
　

日
本
文
学
の
大
規
模
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
有
す
る
国

文
学
研
究
資
料
館
は
、
緊
急
事
態
宣
言
下
の
4
月
下

旬
、「
日
本
古
典
と
感
染
症
」
と
い
う
動
画
を
ウ
ェ

ブ
で
公
開
し
、
反
響
を
呼
ん
だ
。

　

社
会
全
体
で
感
染
症
を
乗
り
越
え
て
き
た
日
本
人

の
知
恵
に
つ
い
て
、
ロ
バ
ー
ト 

キ
ャ
ン
ベ
ル
館
長

に
聴
い
た
。

記
録
さ
れ
て
き
た
不
測
の
事
態

─
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
経
済
状
況
の
厳
し
さ
や

医
療
体
制
の
逼
迫
な
ど
、
感
染
症
を
め
ぐ
る
不
安
を

日
常
に
抱
え
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
は
、

日
本
古
典
と
感
染
症

ど
う
し
て
も
現
在
の
状
況
に
と
ら
わ
れ
が
ち
で
す
が
、

日
本
に
は
、
古
代
か
ら
疫
病
に
苦
し
め
ら
れ
な
が
ら

も
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
き
た
と
い
う
歴
史
が
あ
り

ま
す
。
そ
こ
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

私
は
い
ま
、
感
染
症
を
通
じ
て
日
本

文
学
全
体
を
と
ら
え
直
す
、
と
い
う
こ
と
に
取
り
組

み
は
じ
め
て
い
ま
す
。
私
の
専
門
は
、
18
～
19
世
紀

の
日
本
文
学
、
そ
の
な
か
で
飢
饉
の
際
の
記
録
で
あ

る
「
救き

ゅ
う

荒こ
う

書し
ょ

」
と
い
う
も
の
に
注
目
し
て
い
ま
す
。

そ
の
な
か
に
は
感
染
症
を
題
材
に
し
た
も
の
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば
「
伊

勢
物
語
」
や
「
方
丈
記
」、「
徒
然
草
」
に
も
感
染
症

の
影
響
が
み
ら
れ
、「
万
葉
集
」
に
も
天
然
痘
の
こ

と
を
詠
っ
た
挽
歌
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
も
、
自

然
災
害
や
戦
乱
と
同
様
に
、
感
染
症
は
非
常
に
重
要

な
歴
史
的
転
換
点
で
あ
り
、
文
学
発
生
の
大
き
な
原

動
力
に
な
る
こ
と
は
専
門
家
と
し
て
認
識
し
て
い
ま

し
た
が
、
今
回
、
身
を
も
っ
て
思
い
知
り
ま
し
た
。

　

自
然
災
害
の
多
さ
が
深
く
関
係
す
る
と
思
わ
れ
ま

す
が
、
日
本
の
古
典
文
学
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
事

を
細
や
か
に
観
察
し
、
記
録
し
て
き
た
と
い
う
特
徴

が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
江
戸
時
代
の
記
録
を
み
て
い

く
と
、
麻
疹
は
20
～
25
年
ご
と
に
周
期
的
に
流
行
し

国
文
学
研
究
資
料
館
長

ロ
バ
ー
ト 

キ
ャ
ン
ベ
ル

時の調べ
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て
い
ま
す
。残
さ
れ
た
記
録
か
ら
、ど
れ
ぐ
ら
い
の
財

産
や
人
命
が
失
わ
れ
た
か
、
ど
う
す
れ
ば
命
を
守
る

こ
と
が
で
き
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

時
間
と
空
間
の
デ
ィ
ス
タ
ン
ス

─
時
代
に
よ
っ
て
、
解
決
策
が
異
な
る
点
、
あ
る

い
は
共
通
し
て
い
る
点
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

近
世
に
な
る
と
、
情
報
網
が
徐
々
に
細
か
く
な
り

ま
す
。
交
通
手
段
と
し
て
街
道
が
発
達
し
、
大
き
な

紛
争
が
な
い
た
め
、
17
世
紀
末
頃
か
ら
空
間
移
動
が

格
段
に
容
易
と
な
り
、
人
か
ら
人
へ
と
情
報
が
伝
播

し
ま
す
。
商
業
と
し
て
の
出
版
も
発
達
し
、
活
発
な

情
報
・
消
費
社
会
が
形
成
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
、

麻
疹
や
コ
レ
ラ
、
天
然
痘
の
流
行
に
関
す
る
記
録
や

キ
ャ
ン
ベ
ル　

平
安
時
代
か
ら
中
世
ま
で
、
仏
教
と

と
も
に
朝
鮮
や
中
国
か
ら
伝
来
し
た
医
学
の
知
識
が

共
有
さ
れ
ま
す
が
、
祈
り
に
よ
っ
て
病
か
ら
身
を
守

る
と
い
う
文
化
も
生
ま
れ
ま
し
た
。
神
社
な
ど
の
四

隅
に
風ふ

う

鐸た
く

が
つ
る
さ
れ
る
な
ど
、
邪
気
の
侵
入
を
防

ぐ
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
匠
、
さ
ら
に
は
宗
教
的
な

行
事
も
あ
り
ま
し
た
。

伝
承
に
つ
い
て
も
、
緻
密
に
な
っ
て
い
き

ま
す
。

　

例
え
ば
、
江
戸
時
代
の
戯
作
者
、
式
亭

三
馬
は
１
８
０
３
年
、
江
戸
を
襲
っ
た
麻

疹
に
つ
い
て
、「
麻ま

疹し
ん

戯き

言げ
ん

」
と
い
う
書

物
を
著
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
身
分
の
人
々
が

麻
疹
に
よ
っ
て
右
往
左
往
す
る
姿
、
人
の

い
な
く
な
っ
た
街
の
様
子
な
ど
を
パ
ロ
デ

ィ
ー
と
し
て
描
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

「
飲
む
も
の
食
べ
る
も
の
、ま
る
で
味
が
し

な
い
。
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
体
調
が
回
復
す

る
ま
で
12
日
間
を
指
折
っ
て
ふ
と
ん
の
中

で
待
つ
以
外
な
い
」
と
い
っ
た
よ
う
な
書

き
ぶ
り
で
、
病
の
経
過
や
心
理
的
な
不
安

ま
で
正
確
に
観
察
し
伝
え
て
い
る
の
で
す
。

麻疹戯言

東京大学総合図書館所蔵
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ま
た
、
こ
れ
は
別
の
記
録
で
す
が
、
皮
膚
に
疱
瘡

の
痕
が
残
っ
た
り
、
瘡か

さ

が
で
き
た
り
し
た
と
き
に
、

そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
風
呂
湯

の
中
に
酒
を
入
れ
て
体
を
消
毒
す
る
儀
式
が
記
録
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
儀
式
を
複
数
回
、
時
間
を
お
い

て
行
い
、
本
当
に
治
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し

た
う
え
で
、
社
会
に
復
帰
さ
せ
る
と
い
う
知
恵
が
あ

り
ま
し
た
。
い
ま
の
私
た
ち
が
手
指
の
消
毒
を
徹
底

し
、
感
染
の
疑
い
が
あ
れ
ば
無
症
状
で
も
14
日
間
は

隔
離
す
る
と
い
う
こ
と
と
同
じ
こ
と
を
し
て
、
経
験

則
か
ら
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

─
現
在
の
様
子
を
記
録
し
た
の
か
と
思
う
よ
う
な

書
き
ぶ
り
で
す
ね
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　
江
戸
期
の
山さ

ん

村そ
ん

記
録
の
研
究
者
か
ら

は
、
こ
ん
な
日
記
の
記
述
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

街
道
を
伝
っ
て
感
染
症
発
生
の
ニ
ュ
ー
ス
が
入
っ
て

く
る
と
、
村
長
は
す
ぐ
に
村
中
に
知
ら
せ
て
食
料
な

ど
を
準
備
さ
せ
て
、
人
々
が
密
集
し
た
村
落
か
ら
離

散
で
き
る
よ
う
に
計
ら
い
、
各
自
が
作
っ
た
小
屋
に

退
避
し
ま
す
。
当
時
は
も
ち
ろ
ん
「
３
密
」
と
い
う

言
葉
を
使
い
ま
せ
ん
が
、
換
気
を
良
く
し
、
密
集
し

た
所
か
ら
離
れ
て
、
人
と
の
交
わ
り
を
し
な
い
、
そ

う
い
う
密
を
避
け
る
こ
と
が
、
す
で
に
江
戸
時
代
か

ら
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
日
本
で
他
の
国
よ
り
も
早
く

「
３
密
」
を
避
け
る
対
応
が
浸
透
し
た
理
由
は
、
歴

史
的
な
土
台
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

各
業
界
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
自

分
た
ち
で
律
す
る
と
い
う
現
在
の
形
も
、
江
戸
時
代

か
ら
ず
っ
と
続
い
て
い
る
自
衛
手
段
な
の
で
す
。

感
染
症
は
誰
に
で
も 

平
等
に
や
っ
て
く
る

─
い
ま
、
そ
う
し
た
歴
史
の
延
長
線
上
に
い
る
私

た
ち
に
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
試
さ
れ
て
い
る
と

感
じ
ま
す
か
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

19
世
紀
の
江
戸
と
い
う
町
は
、
世
界

一
の
人
口
密
度
を
持
つ
都
市
空
間
で
し
た
が
、
ロ
ッ

ク
ダ
ウ
ン
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
飢
饉
や
感
染

症
の
流
行
に
際
し
て
は
、「
贅
沢
を
す
る
な
」
と
い

う
御
触
書
が
出
て
、
営
業
停
止
で
は
な
い
も
の
の
、

人
々
は
劇
場
や
遊
廓
に
は
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
江

戸
時
代
の
戯
作
で
は
、
い
つ
も
羽
振
り
よ
く
着
飾
っ

て
偉
そ
う
に
歩
い
て
い
る
富
裕
層
を
登
場
さ
せ
て
、

そ
の
人
た
ち
が
顔
面
蒼
白
に
な
っ
て
い
る
様
子
に
つ

い
て
滑
稽
味
を
も
っ
て
描
い
て
い
ま
す
。
感
染
症
は
、

私
た
ち
が
平
等
に
弱
さ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
突
き

付
け
て
き
ま
す
。
そ
の
弱
さ
を
江
戸
時
代
の
人
た
ち

は
非
常
に
細
か
く
描
く
わ
け
で
す
。
物
語
と
は
い
え
、

現
実
味
の
あ
る
話
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
当
時
の
人
た

ち
が
そ
れ
を
見
て
、
少
し
斜
に
構
え
た
「
笑
い
」
と

い
う
行
為
で
客
観
視
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

天
保
の
大
飢
饉
の
直
後
に
は
疫
病
が
流
行
り
ま
す

が
、
１
８
３
０
年
代
に
書
か
れ
た
「
救
荒
書
」
の
中

に
、
飢
餓
で
苦
し
む
人
へ
の
施
し
方
に
つ
い
て
説
い

て
い
る
本
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
本
当
に
胸
を
打
た

れ
る
も
の
で
、
例
え
ば
「
食
べ
物
を
与
え
る
と
き
に
、

ぞ
ん
ざ
い
な
態
度
で
接
し
て
は
絶
対
に
い
け
な
い
。

食
糧
難
、
災
難
、
病
気
な
ど
は
天
の
成
せ
る
業
で
あ

っ
て
、
偶
然
あ
な
た
は
運
が
良
か
っ
た
だ
け
で
あ

る
」
と
。
特
に
、
苦
し
ん
で
い
る
人
と
接
す
る
と
き

に
、
人
の
真
価
が
表
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

立
派
な
刀
を
腰
に
差
し
て
歩
い
て
い
る
侍
の
な
か
に
、

非
常
時
に
全
く
役
に
立
た
ず
、
自
分
の
保
身
だ
け
を

考
え
る
人
も
い
る
。
そ
の
よ
う
な
侍
を
茶
化
し
た
り

批
判
し
た
り
す
る
の
が
江
戸
時
代
の
文
化
で
し
た
。

　

例
え
ば
、
マ
ス
ク
を
着
け
る
か
着
け
な
い
か
、
リ
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ス
ク
が
高
い
場
所
に
行
く
か
ど
う
か
と
い
う
一
つ
一

つ
の
選
択
が
、
自
分
や
家
族
を
守
る
た
め
で
も
あ
る

の
で
す
が
、
直
接
は
知
ら
な
い
人
た
ち
の
た
め
の
行

動
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
の
人
々

に
と
っ
て
は
常
識
と
も
い
え
る
感
覚
と
し
て
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
が
、
い
ま
の
私
た
ち
が
共
有
す
べ
き
こ

と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
共
有
」
が
心
の
浄
化
へ
の
道
筋

─
自
分
や
身
近
な
人
を
守
る
だ
け
で
は
な
く
、
知

ら
な
い
人
た
ち
を
も
守
る
た
め
に
行
動
す
る
こ
と
が
、

江
戸
時
代
か
ら
の
知
恵
で
あ
っ
た
こ
と
に
改
め
て
感

動
を
覚
え
ま
し
た
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
ま
す
か
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

資
料
館
に
は
２
万
タ
イ
ト
ル
以
上
の

古
典
籍（
明
治
よ
り
前
に
作
ら
れ
た
本
）と
６
０
５
点

以
上
の
歴
史
的
記
録
資
料
が
保
管
さ
れ
て
い
て
、
そ

れ
を
実
際
に
手
に
取
っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
10
年
間
に
30
万
タ
イ
ト
ル
の
画
像
を
収
め
る

「
新
日
本
古
典
籍
DB
」
を
作
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
手

軽
に
か
つ
無
料
で
み
ら
れ
る
よ
う
、
大
規
模
な
デ
ー

タ
集
積
や
整
備
、
国
内
外
に
向
け
た
発
信
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。

　

例
年
、
大
学
共
同
利
用
機
関
と
し
て
、
春
先
は
国

内
外
か
ら
の
利
用
者
が
多
く
訪
れ
る
時
期
で
す
。
そ

の
時
期
に
緊
急
事
態
宣
言
が
発
出
さ
れ
、
休
館
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
う
し
た
状
況
下
で

も
、
と
に
か
く
発
信
し
続
け
る
こ
と
が
私
た
ち
の
ミ

ッ
シ
ョ
ン
だ
と
考
え
ま
し
た
。
ま
た
、
研
究
者
だ
け

で
な
く
、
例
え
ば
在
宅
勤
務
を
し
て
い
る
人
、
学
習

機
会
が
狭
め
ら
れ
て
い
る
人
な
ど
の
幅
広
い
方
々
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
リ
ソ
ー
ス
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
考

え
、
４
月
下
旬
に
、
当
館
の
ウ
ェ
ブ
に
「
日
本
古
典

と
感
染
症
」
と
い
う
動
画
を
日
本
語
と
英
語
で
ア
ッ

プ
し
ま
し
た
。
日
本
独
自
の
感
染
症
に
対
す
る
向
き

合
い
方
、
波
が
去
っ
た
後
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
立

て
直
し
方
な
ど
、
も
ち
ろ
ん
現
在
の
科
学
的
知
見
の

よ
う
に
即
戦
力
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

い
ま
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
の
時
空
を
共
有
し
て
い
る
世
界

に
、
日
本
固
有
の
経
験
を
開
い
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

　

人
々
が
距
離
を
置
き
、
不
安
な
状
態
に
置
か
れ
て

い
る
い
ま
こ
そ
、
ノ
ッ
ク
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た

扉
を
開
い
て
一
緒
に
歩
ん
で
い
く
。
そ
の
必
要
性
を
、

私
た
ち
が
長
ら
く
扱
っ
て
き
た
日
本
古
典
の
中
か
ら

示
さ
れ
、
導
か
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

 

２
０
２
０
年
7
月
14
日　

オ
ン
ラ
イ
ン
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

�（
聞
き
手
　
ソ
ー
シ
ャ
ル・コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
本
部
長
　
正
木
義
久
）
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