
昌
＆
（
八
世
紀
末
）
、
呪
文
窒
串
8
σ
冒
鷺
『
N
彗
冨
鶉
肩
目
o
訂

（
九
世
紀
初
頭
）
、
法
律
ピ
異
ω
彗
8
（
九
世
紀
初
頭
）
、
証
文
ミ
旨
き
…
．

o
q
竃
…
睾
ぎ
窃
争
邑
巨
畠
（
十
世
紀
）
な
ど
断
片
的
な
も
の
を
残
す
の

み
で
あ
る
。
し
た
が
ウ
て
、
＞
す
p
の
シ
ン
タ
ク
ス
研
究
は
主
に
教
会
言

語
と
い
う
テ
ク
ス
ト
種
を
対
象
と
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
第
三
に
、
ラ
テ
ン
語
か
ら
の
翻
訳
が
か
な
り
の
部
分
を
占
め
る
こ
と
。

＞
巨
、
の
文
字
目
体
が
ラ
テ
ン
文
字
の
借
用
で
あ
る
が
、
＞
巨
。
期
の
文

献
も
そ
の
大
半
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
晶
で
は
な
く
、
ラ
テ
ン
語
の
著
作
の
翻

訳
で
あ
っ
た
。
翻
訳
と
い
っ
て
も
様
々
な
レ
ベ
ル
が
存
在
し
た
。
最
も
素

朴
な
形
態
は
行
間
逐
語
訳
（
－
鼻
害
；
窒
；
o
邑
g
）
で
、
こ
れ
は
単
語

．
こ
と
の
語
旬
注
解
を
原
典
の
語
順
の
ま
ま
に
並
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

代
表
的
な
も
の
が
テ
ク
ス
ト
μ
に
引
用
し
た
零
コ
＆
寿
ご
竃
『
轟
o
q
9
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
o
『
o
o
昌
窒
o
仁
｝
巨
『
o
o
『
2
ω
E
0
－
一
…
訂
后
冒
↓
9
－

訂
冨
ω
9
ぎ
片
o
厨
o
g
ま
冨
一
自
E
巨
…
の
よ
う
に
、
一
つ
の
名
詞
句
の

中
に
他
の
文
肢
が
割
り
込
む
極
端
な
ケ
ー
ス
も
含
め
て
、
機
械
的
な
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峯
o
『
｛
一
富
下
奉
o
『
一
と
σ
o
屋
①
旨
＝
畠
が
な
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
行
間
逐

語
訳
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
か
な
り
近
い
逐
語
的
翻
訳
も
あ
る
。
総
合
福

音
書
↓
き
彗
が
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
ラ
テ
ン
語
へ
の

依
存
度
が
相
当
高
い
た
め
、
シ
ン
タ
ク
ス
研
究
の
た
め
の
資
料
価
値
は
制

限
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
逆
に
逐
語
訳
で
あ
る
が
故
に
、
原
典
と
相
違

す
る
部
分
に
＞
巨
．
本
来
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
も
言
え
る

（
こ
の
点
に
関
し
て
は
次
章
で
触
れ
る
）
。
こ
の
よ
う
な
［
準
］
逐
語
訳
と

並
ん
で
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
原
典
に
し
ば
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
少
な
い

自
由
な
翻
訳
も
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ぱ
、
テ
ク
ス
ト
2
に
引
用
し
た

－
閉
己
O
『
（
お
O
＼
O
．
8
）
が
、
同
時
期
の
雰
目
＆
鼻
ゴ
冨
昌
品
9
と
は
全
く

対
照
的
な
翻
訳
で
あ
る
こ
と
は
、
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
（
語
順
や
絶
対
奪

格
の
訳
出
法
に
注
目
さ
れ
た
い
）
。
こ
の
種
の
翻
訳
に
は
、
よ
り
高
い
資

料
価
値
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
れ
ら
を
そ
の
ま
ま

＞
巨
・
本
来
の
姿
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
作

品
で
も
、
O
亭
己
の
よ
う
に
聖
書
や
教
父
の
原
典
に
依
存
し
て
い
る
部

分
が
少
な
く
な
い
文
献
も
あ
る
。
こ
れ
ら
も
百
パ
ー
セ
ン
ト
真
正
の

＞
巨
■
シ
ン
タ
ク
ス
を
伝
え
る
も
の
と
見
な
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
四
に
、
一
部
の
資
料
が
韻
律
の
制
約
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
＞
巨
■

文
献
の
中
で
は
韻
文
は
散
文
に
比
べ
て
少
な
く
、
十
一
世
紀
中
頃
の
作
品

（
奉
一
彗
胃
o
竃
窃
亘
～
s
＝
o
o
な
ど
）
を
算
入
し
な
け
れ
ぱ
、
全
体
で

長
詩
行
に
し
て
八
千
行
弱
で
あ
る
。
そ
の
大
部
分
に
当
た
る
七
千
四
百
行

強
は
脚
韻
詩
の
o
亭
巳
が
占
め
、
他
の
諸
作
品
は
合
計
し
て
五
百
行
に

満
た
な
い
（
頭
韻
詩
は
そ
の
う
ち
二
百
行
強
）
。
結
局
、
＞
巨
。
の
全
韻

文
作
品
を
合
わ
せ
て
も
、
；
σ
①
一
…
胴
彗
＝
＆
に
及
ぱ
な
い
分
量
と
い
う

こ
と
で
あ
る
が
、
＞
巨
■
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
の
中
で
は
、
韻
文
の
割
合

は
決
し
て
低
く
な
い
。
散
文
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
よ
り
、
韻
文
の
オ
リ
ジ
ナ

ル
テ
ク
ス
ト
の
方
が
＞
巨
．
本
来
の
語
法
を
伝
え
て
い
る
場
合
も
あ
る
は

ず
で
あ
る
か
ら
、
韻
律
の
制
約
を
受
け
て
い
る
と
い
う
理
由
の
み
で
、
こ

れ
を
シ
ン
タ
ク
ス
研
究
の
対
象
か
ら
外
す
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。
こ
こ

で
、
テ
ク
ス
ト
3
に
引
用
し
た
O
亭
巳
の
一
節
に
よ
り
、
シ
ン
タ
ク
ス

研
究
資
料
と
し
て
の
韻
文
作
品
の
限
界
と
可
能
性
を
考
え
て
み
よ
う
。
一

｛
四
行
目
と
六
行
目
は
各
半
詩
行
が
す
べ
て
所
有
代
名
詞
で
終
わ
り
、

「
名
詞
十
所
有
代
名
詞
」
の
語
順
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
を
見
る
限

り
、
＞
巨
・
で
は
所
有
代
名
詞
の
後
置
が
通
常
の
語
順
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
－
ω
巳
o
『
を
調
ぺ
て
み
る
と
、

ラ
テ
ン
語
原
典
の
語
順
に
反
し
て
ほ
と
ん
ど
の
場
合
「
所
有
代
名
詞
十
名

詞
」
と
な
o
て
お
り
、
こ
ち
ら
が
む
し
ろ
＞
巨
■
の
常
態
で
あ
o
た
と
推

測
さ
れ
る
。
し
た
が
o
て
、
O
葦
己
の
用
例
は
、
脚
韻
の
要
請
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
良
さ
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
ゲ
ル
マ
ン
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
o
〕

で
は
本
来
「
名
詞
十
所
有
代
名
詞
」
の
語
順
で
あ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
、

だ
と
す
る
と
O
葦
己
の
韻
文
に
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
語
法
が
保
持
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
〕

い
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。

二
　
古
高
ド
イ
ツ
語
シ
ン
タ
ク
ス
研
究
の
展
望

　
以
上
指
摘
し
て
き
た
よ
う
な
制
約
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
＞
巨
．
シ
ン
タ

ク
ス
の
研
究
は
十
九
世
紀
以
来
地
道
に
続
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
噴
矢
と

な
っ
た
の
は
－
印
o
〇
一
〕
o
ユ
昌
昌
一
U
①
一
』
武
o
す
o
Ω
冨
昌
昌
凹
巨
珂
ω
p
｛

（
畠
竃
）
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
十
九
世
紀
末
期
か
ら
今
世
紀
初
頭
に
か

け
て
、
O
眈
斥
凹
『
向
『
旦
昌
団
自
P
奉
＝
す
9
昌
ミ
巳
ヨ
o
目
目
閉
や
O
ヰ
o
ω
而
す
凹
o
q
■

ぎ
一
な
ど
が
、
今
日
な
お
不
可
欠
と
見
な
さ
れ
る
著
作
を
次
々
発
表
し
て
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い
る
。
こ
れ
ら
は
ゴ
ー
ト
語
や
古
英
語
な
ど
他
の
ゲ
ル
マ
ン
諸
語
を
視
野

に
入
れ
た
ド
イ
ツ
語
歴
史
シ
ン
タ
ク
ス
で
＞
巨
．
の
み
を
扱
う
も
の
で
は

な
い
が
、
一
方
で
、
＞
巨
．
の
個
別
作
品
や
、
＞
巨
．
シ
ン
タ
ク
ス
の
個

別
テ
ー
マ
を
扱
う
研
究
も
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
流
れ
は
今
世
紀

を
通
じ
て
連
綿
と
続
き
、
－
晶
雪
己
U
巴
や
ミ
．
軍
「
o
鼻
峯
o
a
に
よ
る

概
説
書
と
並
ん
で
、
相
当
数
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
が
現
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
状
況
の
中
で
、
出
現
が
待
ち
望
ま
れ
て
い
る
の
は
、
＞
巨
一
を
全

般
的
に
概
観
す
る
通
時
的
シ
ン
タ
ク
ス
で
あ
る
。
ゲ
ル
マ
ン
語
や
ド
イ
ツ

語
史
全
般
を
対
象
と
す
る
浩
潮
な
シ
ン
タ
ク
ス
が
何
点
か
存
在
す
る
一
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
〕

で
、
総
合
的
な
＞
ぎ
。
シ
ン
タ
ク
ス
が
－
入
門
書
等
の
中
の
略
説
を
除
き

1
未
だ
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
や
は
り
そ
の
資
料
的
制
約
に
よ
る
面

が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
総
合
的
＞
巨
■
シ
ン
タ
ク
ス
を
念
頭
に
お
い
て
、

今
後
の
研
究
の
可
能
性
を
考
察
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
出
発
点
と
す
ぺ
き

は
、
＞
巨
、
の
個
別
文
献
の
シ
ン
タ
ク
ス
を
共
時
的
レ
ベ
ル
で
記
述
す
る

作
業
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
言
語
は
現
代
語
で
あ
れ
古
語
で
あ
れ
、
一
つ

の
「
体
系
」
と
し
て
記
述
さ
れ
る
ぺ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
作
業
は
部

分
的
に
は
す
で
に
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、

問
題
は
そ
れ
ら
が
用
い
て
い
る
方
法
が
区
々
な
こ
と
で
あ
る
。
全
て
の
研

究
が
統
一
的
な
方
法
論
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
結

果
を
集
成
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
方
法

が
研
究
の
命
で
あ
る
限
り
、
他
者
の
方
法
に
安
易
に
追
随
す
る
の
も
考
え

物
で
あ
る
。
実
践
的
な
研
究
と
並
行
し
て
、
方
法
に
関
す
る
議
論
を
建
設

的
な
形
で
重
ね
、
そ
の
中
・
か
ら
＞
巨
。
シ
ン
タ
ク
ス
記
述
に
適
し
た
も
の

を
採
用
し
て
い
く
し
か
あ
る
ま
い
。

　
そ
の
意
味
で
、
比
較
的
新
し
い
研
究
の
う
ち
注
目
に
値
す
る
の
は
、

≧
げ
『
8
葦
9
害
示
に
よ
る
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
理
論
的
動
詞
記
述
、
＞
…
o

雰
幕
目
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
言
語
学
的
ア
プ
回
ー
チ
な
ど
で
あ
る
。

　
9
昌
一
①
は
彼
の
理
論
に
よ
っ
て
、
文
字
ど
お
り
、
き
ぎ
o
巨
彗
泳
o
訂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
o
〕

o
o
墨
昌
a
着
↓
姜
．
．
を
作
成
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
彼

の
主
張
に
関
し
て
は
日
本
語
に
よ
る
比
較
的
詳
紬
な
紹
介
が
す
で
に
な
さ

　
　
＾
1
0
〕

れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
逐
一
繰
り
返
す
こ
と
は
避
け
る
が
、
写
本
を
出

発
点
に
置
い
て
、
従
来
の
テ
ク
ス
ト
校
訂
に
と
ら
わ
れ
ず
に
シ
ン
タ
グ
マ

ヘ
の
分
節
を
行
な
う
作
業
か
ら
始
め
る
と
い
う
、
手
堅
い
手
法
を
採
用
し

て
い
る
。
＞
巨
、
の
よ
う
に
資
料
的
制
約
の
大
き
い
対
象
に
取
り
組
む
場

合
に
は
、
こ
の
く
ら
い
の
慎
重
さ
は
あ
っ
て
し
か
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
肝

心
の
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
記
述
も
、
＞
巨
。
の
動
詞
句
の
記
述
に
有
効
で
あ
り
、

こ
の
方
法
が
よ
り
多
く
の
文
献
に
適
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

た
だ
、
補
足
成
分
（
津
o
q
彗
彗
目
o
q
）
と
添
加
成
分
（
＞
長
き
⑭
）
を
出
現

頻
度
に
よ
っ
て
単
純
に
区
分
す
る
の
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
テ
ス
ト
が

不
可
能
で
あ
る
か
ら
と
は
い
え
、
機
械
的
に
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
悪
幕
目
は
、
古
語
の
シ
ン
タ
ク
ス
を
文
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
〕

テ
ク
ス
ト
の
レ
ベ
ル
で
分
析
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。
実
例
に
即
し

て
説
明
す
る
と
、
テ
ク
ス
ト
4
に
、
ラ
テ
ン
語
の
ヨ
ハ
ネ
伝
の
一
節
と
そ

れ
に
対
応
す
る
↓
き
昌
、
の
訳
、
そ
し
て
参
考
の
た
め
に
ル
タ
ー
訳
（
一

五
四
五
年
版
）
が
挙
げ
て
あ
る
。
↓
団
巨
彗
の
引
用
箇
所
で
は
、
；
σ
は

五
例
現
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
一
例
が
ラ
テ
ン
語
の
g
に
、
二
例
が

彗
8
ヨ
に
対
応
し
、
残
る
二
例
は
対
応
語
が
な
い
。
一
方
ラ
テ
ン
語
の

側
か
ら
見
る
と
、
g
に
対
し
て
は
上
述
の
一
例
の
；
o
の
他
、
五
例
の

ヨ
饒
が
対
応
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ル
タ
ー
訳
で
は
9
（
ぎ
一
）
は
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…
o
に
よ
っ
て
、
彗
冨
昌
（
急
）
は
き
睾
に
よ
っ
て
首
尾
一
貫
訳
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
H
〕

て
お
り
、
対
応
語
無
し
の
訳
語
も
見
出
さ
れ
な
い
。
「
奴
隷
的
」
逐
語
訳

と
評
さ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
る
↓
豊
彗
の
方
が
、
令
名
高
い
ル
タ
ー
訳
よ

り
も
柔
軟
な
対
応
を
見
せ
て
い
る
こ
と
は
意
外
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す

る
解
答
を
雰
幕
目
は
匡
凹
墨
巨
婁
9
昌
一
皇
の
テ
ク
ス
ト
理
論
を
援
用

し
て
導
き
出
し
て
い
る
。
彼
女
は
、
冒
饒
昌
の
最
初
の
四
分
の
一
の
部

分
に
お
け
る
接
合
詞
亭
⑰
の
用
法
を
分
析
し
、
こ
れ
が
語
り
（
霊
－

ユ
o
葦
＼
卑
N
彗
巨
目
胴
）
の
部
分
に
集
中
し
て
用
い
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
で

聞
き
手
の
注
意
を
喚
起
す
る
メ
タ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
目
ン
的
機
能
を
担
っ

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
雰
津
彗
の
説
は
、
新
た
な
角
度
か
ら
の
ア

ブ
ロ
ー
チ
が
対
象
に
新
た
な
光
を
当
て
う
る
こ
と
を
実
証
す
る
と
と
も
に
、

「
↓
斗
一
彗
1
1
逐
語
訳
」
と
い
っ
た
類
の
定
説
を
今
一
度
疑
ウ
て
み
る
こ
と

の
必
要
性
も
痛
感
さ
せ
て
く
れ
る
。

　
9
害
示
も
零
慧
目
も
、
一
文
献
の
共
時
的
記
述
を
研
究
の
基
礎
に
据

え
て
い
る
が
、
＞
巨
．
に
は
十
分
な
サ
ン
ブ
ル
数
を
持
つ
大
き
な
文
献
が

少
な
い
た
め
、
結
果
と
し
て
複
数
の
文
献
に
コ
ー
パ
ス
を
拡
大
せ
ざ
る
を

得
な
い
場
合
が
生
じ
る
。
そ
の
場
合
、
対
象
文
献
の
選
定
は
成
立
年
代
・

方
言
を
考
慮
し
て
慎
重
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幸
か
不
幸
か
、

＞
巨
・
の
文
献
の
伝
承
に
は
か
な
り
の
片
寄
り
が
あ
る
の
で
、
八
百
年
前

後
の
ア
レ
マ
ン
語
、
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ケ
ン
語
、
十
一
世
紀
の
ア
レ
マ
ン

語
な
ど
に
つ
い
て
は
比
較
的
多
く
の
資
料
に
基
づ
く
「
準
共
時
的
」
研
究

が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
コ
ー
パ
ス
の

拡
大
は
、
必
然
的
に
そ
の
均
質
性
の
低
下
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
を
明

確
に
意
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
な
共
時
的
な
い
し
準
共
時
的
研
究
の
積
み
重
ね
の
上

に
、
＞
巨
、
の
通
時
的
シ
ン
タ
ク
ス
が
確
立
さ
れ
る
の
が
理
想
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
シ
ン
タ
ク
ス
が
完
成
す
れ
ば
、
＞
巨
．
の
テ
ク
ス
ト
理
解
や

ド
イ
ツ
語
シ
ン
タ
ク
ス
の
通
時
的
研
究
に
大
い
に
禅
益
す
る
に
と
ど
ま
ら

ず
、
ゲ
ル
マ
ン
語
比
較
シ
ン
タ
ク
ス
に
と
っ
て
も
有
用
な
↓
雪
饒
自
昌

8
冒
寝
『
き
昌
庁
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
特
に
ゲ
ル
マ
ン
語
比
較
シ

ン
タ
ク
ス
に
お
い
て
は
、
従
来
＞
巨
．
は
、
広
汎
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
散
文
文

献
を
伝
え
る
古
英
語
や
古
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
語
に
比
ぺ
て
軽
視
さ
れ
る
傾
向

が
あ
ウ
た
が
、
一
見
「
奴
隷
的
」
と
さ
え
思
わ
れ
る
＞
巨
・
翻
訳
文
に
も

光
の
当
て
方
に
よ
っ
て
は
相
応
の
ゲ
ル
マ
ン
的
要
素
が
検
出
さ
れ
う
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
制
約
は
制
約
と
し
て
認
識
し
た
上
で
、
綴
密
な
分
析
作

業
を
重
ね
れ
ぱ
、
＞
巨
、
シ
ン
タ
ク
ス
に
お
い
て
も
一
定
の
成
果
に
到
達

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
本
稿
は
、
一
九
九
二
年
十
月
八
日
に
日
本
独
文
学
会
で
行
な
ウ

　
た
口
頭
発
表
「
古
高
ド
イ
ツ
語
シ
ン
タ
ツ
ク
ス
研
究
の
現
状
」
の
一

　
部
を
加
筆
・
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
現
代
の
英
語
で
は
σ
o
動
詞
に
よ
る
現
在
完
了
形
は
も
は
や
用

　
い
ら
れ
な
い
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ビ
ア
な
ど
に
は
、
ω
篶
｝
－
凹
昌
o
＝
■

　
訂
冨
三
目
；
討
s
冨
①
ω
o
艘
『
「
こ
の
問
題
に
こ
こ
ま
で
足
を
ふ
み

　
こ
ん
だ
か
ら
に
は
」
（
O
；
o
＝
o
－
自
二
戸
ト
＝
）
、
｝
o
仁
『
m
o
目
峯
竃

　
『
昌
軸
ξ
ξ
「
あ
な
た
の
む
す
こ
さ
ん
は
お
逃
げ
に
な
っ
た
」
（
＞
＝
、
m

　
峯
o
＝
；
黒
向
巨
眈
ミ
①
＝
昌
』
し
①
）
と
い
っ
た
用
法
が
見
ら
れ
る
。

大
塚
（
屋
ぎ
）
ω
』
o
－
参
照
（
用
例
お
よ
び
訳
も
同
書
よ
り
引
用
）
。

（
3
）
　
＞
巨
・
の
例
文
の
底
本
は
「
原
典
資
料
」
に
挙
げ
た
も
の
を
用

　
い
た
。
長
音
符
は
原
則
と
し
て
付
し
て
い
な
い
。
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（
4
）
　
ド
イ
ツ
語
に
お
け
る
現
在
完
了
の
発
展
過
程
に
つ
い
て
は
、

　
向
a
冒
彗
目
（
冨
o
。
蜆
－
湯
）
｝
o
L
一
ω
－
；
ω
戸
黒
ぎ
o
目
訂
一
（
冨
轟
－

　
竃
）
巾
｛
．
N
ω
ー
ミ
o
戸
U
邑
（
－
o
窒
）
ω
1
－
曽
戸
「
o
鼻
奏
o
a

　
（
；
竃
）
ω
■
＝
ト
肇
お
よ
び
－
冨
ユ
（
－
彗
o
o
）
ω
．
雪
声
な
ど
を
参

　
照
。
な
お
、
特
に
＝
き
雪
十
過
去
分
詞
の
形
式
に
声
い
て
は
ラ
テ

　
ン
語
な
い
し
は
ロ
マ
ン
ス
語
の
影
響
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点

　
に
関
し
て
も
、
上
記
文
献
の
い
く
つ
か
に
議
論
が
見
ら
れ
る
。

（
5
）
　
＞
巨
の
時
代
区
分
は
、
上
限
の
基
準
を
第
二
次
子
音
推
移
と

　
し
、
下
限
の
そ
れ
を
非
強
勢
母
音
の
弱
化
と
す
れ
ぱ
、
大
体
六
・
七

　
世
紀
頃
か
ら
十
一
世
紀
中
頃
ま
で
と
す
る
の
が
妥
当
な
線
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
＞
巨
．
研
究
が
主
と
し
て
文
献
時
代
を
対
象
と
し
て
行
な

　
わ
れ
る
点
を
考
え
れ
ば
、
概
説
書
な
ど
に
よ
く
見
ら
れ
る
八
世
紀
半

　
ば
か
ら
十
一
世
紀
半
ば
と
い
う
区
分
も
不
当
と
は
言
え
な
い
。

（
6
）
　
「
o
o
斥
峯
o
a
（
冨
①
o
。
）
ω
．
9
－
参
照
。
ち
な
み
に
、
ミ
巨
繧
饅

　
は
、
原
典
の
語
順
に
反
す
る
場
合
も
ふ
く
め
て
、
規
則
的
に
「
名
詞

　
十
所
有
代
名
詞
」
の
語
順
を
用
い
て
い
る
。
ω
気
警
9
晶
（
冨
8
）

　
ω
．
畠
①
参
照
。

（
7
）
　
た
と
え
ぱ
、
＝
…
穿
…
富
争
睾
（
－
畠
｛
）
ω
．
塞
①
に
は
次
の

　
よ
う
な
論
述
が
あ
る
。
「
特
別
な
役
割
を
演
じ
る
の
は
韻
文
で
あ
る
。

　
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
シ
ン
タ
ク
ス
は
確
か
に
押
韻
形

　
式
・
詩
形
・
リ
ズ
ム
に
よ
る
制
約
を
受
け
る
が
、
他
方
で
実
用
テ
ク

　
ス
ト
の
散
文
で
は
も
は
や
見
ら
れ
な
い
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
語
法
、
未

　
だ
見
ら
れ
な
い
改
新
的
な
語
法
が
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
」
同

　
様
の
見
解
は
、
＞
ら
昌
昌
二
お
8
）
ψ
＝
に
お
い
て
も
述
べ
ら
れ

　
て
い
る
。

（
8
）
＞
巨
■
入
門
書
の
中
で
は
、
次
の
も
の
に
比
較
的
ま
と
ま
っ
た

　
シ
ン
タ
ク
ス
記
述
が
あ
る
。
旨
＝
き
く
竃
o
ω
急
（
冨
§
）
ω
．
－
2
■

　
昌
O
』
…
ω
（
冨
畠
）
ω
．
竃
－
O
。
。
一
高
橋
（
－
㊤
違
）
ω
』
甲
M
違
な
ど
。

　
ま
た
、
ド
イ
ツ
語
史
の
中
に
も
、
ζ
o
呉
竺
閉
ζ
寸
（
－
竃
蜆
）
o
o
」
8

　
－
貢
o
の
よ
う
に
、
＞
巨
。
シ
ン
タ
ク
ス
の
略
述
を
含
む
も
の
が
あ
る
。

（
9
）
9
ε
一
〇
（
－
竃
M
）
が
、
そ
の
第
一
歩
で
、
方
法
論
と
、
二
十

　
数
個
の
動
詞
を
対
象
と
し
た
実
際
の
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
分
析
を
含
む
。

（
1
0
）
新
保
（
－
竃
蜆
よ
①
）
参
照
。

（
1
1
）
　
霊
豪
目
（
お
o
〇
一
）
ま
た
は
黒
ヰ
彗
（
冨
彗
）
参
照
。

（
1
2
）
最
後
の
彗
8
冒
に
相
当
す
る
語
（
急
）
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
原

　
典
に
は
存
在
し
な
い
。
こ
こ
で
は
、
ル
タ
ー
は
ヴ
ル
ガ
ー
タ
に
従
っ

　
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
雰
言
彗
（
冨
O
。
↓
）
ω
。
き
ド
＞
自
昌
．
竃
参

　
照
。原

典
資
料

↓
竺
訂
目
．
－
g
9
邑
8
プ
冒
目
α
印
－
巨
Φ
一
』
訂
o
プ
ー
…
＝
凹
＝
ω
繧
｝
H
＝
o
す
①
昌

　
g
o
竃
買
＝
昂
㌍
く
ー
向
o
冨
邑
ω
－
婁
串
ω
．
N
．
＞
自
o
1
霊
ま
｝
冒
目

　
－
o
o
竃
．

z
o
募
胃
ま
H
U
ε
房
；
？
U
雪
巾
ω
邑
詩
［
＝
易
o
目
一
く
．
市
g
；
ω
オ
．

　
↓
団
x
．
蜆
巾
o
o
．
↓
o
9
目
o
q
⑭
目
－
竃
o
－
o
o
ω
．

冒
o
こ
9
篶
『
昌
竺
；
o
島
o
昌
a
争
彗
ω
肩
昌
巨
雪
穴
ま
叫
－
實
雷
冨
㌍

　
く
』
＝
塞
く
昌
ω
至
目
昌
ξ
睾
ω
．
＞
目
p
U
目
；
乏
N
旨
ざ
ブ
お
↓
ド

○
写
豪
冒
嘗
o
・
竺
彗
g
争
＝
易
①
目
．
く
I
o
冬
彗
胃
ρ
昌
與
昌
＼

　
－
巨
三
的
峯
o
…
1
9
≧
』
自
1
↓
目
巨
目
o
q
昌
；
富
．

p
く
串
饒
目
＝
』
；
實
一
冒
o
胴
與
葦
篶
ぎ
…
o
q
①
ω
o
す
ユ
賢
U
①
自
穿
g
．
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ミ
ー
一
一
〇
目
一
〕
o
『
o
目
　
－
蜆
ム
蜆
■
］
「
耐
一
“
一
①
N
E
　
－
ピ
E
け
＝
o
『
ω
】
ゼ
o
σ
N
0
－
一
〇
目
o
『
ω
o
フ
ー
蜆
－

　
　
目
耐
目
O
＞
一
』
ω
O
日
竺
U
①
一
＝
『
m
困
－
く
．
｝
凹
目
ω
く
O
－
ド
U
與
H
昌
9
與
匝
一
－
㊤
一
N
．

　
　
参
考
文
献

＞
o
…
o
貝
ミ
一
ぎ
；
マ
（
お
8
）
≡
奉
o
『
ぎ
ぎ
ω
曽
一
翼
ま
ω
忌
具
－

　
　
ω
o
巨
o
目
．
一
「
目
σ
－
目
o
q
o
目
．

｝
o
＝
凹
的
コ
o
ゴ
O
罧
o
（
－
㊤
N
ω
1
ω
M
）
一
U
①
自
豚
o
＝
①
ω
｝
目
訂
■
．
向
巨
o
o
q
9

　
　
ω
O
＝
－
O
＝
一
＝
O
＝
①
－
）
印
『
ω
一
①
＝
＝
コ
O
目
■
ム
b
O
①
■
＝
①
」
旦
ω
－
σ
①
『
胴
1

ω
o
↓
↓
o
目
．
＞
目
目
o
　
（
－
㊤
o
〇
一
）
H
N
巨
H
ω
o
↓
N
く
①
『
斥
目
箏
o
↓
冒
冒
o
q
－
－
自
｝
－
↓
す
o
o
＝
－

　
　
○
昌
房
争
彗
↓
き
彗
－
－
三
カ
．
雰
轟
ヨ
彗
目
F
団
1
（
零
第
）
一
＞
亭

　
　
す
o
o
す
o
①
目
↓
ω
o
す
．
団
q
．
－
■
匡
o
－
o
ω
－
σ
①
H
o
q
’
ω
’
ω
o
ト
ー
｛
o
↓
．

｝
①
一
一
〇
目
’
　
＞
コ
目
①
　
（
－
o
o
－
）
　
“
　
「
『
①
■
一
＝
＝
o
q
自
－
ω
饒
ω
o
＝
o
　
…
o
片
＝
o
o
①
目
　
－
目

　
　
箒
『
巨
g
o
身
o
＝
彗
ω
着
冨
■
↓
o
鶉
争
昌
o
目
二
三
塁
雪
o
q
9
印
雲
．

　
　
－
一
■
ω
．
N
N
－
ω
蜆
．

冒
F
ヨ
o
q
①
ま
（
；
3
）
一
穴
＝
『
s
ま
旦
8
ぎ
ω
着
一
婁
彗
｝
＝
一
－

　
　
g
o
ま
昌
實
9
昌
昌
品
o
l
ω
．
＞
昌
．
↓
暮
一
長
彗
－

向
σ
0
H
戸
宛
o
σ
o
『
一
勺
①
一
①
『
　
（
－
㊤
↓
o
o
）
n
－
｛
」
眈
p
o
『
」
閉
o
＝
o
ω
｝
目
一
凹
メ
α
o
ω
－
〕
①
自
一
－

　
　
ω
O
＝
O
目
1
ω
↓
目
一
一
〇
q
與
『
↓
．

向
＝
－
9
－
o
胃
『
耐
く
（
－
㊤
蜆
ω
）
一
＞
一
一
〇
示
昌
o
コ
一
胆
『
｝
O
巨
＝
－
o
q
ユ
O
①
『
昌
顯
目

　
　
困
『
凹
日
口
日
口
団
『
．
（
）
x
｛
o
『
匹
．

向
『
o
ヨ
o
コ
P
O
ω
斤
匝
『
（
－
o
o
o
o
①
－
o
o
o
）
一
〇
H
＝
目
o
N
昌
的
o
ρ
o
『
o
o
目
誌
o
＝
o
目

　
　
ω
く
目
一
団
X
　
　
目
印
O
す
　
　
’
＝
『
O
『
　
O
目
①
ω
O
ブ
｛
O
＝
一
＝
O
＝
O
コ
　
　
向
＝
P
ξ
｛
O
斥
－
目
自
閑
1
　
N

　
　
－
匝
o
．
　
（
－
α
．
N
く
o
目
〇
一
一
〇
…
①
口
ω
－
目
胴
）
　
ω
一
E
↓
一
胴
與
『
一
．

o
『
〇
三
p
＞
＝
U
『
o
o
す
一
（
竃
o
0
N
）
一
く
巴
耐
目
“
ω
凹
旨
自
コ
旦
↓
①
x
け
一
≦
o
目
・

　
○
す
①
目
一

o
『
ご
H
－
目
戸
　
－
凹
o
o
σ
　
（
－
o
o
o
ω
－
ω
o
o
）
　
…
　
－
〕
o
E
一
蜆
o
す
o
　
（
｝
『
o
『
目
『
＝
印
一
－
斥
■
　
｛
　
｝
旦
①
■

　
　
2
0
＝
耐
『
　
く
而
『
ヨ
コ
ω
す
『
一
〇
『
　
＞
σ
α
『
一
』
O
斥
．
　
（
｝
己
↓
O
『
ω
－
O
ブ
’
　
（
N
冒
①
H
ω
↓
　
〔
｝
0
＝
一
－

　
　
饒
畠
雪
冨
－
甲
曽
）

＝
…
ま
…
鶉
；
員
写
彗
N
（
－
竃
杜
）
一
勺
ユ
冨
亘
彗
…
α
ζ
o
↓
ぎ
一

　
　
〇
〇
目
　
　
す
－
…
…
↓
o
『
－
ω
o
す
①
『
ω
｝
目
一
凹
x
－
－
コ
n
一
く
．
｝
o
ω
o
＝
＝
1
由
．
　
（
＝
『
ω
o
q
．
）
n

　
　
ω
o
『
団
o
＝
o
q
⑭
蜆
o
す
－
o
す
一
〇
‘
　
－
．
　
＝
o
－
σ
σ
団
自
o
．
　
｝
o
『
＝
目
＼
7
，
o
奏
　
く
o
『
斥
．
　
ω
．

　
　
①
卜
M
－
①
伽
ω
■

－
o
＝
く
o
戸
　
　
＞
－
↓
H
0
匝
＼
；
o
川
w
ω
凧
．
　
句
o
『
目
四
目
o
　
（
－
ω
紅
～
）
　
　
い
　
ζ
與
目
巨
〇
一
　
α
①

　
　
一
．
団
＝
o
∋
彗
o
旨
≡
ξ
彗
留
o
ま
ω
o
『
宮
罵
ω
彗
曽
＜
。
m
6
〇
一
ρ

　
　
勺
彗
－
ω
．

－
o
鼻
ξ
8
♀
幸
申
（
δ
竃
二
雪
蜆
8
ま
巴
Ω
o
…
彗
ω
着
一
翼
I

　
　
0
4
o
a
－

ζ
o
ω
斥
巴
ω
斥
＆
戸
O
－
－
1
（
ε
o
o
蜆
）
一
U
2
』
a
o
サ
o
ω
o
『
與
o
す
o
目
o
ω
o
巨
o
＝
冨
．
M
．

　
　
＞
E
「
O
．
　
ζ
O
血
－
｛
凹
一
』
■

ω
弓
警
σ
①
鼻
ミ
…
①
巨
（
－
o
g
）
一
〇
〇
茅
o
訂
ω
ヨ
o
昌
彗
一
凹
『
巨
争
－

　
　
蜆
■
自
．
①
■
＞
E
コ
．
＝
o
山
α
o
－
σ
o
『
的
．

峯
二
昌
彗
冨
一
ミ
…
9
昌
（
ε
O
①
－
8
）
一
U
昌
a
O
訂
O
冨
ヨ
∋
き
ア
ー

　
　
（
…
〇
一
」
ω
o
＝
一
＞
－
↑
・
’
…
－
p
一
〇
－
－
　
目
目
α
　
－
6
①
冒
す
o
o
プ
α
①
E
片
閉
o
す
．
－
〕
『
－
一
一
〇
　
＞
σ
－

　
　
↓
o
二
E
目
o
日
H
句
－
o
x
－
o
コ
■
－
．
巨
■
M
■
＝
叫
－
h
一
①
■
ω
一
『
o
お
σ
E
『
的
．

大
塚
高
信
（
宕
ま
）
∵
ソ
ェ
イ
ク
ス
ビ
ァ
の
文
法
、
研
究
社
。

新
保
雅
浩
（
冨
o
o
㎝
よ
①
）
一
古
高
ド
イ
ツ
語
と
く
巴
①
昌
、
そ
の
1
壬
2
、

　
　
筑
波
大
学
現
代
語
・
現
代
文
学
学
系
『
言
語
文
化
論
集
』
冨
一
ω
．

　
　
曽
よ
O
〇
一
曇
ω
－
き
－
窪
所
収
。

高
橋
輝
和
（
；
邊
）
一
古
期
ド
イ
ツ
語
文
法
、
大
学
書
林
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
早
稲
田
大
学
助
教
授
・
一
橋
大
学
講
師
）
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~p;~ h I : Benediktinerregel (Steinmeyer: Sprachdenkma~ler. S.203) 

cordis proprii sequatur monasterio Lat. : Nullus in 
eikanes si kefolgeet' herzin ~unistre Ahd. : niheiner in 

Herzensl I~:~R: Keiner in (dem) Kloster (seines) eigenen folge 

uoluntatem: quisquam cum abbate suo Neque presumat 

uui llin einiic mit abbate sine8]v erpaldee indi noh 
[(dem) Willen und auch nicht wage einer mit Abte seinem] 

proterue monasterio contendere. . . infra. aut foras 
frafallihha innana edo uzzaan ~unistres flizzan. . . 
[frech Klosters (zu) streiten.. .] innerhalb oder auBerhalb (des) 

~~: r~f~~)1!~~i~t::~,V11C ~ e,O),t,a)~~t~ ~: Z ~, ';~~･ Ce~7t!r '5~ 't~r~¥. ~~ r** 
I~JA{)!~q)E~~~~:1!:~~~C~,1~~~q)rF?~5ni~~1C'~~tL~F~~~~7~X~~~~U 
l~,ttl~,t~:vl. J 

~~ : si kefolgeet}~~".;~~f*B~l~lsequatur'C~ 1:' ~. ~~:~)q)If:~~:~~ ･ C VI~,. 

fcP;~ h 2 : Isidor (hrsg.v.H.Eggers. S.52ff.) 

. . Omissisque d~monum mundus 

I I diubolo mittingart firleizs~i . . . Endi dhazs 

Und daO (der} Erdkreis ... verlieBe (der) DamoneR 
reconciliaretur grati,~ conditoris. 
I ~1~ 

endi' auur aruuegDdi zi sines scheffidhes huldin. 
[und wieder zuruckkehrte zu seines Schopfers Huld. l 

~R: r...~ UCt~:~~~;~St~･･1~q)a~e~:t~~1:. I~C;J~Tq)tlJi~:~a)~*.~i'C~Z~, 
~!~~J: ~$C. J 

~E: I~~~1~O~!~~$*~~~ r~E)~:+endi ~und'J c)1~;1F~RtB V~el~. 

fp;~ h 3 : Otfrids Evangelienbuch I. 2. 1-6 

Wola drehtin min. ja bin ih sc~lc thin. 
thiu arma mbater Inin eigan thiu ist si thin! 

FingaF thinan dua anan Rltind minan. 
theni ouh h~nt thina in thia z~ngun mina. 

Thaz ih 16b thinaz si 10tentaz'. 
giburt sanes thines, drOhtines mines: 

~~: r~5~5~Lq)~E[/~C~,~l]J:. ~:~S ~k}~a~f~r~ a)~~1C' 

~~e)~~ttt2r~~,~ ~5 f~C t*-a) t~ L t･･,_~? It. 
~5 f~C k a)fl~ ~:~Lc) [] ,: ~~ IC. 

~5 ,~ t*- q)~L~~~~La)~~,t8~tL~ itC < t,_~ ~ ~¥. 

~~h;~ f~r t._- q),t~i ~!~~f~ ; ~ h;~ ~ 6 J: ~ S;. 

~,t~tr*-a)~]{F. ~kq)S;[~]);~ h]a)~~~~~:. J 
~E : Ititentazl~ ~E~~IiheC -~~ l/ C Iutenti~I~ t･･* I~ lutenter~ f~r 6 ･~ ~ ~ ~: j5 r*~ 

~s. S~1~~a)~:~ieC J~ O. 16b thinaz~C-~~~it~tL~V¥~. 
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(121) ~f'tt~f~) - h 

fp;~ h 4 : Tatian 16, 2 == JDh. l. 37-39. ;=, ,=: 

Lat- : ~~ audierur~t eum discipuli loq:u=erite~, et secuti sunt 
Ahd. : I~~! gihortun inan thie iungiron s=prebhantan inti folgetun 

lbesum. Conversus autem lhesus et videns eos 
themo heilante. I~~ giuuanta sih ther hei=1an't inti gisah sie 

sequentes se. dicit eis: quid queritis? Qui dixerunt ei: rabbi 
imo folgente. quad in: uuaz suochet ir? Sie quadun i!]o: rabbi 

(quod dicitur interpretatuo, magister) ubi habitas? Dicit ' 

(thaz ist arrekit ~ els: , meistar) uuar artos? Th6 quad her in: 

venite et videte. Venerunt " et viderunt ubi maneret. 
quemet inti glsehet. Qu~mun sie th6 inti =gisahun uuar he uuoneta 

et apud eum manserunt die illo; hor~ autem erat quasi decima. 
inti uuonetun mit i910 then tag; i~~! uuas th:iu zehenta zit thes tages 

Luther: Vn__*d zween seiner Junger hdreten jnj･reden / vnd folgeten Jhesu 
nach. Jhesus aber wandte sieh vmb / vnd s=~he,sie nach'folgen / vnd 
sprach zu jnen / Was suchet jr? Sie aber sppachen zu jm / Rabbi (das 
ist verdolmetscht / Weister) Wo bistu zur h~rberge? Er sprach zu jnen / 
Kompt vnd sehets. Sie kaflten vnd sahens / vnd= blieben denselbigen tag 
bey jE:. Es war aber vmb die zehende stunde. 

~R: r:~q)e~, ~~FFt-,-~,e~i~ [~~L~S '¥;~I~~-~s-.~..F,~c)~:~lu¥r~~~I~E [4 JJ:;~l 

IC1)ul~V11)t,_･･. ~q)R~. ~tu¥~Et~~~t,~~. J~uC{:~~,~i~~}~C1)u¥ 
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