
台
湾
に
お
け
る
国
語
教
育
の
思
い
出

わ
た
し
が
悶
語
数
・
E
と
し
て
台
湾
の
教
育
に
従
事
し
た
の
は
'
昭
和
三
年
四

月
か
ら
,
終
戦
引
揚
げ
の
昭
和
二
十
一
竺
二
月
ま
で
で
'
う
ち
大
学
在
学
三
年

を
差
引
Y
と
'
通
算
十
五
か
年
に
な
る
O

わ
た
し
は
広
島
高
帥
在
学
中
,
台
湾
総
督
府
の
委
託
生
で
あ
っ
た
関
係
か

∵
∵
∴
-
。
'

.
'
.
'
*
・
∵
'
.
∴
∵
・
'

こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
中
学
校
は
内
地
人
,
本
島
八
(
台
治
人
と
言
わ
ず
'
本

島
人
と
言
っ
て
差
別
感
を
な
-
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
た
o
)
共
学
を
た
て
ま

え
と
し
て
い
た
が
、
自
然
内
地
人
を
主
と
す
る
学
校
と
'
木
島
人
を
主
と
す
る

学
校
と
に
分
か
れ
て
い
た
0
台
南
二
中
は
・
本
島
大
豊
と
す
る
学
校
で
、
内
地

人
G
生
徒
は
そ
の
約
一
割
に
す
ぎ
な
か
っ
た
O
本
島
入
墨
徒
は
自
由
に
国
語

を
話
す
こ
と
が
で
き
,
学
校
内
で
台
崇
等
話
す
よ
う
な
も
の
は
ひ
と
り
も
い

な
か
っ
た
O
こ
れ
は
公
学
校
へ
本
島
大
豊
と
す
る
初
等
科
の
学
校
)
以
輿

根
気
ま
-
訓
練
さ
れ
,
-
習
慣
づ
け
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
O
教
科
告
は
す
べ
て

内
地
の
中
学
校
用
の
教
科
撃
-
っ
た
。
わ
た
し
が
国
語
の
教
師
と
し
て
感
じ

木

　

　

村

　

　

万

　

寿

　

夫

た
こ
と
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

l
　
本
島
人
の
父
兄
は
学
校
数
胃
に
熱
心
で
あ
り
'
生
徒
も
よ
-
勉
強
し

た
。
創
造
的
な
画
で
は
欠
け
る
点
が
あ
っ
た
が
、
教
え
ら
れ
た
こ
と
は
碓
輿
に

お
ぼ
え
へ
成
鰐
も
よ
か
っ
た
。

2
　
内
地
と
は
気
候
風
土
が
著
し
-
異
な
り
、
四
季
の
変
化
も
目
立
た
な
い

の
で
,
文
学
教
材
の
鑑
m
r
特
に
詩
へ
短
歌
へ
俳
句
の
取
扱
い
に
は
困
難
を
応

ず
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

3
　
発
音
や
ア
ク
セ
ン
ト
に
多
少
本
島
八
特
有
の
も
の
が
あ
っ
た
が
、
国
語

濃
錫
に
話
し
,
話
し
方
な
ど
で
感
想
を
述
べ
さ
せ
る
と
、
人
前
で
も
少
し
も

恥
ず
か
し
が
ら
ず
,
笠
や
と
そ
の
所
信
を
述
べ
た
o
こ
れ
は
へ
公
学
校
時
代
か

ら
そ
の
よ
う
な
訓
紋
を
重
ね
て
詫
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
'
這
言
論
を
g
ん
ず

る
中
田
の
民
族
性
と
も
狭
い
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
っ
た
0

4
　
作
文
も
試
論
父
に
崇
心
で
,
望
々
と
長
文
を
訂
-
も
の
が
多
か
っ
た
o

L
か
し
,
す
べ
て
を
怯
教
的
な
遺
徳
祥
に
結
び
つ
け
る
傾
向
が
あ
り
、
こ
れ
も

一

-

*

　

-

　

r

蝣

∵

・

.

　

　

　

∴

　

　

　

　

一

- ll -



で
自
分
の
思
っ
て
い
る
こ
と
を
率
直
に
表
現
す
る
こ
と
は
不
十
分
で
あ
っ
た
o

こ
れ
は
語
い
そ
の
も
の
が
教
科
書
的
な
語
い
が
多
く
身
山
か
な
生
活
的
な
語

い
が
乏
し
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

L
f
?
　
な
る
べ
-
教
師
の
家
庭
と
蚕
蝕
す
る
機
会
を
与
え
る
よ
う
,
本
島
人
の

生
徒
を
玉
へ
六
名
ず
つ
訪
間
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。
そ
し
て
,
卒
業
学
年
に
な

る
と
、
日
本
料
理
の
食
べ
方
や
'
そ
れ
に
つ
い
て
の
礼
儀
作
S
3
'
こ
と
ば
づ
か

い
な
ど
も
教
え
た
。

∵

　

　

　

∵

'

　

∵

・

.

I

訪
問
を
行
な
っ
た
。
本
島
人
の
父
兄
も
た
い
て
い
望
署
話
し
た
か
ら
,
そ
の

点
つ
ど
う
が
よ
か
っ
た
.
こ
れ
は
'
家
匠
が
中
流
以
上
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ

ia>
7
　
本
鳥
人
を
主
と
す
る
中
学
校
は
、
入
学
試
験
の
競
争
率
が
瀕
し
く
,
台

甫
二
中
で
も
百
石
の
定
員
に
対
し
て
'
志
朗
者
は
四
百
名
ぐ
ら
い
あ
っ
た
。
わ

た
し
は
'
同
語
の
実
力
は
'
作
文
に
よ
-
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
主
張
し
,
採
点

に
は
多
少
田
封
を
感
じ
た
が
l
作
文
を
入
試
に
加
え
る
こ
と
に
し
て
も
ら
っ
た
。

8
　
生
徒
と
接
触
す
る
方
法
と
し
て
は
、
学
級
担
任
は
比
企
を
共
に
し
て
,

い
ろ
い
ろ
話
し
合
い
を
し
た
o
校
友
会
の
ク
ラ
ブ
的
勤
を
通
じ
て
接
す
る
こ
と

に
も
努
力
し
た
。

9
　
わ
た
し
は
台
湾
の
特
殊
性
か
ら
'
話
し
こ
と
ば
の
教
育
の
重
苛
性
に
は

気
ず
い
て
い
た
が
'
時
間
の
関
係
で
十
分
な
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
.
た
だ
戯

曲
な
ど
の
教
材
で
は
'
必
ず
投
を
き
め
て
セ
-
フ
の
紋
嬰
せ
や
っ
た
.
ま
た
,

学
芸
会
な
ど
の
と
き
は
'
な
る
べ
-
劇
を
や
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
O
武
者
小
路

3
E
E

実
篤
作
「
達
讐
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
と
き
連
盟
に
な
っ
た
の
は
,
高

砂
族
出
身
の
生
徒
で
'
目
が
大
き
-
て
鋭
-
、
白
い
カ
ー
テ
ン
を
衣
に
し
て
出

た
の
が
よ
く
似
合
っ
た
こ
と
を
憶
え
て
い
る
。
本
島
八
の
生
徒
は
劇
を
好
む
の

で
、
こ
れ
は
た
い
へ
ん
効
鵜
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

1
0
　
わ
た
し
は
1
r
=
庸
二
中
で
六
か
年
勤
め
た
が
,
最
初
の
む
任
校
で
も
あ
り

印
象
が
深
い
.
特
に
三
年
か
ら
学
級
担
任
と
し
て
受
持
っ
た
生
徒
が
卒
業
す
る

と
き
は
感
慨
無
蓋
で
、
最
後
の
別
れ
の
こ
と
ば
も
'
の
ど
に
つ
ま
り
か
ち
で
あ

っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
O
こ
れ
は
生
徒
と
の
接
触
を
心
か
け
た
た
め
,
お
互
の

気
持
か
ほ
ん
と
に
一
つ
に
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
O
早
稲
田
大
学
に
入
学

し
た
輿
望
嘉
は
'
わ
た
し
が
台
南
を
引
揚
げ
て
広
島
の
大
学
に
い
る
と
き
,

ゎ
ざ
わ
ざ
た
ず
ね
て
-
れ
た
O
宮
島
の
鳥
胎
を
背
景
に
し
た
記
念
等
穴
も
残
っ

て
い
る
が
、
今
岡
r
i
r
^
r
は
ど
う
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
彼
は
初
等
科
を
内
地
人

の
小
学
校
で
過
ご
し
た
関
係
で
'
こ
と
ば
は
少
し
も
本
島
人
く
さ
い
と
こ
ろ
は

な
く
、
顔
も
内
地
人
そ
っ
-
り
で
あ
っ
た
二
股
に
国
語
の
う
ま
い
も
の
は
,

顔
ま
で
内
地
人
に
よ
-
似
て
-
る
。
こ
と
ば
と
い
う
も
の
が
,
い
か
に
人
柄
や

容
貌
と
,
u
い
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
し
み
じ
み
感
じ
た
こ
と
で
あ
る
。

昭
和
九
年
三
月
'
台
南
二
中
を
,
退
職
し
て
広
島
文
理
科
大
学
に
入
学
,
昭
和

十
二
年
三
月
同
校
卒
業
Q
再
び
台
湾
に
撲
っ
て
,
台
車
師
範
学
校
に
勤
め
る
こ

-

*

蝣

　

'

*

・

　

*

)

-

.

.

-

-

年
、
本
科
二
年
で
至
学
級
(
四
十
名
ぐ
ら
い
)
ず
つ
-
そ
の
他
-
内
地
の
中
学
卒

蝣

蝣

蝣

　

1

　

　

.

.

・

蝣

-

-

-

　

.

-

 

-

.

　

.

.

.

.

.

-

.

　

.

,

ぁ
っ
た
o
本
科
お
よ
び
抗
告
科
は
中
学
卒
菜
槌
堅
ぐ
あ
る
か
ら
,
専
門
的
な
詩

葦
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
o
わ
た
し
は
、
卒
業
生
の
大
部
分
が
公
学
校
の
教
諭

に
な
る
特
殊
性
孟
夏
る
と
、
託
し
こ
と
ば
の
基
礎
知
尊
亨
も
つ
こ
と
の
必
賓

を
感
じ
へ
　
「
m
薫
H
声
の
特
質
と
凹
章
票
己
と
い
う
糾
臼
で
講
挙
せ
し
た
o

こ
れ
は
悶
語
数
胃
の
立
場
か
ら
日
本
語
の
翌
日
豊
洲
じ
た
も
の
で
,
台
湾
に
お

け
る
話
し
こ
と
ば
教
育
の
前
迄
を
期
待
し
た
も
の
で
あ
る
.
そ
の
中
の
「
発
音

12



転
靴
例
と
そ
の
棺
正
法
」
と
い
う
の
は
、
本
島
人
特
有
の
整
日
転
靴
例
を
あ

.

　

　

　

　

　

　

・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

-

.

1

　

.

　

　

1

を
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
o

本
島
人
は
「
ダ
」
「
デ
」
「
ド
」
を
「
ラ
」
「
レ
」
「
ロ
」
に
転
靴
す
る
こ

と
が
多
い
O
そ
れ
は
、
台
聖
和
に
「
ダ
」
「
デ
」
「
ド
」
の
音
が
な
い
た
め
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、

か
い
だ
ん
1
カ
イ
ラ
ン

そ
う
で
す
-
ソ
ー
レ
ス

-

1

　

1

=

5

　

-

コ

I

U

 

I

な
ど
と
な
る
。
こ
れ
を
矯
正
す
る
に
は
'
単
に
転
置
を
示
し
て
ま
ね
さ
せ
る
だ

け
で
は
不
十
分
で
,
音
邦
学
的
に
,
は
っ
き
り
堅
田
部
位
を
一
℃
て
、
正
し
い

堅
日
の
訓
練
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
持
論
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
・
こ
の
場
合
,
披
翌
日
d
の
披
裂
の
場
所
は
'
厨
栢
突
起
で
あ
る
か

ら
,
そ
こ
に
・
m
℃
た
舌
脱
が
,
・
息
を
船
型
盲
る
こ
と
に
よ
っ
て
破
聖
日
と

な
る
O
こ
れ
は
ロ
形
図
を
元
す
か
,
ま
た
は
手
の
ひ
ら
を
用
い
て
翌
日
部
位
を

一
試
す
こ
と
が
で
き
る
o
そ
し
て
,
「
ラ
」
「
レ
」
「
ロ
」
と
の
ち
が
い
'
こ
れ

は
舌
の
先
が
票
蓋
を
前
に
す
べ
っ
た
り
(
「
ラ
」
「
レ
」
の
場
合
)
後
ろ
に

す
ぺ
っ
た
り
(
「
ロ
」
ル
場
合
)
す
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
比
較
す
る
.
個
々
の

苦
が
は
っ
き
り
す
れ
ば
,
そ
の
昔
を
含
む
望
間
に
発
展
し
、
さ
ら
に
文
の
中
の

単
語
が
正
し
く
言
え
る
よ
う
に
す
る
O
皇
軍
は
言
え
て
も
、
文
の
中
で
は
ま

ち
が
い
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。

わ
た
し
は
ま
た
,
ク
ラ
ブ
活
動
で
H
話
¥
r
t
を
つ
く
り
,
実
際
の
練
習
の
機
会

を
与
え
る
よ
う
に
し
た
・
ま
た
,
当
略
紙
芝
岩
が
学
校
教
育
に
も
利
用
さ
れ
は

じ
め
て
い
た
の
で
,
普
通
科
二
年
の
数
学
こ
れ
を
と
り
あ
げ
、
紋
習
さ
せ
た

こ
と
も
あ
る
O
ま
た
,
国
語
朗
説
レ
コ
ー
ド
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
か
ら
出
て
い
た
の

で
、
つ
と
め
て
こ
れ
を
活
用
す
る
よ
う
に
し
た
。

・
昭
和
十
二
年
は
目
薬
事
変
の
は
じ
ま
っ
た
年
で
,
国
粋
的
な
思
想
が
盛
ん
な

時
代
で
あ
っ
た
o
そ
し
て
国
民
悶
神
の
涌
産
と
い
う
こ
と
が
強
-
言
わ
れ
た
.

し
か
し
,
国
語
教
育
で
は
,
国
民
精
神
の
滴
義
を
近
視
脱
的
に
求
め
て
は
'
そ

れ
は
遺
徳
教
苛
に
な
っ
て
し
ま
う
。
国
語
教
育
は
ど
こ
ま
で
も
正
し
い
こ
と
ば

の
教
育
の
本
道
を
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
内
容
上
の
感
化
を
受
け
る
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
琴
苦
れ
る
が
,
そ
れ
を
単
的
に
直
接
の
目
標
と
す
べ
き
で
は
な

く
,
そ
の
内
容
を
と
ら
え
る
過
程
に
こ
そ
国
語
教
育
の
本
道
が
あ
る
。
内
容
に

対
す
る
痕
動
は
,
正
し
い
国
語
教
育
冥
院
の
結
果
お
の
ず
か
ら
待
ら
れ
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
的
発
表
し
た
「
田
民
帖
神
の
河
童
と
国
語
教
習
」

I
(
台
湾
教
育
,
昭
?
7
)
は
こ
の
よ
う
な
主
旨
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

わ
た
し
は
本
科
お
よ
び
演
習
科
に
は
'
「
表
記
法
」
に
関
す
る
講
義
も
し

た
.
そ
れ
で
気
付
い
た
こ
と
は
、
小
学
校
国
語
読
本
の
仮
名
迫
や
送
仮
名
が
不

統
一
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
O
「
小
学
校
国
薫
完
の
仮
名
迂
及
び
送
仮
名
に
つ

い
て
」
(
台
治
故
習
,
昭
2
-
ォ
=
)
は
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
,
口
語
法
も
単
に
形
式
文
法
に
終
わ
る
こ
と
な
く
日
常
生
活
に
即
す
る

話
し
こ
と
ば
,
書
き
こ
と
ば
に
堕
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
症
じ
'

広
い
立
場
か
ら
こ
と
ば
の
-
ら
の
講
義
も
し
た
。
「
口
語
法
指
導
に
お
け
る

言
語
文
字
の
訓
練
」
(
台
浩
教
育
、
昭
　
<
x
-
~
)
は
そ
の
骨
子
雪
6
4
J
め

た
も
の
で
あ
る
。

「
台
浩
に
お
け
る
国
軍
望
H
の
現
状
」
(
国
文
学
致
、
昭
c
o
,
0
2
)
は
、
台

浩
に
お
け
る
国
語
数
苛
の
特
殊
性
,
-
腔
民
地
的
に
琴
見
ず
'
内
地
の
延
長
と

し
て
日
本
語
の
教
育
を
挙
意
立
場
1
を
論
じ
へ
さ
ら
に
そ
の
田
鮒
性
'
特
に

靴
音
の
際
正
に
つ
い
て
そ
の
実
状
を
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。

m



ゎ
た
し
は
'
加
範
学
校
で
共
た
す
べ
き
多
-
の
仕
頂
を
残
し
・
億
か
二
か
年

で
つ
ご
う
上
'
台
甲
絹
業
学
校
に
移
る
こ
と
に
な
っ
た
O
こ
れ
は
,
内
地
人
,

'

'

'
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い

∵

い
発
音
の
訓
練
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
へ
望
芸
の
取
引
関
係
で
'
文
字
へ
特
に
湊
字
)
を
正
し
-
冒
-
必
要

上
、
「
巧
取
口
票
]
」
を
作
り
、
一
か
月
這
,
J
J
j
期
的
に
全
校
抜
字
の
テ
ス

ト
を
行
な
う
よ
う
に
し
た
.
こ
れ
は
,
常
用
洪
≡
八
五
八
字
を
学
年
別
に
配

当
L
t
苔
塀
純
習
に
便
な
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
。

国
語
超
勤
の
立
場
か
ら
「
左
横
告
き
に
つ
い
て
」
(
台
湾
教
育
,
昭
s
ォ
ォ
o

*

*

・

-

*

"

"

.
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い

　

∵
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∵
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.
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.
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∵
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∴
　
　
∴
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昭
和
十
五
年
十
月
か
ら
'
昭
和
十
六
年
三
月
ま
で
、
わ
た
し
は
台
湾
の
代
表

と
し
て
'
国
民
精
神
文
化
研
究
所
に
入
所
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
紀
平
正
美
博

士
か
ら
「
武
士
遠
の
明
代
的
f
思
空
に
つ
い
て
指
導
を
受
け
,
そ
れ
を
同
所
修

了
の
研
究
報
告
に
ま
と
め
た
o
そ
し
て
'
こ
れ
払
「
台
湾
教
育
」
に
三
回
に
わ

た
っ
て
発
表
も
し
た
。

昭
和
十
七
年
四
月
か
ら
新
設
の
台
北
第
四
中
学
校
に
転
じ
た
。
こ
れ
は
内
地

人
を
主
と
す
る
学
校
で
、
本
島
人
は
l
割
に
も
済
た
な
か
っ
た
O
戦
争
は
日
増

し
に
湖
し
く
な
り
へ
こ
の
年
の
十
二
月
八
日
に
は
・
大
平
洋
戦
争
に
突
入
す
る

こ
と
に
な
っ
た
o
体
育
へ
軍
事
敦
紋
の
頂
輿
出
征
兵
士
の
見
返
り
,
教
官
の

中
に
も
出
征
す
る
も
の
が
し
だ
い
に
多
-
な
っ
て
い
っ
た
。

昭
和
十
八
年
五
月
、
潜
水
艦
が
田
没
す
る
台
湾
海
峡
を
汚
っ
て
,
わ
た
し
は

国
語
科
の
台
湾
代
表
と
し
て
'
文
部
軍
三
億
の
新
教
按
要
目
の
伝
達
講
習
に
参

加
し
た
O
そ
し
て
同
年
十
月
へ
台
北
四
中
で
'
台
北
州
中
等
学
校
聖
諒
究
会

:
j
・
・
 
・
・
・
.
.
'
.
.
・
　
・
　
.
 
・
・
.
.
;
・

で
発
表
し
た
。
そ
の
主
眼
点
の
一
つ
は
'
忠
葺
校
の
教
授
要
目
が
従
苅
「
国

語
撰
文
」
と
あ
っ
た
の
が
〕
国
民
科
国
語
」
と
な
り
・
r
沢
文
」
の
こ
字
が
削

除
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
O
こ
れ
は
日
本
的
な
も
の
か
頂
祝
さ
れ
,
外
　
的
な
も

-
-
-
'
"
*
l
L
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
-
1
.

る
。
し
か
し
へ
そ
の
本
旨
は
、
撰
文
は
日
本
人
に
と
っ
て
は
外
国
語
で
は
な

く
'
有
力
な
古
典
で
あ
る
o
国
語
の
車
に
は
'
当
然
回
文
古
a
,
と
と
も
に
撰
文

古
典
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
立
場
で
あ
っ
た
O

も
う
三
は
'
「
話
し
方
」
が
中
学
校
や
女
学
校
に
も
と
り
入
れ
ら
れ
る
よ

ぅ
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
話
し
方
」
は
'
単
な
る
J
¥
:
V
説
で
は
な
く
、
日

常
の
言
語
生
沼
に
お
け
る
話
す
こ
と
開
-
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
,

戦
後
ア
メ
-
カ
の
示
唆
に
よ
る
ま
で
も
な
く
当
時
す
で
に
わ
が
国
の
国
語
教

∴
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∵
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L
t
台
湾
で
は
こ
の
こ
と
は
'
崇
憲
苛
開
始
の
讐
歩
か
ら
,
明
花
に
自
覚

さ
れ
'
実
践
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
o
わ
た
し
は
こ
の
研
究
会
で
,
古
北
四

中
の
「
話
し
方
・
作
文
」
の
教
授
細
目
も
t
H
r
O
W
-
'
た
。
こ
れ
は
話
し
方
と
作
文
.

空
っ
に
ま
と
め
て
へ
そ
の
た
め
の
時
制
の
特
設
(
隔
週
這
)
を
計
画
し
た

も
の
で
'
話
し
方
と
し
て
は
'
口
頭
作
文
の
趣
旨
を
と
り
入
れ
た
も
の
で
あ
っ

m
そ
の
こ
ろ
台
北
放
′
退
局
か
ら
'
公
学
校
用
国
語
説
本
の
朗
堕
せ
依
頼
さ
れ
た

が
'
さ
し
つ
か
え
の
た
め
引
受
け
る
こ
と
が
で
、
き
な
か
っ
た
。
た
し
か
台
北
二

中
の
川
見
氏
が
や
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。

昭
和
十
九
年
の
は
じ
め
の
こ
ろ
、
校
l
良
か
ら
中
学
校
用
の
古
事
記
の
教
科
諾

LEI



を
作
る
よ
う
依
航
さ
れ
た
O
そ
の
た
め
の
特
別
の
掠
稿
用
紙
も
作
っ
て
'
編
霊

に
と
り
か
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
台
湾
は
ア
メ
リ
カ
の

爆
撃
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
,
そ
の
上
、
昭
和
二
十
年
三
月
に
は
'
中
学

校
の
舛
徒
は
,
三
学
年
以
上
堅
焔
召
賃
を
受
け
、
学
徒
兵
と
し
て
出
動
す
る
こ

と
に
な
っ
た
O
わ
た
し
も
原
稿
に
手
を
つ
け
な
い
ま
ま
'
学
徒
隊
)
~
幹
部
と
し

て
こ
れ
に
参
加
す
る
身
と
な
っ
た
。
か
-
て
昭
和
二
十
年
八
月
終
城
へ
九
月
除

隊
,
帰
校
し
て
み
る
と
,
た
い
せ
つ
に
し
て
い
た
原
稿
用
紙
は
一
枚
も
な
い
O

膜
稿
用
紙
ど
こ
ろ
か
t
 
l
r
=
清
は
も
は
や
日
本
の
国
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
.
日

の
丸
の
脱
は
,
音
大
白
日
i
S
・
に
か
わ
り
'
君
が
代
は
三
民
、
至
芸
歌
に
か
わ
っ

た
・
そ
し
て
,
北
京
官
話
の
講
習
が
日
本
語
に
か
わ
っ
て
各
所
で
行
な
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
O
公
学
校
の
教
科
哲
も
'
距
字
ば
か
り
の
中
国
語
に
か
わ
り
、

さ
し
桧
も
あ
ま
り
な
い
鮎
カ
の
乏
し
い
も
の
に
な
っ
た
o
せ
っ
か
-
日
雲
間
に

な
じ
ん
で
い
た
子
ど
も
た
ち
は
,
む
ず
か
し
い
文
字
や
こ
と
ば
を
ま
た
新
た
に

お
ぼ
え
な
け
れ
ば
琴
芸
い
。
わ
た
し
は
「
国
語
は
国
家
の
露
尿
た
り
O
」
と

い
う
こ
と
ば
を
身
を
以
て
応
じ
へ
惑
雌
無
立
で
あ
っ
た
。

台
湾
が
わ
が
憤
土
か
ら
離
れ
へ
新
た
に
中
国
に
擾
帰
す
る
よ
う
に
な
っ
て
'

・
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・

・
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・
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・

・

・
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科
の
教
師
は
,
内
地
畏
ま
で
約
六
か
月
明
　
枇
用
の
か
た
ち
で
教
え
て
い

た
。
こ
れ
も
む
清
の
た
め
と
は
い
え
,
戦
隣
国
の
生
徒
に
敢
職
印
の
数
値
が
数

え
る
わ
け
で
、
い
ろ
い
ろ
肩
身
の
せ
ま
い
思
い
を
味
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
特

に
妄
那
」
と
い
う
こ
と
ば
は
監
冨
れ
,
「
中
華
民
国
」
「
中
国
」
な
ど
と

よ
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
誤
っ
て
口
に
す
れ
ば
,
き
っ
そ
く
中
田
官
近
に
訴

え
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
o

学
校
教
師
で
職
を
失
っ
た
も
の
は
同
賢
収
入
の
み
ち
が
絶
え
へ
内
地
引
揚

ま
で
の
生
活
が
間
道
と
な
っ
た
・
若
い
も
の
は
収
入
の
多
い
人
力
璽
K
に
な
る

も
の
も
あ
っ
た
。
そ
の
他
,
野
H
'
さ
か
な
へ
食
響
憲
と
の
行
軍
等
る
も

の
も
多
か
っ
た
o
そ
し
て
,
そ
れ
蝣
I
O
ろ
う
と
行
商
人
の
原
料
仕
入
れ
の
こ
と

ば
,
行
商
の
こ
と
ば
は
、
み
な
日
本
語
で
あ
っ
た
。
ま
た
蒜
の
内
地
人
で
'

隻
,
S
の
た
め
に
,
家
財
官
署
町
の
道
路
わ
き
に
並
べ
て
苑
る
も
の
も
多
か
っ

た
c
　
と
り
か
わ
さ
れ
る
こ
と
ば
が
日
本
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
・
朝
鮮
,
満
州
な
ど
で
は
,
日
本
人
の
多
く
が
'
聞
-
も
無
惨
な
掠
慧
迫

告
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
が
、
台
湾
で
は
警
買
官
で
も
'
仕
返
し
を
受
け
る
も

の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
0
本
良
人
は
'
日
本
人
よ
り
も
む
し
ろ
本
筋
八
百

回
か
ら
新
た
に
投
っ
て
討
た
官
吏
や
兵
隊
)
に
反
感
李
芸
へ
日
本
の
統
治
を

な
つ
か
し
む
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
へ
日
本
を
な
つ
か
し
む
心
情
は
今
も
変

わ
ら
ず
,
日
本
の
禁
等
日
本
の
映
画
が
喜
ば
れ
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も
日
本
語

が
通
用
す
る
と
い
う
。

な
ぜ
台
湾
が
朝
鰐
や
清
川
な
ど
と
ち
が
っ
て
'
人
心
が
お
だ
や
か
で
'
敗
戦

国
の
日
本
人
に
対
し
て
も
,
戦
前
同
様
の
心
情
で
鼓
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
.
わ

た
し
は
こ
れ
は
餌
台
五
十
年
の
憲
政
と
教
苛
の
賜
物
で
あ
る
と
思
う
。
台
清
に

お
い
て
今
な
お
旦
芸
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
を
、
単
に
国
語
政
班
の
「
つ
め

あ
と
」
と
し
て
み
る
人
も
あ
る
。
(
「
民
族
と
言
語
の
間
讐
(
豊
田
国
夫
)
、

「
台
清
の
表
情
」
(
東
商
ア
ジ
ア
研
究
会
)
・
な
ど
)
し
か
し
'
「
つ
め
あ
と
」

と
い
う
の
は
,
征
服
,
被
征
服
の
関
係
に
お
い
て
両
者
を
別
立
的
に
み
る
こ
と

で
あ
っ
て
適
切
で
な
い
o
わ
が
国
の
台
湾
に
対
す
る
態
段
は
'
諸
外
国
の
よ
う

に
餌
な
る
栖
民
地
と
し
て
み
た
の
で
ほ
な
い
。
台
湾
を
内
地
の
延
長
と
琴
～
J
t

-

-
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の
教
育
は
・
・
本
島
人
を
萎
艮
な
日
本
国
民
に
育
成
す
る
た
め
の
教
育
で
あ
っ

15



・

た
O
初
等
教
育
の
最
初
か
ら
、
日
本
語
に
よ
る
教
育
が
行
な
わ
れ
た
の
も
そ
の

た
め
で
あ
る
。

今
な
お
台
湾
で
日
本
語
が
買
ば
れ
る
の
は
'
言
わ
ば
蒔
い
た
積
が
隼
是
と

も
み
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
異
民
族
に
対
す
る
こ
と
ば
の
教
育
の
崇
篇
具
現

さ
れ
た
も
の
と
し
て
'
牲
界
に
誇
る
に
足
る
寄
只
で
あ
る
と
思
う
o

な
雲
日
清
に
お
け
る
日
本
語
教
育
が
偉
大
な
成
只
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
た

か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
他
日
ま
と
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
,
今
は
た
だ
わ
た

し
の
実
践
を
中
心
に
思
い
出
を
つ
づ
る
に
と
ど
め
,
笠
を
も
く
こ
ど
に
す
る
。

(
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Z
-
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・
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