
保
科
孝
一
の
国
語
教
育
論
研
究
�

　
　
－
標
準
語
論
を
中
心
に
Ｉ

一

は
じ
め
に

　
我
が
国
の
戦
前
の
国
語
教
育
の
問
題
点
と
し
て
、
『
日
本
語
の
歴
史
』
（
第
六
巻
）
に

次
の
事
柄
が
指
摘
ざ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
戦
前
の
標
準
語
制
定
の
活
動
に
係
わ
っ
て

国
語
教
育
の
在
り
方
を
論
じ
た
も
の
で
、
「
言
語
統
一
の
理
念
が
、
方
言
を
社
会
悪
と

な
す
価
値
観
を
派
生
せ
し
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
一
言
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
〈
標
準
語
〉
を
普
及
す
る
の
に
は
、
方
言
を
す
っ
か
り
根
絶
や
し
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
の
が
明
治
三
十
年
代
以
後
の
思
想
で
あ
る
。
そ
の
方
言
根
絶
や
し
に

使
わ
れ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
〈
方
一
言
矯
正
〉
ま
た
は
〈
方
言
撲
滅
〉
で
あ
っ
て
、
か
つ
て

国
語
教
育
の
重
要
な
任
務
は
、
そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
実
践
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
１
）
。
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
記
述
は
、
戦
前
の
国
語
教
育
の
任
務
に
、
標
準
語
の
普
及
と
、
普
及
の
た
め
の

手
段
と
し
て
の
「
方
言
矯
正
」
「
方
言
撲
滅
」
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
見
方
に
は
、
戦
前
の
国
語
教
育
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
が
存
在
す
る
。

　
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
厳
し
い
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
戦
前
の
国
語
教
育
に
お
け
る

標
準
語
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
制
定
の
活
動
に
係
わ
っ
た
保
科
孝
一
の
標
準
語

論
に
対
し
て
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
保
科
孝
一
が
、

当
時
必
要
と
さ
れ
た
標
準
語
に
つ
い
て
、
そ
の
制
定
の
方
法
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

た
か
、
‐
す
な
わ
ち
、
標
準
語
の
基
幹
と
な
る
言
語
と
し
て
、
国
内
の
ど
の
方
言
を
採
用

す
る
の
を
よ
し
と
し
た
か
、
ま
た
、
撲
滅
の
対
象
と
さ
れ
た
方
言
に
対
し
て
ど
の
よ
う
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な
見
方
を
し
て
い
た
か
、
以
上
の
二
点
に
考
察
の
観
点
を
絞
っ
て
、
そ
の
標
準
語
論
に

考
察
を
加
え
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
二
　
明
治
期
の
方
言
改
良
論
及
び
標
準
語
論

　
日
本
語
の
方
言
分
化
が
最
も
激
し
く
進
ん
だ
の
は
、
封
建
体
制
下
の
江
戸
時
代
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
江
戸
中
期
以
降
は
、
方
言
の
違
い
が
激
し
く
な
っ
て
、
、

あ
る
地
方
の
出
身
者
と
別
の
地
方
の
出
身
者
と
の
間
で
、
口
頭
で
は
話
が
通
じ
な
い
ほ

ど
で
あ
っ
た
。

　
明
治
時
代
と
な
っ
て
、
時
代
は
封
建
制
社
会
か
ら
近
代
市
民
社
会
へ
と
展
開
し
て
い

っ
た
が
、
方
言
分
裂
の
状
態
は
近
代
国
家
建
設
の
う
え
に
、
様
ざ
ま
な
障
害
を
も
た
ら

し
た
。

　
方
言
分
裂
の
状
態
を
解
消
し
て
言
語
の
統
一
を
図
る
べ
き
だ
と
、
早
く
か
ら
主
張
し

た
人
物
に
、
後
に
東
京
文
理
科
大
学
の
学
長
と
な
っ
た
三
宅
末
吉
氏
が
い
る
。
三
宅
氏

は
「
く
に
ぐ
に
　
の
　
な
ま
り
　
こ
と
ば
　
に
　
つ
き
て
」
と
い
う
明
治
十
七
年
に
発

表
し
た
論
文
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
こ
。

　
六
〇
　
あ
ま
り
　
の
　
く
に
ぐ
に
　
が
　
あ
た
か
も
　
ご
ば
ん
　
の
　
め
　
の
　
ご

　
と
く
に
　
た
ち
わ
か
れ
て
、
　
お
の
お
の
　
ひ
と
り
だ
ち
　
し
て
　
わ
が
ま
ま
　
か

　
Ｉ
つ
て
　
に
　
そ
の
　
ふ
　
う
ぞ
く
　
あ
り
さ
ま
　
を
　
つ
く
り
　
な
し
、
し
た
が

　
い
て
　
こ
と
ば
　
を
も
　
と
り
ど
り
　
に
　
加
え
な
し
き
。
　
さ
れ
ば
　
み
や
こ
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ち
か
き
　
あ
た
り
　
の
　
ひ
と
　
が
、
し
を
　
た
る
る
　
え
ぞ
　
が
　
ち
じ
ま
　
や
、

　
さ
つ
ま
が
た
　
お
き
　
の
　
こ
じ
ま
　
わ
　
さ
て
お
き
、
す
こ
し
　
み
や
こ
　
は
な

　
れ
た
る
　
や
ま
ざ
と
　
に
　
い
た
ら
ば
、
わ
れ
　
の
　
い
う
　
こ
と
、
か
れ
　
が

　
い
う
　
こ
と
、
か
た
み
　
に
　
こ
と
ば
　
か
よ
わ
ず
　
し
て
　
こ
こ
ろ
　
を
　
つ
く

　
し
　
え
ざ
り
け
り
。
（
六
頁
）

　
三
宅
米
吉
氏
は
、
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
日
本
国
内
に
お
い
て
こ
と
ば
の
通
じ
な
い

状
況
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
の
通
じ
な
い

状
況
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
こ
と
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
よ
　
の
　
ま
ぢ
ら
い
　
の
　
し
げ
く
　
な
る
　
ま
ま
に
、
　
お
の
づ
か

　
ら
　
こ
と
ば
　
も
　
ひ
と
つ
　
に
　
な
り
　
も
て
　
ゆ
か
ん
　
わ
　
ま
さ
に
　
し
か

‐
あ
る
　
べ
き
　
こ
と
　
な
が
ら
、
さ
り
　
と
て
　
い
た
づ
ら
に
　
て
　
を
　
む
な
し

　
う
し
て
、
そ
の
　
と
き
　
を
　
ま
つ
　
べ
き
　
に
　
あ
ら
ず
。
　
ち
か
ら
　
の
　
お

　
よ
ば
ん
　
か
ぎ
り
、
そ
　
を
　
た
す
け
　
は
や
む
　
べ
き
　
わ
　
わ
が
と
も
が
ら

　
の
　
ま
さ
に
　
つ
と
む
　
べ
き
　
こ
と
　
に
ぞ
　
あ
る
。
（
七
頁
）

　
三
宅
米
吉
氏
は
、
右
の
引
用
文
に
お
い
て
、
方
言
分
裂
の
状
態
に
対
し
て
、
「
か
な

の
く
わ
い
」
の
活
動
に
限
定
し
て
は
い
る
か
、
力
の
及
ぶ
限
り
言
語
の
統
一
に
尽
く
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
に
、
青
田
節
氏
の
『
方
言
改
良
論
』
が
あ
る
。
青
田
節
氏
は
、
兵
庫
県

の
出
身
で
福
島
県
へ
教
師
と
し
て
赴
任
し
た
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
体
験
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
明
治
二
十
一
年
に
『
方
言
改
良
論
』
を
刊
行
し
た
。
こ
の
著
書
は
、
「
第
一
編

総
論
」
「
第
二
編
　
方
言
ノ
性
質
及
関
係
」
「
第
三
編
　
方
言
改
良
ノ
必
要
」
「
第
四
編

方
言
改
良
ノ
方
法
」
よ
り
成
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
第
三
編
に
、
方
言
改
良
の
必

要
性
に
つ
い
て
の
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
次
の
記
述
は
そ
の
う
ち
の
一
部
で
あ
る
（
３
）
。

　
方
言
改
良
モ
亦
然
り
交
通
広
ク
交
際
繁
キ
世
ノ
中
ト
ナ
ラ
バ
方
言
ハ
不
便
不
利
不
良

　
不
完
全
ナ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
自
然
二
消
滅
ス
ル
「
ア
ル
カ
モ
知
レ
ズ
然
レ
涯
自
然
到
来

　
ノ
カ
ハ
前
記
ノ
如
ク
ニ
甚
ダ
薄
弱
ナ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
之
レ
ニ
人
カ
ヲ
添
フ
ル
ニ
非
レ

　
バ
其
敗
ヲ
速
ニ
ス
ル
ニ
足
ラ
ザ
ル
ナ
リ
否
敷
ヲ
奏
ス
ル
「
能
ハ
ザ
ル
也
故
二
萄
ク
モ

改
良
シ
テ
ョ
キ
モ
ノ
若
シ
ク
ハ
撲
滅
メ
ヨ
キ
モ
ノ
或
ハ
存
ｙ
不
利
不
都
合
ナ
ル
モ
ノ

ハ
成
ル
丈
ケ
人
カ
ヲ
加
ヘ
テ
之
レ
ヲ
速
カ
ニ
改
良
シ
若
シ
ク
ハ
之
レ
ヲ
撲
滅
ス
ペ
シ

Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｉ
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何
ソ
速
力
遅
緩
ノ
自
然
到
来
ヲ
待
ツ
ノ
愚
ヲ
敗
サ
ン
ヤ
然
レ
涯
方
言
ハ
元
来
固
結
ノ

習
慣
ト
成
り
居
レ
バ
如
何
二
害
ア
ル
モ
不
都
合
ナ
ル
モ
到
底
自
然
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滅
ノ
時
機
ヲ
待

ツ
ヨ
リ
外
二
策
ナ
シ
ト
云
ハ
ｖ
其
時
機
ハ
果
ノ
何
レ
ノ
日
ニ
ア
ル
カ
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ナ
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右
の
引
用
文
に
は
「
撲
滅
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。
青
田
節
氏
の
主
張
は
、
い

わ
ゆ
る
方
言
撲
滅
論
で
あ
っ
て
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
暴
論
と
も
言
え
る
が
、
こ
の
よ
う

な
考
え
方
が
や
が
て
支
配
的
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
方
言
を
撲
滅
し
て
、
ど
の
よ
う
な
言
語
を
作
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

当
時
は
ま
だ
「
標
準
語
」
と
い
う
用
語
は
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
普
通
語
」
と
い
う

言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
標
準
語
に
つ
い
て
、
正
式
に
取
り
上
げ
て
論
じ
た
の
は
上

田
万
年
氏
で
、
氏
は
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
朝
し
た
直
後
の
明
治
二
十
八
年
一
月
に
、

「
帝
国
文
学
」
誌
上
に
「
標
準
語
に
就
き
て
」
を
発
表
し
た
。

　
我
々
は
、
明
治
期
に
言
語
統
一
の
必
要
性
を
説
い
た
先
覚
者
と
し
て
、
三
宅
米
吉
氏
、

岡
倉
由
三
郎
氏
、
上
田
万
年
氏
の
三
人
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
そ
の
統
一
方
法

に
つ
い
て
は
、
三
宅
氏
の
も
の
が
社
会
的
・
経
済
的
方
法
で
あ
り
、
岡
倉
氏
の
も
の
が

教
育
的
方
法
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
上
田
氏
の
も
の
は
政
治
的
方
法
で
あ
る
と
言
わ

れ
て
い
る
（
４
）
。

　
上
田
万
年
氏
は
、
標
準
語
の
概
念
を
西
欧
か
ら
持
ち
帰
っ
て
、
標
準
語
制
定
の
必
要

性
を
、
西
欧
先
進
国
の
例
を
引
い
て
説
い
て
い
っ
た
。
次
に
「
標
準
語
に
就
き
て
」
か

ら
ヽ
標
準
語
の
定
義
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
を
引
用
し
て
み
よ
う
（
、
）
。

　
予
の
茲
に
い
ふ
標
準
語
と
は
、
英
語
の
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
、
ラ
ン
グ
ェ
ー
ヂ
」
、
独

　
乙
語
の
「
ゲ
マ
イ
ン
ス
プ
ラ
ー
ヘ
」
の
事
に
し
て
、
も
と
一
国
内
に
話
さ
れ
居
る
言

　
語
中
に
て
、
殊
に
一
地
方
一
部
の
人
々
に
の
み
限
り
用
ゐ
ら
る
～
所
謂
方
言
な
る

　
者
と
は
事
か
は
り
、
全
国
内
到
る
処
、
凡
て
の
場
所
に
通
じ
て
大
抵
の
人
々
に
理
解

　
せ
ら
る
べ
き
敗
力
を
有
す
る
も
の
を
云
ふ
。
猶
一
層
簡
単
に
い
へ
ば
、
標
準
語
と
は



　
一
国
内
に
模
範
と
し
て
用
ゐ
ら
る
こ
日
語
を
い
ふ
。
（
六
六
二
頁
）

　
上
田
万
年
氏
は
、
標
準
語
と
は
、
こ
の
よ
う
に
一
国
内
に
お
い
て
模
範
と
な
る
言
語

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
上
田
万
年
氏
は
、
そ
の
よ
う
な
標
準
語
は
ど
の
よ

う
な
性
格
を
持
ち
、
い
か
に
し
て
そ
の
成
立
を
図
れ
ば
よ
い
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
然
れ
ど
も
、
一
度
理
想
の
言
語
が
固
立
し
た
る
暁
に
は
、
そ
は
実
在
に
於
け
る
如
く
、

　
非
常
の
転
変
を
な
す
自
由
を
有
せ
ざ
る
も
の
な
れ
ば
、
従
ひ
て
其
規
則
を
確
守
し
、

　
其
統
一
を
実
行
し
て
ゆ
く
上
に
、
極
め
て
勢
力
あ
る
者
な
り
。
よ
し
仮
令
多
少
転
変

　
の
免
れ
が
た
き
場
合
に
て
も
、
猶
其
進
行
を
一
層
知
覚
的
に
、
一
層
秩
序
的
に
な
さ

　
し
む
る
だ
け
の
限
制
力
を
有
す
。
か
く
の
如
く
し
て
此
標
準
語
は
、
言
語
発
達
上
の

　
一
大
要
素
た
る
保
守
力
を
代
表
す
る
者
な
り
。

　
　
以
上
陳
述
し
た
る
が
如
く
、
標
準
語
は
理
想
的
の
者
に
は
あ
れ
ど
、
其
初
に
遡
り

　
て
論
ず
れ
ば
、
も
と
こ
れ
一
個
の
方
言
た
り
し
も
の
に
て
、
其
方
言
が
種
々
の
人
工

　
的
彫
琢
を
蒙
り
て
、
遂
に
超
絶
的
の
地
位
に
達
し
、
同
時
に
其
信
用
と
其
尊
敬
と
を

　
高
め
来
り
て
、
漸
く
他
の
方
言
を
も
統
括
す
る
程
の
、
大
勢
力
を
得
た
る
も
の
な
り
。

　
（
六
六
三
頁
）

　
上
田
万
年
氏
は
、
標
準
語
は
、
そ
の
性
格
と
し
て
、
言
語
の
発
達
変
化
を
制
限
す
る

力
、
保
守
力
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
成
立
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
一
個
の
方
言
で
あ

っ
た
も
の
が
、
人
工
的
な
彫
琢
を
受
け
て
作
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ

の
「
一
個
の
方
言
た
り
し
も
の
」
が
基
盤
と
な
る
と
い
う
考
え
方
に
は
重
要
な
意
味
が

含
ま
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
明
治
期
の
主
要
な
方
一
日
改
良
論
、
標
準
語
論
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ら
に
対

し
て
検
討
を
加
え
て
き
た
が
、
次
に
保
科
孝
一
の
標
準
語
論
を
取
り
上
げ
て
、
こ
れ
に

考
察
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
三
　
保
科
孝
一
の
標
準
語
論

　
保
科
孝
一
の
標
準
語
論
に
つ
い
て
の
考
察
に
際
し
て
は
、
明
治
三
十
年
代
に
刊
行
さ

八
三
　
　
保
科
孝
一
の
国
語
教
育
論
研
究
曰
　
－
標
準
語
論
を
中
心
に
Ｉ
　
（
片
村
）

れ
た
、
保
科
の
言
語
学
に
係
わ
る
三
冊
の
著
述
、
『
言
語
学
大
意
』
（
編
輯
兼
発
行
人
・

国
語
伝
習
所
、
明
治
三
十
三
年
二
月
）
、
『
言
語
学
講
話
』
呈
永
舘
書
店
、
明
治
三
十

五
年
十
月
）
、
『
言
語
学
』
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
緒
言
の
日
付
・
明
治
三
十
五
年
十
月
）

を
そ
の
資
料
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
三
冊
の
う
ち
、
『
言
語

学
大
意
』
に
は
、
直
接
標
準
語
に
つ
い
て
論
ず
る
章
立
て
が
な
い
が
、
必
要
に
応
じ
て

そ
の
内
容
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
、
既
に
示
し
た
よ
う
に
、
保
科
孝
一
の
標
準
語
論
考
察
の
観
点
と
し
て
、
保
科

が
、
標
準
語
の
基
幹
と
な
る
言
語
と
し
て
国
内
の
ど
の
方
言
を
採
用
す
る
の
を
よ
し
と

し
た
か
、
ま
た
、
撲
滅
の
対
象
と
さ
れ
た
方
言
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
見
方
を
し
て
い

た
か
、
以
上
の
二
点
を
取
り
上
げ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
考
察
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
す

る
。

　
　
　
　
１
　
材
料
の
選
定

　
ま
ず
第
一
の
観
点
に
つ
い
て
の
考
察
に
入
る
こ
と
に
す
る
。

　
標
準
語
は
、
言
語
の
種
類
と
し
て
は
、
何
よ
り
も
話
し
こ
と
ば
が
問
題
と
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
材
料
を
ど
こ
忙
求
め
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
剛
　
第
一
の
方
法

　
こ
の
材
料
の
問
題
に
つ
い
て
、
保
科
孝
一
は
『
言
語
学
』
の
「
第
九
章
　
標
準
語
」

に
お
い
て
、
「
生
き
た
言
葉
の
中
、
い
か
な
る
も
の
お
材
料
と
し
て
、
標
準
語
お
制
定

す
る
か
が
、
ま
た
、
重
要
な
る
問
題
で
あ
る
（
６
）
」
と
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
学
者
の
意

見
が
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｘ
ｘ
ｓ
ｓ
ｓ
ｘ
ｓ
ｓ
　
　
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｘ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
　
　
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｘ
ｓ
ｘ
３
ｓ

　
全
国
の
方
言
お
精
細
に
調
査
し
、
そ
の
結
果
お
綜
合
し
て
、
発
音
語
彙
お
よ
び
語
法

　
ｓ
ｘ
ｘ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｘ
ｓ
ｘ
ｓ
ｘ
ｉ
ｘ
　
　
ｘ
ｘ
ｘ
ｓ
ｓ
ｘ
ｓ
　
　
ｘ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
　
　
ｓ
ｘ

　
の
標
準
お
確
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
ゆ
１
の
が
一
つ
、
全
国
の
方
言
中
、
国
語

　
ｘ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｘ
ｓ
ｘ
ｓ
ｘ
ｓ
ｘ
ｘ
ｘ
　
　
％
ｓ
ｓ
　
　
ｓ
ｓ
ｘ
ｓ
ｘ
ｘ
ｓ
ｓ
ｓ
Ｎ
ｓ
ｘ

　
と
し
て
も
っ
と
も
純
正
雅
醇
な
る
方
言
、
ま
た
わ
、
も
っ
と
も
有
力
な
る
方
言
お
標



八
四
　
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
一
巻
　
二
九
九
二
年
）
　
人
文
科
学

Ｓ
Ｓ
　
　
Ｉ
Ｓ
Ｓ
　
　
Ｓ
Ｓ
Ｘ
Ｓ
Ｉ
　
　
Ｘ
Ｓ
Ｓ
Ｘ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
　
　
Ｘ
Ｓ
Ｘ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｘ
　
　
Ｓ

準
に
、
選
定
し
、
し
か
る
の
ち
、
こ
れ
お
基
礎
と
し
て
、
人
為
的
修
琢
お
加
え
、
発

ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
Ｎ
ｓ
ｓ
ｉ
ｓ
ｉ
ｓ
ｘ
ｘ
ｘ
ｘ
ｘ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
　
　
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｘ
ｘ

音
語
彙
お
よ
び
語
法
の
標
準
お
確
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
ゆ
１
の
が
一
つ
、
か

く
の
ご
と
く
、
二
種
の
意
見
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
中
、
ど
ち
ら
お
取
る
か
と
ゆ
１

こ
と
が
、
標
準
語
制
定
の
事
業
に
つ
い
て
わ
、
慎
重
に
熟
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。

（
二
Ｉ
七
頁
）

「
生
き
た
言
葉
」
の
中
で
、
い
か
な
る
方
言
を
材
料
と
し
て
標
準
語
を
制
定
す
る
か

に
つ
い
て
は
、
右
の
文
か
ら
分
か
る
よ
う
に
’
、
一
つ
は
、
「
全
国
の
方
言
お
精
細
に
調

１
３
　
　
１
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
　
　
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｘ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ

査
し
、
そ
の
結
果
お
綜
合
し
て
、
発
音
語
彙
お
よ
び
語
法
の
標
準
お
確
定
す
」
る
方
法
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｓ
ｓ
ｓ
χ
Ｉ
ｓ
ｓ
χ
ｓ
ｓ
ｓ
χ
ｓ
ｓ
χ
χ
ｓ

も
う
一
つ
は
、
全
国
の
方
言
の
中
か
ら
「
国
語
と
し
て
も
っ
と
も
純
正
雅
醇
な
る
方
言
、

ｘ
ｓ
ｓ
　
　
ｘ
ｘ
ｓ
ｘ
ｓ
ｓ
ｓ
ｘ
ｘ
ｓ
ｘ
ｓ
ｓ
ｘ
　
　
ｓ
Ｎ
ｓ

ま
た
わ
、
も
っ
と
も
有
力
な
る
方
言
お
標
準
に
、
選
定
し
」
て
、
こ
れ
を
基
幹
に
し
て

標
準
語
を
作
り
上
げ
る
方
法
と
、
二
つ
の
方
法
が
存
在
す
る
。

　
ま
ず
、
全
国
の
方
言
を
精
査
す
る
第
一
の
方
法
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

こ
の
方
法
は
、
標
準
語
を
制
定
す
る
う
え
で
理
想
的
な
方
法
で
あ
る
が
、
そ
の
実
行
に

は
大
き
な
困
難
点
が
あ
る
。
保
科
孝
一
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

　
全
国
の
方
言
お
あ
ま
ね
く
精
査
し
て
、
そ
の
結
果
お
綜
合
す
る
と
ゆ
１
方
案
わ
、
標

　
章
語
と
し
て
も
っ
と
も
純
正
雅
醇
な
、
も
っ
と
も
理
想
と
近
い
も
の
お
、
制
定
す
る

　
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
か
く
の
ご
と
き
方
案
に
よ
っ
て
、
標
準
語
お
制
定
し
よ

　
１
と
ゆ
１
こ
と
わ
、
す
で
に
理
想
と
近
い
の
で
、
こ
の
広
大
な
る
事
業
お
短
日
月
の

　
間
に
、
成
功
し
得
る
こ
と
が
、
は
た
し
て
出
来
よ
１
か
ど
１
か
、
覚
来
な
い
こ
と
ゝ

　
信
ず
る
。
（
二
Ｉ
七
圭
一
一
八
頁
）

　
保
科
孝
一
は
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
標
準
語
制
定
の
理
想
的
な
方
法
で
あ
る
第
一

の
方
法
が
、
実
行
の
困
難
性
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
は
ど

の
よ
う
な
困
難
性
が
あ
る
の
か
と
言
え
ば
、
こ
の
方
法
に
よ
る
と
き
に
は
、
我
が
国
の

音
韻
組
織
・
語
彙
・
語
法
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
標
準
語
と
し
て
適
切
な

言
語
体
系
を
作
り
上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
難
し
い
と
言
う
の
で

あ
る
。

　
　
音
韻
組
織
に
つ
い
て
は
、
保
科
孝
一
は
、
「
も
し
こ
の
方
案
に
よ
る
と
す
れ
ば
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｘ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
’
ｓ
ｓ
ｓ
ｉ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
　
　
ｌ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ

づ
順
序
と
し
て
、
我
邦
の
音
韻
組
織
お
調
査
す
る
こ
と
が
必
要
で
、
母
音
に
わ
い
か

ｓ
ｉ
ｓ
ｉ
ｓ
ｓ
ｘ
　
　
ｓ
ｓ
ｘ
ｓ
ｓ
ｓ
　
　
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
３
ｓ
４
ｓ
ｉ
ｘ

る
種
類
の
も
の
が
、
ど
の
位
あ
る
か
、
子
音
に
わ
い
か
な
る
種
類
の
も
の
が
ど
の
位

ｘ
ｘ
　
　
ｘ
ｓ
ｓ
ｘ
ｘ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
　
　
ｓ
ｓ
ｘ
ｉ
ｓ
　
　
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｘ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｘ
ｓ

る
か
、
と
ゆ
１
こ
と
お
精
査
し
て
、
そ
の
中
か
ら
、
発
音
の
標
準
と
し
て
認
容
す
べ

きヽあヽなヽま

Ｘ
Ｘ
Ｓ
Ｓ
Ｘ
Ｓ
Ｘ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｘ
Ｓ
Ｓ

も
の
お
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
（
７
）
。
」
と
し
、
「
標
準
た
る
発
音
図
す
な
わ
ち
、
五

十
音
図
の
よ
１
な
も
の
お
制
定
す
る
の
が
必
要
な
こ
と
で
、
こ
れ
が
標
準
語
制
定
に
お

い
て
わ
一
大
事
業
で
あ
る
（
８
）
。
」
と
し
て
、
音
韻
組
織
を
定
め
る
こ
と
が
最
初
の
仕
事

で
あ
り
、
大
き
な
事
業
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
　
次
に
、
語
彙
の
問
題
で
あ
る
が
、

○
○
○
○
○
　
　
○
○
○
○
○
○
○
○

す
る
こ
と
が
、
ま
た
重
要
な
る
事
業

　
○
○
○
　
　
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

る
い
わ
、
不
可
能
の
こ
と
で
わ
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
○
○
　
　
○
○
○
○
○
○
○
○

保
科
孝
一
は
、
「
つ
ぎ
に
、
語
彙
の
標
準
お
制
定

○
○
○
○
　
　
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
　
　
○

で
あ
る
が
、
こ
の
事
業
わ
な
か
く
困
難
で
、
あ

　
○
○
○
○
　
　
○
○
○
○

ま
い
か
と
、
思
わ
れ
る
（
９
）
。
」
と
悲
観
的
な
見
通

し
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
「
こ
の
事
業
と
し
て
わ
、
ま
づ
全
国
の
方
言
に
つ
い
て
、

あ
ま
ね
く
そ
の
語
彙
お
蒐
集
し
、
つ
ぎ
に
こ
れ
お
取
捨
選
択
し
て
日
常
普
通
の
知
識
お

交
換
し
、
社
会
的
生
活
お
営
む
の
に
故
障
の
な
い
よ
１
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
わ
、
非
常
に
多
大
な
労
力
お
要
す
る
こ
と
で
あ
る
（
1
0
）
。
」
と
し
て
い
る
。

語
彙
の
問
題
に
お
い
て
そ
の
標
準
を
確
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
の
は
、
標
準
語

彙
の
選
択
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
選
択
の
基
準
を
ど
こ
に
設
定
す
る
か
が
難
し
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
語
彙
は
生
活
を
直
接
的
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
標
準
語
の
性

格
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
か
に
よ
っ
て
、
語
彙
選
択
の
範
囲
が
大
き
く
違
っ
て
く
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
保
科
孝
一
は
、
選
定
基
準
の
設
定
の
困
難
性
を
見
て
と
っ

た
の
で
あ
る
。

語
彙
選
定
の
難
し
さ
の
次
に
は
、
語
法
の
標
準
を
確
定
す
る
問
題
が
出
て
く
る
。

語

お・て法

計．｀の

る・コ標

こ．ご)憚

帽

巾

て．各゜まj

容．地タだ

易．の゜難

で・かし

なｏ言０しゝ

いｏにｏ問

の．よ゜題

でｏつｏが

あ．て・存

る．｀在

石ぞす

ごれｏる

ーぞ・・

とれ・保

述異・科

ペダ・孝

ててｏ一

いいｏは

るてｏグ

・ ｏ．　｀　こ

こそ・れ

れのｏに

は整・つ

　｀理・い

そ
れ
ぞ
れ
言
語
体
系
の
違
う
方
言
を
一
つ
に
統
一
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
指
摘
し
た
も

の
で
あ
る
。



　
以
上
の
よ
う
に
、
保
科
孝
一
は
、
第
一
の
方
法
に
よ
る
標
準
語
制
定
に
つ
い
て
、
音

韻
組
織
・
語
彙
・
語
法
に
お
け
る
問
題
点
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め

る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
述
べ
た
発
音
お
よ
び
語
彙
語
法
の
標
準
を
確
定
す
る
の
わ
、
い
づ
れ
国
語
調

　
査
会
の
よ
１
な
、
学
者
の
団
非
で
あ
ろ
Ｉ
と
お
も
Ｉ
が
、
そ
れ
ら
の
学
者
の
見
解
が
、

　
各
個
人
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
て
容
易
に
纏
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

　
各
学
者
わ
自
分
が
平
生
使
い
馴
れ
て
い
る
慣
習
に
よ
っ
て
、
そ
の
是
非
お
判
断
す
る

　
か
ら
、
そ
の
標
準
が
区
々
で
、
容
易
に
纏
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ

　
ｘ
ｉ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｘ
ｓ
ｘ
ｘ
ｘ
ｓ
ｓ
ｓ
Ｎ
ｘ
ｘ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｘ
ｓ
ｘ
ｓ
ｘ
ｓ
ｓ
ｘ

　
の
方
案
わ
標
準
語
お
制
定
す
る
が
た
め
に
も
っ
と
も
好
良
な
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

　
一
ｌ
ｓ
ｓ
Ｎ
ｘ
ｘ
ｘ
ｓ
ｓ
ｘ
ｓ
　
　
ｘ
ｓ
ｘ
ｓ
ｘ
ｓ
ｘ
ｘ
ｌ
ｌ
ｉ
ｘ
ｓ
ｓ
　
　
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ

　
こ
れ
お
制
定
す
る
方
法
お
よ
び
、
そ
の
手
続
が
非
常
に
困
難
で
あ
っ
て
、
結
局
一
の

　
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｘ
Ｓ
Ｓ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｓ
Ｓ
Ｘ
Ｘ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｘ
Ｓ
Ｓ

　
理
想
と
し
て
終
る
に
過
ぎ
ま
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
（
二
Ｉ
九
頁
）

　
こ
の
よ
う
に
、
標
準
語
制
定
の
最
も
理
想
的
な
方
法
に
お
い
て
は
、
音
韻
組
織
は
ま

だ
問
題
が
少
な
い
と
し
て
も
、
語
彙
・
語
法
に
つ
い
て
は
、
標
準
と
な
る
も
の
を
選
定

す
る
基
準
の
設
定
に
お
い
て
、
結
局
個
々
の
学
者
の
考
え
方
の
相
違
が
、
基
準
そ
の
も

の
の
設
定
を
困
難
に
す
る
。
そ
れ
で
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
標
準
語
の
材
料

の
選
定
問
題
に
お
け
る
第
一
の
方
法
を
、
人
々
は
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
く
る

の
で
あ
る
。

②
　
第
二
の
方
法

　
第
一
の
方
法
が
実
行
不
可
能
と
い
う
の
な
ら
ば
、
必
然
的
に
第
二
の
方
法
に
よ
ら
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
第
二
の
方
法
に
よ
る
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
な
手
順
が
考

え
ら
れ
る
。

○
○
○
○
○
○
　
　
○
○
○
○
○
○
○
○

全
国
の
方
言
中
、
も
っ
と
も
国
語
と
し

　
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
　
　
○

と
も
有
力
な
る
も
の
お
選
定
し
て
、
こ

　
○
○
０
０
０
０
０
０
０
０
０
　
　
ｏ
ｏ
ｏ

面
か
ら
人
為
的
修
琢
お
加
え
、
し
か
し

　
○
○
○
○
○
○
○
○
○
　
　
○
○
○
○
○

0
０
０
０
０
０
０
０
０
　
　
０
０
０
０
　
　
Ｏ
Ｏ

て
純
正
雅
醇
な
る
も
の
、
も
し
く
わ
、
も
っ

○
○
○
○
○
○
○
　
　
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
　
　
○
○
○
○
○
○
○
○
○

お
標
準
と
定
め
、
こ
れ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
方

○
○
○
○
○
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

て
一
の
標
準
語
お
制
定
す
る
と
ゆ
Ｉ
方
案
わ
、

　
○
○
○
○
○
○
○
○
○
　
　
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

も
っ
と
も
実
行
し
易
く
、
か
つ
比
較
的
に
好
良
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
（
二

八
五
　
　
保
科
孝
一
の
国
語
教
育
論
研
究
�
－
標
準
語
論
を
中
心
に
Ｉ
　
（
片
村
）

　
　
二
〇
頁
）

　
－
こ
の
方
法
は
、
日
本
全
国
の
方
言
の
う
ち
、
標
準
語
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え

　
ら
れ
る
方
言
を
選
び
、
そ
の
方
言
を
基
幹
と
し
て
こ
れ
に
改
良
を
加
え
て
、
標
準
語
に

　
仕
上
げ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
標
準
語
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
の
は
、
我
が

　
国
の
標
準
語
の
言
語
と
し
て
美
し
さ
や
豊
か
さ
の
あ
る
も
の
、
標
準
語
普
及
と
い
う
点

　
で
確
か
な
見
通
し
が
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら

　
の
条
件
を
備
え
た
言
語
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
方
言
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
ま
づ
国
語
と
し
て
も
っ
と
も
純
正
雅
醇
な
る
も
の
と
ゆ
Ｉ
の
わ
、
我
邦
で
い
え
ば
京

　
　
都
、
独
乙
で
い
え
ば
ハ
ノ
ー
ヴ
ワ
ー
、
仏
蘭
西
で
い
え
ば
ツ
ー
ル
、
と
ゆ
Ｉ
よ
Ｉ
な

　
　
地
方
に
、
行
わ
れ
て
い
る
方
言
で
、
こ
れ
ら
の
方
言
わ
古
来
国
語
と
し
て
伝
っ
て
い

　
　
る
、
も
っ
と
も
純
正
雅
醇
な
も
の
で
あ
る
。
（
二
二
〇
頁
）

　
　
こ
の
よ
う
に
、
保
科
孝
一
は
、
標
準
語
の
材
料
選
定
に
係
わ
っ
て
、
将
来
の
標
準
語

　
と
し
て
美
し
く
豊
か
な
言
語
た
り
得
る
も
の
は
、
京
都
語
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の

　
考
え
方
は
、
実
は
保
科
孝
一
独
自
０
　
も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
識
者
の
中
に
は
そ
の
よ

　
う
な
考
え
方
が
あ
っ
た
。
時
代
が
下
る
の
で
あ
る
が
、
金
田
一
京
助
氏
は
、
論
文
「
共

　
同
語
か
ら
標
準
語
へ
」
に
お
い
て
、
京
都
語
を
含
め
た
京
畿
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
、

　
「
か
つ
て
久
し
い
間
日
本
の
標
準
語
で
あ
っ
た
し
、
歴
史
が
古
く
、
東
京
の
共
同
語
よ

。
り
細
か
い
味
が
深
く
、
棄
て
る
に
惜
し
い
（
1
2
）
」
こ
と
ば
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
そ
れ
で
は
、
将
来
の
標
準
語
普
及
と
い
う
点
に
お
い
て
確
か
な
見
通
し
が
得
ら
れ
る

　
方
言
は
、
ど
こ
の
方
言
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
保
科
孝
一
は
、

　
　
つ
ぎ
に
、
国
語
と
し
て
も
っ
と
も
有
力
な
も
の
と
ゆ
Ｉ
の
わ
、
我
邦
で
い
え
ば
東
京

　
　
語
、
支
那
で
い
え
ば
北
京
官
話
の
ご
と
き
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
も
の
わ
中
央
政
府
所

　
　
在
地
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
全
国
に
普
及
し
易
く
、
し
た
が
っ
て
各

　
　
地
の
方
言
お
感
化
す
る
上
に
、
偉
大
な
る
勢
力
お
有
す
る
者
で
あ
る
。
（
二
二
〇
～

　
　
三
一
一
真
）

　
と
述
べ
て
い
る
。
将
来
の
普
及
と
い
う
点
か
ら
は
、
東
京
語
が
有
利
だ
と
い
う
の
で
あ

　
る
。



八
六
　
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
一
巻
　
二
九
九
二
年
）
　
人
文
科
学

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
二
つ
の
方
案
の
う
ち
、
実
行
可
能
な
も
の
は
い
ず
れ
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
保
科
孝
一
は
、
単
に
標
準
語
の
制
定
事
業
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

だ
け
で
言
え
ば
、
京
都
語
を
採
用
す
る
に
し
て
も
東
京
語
を
採
用
す
る
に
し
て
も
、
そ

の
難
易
の
程
度
は
同
じ
だ
と
言
う
。
問
題
は
、
制
定
し
た
標
準
語
を
普
及
さ
せ
る
う
え

で
、
い
ず
れ
の
言
語
が
容
易
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
保
科
孝
一
は
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

　
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
　
　
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

　
京
都
語
お
標
準
と
し
て
標
準
語
お
制
定
し
か
と
き
と
、
東
京
語
お
標
準
と
し
て
標
準

　
○
○
○
○
○
○
○
○
○
　
　
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
　
　
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

　
語
お
制
定
し
た
時
と
わ
、
そ
の
実
行
の
場
合
に
お
い
て
、
難
易
に
い
ち
じ
る
し
き
懸

　
隔
お
見
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
ゆ
１
と
、
京
都
語
と
東
京
語
と
わ
現
今
に
て
勢
力

　
範
囲
に
多
大
の
差
異
が
あ
る
の
で
、
京
都
語
わ
東
京
語
に
比
較
し
て
、
は
る
か
に
そ

　
の
範
囲
が
狭
い
か
ら
、
こ
れ
お
実
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
よ
ほ
ど
困
難
で
あ
る
の
で

　
あ
る
。
（
二
二
Ｉ
頁
）

　
上
の
よ
う
に
、
京
都
語
は
現
在
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
範
囲
が
狭
い
の
で
、
標

準
語
と
し
て
の
実
行
に
多
大
の
困
難
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
東
京
語

は
、
次
に
指
摘
す
る
各
種
の
観
点
か
ら
有
利
で
あ
り
、
将
来
は
日
本
全
国
に
あ
ま
ね
く

普
及
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
今
日
で
わ
す
で
に
海
陸
の
交
通
機
関
が
、
非
常
に
長
足
の
進
歩
お
な
し
、
ま
た
、
な

　
し
つ
ヽ
あ
る
の
で
、
東
京
語
わ
多
大
な
勢
力
お
以
て
、
各
地
に
普
及
し
つ
ヽ
あ
る
有

　
様
で
あ
る
。
東
京
語
わ
中
央
政
府
の
存
在
す
る
地
方
の
言
語
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て

　
の
社
会
に
勢
力
お
有
し
て
い
る
。
特
に
官
吏
社
会
、
教
育
社
会
、
お
よ
び
、
学
者
社

　
会
に
於
て
、
強
大
な
る
勢
力
お
有
し
て
い
る
の
で
、
い
ま
や
全
国
の
方
言
お
凌
駕
し

　
て
、
自
然
に
国
語
お
統
一
せ
ん
と
す
る
一
大
傾
向
が
生
じ
つ
ヽ
あ
る
有
様
で
あ
る
。

　
軌
近
に
お
け
る
交
通
機
関
の
発
達
わ
、
非
常
に
迅
速
で
あ
る
が
た
め
に
、
東
京
語
の

　
勢
力
お
し
て
、
一
層
急
速
に
舒
長
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
交
通
機
関
の

　
発
達
と
共
に
、
東
京
語
の
勢
力
膨
脹
に
与
っ
て
力
あ
る
の
わ
、
出
版
事
業
の
発
達
で

　
あ
る
。
近
来
新
聞
雑
誌
お
は
じ
め
、
そ
の
他
各
種
の
出
版
物
が
、
い
ち
じ
る
し
く
発

　
達
し
た
が
、
そ
の
中
に
あ
る
口
語
鉢
の
文
わ
、
す
べ
て
東
京
語
お
使
用
し
て
い
る
。

　
新
聞
雑
誌
中
に
掲
載
し
て
あ
る
、
講
談
や
御
伽
噺
わ
勿
論
学
者
の
著
書
で
も
、
言
文

　
一
致
鉢
の
者
わ
、
ほ
と
ん
ど
１
　
べ
て
東
京
語
で
あ
る
か
ら
ヽ
し
た
が
っ
て
読
者
に
多

　
大
の
影
響
お
与
え
る
の
で
あ
る
。
（
二
二
Ｉ
～
二
二
二
頁
）

　
京
都
語
が
、
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
範
囲
が
狭
く
、
ま
た
政
治
と
文
化
の
中
心
地
で

な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
言
語
が
全
国
に
普
及
し
て
い
く
条
件
を
十
分
に
持
ち
合

わ
せ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
東
京
語
は
、
中
央
政
府
の
所
在
地
の
言
語

で
あ
る
こ
と
や
、
交
通
機
関
の
発
達
、
出
版
事
業
の
発
達
普
及
と
い
う
、
東
京
語
が
全

国
に
普
及
し
て
い
く
の
に
極
め
て
有
利
な
条
件
を
持
っ
て
お
り
、
既
に
そ
の
有
利
な
条

件
が
作
用
し
て
、
か
な
り
の
程
度
に
普
及
し
て
お
り
、
更
に
そ
の
勢
力
が
増
加
し
つ
つ

あ
る
有
様
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
京
都
語
を
選
ぶ
か
東
京
語
を
選
ぶ
か
の
問
題

は
、
結
論
が
見
え
て
く
る
。
そ
こ
で
、
保
科
孝
一
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
今
日
の
東
京
語
お
標
準
と
し
て
、
人
為
的
修
琢
お
加
え
、
し
か
し
て
、

　
発
音
お
よ
び
語
彙
語
法
の
三
点
の
標
準
お
確
定
し
、
こ
れ
お
標
準
語
に
制
定
す
る
な

　
ら
ば
、
こ
れ
お
実
行
す
る
こ
と
が
京
都
語
お
標
準
と
し
た
場
合
よ
り
わ
、
は
る
か
に

　
容
易
で
か
つ
佳
良
な
る
結
果
お
収
納
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
（
。
二
二
三
頁
）

　
保
科
孝
一
は
、
東
京
語
を
標
準
と
し
て
、
こ
れ
に
改
良
を
加
え
る
の
が
、
実
行
可
能

な
最
善
の
方
法
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
東
京
語
の
選
択
は
、
日
本
語
の
標
準
語
制
定
に
と
っ
て
は
、
一
つ
の

大
き
な
犠
牲
を
強
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
保
科
孝
一
は
、
先
の
引
用
文
に
続
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
そ
の
実
質
の
上
か
ら
見
れ
ば
、
あ
る
い
わ
京
都
語
の
方
が
は
る
か
に
優
っ
て
ゐ
る
の

　
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
国
語
統
一
の
目
的
お
達
す
る
が
た
め
に
わ
、
は
る
か
に

　
劣
っ
て
い
る
と
ゆ
１
こ
と
わ
、
疑
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
（
二
二
三
頁
）

　
言
語
の
実
質
か
ら
す
れ
ば
、
「
京
都
語
の
方
が
は
る
か
に
優
っ
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ

な
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
京
語
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

日
本
語
の
標
準
語
制
定
に
と
っ
て
は
、
一
つ
の
大
き
な
選
択
を
迫
ら
れ
、
犠
牲
を
強
い



ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

㈹
　
材
料
と
し
て
選
定
し
た
東
京
語
の
改
良

　
標
準
語
制
定
の
実
行
可
能
な
方
法
と
し
て
、
保
科
孝
一
は
、
東
京
語
を
標
準
と
し
て

そ
の
制
定
作
業
を
進
め
る
や
り
方
が
よ
い
と
し
た
が
、
保
科
は
、
当
時
の
東
京
語
が
そ

の
ま
ま
標
準
語
に
な
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
ま
ず
東
京
語
と
い
っ
て
も
、
そ
の
こ
と

ば
は
各
階
層
に
よ
っ
て
言
語
的
に
性
格
を
異
に
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
性
格
を

異
に
す
る
こ
と
ば
の
中
か
ら
ど
の
階
層
の
こ
と
ば
を
選
ぶ
か
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
保
科
孝
一
は
、
「
東
京
語
お
標
準
と
し
て
、
標
準
語
お
制
定
す
る

に
当
り
て
わ
、
か
な
ら
ず
東
京
の
上
流
社
会
に
お
け
る
も
の
お
取
る
と
ゆ
１
こ
と
が
、

も
っ
と
も
必
要
な
る
条
件
で
あ
る
（
1
3
）
。
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
上
流
社
会

の
こ
と
ば
を
選
ん
だ
う
え
で
、
こ
れ
に
一
定
の
順
序
を
踏
ん
で
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
に
よ

　
　
　
　
　
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｘ
ｘ
ｓ
　
　
ｘ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｘ
ｓ
ｓ
ｓ
Ｎ
ｓ
ｓ
３
　
　
ｓ
Ｎ
ｓ
ｓ
ｓ

つ
て
、
「
人
為
的
修
琢
お
加
え
、
そ
の
破
格
鄙
僅
な
る
点
を
排
除
し
で
、
も
っ
と
も
純

正
雅
醇
な
る
も
の
に
仕
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
（
1
4
）
。
」
と
述
べ
る
。
「
人
為
的
修
琢
を

加
え
」
る
こ
と
が
必
要
な
の
は
、
「
そ
の
発
音
に
わ
不
正
鄙
憚
な
る
も
の
が
酔
く
な
い
し
、

社
会
上
お
よ
び
教
育
上
に
お
い
て
普
通
の
知
識
を
遺
憾
な
く
交
換
す
る
だ
け
の
語
彙
と

語
法
上
の
形
式
に
も
頗
る
遺
憾
な
る
点
が
多
い
（
1
5
）
」
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
「
人
為
的
修
琢
を
加
え
」
る
方
法
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
保
科
孝
一
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
東
京
語
に
対
し
て
わ
、
発
音
お
よ
び
語
彙
語
法
の
標
準
お
確
定
す
る
が
た
め
に
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
　
一
　
一
　
一
　
一
　
一
　
一
　
一
　
一
　
　
・

　
れ
ぞ
れ
修
琢
お
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
め
三
点
に
対
し
て
、
そ

　
　
●
　
Ｉ
　
一
　
一
　
一
　
・
　
一
　
ｅ
　
一
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
一
　
一
　
・
　
　
一
　
・
　
・
　
一
　
・
　
－
　
一
　
一
　
・
　
一
　
一
　
φ
　
　
ｅ

　
れ
ぞ
れ
人
為
的
修
琢
お
加
え
る
に
つ
い
て
わ
、
ま
づ
東
京
語
の
い
か
な
る
点
に
、
修

　
・
　
・
　
・
　
マ
マ
　
ー
　
ー
　
●
　
一
　
申
　
一
　
一
　
Ｉ
　
～
　
一
　
一
　
－

琢
お
加
え
べ
き
か
お
考
査
す
る
手
段
と
し
て
、

　
一
　
一
　
一
　
一
　
一
　
一
　
Ｉ
　
－
　
Ｉ
　
・
　
一
　
・
　
―

あ
ま
ね
く
全
国
の
方
言
お
調
べ
て
、

　
Ｉ
　
・
　
Ｉ
　
一
　
噛
　
・
　
一
　
争
　
一
　
一
　
●
　
一
　
い
　
・
　
一
　
一
　
・
　
ゆ
　
◆
　
・
　
・
　
・
　
●
　
●
　
・
　
　
一
　
・
　
一
　
参
　
一
　
一

か
れ
こ
れ
長
短
優
劣
の
存
す
る
と
こ
ろ
お
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
標
準
語
の
制
定

　
ａ
　
・
　
◆
　
一
　
一
　
　
一
　
・
　
・
　
一
　
一
　
・
　
・
　
一
　
一
　
・
　
・
　
●
　
φ
　
・
　
一
　
一
　
　
一
　
・
　
ｅ
　
一
　
－
　
－
　
一
　
一
　
一

に
つ
い
て
わ
、
方
言
調
査
が
も
っ
と
も
重
要
な
る
事
業
で
、
そ
の
側
の
調
査
が
出
来

　
・
　
●
　
一
　
幽
　
一
　
一
　
い

上
が
ら
な
い
の
に
、

　
一
　
－
　
ｌ
　
ａ
　
ａ
　
Ｓ
　
－
　
ｌ
　
●
　
ａ
　
ｌ
　
ｌ
　
ａ
　
ｌ
　
ｌ
　
一
　
一
　
一
　
一
　
Ｓ
　
い
　
●
　
・
　
９

標
準
語
お
制
定
す
る
と
ゆ
Ｉ
こ
と
わ
実
際
困
難
な
る
わ
け
で
あ

八
七
　
　
保
科
孝
一
の
国
語
教
育
論
研
究
白
－
標
準
語
論
を
中
心
に
Ｉ
　
（
片
村
）

　
る
。
（
二
二
六
頁
）

　
保
科
孝
一
は
、
東
京
語
を
改
良
す
る
た
め
に
は
、
全
国
の
方
言
を
調
査
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
か
つ
重
要
だ
と
し
て
い
る
。
上
田
万
年
氏
の
主
張
に
よ
っ
て
、
明
治
三

十
五
年
に
国
語
調
査
委
員
会
が
設
立
さ
れ
、
行
政
改
革
に
よ
っ
て
大
正
二
年
に
廃
止
さ

れ
る
ま
で
、
同
委
員
会
は
、
上
田
万
年
主
事
の
も
と
に
、
保
科
孝
一
や
新
打
出
氏
に
よ

っ
て
、
各
地
の
方
言
調
査
が
活
発
に
行
わ
れ
た
。

　
保
科
孝
一
の
方
言
研
究
に
つ
い
て
は
、
東
条
操
氏
が
、
国
語
調
査
委
員
会
の
設
立
以

前
の
活
動
に
つ
い
て
、
「
保
科
孝
一
氏
は
早
く
八
丈
島
に
方
言
の
踏
査
を
行
な
い
、
そ

の
記
録
を
明
治
三
十
三
年
三
月
の
第
一
巻
第
一
号
以
下
の
『
言
語
学
雑
誌
』
に
連
載
し

た
。
こ
れ
は
三
十
三
年
に
氏
が
東
大
の
国
文
科
を
出
て
国
語
研
究
室
助
手
を
勤
め
て
い

た
頃
で
、
方
言
調
査
に
出
張
し
た
最
初
か
と
思
わ
れ
る
。
（
八
丈
島
に
は
明
治
十
一
年

に
ア
ー
ネ
ス
ト
　
サ
ト
ゥ
（
Ｍ
・
留
’
ヨ
）
が
い
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
同
方
言
の
性
質
、

特
色
に
関
す
る
記
事
が
『
日
本
ア
ジ
ア
協
会
々
報
』
第
六
巻
に
載
っ
て
い
る
。
）
方
言

研
究
法
に
つ
い
て
も
早
く
三
十
一
年
に
『
帝
国
文
学
』
第
四
巻
第
一
丁
七
号
に
『
方
言

に
つ
い
て
』
を
連
載
し
た
。
新
村
氏
に
よ
れ
ば
、
『
少
な
く
と
も
私
た
ち
時
分
で
は
先

鞭
を
つ
け
た
の
は
保
科
君
で
あ
り
、
当
時
方
言
文
献
の
蒐
集
に
は
同
君
の
努
力
が
多
大

で
あ
っ
た
』
と
記
し
て
あ
る
。
保
科
・
新
村
両
先
生
こ
そ
最
初
に
わ
が
方
言
学
に
基
礎

を
お
い
た
先
覚
で
あ
る
（
1
6
）
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
保
科
孝
一
の
方
言
の
調
査
・
研
究

は
、
我
が
国
に
お
け
る
標
準
語
制
定
の
仕
事
の
第
一
歩
と
し
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　
右
に
国
語
調
査
委
員
会
に
お
け
る
保
科
孝
一
の
方
言
調
査
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
保

科
は
こ
の
国
語
調
査
委
員
会
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
文
部
省
の
国
語
調
査
委
員
会
が
国
語
調
査
の
方
針
と
し
て
発
表
し
た
者
の
中
に
も
、

　
全
国
の
音
韻
組
織
お
調
査
し
、
方
言
語
彙
お
蒐
集
し
て
、
標
準
語
お
制
定
す
る
、
と

　
ゆ
１
こ
と
が
歌
っ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
全
国
の
方
言
に
つ
い
て
、
ま
づ
音

　
韻
組
織
お
調
査
し
、
母
音
に
わ
い
か
な
る
種
類
、
い
か
な
る
性
質
の
も
の
が
、
ど
れ

　
だ
け
あ
る
か
、
子
音
に
わ
い
か
な
る
種
類
、
い
か
な
る
性
質
の
も
の
が
、
ど
れ
だ
け



八
八
　
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
一
巻
　
二
九
九
二
年
）
　
人
文
科
学

　
あ
る
か
、
と
ゆ
Ｉ
こ
と
が
分
っ
た
な
ら
ば
、
つ
ぎ
に
声
音
学
上
の
立
脚
点
か
ら
、
そ

　
の
声
音
中
、
国
語
の
標
準
と
し
て
取
る
べ
き
も
の
わ
取
り
、
捨
つ
べ
き
も
の
わ
捨
て
、

　
改
む
べ
き
も
の
わ
改
め
て
、
大
鉢
の
標
準
お
定
め
し
か
る
の
ち
、
東
京
語
に
お
け
る

　
音
韻
組
織
と
、
た
が
い
に
相
対
照
し
で
、
東
京
語
中
に
存
在
す
る
不
正
鄙
彫
な
る
点

　
お
除
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
欠
乏
し
て
い
る
も
の
お
加
え
、
混
同
し
て
い
る
も
の
お

　
分
け
、
誤
っ
て
い
る
も
の
お
改
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
（
二
二
六
～
二
二
七
頁
）

　
保
科
孝
一
は
、
文
部
省
に
設
置
さ
れ
た
国
の
機
関
と
し
て
の
国
語
調
査
委
員
会
が
、

全
国
の
方
言
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
東
京
語
の
改
良
に
用
い
る
よ
う
に
す
る
、
と

言
う
の
で
あ
る
。
国
語
調
査
委
員
会
は
そ
の
発
足
に
あ
た
っ
て
、
調
査
方
針
と
し
て
、

「
ド
　
文
字
ハ
音
韻
文
字
（
フ
ォ
ノ
グ
ラ
ム
）
　
ヲ
採
用
ス
ル
コ
ト
ト
シ
仮
名
羅
馬
字
等

ノ
得
失
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト
、
�
　
文
章
ハ
言
文
一
致
体
ヲ
採
用
ス
ル
コ
ト
ト
シ
是
二
関

ス
ル
調
査
ヲ
為
ス
コ
ド
、
⑤
　
国
語
ノ
音
韻
組
織
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト
、
四
　
方
言
ヲ
調

査
シ
テ
標
準
語
ヲ
選
定
ス
ル
コ
ト
」
と
、
四
項
目
を
立
て
た
が
、
そ
の
第
四
項
が
、
標

準
語
制
定
の
準
備
と
し
て
の
方
言
調
査
が
国
語
調
査
委
員
会
の
仕
事
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。

　
我
が
国
に
お
け
る
標
準
語
の
制
定
は
、
保
科
孝
一
が
指
摘
し
た
と
お
り
、
材
料
と
し

て
東
京
語
が
選
ば
れ
、
国
語
調
査
委
員
会
の
方
言
調
査
に
よ
っ
て
、
東
京
語
に
一
定
の

改
良
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
は
上
田
万
年
氏
が
説
い
た
「
一
国
内
に

模
範
と
し
て
用
ゐ
ら
る
こ
Ｉ
目
語
」
と
し
て
の
標
準
語
の
成
立
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
特
に
語
彙
・
語
法
の
面
に
、
多
く
の
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
２
　
方
言
に
対
す
る
見
方

　
さ
て
、
次
に
、
考
察
の
観
点
の
第
二
点
と
し
て
示
し
か
、
撲
滅
の
対
象
と
さ
れ
た
方

言
に
対
し
て
、
保
科
孝
一
が
ど
の
よ
う
な
見
方
を
し
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
考

察
を
試
み
て
み
よ
う
。

　
保
科
孝
一
は
、
『
言
語
学
大
意
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
Ｘ
３
Ｓ
Ｘ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
’
Ｓ
Ｘ
Ｓ
Ｘ
Ｘ
Ｉ
Ｓ
Ｘ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
　
　
Ｎ
Ｓ
Ｓ
Ｘ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
３

　
我
々
が
茲
に
い
ふ
方
言
は
何
う
い
ふ
も
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
其
形
態
と
実
質
と
に

　
ｓ
ｘ
ｓ
　
　
ｘ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｌ
ｌ
ｉ
ｘ
ｓ
ｌ
ｉ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
　
　
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｘ
ｓ

　
於
て
は
、
決
し
て
普
通
の
言
語
と
異
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
中
に
は
言
語
上
の

　
Ｘ
｀
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｘ
　
　
Ｘ
Ｉ
Ｓ
Ｘ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
　
　
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｘ
Ｓ
Ｓ
｀
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｘ
Ｓ
Ｘ
Ｘ

　
法
則
に
背
い
た
破
格
や
、
卑
語
と
い
ぶ
も
の
も
、
少
し
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ

　
４
Ｘ
Ｉ
Ｉ
Ｘ
Ｓ
・
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｓ
Ｘ
Ｉ
Ｉ
Ｘ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
３
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
一
Ｓ
Ｓ
Ｓ
　
　
Ｉ

　
れ
は
極
く
僅
で
‘
、
そ
れ
を
‐
一
て
言
語
の
定
義
を
打
破
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ぬ
。
そ

　
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｘ
Ｓ
Ｓ
Ｘ
Ｓ
Ｓ
Ｘ
Ｘ
Ｓ
　
　
Ｓ
Ｘ
Ｘ
Ｓ
Ｘ
Ｘ
Ｉ
Ｓ
　
　
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｘ
Ｓ
Ｘ
Ｓ
Ｓ
Ｘ
Ｓ

　
れ
等
の
破
格
の
言
葉
も
卑
語
も
、
そ
の
社
会
に
於
て
は
、
正
確
に
思
想
交
換
の
目
的

　
を
達
し
て
居
り
ま
ず
。
（
一
六
一
頁
）

　
こ
こ
に
は
、
保
科
孝
一
の
方
言
に
対
す
る
極
め
て
正
当
な
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

保
科
孝
一
は
、
方
言
は
言
語
の
機
能
と
し
て
は
、
完
全
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
決
し
て
卑
し
む
べ
き
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
（
1
7
）
。
そ
れ
は
言
語
学
者
と
し
て

の
保
科
孝
一
の
当
然
の
考
え
方
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

『
言
語
学
』
に
お
い
て
、
保
科
孝
一
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

○
○
○
　
　
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
　
　
○
○
○
○
’
○
○
○
○
○
○
○
○
　
　
○
○
○
○

そ
れ
で
、
標
準
語
の
発
達
に
つ
い
て
、
な
お
Ｉ
の
注
意
す
べ
き
こ
と
わ
、
標
準
語
と

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
’

　
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
’

地
方
の
方
言
と
の
関
係
で
あ
る
。
今
後
標
準
語
お
制
定
し
て
、
全
国
の
方
言
お
統
一

ず
る
に
し
て
も
、

し
て
、
そ
の
あ
い
だ
に
す
し
も
方
言
が
成
立
し
な
い
と
ゆ
Ｉ
こ
と
わ
、
六
か
し
い
の

で
、
や
は
り
依
然
と
し
て
、
各
地
方
に
そ
れ
ぞ
れ
方
言
的
特
質
お
帯
び
た
も
の
伺
、

九
州
の
南
端
か
ら
奥
州
の
北
端
ま
で
、
ま
っ
た
く
標
準
語
が
普
及

だ
に
１
　
６
　
も
方
言
が
成
立
し
な
い
と
ゆ
Ｉ
こ
と
わ
、
六
か
し
い
の

　
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
わ
、
そ
の
方
言
と
標
準
語
と
が
接
触
し
て
、

　
た
が
い
に
影
響
お
及
し
合
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
方
言
に
存
在
す
る
発
音
や
語
彙
語

　
法
の
あ
る
も
の
な
ど
わ
、
自
然
標
準
語
の
中
に
混
入
す
る
し
、
そ
の
反
対
の
例
も
ま

　
た
存
在
す
る
。
こ
と
に
同
一
の
人
々
が
標
準
語
も
使
用
す
る
し
、
方
言
も
使
用
す
る

　
と
ゆ
Ｉ
よ
Ｉ
な
場
合
に
わ
、
一
層
は
げ
し
く
こ
の
混
入
が
起
る
の
で
あ
る
。
（
二
二

　
八
～
二
三
九
頁
）

　
標
準
語
が
制
定
さ
れ
て
も
、
依
然
と
し
て
各
地
に
方
言
が
存
在
し
て
、
標
準
語
と
方

言
が
相
互
に
影
響
し
合
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
標
準
語
の
中
に
方
言
の
発
音
や
語
彙

語
法
が
混
入
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
方
言
の
中
に
標
準
語
の
要
素
が
入
り
込
む
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
現
象
が
将
来
起
こ
る
と
し
て
、
そ
れ
は
悲
し
む
べ
き
事
柄



で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
保
科
孝
一
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
混
入
わ
標
準
語
の
普
及
す
る
際
に
は
、
免
る
べ
か
ら
ざ
る
こ

　
と
で
あ
る
し
、
ま
た
、
か
な
ら
ず
し
も
悲
観
す
べ
き
も
の
で
な
い
、
あ
る
場
合
に
わ
、

　
随
分
標
準
語
の
材
料
お
豊
富
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
一
旦
標
準
語
と
し
て
制
定

　
○
○
○
○
○
○
○
　
　
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
　
　
○
○
○
○
○
○

　
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
将
来
健
全
な
る
発
達
お
遂
げ
る
に
わ
、
そ
の
材
料
の
供

　
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

　
給
お
つ
ね
に
各
地
の
方
言
に
仰
ぐ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
全
国
が
絶
対

　
的
に
同
一
の
標
準
語
お
使
用
す
る
と
ゆ
Ｉ
こ
と
が
、
つ
い
に
一
の
理
想
と
し
て
終
わ

　
る
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
標
準
語
と
方
言
と
わ
、
つ
ね
に
密
接
な
る
関
係
お
有

　
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
（
二
三
九
頁
）
－

　
保
科
孝
一
は
、
こ
の
引
用
文
に
お
い
て
、
方
言
を
標
準
語
に
対
し
て
言
語
と
し
て
の

材
料
を
提
供
す
る
重
要
な
材
料
の
供
給
源
と
見
な
し
て
い
る
。
標
準
語
が
常
に
豊
か
な

言
語
と
し
て
存
続
す
る
た
め
に
は
、
生
活
に
密
着
し
た
こ
と
ば
で
あ
る
方
言
か
ら
、
表

現
力
の
豊
か
な
こ
と
ば
を
吸
い
上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で

あ
り
、
こ
の
考
え
方
は
標
準
語
を
制
定
す
る
場
合
に
お
い
て
考
慮
す
べ
き
重
要
な
事
柄

で
あ
る
。
方
言
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
方
言
の
持
つ
言
語
と
し
て
の
優
れ
た
性
格

を
認
め
、
そ
れ
を
生
か
す
方
向
で
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
が
標
準
語
制
定
に
係
わ
る
者

の
大
切
な
認
識
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
’
で
、
『
言
語
学
大
意
』
及
び
『
言
語
学
』
に
お
い
て
、
方
言
に
対
し
て
理
解

を
示
し
た
保
科
孝
一
が
、
『
言
語
学
講
話
』
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
　
　
・
　
・
　
一
　
一
　
・
　
争
　
・
　
Ｉ
　
一
　
・
　
　
・
　
・
　
ｅ
　
ｌ
　
・
　
一
　
一
　
一
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
一
　
一
　
一
　
一
　
　
●

　
　
　
国
語
の
統
一
お
計
る
に
わ
、
人
為
的
修
琢
お
加
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ

　
　
・
　
●
　
争
　
一
　
一
　
一
　
・
　
　
●
　
い
　
ｌ
　
ｅ
　
　
●
　
・
　
一
　
●
　
一
　
一
　
一
　
・
　
一
　
・
　
　
・
　
・
　
・
　
一
　
・
　
一
　
　
－

の
方
法
わ
ど
１
か
、

言
お
撲
滅
す
る
の
で
あ
る
。
一
体
、
我
邦
の
今
日
の
ご
と
く
、
数
多
の
方
言
に
分
岐

し
て
い
て
わ
、
教
育
の
統
一
に
し
ろ
、
知
識
の
開
発
に
し
ろ
、
非
常
に
困
難
な
の
わ
、

ゆ
Ｉ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
今
日
の
普
通
教
育
に
お
い
て
わ
、
勝
手
気
嗇
な
方

言
お
使
用
し
て
い
て
、
そ
の
間
に
、
な
ん
ら
の
標
準
も
な
い
か
ら
、
読
み
方
・
綴
り

’
方
・
話
し
方
の
教
授
上
に
、
非
常
な
困
難
お
感
じ
て
い
る
の
わ
、
今
日
の
教
育
上
に

　
●
　
い
　
ｌ
　
ｅ
　
　
●
　
・
　
一
　
●
　
一
　
一
　
一
　
・
　
一
　
・
　
　
・
　
・
　
・
　
一
　
・
　
一
　
　
－

と
ゆ
Ｉ
と
、
ま
づ
標
準
語
お
制
定
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
方

八
九
　
　
保
科
孝
一
の
国
語
教
育
論
研
究
日
－
標
準
語
論
を
中
心
に
Ｉ
　
（
片
村
）

　
お
け
る
一
大
欠
点
で
あ
る
。
（
一
五
三
頁
）

　
保
科
孝
一
は
、
『
言
語
学
講
話
』
に
お
い
て
、
方
言
の
撲
滅
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て

い
る
。
保
科
孝
一
が
、
右
の
論
述
に
お
い
て
方
言
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
主
な
理
由
は
、

全
国
に
共
通
し
て
行
う
教
育
の
振
興
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
国
の
中
が
言
語
的
に
四
分

五
裂
の
状
態
に
あ
る
と
、
教
育
の
成
果
、
中
で
も
特
に
国
語
教
育
の
成
果
が
上
が
ら
な

い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
よ
く
読
む
と
、
保
科
孝
一
は
、
「
標
準
語
お
制
定
し
て
、
こ

れ
に
よ
っ
て
、
方
言
お
撲
滅
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
例
え
標
準
語

が
制
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
方
言
が
あ
る
以
上
、
言
語
統
一
の
実
が
上
が
ら
な
い
の
で
、

方
言
を
排
除
す
る
と
い
う
考
え
方
と
受
け
取
れ
よ
う
。
こ
の
考
え
方
は
、
『
言
語
学
大
意
』

や
『
言
語
学
』
に
示
さ
れ
た
方
言
に
対
す
る
理
解
か
ら
は
遠
い
も
の
で
あ
る
。
ど
う
し

て
こ
の
よ
う
な
考
え
の
違
い
が
出
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
保
科
孝
一
の
考
え
方
に
お
け
る
自
家
撞
着
で
あ
る
。
保
科
孝
一

は
言
語
学
者
と
し
て
方
言
を
捉
え
る
場
合
に
は
、
方
言
の
性
格
や
機
能
を
正
し
く
把
握

し
て
い
く
が
、
国
語
教
育
の
立
場
に
立
つ
と
き
に
は
、
国
語
教
育
の
円
滑
な
推
進
を
阻

害
す
る
方
言
の
分
立
に
対
し
て
、
こ
れ
を
排
除
す
べ
き
も
の
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
く

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
保
科
孝
一
が
自
ら
の
標
準
語
論
の
確
立
に
お
い
て
乗
り
越
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
課
題
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
四
　
お
わ
り
に

　
以
上
、
保
科
孝
一
の
標
準
語
論
に
つ
い
て
、
一
定
の
考
察
を
加
え
て
き
た
。
標
準
語

は
、
戦
前
に
お
い
て
そ
の
制
定
が
声
高
く
叫
ば
れ
た
の
で
あ
る
が
、
事
実
と
し
て
は
、

標
準
語
と
さ
れ
る
日
本
語
は
戦
前
に
お
い
て
成
立
を
見
な
か
っ
た
。

　
戦
後
の
標
準
語
教
育
は
、
名
を
共
通
語
教
育
と
変
え
、
方
言
の
存
在
を
認
め
る
方
向

で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
保
科
孝
一
が
論
じ
、
当
時
の
人
々
が
真
剣
に
考
え
た
標
準
語
制

定
の
問
題
は
、
日
本
語
を
よ
り
表
現
力
の
豊
か
な
言
語
に
育
て
て
い
く
問
題
と
し
て
、

共
通
語
時
代
の
今
日
に
対
し
て
、
大
き
な
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
共



九
〇
　
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
一
巻
　
こ
九
九
二
年
）
　
人
文
科
学

通
語
と
し
て
の
日
本
語
の
在
り
方
を
、
日
本
人
一
人
一
人
が
自
分
の
問
題
と
し
て
考
え

続
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
注

１
『
日
本
語
の
歴
史
６
　
新
し
い
国
語
へ
の
歩
み
』
（
編
集
委
員
　
亀
井
孝
・
大
藤
時
彦
・
山
田

　
俊
雄
、
平
凡
社
、
昭
和
四
十
年
五
月
二
十
八
日
）
三
六
三
頁
。

２
『
日
本
の
言
語
学
　
第
六
巻
　
方
言
』
（
柴
田
武
・
加
藤
正
信
・
徳
川
宗
賢
編
、
大
修
館
書
店
、

　
昭
和
五
十
三
年
十
月
十
日
）
所
収
の
「
く
に
ぐ
に
　
の
　
な
ま
り
　
こ
と
ば
　
に
　
つ
き
て
」

　
（
か
な
の
く
わ
い
編
「
か
な
の
し
る
べ
」
）
に
よ
る
。
以
下
、
改
行
に
よ
っ
て
示
す
引
用
文
の
出

　
典
の
箇
所
は
、
引
用
文
の
あ
と
に
示
す
こ
と
に
す
る
。

３
『
日
本
の
言
語
学
　
第
六
巻
　
方
言
』
所
収
の
「
方
言
改
良
ノ
必
要
」
に
よ
る
。

４
　
『
日
本
語
の
歴
史
６
　
新
し
い
国
語
へ
の
歩
み
』
三
四
九
頁
。

５
『
日
本
の
言
語
学
　
第
六
巻
　
方
言
』
所
収
の
「
標
準
語
に
就
き
て
」
に
よ
る
。

６
　
保
科
孝
一
『
言
語
学
』
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
）
二
Ｉ
七
頁
。

７
・
８
・
９
　
保
科
孝
一
『
言
語
学
』
二
Ｉ
八
頁
。

1
0
『
言
語
学
』
二
一
八
～
二
Ｉ
九
頁
。

1
1
『
言
語
学
』
二
Ｉ
九
頁
。

1
2
「
放
送
」
十
一
ノ
五
、
昭
和
十
六
年
六
月
（
『
金
田
一
博
士
喜
寿
記
念
　
国
語
学
論
考
　
金
田

　
一
京
助
選
集
Ⅲ
』
三
省
堂
、
昭
和
三
十
七
年
八
月
二
十
日
）
三
六
八
頁
。
な
沁
「
共
同
語
」

　
と
い
う
用
語
で
あ
る
が
、
金
田
一
氏
は
「
江
戸
が
東
京
に
な
っ
て
、
東
京
の
で
す
言
葉
が
、
今
、

　
全
日
本
の
方
言
を
風
扉
し
つ
つ
、
新
時
代
の
標
準
語
た
ら
ん
と
し
て
い
る
。
／
し
か
る
に
『
ど

　
れ
が
標
準
語
か
』
『
標
準
語
と
は
、
ど
れ
な
の
か
』
と
、
暗
中
摸
作
の
声
が
方
々
に
挙
が
っ
て

　
い
る
。
そ
の
は
ず
、
今
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
ま
だ
共
同
語
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
標
準
語

　
で
は
な
い
。
標
準
語
は
む
し
ろ
、
こ
れ
か
ら
、
国
民
が
育
て
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

　
る
。
」
（
三
六
七
頁
）
と
述
べ
て
、
「
共
同
語
」
を
、
標
準
語
と
し
て
制
定
さ
れ
る
前
の
段
階
に

　
あ
る
、
国
民
が
共
通
に
使
用
す
る
言
語
と
し
て
い
る
。

1
3
『
言
語
学
』
二
二
四
頁
。

1
4
『
言
語
学
』
二
二
四
～
二
二
五
頁
。

1
5
『
言
語
学
』
二
二
六
頁
。

1
6
　
東
条
操
「
方
言
研
究
小
史
」
（
国
語
学
会
編
『
方
言
学
概
説
　
増
補
改
訂
版
』
武
蔵
野
書
院
、

　
昭
和
三
十
七
年
十
一
月
三
十
日
、
再
販
昭
和
四
十
三
年
一
月
十
五
日
）
九
頁
。

1
7
　
保
科
孝
一
は
『
言
語
学
大
意
』
に
お
い
て
、
方
言
に
つ
い
て
「
其
交
換
区
域
の
狭
小
な
る
点

に
於
て
、
方
言
は
言
語
本
然
の
職
分
に
背
い
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
一
六
三
頁
）
と
し
て
、

結
局
方
言
撲
滅
の
方
向
に
論
を
進
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

（
平
成
四
年
十
月
十
四
日
受
理
）

（
平
成
四
年
十
二
月
二
十
八
日
発
行
）
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