
１
　
は
じ
め
に

　
本
稿
で
は
、「
国
語
科
教
育
に
お
け
る
学
習
者
の
目
標
意
識
の
育
成
」
に
関
す

る
研
究
の
一
環
と
し
て
、
大
学
に
お
け
る
国
語
科
教
育
関
係
科
目
の
実
践
を
報

告
す
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
り
、
目
標
意
識
を
育
む
学
習
材
の
一
つ
に
国
語
科
授

業
の
記
憶
が
あ
り
、
国
語
科
授
業
の
記
憶
を
育
む
学
習
方
法
の
一
つ
に
国
語
学

習
史
の
作
成
が
あ
る
と
の
結
論
を
得
た
（
拙
稿
「
野
地
潤
家
述
「
国
語
学
習
の

極
印
と
深
化
」
に
関
す
る
一
考
察
」『
論
叢 
国
語
教
育
学
』
第
五
号
（
通
巻
十

号
）
二
〇
一
四
年
七
月
）。
次
に
は
、
国
語
学
習
史
の
作
成
を
励
ま
す
国
語
科
教

育
の
あ
り
方
を
探
る
必
要
が
あ
る
。

　
そ
の
足
が
か
り
と
し
て
、
佐
賀
大
学
文
化
教
育
学
部
二
〇
一
四
年
度
前
期
開

講
科
目
「
国
語
科
教
育
学
」
に
お
い
て
、「
リ
テ
ラ
チ
ャ
ー
・
サ
ー
ク
ル
」
と

「
国
語
学
習
史
」
を
両
輪
と
し
て
国
語
科
教
育
学
へ
の
理
解
を
深
め
る
授
業
を
構

想
し
た
。
本
稿
で
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

２
　
授
業
の
構
想

２
．
１
　
受
講
者
と
そ
の
実
態

　
受
講
者
は
小
学
校
教
員
や
中
学
・
高
校
の
国
語
科
教
員
を
め
ざ
す
大
学
生
十

四
名
で
、
二
年
生
一
名
と
、
入
学
し
た
ば
か
り
の
一
年
生
十
三
名
で
あ
る
。
国

語
科
教
育
学
の
専
門
的
知
識
・
技
術
を
こ
れ
か
ら
学
び
始
め
よ
う
と
い
う
段
階

に
あ
る
。
国
語
科
教
育
へ
の
関
心
は
高
い
。

２
．
２
　
目
標

（
１
）
指
導
者
の
目
標
→
国
語
科
教
育
学
の
研
究
対
象
や
研
究
内
容
に
関
す
る
受

講
者
の
理
解
を
育
む
。

（
２
）
受
講
者
の
目
標
→
こ
れ
ま
で
の
人
生
で
取
り
組
ん
で
き
た
国
語
学
習
に
つ

い
て
書
い
た
「
国
語
学
習
史
」
を
作
成
し
、
出
来
上
が
っ
た
本
を
自
分
の

恩
師
に
郵
送
す
る
。

─　　─１２６

　

リ
テ
ラ
チ
ャ
ー
・
サ
ー
ク
ル
を
通
し
て
国
語
学
習
史
を
引
き
出
す

─
─
佐
賀
大
学
文
化
教
育
学
部
二
〇
一
四
年
度
前
期
開
講
科
目
「
国
語
科
教
育
学
」
の
取
り
組
み
か
ら
─
─
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２
．
３
　
内
容
と
方
法

　「
受
講
者
の
目
標
」
に
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
授
業
で
は
国
語
科
教
育
学
へ
の

理
解
を
深
め
る
手
立
て
と
し
て
国
語
学
習
史
の
執
筆
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
国
語
学
習
史
の
執
筆
の
一
助
と
な
る
よ
う
に
リ
テ
ラ
チ
ャ
ー
・
サ
ー
ク

ル
（
以
下
「
読
書
会
」
と
記
す
）
を
取
り
入
れ
た
。
読
書
会
で
は
、
国
語
科
教

育
学
へ
の
糸
口
と
な
り
、
か
つ
国
語
学
習
史
作
成
の
参
考
と
な
る
よ
う
な
文
献

（
研
究
論
文
や
国
語
教
科
書
教
材
）
を
指
導
者
が
選
定
し
て
「
課
題
本
」
と
し
た
。

そ
し
て
、
三
～
四
人
の
グ
ル
ー
プ
で
課
題
本
に
つ
い
て
話
し
合
う
時
間
を
設
け

た
。
毎
回
の
授
業
は
基
本
的
に
次
の
よ
う
に
展
開
し
た
。

（
１
）
前
回
の
読
書
ノ
ー
ト
か
ら
一
部
を
紹
介
す
る
。（
五
分
）

（
２
）
解
説
資
料
を
配
布
し
、
国
語
科
教
育
学
の
研
究
成
果
や
キ
ー
ワ
ー
ド
等
を

理
解
さ
せ
る
。（
二
十
分
）

（
３
）
読
書
会
。
進
め
方
は
参
考
引
用
文
献
１
に
拠
っ
た
。（
六
十
分
）

（
４
）
次
回
の
予
告
を
し
、
読
書
ノ
ー
ト
を
提
出
さ
せ
る
。（
五
分
）

２
．
４
　
評
価

　
国
語
学
習
史
お
よ
び
読
書
会
へ
の
取
り
組
み
を
総
合
的
に
評
価
す
る
。

３
　
指
導
の
実
際

　
以
下
で
は
、
指
導
の
実
際
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、
指
導
者

が
執
筆
し
受
講
者
に
配
布
し
た
解
説
資
料
を
示
す
。
前
週
の
復
習
を
兼
ね
て
、

授
業
の
な
か
で
適
宜
行
間
を
補
い
な
が
ら
一
読
し
た
も
の
で
あ
る
。「
…
…
」
は

引
用
者
に
よ
る
中
略
を
示
す
。
ま
た
、
引
用
後
の
数
字
は
参
考
引
用
文
献
を
示

す
。
な
お
、
第
一
回
お
よ
び
第
十
～
十
三
回
は
、
国
語
学
習
史
作
成
等
に
時
間

を
充
て
た
た
め
、
こ
の
種
の
配
付
資
料
は
な
い
。

【
第
一
回
】
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

【
第
二
回
】「
読
書
会
」
と
い
う
こ
と

　「
国
語
科
教
育
学
」
の
授
業
開
き
と
な
っ
た
前
回
の
講
義
で
は
、
こ
の
講
義
の

目
的
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
の
説
明
と
合
わ
せ
て
、「
読
書
会
」
と
い
う
も

の
に
ひ
と
わ
た
り
取
り
組
ん
で
み
ま
し
た
。
一
年
生
の
み
な
さ
ん
に
と
っ
て
は
、

そ
の
日
は
何
し
ろ
大
学
の
授
業
の
初
日
で
も
あ
り
ま
し
た
し
、
大
学
の
講
義
と

い
う
も
の
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
ふ
う
に
進
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
戸
惑

い
の
中
で
の
い
き
な
り
の
「
読
書
会
」
で
あ
っ
た
の
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
進

め
れ
ば
い
い
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
面
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
寺
山
修
司
「
何
に
で
も
値
段
を
つ
け
る
小
道
具
屋
の
お
じ

さ
ん
の
詩
」
を
め
ぐ
っ
て
話
し
合
う
な
か
で
、
何
ら
か
の
「
発
見
」
の
手
応
え

は
得
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、「
お
じ
さ
ん
」
や

「
ぼ
く
」
は
い
っ
た
い
何
歳
な
の
だ
ろ
う
と
い
う
問
い
に
出
会
う
こ
と
で
あ
っ
た

り
、「
愛
と
な
み
だ
は
／
ど
っ
ち
が
高
い
？
」
の
答
え
を
考
え
出
す
こ
と
で
あ
っ

た
り
し
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
以
外
の
点
で
も
、「
他
者
と
言
葉
の
や
り
と
り
を
す

る
こ
と
は
詩
の
解
釈
に
取
り
組
む
う
え
で
有
効
で
あ
る
」
と
い
う
手
応
え
を
得

ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
感
触
は
、
実
は
国
語
科
教
育
を
考

え
て
い
く
う
え
で
重
要
な
も
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
国
語
科
教
育
は
本
来
、

み
な
さ
ん
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
な
国
語
試
験
で
よ
い
点
を
と
る
た
め
に
あ
る

も
の
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
す
。
む
し
ろ
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
人
と
関
わ
り
合

う
こ
と
は
自
分
の
人
生
を
生
き
て
い
く
う
え
で
「
よ
き
こ
と
」、
価
値
の
あ
る
こ
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と
だ
と
い
う
姿
勢
を
育
む
こ
と
が
、
国
語
科
教
育
の
た
い
せ
つ
な
目
標
だ
と
わ

た
し
は
思
っ
て
い
ま
す
。『
本
を
読
ん
で
語
り
合
う 
リ
テ
ラ
チ
ャ
ー
・
サ
ー
ク

ル
実
践
入
門
』
の
「
ま
え
が
き
」
で
、
フ
ロ
リ
ダ
大
学
で
教
育
学
を
教
え
る

ア
ー
リ
ン
ト
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
私
た
ち
の
う
ち
の
実
に
多
く
が
、
文
学
を
め
ぐ
る
話
し
合
い
に
取
り
組

む
子
ど
も
た
ち
の
能
力
を
発
達
さ
せ
る
重
要
性
に
気
づ
か
な
い
で
き
た
こ

と
は
、
き
わ
め
て
残
念
な
こ
と
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
の
た
め
に
、
私

た
ち
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
一
つ
の
単
語
か
一
文
で
の
反
応
し
か
求
め

な
い
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
理
解
に
つ
い
て
の
質
問
に
解
答
す
る
た
め
の
力
を

伸
ば
す
こ
と
の
方
に
、
よ
り
多
く
の
力
を
注
い
で
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う

な
実
践
を
か
り
た
て
て
き
た
の
は
、
お
そ
ら
く
標
準
テ
ス
ト
で
す
。（
１
、

三
頁
）

　
国
語
教
科
書
の
小
説
を
学
ぶ
と
き
に
は
、
一
度
読
ん
で
、
先
生
が
細
か
く
質

問
を
し
て
、
児
童
生
徒
は
そ
れ
に
答
え
る
ば
か
り
と
い
う
授
業
の
あ
り
方
を
、

ア
ー
リ
ン
ト
ン
は
全
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、「
文
学

を
め
ぐ
る
話
し
合
い
」
の
価
値
に
光
が
当
て
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
状
を
問

題
視
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
す
。
ア
ー
リ
ン
ト
ン
は
続
け
て
、「
現
実

世
界
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
読
ん
だ
直
後
に
互
い
に
質
問
を
し
あ
う
大
人
な

ど
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
か
わ
り
に
、
彼
ら
は
読
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
話
し
合

う
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
文
学
を
学
ぶ
授
業
を
、
日
常
生
活
の
な
か
で

の
文
学
の
楽
し
み
方
に
つ
な
が
る
よ
う
な
形
に
変
え
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
、

そ
の
た
め
に
「
読
書
会
」
の
よ
う
な
「
話
し
合
い
」
の
場
を
積
極
的
に
導
入
し

て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
問
わ
れ
て
答
え
た
り
問
う
て
答
え
さ
せ
た
り
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ク
ラ
ス

の
仲
間
と
文
学
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
考
え
る
。
簡
単
に
実
現
で
き
る
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
文
学
の
学
び
の
形
も
、
こ
れ
か
ら
の
国
語
科
教

育
で
は
大
切
で
す
。

＊

【
第
三
回
】「
面
談
」
と
い
う
こ
と

　
読
書
会
の
や
り
方
に
な
じ
ん
で
き
た
と
い
う
感
想
が
出
て
き
て
う
れ
し
く
思

い
ま
し
た
。
前
回
わ
た
し
は
面
談
の
た
め
に
話
し
合
い
に
タ
ッ
チ
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
読
書
ノ
ー
ト
の
記
述
を
見
て
、
そ
の
様
子
が
う
か
が

え
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
充
実
し
た
読
書
会
と
な
る
の
か
、
充
実
し
た

読
書
ノ
ー
ト
が
書
け
る
の
か
─
─
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
見
つ
け
る
こ

と
も
、
読
書
会
が
育
て
る
た
い
せ
つ
な
力
だ
と
思
い
ま
す
。

　
前
回
は
一
対
一
の
「
面
談
」
を
し
ま
し
た
。
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
話
す
こ
と
が

で
き
た
で
し
ょ
う
か
。
今
回
の
面
談
で
は
、（
１
）
読
む
・
書
く
・
話
す
・
聞
く

に
対
す
る
好
感
度
を
１
～
５
で
点
数
化
し
て
も
ら
い
、
そ
の
数
字
を
も
と
に
対

話
を
し
ま
し
た
。
ま
た
、（
２
）
こ
の
授
業
に
関
す
る
質
問
や
不
安
が
な
い
か
、

わ
た
し
か
ら
質
問
し
ま
し
た
。「
国
語
科
教
育
学
」
の
受
講
者
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
か
、
好
感
度
は
か
な
り
高
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
が
、
一
方
で
、「
話

す
」
と
「
書
く
」
を
中
心
に
、
苦
手
意
識
を
持
っ
て
い
る
面
が
あ
る
こ
と
も
わ

か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
み
な
さ
ん
ひ
と
り
ひ
と
り
が
歩
ん
で
き
た
言
語
生
活
の

歴
史
─
─
た
と
え
ば
、
読
み
書
き
聞
き
話
す
こ
と
に
関
わ
る
ク
ラ
ブ
活
動
へ
の

参
加
・
特
技
・
趣
味
の
こ
と
─
─
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
す
べ

て
、
国
語
学
習
史
の
材
料
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
「
面
談
」
に
つ
い
て
、
大
正
昭
和
の
時
代
に
国
語
科
教
育
の
あ
り
方
に
つ

い
て
積
極
的
に
発
言
し
た
西
尾
実
と
い
う
学
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
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言
語
生
活
の
向
上
を
目
標
と
す
る
国
語
教
育
は
、
学
習
者
ひ
と
り
び
と

り
の
言
語
生
活
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
現
在
の
言
語

社
会
の
未
熟
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
そ
の
た
め
に
、

わ
た
し
は
、
第
一
に
先
生
と
生
徒
と
の
、
一
対
一
の
水
入
ら
ず
の
対
話
・

問
答
の
機
会
を
計
画
的
に
設
定
し
な
く
て
は
、
言
語
生
活
の
向
上
を
期
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
…
…
小
学
校
で
は
指
導
要
領
に
も
「
対
話
」

の
名
は
あ
が
っ
て
い
る
が
、
現
場
の
学
校
で
は
、
こ
の
水
入
ら
ず
の
対
話

の
学
習
を
実
践
し
て
い
る
場
に
ま
だ
巡
り
合
っ
て
い
な
い
。（
２
、
八
〇
～

八
一
頁
）

　
こ
れ
は
一
九
六
六
年
の
指
摘
で
す
の
で
、
現
状
と
合
わ
な
い
面
も
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
ど
う
で
し
ょ
う
か
、「
面
談
」
と
聞
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

思
い
出
す
も
の
は
。
学
級
担
任
と
の
面
談
、
英
語
の
先
生
と
の
発
音
テ
ス
ト
、

音
楽
の
先
生
と
の
歌
唱
テ
ス
ト
は
一
対
一
で
行
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
と
思
い
ま

す
が
、
国
語
科
授
業
の
な
か
で
、
国
語
の
先
生
と
「
面
談
」
し
た
こ
と
が
あ
る
、

と
い
う
経
験
を
も
つ
人
は
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
前
回
の
「
面
談
」
で
わ
た
し
は
み
な
さ
ん
と
対
話
し
つ
つ
、
同
時
に
、
み
な

さ
ん
ひ
と
り
ひ
と
り
に
つ
い
て
、「
聞
い
て
は
話
し
、
話
し
て
は
聞
く
こ
と
が

で
き
る
か
」、「
相
手
の
目
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
（
じ
っ
と
、
で
は
な
く
）」

を
把
握
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。「
試
験
と
し
て
の
面
接
」
を
す
る
の
で

は
な
く
「
学
習
と
し
て
の
面
談
」
を
す
る
─
─
国
語
科
の
学
習
指
導
と
し
て
、

先
生
と
児
童
生
徒
と
の
「
一
対
一
の
水
入
ら
ず
の
対
話
」
の
機
会
を
つ
く
る
こ

と
の
意
義
を
、
西
尾
実
は
そ
の
研
究
で
繰
り
返
し
主
張
し
ま
し
た
。

＊

【
第
四
回
】「
目
標
意
識
」
と
い
う
こ
と

　
前
々
回
は
小
学
四
年
生
・
堀
田
菜
苗
さ
ん
の
作
文
「
私
の
国
語
の
勉
強
」
を
、

そ
し
て
前
回
は
大
学
四
年
生
が
書
い
た
国
語
学
習
史
を
含
む
野
地
潤
家
氏
の
論

文
「供
学
習
自
覚
僑
に
も
と
づ
く
教
授
・
学
習
過
程
を
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
読
書
会

に
取
り
上
げ
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
、
国
語
科
に
お
け
る
自
主
的
・
自
発
的
学
習

に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
堀
田
菜
苗
さ
ん
の
作
文
に

つ
い
て
、
青
木
幹
勇
氏
（
堀
田
さ
ん
の
当
時
の
国
語
科
担
任
で
、
国
語
教
育
の

研
究
者
）
は
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
こ
の
子
ど
も
は
国
語
学
習
の
領
域
を
ち
ゃ
ん
と
わ
き
ま
え
て
い
る

こ
と
で
す
。
こ
れ
は
な
ん
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
で
す
が
、
か
な
り
た
い

せ
つ
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
国
語
で
は
ど
ん
な
勉
強
を
す
る

の
か
と
き
か
れ
て
、
四
年
生
の
子
ど
も
に
ど
の
程
度
の
応
答
が
で
き
る
で

し
ょ
う
か
。
読
む
こ
と
、
書
く
こ
と
く
ら
い
は
意
識
さ
れ
て
い
る
と
し
て

も
、
聞
く
こ
と
、
話
す
こ
と
、
文
法
な
ど
を
学
習
の
領
域
と
し
て
た
し
か

に
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
案
外
少
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
自
分
の
学
習
に
目
標
を
も
つ
土
台
に
な
る
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。

（
３
、
三
〇
六
頁
）

　
堀
田
さ
ん
の
作
文
は
、「
読
む
こ
と
も
、
話
す
こ
と
も
、
聞
く
こ
と
も
、
行
間

を
読
め
る
よ
う
に
な
れ
ば
も
っ
と
も
っ
と
成
長
し
て
い
け
る
よ
う
な
気
が
す
る
」

と
い
う
言
葉
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
青
木
氏
は
こ
の
言
葉
に
注
目
し

て
、「
こ
う
な
り
た
い
と
い
う
し
っ
か
り
し
た
目
標
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
、
そ

の
よ
う
に
こ
の
子
の
学
習
を
ひ
き
あ
げ
て
い
る
」
と
考
察
し
て
い
ま
す
。
青
木

氏
は
こ
れ
を
「
目
標
意
識
」
と
呼
び
ま
し
た
。
つ
ま
り
、「
こ
の
よ
う
に
学
習
し

て
、
あ
そ
こ
に
到
達
し
よ
う
と
意
識
し
、
そ
の
意
識
を
も
っ
て
学
習
す
る
」
力
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を
、
子
ど
も
た
ち
に
身
に
つ
け
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
小
学

生
の
段
階
で
は
む
ず
か
し
い
と
い
う
意
見
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
学
ぶ

と
い
う
こ
と
の
本
来
的
な
姿
は
、
人
か
ら
強
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
自
ら

つ
か
ま
え
た
課
題
に
向
け
て
自
ら
取
り
組
む
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
堀

田
さ
ん
の
作
文
に
は
、
そ
う
し
た
学
び
の
姿
が
現
れ
て
い
ま
す
。
小
学
四
年
生

で
こ
こ
ま
で
到
達
で
き
る
の
か
と
、
青
木
氏
の
教
師
と
し
て
の
力
量
を
思
わ
ず

に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
国
語
教
室
は
、
先
生
が
目
標
と
す
る
こ
と
を
子
ど
も
に
取
り
組
ま
せ
る
だ
け

で
な
く
、
子
ど
も
が
目
標
と
す
る
こ
と
に
先
生
と
取
り
組
む
場
で
あ
り
た
い
と

思
い
ま
す
。
国
語
教
室
を
そ
う
い
う
場
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
、
子
ど
も
た

ち
ひ
と
り
ひ
と
り
に
、
読
む
こ
と
・
書
く
こ
と
・
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
に
つ

い
て
の
し
っ
か
り
と
し
た
目
標
＝「
言
語
生
活
者
と
し
て
の
私
の
理
想
」
を
育
て

て
い
き
た
い
と
、
わ
た
し
は
考
え
て
い
ま
す
。

＊

【
第
五
回
】「
物
語
の
多
義
性
」
と
い
う
こ
と

　
ガ
ル
シ
ア
・
マ
ル
ケ
ス
の
「
光
は
水
の
よ
う
」
は
、
わ
た
し
が
高
校
二
年
生

の
と
き
に
国
語
教
科
書
で
出
会
っ
た
忘
れ
得
ぬ
物
語
で
す
。
授
業
中
、
先
生
の

話
も
そ
っ
ち
の
け
に
し
て
物
語
世
界
に
浸
っ
て
い
ま
し
た
。「
光
は
水
の
よ
う
」

と
い
う
み
ず
み
ず
し
い
タ
イ
ト
ル
や
、「
ク
リ
ス
マ
ス
に
子
供
た
ち
は
ふ
た
た

び
ボ
ー
ト
を
ね
だ
っ
た
」
と
い
う
書
き
出
し
が
感
じ
さ
せ
る
明
る
い
雰
囲
気
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
雰
囲
気
と
は
ち
が
う
方
向
に
物
語
は
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。

当
時
世
界
史
で
学
ん
で
い
た
大
航
海
時
代
の
ス
ペ
イ
ン
と
南
米
コ
ロ
ン
ビ
ア
の

関
係
も
考
え
合
わ
せ
た
り
し
て
、
物
語
に
描
か
れ
た
家
族
が
受
け
て
き
た
言
い

よ
う
の
な
い
心
の
「
抑
圧
」
や
「
闇
」
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
た
の
で
す
。
そ

し
て
、
こ
の
作
品
で
作
者
は
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
語
り
か
け
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
気
づ
い
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
別
に
世
界
史
の
知

識
が
な
く
て
も
、
小
説
の
中
の
「
光
」
に
関
す
る
表
現
に
出
会
う
こ
と
で
、
読

者
に
お
の
ず
と
喚
起
さ
れ
る
考
え
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　「
何
年
間
も
闇
の
中
に
失
わ
れ
て
い
た
も
の
を
光
の
底
か
ら
サ
ル
ベ
ー
ジ
し

た
」
や
、「
光
の
中
を
航
海
す
る
」
と
い
う
表
現
が
出
て
き
ま
す
が
、
そ
の
意
味

を
確
定
す
る
こ
と
は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
字
義
通
り
に
読
む
だ
け
で
は
不

十
分
だ
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
こ
で
読
者
は
、
小
説
の
他
の
部
分
の

言
葉
を
手
が
か
り
に
こ
れ
ら
の
表
現
の
象
徴
性
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
た
と
え
ば
、「
消
防
隊
」
と
い
う
語
句
に
注
目
し
た
読
者
は
、
そ
の
状
況
を

「
火
災
」
の
比
喩
で
は
な
い
か
と
考
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
こ
の
物
語
を
大
人

の
世
界
と
子
供
の
世
界
の
対
比
と
捉
え
た
読
者
は
、「
光
の
中
の
航
海
」
を
、
大

人
か
ら
解
放
さ
れ
た
子
供
の
姿
の
象
徴
と
し
て
読
む
で
し
ょ
う
。
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
が
好
き
な
読
者
は
、
こ
れ
は
す
べ
て
夢
の
中
の
出
来
事
な
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
わ
た
し
の
よ
う
に
世
界
史
の
知
識
を
持
つ
読
者

は
、
ス
ペ
イ
ン
の
占
領
下
と
な
っ
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
希
望
と
し
て
、「
光
」
を
捉

え
る
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、「
子
供
た
ち
が
光
の
中
を
航
海
す
る
」
と
い
う
一
つ
の
表
現
を

め
ぐ
っ
て
、
読
者
の
解
釈
は
さ
ま
ざ
ま
に
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
読
者
に
よ
っ
て
、
ま
た
同
じ
読
者
で
も
、
経
験
や
そ
の
と
き
の
心
理
状

態
に
よ
っ
て
、
出
来
事
と
出
来
事
と
の
結
び
つ
け
方
、
意
味
の
読
み
と
り

方
は
ち
が
っ
て
き
ま
す
。
…
…
そ
れ
は
読
者
の
読
み
方
が
不
安
定
で
ふ
ら

ふ
ら
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
す
ぐ
れ
た
物
語
は
は
じ
め
か
ら

そ
の
よ
う
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
…
…
物
語
を
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読
む
と
い
う
こ
と
は
、
多
面
的
な
構
造
体
と
し
て
の
物
語
の
こ
と
ば
と
向

き
合
い
、
そ
の
多
義
性
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
な
の
で
す
。（
４
、
三
一

頁
）

　
上
の
文
章
を
書
い
た
の
は
、
文
学
研
究
者
の
土
方
洋
一
氏
で
す
。
土
方
氏
は
、

物
語
を
読
ん
で
そ
の
主
題
を
考
え
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
捉
え
た
主
題
は
た
く
さ
ん
あ
る
う
ち
の
一
つ
に
過
ぎ
な

い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
教
室
で
文
学
を
教
え
る

と
な
る
と
、
学
習
者
は
一
つ
の
意
味
を
求
め
が
ち
に
な
り
ま
す
し
、
教
師
は
学

習
者
の
意
見
を
一
つ
に
束
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
が
ち
で
す
。

　「
物
語
の
多
義
性
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
」
と
い
う
、
文
学
を
読
む
行
為
の
本
質
を
、

教
室
の
な
か
で
い
か
に
し
て
実
現
し
て
い
く
か
。
国
語
科
教
育
学
の
大
き
な
課

題
の
一
つ
で
す
。

＊

【
第
六
回
】「
審
美
的
フ
ロ
ー
体
験
」
と
い
う
こ
と

　
前
回
読
ん
だ
川
上
未
映
子
氏
の
文
章
「
ぐ
う
ぜ
ん
、
う
た
が
う
、
読
書
の
ス

ス
メ
」
は
、
川
上
氏
の
「
読
書
生
活
個
体
史
」
を
綴
っ
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
川
上
氏
は
、「
国
語
の
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
文
章
を
読
む
こ
と

が
い
つ
の
ま
に
か
大
好
き
に
な
り
、
今
思
う
と
そ
れ
が
唯
一
の
読
書
の
原
体
験

と
い
え
る
も
の
で
し
た
」、「
ま
だ
始
ま
っ
て
も
い
な
い
一
年
間
の
国
語
の
授
業

は
、
ま
る
で
「
お
さ
ら
い
」
の
よ
う
な
、
そ
ん
な
子
ど
も
の
頃
だ
っ
た
の
を
覚

え
て
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
ま
し
た
。「
読
書
」
を
軸
と
し
て
自
分
の
国
語
学
習

を
振
り
返
る
、
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
随
筆
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
今
回
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
読
書
体
験
」
で
す
。
読
書
体
験
は
、
本
来
的
に
は
、

強
い
ら
れ
て
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
読
み
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
る
と

読
み
た
く
な
く
な
る
し
、
逆
に
「
読
む
な
」
と
言
わ
れ
る
と
読
み
た
く
な
っ
て

し
ま
う
─
─
読
書
に
は
、
そ
う
し
た
、
人
か
ら
の
指
図
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な

い
性
質
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
は
国
語
科
教
育
の

中
で
読
書
を
「
指
導
」
し
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
法
令
に
は
、「
読
書

を
通
し
て
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
養
う
」（
小
学

校
学
習
指
導
要
領
国
語
、
小
学
５
年
・
６
年
）
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
読
書

を
指
導
す
る
と
い
う
場
合
、
教
師
は
子
ど
も
た
ち
に
、
本
を
読
む
よ
う
に
働
き

か
け
て
い
く
必
要
が
出
て
き
ま
す
。
ま
た
、
国
語
教
師
は
そ
の
存
在
だ
け
で
、

「
本
を
読
み
な
さ
い
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も

で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、「
読
書
指
導
」
で
わ
た
し
た
ち
は
何
を
目
指
す
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
こ
と
を
、
山
元
隆
春
氏
は
外
国
の
国
語
教
育
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
オ
ー
ガ
ス
チ
ン
と
ゾ
ス
は
…
…
、「
審
美
的
フ
ロ
ー
体
験
」
が
「
学
び
」

を
築
い
て
い
く
上
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
し
た
。
彼
女
ら
の
言
う
「
審
美
的
フ
ロ
ー
体
験
」
の
特
徴

を
一
言
で
言
え
ば
、「
時
間
を
忘
れ
る
（losing

track
of
tim
e

                   
 
）」
こ
と
や

「
そ
の
行
為
以
外
の
こ
と
に
は
何
も
気
づ
か
な
い
（being

unaw
are
of

          
       

everything
else
but
the
activity

                                
）」
こ
と
に
あ
る
。
…
…「
時
を
忘
れ
る
」

と
い
う
こ
と
は
、
読
書
に
お
い
て
「
フ
ロ
ー
」
が
生
ま
れ
た
こ
と
の
証
し

の
一
つ
だ
。
…
…「
読
む
」
こ
と
で
「
フ
ロ
ー
」
を
体
験
し
た
な
ら
、
人
は

読
書
す
る
こ
と
を
忘
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
指
摘
が
大
切
な
の
で
あ
る
。（
５
、

八
～
一
一
頁
）

　
川
上
未
映
子
氏
の
文
章
に
も
、
読
書
で
「
自
分
の
意
識
か
ら
束
の
間
の
自
由
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を
味
わ
っ
て
み
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。
読
書
を
す
る
な
か
で
自
分

を
／
時
間
を
忘
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
読
書
す
る
こ
と
を
忘
れ
ら
れ
な
く

な
る
と
い
う
の
が
、
山
元
氏
の
指
摘
で
す
。
い
わ
ば
「
夢
中
」
に
な
る
体
験
で

す
。
我
を
忘
れ
、
時
を
忘
れ
る
体
験
を
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
、
読
書
指
導
で

あ
る
と
い
う
の
で
す
。

　
ど
う
す
れ
ば
国
語
教
室
に
「
審
美
的
フ
ロ
ー
体
験
」
が
成
立
す
る
の
か
。
読

書
を
指
導
す
る
に
あ
た
っ
て
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
問
題
で
す
。

＊

【
第
七
回
】「
パ
タ
ー
ン
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
」
と
い
う
考
え
方

　
読
書
会
を
し
て
い
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
問
題
」
に
ぶ
つ
か
り
ま
す
。
人
ほ

ど
上
手
に
意
見
が
言
え
な
い
。
こ
の
話
題
を
ど
こ
で
切
り
上
げ
れ
ば
よ
い
か
わ

か
ら
な
い
。
話
題
が
思
う
よ
う
に
深
ま
ら
な
い
…
…
な
ど
。
読
書
会
を
進
め
て

い
る
な
か
で
こ
の
よ
う
な
問
題
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
は
、
と
て
も
自
然
な
こ
と
で

す
。
話
し
合
い
を
し
て
い
る
な
か
で
立
ち
現
れ
る
問
題
を
、
自
分
た
ち
は
ど
う

や
っ
て
乗
り
越
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
の
試
行
錯
誤
の
な
か
に
、「
学
び
」
は
生

ま
れ
る
は
ず
で
す
。

　
前
回
読
ん
だ
「
ほ
ん
も
の
の
話
し
合
い
を
促
す
」
に
は
、「
読
書
会
の
話
し
合

い
」
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
ヒ
ン
ト
と
な
る
言
葉
が
た
く
さ
ん
見
ら
れ
ま
す
。

中
で
も
注
目
し
た
い
の
は
、
読
書
会
に
取
り
組
む
二
人
の
子
ど
も
（
キ
ャ
ロ
ラ

イ
ン
と
タ
ニ
ヤ
）
の
対
話
で
す
。
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
は
、「
私
ね
」
と
か
、「
さ
っ

て
と
、
ど
う
し
よ
う
」
の
よ
う
に
、
自
分
の
タ
ー
ン
を
こ
な
す
こ
と
に
意
識
が

向
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
タ
ニ
ヤ
の
ほ
う
は
、「
こ
の
本
に
つ
い
て
話
さ

な
い
？
」
と
か
「
ほ
ん
と
う
に
そ
う
だ
ね
え
」
の
よ
う
に
、「
話
し
合
い
」
の
成

立
を
意
識
し
た
共
感
的
な
発
言
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
本
の
筆
者
は
、「
キ
ャ
ロ

ラ
イ
ン
が
報
告
し
て
い
る
だ
け
な
の
に
対
し
て
、
タ
ニ
ヤ
の
方
は
他
の
人
の
コ

メ
ン
ト
に
言
葉
を
続
け
た
り
、
そ
の
人
が
ほ
ん
と
う
に
言
い
た
い
こ
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
探
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　「
話
し
合
い
」
は
、
何
ら
か
の
テ
ー
マ
や
課
題
の
解
決
に
向
け
て
進
め
て
ゆ
く

も
の
で
す
。
し
か
し
興
味
深
い
こ
と
に
、「
話
し
合
い
を
「
先
に
進
め
る
こ
と
」」

が
参
加
者
の
意
識
の
中
心
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、「
話
し
合
い
」
は
ほ
と
ん
ど
深

ま
ら
な
い
の
で
す
。
む
し
ろ
、
だ
れ
か
の
考
え
に
立
ち
止
ま
り
、「
そ
の
人
が
ほ

ん
と
う
に
言
い
た
い
こ
と
」
を
探
り
出
す
こ
と
で
、「
話
し
合
い
」
は
生
ま
れ
て

く
る
の
だ
と
い
え
ま
す
。

　
国
語
科
授
業
で
も
「
話
し
合
い
」
は
行
わ
れ
ま
す
。
多
く
の
場
合
、「
話
し
合

い
」
は
何
ら
か
の
「
結
果
」
を
求
め
て
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ

が
本
当
の
意
味
で
「
話
し
合
い
」
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、「
話
し
合
い
」

の
結
果
ま
と
ま
っ
た
意
見
が
す
ば
ら
し
い
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
互
い
の
考
え
が
粘
り
強
く
検
討
さ
れ
て
い
る

か
ど
う
か
、
互
い
の
意
見
に
反
応
し
合
え
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
う
し
た
過
程

に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

「
話
し
合
い
」
を
す
る
た
め
に
は
、「
話
し
合
い
」
を
豊
か
に
す
る
た
め
の
方
法

を
ひ
と
り
ひ
と
り
が
駆
使
し
、
そ
れ
に
貢
献
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
前
回
の
「
話
し
合
い
」
で
考
え
た
の
は
、
そ
う
し
た
、「
読
書
会
で

話
し
合
う
と
き
」
の
「
方
略
」
で
し
た
。
そ
れ
を
ま
と
め
た
の
が
下
記
で
す
。

　
読
書
会
で
話
し
合
う
と
き
に
。

１
　
能
動
的
に
考
え
よ
う
─
─
聞
き
っ
ぱ
な
し
に
な
ら
な
い

２
　
意
見
を
尊
重
し
よ
う
─
─
他
人
の
意
見
も
自
分
の
意
見
も

３
　
反
応
し
よ
う
─
─
発
言
や
合
い
槌
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４
　
相
手
が
初
対
面
で
も
積
極
的
に
な
ろ
う

５
　
話
し
手
の
意
図
を
つ
か
み
つ
つ
自
分
の
意
見
を
大
切
に

６
　
聞
き
手
は
話
し
手
に
反
応
を
返
し
、
そ
れ
を
広
げ
よ
う

７
　
他
人
は
他
人
、
私
は
私
、
目
指
す
は
柔
軟
な
頑
固
者

８
　
自
分
な
り
の
終
着
点
を
見
つ
け
よ
う

９
　
他
人
の
言
葉
に
反
応
し
よ
う

　
１
～
９
は
す
べ
て
「
読
書
会
で
話
し
合
う
と
き
」
に
役
立
つ
「
方
略
集
」
で

す
が
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
見
て
い
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
得
意
と
す
る
問
題
状
況
が

あ
る
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、「
話
し
合
い
の
行
き
先
が
見
え
な
く
な
っ
た
と

き
」
に
は
、
８
が
手
が
か
り
に
な
り
そ
う
で
す
。「
自
分
の
意
見
に
自
信
を
持
ち

た
い
と
き
」
に
は
、
２
、
５
、
７
を
使
う
と
い
い
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
「
方
略
」
を
作
り
出
す
活
動
の
こ
と
を
「
方
略
記
述
実
践
」
と

呼
び
ま
す
。
そ
し
て
、
記
述
さ
れ
た
「
方
略
（
方
略
集
）」
の
こ
と
を
「
パ
タ
ー

ン
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
」
と
呼
び
ま
す
。

　
国
語
科
教
育
で
「
パ
タ
ー
ン
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
」
を
研
究
し
て
い
る
冨
安
慎
吾
氏

は
、「
パ
タ
ー
ン
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
で
は
、
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン
＝
方
略
は
、［
問
題
］

と
［
解
決
］
と
の
組
み
合
わ
せ
で
記
述
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
方
略
を
た
だ
「
行

為
」
と
し
て
示
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
方
略
が
ど
の
よ
う
な
［
問
題
］
を
［
解

決
］
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
形
で
記
述
す
る
の
で
あ
る
」（
６
、
三
三
～

三
四
頁
）
と
述
べ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
前
回
考
え
て
も
ら
っ
た
上
の
項

目
を
本
当
の
意
味
で
「
パ
タ
ー
ン
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
」
と
呼
べ
る
も
の
に
す
る
た
め

に
は
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適
し
た
［
問
題
］
と
［
解
決
］
と
を
記
述
す
る

こ
と
が
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　「
自
分
が
大
切
だ
と
感
じ
て
い
る
こ
と
」
や
「
経
験
則
」
を
言
葉
化
す
る
こ
と

は
、
身
近
な
行
為
の
意
味
を
問
い
直
す
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
な

ん
と
な
く
行
っ
て
い
た
「
コ
ツ
」
や
「
わ
ざ
」
を
自
覚
化
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
れ
ら
を
他
者
と
分
か
ち
合
う
こ
と
に
よ
り
、
自
分
の
経
験
が
他
者
の
役

に
立
っ
た
り
、
自
分
の
独
り
よ
が
り
の
考
え
方
を
捉
え
直
し
た
り
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
そ
こ
に
、「
方
略
記
述
実
践
」
や
「
パ
タ
ー
ン
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
」
の
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

＊

【
第
八
回
】「
ペ
ー
ジ
・
タ
ー
ナ
ー
」
と
い
う
こ
と

　
今
回
は
「
絵
本
と
国
語
教
育
」
で
す
。

　
あ
な
た
は
こ
れ
ま
で
絵
本
と
ど
の
よ
う
に
触
れ
合
っ
て
き
ま
し
た
か
。
家
庭

で
読
み
聞
か
せ
を
し
て
も
ら
っ
た
り
、
自
分
で
読
ん
だ
り
し
た
こ
と
が
き
っ
と

あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
国
語
の
授
業
の
中
で
、
絵
本
を
（
挿
絵
で
は
な
い
）

読
ん
だ
こ
と
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
い
ま
、
国
語
科
教
育
の
教
材
と
し
て
の

絵
本
の
可
能
性
が
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
絵
本
が
子
ど
も

の
読
み
を
活
性
化
す
る
「
し
か
け
」
を
豊
富
に
備
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
か
ら
で
す
。
一
般
的
な
本
や
国
語
教
科
書
に
負
け
ず
劣
ら
ず
、
子
ど
も

の
読
む
力
を
引
き
出
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
す
。

　
そ
う
し
た
「
し
か
け
」
の
一
つ
に
、「
ペ
ー
ジ
の
切
れ
目
」
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

「
絵
本
に
お
け
る
文
学
的
理
解
」
を
研
究
す
る
ロ
ー
レ
ン
ス
・
サ
イ
プ
氏
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
ペ
ー
ジ
の
切
れ
目
の
空
白
に
は
、
も
っ
と
ず
っ
と
微
妙
な
も
の
も
あ
っ

て
、
…
…
少
な
く
と
も
ペ
ー
ジ
が
変
わ
る
と
き
に
は
そ
の
物
語
に
小
さ
な

裂
け
目
が
生
ま
れ
る
も
の
だ
。
絵
本
は
、
連
続
し
た
行
動
が
見
ら
れ
る
動

画
と
は
異
な
る
。
動
画
で
さ
え
、
場
面
と
場
面
の
間
に
は
裂
け
目
が
あ
り
、
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視
点
の
変
更
が
あ
り
、
つ
ね
に
空
白
が
あ
ら
わ
れ
る
。
し
か
し
、
絵
本
に

お
い
て
は
、
見
開
き
ご
と
に
、
私
た
ち
は
、「
ペ
ー
ジ
の
切
れ
目
と
い
う
ド

ラ
マ
」
に
出
会
う
の
で
あ
る
。（
７
、
一
〇
七
頁
）

　
絵
本
の
読
者
は
、
い
ま
の
見
開
き
と
次
の
見
開
き
の
あ
い
だ
か
ら
「
ド
ラ
マ
」

が
生
ま
れ
る
こ
と
を
、
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
経
験
し
ま
す
。

「
早
く
次
の
ペ
ー
ジ
が
読
み
た
い
」、「
次
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
」、「
ペ
ー
ジ
を

め
く
り
た
い
」、
こ
の
よ
う
に
「「
め
く
る
」
と
い
う
欲
求
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
」

の
こ
と
を
、「
ペ
ー
ジ
・
タ
ー
ナ
ー
」（page

turner
           
）
と
呼
び
ま
す
。
単
に
ペ
ー

ジ
と
ペ
ー
ジ
の
継
ぎ
目
を
意
味
す
る
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　『
ク
ロ
コ
ダ
イ
ル
と
イ
ル
カ
』
を
読
む
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
、
ペ
ー
ジ
を
め

く
る
た
び
に
、「
ク
ロ
コ
ダ
イ
ル
」
の
目
の
色
の
変
化
や
、
イ
ル
カ
の
向
き
や
、

海
の
色
の
変
化
な
ど
に
注
目
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
物
語
が
ど
の
よ
う
な
結

末
を
迎
え
る
の
か
（
ク
ロ
コ
ダ
イ
ル
と
イ
ル
カ
は
再
会
す
る
の
か
？
）
も
気
に

し
て
い
ま
し
た
。
見
開
き
一
枚
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
前
後
の
ペ
ー
ジ
と
関

連
づ
け
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
ま
さ
に
、「
ペ
ー
ジ
の
切
れ
目
と
い
う
ド
ラ

マ
」
を
自
分
た
ち
で
つ
く
っ
て
い
た
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
絵
本
が
注
目
さ
れ
て
い
る
理
由
の
一
つ
に
は
、
自
分
で
読
み

を
創
造
す
る
力
を
引
き
出
す
教
材
と
し
て
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
絵
本
に
限
り
ま
せ
ん
。「
ペ
ー
ジ
・
タ
ー
ナ
ー
」
は
、

絵
本
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
に
し
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

＊

【
第
九
回
】「
主
体
的
真
実
」
と
い
う
こ
と

　
前
回
読
ん
だ
「
シ
ェ
ー
クvs.

     
バ
ナ
ナ
・
ス
プ
リ
ッ
ト
」
は
、
現
在
使
わ
れ
て

い
る
中
学
一
年
生
用
国
語
教
科
書
に
収
め
ら
れ
た
教
材
で
す
。
作
者
の
ウ
ル

フ
＝
ス
タ
ル
ク
は
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
代
表
す
る
児
童
文
学
作
家
」
と
紹
介
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
い
え
ば
ノ
ー
ベ
ル
賞
で
す
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
主
催
す
る
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
地
で
す
。
本
文
の
終
わ
り
の
部
分
で
、
語
り
手

は
、「
そ
れ
で
も
、
僕
は
最
高
の
気
分
だ
っ
た
。
／
作
文
で
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家

に
勝
っ
た
ん
だ
か
ら
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
暮
ら
す
子
ど
も

た
ち
に
と
っ
て
、「
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
に
勝
つ
」
と
い
う
こ
と
に
は
格
別
の
意
味

が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
少
な
く
と
も
、「
ウ
ル
フ
」
に
確
か
な
自
信

を
も
た
ら
し
た
は
ず
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
ウ
ル
フ
た
ち
の
成
長
を
考
え
る
う
え
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、「
先

生
」
の
存
在
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
本
文
に
は
、「
評
価
に
厳
し
い
、
見
る
目

の
正
し
い
先
生
」
と
い
う
表
現
が
何
度
か
出
て
き
て
い
ま
す
。
ウ
ル
フ
と
ヨ
ー

ラ
ン
が
「
作
文
の
先
生
」
に
信
頼
を
寄
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
う
し
た

表
現
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
教
材
末
尾
に
付
さ
れ
た
、「
学
び
の
窓
（
批
評
の
扉
）」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、

次
の
よ
う
な
問
い
が
あ
り
ま
す
─
─「
作
文
の
先
生
は
、
生
徒
の
作
文
を
ど
ん
な

ふ
う
に
読
ん
で
い
た
の
か
」。
い
っ
た
い
「
作
文
の
先
生
」
は
、
ウ
ル
フ
の
作
文

の
何
を
評
価
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
物
語
の
な
か
で
「
先
生
」
は
あ
ま
り
多
く

を
語
っ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
次
の
言
葉
に
は
、「
先
生
」
の
作
文
観
や
作
文
指
導

観
が
垣
間
見
え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

「
ウ
ル
フ
、
い
つ
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
書
け
ば
い
い
ん
だ
よ
。
君
の
身
近
に

起
き
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
書
け
ば
い
い
。
話
を
作
る
必
要
は
な
い
。
い
い

ね
。
君
は
そ
の
犬
を
心
か
ら
愛
し
て
い
た
ん
だ
ろ
う
？
」
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ウ
ル
フ
は
「
先
生
」
の
問
い
に
、
た
め
ら
い
な
が
ら
、「
は
い
…
…
。」
と
答

え
ま
す
。
そ
の
作
文
は
実
は
「
作
り
話
」
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
だ
と
す
る
と
、

「
先
生
」
の
「
見
る
目
」
は
、
や
は
り
正
し
く
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。「
作

り
話
」
で
あ
る
こ
と
を
も
し
見
抜
い
て
い
た
と
し
た
ら
、「
先
生
」
の
評
価
は
変

わ
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
わ
た
し
は
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
。
た
と
え
現
実
に
犬
は
飼
っ
て
い
な
く
て
も
、

ウ
ル
フ
が
「
そ
の
犬
を
心
か
ら
愛
し
て
い
た
」
こ
と
は
確
か
だ
と
思
う
か
ら
で

す
。「
作
文
を
書
い
て
い
る
間
、
僕
は
本
当
に
犬
を
飼
っ
て
い
た
気
分
に
な
っ
て

い
た
。
犬
を
飼
う
こ
と
は
、
ず
っ
と
前
か
ら
僕
の
夢
だ
っ
た
ん
だ
。」
と
語
る
ウ

ル
フ
に
と
っ
て
、
作
文
で
表
現
さ
れ
た
「
愛
情
」
は
、「
自
分
自
身
が
本
当
に
感

じ
て
い
た
こ
と
」
で
あ
っ
た
は
ず
で
す
。「
事
実
」
で
は
な
い
に
せ
よ
、「
真
実
」

で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。

　
そ
の
と
き
、
そ
の
場
に
お
け
る
、
作
者
一
人
に
と
っ
て
の
「
本
当
の
こ
と
」

が
、
作
者
以
外
の
人
に
も
共
有
さ
れ
る
客
観
性
を
帯
び
る
こ
と
。
そ
う
な
っ
た

も
の
を
、
国
語
教
育
学
者
の
西
尾
実
は
「
主
体
的
真
実
」
と
呼
び
ま
し
た
。
西

尾
は
、
作
者
の
得
た
体
験
が
、
作
者
か
ら
独
立
し
た
存
在
と
な
っ
た
も
の
だ
け

が
真
の
創
作
で
あ
る
と
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
主

張
し
て
い
ま
す
。

　
も
し
か
す
る
と
、「
先
生
」
は
ヨ
ー
ラ
ン
の
作
文
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
の
「
盗

作
」
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
く
と
と
も
に
、
ウ
ル
フ
の
作
文
が
上
質
の
「
作
り
話
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
見
抜
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
見
抜
い
た
う

え
で
、
高
く
評
価
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）
と
、
わ
た
し
は
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、「
先
生
」
は
、
提
出
さ
れ
た
作
文
を
読
み
な
が
ら
、
作
文
を
書
く
ウ
ル

フ
や
ヨ
ー
ラ
ン
の
こ
と
を
─
─
彼
ら
が
書
き
な
が
ら
ど
れ
だ
け
心
を
動
か
し
て

い
た
か
と
い
う
こ
と
を
─
─
読
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
国
語
科
授
業
は
作
家
を
育
て
る
時
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま

え
た
う
え
で
、
教
師
と
し
て
は
、
作
文
に
書
き
記
さ
れ
た
ひ
と
り
ひ
と
り
の
こ

と
ば
の
「
真
贋
」
を
見
抜
け
る
目
は
持
ち
た
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
作
文

の
こ
と
ば
の
奥
に
、
書
き
手
を
み
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ち
ょ
う
ど
、
ウ
ル
フ

た
ち
の
「
先
生
」
の
よ
う
に
。

＊

【
第
十
～
十
三
回
】
国
語
学
習
史
の
執
筆
・
推
敲
・
製
本
・
発
送
作
業

【
第
十
四
回
】「
思
慮
深
さ
」
と
い
う
こ
と

　
前
回
と
前
々
回
の
読
書
会
で
は
、
高
校
の
国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と

も
あ
る
黒
井
千
次
の
短
編
「
夜
の
ぬ
い
ぐ
る
み
」
を
二
回
連
続
で
取
り
上
げ
、

高
校
生
に
何
を
教
え
る
か
を
考
え
て
み
ま
し
た
。

　
国
語
科
教
育
は
、
子
ど
も
た
ち
の
話
す
力
・
聞
く
力
・
書
く
力
・
読
む
力
を

伸
ば
す
こ
と
で
、
彼
ら
を
「
思
慮
深
い
」
言
語
生
活
者
と
し
て
い
く
こ
と
を
目

指
す
営
み
で
す
。
こ
の
「
思
慮
深
さ
」
に
は
、
話
し
言
葉
や
書
き
言
葉
を
支
え

て
い
る
、
思
考
力
や
認
識
力
の
育
成
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
思
考
力

や
認
識
力
の
育
成
に
大
き
く
貢
献
し
て
く
れ
る
材
料
の
一
つ
に
「
文
学
」
が
あ

り
ま
す
。「
文
学
教
育
」
は
一
般
に
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
ま
す
。

　
文
字
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
芸
術
作
品
で
あ
る
詩
・
短
歌
・
俳
句
・
随

筆
・
小
説
・
物
語
・
戯
曲
な
ど
の
持
つ
教
育
的
機
能
を
教
育
の
現
場
に
生

か
そ
う
と
す
る
試
み
が
文
学
教
育
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
学
習
者
に
文

学
体
験
を
意
図
的
に
さ
せ
、
表
現
的
・
内
容
的
価
値
を
通
し
て
言
葉
の
力

を
高
め
、
豊
か
な
人
間
形
成
を
目
ざ
す
営
み
で
あ
る
。（
８
、
二
七
六
頁
）

　
こ
こ
で
改
め
て
注
目
し
た
い
の
は
、
文
学
教
育
が
「
豊
か
な
人
間
形
成
を
目
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ざ
す
営
み
」
で
あ
る
と
の
指
摘
で
す
。

　
国
語
教
育
学
者
の
西
尾
実
は
、「
国
語
教
育
は
、
話
し
・
聞
き
・
書
き
・
読
む

働
き
に
即
し
た
考
え
る
こ
と
の
学
習
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
」（
９
、
一
四
二

頁
）
と
述
べ
、「
こ
と
ば
を
通
し
て
考
え
る
」
と
い
う
人
間
の
内
面
的
な
働
き
を

高
め
る
こ
と
を
国
語
科
教
育
の
目
標
と
し
ま
し
た
。

　
昔
か
ら
「
文
は
人
な
り
」、「
字
は
人
な
り
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
話
す
力
・
聞

く
力
・
読
む
力
・
書
く
力
は
、「
考
え
る
」
と
い
う
そ
の
人
の
内
面
に
支
え
ら
れ

て
こ
そ
、
生
活
を
豊
か
に
す
る
も
の
と
な
る
は
ず
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、「
発
言
内

容 
＝ 
そ
の
人
の
人
格
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
と
ば
と
人
格
と
を
短
絡
的
に
結

イ
コ
ー
ル

び
つ
け
る
こ
と
に
は
危
う
さ
も
あ
り
ま
す
。
こ
と
ば
だ
け
で
人
を
判
断
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
面
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
が
国
語
科
教

育
に
取
り
組
む
の
は
、
こ
と
ば
を
育
て
る
こ
と
が
、
児
童
生
徒
の
「
人
格
の
完

成
」（
教
育
基
本
法
）
に
貢
献
す
る
と
信
じ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
と
ば
の
奥
に
人
を
み
た
り
、
こ
と
ば
を
通
し
て
人
を
励
ま
し
た
り
、
他
者

の
こ
と
ば
を
聞
い
て
そ
れ
を
自
分
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
た
り
す
る
た
め
に

は
、
こ
と
ば
を
見
つ
め
た
り
、
こ
と
ば
を
練
っ
た
り
、
こ
と
ば
で
考
え
た
り
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
力
を
伸
ば
す
材
料
の
一
つ
に
、「
文
学
」
は
位
置

づ
け
ら
れ
る
の
で
す
。

＊

【
第
十
五
回
】
国
語
科
教
育
観

　
○「
最
後
の
授
業
」
の
授
業

　
先
週
の
読
書
会
で
取
り
上
げ
た
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
＝
ド
ー
デ
「
最
後
の
授
業
」

は
、
教
材
価
値
の
あ
る
文
学
と
し
て
教
科
書
に
採
用
さ
れ
続
け
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
言
語
学
者
・
田
中
克
彦
氏
の
指
摘
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
教
科
書

か
ら
姿
を
消
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
田
中
氏
は
、
ア
ル
ザ
ス
地
方
に
住
む
人
び

と
の
七
〇
％
が
ド
イ
ツ
語
母
語
話
者
ま
た
は
ア
ル
ザ
ス
語
母
語
話
者
で
あ
る
こ

と
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
ア
メ
ル
先
生
の
授
業
を
受
け

た
生
徒
た
ち
の
母
語
は
、「
フ
ラ
ン
ス
語
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
ア
メ
ル
先

生
は
戦
争
を
背
景
と
し
て
ア
ル
ザ
ス
の
人
び
と
に
フ
ラ
ン
ス
語
を
「
強
制
」
す

る
教
師
で
あ
る
─
─
こ
の
こ
と
を
田
中
氏
は
そ
の
著
書
で
論
じ
ま
し
た
（『
こ
と

ば
と
国
家
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
）。

　
し
か
し
、「
最
後
の
授
業
」
は
文
学
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
虚
構
で
す
。
書
か

れ
て
い
る
こ
と
が
事
実
か
ど
う
か
、
そ
の
事
実
が
歴
史
に
照
ら
し
て
ど
う
か
と

い
う
こ
と
と
、
そ
の
文
学
の
芸
術
的
達
成
度
と
は
、
本
来
分
け
て
考
え
る
べ
き

問
題
で
あ
る
は
ず
で
す
。
国
語
科
教
育
の
歴
史
を
研
究
す
る
府
川
源
一
郎
氏
は
、

「
現
代
の
観
点
か
ら
の
み
歴
史
的
作
品
を
裁
断
す
る
の
は
、
も
と
も
と
お
か
し
な

話
で
あ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
も
、
こ
の
作
品
は
一
九
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
の
短
篇

な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
最
後
の
授
業
」
は

ア
メ
ル
先
生
の
熱
い
思
い
を
訴
え
た
ド
ー
デ
の
佳
品
と
し
て
、
た
ぶ
ん
い
つ
ま

で
も
愛
さ
れ
る
作
品
と
し
て
残
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
短
編
小
説
と
し
て

こ
の
「
最
後
の
授
業
」
は
、
ま
こ
と
に
巧
妙
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
」
と
述
べ
た
上
で
、
国
語
教
科
書
か
ら
「
最
後
の
授
業
」
が
外
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
か
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　
も
と
も
と
、
普
仏
戦
争
直
後
の
パ
リ
の
読
み
手
の
た
め
の
愛
国
的
心
情

を
描
い
た
作
品
を
、
ア
ル
ザ
ス
民
衆
た
ち
の
「
国
語
愛
」
の
物
語
と
し
て

誤
読
し
、
そ
れ
に
過
度
の
肩
入
れ
を
し
て
き
た
の
は
、
日
本
の
読
み
手
た

ち
だ
っ
た
。
と
り
わ
け
戦
後
の
教
科
書
教
材
と
し
て
採
用
さ
れ
、
こ
の
教

材
が
読
み
手
と
と
も
に
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
そ
れ
を
支
え
る
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日
本
の
教
師
た
ち
の
支
持
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
最
後
の
授

業
」
の
教
材
と
し
て
の
価
値
が
問
い
直
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
今
ま
で

そ
れ
を
支
持
し
て
き
た
日
本
の
国
語
教
育
の
価
値
観
自
体
が
問
わ
れ
た
の

で
あ
る
。（
　
、
二
一
七
～
二
一
八
頁
）

１０

　
教
材
「
最
後
の
授
業
」
が
、
仮
に
小
説
表
現
の
巧
妙
さ
を
捉
え
た
り
、
語
り

手
の
視
点
の
変
化
を
考
え
た
り
す
る
よ
う
な
、「
文
学
を
読
む
こ
と
を
学
ぶ
」
教

材
と
し
て
機
能
し
て
い
た
な
ら
ば
、
当
時
の
教
師
た
ち
は
田
中
氏
の
指
摘
に
反

論
で
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
実
際
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、

「
国
語
愛
を
学
ぶ
教
材
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
の
で
し
た
。
国
語
科
は
「
国

家
の
こ
と
ば
」
と
し
て
の
「
国
語
愛
」
を
学
ぶ
教
科
で
あ
る
と
い
う
教
師
た
ち

の
認
識
の
一
端
を
、
当
時
の
「
最
後
の
授
業
」
の
授
業
は
浮
き
彫
り
に
し
た
の

で
す
。

　
○「
国
語
科
」
と
い
う
名
称

　「
国
語
科
」
と
い
う
名
称
の
教
科
が
成
立
し
た
の
は
、
一
九
〇
〇
（
明
治
三

三
）
年
の
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ま
で
に
も
国
語
に
関
す
る
授
業
は
あ
り

ま
し
た
が
、
そ
れ
は
「
読
書
・
作
文
・
習
字
」
な
ど
の
名
称
の
も
と
に
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
当
時
「
国
語
」
と
い
う
名
称
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、
日
本
語
を

「
国
語
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
明
治
末
年
に
至
っ
て
優
勢
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
だ

と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。「
国
語
」
と
い
う
名
称
自
体
に
、
国
家
と
こ
と
ば
の
結

び
つ
き
を
作
り
出
す
原
因
が
孕
ま
れ
て
い
た
と
い
え
ま
す
。

　
府
川
氏
は
、「
国
家
語
と
し
て
の
「
国
語
」
と
い
う
概
念
の
本
格
的
な
解
体
」

が
必
要
だ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
こ
う
し
た
呼
称
が
問
題
な
の
は
、
そ
こ
で
の
意
識
が

自
国
中
心
主
義
に
な
り
が
ち
で
、
世
界
の
中
に
お
け
る
位
置
測
定
が
し
に

く
く
な
る
危
険
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
国
語
教
育
」
に
限
定
し
て
い
う

な
ら
、
そ
れ
が
こ
と
ば
の
教
育
を
第
一
義
の
目
的
に
す
る
の
で
は
な
く
、

日
本
人
と
し
て
の
同
一
性
を
作
り
出
す
こ
と
を
優
先
し
が
ち
に
な
る
こ
と

が
問
題
な
の
で
あ
る
。（
　
、
六
一
～
六
二
頁
）

１０

　
府
川
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
国
語
科
に
お
い
て
だ
い
じ
な
の
は
、
話
す

こ
と
、
聞
く
こ
と
、
書
く
こ
と
、
読
む
こ
と
を
対
象
と
し
た
「
こ
と
ば
の
教
育
」

を
行
う
こ
と
で
、
か
な
ら
ず
し
も
日
本
と
い
う
国
家
や
日
本
語
と
い
う
言
語
へ

の
「
愛
」
を
育
て
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
海
外
に
生
ま
れ
日
本
に
暮
ら
す
子
ど
も
た
ち
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
て
み
て

く
だ
さ
い
。
日
本
語
に
は
日
本
語
の
「
よ
さ
」
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
「
よ
さ
」

と
い
う
も
の
は
、
他
の
言
語
に
比
し
て
優
れ
て
い
る
わ
け
で
も
、
劣
っ
て
い
る

わ
け
で
も
な
い
、
比
べ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
に
生
ま
れ
、
何
か
の
事
情
で
日
本
の
小
学
校
に
通
う
こ
と
に
な
っ
た
子

ど
も
に
向
か
っ
て
、「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
よ
り
日
本
語
を
好
き
に
な
っ
て
」
と
言

う
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
子
ど
も
に
は
、
い
つ
か
故
郷
に
帰
り

母
語
中
心
の
生
活
に
戻
っ
た
と
き
に
も
生
き
て
働
き
続
け
る
「
こ
と
ば
の
力
」

が
育
つ
よ
う
に
、
国
語
科
教
育
を
行
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。
そ
う
い

う
教
育
が
実
現
し
た
と
き
、
本
当
の
意
味
で
「
こ
と
ば
を
学
ぶ
こ
と
は
だ
い
じ

だ
」、「
こ
と
ば
を
大
切
に
し
よ
う
」
と
思
え
る
人
が
育
つ
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。４

　
お
わ
り
に

　
以
上
、
読
書
会
と
国
語
学
習
史
を
両
輪
と
し
て
展
開
し
た
「
国
語
科
教
育
学
」
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の
構
想
と
実
際
を
述
べ
て
き
た
。

　
最
終
回
に
授
業
感
想
の
提
出
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
受
講
者
全
員
か
ら
有
意
義

で
あ
っ
た
旨
の
記
述
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
と
え
ば
、「
教
え
る
側
と
教
わ

る
側
と
い
う
二
極
化
す
る
授
業
に
も
多
く
の
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
読
書
会
で
は
、
教
え
る
側
と
教
わ
る
側
だ
け
で
な
く
、
教
わ
る
側
同
士
の

交
流
も
生
ま
れ
、
他
の
意
見
を
聞
い
た
こ
と
で
新
た
な
視
点
を
持
っ
た
機
会
は

何
度
も
あ
っ
た
」
と
い
う
感
想
や
、「
毎
回
配
ら
れ
る
ま
と
め
の
レ
ジ
ュ
メ
に
い

つ
も
目
か
ら
鱗
で
し
た
。
そ
れ
は
読
書
会
の
内
容
に
つ
い
て
の
先
生
の
読
み
解

き
方
も
そ
う
だ
し
、
そ
の
話
か
ら
国
語
科
と
し
て
考
え
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て

の
視
点
も
そ
う
で
す
」
と
い
う
感
想
は
、
こ
の
授
業
で
試
み
た
よ
う
な
読
書
会

が
こ
と
ば
を
学
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
有
意
義
な
機
会
と
な
る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
述
に
基
づ
き
、
本
実
践
か
ら
成
果
や
意
義
を
見
出
す

こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

　「
国
語
科
教
育
に
お
け
る
学
習
者
の
目
標
意
識
の
育
成
」
に
向
け
て
、
国
語
学

習
史
の
作
成
を
ど
の
よ
う
に
励
ま
し
て
い
け
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
実
践

報
告
、
最
終
回
に
提
出
し
て
も
ら
っ
た
授
業
感
想
、
そ
れ
に
受
講
者
が
執
筆
し

た
国
語
学
習
史
に
よ
る
具
体
的
な
考
察
を
、
稿
を
改
め
て
試
み
た
い
。
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