
人
格
語
と
し
て
の
方
言
を
尊
重
す
る
教
育

(
要
旨
)

従
来
は
方
言
を
標
準
語
や
共
通
語
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
を
改
め
さ
せ
'
優
位
な
全
国
共
通
語
へ
と
指
導
す
る
こ
と
が
教

育
現
場
で
の
疑
わ
れ
ざ
る
立
場
と
さ
れ
て
き
た
。
誰
も
こ
の
こ
と
に

異
議
を
申
し
立
て
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
私
は
従
来
と
は
全

-
異
な
る
思
想
を
述
べ
る
。
即
ち
へ
　
そ
れ
は
、
方
言
を
人
格
語
と
し

て
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

1
'
戦
前
・
戦
後
に
見
ら
れ
る
「
方
言
と
標
準
語
」
を
対
立

さ
せ
た
国
粋
主
義
観

現
代
日
本
に
お
い
て
'
ど
こ
か
に
標
準
語
が
存
在
す
る
と
考
え
て

い
る
人
は
少
な
-
な
い
。
教
育
現
場
の
先
生
方
に
あ
っ
て
も
、
自
分

た
ち
は
出
来
な
い
が
、
放
送
関
係
者
の
こ
と
ば
は
現
在
も
な
お
標
準

語
だ
と
思
っ
て
い
る
人
が
い
る
。
し
か
し
'
そ
れ
が
問
題
で
あ
る
。

現
在
へ
　
国
は
標
準
語
を
制
定
す
る
た
め
の
機
関
も
委
員
会
も
設
置

し
て
は
い
な
い
。
僅
か
に
国
語
審
議
会
が
あ
る
け
れ
ど
も
へ
　
こ
れ
は

江
　
端
　
義
　
夫

諮
問
機
関
で
あ
っ
て
も
'
強
制
す
る
力
を
持
た
さ
れ
て
い
な
い
。
か

っ
て
の
国
語
調
査
委
員
会
が
'
明
治
三
十
七
年
六
月
に

「
主
ト
シ
テ
普
通
教
育
二
於
ケ
ル
仮
名
遣
ノ
改
正
及
ビ
標
準
語

発
音
ノ
制
定
ノ
参
考
二
供
セ
ン
ガ
為
メ
、
調
査
事
項
二
十
九
箇

条
ヲ
印
刷
二
肺
シ
明
治
三
十
六
年
九
月
九
日
之
ヲ
各
附
県
二
発

(
注
1
)

送
シ
テ
其
ノ
調
査
ヲ
委
嘱
シ
タ
リ
。
」

と
書
い
て
い
る
よ
う
に
'
国
家
的
な
事
業
と
し
て
標
準
語
を
制
定
し

よ
う
と
し
た
時
期
に
は
'
行
政
側
に
も
国
民
の
側
に
も
標
準
語
発
布

と
受
容
の
気
運
が
'
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
成
果
と
し
て
、
の
ち

に
、
正
書
法
で
あ
る
「
現
代
仮
名
遣
」
が
出
来
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ

は
決
し
て
話
し
言
葉
を
写
し
た
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
し
、
話
し

言
葉
を
規
制
す
る
も
の
で
も
な
い
。
例
え
ば
「
学
校
へ
」
と
書
-
け

れ
ど
も
、
[
g
a
k
k
o
u
h
e
]
と
発
音
す
る
人
は
い
な
い
。
「
へ
」
は
誰
も

が
[
e
]
と
発
音
し
な
が
ら
、
正
書
法
上
の
約
束
と
し
て
[
h
e
]
と
書

-
こ
と
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
へ
今
日
の
国
民
は
文

章
を
約
束
に
従
っ
て
へ
　
架
空
の
標
準
書
式
で
も
の
ご
と
を
書
き
記
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
'
血
の
通
っ
た
話
し
こ
と
ば
は
問
題
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で
な
か
っ
た
。
毎
日
の
-
ら
し
の
こ
と
ば
で
あ
る
方
言
と
書
き
こ
と

ば
の
規
準
を
示
し
た
標
準
語
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
個
別
に
存
在
し
う

る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
事
態
は
そ
の
よ
う
に
理
性
的
な
在
り
方
を
と
ら
な
か
っ

た
。
こ
こ
に
悲
惨
な
歴
史
が
あ
る
。
戦
時
中
の
沖
縄
で
は
、
方
言
を

し
ゃ
べ
っ
た
生
徒
に
方
言
札
を
頭
か
ら
ぶ
ら
さ
げ
さ
せ
た
と
い
う
。

軍
隊
で
も
上
官
の
命
令
が
下
ま
で
能
率
よ
-
直
ぐ
に
達
す
る
よ
う
に

【trco

と
方
言
を
禁
止
し
た
こ
と
が
文
書
に
も
残
さ
れ
て
い
る
。
全
国
各
地

で
'
教
育
に
ま
じ
め
な
先
生
方
に
よ
っ
て
国
家
へ
の
奉
仕
行
為
が
な

IE---)

5
S
?
I
S

そ
れ
ば
か
り
で
は
無
い
。
国
語
学
の
領
域
で
も
、
現
代
に
至
る
ま

で
講
座
物
の
シ
リ
ー
ズ
で
'
方
言
が
問
題
に
さ
れ
る
と
必
ず
「
方
言

と
標
準
語
」
が
対
立
概
念
と
見
な
さ
れ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。

殆
ど
が
ヘ
ビ
の
方
言
の
ど
の
特
徴
を
、
標
準
語
と
間
違
っ
て
考
え
ら

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
東
京
語
に
ど
う
矯
正
す
べ
き
か
と
い
う
内
容
で

あ
る
。
も
と
も
と
へ
方
言
と
標
準
語
と
は
対
立
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
日
本
で
は
'
人
権
に
対
す
る
感
性
が
弱

-
'
ま
た
へ
人
格
の
尊
厳
へ
の
配
慮
も
十
分
で
な
い
た
め
に
へ
地
方

と
中
央
と
の
差
に
置
き
か
え
て
受
け
と
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

方
言
を
人
間
存
在
に
か
か
わ
っ
て
総
体
と
し
て
認
識
せ
ず
、
こ
と
ば

だ
け
の
こ
と
と
し
て
処
理
し
て
き
た
長
-
暗
い
歴
史
が
あ
る
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

二
も
戦
後
の
平
等
思
想
に
よ
る
「
方
言
と
共
通
語
」
観
の
普

及
が
も
た
ら
し
た
東
京
方
言
帝
王
化

東
京
方
言
と
東
北
方
言
と
広
島
方
言
と
に
'
価
値
の
上
で
違
い
は

な
-
、
そ
れ
ぞ
れ
が
言
語
体
系
と
し
て
対
等
に
存
在
し
て
い
る
。
こ

れ
が
近
代
言
語
学
に
立
脚
し
た
戦
後
の
考
え
方
で
あ
る
。
互
い
に
競

い
合
い
、
人
気
の
高
い
方
言
が
普
及
の
範
囲
を
広
げ
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
自
由
競
争
に
任
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
戦
後
の
民
主
主
義

の
原
理
に
よ
-
合
っ
て
い
た
。
広
-
普
及
し
共
通
に
話
さ
れ
る
こ
と

ば
が
'
共
通
語
な
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
辞
告
に
は
ま
だ
近
機
方

言
と
み
な
さ
れ
て
い
る
ガ
メ
ツ
イ
(
金
を
出
し
し
ぶ
る
さ
ま
)
　
な
ど

を
共
通
語
、
な
い
し
は
標
準
語
だ
と
思
っ
て
い
る
人
が
出
た
。
東
京

方
言
に
は
こ
れ
を
言
い
あ
わ
ら
す
形
容
詞
が
無
い
の
だ
か
ら
、
全
国

共
通
語
に
成
り
や
す
か
っ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
ま
た
へ
東
京
方
言

で
梅
雨
を
ニ
ュ
ー
バ
イ
と
言
う
が
、
全
国
共
通
語
で
は
西
日
本
の
言

い
方
の
ツ
ユ
が
普
及
し
て
い
る
。
東
京
方
言
に
は
情
緒
の
細
や
か
さ

を
言
い
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
が
少
な
い
の
で
'
今
後
各
地
の
方
言
か
ら

ど
ん
ど
ん
共
通
語
化
し
て
い
-
語
が
増
え
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
へ
戦
後
の
こ
と
ば
社
会
で
は
、
群
雄
割
拠
が
放
任
さ
れ
た
の
で

あ
る
。と

こ
ろ
が
、
政
治
だ
け
が
東
京
を
中
心
に
集
権
化
し
た
の
で
は
な

か
っ
た
よ
う
だ
。
文
化
も
経
済
も
交
通
も
意
識
も
す
べ
て
へ
　
7
極
集

中
に
傾
い
た
。
都
市
化
と
過
疎
化
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
〝
か
っ
こ
い

い
こ
と
ば
″
が
東
京
方
言
だ
と
さ
れ
、
そ
れ
が
お
手
本
と
見
な
さ
れ
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る
よ
う
に
な
っ
た
。
せ
っ
か
く
、
方
言
そ
れ
ぞ
れ
の
平
等
が
戦
後
の

民
主
主
義
の
基
本
で
あ
っ
た
の
に
、
今
で
は
東
京
方
言
を
標
準
語
と

見
な
す
考
え
が
は
び
こ
っ
て
い
る
。
マ
ス
コ
ミ
の
影
響
や
首
都
機
能

の
必
然
的
な
力
な
ど
'
こ
れ
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
要
因
が
考
え
ら
れ

る
け
れ
ど
も
、
東
京
方
言
の
帝
王
化
が
す
す
み
、
他
の
方
言
に
対
し

て
一
層
優
位
な
地
位
を
確
立
し
た
。

三
'
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
方
言
観

戦
後
、
方
言
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
、
人
は
考
え
て
き
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
国
語
と
国
語
教
育
に
つ
い
て
、
次
に
へ
　
四
人
の
意
見
を
取

り
上
げ
て
み
た
い
。

1
4
　
柳
田
国
男

官
僚
へ
新
聞
記
者
、
民
俗
学
者
、
方
言
学
者
へ
国
語
教
育
学
者
な

ど
様
々
な
肩
書
を
与
え
て
も
余
り
あ
る
巨
人
で
あ
る
柳
田
は
'
今
日

で
も
決
し
て
古
-
な
い
卓
見
を
述
べ
て
い
る
。
該
当
す
る
部
分
を
『
定

b
嗣
c
サ
:

本
柳
田
国
男
集
第
十
八
巻
』
　
か
ら
次
に
抜
き
出
す
。

「
表
現
の
国
語
教
育
は
、
ど
う
し
て
も
話
方
か
ら
始
め
な
け
れ

ば
な
る
ま
い
。
話
す
の
と
同
じ
心
持
を
以
て
筆
を
執
り
、
一
方

に
は
又
話
す
の
と
同
じ
用
語
に
よ
っ
て
、
思
惟
す
る
こ
と
を
教

へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
.
」
(
ァ
P
h
)
「
今
ま
で
の
国
語

学
は
'
少
な
-
と
も
文
献
本
位
で
あ
っ
た
。
耳
の
学
問
で
な
-

眼
の
研
究
で
あ
っ
た
。
多
-
の
書
き
言
葉
の
'
そ
れ
も
少
し
ば

か
り
古
-
な
っ
た
も
の
を
'
唯
一
と
も
い
っ
て
よ
い
資
料
に
し

て
ゐ
た
。
」
　
(
3
&
0

大
戦
後
の
昭
和
二
十
二
年
に
す
で
に
柳
田
は
'
平
成
元
年
の
文
部
省

指
導
要
領
で
新
学
力
観
と
し
て
「
話
し
こ
と
ば
重
視
、
音
声
言
語
重

視
」
が
力
説
さ
れ
る
の
を
先
取
り
す
る
か
の
如
き
発
言
を
し
て
い
る
。

し
か
し
、
次
の
よ
う
に
、
方
言
に
対
す
る
筆
者
の
考
え
方
と
必
ず

し
も
一
致
し
な
い
記
述
も
見
ら
れ
る
。

「
標
準
語
と
は
何
ぞ
や
。
是
は
罰
ん
で
字
の
如
し
と
謂
っ
て
も

l
腰
の
答
に
な
る
の
か
知
ら
ぬ
が
、
そ
れ
を
ほ
ゞ
具
髄
的
に
説

明
す
る
こ
と
は
、
質
は
日
本
方
言
撃
合
の
諸
君
で
無
-
て
は
出

来
な
い
。
何
と
な
れ
ば
'
標
準
語
は
即
ち
方
言
に
封
す
る
言
葉
、

方
言
あ
っ
て
初
め
て
存
在
を
認
め
ら
れ
る
名
稀
だ
か
ら
で
あ
る
。

従
う
て
標
準
語
は
ど
こ
に
在
る
と
い
ふ
問
ひ
に
封
し
て
、
未
来

に
在
る
、
理
想
に
在
る
、
も
し
-
は
ま
だ
は
っ
き
り
と
見
つ

か
っ
て
居
な
い
と
'
答
へ
る
こ
と
の
出
来
る
人
が
現
は
れ
る
の

を
、
我
々
は
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
」
(
ァ
p
-
.
)
「
だ

か
ら
自
然
の
進
み
に
任
せ
て
置
い
て
も
う
　
い
つ
か
は
国
語
は
よ

く
な
り
標
準
語
は
完
備
す
る
時
が
来
る
も
の
と
、
私
も
楽
観
は

し
て
ゐ
る
」
　
(
別
p
)

方
言
は
現
実
態
で
あ
る
の
に
対
し
'
標
準
語
は
存
在
し
な
い
架
空
の

イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
O
　
そ
れ
を
あ
た
か
も
未
来
に
標
準
語
が
存
在
す
る

か
の
如
き
仮
想
実
体
と
し
て
対
略
さ
せ
る
思
惟
は
い
か
が
な
も
の
か
。

「
非
標
準
語
と
標
準
語
」
と
問
題
提
起
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
へ
　
そ
れ

な
り
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
方
言
は
、
標
準
語
を
は
る
か
に

越
え
た
'
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
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て
は
後
述
す
る
。

2
t
　
東
条
操

方
言
学
の
母
と
称
さ
れ
へ
戦
後
の
方
言
研
究
や
現
代
語
研
究
の
先

導
者
で
あ
っ
た
東
条
は
'
後
進
に
慈
愛
を
注
ぎ
励
ま
し
た
。
方
言
区

画
は
東
条
の
モ
ッ
ト
ー
で
も
あ
り
'
戦
後
日
本
の
方
言
学
が
め
ざ
し

て
き
た
目
標
と
し
て
、
世
界
の
方
言
研
究
史
に
お
い
て
も
特
色
を
示

す
。
全
国
の
方
言
研
究
者
が
東
条
に
あ
こ
が
れ
、
敬
慕
し
て
い
た
。

東
条
は
'
柳
田
が
標
準
語
へ
の
統
1
を
主
張
す
る
の
に
対
し
、

違
っ
た
考
え
方
を
発
表
す
る
。
昭
和
二
十
八
年
の
「
方
言
と
標
準
語
」

1
汀
u
-
.
)

の
論
文
で
は
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
結
論
を
先
に
言
う
と
'
わ
た
し
は
標
準
語
と
方
言
と
は
併
存

す
べ
き
も
の
だ
と
い
う
持
論
の
所
有
者
で
あ
る
。
明
治
の
初
年

に
は
方
言
撲
滅
論
と
い
う
物
騒
な
運
動
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
方

言
の
存
在
は
標
準
語
の
普
及
に
有
害
で
あ
る
と
い
う
誤
っ
た
前

提
に
立
つ
暴
論
で
あ
る
。
い
っ
た
い
へ
言
語
は
そ
の
行
わ
れ
る

地
域
の
社
会
相
に
よ
っ
て
変
容
す
べ
き
理
を
も
っ
て
い
る
。
方

言
撲
滅
な
ど
と
い
う
議
論
は
こ
の
自
然
の
理
に
さ
か
ら
う
も
の

で
あ
る
。
い
-
ら
一
国
内
の
交
通
が
容
易
に
な
っ
て
も
、
農
村

あ
り
へ
山
村
あ
り
へ
都
会
あ
り
、
鉱
山
も
あ
る
。
そ
の
違
っ
た

社
会
の
言
語
が
全
然
同
一
で
あ
る
は
ず
は
な
い
で
は
な
い
か
。

も
ち
ろ
ん
へ
　
交
通
が
自
由
と
な
り
へ
　
国
語
教
育
が
盛
ん
と
な
り
、

ど
ん
な
村
で
も
ラ
ジ
オ
の
聞
け
る
今
日
で
あ
る
。
村
々
の
方
言

の
特
色
が
だ
ん
だ
ん
薄
れ
て
東
京
語
風
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は

事
実
で
あ
り
'
お
そ
ら
-
今
後
は
ま
す
ま
す
そ
の
傾
向
は
強
-

な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
全
国
が
た
だ
1
　
つ
の
こ
と
ば
と
な
っ

て
、
地
方
色
が
ま
っ
た
-
消
滅
す
る
世
は
決
し
て
こ
な
い
。

標
準
語
と
方
言
と
の
併
用
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
二
語

併
用
(
B
i
l
i
n
g
u
a
l
i
s
m
)
と
は
違
う
。
二
語
併
用
は
二
つ
の
種
類

の
違
っ
た
言
語
を
併
用
す
る
こ
と
で
'
ア
イ
ヌ
の
人
が
'
ア
イ

ヌ
語
と
日
本
語
と
を
併
用
し
て
い
る
の
は
そ
の
1
例
で
あ
る
。

標
準
語
と
方
言
の
場
合
は
'
こ
れ
は
同
1
国
語
で
あ
っ
て
二
語

で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
二
語
併
用
の
際
に
起
こ
る
弊
害
は
、

こ
の
場
合
に
は
起
こ
ら
な
い
。
洋
服
と
和
服
と
を
併
用
す
る
こ

と
と
、
同
じ
和
服
の
中
で
晴
れ
着
と
ふ
だ
ん
若
と
を
準
備
す
る

こ
と
は
、
似
て
は
い
る
が
い
さ
さ
か
事
情
が
違
う
。
洋
服
ま
た

は
和
服
だ
け
で
も
暮
せ
な
い
こ
と
は
な
い
が
へ
　
晴
れ
着
と
ふ
だ

ん
着
と
を
用
意
す
る
こ
と
は
ぜ
ひ
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
朝
晩
、
制
服
だ
け
で
も
暮
せ
ば
暮
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
へ
　
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
う
生
活
は
や
は
り
無
理
な
生
活
だ

と
考
え
て
い
る
。
標
準
語
だ
け
の
使
用
を
強
要
す
る
の
は
'
晴

れ
着
常
用
論
で
あ
り
'
制
服
万
能
主
義
で
あ
る
。
同
じ
わ
け
で

わ
れ
わ
れ
は
ふ
だ
ん
着
だ
け
で
は
暮
せ
な
い
。
晴
れ
の
会
合
に

出
た
り
'
客
の
前
に
出
る
と
き
は
や
は
り
晴
れ
着
が
必
要
で
あ

る
。
こ
の
二
と
お
り
は
ぜ
ひ
準
備
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

誤
解
を
招
-
恐
れ
が
あ
る
か
ら
断
っ
て
お
-
が
、
わ
た
し
は

決
し
て
廃
語
と
な
ろ
う
と
し
て
い
る
前
代
の
こ
と
ば
を
天
然
記

念
物
か
何
か
の
よ
う
に
へ
　
そ
の
保
存
を
は
か
ろ
う
と
い
う
も
の

で
は
な
い
。
た
だ
家
庭
や
郷
党
の
間
で
は
へ
　
そ
の
社
会
に
最
も
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適
応
し
て
お
り
へ
　
日
常
使
い
慣
れ
て
い
る
方
言
で
心
安
-
話
を

す
る
こ
と
を
勧
め
た
い
の
で
あ
る
。
」

か
な
り
長
-
引
用
し
た
が
'
東
条
の
穏
健
な
考
え
方
が
よ
-
表
れ
て

い
る
L
へ
　
卑
近
な
例
で
誰
に
も
分
か
る
よ
う
に
'
噛
ん
で
含
め
る
口

調
が
人
柄
を
に
じ
ま
せ
て
い
る
の
で
'
ま
と
ま
り
の
よ
い
-
だ
り
ま

で
採
っ
た
。
東
条
の
考
え
方
は
'
そ
の
ま
ま
今
日
の
文
部
省
指
導
要

領
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領

(
平
成
元
年
)
』
　
の
「
第
四
学
年
」
(
言
葉
遣
い
に
関
す
る
事
項
)
研

山

>

e

:

.

k

「
佃
　
共
通
語
と
方
言
と
で
は
違
い
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、

ま
た
へ
　
必
要
に
応
じ
て
共
通
語
で
話
す
よ
う
に
す
る
こ

と。」

と
あ
る
。
又
、
五
・
六
学
年
で
は
同
じ
文
面
で
、

「
例
　
必
要
な
場
合
に
は
'
共
通
語
で
話
す
こ
と
。
」

と
さ
れ
て
い
る
。
東
条
の
考
え
も
平
成
元
年
の
「
指
導
要
領
」
も
、

穏
健
な
の
が
よ
い
。
選
択
す
る
権
利
が
主
体
者
の
側
に
あ
り
、
為
政

者
に
よ
る
規
制
が
な
い
の
が
何
よ
り
も
尊
い
。
柳
田
は
常
民
の
立
場

で
物
を
見
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
'

や
は
り
へ
　
官
の
側
か
ら
標
準
語
化
に
向
け
て
音
頭
を
と
り
続
け
た
。

柳
田
の
後
を
承
け
た
東
条
は
併
存
主
義
と
い
う
か
、
庶
民
の
側
か
ら
、

毎
日
の
こ
と
ば
の
幸
福
こ
そ
が
大
切
だ
と
力
説
し
た
の
で
あ
る
。
官

と
民
と
の
ち
が
い
が
は
っ
き
り
と
出
て
い
て
、
興
味
ぶ
か
い
。
平
成

元
年
の
指
導
要
領
が
、
「
必
要
に
応
じ
て
共
通
語
で
話
す
よ
う
」
に
柔

軟
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
の
も
高
-
評
価
す
べ
き
で
あ
る
o
　
や
っ
と

民
の
側
に
も
視
点
が
向
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

S
e
　
藤
原
与
一

G
E
3

昭
和
二
十
三
年
五
月
脱
稿
の
論
文
「
生
活
語
と
し
て
の
方
言
の
研

究
」
　
(
『
国
語
撃
』
第
二
韓
、
養
徳
社
へ
　
国
語
学
会
へ
　
昭
和
二
十
四
年

五
月
刊
)
　
に
は
、
藤
原
先
生
の
名
文
が
見
え
る
。

方
言
を
生
活
語
と
す
る
考
え
が
'
情
熱
を
こ
め
て
語
ら
れ
て
い
る
。

「
方
言
は
'
わ
れ
〈
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
し
た
し
い
'
生

活
の
事
実
で
あ
る
。
方
言
を
生
活
語
と
見
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ

れ
の
、
体
験
か
ら
の
要
求
で
あ
る
。
方
言
の
対
象
を
深
-
う
け

と
ろ
う
と
す
れ
ば
、
い
き
お
い
、
生
活
語
の
見
か
た
に
お
も
む

か
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

方
言
は
揮
然
と
し
た
1
園
の
言
語
生
活
で
あ
る
。
地
方
語
の

一
事
象
を
と
ら
え
て
み
て
も
'
そ
れ
に
は
、
そ
の
言
語
国
体
の
、

方
言
生
活
の
感
情
が
こ
も
っ
て
い
る
。
」

と
あ
り
、
方
言
=
生
活
語
-
言
語
生
活
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
西
尾
実

の
考
え
と
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
方
言
と
標
準
語
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
結
論
で
、

「
方
言
を
地
方
語
と
し
、
中
央
語
を
考
え
て
、
両
者
を
対
立
さ

せ
る
の
は
'
平
面
的
外
面
的
な
方
言
観
に
か
た
よ
っ
た
も
の
で

あ
る
.
方
言
に
揖
語
を
見
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
'
地
方
語
と
中

央
語
と
の
け
じ
め
は
、
い
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
方
言
を
自
覚

的
に
う
け
と
れ
ば
、
ま
ず
生
活
語
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
じ
ぶ
ん

の
よ
っ
て
立
つ
国
語
で
あ
る
。
1
方
言
は
国
語
に
ひ
ろ
が
る
。

中
央
語
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
'
じ
ぶ
ん
の
生
活
語
の
拡
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大
の
う
ち
に
'
お
さ
ま
っ
て
-
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

標
準
語
と
い
う
も
の
も
へ
　
こ
の
生
活
語
の
'
中
枢
標
準
に
な

る
も
の
で
あ
る
。
一
地
方
語
に
は
'
一
地
方
語
な
り
に
、
そ
の

う
ち
に
、
標
準
語
意
識
が
あ
る
。
こ
れ
が
成
長
し
て
。
1
図
譜

の
標
準
語
観
に
な
る
。
回
語
の
標
準
語
体
系
は
、
日
本
語
方
言

の
生
活
語
の
事
実
か
ら
'
み
ち
び
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」

そ
の
後
、
『
方
言
生
活
指
導
論
』
　
(
昭
和
五
十
年
十
月
、
三
省
堂
)
　
で
'

方
言
生
活
1
共
通
語
生
活
1
標
準
語
生
活
へ
と
高
め
て
ゆ
く
べ
き
具

体
的
な
実
践
が
示
さ
れ
る
。
方
言
生
活
指
導
の
目
標
は
'

「
要
す
る
に
、
私
は
'
こ
こ
で
、
ゆ
た
か
な
標
準
語
生
活
を
目

標
に
し
て
'
本
稿
を
つ
づ
っ
て
い
き
た
い
。
ゆ
た
か
な
標
準
語

生
活
は
'
も
と
よ
り
、
ゆ
た
か
な
方
言
生
活
に
も
と
づ
-
も
の

で
あ
る
。
ゆ
た
か
な
標
準
語
生
活
が
、
言
語
生
活
即
精
神
生
活

と
し
て
高
尚
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
'
く
り
か
え
す

ま
で
も
な
か
ろ
う
。
」
　
3
&
0

と
あ
り
へ
究
極
目
標
が
標
準
語
へ
の
収
敵
で
あ
る
点
で
'
柳
田
国
男

の
考
え
と
符
合
し
て
い
る
。
柳
田
に
「
言
語
生
活
の
指
導
」
と
　
(
昭

和
十
四
年
十
二
月
)
　
と
い
う
論
文
が
あ
っ
て
、

「
言
語
の
二
重
生
活
を
我
邦
の
免
れ
難
い
現
象
と
認
め
、
少
な

-
と
も
指
導
者
だ
け
は
へ
　
そ
の
二
重
生
活
に
陥
る
こ
と
を
奨
撤

す
る
が
如
き
、
説
を
な
す
人
の
態
度
に
は
感
服
で
き
な
い
。
」

と
烈
し
い
口
調
で
、
方
言
と
標
準
語
と
の
併
存
を
否
定
し
て
い
る
。

藤
原
先
生
の
考
え
方
は
、
柳
田
の
に
比
較
的
似
て
い
る
。

4
'
柴
田
武

戦
後
、
国
語
の
民
主
主
義
化
に
多
大
な
貢
献
を
成
し
た
学
者
の
1

人
が
柴
田
武
先
生
で
あ
る
。
共
通
語
と
い
う
術
語
の
製
作
は
'
柴
田

先
生
が
文
字
政
策
に
か
か
わ
っ
て
お
ら
れ
た
こ
ろ
の
産
物
と
さ
れ
て

い
る
。共

通
語
の
概
念
に
つ
い
て
へ
最
近
の
著
書
『
日
本
語
は
お
も
し
ろ

S
3

い
』
　
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
「
共
通
語
」
の
本
来
の
概
念
は
、
イ
ル
も
オ
ル
も
共
通
語
、
イ

ク
ラ
も
ナ
ン
ポ
も
共
通
語
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
共
通

語
は
'
も
と
も
と
測
定
や
説
明
の
た
め
の
術
語
で
あ
る
。
「
来
ま

す
」
　
の
「
す
」
　
の
母
音
が
、
ほ
と
ん
ど
消
え
る
方
言
も
'
は
っ

き
り
「
ス
ゥ
」
と
母
音
を
発
音
す
る
方
言
も
共
通
語
の
仲
間
で

あ
る
。
あ
る
い
は
、
「
し
・
し
・
す
る
・
す
れ
・
し
ろ
」
と
活
用

す
る
こ
と
ば
も
、
「
し
・
し
・
し
る
・
し
れ
・
し
ろ
」
と
活
用
す

る
こ
と
ば
も
、
共
通
語
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、

そ
れ
は
ア
ク
セ
ン
ト
な
ど
は
ま
っ
た
-
指
定
さ
れ
な
い
よ
う
な

言
語
で
も
あ
る
。
と
も
か
-
'
全
国
ど
こ
で
で
も
通
じ
さ
え
す

れ
ば
い
い
よ
う
な
、
方
言
間
の
共
通
の
言
語
で
あ
る
。
「
許
容
日

本
語
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」
　
S
f
t
O

方
言
を
良
い
・
悪
い
で
差
別
し
た
り
'
田
舎
だ
・
東
京
だ
と
落
差
づ

け
た
り
し
な
い
で
、
「
許
容
日
本
語
」
が
共
通
語
な
の
だ
と
す
る
叙
述

は
、
い
か
に
も
寛
大
な
著
者
の
人
柄
を
表
し
て
い
る
。
標
準
語
に
つ

い
て
は
、
『
柴
田
武
に
ほ
ん
ご
エ
ッ
セ
イ
2
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て

:
ォ
=
r
a
凸

い
る
。
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「
こ
れ
か
ら
'
交
通
・
通
信
・
教
育
・
マ
ス
コ
ミ
が
ま
す
ま
す

発
達
し
て
、
日
本
全
国
が
い
っ
そ
う
狭
-
な
り
、
そ
れ
に
つ
れ

て
'
方
言
の
違
い
は
だ
ん
だ
ん
小
さ
-
な
っ
て
い
-
に
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
は
全
国
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

と
っ
て
ど
う
し
て
も
必
要
な
こ
と
で
す
.
そ
う
し
て
最
後
に
は
、

方
言
が
ほ
と
ん
ど
消
え
て
し
ま
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
し

か
し
'
言
語
の
す
み
ず
み
ま
で
全
国
一
つ
に
な
る
の
に
は
ま
だ

相
当
の
時
間
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
全
国
が
一
つ
の
町
、

一
つ
の
村
の
よ
う
に
な
る
の
は
そ
う
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と

思
う
か
ら
で
す
。
富
良
野
町
で
は
、
方
言
が
統
1
さ
れ
る
ど
こ

ろ
か
へ
　
新
た
に
分
裂
し
て
も
い
る
の
で
す
。

こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
'
こ
こ
当
分
の
間
は
、
方
言
も

使
い
へ
　
共
通
語
も
使
う
と
い
う
時
代
が
統
-
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
家
庭
の
な
か
や
友
だ
ち
ど
う
L
で
は
方
言
を
使
い
、

家
庭
の
そ
と
や
よ
そ
の
町
の
人
と
は
共
通
語
を
使
う
と
い
う
、

方
言
と
共
通
語
と
を
場
に
応
じ
て
使
い
分
け
る
二
重
生
活
を
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
言
語
生
活
の
む
だ
だ
と
言
う
人

も
あ
り
ま
す
が
へ
　
そ
の
む
だ
を
無
理
押
し
に
な
-
す
る
こ
と
は
'

言
語
生
活
に
無
用
の
混
乱
を
起
こ
す
だ
け
の
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
」
　
(
g
e
n
)

著
者
の
考
え
方
は
'
東
条
の
と
は
少
し
違
っ
て
い
る
。
東
条
は
積
極

的
に
方
言
と
標
準
語
と
の
併
存
を
説
き
へ
普
段
着
と
晴
れ
着
と
の
併

用
を
例
に
ひ
い
て
、
豊
か
な
言
語
状
況
こ
そ
尊
い
と
し
た
。
し
か
し
、

柴
田
先
生
は
必
ず
し
も
方
言
と
全
国
共
通
語
と
の
併
用
を
積
極
的
に

支
持
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
緩
や
か
に
理
想
の
標
準
語
へ
と
統

一
さ
れ
て
い
-
こ
と
を
期
待
し
っ
つ
も
'
じ
っ
と
見
守
る
と
い
う
態

度
の
よ
う
で
あ
る
。

以
上
'
柳
田
国
男
・
東
条
操
・
藤
原
与
1
・
柴
田
武
の
四
人
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
数
多
い
著
者
の
中
か
ら
該
当
箇
所
を
と
り

出
し
て
'
筆
者
な
り
の
解
釈
を
施
し
た
。

言
語
の
学
問
で
は
、
四
者
の
考
え
方
に
そ
れ
な
り
の
合
理
性
が
あ

る
。
筆
者
も
恐
ら
-
'
方
言
と
標
準
語
と
の
関
係
を
学
問
の
こ
と
と

し
て
の
み
思
索
す
る
な
ら
ば
'
四
者
と
よ
-
似
た
結
論
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
教
育
の
視
点
を
導
入
す
れ
ば
'
全
-
別
な
発

言
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
れ
を
次
の
章
で
述
べ
る
。

四
`
人
格
語
と
し
て
の
方
言

ま
っ
た
-
意
外
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
方
言
を

「
人
格
語
」
と
考
え
る
べ
き
こ
と
を
以
下
に
述
べ
て
い
-
0

I
e
　
「
伝
達
」
に
気
を
と
ら
れ
た
〝
方
言
と
標
準
語
″
論
議

前
の
章
ま
で
に
、
方
言
と
標
準
語
に
つ
い
て
の
思
潮
の
流
れ
や
、

時
代
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
賢
者
の
考
え
方
を
検
討
し
た
。
そ
れ
ら
は
'

「
伝
達
の
道
具
」
と
し
て
の
国
語
を
基
礎
に
し
て
畢
言
が
な
さ
れ
て

い
た
。
戦
後
五
十
年
間
へ
　
そ
の
定
義
は
常
識
と
さ
え
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
「
伝
達
」
と
は
表
現
さ
れ
た
言
語
事
実
が
理
解
さ
れ
る
ま
で

の
マ
ス
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
へ
　
そ
の

機
構
の
背
後
に
あ
る
人
間
に
つ
い
て
は
考
慮
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
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つ
ま
り
、
方
言
は
狭
い
範
囲
に
行
わ
れ
る
こ
と
ば
で
あ
り
'
共
通
語

は
広
い
範
囲
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
は
'
伝
わ
る
か
伝

わ
ら
な
い
か
の
基
準
で
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
効
果

や
機
能
の
枠
組
み
で
と
ら
え
ら
れ
る
の
は
1
面
的
に
す
ぎ
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
も
'
方
言
と
標
準
語
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
、
が
ん
じ
が

ら
め
に
固
定
化
し
た
常
識
で
垢
に
ま
み
れ
て
い
る
の
に
も
問
題
が
あ

る
。
た
と
え
へ
方
言
を
生
活
語
に
か
え
て
み
て
も
'
「
ど
う
か
通
じ
ま

す
よ
う
に
と
方
言
を
共
通
語
に
転
換
す
る
試
み
」
を
行
う
と
い
う
の

は
'
や
は
り
「
伝
達
」
の
視
点
に
立
っ
て
い
る
点
で
'
あ
ま
り
大
き

な
違
い
は
な
い
。

た
し
か
に
、
言
語
は
社
会
現
象
で
あ
り
、
社
会
的
事
実
な
の
だ
か

ら
、
集
団
内
で
の
流
通
と
効
果
と
が
課
題
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

国
語
事
実
は
社
会
学
の
中
で
の
事
態
と
考
え
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。
社
会
の
中
で
の
伝
達
が
中
心
の
眼
目
な
ら
ば
へ
　
な
お
さ
ら
の

こ
と
、
個
人
に
つ
い
て
の
視
点
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

そ
こ
で
筆
者
は
、
方
言
を
個
人
の
側
か
ら
見
つ
め
直
し
て
、
新
し

い
立
脚
点
に
立
つ
べ
き
こ
と
を
申
し
た
い
。
今
ま
で
、
あ
ま
り
に
も

個
人
へ
の
配
慮
を
欠
い
て
、
広
-
伝
わ
る
こ
と
を
重
視
し
て
き
た
の

で
は
な
い
か
'
と
の
反
省
を
こ
め
て
の
指
摘
で
あ
る
。
ま
た
方
言
は
'

き
わ
め
て
個
人
的
な
も
の
で
あ
っ
て
'
ひ
と
り
ひ
と
り
へ
　
ま
っ
た
-

異
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
個
人
差
を
捨
象
し
て
共
通
度
の
高
い
も

の
を
よ
し
と
す
る
方
向
を
否
定
で
き
な
い
が
、
筆
者
は
'
原
点
に
立

つ
方
言
話
者
個
人
の
主
体
性
と
人
間
性
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
大
事
に

し
た
い
と
思
う
。

2
`
生
ま
れ
て
三
歳
ま
で
に
体
系
が
決
ま
り
'
一
生
涯
指
紋
の
如

-
身
に
沿
う
も
の
へ
　
そ
れ
が
方
言

ど
こ
の
地
域
の
ど
こ
の
家
の
証
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
か
は
'
宿

命
的
に
決
め
ら
れ
る
も
の
で
'
自
分
で
選
択
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。

女
に
生
ま
れ
る
か
男
に
生
ま
れ
る
か
'
ど
ん
な
顔
だ
ち
か
も
、
皮
膚

の
色
も
生
ま
れ
つ
き
の
も
の
で
あ
る
。
気
が
つ
い
た
の
ち
に
、
意
志

で
変
更
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
方
言
も
そ
れ
と
同
じ
で
あ

る
。近

畿
で
生
ま
れ
た
子
が
'
近
畿
ア
ク
セ
ン
ト
で
列
タ
マ
'
利
ン
ナ
、

利
ト
コ
、
7
T
ト
バ
、
刺
タ
キ
と
言
っ
て
い
た
の
を
共
通
語
教
育
だ
と

い
う
こ
と
で
'
矯
正
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
て
ヘ
　
ア
列
刊
っ
'
オ
珂
刃
、

オ
〓
可
　
コ
り
州
川
~
、
カ
列
判
へ
と
直
す
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
又
逆

に
東
京
ア
ク
セ
ン
ト
の
人
が
近
磯
ア
ク
セ
ン
ト
に
改
め
る
こ
と
も
困

難
で
あ
る
。
個
々
の
語
に
つ
い
て
は
A
方
言
か
ら
B
方
言
へ
の
型
の

移
動
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
'
ア
ク
セ
ン
ト
の
類
別
体
系
の
枠
組
み
は
'

2
、
3
歳
ご
ろ
に
は
す
で
に
決
ま
っ
て
し
ま
う
L
へ
　
そ
れ
以
後
変
え

る
こ
と
は
で
き
に
-
い
。
母
音
の
中
舌
化
に
つ
い
て
も
'
自
覚
的
に

直
し
た
ら
へ
直
し
た
と
い
う
ぎ
ご
ち
な
さ
が
、
発
話
の
中
に
出
る
。

文
法
に
し
て
も
、
敬
語
の
動
詞
を
と
る
か
敬
語
の
助
動
詞
を
と
る
か

の
修
辞
的
な
選
択
に
地
域
差
が
出
た
り
す
る
。
語
桑
は
数
万
も
あ
る

の
で
'
共
通
語
と
語
形
が
同
じ
で
も
濁
音
化
の
あ
る
な
し
や
長
呼
の

あ
る
な
し
な
ど
無
数
に
方
言
的
特
色
が
あ
り
へ
　
そ
れ
ら
は
気
づ
か
れ

な
い
ま
ま
保
存
さ
れ
、
発
話
に
出
て
-
る
。
た
だ
、
宿
命
的
に
定
ま

っ
た
ア
ク
セ
ン
ト
は
変
え
ら
れ
な
い
も
の
だ
と
い
う
常
識
が
破
ら
れ
、
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一
型
ア
ク
セ
ン
ト
地
域
の
生
徒
が
東
京
ア
ク
セ
ン
ト
に
変
わ
っ
た
と

の
報
告
も
あ
っ
た
り
す
る
が
'
信
頼
で
き
る
報
告
例
が
少
な
く
　
こ

れ
を
教
育
の
問
題
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
へ
方
言
の
習
得
と
固
定
化
は
フ
ェ
ー
タ
ル
(
運
命
的
)

で
方
言
社
会
成
員
に
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
体
系
と
み
な
さ

れ
る
以
上
'
そ
れ
を
変
え
さ
せ
る
教
育
な
ど
と
い
う
拷
問
は
'
ど
う

い
う
思
想
な
の
か
と
発
問
し
な
-
て
は
な
ら
な
-
な
る
。

つ
ま
り
、
基
本
的
人
格
と
し
て
の
1
個
人
語
方
言
と
い
っ
て
も
い

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
土
地
で
は
じ
め
て
へ
　
こ
と
ば
を
習
得
し
て
我

が
思
い
を
表
現
し
た
喜
び
に
ひ
た
っ
て
い
た
と
き
へ
　
そ
の
人
格
を
否

定
す
べ
く
、
こ
と
ば
を
と
り
あ
げ
た
と
い
う
の
に
等
し
い
で
あ
ろ
う
。

方
言
は
余
儀
な
き
こ
と
ば
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
方
言
は
、
生
ま

れ
て
初
め
て
こ
と
ば
と
出
会
い
人
格
を
形
成
し
て
い
-
上
で
'
「
人
と

な
る
」
と
き
の
'
へ
そ
の
緒
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
へ
そ
の
緒
と
ち
が

う
の
は
、
方
言
は
三
歳
ご
ろ
に
体
系
と
し
て
形
成
さ
れ
た
ら
、
l
生

涯
へ
若
干
の
変
容
を
た
ど
り
つ
つ
も
、
そ
の
骨
格
が
維
持
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
'
年
を
と
っ
て
か
ら
再
び
、
幼
児
期
の

方
言
を
と
り
も
ど
し
た
り
す
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
。
へ
そ
の
緒
は
不

用
に
な
っ
た
ら
捨
て
ら
れ
る
が
、
方
言
は
捨
て
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

3
t
　
人
格
語
と
し
て
の
方
言

愛
知
県
の
方
言
に
、
「
育
つ
、
成
長
す
る
」
意
味
で
ヒ
ト
ナ
ル
と
い

う
語
が
あ
る
。
「
育
て
る
」
こ
と
は
ヒ
ト
ネ
ル
で
あ
る
。
土
地
の
人
は

「
人
と
成
る
」
が
語
源
だ
と
い
う
。
真
偽
の
ほ
ど
は
確
か
で
な
い
が
へ

こ
う
い
う
方
言
を
覚
え
て
育
つ
こ
と
が
'
ま
さ
に
「
人
間
に
な
る
」

こ
と
だ
と
思
う
。
三
歳
ご
ろ
に
は
'
も
う
方
言
の
文
法
も
ア
ク
セ
ン

ト
体
系
も
'
音
韻
体
系
も
決
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
方

言
は
人
間
の
形
成
と
深
-
か
か
わ
っ
た
全
体
で
あ
る
。
苦
の
方
言
集

で
見
ら
れ
る
よ
う
に
'
珍
し
い
単
語
が
方
言
だ
と
考
え
れ
ば
い
つ

だ
っ
て
取
り
換
え
れ
ば
い
い
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
'
方
言
は
音
韻
・
文
法
・
語
桑
の
体
系
の
総
体
な
の
だ
か
ら
へ

取
り
換
え
は
で
き
に
-
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
す
で
に
個
性
と
し
て
形
成

さ
れ
た
人
格
語
た
る
方
言
を
'
仮
空
の
全
国
共
通
語
-
東
京
方
言
に

改
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
教
育
が
'
い
か
に
人
権
様
相
か
は
容
易
に
判

断
さ
れ
よ
う
。

方
言
は
ど
の
方
言
も
平
等
の
価
値
を
持
つ
。
そ
れ
は
人
格
が
平
等

で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
汚
い
方
言
が
あ
る
わ
け
で
は
な
-
、
下

等
な
方
言
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
静
か
に
客
観
的
に
'
一
人
一
人

の
人
間
存
在
そ
の
も
の
と
し
て
'
そ
の
人
と
と
も
に
存
在
し
て
い
る
。

方
言
社
会
の
1
人
1
人
が
皆
違
う
方
言
実
体
で
あ
る
か
ら
へ
理
論
的

に
は
へ
　
そ
の
地
域
の
方
言
全
体
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
と

な
く
、
集
団
と
し
て
の
似
よ
り
が
あ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

筆
者
は
、
子
供
が
自
分
の
方
言
に
誇
り
を
も
っ
て
'
堂
々
と
語
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
場
を
'
教
育
上
で
も
生
活
上
で
も
作
っ
て
や

っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。
優
位
な
言
語
へ
向
か
わ
せ
る
コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
化
教
育
だ
け
は
、
行
っ
て
ほ
し
-
な
い
。
す
す
ん
で
白
語

を
分
析
で
き
、
使
い
な
れ
た
自
分
の
こ
と
ば
で
天
下
国
家
を
論
じ
、

宇
宙
や
文
化
、
芸
術
を
語
り
、
自
他
の
人
格
を
大
事
に
す
る
人
間
に

な
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。
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4
'
文
体
の
一
つ
と
し
て
の
全
国
共
通
語

方
言
は
人
格
語
で
あ
る
。
人
は
、
自
覚
的
に
方
言
を
見
つ
つ
へ
他

方
で
社
会
を
拡
大
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
過
程
で
必
然
的

に
「
伝
達
」
の
道
具
と
し
て
英
語
を
学
ん
だ
り
中
国
語
を
学
ん
だ
り

す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
表
現
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
全
国
共
通

語
を
学
ぶ
こ
と
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
模
式
図
で
示
せ
ば
'

自分語(方言)
の
よ
う
に
な
る
。
人
格
語
と
し
て
の
方
言
と
共
に
'
文
体
と
し
て
い

-
つ
か
の
伝
達
の
道
具
を
持
つ
べ
き
だ
が
、
そ
の
中
の
か
な
り
重
要

な
手
段
と
し
て
、
全
国
共
通
語
を
考
え
る
こ
と
で
十
分
だ
ろ
う
。
今

ま
で
は
方
言
が
'
標
準
語
へ
と
矯
正
さ
れ
て
い
-
べ
き
だ
と
か
、
撲

滅
す
べ
き
だ
と
か
の
論
議
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら

は
人
格
語
と
し
て
の
方
言
を
'
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
し
っ
か

り
と
客
観
視
し
、
そ
の
上
で
い
-
つ
か
の
文
体
を
伝
達
の
道
具
と
し

て
習
得
し
、
そ
れ
ら
を
使
用
し
て
い
-
と
い
う
考
え
に
立
つ
べ
き
だ

と
思
う
。

た
だ
断
っ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
国
際
化
時
代
に
方
言
を
人

格
語
だ
と
し
て
尊
重
し
て
は
'
情
報
化
や
画
一
化
の
時
代
に
遅
れ
へ

国
家
間
の
就
争
に
遅
れ
る
と
の
反
論
が
予
想
さ
れ
る
o

筆
者
は
人
間
の
幸
福
は
個
の
尊
厳
が
守
ら
れ
'
人
格
が
全
体
像
と

し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
だ
と
思
う
。
こ
の
ご
ろ
の
よ
う
に
劾
率
主
義

に
傾
き
か
け
た
時
期
に
こ
そ
へ
個
性
そ
の
も
の
で
あ
る
方
言
へ
の
正

し
い
認
識
を
う
な
が
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

○
お
わ
り
に

言
語
の
科
学
と
し
て
の
方
言
の
研
究
で
は
、
「
方
言
」
と
「
標
準
語
」

と
を
対
比
さ
せ
て
し
か
扱
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
方
言
は
社
会
学
や
人

類
学
の
対
象
で
あ
る
べ
き
だ
が
'
そ
れ
は
手
薄
だ
っ
た
。
方
言
は
'

決
し
て
国
語
の
中
だ
け
で
扱
っ
て
い
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ

る
。
教
科
ご
と
に
縦
割
り
に
し
た
教
科
教
育
内
で
は
'
方
言
を
正
当

に
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
方
言
は
複
合
的
で
'
人
間
の
根
源
に

か
か
わ
り
へ
　
人
間
存
在
そ
の
も
の
を
問
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

(
注
1
)
国
語
調
査
委
員
会
編
『
音
韻
調
査
報
告
書
』
　
(
明
治
3
8
年
3

月
1
7
日
刊
)
　
の
「
序
言
」
に
記
さ
れ
た
文
章
の
一
部
で
あ
る
。

(
注
2
)
沖
縄
県
糸
清
市
の
ひ
め
ゆ
り
会
館
に
は
'
軍
部
に
よ
る
方

言
使
用
禁
止
文
書
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
1
九
九
四
年
四
月
の
こ

と
だ
っ
た
。

(
注
3
)
岩
手
県
下
の
小
学
校
で
も
方
言
を
喋
っ
た
子
に
は
罰
則
が

あ
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

(
注
4
)
柳
田
国
男
『
定
本
柳
田
国
男
集
第
十
八
巻
(
新
装
版
)
』
昭

和
四
十
四
年
十
1
月
刊
へ
筑
摩
書
房
に
よ
る
o
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(
注
5
)
東
条
操
「
方
言
学
の
話
』
　
(
昭
和
三
十
二
年
十
二
月
、
明
治

雷
院
)
　
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(
注
6
)
こ
の
論
文
は
今
日
の
武
蔵
野
雷
院
発
行
に
定
ま
る
前
の
『
国

語
学
』
　
に
載
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(
注
7
)
柴
田
武
『
日
本
語
は
お
も
し
ろ
い
』
　
(
1
九
九
五
年
1
月
二

十
日
'
岩
波
書
店
)
　
に
よ
る
。

(
注
8
)
柴
田
武
『
柴
田
武
に
は
ん
ご
エ
ッ
セ
イ
2
地
域
の
こ
と
ば
』

(
一
九
八
七
年
十
二
月
十
五
日
、
大
修
館
書
店
)
　
に
よ
る
。

-
　
二
九
九
六
年
一
月
五
日
記
)
　
-

(
広
島
大
学
)




