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一
地
域
社
会
の
国
語
教
育

す
べ
て
の
国
語
教
育
は
、
現
実
に
は
、
地
域
社
会
で
の
国
語
教
育
と
な
る
・
．

地
域
社
会
を
方
言
社
会
と
見
た
時
、
私
ど
も
は
、
「
地
域
社
会
の
国
語
教
育
」

を
、
「
方
言
指
導
を
基
調
と
し
て
お
こ
な
う
べ
き
国
語
教
育
」
と
考
え
ざ
る
を

得
な
い
。
モ
J
に
与
え
ら
れ
た
本
題
は
、
こ
の
趣
旨
で
考
え
て
い
け
ば
よ
い
の

で
あ
ろ
う
。

土
．
．
地
域
社
会
に
お
け
る
国
語
教
育
の
苦
悩
の
歴
史
．

・
方
言
指
導
の
国
語
教
育
は
、
言
わ
れ
て
み
れ
ば
、
ま
っ
た
く
尋
悩
の
歴

史
・
を
た
ど
っ
・
て
き
た
。
つ
ま
り
容
易
な
ご
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
・

す
で
に
昔
の
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
三
年
の
こ
ろ
、
広
島
高
等
師
範
学
校
の
教

授
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
東
条
操
先
生
が
、

こ
れ
か
ら
秋
田
県
へ
行
く
。
東
北
地
方
は
方
言
の
ひ
ど
い
所
で
あ
る
が
、
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妖
田
県
か
ら
そ
の
診
察
に
来
て
く
れ
と
い
う
こ
と
な
の
で
出
か
け
る
の

だ
。

と
話
し
て
下
さ
っ
た
。
あ
る
日
の
教
室
で
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
、
私
は
、

二
つ
の
こ
と
を
感
じ
た
。
秩
田
の
方
は
そ
ん
な
に
方
言
の
変
わ
っ
て
い
る
所
な

の
か
、
そ
れ
で
も
、
そ
こ
へ
東
条
先
生
が
乗
り
こ
ま
れ
れ
ば
、
い
い
処
方
箋
が

で
き
あ
が
る
の
だ
な
、
．
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
そ
の
．
一
つ
。
も
う
一
つ
に
ほ
、

こ
の
お
話
し
を
さ
れ
る
東
条
先
生
の
、
お
い
で
に
な
る
う
え
の
自
信
と
で
も
言

え
る
も
の
が
つ
よ
く
感
じ
ら
れ
た
。
．
先
生
ほ
、
抱
負
を
持
っ
て
い
ら
れ
た
よ
う

で
あ
る
。

し
か
し
、
今
日
の
秋
田
県
下
を
見
て
も
、
い
ま
だ
に
方
言
指
導
の
処
方
箋
は

大
い
に
入
用
で
ぁ
る
。
い
わ
ば
、
秋
田
県
地
方
に
お
い
て
も
、
方
言
の
生
活
▼
を

指
導
し
教
育
す
る
国
語
教
育
は
、
さ
ま
で
能
率
を
あ
げ
得
な
い
で
き
た
の
で
あ

る
。
近
来
に
い
た
っ
て
、
す
ぐ
れ
た
町
長
さ
ん
や
校
長
さ
ん
の
指
導
も
あ
っ

た
・
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
が
や
は
り
特
例
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
l
全
体
と

し
て
は
、
こ
の
方
両
の
指
導
・
教
育
が
、
進
歩
的
で
は
な
い
：
東
幅
の
歴
史
″

が
、
こ
こ
に
た
し
か
に
認
め
ら
れ
る
。

東
条
先
生
の
右
の
お
こ
と
ば
の
こ
ろ
、
私
ど
も
が
手
に
す
る
方
言
書
に
は
、

「
方
言
靴
語
と
り
し
ら
べ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
考
え
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
み

な
、
方
言
生
活
を
共
通
語
寸
標
準
語
の
生
活
へ
と
高
め
て
い
く
学
校
教
育
の
立

場
を
表
明
し
た
も
め
（
－
ま
た
は
そ
の
趣
旨
に
近
い
も
の
）
で
あ
っ
た
。
児

や
市
・
郡
な
ど
、
あ
る
い
は
そ
の
教
育
会
な
ど
が
編
修
し
た
方
言
書
は
、
た
い

て
い
、
国
語
教
育
の
見
地
で
方
言
を
問
題
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
あ
っ

た
け
れ
ど
も
、
元
来
、
．
人
び
と
の
方
言
観
が
、
「
方
言
・
訊
語
」
と
い
う
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
の
で
、
．
方
言
生
活
を
見
る
お
お
か
た
の
眼
は
、
ま
ず
つ
め
た
い
も

の
だ
っ
た
。
時
に
方
言
に
興
味
を
持
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
方
言
を
特
殊
視

す
る
特
定
の
興
味
、
方
言
を
お
も
し
ろ
お
か
し
い
も
の
と
見
る
興
味
だ
っ
た
の

で
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
教
育
上
で
は
、
㌧
方
言
ポ
ク
メ
ツ
．
運
動
な
ど
と
い
う

こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
（
こ
れ
は
先
般
の
　
「
ネ
・
サ
・
ヨ
」
運
動
な
ど

に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
）
す
く
な
く
と
も
、
．
方
言
矯
正
″
と
い
う
考
え
は
長

く
一
般
の
通
念
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
反
面
に
は
、
ど
こ
か
で
つ
ね
に

．
方
言
尊
重
．
が
言
わ
れ
た
。
そ
し
て
し
ば
し
ば
、
啄
木
の
「
ふ
る
さ
と
の
な

ま
り
な
つ
か
し
」
が
引
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
正
」
と
「
反
」
と
の
弁
証
は

高
ま
ら
な
い
ま
ま
、
今
日
に
お
よ
ん
だ
と
言
え
よ
う
か
。
こ
れ
は
、
方
言
生
活

指
導
の
．
苦
悩
の
歴
史
″
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
、
今
し
ず
か
に
現
状
を
観
望
す
る
の
に
、
「
靴
語
」
と
い
う
術
語
は
、

ほ
と
ん
ど
あ
と
を
絶
と
う
と
し
て
い
る
。
「
矯
正
」
．
「
矯
正
の
し
お
り
」
な
ど
と

い
う
こ
と
ば
も
ほ
と
ん
ど
見
聞
き
で
き
な
く
な
っ
た
。
l
方
、
「
生
活
語
」
と

か
「
生
活
言
語
」
と
か
い
う
こ
と
ば
は
だ
ん
だ
ん
に
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
お
り
、
方
言
と
方
言
生
活
に
対
す
る
理
解
の
増
進
が
認
め
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
状
況
は
、
さ
き
の
菖
悩
l
か
ら
の
正
し
い
脱
却
を
意
味
す
る
も
の

65



と
も
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
脱
却
が
で
き
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
文
明
世

界
の
言
語
状
況
は
、
日
に
日
に
変
貌
を
と
げ
つ
つ
あ
る
二
亘
語
そ
の
も
の
が
大

き
く
動
き
つ
つ
あ
る
。
区
々
た
る
方
言
の
生
活
と
そ
の
指
導
・
教
育
も
、
ぐ
ず

ぐ
ず
し
て
は
い
ら
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
。

未
来
は
と
も
か
く
と
し
て
、
今
日
に
来
る
ま
で
に
、
．
地
域
社
会
に
お
け
る

国
語
教
育
″
が
、
苗
悩
″
の
道
を
あ
ゆ
ん
で
来
た
こ
と
は
、
な
お
、
私
自
身

の
実
感
・
経
験
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
を
す

こ
し
だ
け
語
り
そ
え
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

は
じ
め
て
鹿
児
島
県
下
に
行
っ
た
、
昭
和
十
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
高
山
町

の
宿
の
隣
室
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
こ
と
ば
は
、
ま
さ
に
朝
鮮
語
？
か
何
か
の
よ

ぅ
に
思
え
た
。
翌
朝
、
そ
れ
が
「
鹿
児
島
弁
」
の
自
由
会
話
で
あ
っ
た
こ
と
を

確
認
し
て
、
私
は
お
ど
ろ
い
た
。
こ
ん
な
に
も
「
鹿
児
島
弁
」
は
わ
か
り
に
く

い
も
の
な
の
か
、
と
。
一
人
の
故
老
が
し
み
じ
み
と
述
懐
し
た
の
で
あ
る
・

ヽ

　

ヽ

．
私
ら
は
い
い
。
子
や
孫
ら
に
は
、
な
ん
と
か
し
て
国
語
を
教
え
て
も
ら
い
た

い
。
こ
れ
ま
で
に
私
ら
が
旅
行
し
て
、
こ
と
ば
に
苦
労
し
た
こ
と
は
、
忘
れ
よ

ぅ
と
し
た
っ
て
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
．
と
。
方
言
特
色
が
か
く
べ
つ
大

で
あ
る
だ
け
に
、
小
学
校
で
は
、
ど
こ
で
も
、
方
言
指
導
に
あ
た
ま
を
な
や
ま

し
て
い
た
。
学
校
で
の
討
論
の
模
様
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
に
聞
か
さ
れ
た
・
中
で

印
象
ぶ
か
か
っ
た
の
は
、
あ
る
学
校
で
の
こ
と
、

一
人
の
年
わ
か
い
女
性
の
代
用
教
員
が
、
正
教
員
の
人
た
ち
の
ま
と
ま
ら

な
い
方
法
論
議
を
よ
そ
に
、
た
だ
た
だ
自
分
の
持
ち
ま
え
の
東
京
語
の
生

活
を
、
し
じ
ゆ
う
そ
の
ま
ま
教
室
に
出
し
た
。
か
の
女
は
そ
う
す
る
こ
と

し
か
で
き
な
か
っ
た
の
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
無
作
為
自
然
の
全

「
東
京
語
生
活
」
が
、
そ
の
ま
ま
学
級
の
一
同
に
投
影
し
浸
潤
し
て
、
ひ

と
時
期
す
ぎ
る
と
、
そ
の
組
は
、
他
と
比
較
す
べ
く
も
な
い
ほ
ど
に
、
地

道
語
の
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

別
の
械
会
に
、
鹿
児
島
県
女
子
師
範
学
校
の
寄
宿
舎
で
、
冬
の
海
の
荒
れ
の

た
め
に
南
の
故
郷
の
島
へ
帰
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
人
び
と
に
会
っ
た
・

た
と
え
ば
与
論
島
の
人
ふ
た
り
と
は
「
夜
の
ふ
け
る
ま
で
話
し
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
方
言
が
ひ
ど
く
ち
が
う
中
で
育
っ
た
そ
の
人
た
ち
の
、
日
常
会
話
上
の
悩

み
は
、
じ
つ
に
深
刻
な
も
の
だ
っ
た
。
鹿
児
島
市
に
来
て
は
、
与
論
島
の
人
た

ち
は
、
人
び
と
と
の
円
満
な
交
際
の
た
め
に
、
鹿
児
島
標
準
芦
つ
ま
り

l
「
鹿
児
島
弁
」
を
習
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
多
く
の
学
友
の

前
で
は
、
こ
と
に
遠
慮
し
て
、
つ
と
め
て
与
論
こ
と
ば
ほ
使
わ
な
い
よ
う
に
し

一

た
：
鹿
児
島
の
人
た
ち
に
、
変
な
眼
で
見
ら
れ
る
か
ら
。
■
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
し
か
も
、
当
時
の
師
範
学
校
教
育
は
、
か
つ
て
彷
土
教
育
と
い
う
思
滑
に

動
か
さ
れ
た
り
は
し
た
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
深
刻
な
方
言
問
題
を
、
正
し
く

国
語
教
育
上
の
問
題
と
す
む
ふ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
方
言
の
研
究
の

の
い
く
ら
か
は
あ
っ
て
も
、
方
言
の
教
育
論
の
深
化
拡
充
は
な
い
の
が
、
当
時

砧
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日
石
学
校
の
一
般
で
あ
っ
た
．
こ
の
傾
向
は
J
今
日
の
国
立
大
学
教
育
学
部
に

も
お
よ
ん
で
は
い
な
い
か
．
地
域
社
会
・
方
言
社
会
で
の
国
語
教
育
の
歴
史
は

．
若
様
の
歴
史
．
で
あ
っ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
一
方
か
ら
言
え
ば
、
そ
l
れ

は
、
放
っ
て
お
い
て
悩
ん
だ
歴
史
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
．

を
、
全
局
的
に
動
か
す
こ
と
な
ど
、
思
っ
て
も
お
よ
ば
ぬ
こ
と
で
あ
各
。
今
は

次
下
に
、
い
く
ら
か
の
方
法
原
理
と
で
も
言
う
．
へ
き
も
の
を
述
べ
て
み
た
い
。

四
　
方
　
法
　
原
　
理

三
　
方
言
教
育
論

こ
こ
で
私
ど
も
は
、
方
言
生
活
指
導
に
関
す
る
教
育
論
－
方
言
教
育
論
－

I
を
本
格
的
に
お
こ
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
知
る
。

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
た
と
え
ば
．
一
つ
の
小
学
校
が
方
言
の
指
導
に
努
力
．
し

た
場
合
に
も
、
そ
の
実
効
は
、
多
く
、
普
遍
化
し
な
い
で
お
あ
っ
た
。
時
に
聞

か
れ
る
指
導
の
好
成
柏
の
話
題
も
、
一
つ
の
話
題
に
と
ど
ま
っ
て
、
流
行
と
は

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
良
風
を
き
ず
い
た
学
校
自
体
も
、
い
つ
と
は
な

く
、
そ
の
良
風
を
衰
え
さ
せ
て
し
ま
っ
た
“
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
方
言
指
導
は

断
片
的
・
一
時
的
・
局
地
的
だ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
方
言
指
導
の
永
続
性
を
守

る
教
育
論
の
必
要
な
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
方
言
指
導
の
合
理
的
方
法
の
樹

立
こ
そ
、
今
日
の
急
務
と
言
え
る
。

私
は
こ
こ
で
、
私
の
考
え
る
方
言
教
育
論
を
以
て
〕
合
理
的
方
法
の
委
細
を

述
べ
る
．
へ
き
一
個
の
責
務
を
感
じ
る
。
し
か
し
、
今
の
私
と
し
て
は
、
ど
れ
ほ

ど
も
、
有
意
義
な
之
と
艦
華
へ
補
充
㌢
・
こ
の
よ
う
に
動
か
な
い
で
き
七
も
の

〔
そ
の
〓
　
国
語
教
育
全
体
に
即
応
し
て
方
言
指
導
を
考
え
る

こ
れ
ま
で
の
国
語
教
育
で
は
、
と
か
く
そ
の
一
隅
で
方
言
を
問
題
に
し
て
き

た
。
方
言
問
題
は
、
正
し
く
は
待
遇
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
作
文
指
導
と

い
う
こ
と
に
限
っ
て
み
て
も
、
人
は
、
人
間
指
導
と
し
て
作
文
指
導
を
問
題
に

し
な
が
ら
も
、
方
言
を
、
「
作
文
に
つ
か
っ
て
よ
い
か
、
わ
る
い
か
。
」
な
ど

と
、
ま
っ
た
く
局
部
的
に
見
て
き
た
の
で
あ
る
。
相
手
は
方
言
の
子
で
は
な
い

か
。
そ
の
方
言
生
活
を
ど
う
す
る
か
を
全
面
的
に
考
え
な
け
れ
ば
、
一
つ
の
作

文
指
導
も
、
徹
底
的
に
は
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

か
れ
ら
は
、
表
現
者
と
し
て
も
理
解
者
と
し
て
も
方
言
人
で
あ
る
。
方
言
・

地
方
語
の
生
活
の
中
に
生
れ
、
そ
こ
で
育
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
す
く
な
く

と
も
、
大
部
分
の
相
手
た
ち
は
、
方
言
の
生
活
を
そ
の
国
語
生
活
の
基
調
と
し

て
い
る
。
．
と
れ
に
対
す
る
い
っ
さ
い
の
国
語
教
育
は
、
つ
ね
に
方
言
理
解
の
軌

道
上
で
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
で
．
あ
ろ
う
。
考
え
か
た
も
述
べ
か
た
も
受
け
い
れ

か
た
も
、
す
べ
て
方
言
的
で
あ
る
も
の
を
相
手
に
す
る
の
で
あ
る
。
「
方
言
人

を
傲
笥
す
る
」
1
1
彗
星
藷
を
備
噂
す
る
」
と
Y
つ
あ
た
ま
は
、
い
つ
も
、

7
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ど
こ
で
で
も
持
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
そ
砂
嵐
晩
て
国
許
教
官
は

「
方
言
指
導
の
教
育
」
、
方
言
教
育
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
㌣
．

「
方
言
に
も
注
意
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
態
度
は
改
め
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
つ
ね
に
方
言
を
注
意
す
る
こ
と
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
方
言
と
言
う
か

ら
こ
だ
わ
り
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
方
言
を
生
活
語
と
言

い
あ
ら
た
め
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
方
言
人
に
と
っ
て
は
、
方
言
が
ま
さ
に
生

活
の
こ
と
ば
な
の
で
あ
る
。
国
語
教
育
は
、
相
手
を
、
そ
の
生
活
語
に
即
し
て

陶
冶
し
て
い
く
作
業
で
は
な
い
か
。
国
語
教
育
は
生
活
語
教
育
で
あ
る
。
　
－

国
語
教
育
即
方
言
教
育
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

方
言
を
変
な
も
の
と
見
、
特
殊
な
何
か
と
見
る
観
念
が
、
ま
だ
教
育
界
に
残

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
方
言
の
あ
つ
か
い
が
特
殊
的
な
も
の

に
な
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。
方
言
観
の
是
正
が
急
務
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
方
言
を
生
活
の
こ
と
ば
と
し
て
見
る
よ
う
に
な
る
な
ら
ば
、
新
任
地
の
児

童
の
あ
る
こ
と
ば
を
感
じ
わ
る
く
思
っ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
は
な
く
な
ろ
う
。

′
」
こ
は
敬
語
が
な
く
て
4
と
、
そ
こ
の
亡
と
ば
を
蔑
視
し
た
り
す
る
こ
と
も

な
く
な
ろ
う
。
（
　
－
　
敬
語
は
な
く
て
も
、
か
れ
ら
は
銃
に
敬
意
を
あ
ら
わ
し

て
、
′
先
生
に
ほ
か
く
べ
つ
緊
張
し
て
も
の
を
言
っ
た
り
し
て
い
る
。
）
方
言
観

が
改
ま
れ
ば
、
土
地
の
こ
と
ば
、
相
手
の
こ
と
ば
を
聞
く
耳
、
－
　
見
る
眼
、

－
　
考
え
る
心
が
変
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
人
間
教
育
と
し
て
の
あ
た
た

か
い
国
語
教
育
は
、
そ
れ
か
ら
で
は
な
い
か
。

き
て
訂
計
数
有
壁
つ
ね
に
互
昌
（
生
活
畳
を
見
つ
め
る
国
語
教
育
に
な

る
な
ら
ば
、
方
言
指
導
は
こ
だ
わ
り
も
な
く
永
続
せ
し
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ

る
。
あ
る
時
期
だ
け
方
言
に
注
意
す
る
と
い
う
こ
と
な
ど
に
は
な
ら
な
い
1
あ

る
方
法
で
だ
け
方
言
を
と
り
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
に
も
な
ら
な
い
無
始
無

終
、
国
語
教
育
の
全
面
に
わ
た
っ
て
生
か
さ
れ
る
の
が
方
言
指
導
で
あ
る
。
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〔
そ
の
二
〕
．
方
言
と
標
準
語
と
の
関
係
．
に
対
す
る
考
え
か
た
を
明
確
に

・
　
す
る

方
言
人
を
対
象
と
す
る
国
語
生
活
指
導
で
は
、
方
言
と
共
通
語
と
標
準
語
、

こ
の
三
者
の
相
互
関
係
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

○
ま
ず
方
言
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
じ
っ
さ
い
に
は
相
手
の
方
言
生
活
と
し
て

受
け
と
ら
れ
る
。
人
間
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、
方
言
も
方
言
生
活
と
見
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
そ
の
方
言
生
活
の
こ
と
は
を
こ
と
ば
そ
の
も
の
と
し
て
見
た
時

は
、
「
方
言
」
が
と
ら
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
方
言
ま
た
は
方
言
生
活
と
い
う
時
、

こ
の
方
言
の
内
容
は
複
雑
で
あ
っ
て
、
中
に
、
特
定
の
土
語
の
よ
う
な
も
の
も

．
ぁ
れ
ば
誹
り
の
よ
う
な
も
の
も
あ
り
、
ま
た
、
「
ネ
コ
」
「
ア
ル
ク
」
な
ど
、
共

．
通
語
の
単
語
と
同
じ
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。
要
素
と
七
で
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
が

認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
方
言
人
は
一
般
に
そ
れ
ら
の
要
素
に
無
自
覚
で
あ
り
、

た
と
え
「
ネ
コ
」
と
い
う
よ
う
な
単
語
を
つ
か
っ
て
も
、
そ
れ
は
一
大
方
言
生

活
の
中
で
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
方
言
生
活
と
は
、
そ
の
よ
う
な
、
自
覚
的
で
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な
い
、
素
汁
自
然
の
閉
鎖
的
言
語
生
活
を
言
う
。
方
言
と
は
、
地
方
人
の
地
方

語
生
活
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
ば
の
総
体
な
の
で
あ
を
（
－
　
こ
の
中
の
．
「
ネ

コ
」
な
ら
「
ネ
コ
」
を
、
共
通
語
の
一
単
語
で
も
あ
る
と
し
て
知
ら
し
め
れ

ば
、
そ
れ
が
も
は
や
l
つ
の
共
通
語
教
育
に
な
る
の
で
は
l
ぁ
る
け
れ
ど
も
。
）

方
言
人
の
右
の
よ
う
な
方
言
生
活
を
対
象
と
し
て
、
私
ど
も
は
国
語
教
育
を

実
践
す
る
。
そ
う
し
て
、
方
言
人
を
、
開
か
れ
た
、
発
展
的
な
国
語
生
活
者
－

I

－
話
し
聞
き
、
読
み
書
く
生
活
に
お
い
て
の
　
ー
　
に
す
る
た
め
に
、
私
ど
も
は
、

共
通
語
な
い
し
、
標
準
語
に
眼
を
向
け
た
国
語
教
育
実
践
に
つ
と
め
る
の
で
あ

る
。
私
ど
も
に
は
、
つ
ね
に
方
言
に
眼
を
そ
そ
ぐ
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、
つ

ね
に
国
語
の
標
準
の
言
語
体
系
に
眼
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

○
標
準
語
は
、
国
語
教
育
の
言
語
上
の
最
高
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
国
語

教
育
は
こ
と
ば
の
教
育
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
教
育
を
こ
と
ば
に
よ
っ
て
お
こ
な

う
も
の
で
あ
る
。
常
時
、
こ
と
ば
が
問
題
で
あ
る
。
そ
の
お
り
お
り
の
よ
り
ど

こ
ろ
に
な
る
の
が
標
準
語
で
あ
る
。

標
準
語
は
、
通
常
、
一
国
語
の
規
範
と
し
て
、
お
お
や
け
に
設
定
さ
れ
る
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
の
場
合
、
国
立
国
語
研
究
所
に
よ
っ
て
、
こ
の
設

定
の
横
道
が
盛
り
あ
げ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
お
お
や
け
の
設
定
の
た
め
に
は
、
深

い
多
く
の
基
礎
的
研
究
が
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
㍗
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス

の
研
究
の
集
成
が
は
か
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
制
定
さ
れ
た
も
の
は
、
標

準
語
辞
書
の
形
で
、
全
国
民
の
前
に
お
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
以
後
、
時
世
に
し

た
が
っ
て
、
逐
次
、
こ
の
標
準
語
辞
書
の
改
訂
が
お
こ
な
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
．

．
．
標
準
語
は
、
標
準
語
体
系
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ご
J
れ
は
標
準
語

だ
。
．
な
ど
と
、
一
単
語
に
つ
い
て
も
標
準
語
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど

も
、
そ
れ
以
前
に
私
ど
も
は
、
学
理
上
、
標
準
語
は
標
準
語
体
系
を
な
す
も
の

と
認
め
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
標
準
語
体
系
は
、
は
じ
め
に
大
き
く
二
つ
の
領

域
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
話
セ
J
と
は
の
標
準
語
体
系
で

あ
り
、
い
ま
一
つ
は
書
き
こ
と
ば
の
標
準
語
体
系
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
領
域
に

関
し
て
も
、
音
韻
・
語
法
（
文
法
）
・
語
粟
の
三
見
地
、
三
分
野
が
考
え
ら
れ

る
．
。
書
き
こ
と
ば
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
文
字
ト
表
記
法
の
う
え
の
標
準
が
考

え
ら
れ
る
。
方
言
と
言
っ
た
場
合
は
、
論
な
く
、
問
題
は
話
し
こ
と
ば
の
標
準

語
体
系
に
局
限
さ
れ
よ
う
。

話
し
こ
と
ば
に
関
し
て
、
標
準
語
は
ど
の
よ
う
に
制
定
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
．
音
韻
の
面
を
見
る
。
た
と
え
ば
母
音
体
系
と
い
う
見
地
で
は
、
五
母

音
が
標
準
母
音
と
さ
れ
、
そ
の
お
の
お
の
の
標
準
発
音
が
定
め
ら
れ
る
で
あ
ろ

l

う
。
ウ
母
音
に
関
し
て
は
、
u
よ
り
も
u
の
発
音
が
標
準
的
と
定
め
ら
れ
る
か

ヽ
【

も
し
れ
な
い
。
音
節
体
系
の
ガ
行
音
節
は
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

か
。
g
a
以
下
の
も
の
と
脾
以
下
の
も
の
と
の
二
系
列
が
標
準
祝
さ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
文
法
面
を
見
る
。
打
消
表
現
法
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
．
「
知
ら
ナ

イ
」
の
言
い
か
た
と
「
知
ら
ソ
」
の
言
い
か
た
の
、
「
～
ナ
イ
」
「
～
ソ
」
両
方

が
標
準
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
敬
語
法
の
中
で
は
、
た
と
え
ば
「
オ
ッ
シ
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ヤ
け
タ
」
．
を
ノ
標
準
と
し
て
、
「
オ
ヅ
シ
ャ
ラ
レ
タ
」
　
は
探
ら
な
い
と
す
る
か
も

し
れ
な
い
。
あ
る
句
法
の
中
で
は
、
「
逃
げ
て
ッ
タ
」
は
採
ら
ず
、
「
逃
げ
て
イ

ッ
タ
」
を
標
準
に
立
て
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
行
っ
与
マ
ッ
ク
」
　
は
採
ら
な
い

で
、
「
行
っ
て
シ
マ
ッ
タ
」
　
を
標
準
視
す
る
か
も
し
れ
な
い
」
　
語
粟
の
面
を
見

る
。
た
と
え
ば
漁
村
用
の
生
活
用
語
や
山
村
用
の
生
活
用
語
と
な
る
と
、
い
か
．

に
東
京
語
本
位
に
標
準
語
粟
を
考
え
よ
う
と
し
て
み
て
も
、
ど
う
に
も
な
ら
な

い
。
と
い
う
よ
う
な
わ
け
で
、
語
彙
の
方
面
で
は
、
自
在
な
考
え
か
た
で
、
大

は
ば
に
、
標
準
語
柴
が
と
り
定
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
標
準
語
論

で
し
ば
し
ば
言
わ
れ
た
こ
と
、
〝
方
言
の
中
に
も
美
し
い
よ
い
こ
と
ば
が
あ
る

で
は
な
い
か
。
あ
ん
な
の
を
標
準
語
に
す
べ
き
だ
。
．
な
ど
と
い
う
の
は
、
話

し
こ
と
ば
の
標
準
語
体
系
の
語
柔
の
面
に
関
す
る
発
言
に
は
か
な
ら
な
い
。
形

容
語
な
ど
で
は
、
人
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
地
方
語
の
中
に
、
東
京
語
に
は
な

い
お
も
し
ろ
い
も
の
が
あ
る
。
東
北
の
「
メ
ソ
コ
イ
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
ろ

う
。
陸
奥
の
「
ア
ジ
マ
シ
ー
」
な
ど
も
、
土
地
特
有
の
も
の
で
、
え
も
言
わ
れ

ぬ
よ
い
感
じ
を
あ
ち
ゎ
す
。
語
柔
の
面
に
注
意
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
生
活
一
般

語
粟
の
範
周
で
で
旦
全
国
各
地
に
わ
七
る
諸
方
言
か
ら
、
ユ
ニ
ー
ク
な
単
語

を
と
り
集
め
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
標
準
語
制
定
と
い
う
全
国
的
見
地
で

は
、
爾
後
の
流
通
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
好
ま
し
い
も
の
を
集

め
て
登
録
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
け
れ
ど
も
、
広
く

見
あ
つ
め
る
努
力
は
、
大
い
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

標
準
視
の
基
準
は
何
か
。
と
ど
の
つ
ま
り
、
「
多
数
の
人
び
と
に
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
も
の
」
と
い
う
見
か
た
が
、
最
大
最
高
の
規
準
に
な
る
と
思
う
。

（
1
「
多
数
の
人
び
と
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
の
予
想
さ
れ
る
も
の
」
と
い
う

よ
う
な
見
か
た
も
、
こ
こ
に
加
え
て
お
い
て
よ
い
。
）
　
多
数
の
人
び
と
を
す
で

に
領
し
て
い
る
も
の
は
、
標
準
と
し
て
制
定
し
て
む
り
が
な
い
。
少
数
の
人
に

し
か
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
も
の
を
標
準
と
し
て
立
て
る
と
、
多
く
人
は
と
ま

ど
い
、
あ
る
い
は
つ
よ
Y
反
発
す
る
。
一
で
は
、
多
く
の
人
び
．
と
の
口
の
は
に
か

か
っ
て
さ
え
い
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
と
、
つ
ね
に
は
そ
う
も
い
か
な
い
。
．
国
語

生
活
の
正
常
な
発
展
を
広
い
見
地
で
望
む
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
多
く
の
人

び
と
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
も
の
で
も
、
な
お
、
吟
味
を
要
す
る
も
の
が
あ

る
。
吟
味
に
は
、
国
語
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
の
観
察
・
研
究
が
参
考
に
な

る
。
．
そ
こ
で
、
歴
史
的
観
点
が
第
二
の
基
準
に
な
る
と
、
私
は
思
う
の
で
あ

ヽ
ヽ

る
。
歴
史
的
に
見
て
も
む
り
が
な
く
、
現
状
の
大
勢
は
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
い

る
と
い
う
時
、
そ
の
も
の
を
標
準
と
す
る
こ
と
は
も
っ
と
も
無
難
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
標
準
語
の
制
定
に
ほ
ず
い
．
ぷ
ん
の
調
査
な
り
研
究
な
り

の
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
て
も
短
日
月
で
制
定
が
で
き
る
も
の
で
は
な

い
。
こ
．
う
い
う
点
で
は
、
私
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
考
え
か
た
を
す
る
・
標
準
語
体

系
を
全
円
的
に
構
想
し
て
、
つ
い
で
、
部
分
的
に
、
そ
の
構
想
上
の
重
点
々
々

に
し
た
が
っ
て
、
標
準
語
制
定
の
作
業
を
い
と
な
む
．
そ
う
し
て
、
で
き
た
も

の
か
ら
（
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
、
「
重
要
な
も
の
か
ら
」
　
と

・
U

【
・
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い
う
の
に
近
く
な
る
）
、
頓
次
発
表
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
い
け
ば
、
社
会
の
人
び
と
は
、
1
－
む
ろ
ん
学
校
教
育
の
担
当
者
は
い
ち

ば
ん
に
、
そ
の
制
定
と
制
定
さ
れ
た
も
の
と
を
見
て
、
．
そ
う
か
と
も
な
る
ほ
ど

と
も
思
い
、
．
あ
る
い
は
疑
問
に
も
不
審
に
も
思
い
、
填
た
反
対
意
見
を
も
よ
う

し
な
ど
も
し
て
、
そ
の
発
表
を
わ
が
も
の
に
す
る
。
こ
れ
で
、
人
び
と
の
標
準

語
観
念
や
標
準
語
観
は
し
だ
い
に
養
わ
れ
高
め
ら
れ
て
く
る
の
で
、
数
行
的
効

果
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
′
（
書
そ
し
と
は
に
関
し
て
、
′
．
表
記
上
の
規
準
な
ど

を
定
め
る
場
合
に
も
、
こ
の
よ
う
に
、
た
し
か
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
部

ヽ

　

ヽ

分
的
に
逐
次
も
の
を
世
に
問
い
、
い
わ
ば
漸
新
主
義
で
こ
と
を
は
こ
ん
で
は
ど

う
か
。
）
一
、
二
の
事
実
を
与
え
ら
れ
て
も
、
人
ほ
、
そ
れ
に
よ
っ
七
動
か
さ

′

れ
る
と
、
A
な
る
人
か
ら
A
な
る
人
に
転
移
前
進
す
る
。
つ
ま
り
そ
の
思
考
と

受
容
態
度
と
が
進
歩
す
る
。
進
歩
し
た
境
地
で
、
次
回
に
提
案
さ
れ
て
く
る
も

の
を
迎
え
れ
ば
、
受
容
も
理
解
も
、
か
く
だ
ん
に
活
発
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ

－
つ
。

さ
き
に
私
は
、
標
準
語
は
国
語
教
育
の
言
語
上
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
と
言

っ
た
。
標
準
語
体
系
は
、
た
と
え
ば
発
音
そ
の
も
の
の
、
ま
た
こ
と
ば
づ
か
い

そ
の
も
の
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
の
に
す
ぎ
な
い
も
の
な
の
か
。
も
と
よ
り
こ

と
ば
そ
の
も
の
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
ち
が
い
な
い
。
．
が
し
か
し
、
標
準
語
体
系

は
、
同
時
に
、
こ
と
ば
に
生
き
る
人
び
と
の
表
現
生
活
・
理
解
生
活
二
言
い
か

え
れ
ば
こ
と
ば
に
よ
る
精
神
生
活
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
も
あ
る
の
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
『
標
準
語
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
に
発
音
の
し
か
た
を
学
ぶ
と

い
う
こ
と
だ
け
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
さ
び
し
す
ぎ
る
。
発

音
な
ら
一
つ
の
発
音
を
学
ぶ
こ
と
が
、
同
時
に
日
本
語
の
快
い
使
用
と
い
う
こ

七
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
発
音
で
、
日
本
語
に
よ
っ
て
も
の
を

言
い
、
も
の
を
開
く
こ
と
が
、
知
的
生
産
の
精
神
活
動
に
な
る
と
い
う
の
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
せ
っ
か
く
の
標
準
語
が
、
私
ど
も
の
国
語
生
活
、
国
語
に

よ
る
人
間
生
活
す
な
わ
ち
精
神
雀
活
を
拘
束
す
る
も
．
の
で
あ
っ
た
り
し
た
の
で

ほ
、
一
国
語
の
標
準
語
の
は
な
は
だ
し
い
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
て
ぅ
し
て
、
．
痍

準
語
体
系
な
る
も
の
に
は
、
そ
う
と
う
の
精
神
的
条
件
が
要
求
せ
れ
る
。
そ
れ

を
み
た
す
標
準
語
制
定
と
な
る
と
、
単
に
．
〝
東
京
讃
中
心
に
よ
く
ぶ
こ
な
わ
れ

て
い
る
か
ら
．
と
い
う
よ
う
な
観
測
・
指
摘
ば
か
り
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
大

し
た
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
に
な
る
」

国
民
の
精
神
活
動
を
進
め
は
げ
ま
す
に
た
る
標
準
語
体
系
上
な
れ
ば
、
な

お
、
小
国
民
た
ち
の
将
来
に
眼
を
向
け
て
、
．
い
わ
ば
未
来
社
会
に
生
せ
る
べ
き

か
れ
ら
の
た
め
、
今
か
ら
、
よ
ほ
ど
進
歩
的
な
層
準
語
体
系
を
設
定
し
て
お
く

べ
き
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
。
時
勢
の
進
運
の
は
げ
し
い
今
日
、
私
ど
も
は
、

よ
く
よ
く
前
む
き
の
姿
勢
を
と
っ
て
、
元
来
に
通
用
す
る
標
準
語
体
系
の
蘭
立

を
考
え
て
七
か
る
べ
き
で
あ
る
。
今
や
標
準
語
制
定
が
太
い
せ
つ
で
あ
る
と
と

も
に
、
標
準
語
理
念
の
洗
練
．
・
革
新
も
た
い
せ
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
‥

で
あ
る
の
に
、
今
日
ま
だ
、
標
準
語
制
定
機
関
は
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ど
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こ
に
も
、
料
っ
き
り
と
し
た
標
準
語
制
定
活
動
は
お
と
り
て
い
な
い
1
現
在
の

と
七
．
ろ
で
は
．
「
私
ど
も
は
、
民
間
で
こ
の
研
究
を
盛
に
し
て
、
世
上
一
般
の
こ

の
方
面
の
意
識
の
高
ま
り
を
こ
い
ね
が
う
ほ
か
は
な
い
。
あ
た
か
も
国
語
教
育

の
世
界
は
、
総
じ
て
こ
の
よ
う
な
意
識
の
教
育
に
恰
好
の
場
で
は
な
い
か
。
事

実
上
－
国
語
教
育
者
は
、
標
準
語
盛
力
上
げ
の
先
駆
的
役
わ
り
を
演
じ
て
い
る

と
見
ら
れ
る
。
－
・
す
で
に
共
通
語
教
育
に
ほ
ね
を
お
っ
て
お
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
共
通
語
教
育
は
標
準
語
教
育
に
つ
ら
な
る
。

○
共
通
語
と
は
、
し
ぜ
ん
に
共
通
度
を
高
め
て
き
た
こ
と
ば
の
こ
と
で
あ

る
。
（
共
通
語
は
ま
た
共
通
語
体
系
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
．
、
・
こ
れ

に
や
は
．
り
、
音
韻
・
語
法
・
語
彙
の
≡
方
面
が
認
め
ら
れ
る
。
）
標
準
語
が
意
図

的
制
定
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
共
通
語
は
自
然
的
醸
成
の
結

果
で
あ
る
。
か
れ
が
仇
0
－
－
e
n
で
．
あ
る
の
に
対
し
て
は
、
こ
れ
は
s
e
i
n
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
共
通
語
は
、
全
国
的
に
も
成
立
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
前

に
、
・
地
方
々
才
で
l
で
も
成
立
し
て
い
る
。
さ
き
に
は
、
南
島
の
人
た
ち
が
「
鹿

児
島
弁
」
を
習
っ
た
こ
と
に
ふ
れ
た
。
あ
の
場
合
、
そ
の
辺
の
言
語
社
会
で
は
、

「
鹿
児
島
弁
」
・
が
共
通
語
の
地
位
を
得
て
い
ち
」
と
に
な
ろ
う
。
古
来
、
城
下

町
の
こ
と
ば
は
し
ぜ
ん
に
共
通
語
の
地
位
を
得
て
い
た
。
い
わ
ば
そ
の
地
方
に

か
な
り
の
弘
通
力
を
持
っ
実
の
で
あ
る
。
県
庁
所
在
地
の
こ
と
ば
が
ま
た
同
様

で
あ
る
。
か
く
し
て
国
で
言
え
ば
、
政
治
・
文
化
の
中
心
地
、
東
京
の
こ
と
ば

が
、
．
全
国
的
な
共
通
語
の
地
位
を
し
ぜ
ん
に
得
て
き
て
い
る
（
あ
る
い
は
、
．
東

京
語
が
全
国
共
通
語
の
自
然
の
母
胎
と
な
っ
て
い
る
）
と
い
う
し
だ
い
で
あ
る
。

さ
て
、
私
ど
も
が
、
国
語
教
師
と
し
て
共
通
語
へ
の
指
導
を
す
る
時
、
－

国
語
教
育
に
お
い
て
い
つ
も
共
通
語
に
眼
を
向
け
つ
つ
作
業
を
す
る
時
、
共
通

語
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
二
言
で
言
え
ば
、
共

通
語
は
よ
い
こ
上
は
だ
と
考
え
て
い
る
と
思
う
。
方
言
生
活
を
共
通
語
生
活
甘

近
づ
け
よ
う
と
す
る
時
、
当
事
者
は
た
い
て
い
、
共
通
語
の
方
が
よ
り
よ
い
こ

と
ば
だ
と
考
・
ス
て
い
る
。
共
通
語
が
よ
い
こ
と
ば
だ
と
考
え
る
の
は
、
そ
れ
が

広
く
通
じ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
共
通
」
と
い
う
こ
と
に
価
値

を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
言
い
か
え
れ
頃
私
ど
も
は
、
共
通

語
を
一
種
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
、
標
準
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
昔
か
ら
、
大

小
の
中
心
地
の
こ
と
ば
を
ぐ
る
り
の
人
び
と
が
宗
と
し
た
の
も
、
そ
の
共
通
度

の
高
い
こ
と
ば
を
標
準
祝
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
お
も
し
ろ
い
こ
と
が
は
っ

き
り
と
す
る
。
人
は
共
通
語
を
按
準
語
と
区
別
す
る
け
れ
ど
も
、
共
通
語
を
見

る
人
の
心
は
、
そ
れ
を
標
準
視
す
る
心
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で

は
、
共
通
語
と
標
準
語
と
が
一
如
と
な
る
。

そ
こ
に
共
通
語
が
あ
る
と
ヤ
っ
事
熊
買
け
な
ら
、
こ
れ
は
あ
く
七
毒
共
通
語

が
あ
っ
て
標
準
語
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
が
、
そ
こ
に
あ
る
共
通
語
を
教
甲
そ

の
他
の
人
が
と
り
あ
げ
て
、
教
育
な
ど
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
す
る
時
、
－
　
（
あ

る
い
は
も
っ
l
と
単
純
な
場
合
、
l
一
人
の
人
が
共
通
語
を
孟
回
し
て
学
ぼ
う
と
し

た
時
で
も
）
、
つ
ま
り
そ
れ
を
意
請
の
対
象
と
し
て
ね
ら
っ
た
時
、
い
わ
ゆ
る
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共
通
語
の
事
実
は
、
標
準
祖
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
共
通
語
に
関
し
て
は
、
こ

ヽ

　

ヽ

う
し
て
ほ
準
責
畠
の
ま
つ
わ
る
の
が
認
め
ら
れ
る
．
こ
の
こ
と
は
、
う
ら
が
え

し
て
言
え
ば
、
「
共
通
す
る
こ
と
」
が
、
揺
準
語
の
た
い
せ
つ
な
条
件
に
な
り

う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
じ
つ
さ
い
、
′
だ
れ
が
標
準
語
の
制
定
を
考
究
し
て

も
、
現
に
流
通
度
の
高
い
共
通
語
は
、
す
こ
し
も
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。
い
な
、
．
標
準
語
制
定
作
業
は
、
．
い
わ
ゆ
る
共
通
語
の
諸
要
素
を
ま

ず
ね
ら
っ
て
問
題
に
し
て
い
く
の
が
、
作
業
能
率
上
、
よ
ろ
し
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
学
校
教
育
で
も
、
．
接
準
詔
が
制
定
さ
れ
て

い
な
い
か
ら
い
け
な
い
。
．
と
ば
か
り
は
言
わ
な
く
て
よ
い
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
国
語
教
師
は
の
び
の
び
と
、
む
し
ろ
自
由
に
、
共
通
語
を
探
索
し
て

い
け
ば
よ
い
。
み
ず
か
ら
の
判
断
で
、
一
つ
の
要
素
に
も
「
共
通
」
の
事
実
を

認
め
て
い
け
ば
よ
い
。
認
め
．
て
そ
れ
を
探
っ
て
積
極
的
に
そ
れ
の
指
導
を
す
れ

ば
、
そ
の
こ
と
が
す
な
わ
ち
端
的
な
標
準
語
指
導
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

・
〇
標
準
語
・
共
通
語
の
考
察
か
ら
た
ち
帰
っ
て
、
ふ
た
た
び
方
言
を
考
え
て

み
る
。
方
言
（
生
活
語
）
　
に
は
、
方
言
に
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
が
認
め

ら
れ
る
。
・
方
言
人
は
、
こ
こ
に
だ
け
許
さ
れ
た
独
自
の
表
現
手
段
に
生
き
て
も

い
る
。
私
ど
も
が
、
生
活
語
と
し
て
の
方
言
を
全
面
的
に
尊
重
す
．
へ
・
き
は
当
然

で
あ
を
。
方
言
は
本
来
尊
重
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

一
そ
う
で
は
あ
る
が
、
一
方
、
社
会
生
活
上
、
適
宜
に
、
よ
り
広
い
社
会
の
生

活
に
適
応
し
う
訂
こ
と
も
、
ま
た
、
人
び
と
の
自
然
の
要
求
と
思
わ
れ
る
。
よ

り
広
い
．
、
開
か
れ
た
社
会
へ
の
薗
応
の
た
め
に
、
共
通
語
l
標
準
語
の
必
要
な

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
人
び
と
は
　
（
方
言
人
も
）
、
し
か
る
べ
き

立
場
に
お
い
て
、
共
通
語
1
標
準
語
を
も
尊
重
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
方
言
尊

重
と
「
共
通
語
1
標
準
語
」
尊
重
と
、
二
つ
が
成
り
立
つ
。
二
つ
の
こ
と
は
異

質
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
次
元
を
異
に
し
な
が
ら
共
に
存
し
う
る
の
で
あ
る
。

共
通
語
は
一
両
ま
こ
と
に
あ
じ
け
な
い
も
の
で
は
な
い
か
。
両
ふ
り
で
道
の

ぬ
か
る
ん
で
い
る
こ
と
で
も
、
「
ジ
ュ
ル
イ
」
と
言
う
の
な
ど
ば
、
容
易
に
は
共

通
語
に
な
ら
な
く
て
、
ま
ず
は
「
ワ
ル
イ
」
と
い
う
の
が
広
く
通
用
す
る
く
ら

い
の
も
の
で
あ
る
。
「
ワ
ル
イ
」
は
、
無
難
で
は
あ
る
が
、
色
も
つ
や
も
な
い
。

し
か
し
、
共
通
語
と
い
う
の
は
、
・
こ
の
よ
う
に
無
色
化
し
っ
つ
み
ず
か
ち
の
地

位
を
得
る
の
が
定
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
．
も
の
を
切
り
す
て
切
り
す
て
し
て
い

か
な
く
て
は
、
流
通
度
の
高
い
共
通
分
子
に
は
な
れ
な
い
．
さ
て
こ
の
共
通
分

子
が
1
　
や
が
て
標
準
祝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
ら
れ

る
共
通
語
な
り
標
準
語
な
り
は
、
方
言
と
い
う
自
然
語
を
尊
重
す
る
心
と
は
ち

が
っ
た
心
で
尊
重
し
て
い
く
の
で
な
か
っ
た
ら
、
判
断
の
混
乱
を
来
た
す
。

㌧
方
言
と
標
準
語
と
の
関
係
．
と
言
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
関
係
は
、
三
次
元

の
空
間
に
お
い
て
考
え
と
ら
れ
る
べ
き
関
係
で
あ
る
。
一

〔
そ
の
三
〕
　
方
法
手
段
0
合
理
化
が
必
要
で
あ
る

今
ま
で
は
合
理
化
が
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
。
一
例
、
あ
の
「
わ
る
い
こ
と
ば
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を
直
し
ま
し
ょ
う
」
式
の
掲
示
に
し
て
も
、
列
挙
さ
れ
て
い
る
も
の
が
し
ば
し

ば
偶
然
的
で
あ
っ
た
。
乱
雑
で
あ
っ
た
。
い
く
項
目
を
ど
の
よ
ケ
に
と
り
あ
つ

か
え
ば
よ
．
い
の
か
。
す
な
お
に
考
慮
し
て
、
も
り
と
項
目
を
お
さ
え
、
一
時
に

す
こ
し
を
掲
げ
る
。
こ
れ
を
根
気
づ
よ
く
見
つ
め
さ
せ
る
。
単
純
な
の
が
合
理

化
の
精
神
に
か
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
・

．
．
合
理
化
を
、
教
師
邑
身
の
が
わ
で
考
え
て
み
る
。
土
地
っ
子
の
教
師
が
そ
の

郷
里
の
学
校
で
勤
務
す
る
場
合
、
共
通
語
指
導
に
不
成
績
の
こ
と
が
す
く
な
く

な
い
。
一
方
で
は
、
そ
の
人
が
、
一
土
地
の
生
活
語
で
相
手
と
自
由
に
し
ぜ
ん
に

交
わ
り
う
る
の
で
、
・
心
ね
の
か
よ
っ
た
教
育
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
が
、
他

面
、
安
き
に
な
れ
、
郷
士
語
を
み
ず
か
ら
反
省
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
、
・
意

図
的
な
方
言
教
育
が
で
き
な
い
じ
ま
い
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
と
し
た
ら
、

教
師
が
自
己
の
郷
土
語
を
明
確
に
つ
か
む
こ
と
が
第
一
に
重
要
と
さ
れ
る
。
そ

う
す
る
こ
と
が
、
指
導
の
合
理
的
手
順
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

っ
ぎ
に
、
合
理
化
を
、
児
童
・
生
徒
が
わ
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
そ
の
学

年
発
展
に
応
じ
て
、
指
導
の
階
梯
を
定
め
た
の
が
よ
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
そ
の
細
目
を
整
然
と
定
め
る
こ
と
は
困
難
だ
と
す
る
か
。
そ
う
い
う
場
合

に
も
、
．
最
後
的
に
明
確
に
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、

す
く
な
く
と
も
、
中
学
校
卒
業
の
時
ま
で
に
は
、
共
通
語
で
も
の
を
言
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
学
校
の
何
学
年
で
ど
う
い
う
拍
導
態
度
・
指
導
方
針

を
と
る
の
に
も
せ
よ
、
心
の
底
で
は
、
「
す
く
な
く
と
も
、
中
学
校
卒
業
ま
で

に
は
云
々
」
と
考
え
る
よ
う
に
す
る
。
か
れ
ら
に
到
達
さ
せ
る
と
こ
ろ
を
つ
ね

に
念
頭
に
お
い
て
し
ご
と
を
す
る
の
で
あ
る
。
到
達
目
標
を
ひ
と
え
に
ね
ら
う

単
純
な
行
き
か
た
が
、
む
し
ろ
こ
と
の
合
理
的
な
進
め
か
た
と
も
言
え
る
で
あ

ろ
う
。つ

ぎ
に
、
合
理
化
を
、
と
り
あ
げ
る
教
育
事
項
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
共

通
語
l
標
準
語
に
、
音
韻
面
と
語
法
面
と
語
粟
面
と
が
あ
る
こ
と
は
さ
き
に
述

べ
た
。
指
導
上
で
は
、
こ
の
三
つ
の
両
を
区
別
し
た
の
が
よ
い
こ
と
、
も
ち
ろ

ん
で
あ
る
。
区
別
し
た
う
え
で
、
ま
ず
、
語
彙
面
で
は
、
思
い
き
り
自
由
大
胆

な
指
導
を
す
る
。
す
な
わ
ち
、
教
師
は
一
存
で
、
．
こ
ん
な
単
語
は
共
通
語
と
し

て
広
め
た
の
が
よ
く
は
な
い
の
か
と
考
え
と
り
、
積
極
的
に
そ
れ
を
教
室
の
内

外
で
つ
か
っ
て
い
く
。
共
通
語
の
創
造
な
い
し
拡
充
で
あ
る
。
（
つ
か
っ
て
み

た
も
の
が
ど
ん
な
運
命
を
た
ど
っ
て
い
く
か
。
そ
れ
に
成
h
ソ
ゆ
き
に
ま
か
せ
れ

は
よ
い
。
た
い
せ
つ
な
の
は
、
こ
う
い
う
努
力
で
相
手
の
語
彙
急
設
、
共
通
語

意
識
を
刺
激
す
る
こ
と
で
あ
る
。
）
和
語
の
複
合
動
詞
の
よ
う
な
も
の
も
、
自

由
に
創
作
し
て
つ
か
っ
て
み
て
は
ど
う
か
．
こ
こ
で
さ
っ
そ
く
の
自
由
造
語
を

し
て
み
せ
る
こ
と
は
意
立
が
大
き
い
。
か
れ
ら
の
国
語
意
謡
は
、
こ
ん
な
時
、

高
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
言
え
か
え
れ
ば
、
こ
こ
で
か
れ
ら
の
こ
と
ば
の
力
が

つ
く
。前

に
も
ふ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
東
京
語
は
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
た

47



育教語国の会社故地

と
え
ぼ
山
打
診
粟
な
ど
ー
茎
監
鼠
ら
引
き
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
ー
東
京
許

に
寄
り
す
が
っ
て
ば
か
り
い
た
の
で
は
、
語
粟
教
育
は
全
う
し
て
い
く
こ
と
が

で
き
な
い
。
生
活
の
必
要
に
注
目
し
て
、
教
師
は
共
通
語
粟
工
作
を
進
め
て
い

く
．
へ
き
で
あ
う
語
粟
面
の
指
埠
を
特
に
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
、
語
法
面

・
音
韻
両
の
指
導
と
の
問
に
煩
序
を
つ
け
る
こ
と
が
、
教
育
事
項
の
合
理
的
処

理
に
な
る
と
思
う
。

つ
ぎ
に
、
合
理
化
を
、
教
育
方
法
一
般
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
話
す
こ
と

の
教
育
、
聞
く
こ
と
の
教
育
と
濁
る
時
、
こ
の
一
般
的
方
法
に
関
し
て
、
方
言

教
育
の
立
場
上
、
「
開
く
こ
と
の
教
育
」
を
そ
う
と
う
に
重
ん
じ
る
こ
と
が
（

方
言
生
活
指
導
の
有
効
な
方
法
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
通
常
は
、
相
手

が
方
言
を
話
す
方
に
日
を
そ
そ
い
で
、
そ
こ
で
指
導
論
を
立
て
が
ち
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
の
方
言
こ
と
ば
を
開
く
生
活
を
自
覚
さ
せ
る
教
育
も
、
ず
い
ぶ
ん

た
い
せ
つ
な
よ
う
に
思
う
。
す
く
な
く
と
も
、
右
の
二
つ
の
方
向
を
、
あ
い
伴

わ
せ
る
こ
と
が
、
方
法
と
し
て
合
理
的
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

低
学
年
の
小
学
生
で
も
、
方
言
の
こ
と
ば
を
し
ず
か
に
聞
き
と
ら
せ
れ
ば
、

方
言
生
活
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
、
か
な
り
判
別
し
う
る
よ
う
で
あ

る
。
私
の
小
学
校
低
学
年
時
代
の
経
験
で
あ
る
が
、
ど
こ
か
よ
そ
か
ら
来
た
人

の
、

○
ナ
ー
寺
ラ
カ
ヤ
ラ
「
イ
ロ
イ
P
刈
イ
ア

と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
を
聞
き
と
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
ア
ク
セ
ソ
ト
が
妙

に
耳
に
0
こ
サ
た
か
そ
れ
を
い
り
の
日
に
か
度
洛
際
の
中
で
口
ず
さ
ん
て
お

ば
さ
ん
た
ち
に
笑
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
が
き
っ
か
け
に
も
な
っ

た
か
、
方
言
ア
ク
セ
ソ
ト
の
ち
が
い
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
中
等
学

校
生
徒
の
時
は
、
．
ど
こ
の
ア
ク
セ
ソ
ト
が
東
京
の
ア
ク
セ
ソ
ト
に
い
ち
ば
ん

近
い
の
だ
ろ
う
か
。
．
な
ど
と
考
え
た
。
こ
う
し
て
最
初
に
見
た
参
考
書
が
佐

久
間
博
士
の
『
日
本
語
の
発
音
と
ア
ク
セ
ソ
ト
』
で
あ
っ
た
。
先
撃
に
導
か
れ

て
、
自
分
ら
の
妨
里
の
ア
ク
セ
ッ
ト
の
方
が
、
都
会
の
松
山
の
ア
ク
セ
シ
ト
よ

り
も
は
る
か
に
東
京
語
の
に
近
い
こ
と
を
知
っ
て
お
ど
ろ
い
た
。
以
上
、
異
色

の
ア
ク
セ
ン
ト
を
聞
く
こ
と
が
、
や
が
て
大
い
に
方
言
の
諸
ア
ク
セ
ソ
ト
を
知

る
も
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
東
北
地
方
や
出
雲
地
方
の
小
学
生
に

も
、
録
音
な
ど
で
、
し
き
り
に
‖
可
母
音
例
を
聞
か
せ
て
み
て
は
ど
う
で
あ
ろ

l
l

う
。
案
外
早
く
、
非
中
舌
の
母
音
を
発
音
し
う
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。上

乗
、
方
言
教
育
の
方
法
原
理
と
し
て
「
合
理
化
」
を
と
り
あ
げ
、
い
く
つ

か
の
場
合
に
分
け
て
、
合
理
化
の
可
能
性
を
見
て
き
た
。
合
理
的
方
法
が
成
り

た
っ
て
も
、
そ
れ
が
ま
た
、
地
域
社
会
に
応
じ
て
特
殊
化
せ
し
め
ら
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
1

〔
そ
の
四
〕
　
地
方
性
を
認
識
す
る

方
言
教
育
上
、
方
法
原
理
と
し
て
、
地
方
性
認
識
を
も
と
り
立
て
る
こ
と
が
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で
き
よ
う
。

方
言
の
地
盤
は
じ
つ
に
堅
固
な
地
盤
で
あ
る
。
．
方
言
指
導
は
こ
の
地
盤
を
た

た
く
作
業
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
作
業
の
た
め
に
は
、
ま
ず
以

て
正
し
い
地
盤
認
識
が
い
る
。

方
言
は
な
か
な
か
動
き
に
く
い
も
の
だ
と
言
え
受
入
に
方
言
の
刻
印
は
深

刻
で
あ
る
。
一
つ
の
方
言
の
方
言
人
が
、
や
が
て
他
地
域
に
移
住
し
た
と
す
る

か
。
移
住
重
長
く
な
っ
た
の
ち
、
そ
の
人
が
元
の
方
言
の
人
に
会
う
。
会
え
ば

た
ち
ま
ち
、
元
の
方
言
の
会
話
が
そ
こ
に
開
け
る
。
ひ
と
た
び
方
言
の
中
に
生

を
う
け
る
七
、
だ
れ
し
も
そ
の
方
言
か
ら
き
つ
い
刻
印
を
受
け
る
ら
し
い
。
．
こ

の
よ
う
な
人
の
あ
い
寄
る
集
団
の
、
か
た
ま
り
の
つ
よ
さ
が
、
地
方
性
と
い
う

も
の
で
あ
ろ
う
。

地
方
性
は
、
共
通
語
的
な
も
の
に
反
発
す
る
勢
力
で
も
あ
る
。
共
通
語
に
遠

心
力
の
作
用
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
方
言
に
は
求
心
力
の
作
用
が
あ
ろ
う
か
。
求

五
　
結
．
．
．
．
語
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心
力
が
す
な
わ
ち
地
方
性
で
あ
る
。

地
方
性
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
に
、
方
言
教
育
の
合
理
的

と
さ
れ
る
諸
方
法
も
、
地
域
地
方
ご
と
に
、
′
特
殊
化
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い

こ
と
に
な
る
。

方
言
の
方
言
性
と
も
言
え
る
も
の
は
、
じ
つ
に
根
づ
よ
い
。
私
ど
も
は
、
そ

こ
の
方
言
を
見
、
．
そ
の
方
言
の
中
の
人
を
対
象
と
し
て
、
．
地
域
社
会
ご
と
の
国

語
教
育
を
実
践
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
こ
に
は
、
．
容
易

な
ら
ぬ
し
ご
と
が
あ
る
の
だ
と
言
え
る
。

方
言
の
中
の
個
々
の
言
語
事
象
は
、
変
転
も
し
て
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

方
言
色
、
一
方
言
の
方
言
ら
し
さ
は
な
か
な
か
消
え
な
い
∵
方
言
生
活
の
中
の
人

び
と
は
、
依
然
と
し
て
方
言
的
発
想
に
生
き
、
方
言
的
感
受
性
に
生
き
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
人
び
と
を
対
象
と
し
て
は
、
私
ど
も
は
、
撤
底
的
に
方
言
を

見
つ
め
る
国
語
教
育
に
邁
進
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
地
域
社
会
の
国
語
教
育
」

は
、
私
ど
も
の
永
遠
の
課
題
で
あ
る
。
一

－
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
．
作
業
上
活
動
上
、
．
苦
悩
■
を
特
別
の
苦
悩

と
し
な
い
平
常
心
を
持
つ
こ
と
が
肝
要
と
考
え
ら
れ
る
・
重
己
は
生
活
遠
㌫
必

然
で
あ
る
。
不
断
に
、
し
か
も
静
か
に
こ
れ
に
対
処
し
て
い
く
よ
う
に
七
た

ヽ
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