
方

言

文

明

史

観

I
 
J
　
「
文
化
と
し
て
の
方
言
」
か
ら
「
文
明
と
し
て
の

方
言
」
　
へ

-
'
新
し
い
価
値
観
か
ら
方
言
を
見
直
す
必
要
性

平
成
六
年
か
ら
平
成
十
二
年
に
か
け
て
、
筆
者
は
一
人
で
全
回
都
道
府
県
四

十
七
の
村
を
歩
い
て
「
あ
い
さ
つ
表
現
儀
礼
」
の
方
言
調
査
を
試
み
た
。
つ
づ

い
て
平
成
九
年
か
ら
平
成
十
三
年
に
か
け
て
'
全
回
五
百
余
の
地
点
に
つ
い
て
'

実
地
調
査
形
式
の
通
信
調
査
を
実
施
し
た
。

そ
れ
ら
の
結
果
の
1
部
を
平
成
十
二
年
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
開
催
さ
れ
た
第
一
二

回
国
際
方
言
学
者
・
地
理
言
語
学
者
会
議
で
講
演
し
報
告
し
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
会
議
で
筆
者
は
'
「
朝
家
族
の
出
会
い
の
あ
い
さ
つ
表
現
儀
礼
」
が
相
に
は

無
く
て
、
郡
市
に
あ
る
と
い
う
事
実
を
発
見
し
'
そ
の
原
因
が
、
昭
和
四
十
年

代
の
核
家
族
化
・
洋
風
建
築
化
・
人
口
の
都
市
集
中
化
な
ど
に
あ
る
と
解
釈
し

指
摘
し
た
。
す
る
と
へ
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
も
同
じ
現
象
が
あ
る
と
の
賛
意
が
述
べ

ら
れ
'
ア
ジ
ア
地
域
に
も
同
様
の
状
況
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
後
で
分
か
っ
て
き

た
。

江
　
端
　
義
　
夫

か
つ
て
は
、
数
世
代
の
家
族
構
成
員
が
間
仕
切
り
の
無
い
茅
茸
き
の
家
に
同

居
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
'
家
族
の
構
成
H
同
士
の
許
仙
講
に
l
体
感

が
見
ら
れ
、
身
振
り
や
し
ぐ
さ
で
相
手
の
言
い
た
い
こ
と
を
推
R
出
す
る
こ
と
が

容
易
に
で
き
た
の
で
あ
る
.
し
か
し
'
居
住
形
態
の
変
化
に
伴
い
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
も
日
本
で
も
'
マ
イ
ホ
ー
ム
化
が
進
み
も
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
個
室
を
持
つ

こ
と
が
望
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
な
る
と
'
家
族
間
の
意
志
疎
通
で
さ

え
容
易
で
は
な
く
な
る
L
t
声
を
掛
け
合
わ
な
-
て
は
関
係
の
維
持
さ
え
お
ぼ

つ
か
な
く
な
る
。

さ
て
も
文
明
の
進
化
に
と
も
な
う
言
語
行
為
の
変
化
に
つ
い
て
は
'
地
域
の

特
異
性
と
か
伝
統
と
か
で
は
解
釈
で
き
な
い
次
元
の
こ
と
と
し
て
、
新
し
-
考

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
態
が
生
じ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
-
、
こ
れ

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
の
特
別
な
現
象
で
も
な
-
'
日
本
だ
け
に
特
別
な
現
象

で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
へ
　
「
家
族
の
朝
の
あ
い
さ
つ
儀
礼
を
し
な

い
」
と
い
う
「
無
の
文
化
の
共
有
」
は
、
文
化
と
い
う
個
別
の
地
域
現
象
で
は

説
明
で
き
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
'
「
居
住
形
態
の
都
市
化
」

が
経
験
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
指
標
だ
と
い
う
こ
と
が
判

明
す
る
。
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こ
う
な
る
と
'
も
は
や
地
域
方
言
や
社
会
方
言
だ
け
で
方
言
を
規
定
し
て
き

た
従
来
の
定
義
で
は
'
筆
者
の
「
あ
い
さ
つ
表
現
儀
礼
の
研
究
」
に
つ
い
て
の

解
明
は
不
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
そ
う
い
う
枠
組
み
を
は
る
か
に
逸
脱
し
て

し
ま
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
'
「
あ
い
さ
つ
言
葉
の
研
究
」
は
、

当
然
、
方
言
研
究
の
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
方
言
を
文
化
と
見
な
す
従
来
の
狭
い

考
え
方
を
改
め
、
あ
い
さ
つ
表
現
な
ど
の
方
言
を
広
-
文
明
と
見
な
す
考
え
方

が
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で

あ
る
。

2
、
方
言
文
明
史
観

昭
和
五
十
三
年
に
、
国
立
大
学
協
同
利
用
機
関
で
あ
る
「
放
送
教
L
f
;
開
発
セ

ン
タ
I
」
か
ら
の
依
軒
を
受
け
て
、
広
島
大
学
放
送
教
育
実
験
実
施
委
朋
会
は
'

公
開
講
座
『
方
言
と
文
化
』
を
企
画
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
筆
者
は
た
ま
た
ま
、

そ
の
企
画
の
世
話
係
-
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
-
、
「
方
言
と
文
化
」
と
い
う
課

題
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
祈
り
も
良
か
っ
た
の
で
、
従
来
の
言
語

学
体
系
で
常
識
と
さ
れ
て
い
た
「
音
韻
・
文
法
・
語
蓑
」
と
い
う
平
凡
な
枠
組

み
で
は
な
-
'
そ
の
当
時
流
行
し
て
い
た
文
化
人
類
学
的
な
視
点
を
包
括
し
た

総
合
的
な
視
点
で
の
枠
組
み
を
構
想
す
る
試
み
を
し
た
。
そ
れ
ら
の
成
果
は
、

後
に
『
日
本
語
方
言
学
-
そ
の
課
題
と
方
法
-
」
　
(
型
=
{
堂
山
版
)
と
な
り
、

先
の
テ
キ
ス
ト
を
一
部
修
正
し
た
上
で
'
刊
行
さ
れ
た
。

確
か
に
、
「
方
言
と
文
化
」
と
い
う
課
題
は
'
昭
和
五
十
年
代
の
学
問
が
求

め
て
い
た
時
代
の
欲
求
に
よ
-
適
合
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と

え
ば
、
梅
梓
忠
夫
氏
や
中
根
千
枝
氏
'
山
口
昌
男
氏
'
本
田
勝
一
氏
'
川
田
順

造
氏
、
加
藤
秀
俊
氏
'
青
木
晴
夫
氏
や
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
民
ら
の
成
果
が
肢
い

ば
か
り
の
絶
賛
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
時
間
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
「
文
化
」

に
は
、
新
鮮
な
魅
力
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
「
文
化
住
宅
」
な
ど

に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
少
し
酒
搭
た
住
居
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
う
い

ぅ
ィ
メ
-
ジ
と
は
異
な
り
、
昭
和
四
、
五
十
年
代
の
「
文
化
」
に
は
'
地
球
規

模
で
自
己
を
見
直
し
発
見
し
よ
う
と
す
る
「
知
」
　
の
狩
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
見
ら

れ
た
。
す
な
わ
ち
、
異
質
な
民
族
や
異
な
っ
た
地
域
の
風
俗
や
習
慣
に
つ
い
て

の
「
知
」
を
食
欲
に
求
め
記
述
し
、
地
球
上
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
人
類
が
共
存

し
て
い
る
も
の
な
の
だ
と
認
識
す
る
、
そ
の
よ
う
な
相
対
観
を
滴
足
さ
せ
る
た

め
の
　
「
文
化
」
　
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
'
二
、
三
十
年
が
経
過
し
'
地
球
上
に
生
き
て
い
る
人
類
の
生
態
が
'

か
な
-
詳
し
く
分
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
も
科
学
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
特
に
「
電
気
」
の
普
及
に
よ
り
'
生

活
は
T
変
し
た
よ
う
に
思
う
。
ガ
ソ
リ
ン
の
利
用
は
め
ざ
ま
し
く
へ
動
力
を
利

用
し
て
遠
-
へ
飛
行
し
た
-
'
自
動
車
旅
行
を
し
た
り
す
る
余
裕
も
で
き
た
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
生
活
の
社
会
的
な
枠
組
み
を
日
常
的
に
壊
し
て
い
く

「
文
明
」
と
い
う
模
様
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
'
従
来
の
「
人
間
の
文
化
」
の

枠
組
を
大
き
-
変
革
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
-
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。今

ま
で
は
'

飛
鳥
文
化
'
天
平
文
化
'
北
山
文
化
'
摘
亦
山
文
化
、
縄
文
文
化
へ
物
即
日

文
化
'
照
兼
樹
林
文
化
'
精
神
文
化
'
政
治
文
化
も
児
童
文
化
へ
オ
ホ
ー

ツ
ク
文
化
へ
　
マ
ド
レ
ー
ヌ
文
化

の
よ
う
に
も
あ
る
時
代
や
あ
る
地
域
ー
あ
る
領
域
に
限
っ
て
ま
と
ま
り
の
あ
る

様
式
の
全
体
が
「
文
化
」
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
用
語
は
非
常
に
多
様
で
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あ
り
、
今
日
で
も
方
言
が
「
地
域
文
化
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
も
容
易
に
理
解

さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
文
明
」
と
い
う
用
語
は
我
々
の
周
関
に
極
め
て
少
な
く

福
沢
諭
吉
の
r
文
明
論
之
概
略
」
や
梅
柑
忠
夫
氏
の
『
文
明
の
生
態
史
組
3
-

ら
い
し
か
節
見
に
入
ら
な
い
.
ち
な
み
に
r
広
辞
苑
j
四
版
で
「
文
明
」
と
い

う
語
墓
を
探
し
て
み
る
と
、

接
械
文
明
、
物
質
文
明
も
エ
ー
ゲ
文
明
、
キ
ク
ラ
デ
ス
文
明
'
ク
レ
タ

文
明
、
ミ
ケ
-
メ
文
明
、
ミ
ケ
ナ
イ
文
明
、
ミ
ノ
ア
文
明
へ
　
ミ
ユ
ケ
ナ

イ
文
明

が
兄
い
だ
さ
れ
た
。
「
文
明
」
を
表
現
し
た
馴
染
み
な
語
句
に
は
出
会
わ
な
か
っ

た
。
い
わ
ば
'
「
文
明
」
な
る
用
語
は
、
歴
史
上
か
ら
姿
を
消
し
た
特
定
の
民

族
生
活
の
総
体
を
さ
し
て
言
う
よ
う
で
あ
-
、
し
か
も
日
常
生
活
と
は
縁
遠
い

も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、

我
々
の
生
活
を
革
新
的
に
変
え
て
い
る
も
の
は
、
「
文
明
」
の
力
で
あ
る
。
そ
の

「
文
明
」
に
心
を
寄
せ
な
-
て
は
'
日
々
に
変
化
し
っ
つ
あ
る
方
言
を
考
え
る

学
問
と
し
て
不
十
分
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
'
筆
者
が
考
え
る
と
こ
ろ
の
「
方
言
文
明
史
観
」
に
つ
い
て
、
具

体
的
に
説
明
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二
、
方
言
共
時
態
で
も
通
時
態
で
も
な
い
理
知
態

-
'
縦
糸
で
も
横
糸
で
も
な
い
文
明
模
様

有
名
な
ス
イ
ス
の
言
語
学
者
'
フ
エ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
の

二
股
言
語
学
講
義
」
で
は
'
言
語
の
研
究
を
共
時
態
と
適
時
態
と
に
分
け
'

特
に
共
時
態
で
の
研
究
を
優
先
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方

が
二
十
世
紀
を
牽
引
し
て
き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
十
九
世
紀
が
適

時
態
の
l
I
と
紀
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
次
に
続
-
の
は
'
当
然
、
共
時
態
の
世
紀
で

あ
る
こ
と
は
、
世
の
常
で
あ
ろ
う
.
さ
ら
に
次
の
二
十
l
牡
紀
は
'
二
十
世
紀

の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
だ
と
す
れ
ば
、
適
時
態
へ
回
帰
す
る
と
予
想
さ
れ
る
。
し
か

し
、
筆
者
は
別
の
考
え
方
を
提
示
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
共
時

態
を
示
す
横
糸
と
適
時
態
を
示
す
縦
糸
と
を
繋
ぐ
文
明
の
模
様
と
い
う
も
の
が

無
け
れ
ば
'
真
の
言
語
文
化
は
成
-
立
た
な
い
と
理
論
的
に
考
え
て
い
る
の
で

あ
る
。た

と
え
ば
、
寒
さ
を
凌
ぐ
衣
服
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
'
生
き
て
い

く
上
で
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
'
地
域
文
化
の
色
合
い

を
反
映
し
て
、
様
々
な
様
式
が
で
き
て
い
る
。
ま
さ
に
、
人
類
の
多
様
な
文
化

を
証
明
す
る
文
化
項
目
又
は
へ
文
化
指
椎
と
見
ら
れ
て
い
る
。
生
活
の
視
点
で

衣
服
を
見
れ
ば
'
共
時
的
な
記
述
に
な
る
し
、
そ
の
衣
服
の
交
換
儀
礼
に
つ
い

て
考
察
す
れ
ば
'
民
族
社
会
を
超
え
た
文
化
人
矧
学
的
で
適
時
的
な
考
察
が
見

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
柳
田
国
男
の
「
蛸
牛
考
」
や
「
木
綿
以
前
の
こ
と
」
「
海

上
の
道
」
な
ど
は
、
民
俗
学
の
よ
う
で
あ
-
つ
つ
も
、
筆
者
に
と
っ
て
は
、
文

化
通
時
論
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
ど
こ
か
ら
ど
こ
へ
と
い
う
「
動
き
」
が
問
わ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
縦
糸
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

る
。と

こ
ろ
が
へ
　
こ
こ
で
筆
者
が
文
明
模
様
と
言
う
の
は
'
縦
糸
で
も
な
く
横
糸

で
も
な
く
'
縦
と
横
と
を
行
き
交
う
模
様
そ
れ
事
態
の
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
'

超
時
間
で
あ
り
、
超
空
間
で
あ
る
。

別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
確
実
に
時
代
を
進
化
さ
せ
る
方
向
に
し
か
進
ま
な
い
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原
則
が
見
え
る
。
そ
う
い
う
永
遠
な
進
化
論
の
指
命
を
持
つ
と
も
言
え
る
し
、

そ
の
よ
う
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
動
物
は
出
鱈
目
が
あ
り
得
る

が
、
改
良
し
た
り
発
明
し
た
-
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
'
文
明
と
い
う
こ

と
と
は
無
縁
で
あ
る
。
少
な
-
と
も
ー
動
物
は
言
語
と
い
う
文
明
の
し
わ
ざ
に

は
'
関
わ
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
体
系
と
儀
礼
と
を
持
つ
行
為
は
、
文
化
の
所

産
と
し
て
の
伝
統
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
な
-
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
点
で
'
文

明
模
様
は
、
歴
史
的
な
伝
統
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
り
、
極
め
て
人
間
的
な
も

の
で
あ
る
。

2
、
進
化
態
と
し
て
の
プ
ロ
セ
ス

た
と
え
ば
'
共
時
態
と
適
時
態
と
の
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も

の
を
文
明
模
様
と
し
て
見
つ
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
進
化
態
と
し
か
言
い
よ

う
が
な
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

具
体
的
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
人
の
出
入
り
の
無
い
閉
鎖
さ
れ
た
村
社
会
と
い

う
単
位
が
通
用
し
な
-
な
っ
て
い
る
の
に
'
学
校
で
は
'
朝
、
人
に
出
会
っ
た

ら
あ
い
さ
つ
を
し
な
さ
い
と
教
え
ら
れ
て
い
る
。
村
社
会
で
は
'
全
国
各
地
の

自
動
車
ナ
ン
バ
ー
を
つ
け
た
車
が
走
-
、
知
ら
な
い
多
数
の
人
が
行
き
交
う
。

村
で
、
知
っ
た
顔
と
出
会
う
場
融
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
村
の
伝
統
的
な
職

業
に
つ
い
て
い
る
家
で
は
、
各
戸
に
二
台
以
上
の
車
が
あ
り
'
近
く
に
仕
事
へ

行
-
時
に
で
も
へ
歩
-
こ
と
な
ど
は
し
な
い
。
田
舎
で
は
、
歩
く
人
の
姿
を

さ
っ
ぱ
り
見
な
-
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
い
う
村
社
会
に
お
い
て
、
「
あ
い

さ
つ
励
行
」
が
奨
励
さ
れ
て
い
る
の
は
、
村
社
会
の
内
的
変
化
に
慨
嘆
し
た

人
々
が
'
過
去
の
濃
密
な
人
情
だ
け
を
と
-
も
ど
そ
う
と
哨
い
で
い
る
姿
と
解

釈
さ
れ
る
。
仝
凹
各
地
の
田
園
に
掲
げ
ら
れ
た
立
て
看
板
に
は
'
「
あ
い
さ
つ

励
行
」
の
標
語
が
ー
村
の
小
学
校
と
か
教
育
委
員
会
と
か
の
責
任
で
次
の
写
真

で
見
ら
れ
る
よ
う
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。

(
熊
本
県
坂
本
村
　
1
九
九
六
)(

三
窮
批
勢
和
柑



こ
の
よ
う
な
現
実
に
つ
い
て
へ
ど
の
よ
う
に
説
明
し
た
ら
い
い
か
。
す
な
わ

ち
、
枠
組
み
と
し
て
の
村
の
　
「
言
語
共
同
体
」
が
鎖
国
性
を
持
た
な
く
な
っ
た

の
に
、
村
人
は
'
昔
の
状
態
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
、
も
が
い
て
い
る
と
筆
者

と
し
て
は
'
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
人
に
声
を
か
け
る
と
い
う
行
為
が
'
「
知
-
合
い
だ
け

に
限
ら
れ
る
」
と
い
う
ル
ー
ル
が
共
有
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
進

ん
で
、
「
知
り
合
い
で
な
い
人
に
も
声
を
か
け
る
」
と
い
う
新
し
い
ル
ー
ル
を
作

れ
ば
い
い
の
に
ー
そ
れ
は
'
日
本
人
全
体
の
ル
ー
ル
に
反
す
る
の
で
'
そ
こ
ま

で
は
踏
み
込
め
な
い
の
で
あ
る
。

あ
る
時
代
か
ら
あ
る
時
代
へ
の
変
化
を
見
据
え
な
い
と
'
こ
の
よ
う
な
言
語

の
実
態
に
は
気
づ
か
な
い
L
t
違
和
感
さ
え
持
た
な
い
に
ち
が
い
な
い
。
し
か

し
、
そ
の
原
因
が
な
ぜ
な
の
か
は
、
牲
し
い
け
れ
ど
も
も
確
実
に
進
化
す
る
プ

ロ
セ
ス
の
中
で
こ
そ
構
築
さ
れ
る
も
の
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
進
化

態
と
し
て
の
プ
ロ
セ
ス
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

3
、
体
系
と
し
て
の
静
止
態
で
な
く
、
行
為
と
し
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ア

音
緋
の
体
系
や
二
音
節
名
詞
の
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
と
か
動
詞
の
活
用
形
の
体

系
と
か
の
よ
う
に
、
閉
じ
た
体
系
が
明
確
に
兄
い
だ
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
'
こ
こ
で
'
理
知
態
と
で
も
仮
に
言
お
う
と
し
て
い
る
も
の
は
、

ヌ
エ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
'
文
明
の
模
様
で
あ
る
か
ら
、
可
視
で
き
て
も
容

易
に
自
分
の
力
だ
け
で
改
変
で
き
る
も
の
で
も
な
い
.
拘
光
さ
れ
た
り
、
束
縛

さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
自
分
だ
け
で
は
そ
れ
を
否
定
し
き
れ
な
い

も
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
類
似
な
も
の
に
「
し
ぐ
さ
」
が
あ
る
。
た
と
え
ば
'
村
社
会
で
は
、

一
度
な
ら
ず
数
度
ま
で
も
、
お
辞
儀
を
し
て
'
遠
-
か
ら
で
も
気
づ
い
て
い
る

こ
と
を
相
手
に
知
ら
せ
、
こ
れ
を
礼
儀
と
し
て
認
知
し
て
い
る
。
そ
ん
な
時
に

「
知
ら
な
い
振
り
」
を
す
る
こ
と
は
'
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の

よ
う
な
「
し
ぐ
さ
」
が
生
来
の
土
地
の
文
化
と
し
て
身
に
つ
い
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
し
ぐ
さ
」
と
い
う
記
号
を
も
言
語
の
範
時
に
入
れ
れ
ば
、

方
言
文
明
の
一
項
目
と
し
て
-
扶
-
立
て
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
課

芯
で
あ
る
。

4
、
景
観
と
し
て
の
持
寄
の
森
又
は
大
聖
堂

宗
教
を
文
明
と
見
な
す
か
文
化
と
見
な
す
か
は
大
き
な
難
問
で
あ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
こ
れ
は
人
間
に
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の
で
、
生
き
方
そ
の
も
の

で
も
あ
る
と
言
っ
て
良
い
。
又
、
生
き
方
を
規
定
し
て
い
る
し
、
時
代
ご
と
に

変
存
し
て
き
て
も
い
る
。
宗
教
を
持
た
な
い
民
族
は
無
い
し
、
仮
に
宗
教
が
禁

じ
ら
れ
て
い
た
ソ
ビ
エ
ト
時
代
に
も
、
そ
れ
に
代
わ
る
共
牢
王
義
と
い
う
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
が
存
在
し
て
い
た
。
何
か
し
ら
、
集
団
を
ま
と
め
あ
げ
'
結
束
さ
せ

る
精
神
的
な
杵
が
宗
教
で
あ
る
。

そ
の
宗
教
の
例
と
し
て
神
社
が
挙
げ
ら
れ
る
。
日
本
の
神
社
が
村
社
会
の
外

れ
に
位
置
し
て
い
て
'
相
の
全
体
を
掌
握
し
て
い
る
こ
と
が
景
観
の
上
か
ら
確

か
め
ら
れ
る
。
他
方
の
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
で
は
'
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
会
が

村
の
中
心
地
に
旭
て
ら
れ
'
十
字
架
が
空
に
そ
び
え
立
っ
て
い
る
の
を
見
る
こ

と
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
へ
宗
教
よ
り
も
祥
清
だ
と
い
う
信
仰
が
近
代
に
な
る
と
人
々
の
欲

望
を
支
配
し
始
め
る
.
す
る
と
、
途
端
に
都
市
の
景
観
が
違
っ
て
-
る
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
'
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
な
ど
で
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
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諸
地
方
で
見
ら
れ
た
教
会
中
心
の
都
市
国
家
の
景
観
で
は
な
い
。
数
十
階
建
て

の
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
が
林
立
す
る
世
界
最
先
端
の
理
知
的
な
都
市
景
観
で
あ
る
。

こ
れ
は
'
教
会
の
屋
根
を
は
る
か
に
超
え
た
高
さ
の
建
物
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
を
見
て
、
神
を
冒
涜
し
て
い
る
と
か
へ
神
を
汚
し
た
と
か
と
の
観
念
を
持
た

な
-
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
o
そ
う
い
う
認
識
が
'
新
し
い
文
明
観

を
支
え
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

5
'
物
質
文
明
と
し
て
の
機
械
化
(
自
動
車
)
、
経
済
発
展
指
標
と
し
て
の

流
通

地
方
で
は
、
土
地
人
同
士
が
言
葉
を
交
わ
す
機
会
が
減
っ
た
。
そ
の
原
因
の

一
つ
は
'
文
明
の
発
達
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
力
に
頼
っ
て
い
た
農
業
が
、

機
械
化
に
よ
り
へ
家
族
の
労
働
力
を
必
要
と
し
な
く
な
り
、
子
供
や
老
人
の
力

を
借
り
な
-
て
も
農
業
が
営
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
週
末
に
機
械
で

一
気
に
仕
事
を
し
て
し
ま
え
ば
、
短
期
間
に
仕
事
が
終
わ
る
。
農
業
は
'
き
わ

め
て
個
人
的
な
労
働
で
事
足
-
る
の
で
、
仲
間
う
ち
の
人
間
関
係
を
顧
慮
す
る

必
要
が
な
-
な
っ
た
。
現
代
で
は
'
柵
.
1
Y
業
が
個
人
の
遊
技
へ
あ
る
い
は
'
余
暇

に
行
う
つ
い
で
の
仕
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
農
業
が
個
人
作
業
に
変
質
す
る
と
'
今
ま
で
村
社
会
の
行
事
と

し
て
農
繁
期
を
設
定
し
'
義
務
教
育
機
関
で
農
繁
期
休
暇
を
設
け
て
い
た
地
域

で
の
一
体
的
な
生
活
形
態
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
又
、
相
で
互
い
に
助

け
合
い
'
田
植
え
や
稲
刈
-
、
収
穫
祭
へ
村
芝
居
な
ど
を
行
っ
て
き
た
集
団
的

な
行
部
が
実
施
さ
れ
に
-
-
な
る
。
そ
の
結
果
へ
相
で
は
'
互
い
を
気
遣
っ
て

行
動
す
る
習
慣
が
薄
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

都
市
と
異
な
り
'
地
方
に
は
人
々
が
互
い
に
助
け
合
わ
な
け
れ
ば
や
っ
て
い

け
な
い
節
分
が
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
た
。
た
し
か
に
t
昔
は
大
事
な
話
題
に
つ

い
て
は
夜
を
撤
し
て
の
寄
-
合
い
が
あ
-
、
1
人
の
反
対
意
見
も
無
く
な
る
ま

で
、
根
気
よ
-
話
し
合
う
決
ま
り
が
あ
っ
た
。
相
の
T
体
性
が
存
在
し
、
そ
れ

ゆ
え
の
結
束
力
に
つ
な
が
る
一
面
も
あ
っ
た
。
今
は
そ
れ
さ
え
無
く
な
り
、
簡

略
化
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
相
と
都
市
と
を
区
別
す
る
明
確
な
指
標
は
'
意
外
に
少
な
い
。

む
し
ろ
、
そ
う
い
う
地
域
や
世
代
を
超
え
て
、
機
械
化
や
自
動
車
や
交
通
機
関

や
道
路
の
敷
設
な
ど
の
よ
う
に
、
目
に
み
え
る
形
で
の
文
明
指
標
の
方
が
、
著

し
-
方
言
そ
の
も
の
を
変
え
て
き
て
い
る
と
筆
者
な
ど
は
考
え
て
い
る
6

昨
今
は
、
右
に
述
べ
た
文
明
の
基
本
に
「
流
通
」
と
い
う
用
語
で
く
く
る
こ

と
の
出
来
る
数
伯
が
、
そ
れ
を
代
弁
し
て
-
れ
る
。
以
前
は
物
と
物
と
を
交
換

す
る
た
め
の
交
易
日
加
が
方
言
に
大
き
-
関
わ
っ
た
と
さ
れ
る
。
同
じ
こ
と
を
流

通
と
言
っ
て
み
た
い
。
そ
の
流
通
と
い
う
交
流
も
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
'

昭
和
四
十
年
代
以
前
と
以
後
と
で
、
格
段
の
差
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
昭
和
四
十
年
代
以
前
の
日
本
各
地
に
は
、
地
域
毎
に
個
別
の
生
活
形
態
が

あ
っ
た
。
た
と
え
ば
各
戸
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
味
噌
を
作
り
、
自
給
自
足
に
近
い

経
営
を
誇
り
に
し
て
い
た
。
し
か
し
'
均
門
化
や
共
通
化
が
進
み
、
誰
で
も
何

処
で
も
同
じ
生
活
を
す
る
こ
と
が
幸
福
だ
と
見
ら
れ
て
、
今
日
ま
で
突
き
進
ん

で
き
た
。
方
言
を
根
本
的
に
考
え
よ
う
と
す
る
時
に
は
'
こ
の
よ
う
な
文
明
の

視
点
が
国
民
の
価
債
観
の
転
換
と
し
て
非
常
に
大
切
な
指
標
に
な
る
と
考
え
て

い
る
の
で
あ
る
。

6
、
変
動
理
知
態
と
し
て
の
方
言
文
明
史

方
言
区
画
と
い
う
テ
ー
マ
は
束
惟
操
氏
が
i
?
-
え
始
め
ら
れ
た
独
特
の
思
想
で
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あ
る
。
行
政
区
画
が
あ
る
よ
う
に
'
方
言
に
も
方
言
区
画
が
あ
っ
て
よ
い
は
ず

だ
と
い
う
の
は
、
も
っ
と
も
な
考
え
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
'
地
球
上
の
国
家
が
互
い
に
国
家
間
の
境
界
線
を
ど
こ
に
引
-
か
と

い
う
こ
と
で
'
常
に
も
め
て
い
る
。
そ
れ
と
同
様
に
'
現
在
の
方
i
j
l
j
区
画
の
実

態
も
江
戸
時
代
の
藩
政
の
区
画
を
色
濃
-
反
映
し
て
は
い
る
も
の
の
'
明
治
に

な
っ
て
か
ら
の
廃
藩
置
県
に
よ
る
区
画
を
も
強
-
打
ち
出
す
よ
う
に
も
な
っ
て

き
て
い
る
。
方
言
の
区
画
の
実
態
は
'
ど
う
い
う
言
語
事
項
を
持
ち
出
す
か
に

よ
っ
て
違
っ
て
く
る
L
t
確
定
的
な
も
の
は
無
い
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
'
今

の
方
言
学
界
の
定
説
は
、
束
順
接
氏
の
も
の
か
金
田
一
春
彦
氏
の
も
の
か
の
い

ず
れ
か
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
め
や
す
に
な
っ
て
い
る
。

さ
て
'
欧
米
で
も
方
言
境
界
線
と
い
う
思
想
は
早
-
か
ら
見
ら
れ
'
十
九
世

紀
の
終
わ
り
に
は
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ヴ
エ
ン
カ
I
も
自
分
の
l
一
一
豊
川
地
図
に
区
画
線

を
書
き
込
ん
で
い
る
。
そ
の
点
で
'
こ
れ
ら
の
思
想
に
歴
史
的
な
共
通
性
が
見

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
筆
者
が
言
い
た
い
の
は
'
そ
れ
が
固
定
的
な
思
想
で
あ
り

過
ぎ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
.
取
り
上
げ
る
言
語
事
項
で
異
な
る
区
両
線
を
も

う
四
十
年
も
そ
の
ま
ま
'
東
棟
操
説
と
し
て
引
用
し
続
け
て
い
る
現
実
に
は
'

驚
嘆
す
る
。
た
し
か
に
、
東
惟
先
生
は
優
れ
た
学
者
で
あ
-
、
立
派
な
人
格
者

で
あ
り
'
尊
敬
の
的
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
'
東
棟
氏
の
説
に
は
'
区
画
線

の
手
続
き
が
書
か
れ
て
い
な
い
し
、
具
体
的
な
方
法
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
名

人
芸
な
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
'
多
く
の
先
学
に
も
こ
れ
は
'
共
通
し
て
見

ら
れ
る
点
で
あ
る
。
誰
も
が
納
得
す
る
客
観
的
な
説
は
困
難
か
も
し
れ
な
い
が
'

中
学
生
に
で
も
分
か
る
手
続
き
に
よ
っ
て
'
方
言
区
画
が
示
さ
れ
る
こ
と
を
期

待
し
た
い
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
、
昭
和
四
十
年
以
降
の
日
本
方
言
状
態
は
'
文
明
の
進

歩
に
影
響
さ
れ
て
'
著
し
-
変
化
し
た
と
見
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
固
定
的

に
方
言
区
画
を
考
え
る
の
で
は
な
-
、
変
動
理
知
態
と
で
も
言
う
べ
き
思
想
に

立
ち
、
大
き
な
時
代
の
断
桝
が
あ
る
時
を
境
に
し
て
、
改
糾
し
な
お
す
と
い
う

柔
軟
さ
が
必
要
だ
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
'
変
動
理
知
態
と
し
て
の

方
言
文
明
史
か
ら
見
た
l
つ
の
発
言
で
も
あ
る
。

二
「
方
言
文
明
史
観

1
 
、
地
域
の
方
言
探
し
を
目
的
に
し
た
方
言
研
究
か
ら
の
脱
皮

北
海
道
の
方
言
と
亭
え
ば
「
シ
バ
レ
ル
」
'
名
古
屋
の
方
言
と
言
え
ば
「
オ

ソ
ギ
ヤ
ー
」
、
京
都
の
方
言
と
言
え
ば
「
オ
イ
デ
ヤ
ス
」
、
大
阪
の
方
言
と
言
え

ば
「
モ
ー
カ
リ
マ
ッ
カ
」
'
広
島
の
方
言
と
言
え
ば
「
ガ
ン
ス
」
'
沖
縄
の
方
言

と
言
え
ば
「
メ
ン
ソ
-
レ
」
な
ど
の
よ
う
に
'
そ
の
地
域
で
特
色
の
あ
る
語
嚢

や
言
い
方
を
取
り
出
し
て
、
も
の
珍
し
そ
う
に
品
定
め
を
す
る
の
が
方
言
研
究

だ
と
考
え
て
い
る
向
き
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
'
地
域
の
特
産

品
や
名
産
品
を
弄
ぶ
よ
う
な
心
境
で
'
こ
れ
を
得
意
が
っ
た
り
'
謙
遜
し
た
り

し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
'
観
光
物
産
品
と
し
て
の
方
言
は
'
地
域
の
観
光
「
の
れ
ん
」

や
観
光
「
手
拭
い
」
に
相
撲
番
付
と
し
て
印
刷
さ
れ
、
観
光
品
売
場
で
売
り
出

さ
れ
て
い
る
o
「
さ
ら
し
も
の
」
扱
い
に
さ
れ
て
い
る
方
言
語
墓
を
見
る
に
つ

け
て
'
バ
ナ
ナ
の
叩
き
売
り
を
見
て
い
る
よ
う
な
不
自
然
な
印
象
を
受
け
る
.

「
そ
ん
な
も
の
が
方
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
t
と
不
満
を
申
し
述
べ
た
い
衝

動
に
か
ら
れ
る
。

方
言
に
つ
い
て
人
々
が
抱
-
感
覚
は
'
右
の
よ
う
な
地
域
特
産
品
の
レ
ベ
ル
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で
も
仕
方
が
な
い
と
諦
め
る
。
し
か
し
い
ず
れ
は
'
人
間
の
生
き
方
と
一
体
的

な
行
為
そ
の
も
の
と
し
て
方
言
を
考
え
な
-
て
は
、
真
に
方
言
を
と
ら
え
る
こ

と
に
は
な
ら
な
い
と
悟
る
時
が
来
る
で
あ
ろ
う
。
方
言
に
つ
い
て
'
夜
店
の
品

を
茶
化
し
て
通
り
過
ぎ
る
趣
味
人
で
あ
っ
た
期
間
が
長
過
ぎ
は
し
な
か
っ
た
だ

ろ
う
か
。

学
校
教
育
で
も
夏
の
宿
題
と
し
て
'
昆
虫
抹
葉
や
植
物
採
集
を
課
出
に
出
し

て
き
た
よ
う
に
、
方
言
が
珍
奇
な
累
質
物
の
代
表
み
た
い
に
扱
わ
れ
過
ぎ
た
の

で
あ
る
.
そ
れ
は
'
間
違
っ
た
方
言
凱
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
止
め
な
い
限
り
、

本
当
の
方
言
観
は
育
た
な
い
。

2
、
普
遍
的
方
言
法
則
の
探
求
へ

た
と
え
ば
へ
「
茄
」
と
い
う
語
や
「
口
」
と
い
う
語
に
は
ど
う
し
て
、
地
域

に
よ
る
異
な
っ
た
語
形
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
什
」
と
か
「
森
」

と
か
の
語
に
も
地
域
に
よ
る
方
言
が
無
い
。
二
千
年
の
間
に
変
化
す
る
語
と
変

化
し
な
い
語
が
あ
り
も
そ
れ
が
ど
う
し
て
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
代
々
を
経

て
も
同
定
し
て
全
-
変
化
し
な
い
と
い
う
譜
が
存
在
す
る
こ
と
に
敬
意
を
表
し

た
い
気
が
す
る
。
筆
者
に
と
っ
て
は
、
本
当
に
変
化
し
な
い
と
い
う
語
が
あ
る

こ
と
事
態
が
不
思
議
で
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
非
標
語
と
言
わ
れ
る
も
の
に
は
'

そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

他
方
で
は
'
方
言
量
の
多
い
語
が
あ
る
.
有
名
な
「
摘
牛
」
と
か
へ
「
蟻
」

「
日
高
」
「
蛙
」
「
バ
ッ
タ
」
「
片
足
跳
び
」
「
じ
ゃ
ん
け
ん
」
な
ど
の
よ
う
に
千

供
の
遊
び
に
関
わ
る
語
に
方
言
が
多
い
と
さ
れ
て
き
た
。
或
い
は
心
情
を
表
現

す
る
語
に
も
、
土
地
の
方
言
が
多
い
O
「
シ
ン
ド
イ
」
と
か
「
イ
ピ
セ
I
」
と

か
「
エ
ズ
イ
」
と
か
「
オ
-
マ
シ
ー
」
と
か
の
よ
う
な
形
容
詞
は
、
校
雑
な
気

持
ち
を
表
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
日
本
語
方
言
の
真
骨
頂
で
あ
る
言
い
方
に
つ

い
て
は
、
ま
だ
十
分
に
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
語
に
よ
っ
て
へ
変
化
し
な
い
も
の
と
変
化
す
る
も
の
と
が
あ

る
。
こ
れ
は
ど
ん
な
原
理
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
な
る
の
か
知
-
た
い
と
筆
者

は
思
う
。
そ
う
す
れ
ば
'
世
界
の
方
言
の
変
化
法
則
も
分
か
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。
個
々
の
語
が
ど
の
よ
う
な
振
る
舞
い
を
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

も
関
心
は
あ
る
け
れ
ど
も
'
そ
れ
ら
を
包
括
し
て
、
そ
れ
ら
を
支
配
す
る
根
本

的
な
ル
ー
ル
が
知
り
た
い
の
で
あ
る
。

特
に
'
方
言
の
変
化
に
関
わ
る
人
知
の
普
遍
性
に
つ
い
て
、
神
様
の
心
遣
い

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
。
神
の
み
の
知
る
叡
知
を
密
か
に
嘆

ぎ
つ
け
た
い
と
思
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

3
'
精
神
文
化
を
包
摂
し
た
方
言
文
明
史
観
へ

方
言
を
文
化
と
考
え
れ
ば
、
常
識
的
に
そ
れ
は
'
「
精
神
作
用
」
を
問
題

に
す
る
領
域
へ
探
-
入
っ
て
い
-
こ
と
に
な
る
。
あ
る
特
定
の
集
団
が
想
像
し

た
形
象
が
具
体
的
な
姿
を
見
せ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
'
文
明
と
い
う
視
点
で
方
言
を
と
ら
え
た
な
ら
ば
'
そ
れ
は
無
限
に

発
展
す
る
軌
道
の
上
を
走
る
列
恥
に
な
る
で
あ
ろ
う
.
し
か
も
、
地
域
や
人
種

や
気
候
や
風
土
を
問
題
に
し
な
い
歴
史
観
が
想
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
o
文
明

と
言
え
ば
'
物
質
文
明
に
の
み
想
い
を
馳
せ
が
ち
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
当
は
'

精
神
文
化
を
も
包
摂
し
た
物
質
文
明
の
観
点
で
見
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

ど
う
し
て
も
、
精
神
よ
-
も
物
斯
1
 
1
に
視
点
が
行
か
ざ
る
を
え
な
い
の
は
や
む
を

得
な
い
が
'
い
つ
も
統
合
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
持
つ
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

V
.
4
い
r
L
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四
、
方
言
文
明
史
観
に
立
つ
国
語
教
育

-
'
方
言
の
歴
史
的
実
存
性

人
間
が
誕
生
す
る
.
気
が
つ
い
た
時
に
は
す
で
に
'
母
の
言
葉
の
真
似
を
し

て
い
る
自
分
を
発
見
す
る
。
そ
れ
が
言
葉
の
自
覚
の
始
め
で
あ
ろ
う
。
言
葉
は
'

指
紋
の
よ
う
に
宿
命
的
な
事
態
な
の
で
あ
る
。
自
分
の
言
葉
の
ア
イ
ウ
エ
オ
の

音
が
ど
の
よ
う
な
フ
ォ
ル
マ
ン
ト
な
の
か
は
'
生
ま
れ
る
前
に
母
胎
の
中
で
間

い
て
覚
え
る
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
母
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、

方
言
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
方
言
と
い
う
も
の
は
'

人
間
存
在
と
不
可
分
に
し
て
厳
粛
な
も
の
で
あ
る
。

必
然
的
に
母
の
音
声
の
特
質
を
継
承
し
て
生
ま
れ
、
次
の
世
代
へ
と
自
己
の

音
声
を
変
質
さ
せ
つ
つ
も
'
遺
伝
さ
せ
て
い
-
こ
と
に
な
る
。

2
'
国
語
の
正
し
さ
を
教
え
る
の
で
は
な
く
、
言
語
の
普
遍
的
な
理
知
を
教
え

る
の
が
正
し
い
国
語
教
育
で
あ
る

標
準
語
を
教
え
る
の
が
国
語
教
師
の
役
目
だ
と
考
え
て
い
る
人
が
少
な
-
な

い
。
そ
し
て
へ
標
準
語
に
対
立
す
る
の
が
方
言
だ
と
し
、
東
京
語
の
真
似
を
す

る
の
を
自
己
の
仕
事
だ
と
'
ま
じ
め
に
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
間

違
っ
た
考
え
で
あ
る
。
そ
の
標
準
語
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
言
え
ば
、
具
体
的
に

は
、
マ
ス
コ
ミ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
ニ
ュ
ー
ス
を
読
む
と
き
の
言
葉
だ
と
答
え

る
。
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
読
む
時
の
非
人
間
的
な
読
み
の
ス
タ
イ
ル
が
ど
う
し
て

標
準
語
だ
と
亭
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
-
、
戦
後
疑
い
関
に
自
然
に
形
成

さ
れ
た
従
順
な
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
ろ
う
。

標
準
語
と
い
う
正
朔
=
j
法
は
'
単
に
#
=
-
と
き
の
基
準
で
あ
り
、
そ
の
他
に
拡

大
し
て
迫
川
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
O
話
す
時
の
拡
準
に
E
=
-
時
の
基
準
を
当

て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
標
難
語
の
正
奈
法
で
は
　
「
閃
い
た
、

経
営
」
や
「
彼
は
、
今
H
は
」
や
「
命
を
、
そ
れ
を
」
な
ど
の
表
記
を
普
通
の

書
き
方
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
現
代
仮
名
遣
い
と
い
う
国
家
の
規
則
で
あ
る
。

そ
の
標
準
語
の
規
則
が
そ
の
ま
ま
、
話
し
言
葉
に
も
当
て
は
ま
る
と
安
易
に
考

え
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
き
す
ぎ
で
あ
る
。
先
の
例
で
は
、

ニ
ュ
ー
ス
の
読
み
手
は
'
「
キ
ー
タ
、
ケ
ー
ユ
ー
」
'
「
カ
レ
ワ
、
キ
ョ
ー
ワ
」
、

「
イ
ノ
チ
オ
、
ソ
レ
オ
」
と
発
音
す
る
。
標
準
語
の
書
き
言
葉
と
話
し
言
葉
と

を
比
較
し
て
み
れ
ば
へ
「
い
」
を
引
き
音
に
換
え
'
「
は
」
を
「
ワ
」
に
換
え
、

「
を
」
を
「
オ
」
に
換
え
て
い
る
。
こ
の
両
者
に
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
言
文
不
一
致
な
の
が
現
代
の
標
準
語
な

の
に
'
そ
の
事
尖
を
考
慮
せ
ず
'
ひ
た
す
ら
音
声
ま
で
も
標
準
語
に
追
随
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
は
お
か
し
い
。

教
師
に
主
体
性
が
無
い
。
す
な
わ
ち
、
自
己
に
規
範
の
主
体
が
な
-
、
他
の

地
域
の
言
葉
、
す
な
わ
ち
'
メ
デ
ィ
ア
の
言
葉
を
模
倣
す
る
こ
と
が
自
己
に
課

せ
ら
れ
た
正
し
さ
の
基
準
だ
と
見
な
し
、
そ
れ
を
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
こ
ん
な
悲
惨
な
こ
と
が
あ
っ
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
あ
っ
て
良
い

は
ず
が
な
い
o
　
い
つ
も
正
し
さ
の
基
準
に
怯
え
て
い
な
-
て
は
な
ら
な
い
で
は

な
い
か
。
そ
ん
な
主
体
性
の
な
い
あ
-
方
を
強
い
ら
れ
る
の
は
堪
え
ら
れ
な
い

と
想
像
さ
れ
る
。

方
言
を
正
し
く
な
い
も
の
と
見
な
し
、
矯
正
す
べ
き
対
象
に
し
て
き
た
戦
前

か
ら
の
同
語
政
策
が
強
椎
的
で
あ
っ
た
。
子
供
が
自
己
の
言
葉
で
自
分
の
思
い

を
純
l
杯
述
べ
る
こ
と
を
拘
束
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
母
の
言
葉
を
け
な
し
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た
上
で
、
ど
う
し
て
心
の
教
育
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
言
葉
に
信
輔
を
駐
く

人
間
教
育
は
、
そ
の
よ
う
な
偽
物
の
言
語
観
で
は
困
桂
で
あ
る
O

こ
の
よ
う
に
、
正
し
い
も
の
と
正
し
-
な
い
も
の
と
の
対
比
で
国
語
を
と
ら

え
よ
う
と
し
て
い
る
国
語
政
策
が
続
-
限
-
、
そ
れ
に
追
従
せ
ざ
る
を
得
な
い

国
語
教
育
は
、
常
に
主
体
性
の
無
い
エ
セ
言
語
教
育
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
ろ
う
。
正
し
い
認
識
を
国
語
教
師
は
持
つ
べ
き
で
あ
る
。
決
し
て
東
京
方

言
が
正
し
さ
の
基
準
で
は
な
い
。
正
し
さ
の
基
準
は
'
国
語
と
い
う
日
本
語
方

言
の
使
い
手
自
身
に
あ
る
こ
と
を
し
っ
か
り
と
自
覚
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

3
'
方
言
文
明
史
観
か
ら
見
た
「
高
次
口
述
作
文
」
の
ス
ス
メ

ど
う
す
る
こ
と
が
'
言
語
の
自
覚
な
の
か
。
そ
れ
は
、
あ
る
ま
と
ま
っ
た
内

容
の
こ
と
を
自
分
の
言
柴
で
言
え
る
か
ど
う
か
と
亭
っ
こ
と
が
、
判
断
の
基
準

に
な
る
。
そ
の
ま
と
ま
-
の
表
出
に
地
方
語
が
人
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
当
然

で
あ
る
し
、
人
ら
な
-
て
は
自
己
の
身
か
ら
出
た
思
想
と
は
言
え
な
い
。
そ
の

思
想
に
は
'
感
情
の
表
出
も
含
ま
れ
る
。
あ
る
ま
と
ま
り
の
表
出
と
な
れ
ば
'

「
好
き
'
椛
い
'
辛
さ
'
痛
さ
'
気
分
'
機
嫌
'
好
み
、
希
望
」
な
ど
の
自
然

に
湧
き
出
て
く
る
想
い
は
、
地
域
の
方
言
で
な
-
て
は
必
要
十
分
な
表
現
に
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
大
事
な
こ
と
は
、
そ
の
ま
と
ま
-
の
あ
る
表
現
を

話
し
言
葉
と
い
う
'
生
き
た
音
声
で
表
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
。

と
か
-
、
学
校
教
育
で
は
'
国
語
授
業
で
ま
と
め
の
段
階
に
な
る
と
、
作
文

を
書
か
せ
て
き
た
。
畜
き
言
葉
は
ど
う
し
て
も
、
借
り
物
の
言
葉
に
な
る
。
ま

と
め
の
段
階
で
、
自
己
を
偽
-
'
借
り
物
の
衣
装
を
着
る
の
を
余
儀
な
く
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

今
後
の
国
語
教
帝
の
現
場
で
は
'
作
文
の
形
で
表
現
す
る
の
を
止
め
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
口
頭
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
み
ん
な
の
前
で
'
三
分
と
か

四
分
と
か
の
時
間
で
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
締
め
く
く
る
の
が
良
い
と
思
う
。

作
文
の
好
き
で
な
い
子
が
多
い
。
そ
れ
は
'
自
己
を
偽
る
行
為
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
慣
れ
て
し
ま
う
と
、
仮
所
を
被
る
こ
と
こ
そ
、
実
質
な
の
だ
と
誤
解
し

て
育
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
う
な
る
と
'
現
在
の
国
語
教
育
と
同
じ
よ
う
な
偽
物

の
国
語
教
育
の
繰
り
返
し
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

筆
者
は
'
国
語
教
育
の
現
場
で
'
も
の
に
吉
い
て
作
文
に
書
き
表
す
代
わ
り

に
も
そ
の
内
容
を
「
高
次
口
述
作
文
」
に
さ
せ
て
い
る
。
高
次
口
述
作
文
な
ら

ば
、
ど
う
し
て
も
結
論
を
先
に
言
わ
な
-
て
は
な
ら
な
い
し
'
人
に
想
い
を
伝

え
る
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
難
し
い
か
を
学
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、

最
も
大
切
な
点
は
、
一
人
1
人
が
異
な
る
音
声
に
よ
っ
て
、
1
人
と
し
て
同
じ

で
な
い
個
性
的
な
自
己
を
表
現
す
る
経
験
を
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
生
身
の
声
を
通
し
て
個
性
を
発
現
す
る
こ
と
の
或
安
さ
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
「
高
次
口
述
作
文
」
を
さ
せ
れ
ば
'
話
し
手
は
聞
き
手
に
対
し
て
の

配
慮
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
知
る
。
又
、
説
得
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
て
は
優

れ
た
「
高
次
口
述
作
文
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
'
手
応
え
に
よ
っ
て
自

分
で
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
来
の
作
文
で
は
'
表
現
の
正
し
さ
と
か
レ

ト
リ
ッ
ク
と
か
、
構
成
の
巧
み
さ
と
か
で
評
価
さ
れ
て
き
た
か
も
知
れ
な
い
。

そ
の
非
人
間
性
と
教
師
の
倣
慢
さ
を
捨
て
る
必
要
が
あ
る
。
「
高
次
口
述
作
文
」

を
実
施
す
れ
ば
'
た
ち
ど
こ
ろ
に
'
教
室
の
全
員
が
批
評
家
に
な
れ
る
o
拍
手

の
多
い
「
高
次
口
述
作
文
」
の
方
が
優
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
作
文
は
採
点
に
教
師
の
懇
意
が
入
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
か
つ
、
全
員
の
作

文
を
読
み
'
コ
メ
ン
ト
を
告
-
た
め
の
膨
大
な
時
間
が
負
担
で
あ
っ
た
。
そ
れ
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に
対
し
て
'
「
高
次
口
述
作
文
」
な
ら
ば
、
教
師
の
力
=
茄
は
要
る
け
れ
ど
も
'

即
座
の
指
草
が
で
き
る
。
全
身
で
表
現
し
て
こ
そ
、
優
れ
た
国
語
の
表
現
な
の

だ
と
い
う
基
本
原
理
を
根
本
に
置
い
て
教
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
書
-
だ
け
で

は
、
人
間
の
行
為
の
半
分
し
か
評
価
で
き
て
い
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

生
き
た
言
葉
で
言
い
表
し
て
こ
そ
'
本
物
の
人
間
表
現
だ
と
い
う
あ
た
り
ま
え

の
国
語
教
育
を
す
る
べ
き
で
あ
る
。

た
と
え
ば
'
有
名
な
大
統
領
の
演
説
や
'
人
気
の
あ
る
首
相
の
鮮
や
か
な
答

弁
を
例
に
引
け
ば
~
言
語
で
訴
え
る
力
は
、
決
し
て
書
か
れ
た
内
容
だ
け
で
は

な
い
こ
と
が
教
え
ら
れ
る
。
実
に
演
説
や
答
弁
の
説
得
力
は
'
声
や
調
子
や
姿

勢
や
間
や
繰
-
返
し
や
人
間
的
魅
力
な
ど
の
総
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

子
供
た
ち
に
'
生
き
た
言
葉
の
総
合
的
な
力
を
つ
け
さ
せ
た
い
。
そ
の
た
め

に
、
一
つ
の
工
夫
と
し
て
'
「
高
次
口
述
作
文
」
を
提
案
し
て
み
た
。
こ
の
こ

と
だ
け
で
も
'
教
室
に
人
間
の
芦
が
戻
っ
て
-
る
の
で
あ
る
.
有
名
な
作
家
の

作
品
の
鑑
賞
と
作
家
の
文
章
を
真
似
さ
せ
る
よ
う
な
作
文
教
育
を
止
め
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
静
か
な
教
室
か
ら
、
わ
い
わ
い
が
や
が
や
の
国
語
教
室
へ
と
転

換
す
る
勇
気
が
必
要
な
の
で
あ
る
.

以
上
の
「
高
次
口
述
作
文
」
に
代
弁
さ
れ
る
国
語
教
育
が
'
全
国
の
国
語
の

授
業
で
実
践
さ
れ
、
子
供
た
ち
が
生
き
生
き
と
自
分
の
言
葉
で
も
し
っ
か
り
と

も
の
を
言
う
よ
う
に
な
れ
ば
'
日
本
の
国
語
教
育
は
本
物
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
'
方
言
文
明
史
観
に
立
っ
て
、
具
体
的
な
国
語
教
育
の
実
践
の
ヒ
ン
ト

を
記
述
し
た
。
こ
の
や
-
方
な
ら
ば
'
地
球
上
の
ど
こ
に
お
い
て
も
試
み
る
こ

と
が
出
来
る
。
話
し
言
柴
に
価
倍
を
置
-
よ
う
に
す
れ
ば
'
靴
が
あ
っ
て
も
、

ア
ク
セ
ン
-
が
東
京
ア
ク
セ
ン
-
と
違
っ
て
い
て
も
仝
-
関
係
な
い
こ
と
だ
と

い
う
こ
と
が
分
か
る
は
ず
で
あ
る
.
大
部
な
こ
と
は
、
子
供
の
人
間
性
が
必
要

か
つ
十
分
に
制
限
時
間
内
で
表
し
尽
-
せ
た
か
と
い
う
点
を
評
価
す
れ
ば
良
い

か
ら
で
あ
る
。
瑛
末
な
言
語
技
術
の
指
導
で
は
な
く
子
供
の
個
性
的
な
思
惟

や
心
情
が
ま
と
ま
り
良
く
十
全
に
訴
え
る
力
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
視
点

に
代
署
…
が
あ
る
。
こ
う
な
れ
ば
'
教
え
る
者
も
'
教
え
ら
れ
る
者
も
'
こ
の
時

間
が
楽
し
く
て
待
ち
遠
し
い
も
の
に
な
る
こ
と
へ
請
け
合
い
で
あ
る
。

本
節
で
の
高
次
口
述
作
文
は
戦
前
の
「
口
頭
作
文
」
と
は
異
な
る
。
蛇
前
の

口
説
作
文
は
授
業
の
導
入
に
使
用
さ
れ
、
低
次
元
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に

対
し
'
高
次
口
述
作
文
は
'
成
果
の
総
括
に
相
当
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

ま

　

と

　

め

本
稿
で
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
二
つ
で
あ
る
。

l
つ
、
従
来
は
方
言
を
文
化
現
象
と
見
な
し
て
そ
れ
を
研
究
の
対
象
に
し
て

き
た
。
そ
し
て
へ
　
そ
れ
を
共
時
態
と
通
時
態
の
二
方
向
で
と
ら
え
よ
う
と
し
て

き
た
。
そ
れ
は
そ
れ
な
-
の
成
果
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
筆
者
は
、
方
言
の
行
為
を
文
明
の
軸
で
広
-
と
ら
え
る
こ
と
を
提

案
し
た
。
こ
の
視
点
で
方
言
を
見
準
え
る
と
第
三
次
元
の
方
向
も
す
な
わ
ち
、

理
知
態
と
で
も
言
う
べ
き
文
明
模
様
で
方
言
を
研
究
す
る
内
実
が
撃
稲
と
し
て

見
え
て
く
る
こ
と
を
述
べ
た
。

二
つ
、
「
高
次
口
述
作
文
」
の
実
践
は
作
文
に
換
わ
る
革
命
的
な
国
語
の
授
業

で
あ
る
。
こ
れ
は
'
方
言
と
い
う
話
し
言
葉
を
生
か
し
た
方
言
文
明
史
観
の
実

践
授
業
で
あ
る
。
子
供
の
個
性
を
遺
憾
な
-
発
揮
さ
せ
る
「
高
次
口
述
作
文
」

の
長
所
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
　
　
　
(
二
〇
〇
二
・
一
二
ハ
)
　
(
広
島
大
学
)

蝣12




