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図

1

　
日
本
語
の
教
育
体
系
を
義
務
教
育
課
程
の
中
に
明
確
に
位
置
づ
け
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
せ
ず
、
「
国
語
」
「
国
語
科
」
と
い
う
名
称
の
も
と
に
雑
多
な
内
容
を
取
り

こ
ん
で
来
た
弊
は
、
近
年
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
具
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
な
　
レ

的
な
授
業
の
構
想
と
し
て
は
手
つ
か
ず
に
近
い
。
筆
者
は
こ
う
い
う
現
状
を

考
え
、
国
語
科
の
授
業
を
明
確
に
基
底
構
造
部
と
上
層
構
造
部
と
に
分
離
し

て
構
築
し
、
あ
ら
ゆ
る
教
育
の
基
盤
と
も
な
る
日
本
語
の
使
用
能
力
・
理
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
　
レ

能
力
の
育
成
を
基
底
構
造
部
の
中
核
に
据
え
る
構
想
を
た
て
た
。
そ
し
て
、

日
本
語
の
習
得
を
十
全
に
す
る
た
め
に
必
要
な
要
素
の
相
互
関
係
を
下
記
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
は
　
レ

図
1
の
よ
う
に
構
造
図
と
し
て
示
し
た
。

　
図
1
に
お
い
て
口
に
入
れ
て
示
し
て
い
る
の
は
基
底
構
造
部
の
各
言
語

要
素
で
あ
る
が
、
更
に
具
体
的
な
内
容
、
す
な
わ
ち
言
語
事
項
の
整
理
と
提

示
を
目
下
続
行
中
で
あ
る
。
「
音
に
か
か
わ
る
基
底
構
造
部
の
要
素
、
A
、
・

　
ハ
は
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
ロ

F
」
、
「
文
字
に
か
か
わ
る
基
底
構
造
部
の
要
素
、
B
・
G
」
の
整
理
に
つ
づ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
、
本
稿
で
は
、
「
語
彙
に
か
か
わ
る
基
底
構
造
部
の
要
素
」
に
つ
い
て
そ
の

具
体
的
な
内
容
・
指
導
項
目
と
し
て
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
低

限
度
の
言
語
事
項
を
提
示
し
て
み
よ
う
。
図
1
で
い
え
ば
、
C
品
詞
材
語
彙
、

お
よ
び
H
敬
語
法
の
一
部
、
語
彙
関
係
の
部
分
で
あ
る
。
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二

　
語
彙
は
捕
捉
し
に
く
い
概
念
で
あ
る
。
「
彙
」
の
文
字
が
当
用
漢
字
表
に
も

常
用
漢
字
表
に
も
入
っ
て
い
な
い
た
め
、
国
語
教
育
関
係
の
文
献
・
参
考
書

類
で
は
大
半
、
「
語
い
」
「
語
い
指
導
」
と
い
う
よ
う
に
漢
字
と
平
仮
名
が
ま
ぜ

書
き
さ
れ
て
い
る
。
「
語
意
」
と
も
ま
ぎ
れ
や
す
く
、
教
育
現
場
に
行
な
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
い
る
実
践
や
研
究
報
告
な
ど
も
「
語
の
意
味
し
ら
べ
」
の
指
導
例
が
目
に

つ
く
。
そ
れ
も
現
状
で
は
単
発
的
か
つ
思
い
つ
き
的
な
も
の
が
多
く
、
体
系

的
な
指
導
原
理
が
見
出
し
に
く
く
、
文
法
指
導
、
作
文
指
導
な
ど
に
比
し
て

立
ち
遅
れ
が
目
だ
つ
分
野
で
あ
る
。

　
そ
れ
も
実
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
、
国
語
学
の
研
究
に
お
い
て
も
、
語
彙

は
体
系
を
な
す
か
ど
う
か
久
し
く
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
音
声
組
織
や
文
法

構
造
は
複
雑
で
は
あ
っ
て
も
比
較
的
少
数
の
項
目
に
分
け
て
一
般
化
（
法
則

化
）
や
抽
象
化
が
で
き
る
。
し
か
し
語
彙
は
、
各
語
の
担
う
意
味
が
極
端
に

複
雑
で
分
類
項
目
を
た
て
る
に
し
て
も
項
目
が
非
常
に
多
く
な
る
。
語
を
形

態
や
文
中
で
果
す
機
能
か
ら
分
類
す
る
こ
と
も
勿
論
可
能
で
あ
り
行
な
わ
れ

て
も
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
伝
達
の
機
能
の
中
心
を
な
し
て
い
る
概
念
の

部
分
が
捨
象
さ
れ
、
実
質
的
な
語
彙
の
実
際
と
は
か
け
は
な
れ
て
い
る
。
語

の
集
合
H
語
彙
を
体
系
的
に
把
え
る
に
は
概
念
髄
意
味
を
対
象
と
せ
ざ
る
を

得
ず
、
そ
れ
は
い
わ
ば
、
人
問
の
認
識
の
部
分
も
含
め
た
全
宇
宙
の
分
類
に

等
し
い
。

　
し
か
し
、
近
年
は
、
語
彙
に
も
そ
れ
相
応
の
体
系
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
の
が
大
方
の
見
方
と
な
り
、
国
立
国
語
研
究
所
の
「
分
類
語
彙
表
」

の
提
示
を
は
じ
め
、
様
々
の
試
み
が
急
速
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
な
ど
の
機
器
の
利
用
も
進
み
、
大
が
か
り
な
語
彙
調
査
も
可
能
に
な
っ

て
、
今
後
の
成
果
が
大
い
に
期
待
で
き
る
。
・
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、

現
在
の
段
階
で
、
義
務
教
育
課
程
の
国
語
科
の
授
業
に
お
い
て
最
低
限
習
得

さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
語
彙
に
つ
い
て
、
一
応
の
目
安
を
作
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
ず
、
語
彙
の
正
確
な
定
義
か
ら
始
め
よ
う
。
「
彙
」
は
「
蝟
」
に
同
じ

で
、
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
の
こ
と
で
あ
る
。
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
の
毛
が
密
生
し
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
、
む
ら
が
る
こ
と
、
あ
つ
ま
る
こ
と
も
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

従
っ
て
語
彙
は
「
語
の
集
ま
り
」
で
あ
る
が
、
集
ま
り
と
い
う
概
念
は
当
然

の
こ
と
と
し
て
範
囲
を
要
求
す
る
。
あ
る
一
定
範
囲
に
限
定
す
れ
ば
、
そ
の

範
囲
内
の
語
を
集
合
体
と
し
て
認
識
・
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　

ち
、
語
彙
と
は
、
「
時
代
・
人
・
作
品
な
ど
使
用
の
範
囲
を
限
定
し
て
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

範
囲
内
に
使
わ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
語
の
集
合
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

彙
と
は
、
「
す
で
に
使
わ
れ
た
語
の
集
合
」
で
あ
っ
て
、
「
こ
れ
か
ら
使
わ
れ

る
べ
き
語
の
集
合
」
で
は
な
い
。
前
者
あ
っ
て
こ
そ
後
者
が
存
在
す
る
こ
と

は
当
然
で
あ
り
、
両
者
の
懸
隔
は
全
体
と
し
て
み
れ
ば
大
き
い
も
の
で
は
な
い

に
し
ろ
、
両
者
は
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
従
来
の
「
語
彙
教
育
」
に
お
い

て
は
、
こ
の
両
者
の
違
い
が
明
確
に
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
う
。
前

者
を
正
確
に
理
解
・
把
握
す
る
学
問
的
な
成
果
の
上
に
、
後
者
を
教
育
的
な

視
点
で
新
た
に
構
築
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
刻
々
と
時
が
流
れ
る

中
で
、
変
遷
の
速
度
の
早
い
語
彙
の
分
野
で
は
常
に
「
こ
れ
か
ら
習
得
さ
れ

使
用
さ
れ
て
ゆ
く
べ
き
語
の
集
合
」
が
検
討
さ
れ
続
け
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
人
間
は
社
会
の
構
成
員
と
し
て
普
通
に
生
活
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
あ
る

一
定
の
量
と
質
の
語
を
習
得
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
そ
の
社
会
生
活
の
拡

充
に
伴
っ
て
理
解
語
彙
・
使
用
語
彙
も
拡
充
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
義
務
教
育

課
程
の
期
間
中
に
す
べ
て
の
児
童
生
徒
が
、
最
低
限
度
の
社
会
生
活
が
可
能

な
だ
け
の
語
彙
を
習
得
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
ど
の
程
度



の
数
の
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
語
群
で
あ
る
の
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、

現
在
の
と
こ
ろ
全
く
手
つ
か
ず
の
状
態
で
あ
る
。
普
通
の
社
会
生
活
を
し
て

ゆ
く
の
に
、
ど
の
く
ら
い
の
語
を
知
っ
て
い
れ
ば
い
い
の
か
ー
こ
の
素
朴

な
疑
問
に
対
し
て
さ
え
現
在
の
日
本
語
研
究
の
水
準
で
は
答
え
得
な
い
。

　
そ
の
問
題
に
対
し
て
は
「
基
本
語
彙
」
と
「
基
礎
語
彙
」
と
が
そ
れ
ぞ
れ

の
視
点
で
応
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
の
明
確
な
関
係
や

相
違
、
と
り
わ
け
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
語
が
ど
の
く
ら
い
の
数
と
り
こ
ま

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
試
案
が
提
示
さ

れ
て
は
い
る
も
の
の
、
義
務
教
育
課
程
に
お
け
る
目
安
に
な
る
よ
う
な
、
共

通
認
識
を
克
ち
得
て
い
る
も
の
は
い
な
い
。
そ
れ
は
長
く
日
本
語
を
国
語
と

呼
び
か
え
、
教
科
目
の
名
称
と
し
て
さ
え
疑
義
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
と

い
う
よ
う
な
国
情
に
よ
る
も
の
で
、
近
年
の
急
速
な
国
際
化
の
情
勢
の
中

で
激
増
す
る
留
学
生
の
日
本
語
学
習
、
帰
国
子
女
の
教
育
問
題
と
か
ら
ん
で

注
目
を
あ
び
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
に
お
い
て
も
、
残
念
な
が
ら
、
具
体
的
な
語
彙
表
を
提
示
す
る
用
意

は
な
い
。
た
だ
一
日
で
も
早
く
、
義
務
教
育
課
程
の
中
で
習
得
さ
れ
る
べ
き

語
彙
を
具
体
的
に
選
定
し
、
「
義
務
語
彙
表
」
と
で
も
い
う
べ
き
目
安
の
作
成

を
急
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
「
義
務
語
彙
」
と
い
う
用
語
は
、
管
見

の
限
り
で
は
本
稿
で
は
じ
め
て
使
用
す
る
筆
者
の
造
語
で
あ
る
。
「
教
育
基
本

語
彙
」
や
「
学
習
基
本
語
」
な
ど
、
類
似
の
概
念
を
有
す
る
用
語
・
術
語
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
術
語
と
し
て
安
定
し
た
社
会
性
を
獲
得
し
て
い
る

と
は
い
え
な
い
現
状
で
あ
る
し
、
い
ず
れ
も
本
稿
の
意
図
と
は
若
干
の
基
準

の
ず
れ
が
あ
る
。
こ
こ
に
意
図
を
明
確
に
し
た
新
し
い
「
範
囲
の
設
定
」
と

し
て
、
新
し
く
「
義
務
語
彙
」
の
用
語
を
提
唱
し
た
い
。

　
義
務
語
彙
の
検
討
・
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
や
は
り
、
基
本
語
彙
・
基
礎

語
彙
の
考
え
方
を
と
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
は
混
同
し
て
用
い

ら
れ
て
も
い
る
し
、
同
義
的
に
も
用
い
ら
れ
て
い
て
、
必
ず
し
も
安
定
し
た

概
念
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
普
通
に
は
、
次
の
よ
う
に
使
い
わ

け
て
い
る
。

　
基
本
語
彙
H
使
用
率
が
大
き
く
、
し
か
も
対
象
範
囲
の
全
体
に
わ
た
っ
て

　
　
　
む
ら
な
く
出
現
し
て
い
る
語
の
集
合
を
い
う
。
（
例
え
ば
、
婦
人
雑
誌

　
　
　
の
基
本
語
彙
と
い
う
の
は
、
使
用
率
が
大
き
い
だ
け
で
な
く
、
対
象

　
　
　
と
し
た
婦
人
雑
誌
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
す
べ
て
の
種
類
の

　
　
　
記
事
に
む
ら
な
く
出
現
し
て
い
る
語
彙
を
い
う
。
）

　
基
礎
語
彙
H
そ
れ
に
よ
っ
て
生
活
の
大
部
分
の
必
要
を
ま
か
な
う
こ
と
が

　
　
　
で
き
る
語
彙
を
い
う
。
（
例
え
ば
、
あ
い
さ
つ
、
質
問
、
応
答
な
ど
対

　
　
　
人
的
接
触
に
必
要
な
語
、
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
要
な
意

　
　
　
味
を
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
選
ば
れ
た
語
な
ど
を
含
む
。
）

　
こ
こ
に
い
う
「
義
務
語
彙
」
は
、
「
義
務
教
育
課
程
の
学
校
教
育
期
問
中
に

す
べ
て
の
児
童
生
徒
が
習
得
す
る
こ
と
が
必
要
な
語
の
集
合
」
を
い
う
。
そ

し
て
そ
れ
は
、
義
務
教
育
終
了
後
の
社
会
生
活
を
円
滑
に
す
る
と
い
う
実
利

的
な
必
要
に
応
じ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
若
者
た
ち
が
生
涯
に
わ
た
っ

て
自
己
開
発
を
押
し
進
め
て
ゆ
け
る
基
礎
的
な
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
義
務
教
育
終
了
時
の
十
五
歳
と

い
う
年
齢
は
い
か
に
も
幼
な
く
、
知
能
の
発
育
は
成
人
と
し
て
十
分
で
は
な

い
。
そ
こ
で
固
定
し
た
の
で
は
、
現
今
の
複
雑
な
社
会
の
中
で
は
満
足
な
大

人
の
生
活
は
営
み
が
た
い
。
将
来
に
わ
た
っ
て
、
自
己
の
理
解
語
彙
、
使
用

語
彙
を
拡
充
し
て
ゆ
け
る
だ
け
の
基
盤
を
培
っ
て
お
く
こ
と
が
何
と
し
て
も

必
要
で
あ
る
。

　
本
稿
に
お
い
て
は
、
「
義
務
語
彙
」
の
具
体
的
な
語
の
一
覧
表
を
示
す
こ
と

は
で
き
な
い
し
、
そ
れ
が
目
的
で
も
な
い
が
、
「
義
務
語
彙
」
の
中
に
と
り
こ

ま
れ
る
べ
き
項
目
に
つ
い
て
、
見
落
し
の
な
い
よ
う
目
配
り
し
た
、
「
義
務
語

「
国
語
科
の
基
底
構
造
部
」
考
　
口

一
九
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二
〇

彙
」
の
項
目
表
を
示
し
た
い
。

の
は
な
い
の
で
あ
る
。三

現
状
で
は
そ
れ
さ
え
も
ま
だ
試
案
以
上
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
次
に
、
「
語
の
集
合
」
を
考
え
る
か
ら
に
は
、
そ
の
単
位
を
明
確
に
把
握
し

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
語
彙
の
場
合
の
単
位
は
語
で
あ
る
。
日
本
語
に
お

い
て
は
、
語
の
認
定
は
必
ず
し
も
容
易
と
は
い
い
難
い
。
漢
然
と
し
た
単
語

意
識
は
誰
し
も
持
っ
て
い
る
が
、
複
合
語
の
問
題
、
多
義
語
の
問
題
な
ど
問

題
の
所
在
や
性
質
を
異
に
す
る
種
々
の
面
で
様
々
な
困
難
が
あ
り
、
正
確
な

認
定
は
な
か
な
か
難
か
し
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
文
と
い
う
単
位
の
方
が
、

実
際
問
題
と
し
て
は
認
定
し
や
す
い
く
ら
い
で
あ
る
。
英
語
な
ど
の
屈
折
語

の
場
合
と
異
な
り
、
日
本
語
に
お
い
て
は
、
文
の
中
で
語
は
そ
れ
ぞ
れ
単
位
と

し
て
あ
ら
わ
れ
に
く
い
。
文
中
で
は
む
し
ろ
文
節
の
形
で
機
能
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
音
声
の
言
語
の
場
合
で
も
一
応
の
区
切
り
め
を
与
え
得
る
の
は
文

節
の
単
位
で
あ
る
。
文
字
に
表
記
す
る
場
合
で
も
、
一
般
に
分
か
ち
書
き
す

る
習
慣
は
な
い
し
、
低
学
年
教
科
書
か
絵
本
な
ど
で
、
あ
え
て
分
か
ち
書
き

す
る
と
し
て
も
、
単
位
は
文
節
で
あ
る
。
語
・
単
語
の
認
定
は
、
語
彙
に
お

け
る
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

　
語
の
認
定
は
、
従
来
、
文
法
分
野
で
学
問
的
に
も
扱
わ
れ
て
き
た
。
文
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　

教
育
に
お
い
て
も
、
語
の
認
定
は
基
本
的
な
単
位
の
把
握
で
あ
っ
て
重
要
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

基
盤
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
、
語
を
意
識
的
に
把
握
し
、
識
別
す
る
と
い

う
意
味
で
、
語
彙
教
育
の
第
一
歩
で
も
あ
る
。
本
稿
で
は
あ
え
て
語
彙
の
項

に
取
り
入
れ
る
。
そ
し
て
、
日
常
生
活
に
お
い
て
必
要
な
言
語
の
中
核
を
な

し
て
い
る
主
要
な
品
詞
に
つ
い
て
は
、
そ
の
語
性
の
認
識
と
い
う
意
味
で
、

語
彙
教
育
の
範
時
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
来
、
文
法
事
項
と
し
て
扱
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
て
い
た
品
詞
の
問
題
は
、
基
本
的
に
は
語
彙
教
育
の
範
時
に
属
す
る
も
の

と
し
て
、
文
の
成
分
と
し
て
の
文
節
の
問
題
、
文
中
で
の
機
能
の
問
題
と
別

個
に
考
え
る
方
が
、
学
習
に
あ
た
っ
て
混
乱
が
少
な
い
の
で
は
な
、
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。
従
来
の
枠
組
み
を
あ
え
て
崩
し
、
品
詞
を
語
彙
と
し
て
組
み
こ

む
こ
と
と
す
る
。

　
前
述
、
注
2
に
あ
げ
た
拙
稿
⑭
に
お
い
て
、
基
底
構
造
部
の
各
要
素
の
概

要
を
示
し
た
際
、
C
品
詞
“
語
彙
、
H
敬
語
法
、
に
つ
い
て
、
私
は
そ
れ
ぞ
れ

次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。

C
品
詞
目
語
彙

　
詞
と
し
て
体
言
（
名
詞
・
代
名
詞
・
数
詞
）
と
用
言
（
動
詞
・
形
容
詞
）

　
辞
と
し
て
助
詞
と
助
動
詞
を
教
え
る
。
学
校
文
法
に
お
け
る
品
詞
分
類
で

　
い
え
ば
、
十
品
詞
の
う
ち
、
半
分
に
し
か
な
ら
な
い
が
、
他
の
五
品
詞
に

　
つ
い
て
は
、
文
法
論
上
も
異
論
が
多
く
、
実
際
に
用
い
ら
れ
る
頻
度
も
多

　
く
は
な
い
。
形
容
動
詞
を
た
て
る
か
否
か
の
論
は
教
育
上
は
さ
し
て
重
要

　
で
な
い
し
、
感
動
詞
や
接
続
詞
の
品
詞
分
類
上
の
位
置
づ
け
も
同
じ
で

　
あ
る
。
副
詞
・
連
体
詞
に
つ
い
て
は
、
文
中
で
の
運
用
・
機
能
の
水
準
で

　
の
品
詞
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
、
動
詞
や
名
詞
と
同
列
に
置
き
が
た
い
。

　
体
系
的
に
き
ち
ん
と
、
す
べ
て
の
児
童
生
徒
に
習
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
の
は
前
記
五
品
詞
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
語
に
つ
い
て
は
文
章
読
解

　
も
し
く
は
文
章
表
現
の
具
体
的
な
場
で
必
要
に
応
じ
て
説
明
す
る
程
度
で

　
よ
い
。
そ
し
て
、
必
要
な
五
項
目
に
つ
い
て
は
、
ど
ん
な
テ
ス
ト
に
も
全
員

　
が
満
点
を
と
る
と
こ
ろ
ま
で
徹
底
し
て
指
導
す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
義
務
教

　
育
の
あ
り
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

H
敬
語
法

　
日
本
語
の
敬
語
法
は
、
言
語
活
動
全
体
を
お
お
う
も
の
で
、
語
彙
に
も
文

　
に
も
文
章
に
も
か
か
わ
り
、
話
法
に
も
文
章
表
現
法
に
も
関
係
す
る
。
言

　
語
表
現
に
お
け
る
基
本
的
な
姿
勢
と
い
え
る
も
の
で
、
こ
れ
も
基
本
項
目



と
し
て
、
全
体
と
か
か
わ
り
な
が
ら
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
右
の
概
要
は
、
C
品
詞
U
語
彙
、
に
お
い
て
は
、
語
彙
の
単
位
で
あ
る
語

の
認
定
に
お
い
て
、
品
詞
論
的
な
立
場
か
ら
の
必
要
範
囲
を
示
し
、
H
敬
語

法
、
に
お
い
て
は
、
敬
語
が
言
語
使
用
に
お
け
る
基
本
姿
勢
に
か
か
わ
る
も

の
で
語
彙
に
も
か
か
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
文
字

ど
お
り
の
概
要
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
こ
と
は
何
一
つ
示
し
て
い
な
い
が
、

こ
れ
に
適
合
す
る
「
義
務
語
彙
」
の
内
容
に
は
、
ど
の
よ
う
な
項
目
が
盛
り

こ
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
語
彙
の
分
野
は
、
前
述
の
と
お
り
、
国
語
学

に
お
い
て
も
未
熟
で
個
別
研
究
の
域
を
脱
し
得
ず
体
系
化
が
遅
れ
て
い
る
が
、

近
年
の
急
速
な
研
究
領
域
の
拡
が
り
と
成
果
を
出
来
る
だ
け
ふ
ま
え
て
、
「
義

務
語
彙
」
の
概
念
の
提
唱
に
あ
わ
せ
て
そ
の
内
容
の
項
目
一
覧
を
提
出
し
て

み
よ
う
。

四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
注
3
、
注
4
で
あ
げ
た
拙
稿
⑥
㈲
の
「
音
に
か
か
わ
る
要
素
」
「
文
字
に
か

か
わ
る
要
素
」
の
場
合
と
同
じ
く
、
発
達
段
階
に
応
じ
た
項
目
の
割
り
振
り

や
指
導
体
系
に
は
言
及
し
な
い
。
具
体
的
な
単
語
の
一
覧
表
と
と
も
に
、
そ

の
学
年
配
当
・
教
材
化
な
ど
具
体
的
な
指
導
法
に
つ
い
て
は
、
次
の
段
階
の

問
題
と
し
て
後
に
考
え
る
。
こ
こ
で
は
「
義
務
語
彙
」
と
し
て
と
り
こ
ま
れ

る
べ
き
項
目
を
網
羅
し
、
選
定
の
方
針
を
示
し
て
分
類
・
整
理
す
る
。

　
日
本
語
の
語
彙
に
関
す
る
基
礎
的
な
事
項
と
し
て
次
の
三
つ
の
柱
を
た
て

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
1
　
単
語
の
認
定
に
関
す
る
こ
と

　
H
　
　
「
義
務
語
彙
」
の
語
群
の
選
定
に
関
す
る
こ
と

　
皿
　
辞
書
の
使
用
に
関
す
る
こ
と

　
以
下
、
右
の
各
々
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
内
容
の
項
目
を
示
し
、
必
要
に

応
じ
て
説
明
す
る
が
、
1
1
の
語
群
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
語
の
一
覧

を
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
選
定
の
方
針
と
と
り
こ
む
べ
き
内
容
項
目
を
分

類
し
て
示
す
も
の
と
す
る
。

　
　
1
　
単
語
の
認
定
に
関
す
る
こ
と

　
　
　
①
語
の
分
類
（
品
詞
分
類
）
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

ア
、
単
語
の
識
別
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
通
常
、
経
験
的
に
は
我
々
の
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
語
活
動
に
関
与
し
て
く
る
の
は
文
の
単
位
で
あ
る
。
言
語
は
生
活
的
に
は

　
　　

文
の
形
で
我
々
に
提
示
さ
れ
る
。
個
々
の
単
独
の
単
語
、
と
り
わ
け
用
言

　
の
原
形
（
終
止
形
）
と
か
付
属
語
な
ど
が
そ
れ
だ
け
で
用
い
ら
れ
る
こ
と

　
は
、
日
常
の
言
語
生
活
と
し
て
は
異
例
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
総

　
合
的
に
全
体
的
に
示
さ
れ
る
文
の
中
か
ら
、
単
位
と
し
て
の
単
語
を
識
別
す

　
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
辞
書
を
利
用
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
直
観
的

　
な
判
断
以
上
に
文
を
理
解
・
考
察
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
単
位
と
し
て

　
文
中
に
必
ら
ず
し
も
顕
現
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
単
語
を
識
別
す
る
力

　
は
国
語
力
の
基
礎
で
あ
る
。

イ
、
品
詞
名
を
理
解
し
、
通
常
品
詞
分
類
に
用
い
ら
れ
る
用
語
を
実
際
の
文

　
中
の
語
と
対
応
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
学
校
文
法

　
で
採
用
し
て
い
る
十
品
詞
名
（
名
詞
・
動
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
・
副

　
詞
・
連
体
詞
・
感
動
詞
・
接
続
詞
・
助
動
詞
・
助
詞
）
に
限
ら
ず
、
そ
の
下

　
位
分
類
に
用
い
ら
れ
る
用
語
に
つ
い
て
も
、
実
用
的
に
対
応
で
き
る
こ
と

　
が
の
ぞ
ま
し
い
。
特
に
名
詞
に
つ
い
て
は
、
代
名
詞
、
数
詞
、
助
数
詞
、

　
固
有
名
詞
、
普
通
名
詞
の
識
別
が
で
き
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は

　
個
々
の
語
を
品
詞
名
で
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
り
も
、
同
類

　
の
語
の
識
別
・
分
類
が
で
き
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。

「
国
語
科
の
基
底
構
造
部
」
考

（ヨ

二
一
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②
主
要
五
品
詞
に
つ
い
て
語
性
を
理
解
す
る
。

ア
、
名
詞
が
事
物
の
概
念
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
。
単
に
具

　
象
的
な
事
物
だ
け
で
な
く
抽
象
的
な
観
念
や
感
情
も
名
ざ
さ
れ
、
名
づ
け

　
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
立
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
。

イ
、
動
詞
が
基
本
的
に
動
作
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
。
日
本

　
語
に
お
い
て
は
、
存
在
「
ア
ル
」
も
動
作
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と

　
を
理
解
し
、
ア
ル
・
イ
ル
な
ど
が
形
式
動
詞
化
し
て
い
る
こ
と
も
あ
わ
せ

　
理
解
す
る
。

ウ
、
形
容
詞
が
基
本
的
に
事
物
の
状
態
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す

　
る
。
感
情
も
又
状
態
の
一
種
と
い
え
る
。

エ
、
助
動
詞
・
助
詞
の
付
属
語
は
、
前
記
三
品
詞
と
は
語
性
を
異
に
し
、
単

　
独
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
く
、
独
自
の
意
味
内
容
（
概
念
）
と

　
結
び
つ
い
て
い
な
い
こ
と
を
理
解
す
る
。
付
属
語
が
示
し
て
い
る
の
は
関

　
係
・
機
能
・
表
現
姿
勢
だ
け
で
あ
っ
て
、
前
記
三
品
詞
の
語
と
は
明
確
に

　
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
知
る
。

オ
、
前
記
五
品
詞
以
外
の
五
品
詞
に
つ
い
て
は
、
品
詞
の
認
定
や
所
属
に
つ

　
い
て
も
現
在
の
と
こ
ろ
異
論
も
あ
り
、
必
ら
ず
し
も
明
確
と
は
い
え
な
い
。

　
形
容
動
詞
に
つ
い
て
は
名
詞
と
助
動
詞
に
分
離
し
て
説
明
・
把
握
す
る
こ

　
と
も
可
能
で
あ
る
し
、
接
続
詞
・
感
動
詞
に
つ
い
て
は
、
概
念
と
の
結
び

　
つ
き
方
に
問
題
が
あ
り
、
辞
の
性
格
が
つ
よ
い
。
又
、
副
詞
、
連
体
詞
に

　
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
文
中
で
の
機
能
、
す
な
わ
ち
運
用
上
の
分
別
法
と
し

　
て
把
え
る
べ
き
面
が
強
い
。
正
確
な
語
性
の
分
別
と
位
置
づ
け
は
必
要
な

範
囲
で
文
法
項
目
と
し
て
扱
い
た
い
。

1
1
　
　
「
義
務
語
彙
」

①
選
定
の
範
囲

の
語
群
の
選
定
に
関
す
る
こ
と

ア
、
義
務
語
彙
と
し
て
選
定
さ
れ
る
語
群
の
範
囲
の
設
定
は
困
難
で
あ
る
が
、

　
次
の
範
囲
の
語
を
含
め
る
も
の
と
す
る
。

　
i
義
務
教
育
課
程
の
各
教
科
の
教
科
書
に
共
通
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
語
。

　
H
義
務
教
育
課
程
の
各
教
科
の
教
科
内
容
の
学
習
に
必
要
な
専
門
用
語
。

　
…
m
古
典
文
学
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
基
礎
的
な
古
語
。

　
拉
日
常
生
活
に
必
要
な
挨
拶
語
・
応
答
語
な
ど
。

　
v
日
常
的
に
用
い
ら
れ
る
法
律
用
語
及
び
時
事
用
語
な
ど
。

イ
、
義
務
語
彙
は
固
定
し
た
一
定
の
枠
組
み
を
作
っ
て
長
期
間
そ
れ
を
利
用

　
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
小
き
ざ
み
な
改
訂

　
増
減
が
欠
か
せ
な
い
。
身
の
ま
わ
り
の
事
物
の
名
、
人
間
関
係
を
あ
ら
わ

　
す
語
、
具
体
的
な
行
為
を
あ
ら
わ
す
語
、
物
の
形
状
や
性
質
を
あ
ら
わ
す

　
語
な
ど
日
常
生
活
の
細
か
い
観
察
に
基
づ
い
て
添
加
削
除
が
行
な
わ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。
認
識
の
世
界
の
拡
が
り
、
社
会
生
活
の
拡
が
り
に
応
じ

　
て
各
個
人
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
増
補
さ
れ
つ
づ
け
る
基
盤
と
し
て
精
選
さ

　
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
②
語
種

ア
、
語
種
は
、
日
本
語
の
単
語
の
出
自
別
分
類
で
あ
る
。
次
の
種
類
の
語
を

　
と
り
こ
む
必
要
が
あ
る
。
和
語
（
や
ま
と
こ
と
ば
）
、
漢
語
（
字
音
語
）
、

　
外
来
語
（
洋
語
）
、
混
種
語
の
四
種
で
、
表
記
ル
ー
ル
と
か
か
わ
っ
て
い

　
る
。

イ
、
和
語
は
も
と
か
ら
日
本
語
の
中
に
あ
っ
て
、
外
国
か
ら
受
け
入
れ
た
も

　
の
で
は
な
い
単
語
を
い
う
。
各
種
語
彙
調
査
の
結
果
か
ら
、
日
常
も
っ
と

　
も
広
範
囲
に
回
数
多
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
日
本
語
の
語
彙
の

　
基
幹
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
異
な
り
語
数
か
ら
い
え
ば
、
現
在

　
で
は
漢
語
に
押
さ
れ
て
い
る
。
和
語
は
語
感
と
し
て
は
親
近
感
、
卑
俗
感

　
を
伴
な
う
も
の
が
多
く
、
多
義
的
で
あ
る
が
平
易
な
語
が
多
い
。
和
語
の



　
造
語
力
は
柔
軟
で
多
く
の
混
種
語
を
生
み
出
し
て
い
る
。

ウ
、
漢
語
は
普
通
、
漢
字
で
書
か
れ
、
字
音
読
み
に
す
る
語
を
い
い
、
中
国
か

　
ら
長
期
問
に
わ
た
っ
て
と
り
入
れ
た
も
の
が
多
い
。
し
か
し
本
来
は
和
語

　
で
あ
っ
た
も
の
が
漢
字
表
記
さ
れ
、
音
よ
み
が
普
通
に
な
っ
た
「
返
事
」

　
な
ど
の
類
も
漢
語
に
入
り
、
本
来
は
中
国
由
来
な
が
ら
漢
字
と
密
着
せ
ず

　
に
和
語
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
ウ
マ
（
馬
）
、
ウ
メ
（
梅
）
、
オ
ニ
（
鬼
↑

　
隠
）
、
ゼ
ニ
（
銭
）
は
和
語
扱
い
す
る
か
ら
、
必
ら
ず
し
も
出
自
の
み
に
よ

　
る
も
の
で
は
な
い
。
表
記
法
が
一
面
の
尺
度
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
か
な

　
り
便
宜
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
又
、
読
み
も
字
音
と
は
限
ら
ず
、
上

　
字
音
、
下
字
訓
の
重
箱
読
み
、
反
対
に
、
上
字
訓
、
下
字
音
の
湯
桶
読
み

　
が
行
な
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
造
語
能
力
が
高
く
、
命
名
に
お
け
る
特
定

　
力
、
限
定
力
も
強
い
。

エ
、
外
来
語
は
、
中
国
語
以
外
の
言
語
か
ら
借
用
し
て
い
る
語
を
い
う
が
、

　
近
代
音
に
よ
る
中
国
語
、
ラ
ー
メ
ン
、
マ
ー
ジ
ャ
ン
な
ど
も
こ
れ
に
含
め

　
る
。
出
自
言
語
と
し
て
は
圧
倒
的
に
英
語
が
多
い
が
、
伝
統
的
に
は
中
世

　
以
来
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
オ
ラ
ン
ダ
語
な
ど
に
基
づ
く
も
の
も
多
く
、
学

　
術
用
語
、
専
門
用
語
に
は
、
医
学
関
係
の
ド
イ
ツ
語
出
自
、
音
楽
関
係
の

　
イ
タ
リ
ヤ
語
出
自
な
ど
の
偏
り
も
み
ら
れ
る
。
最
近
は
名
詞
に
限
ら
ず
、

　
動
詞
や
形
容
詞
飢
形
容
動
詞
と
し
て
用
い
る
例
も
多
く
、
外
来
語
を
語
基

　
と
し
た
独
特
の
造
語
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。

オ
、
混
種
語
は
、
和
語
、
漢
語
、
外
来
語
の
三
種
の
う
ち
、
二
種
以
上
の
結

　
合
に
よ
る
複
合
語
を
い
う
。
漢
語
の
項
で
述
べ
た
重
箱
読
み
、
湯
桶
読
み

　
の
語
も
本
質
的
に
は
こ
の
混
種
語
な
の
で
あ
る
。
表
記
が
漢
字
の
み
に
な

　
る
の
で
漢
語
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
外
来
語
同
士
の
結
合
で
も

　
異
言
語
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
も
の
は
広
義
に
は
混
種
語
で
あ
る
。

カ
、
こ
の
四
種
の
関
係
は
大
よ
そ
次
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
る
。

　
　
　
　
③
語
構
成

ア
、
語
は
そ
の
成
り
立
ち
方
に
よ
っ
て
幾
種
類
か
に
分
析
で
き
る
。
成
り
立

　
ち
と
い
う
い
い
方
は
静
態
的
に
も
動
態
的
に
も
と
ら
え
得
る
が
、
こ
こ
で

　
は
共
時
態
と
し
て
把
握
し
た
場
合
の
、
派
生
や
複
合
の
構
造
を
問
題
に
す

　
る
。

イ
、
語
は
、
そ
れ
以
上
分
解
で
き
ず
単
独
に
用
い
ら
れ
る
単
純
語
（
単
一
語
）

　
と
、
更
に
分
析
が
可
能
で
二
つ
以
上
の
要
素
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る

　
合
成
語
と
が
あ
る
。
更
に
合
成
の
要
素
の
性
質
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独

　
立
性
の
強
い
単
純
語
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
複
合
語
と
単
純
語
に
接
辞

　
が
つ
い
て
い
る
派
生
語
と
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ウ
、
語
構
成
を
手
が
か
り
に
語
を
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
な
相
互
関
係
に
な

　
る
。
各
々
を
実
用
的
に
文
中
の
語
と
対
応
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
例
）
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④
語
の
意
味

ア
、
語
の
意
味
と
い
う
用
語
は
曖
昧
で
あ
る
か
ら
、
語
の
指
し
示
し
て
い
る

　
概
念
内
容
を
い
う
場
合
は
語
義
と
い
う
用
語
を
用
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

　
　

　
義
は
語
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
が
、
分
類
の
最
も
困
難
な
部
面
で
も
あ

　
る
。
語
義
は
社
会
的
な
通
念
と
し
て
成
立
し
、
そ
れ
が
許
容
す
る
範
囲
の

　
意
味
の
拡
が
り
が
文
脈
の
中
で
個
別
的
に
発
揮
さ
れ
る
。

イ
、
一
つ
の
語
形
に
は
原
則
的
に
一
つ
の
語
義
が
対
応
し
て
い
る
が
、
い
く

　
つ
も
の
意
味
が
対
応
す
る
多
義
語
も
多
い
。
多
義
語
の
い
く
つ
も
の
意
味

　
は
無
関
係
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
原
義
的
な
も
の
（
基
本
義
）
か

　
ら
転
義
・
派
生
義
を
生
じ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
多
義
語
は
文
に
ふ

　
く
ら
み
を
持
た
せ
る
反
面
、
言
葉
の
曖
昧
さ
を
生
む
原
因
に
な
る
の
で
自

　
覚
的
な
使
用
が
の
ぞ
ま
し
い
。

ウ
、
日
本
語
の
場
合
、
音
節
数
が
少
な
い
た
め
同
音
異
義
語
を
生
じ
や
す
い
。

　
類
義
語
・
対
義
語
な
ど
と
共
に
、
注
意
を
要
す
る
。
又
、
語
種
の
ち
が
う

　
同
義
語
も
、
同
義
と
は
い
え
、
語
感
に
微
妙
な
違
い
を
持
ち
、
概
念
内
容

　
の
異
な
る
別
語
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
対
応
を
み
せ
て
い
る
例
が
多
い
。

　
　
　
⑤
語
の
使
用
場
面

ア
、
使
用
さ
れ
る
場
面
に
よ
っ
て
語
に
は
様
々
な
分
類
の
仕
方
が
あ
る
。
そ

　
の
大
よ
そ
に
つ
い
て
は
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

イ
、
口
頭
語
・
文
章
語
の
対
応
は
、
話
し
言
葉
・
書
き
言
葉
と
も
い
わ
れ
る

　
が
、
媒
介
手
段
が
音
声
か
文
字
か
に
よ
っ
て
、
用
語
の
質
に
大
き
な
影
響

　
が
み
ら
れ
る
。

ウ
、
言
語
の
位
相
に
よ
っ
て
語
に
影
響
が
み
ら
れ
る
。
現
代
語
に
お
い
て
は
、

　
位
相
語
は
少
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
男
性
語
と
女
性
語
の
別
は
な
く

　
な
っ
て
は
い
な
い
し
、
又
、
年
齢
層
に
よ
る
区
別
、
幼
児
語
、
児
童
語
な

　
ど
も
現
実
に
存
在
す
る
。
又
、
職
業
な
ど
に
よ
っ
て
偏
っ
て
用
い
ら
れ
る

　
職
業
語
、
学
生
語
な
ど
も
あ
る
。

二
四

エ
、
地
方
に
よ
っ
て
異
な
る
言
語
－
方
言
と
、
共
通
語
も
大
き
く
い
え
ば
位

　
相
語
で
あ
る
が
、
近
年
の
教
育
の
普
及
と
マ
ス
コ
ミ
の
発
達
に
よ
り
、
方

　
言
の
性
格
も
次
第
に
か
わ
り
つ
つ
あ
る
。

オ
、
待
遇
関
係
を
あ
ら
わ
す
に
は
、
尊
敬
語
、
謙
譲
語
、
丁
寧
語
が
用
い
ら

　
れ
る
。
卑
下
語
、
卑
語
も
な
い
で
は
な
い
が
、
日
本
語
に
は
少
な
い
。
又
、

　
最
近
は
差
別
意
識
の
徹
廃
を
め
ざ
し
て
、
め
く
ら
、
お
し
な
ど
の
身
体
障

　
害
を
指
す
語
を
差
別
語
と
し
て
使
用
に
は
留
意
す
る
必
要
が
説
か
れ
て
い

　
る
。

カ
、
日
常
語
（
生
活
語
）
に
対
し
て
、
専
門
的
な
用
語
を
術
語
（
学
術
語
、

　
専
門
用
語
）
と
い
う
。
趣
味
、
娯
楽
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
に

　
そ
れ
ぞ
れ
の
特
別
な
術
語
が
存
在
す
る
。
　
　
　
　
，

　
　
　
⑥
そ
の
他

ア
、
擬
音
語
・
擬
態
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
生
物
の
声
や
無
生
物
の
出
す
音
を
表

　
わ
す
語
、
及
び
、
動
作
・
状
態
な
ど
を
音
で
象
徴
的
に
表
現
す
る
語
を
さ

　
す
。
日
本
語
に
は
擬
音
語
・
擬
態
語
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
語
源
に

　
つ
い
て
考
え
る
と
擬
音
・
擬
態
に
た
ど
り
つ
く
場
合
も
多
い
。

イ
、
慣
用
句
（
イ
デ
ィ
オ
ム
）
は
、
連
語
や
文
の
形
で
常
に
一
定
の
形
式
で

　
用
い
ら
れ
、
そ
れ
全
体
で
特
定
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
慣
用

　
句
の
範
囲
は
必
ら
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
大
切
な
表
現
方
法
で
あ
り
、

　
単
語
の
概
念
だ
け
で
は
処
理
で
き
な
い
の
で
、
一
と
お
り
の
知
識
が
必
要

　
で
あ
る
。
諺
や
格
言
も
こ
れ
に
準
じ
て
考
え
た
い
。

ウ
、
比
喩
の
方
法
も
、
喩
詞
を
用
い
る
直
喩
と
、
用
い
な
い
陰
喩
の
概
念
は

　
把
握
し
て
お
き
た
い
。
比
喩
表
現
に
は
更
に
複
雑
な
分
析
も
可
能
で
あ
る

　
が
、
最
低
限
の
も
の
と
し
て
こ
の
二
種
を
あ
げ
て
お
く
。

エ
、
日
本
語
の
命
名
法
の
特
色
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
命
名
は
新

　
た
な
事
象
に
名
称
を
与
え
る
意
図
的
行
為
を
い
う
が
、
一
度
与
え
ら
れ
た



　
名
称
は
容
易
に
変
更
し
難
い
性
格
を
持
つ
。
地
名
は
、
山
、
川
、
な
ど
の

　
普
通
名
詞
を
接
尾
的
に
伴
う
の
が
一
般
で
あ
る
。
又
、
地
名
は
原
則
的
に

　
漢
字
表
記
さ
れ
る
。
人
名
は
、
日
本
国
民
は
戸
籍
に
姓
と
名
の
組
み
合
わ

　
せ
で
登
録
さ
れ
る
。
名
は
個
人
名
で
出
生
後
二
週
問
以
内
に
登
録
さ
れ
る
。

　
現
在
は
そ
の
登
録
に
文
字
上
の
制
限
が
あ
る
。
人
名
に
は
普
通
敬
意
の
接

　
尾
辞
が
付
せ
ら
れ
る
。

オ
、
語
義
の
移
行
、
語
形
の
変
遷
な
ど
、
語
に
は
移
り
か
わ
り
が
あ
る
。
現

　
在
時
点
に
お
い
て
も
移
行
中
で
、
語
形
と
し
て
の
両
形
、
語
義
と
し
て
の

　
多
義
が
存
在
す
る
場
合
が
あ
る
。
固
定
的
に
捕
え
な
い
こ
と
が
の
ぞ
ま
し

　
い
。
又
、
文
字
媒
介
に
よ
る
回
帰
現
象
も
み
ら
れ
る
の
で
注
意
し
て
お
き

　
た
い
。

カ
、
類
義
語
の
中
か
ら
一
つ
の
語
が
選
択
さ
れ
る
場
合
、
一
般
に
、
A
で
は

　
な
く
B
で
あ
る
と
い
う
相
互
排
除
性
の
強
い
も
の
は
少
な
く
、
A
よ
り
は

　
B
の
方
が
蓋
然
性
が
高
い
と
い
う
相
対
性
の
強
い
も
の
が
多
い
。

　
　
皿
　
辞
書
の
使
用
に
関
す
る
こ
と

　
　
　
①
辞
書
の
使
い
方
に
習
熟
す
る
。

ア
、
す
べ
て
の
語
に
つ
い
て
正
確
に
使
用
又
は
理
解
で
き
る
よ
う
な
状
態
に

　
あ
る
こ
と
は
、
何
人
に
と
っ
て
も
不
可
能
で
あ
る
。
使
用
語
彙
・
理
解
語

　
彙
を
増
補
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
各
種
辞
書
の
使
い
方
、
と
り
わ
け
国
語

　
辞
典
の
使
用
法
に
慣
れ
る
こ
と
が
、
語
彙
力
を
高
め
る
た
め
に
肝
要
で
あ

。
る
。

イ
、
目
的
に
応
じ
て
、
大
小
の
国
語
辞
典
や
表
記
辞
典
を
気
軽
に
検
索
で
き

　
る
よ
う
に
す
る
。
付
録
の
諸
資
料
や
付
表
の
見
方
に
慣
れ
る
。
不
明
な
語

句
や
曖
昧
な
語
句
が
あ
る
場
合
、
見
逃
が
さ
ず
に
辞
書
を
引
く
習
慣
を
身

　
に
つ
け
る
。

　
　
　
②
各
種
の
辞
書
を
知
る
。

ア
、
事
柄
を
調
べ
る
た
め
の
事
典
、
文
字
を
調
べ
る
た
め
の
字
典
、
語
の
意

　
義
・
用
法
を
知
る
た
め
の
辞
典
と
、
大
ま
か
に
三
種
類
が
考
え
ら
れ
る
上
、

　
各
種
の
専
門
分
野
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
用
語
辞
典
の
類
が
あ
る
。

　
調
べ
た
い
事
柄
や
目
的
に
応
じ
て
適
切
な
辞
書
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
す

　
る
。

イ
、
国
語
辞
典
は
、
普
通
、
語
が
五
十
音
順
に
配
列
さ
れ
、
検
索
す
る
の
に

　
便
利
で
あ
る
。
児
童
生
徒
向
き
に
説
明
用
語
の
簡
明
な
も
の
か
ら
、
大
部

　
で
歴
史
的
視
点
も
加
味
さ
れ
て
い
る
も
の
ま
で
極
め
て
多
岐
に
わ
た
る
も

　
の
が
存
在
す
る
。

ウ
、
古
語
辞
典
は
、
古
典
語
を
中
心
に
集
録
し
、
漢
和
辞
典
は
、
漢
字
及
び

　
漢
語
を
集
録
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
古
語
辞
典
は
普
通
、
語
の
歴
史
的
仮
名

　
遣
い
に
よ
る
五
十
音
順
配
列
、
漢
和
辞
典
は
漢
字
の
部
首
の
字
画
数
順
の

　
配
列
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
検
索
の
要
領
が
異
な
る
の
で
習
熟
す
る
必
要
が

　
あ
る
。

エ
、
そ
の
他
、
目
録
、
一
覧
表
、
名
簿
、
電
話
帳
、
各
種
索
引
な
ど
を
目
的

　
に
応
じ
て
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
す
る
。

五

　
国
語
科
の
基
底
構
造
部
の
う
ち
、
語
彙
に
か
か
わ
る
事
項
を
列
挙
し
た
。

具
体
的
な
語
例
の
提
示
で
な
く
、
選
定
に
あ
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
項
目
の
指

摘
に
と
ど
ま
っ
た
上
、
紙
幅
の
都
合
上
、
大
半
の
語
例
を
割
愛
し
た
の
で
、

意
図
が
明
確
で
な
い
項
目
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
案
じ
ら
れ
る
。
語
彙
に

つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
考
慮
の
余
地
が
大
い
に
あ
る
と
思
う
。
大
方
の
ご
批
正

を
お
願
い
し
た
い
。

「
国
語
科
の
基
底
構
造
部
」
考
　
口

二
五



長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
　
第
一
〇
号

山ノ、

　
　
　
　
　
注

1
、
拙
稿
ω
「
『
国
語
の
授
業
』
管
見
ー
国
語
科
で
は
何
を
教
え
る
べ
き
な
の
か
ー
」

　
（
「
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
」
第
六
号
、
昭
五
八
・
三
）

2
、
拙
稿
ω
「
『
国
語
科
の
二
重
構
造
性
』
試
論
－
特
に
基
底
構
造
部
に
つ
い
て
ー
」

　
（
「
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
」
第
七
号
、
昭
五
九
・
三
）

3
、
拙
稿
㈹
「
『
国
語
科
の
基
底
構
造
部
』
考
O
ー
日
本
語
の
音
に
か
か
わ
る
基
底
構

造
部
の
要
素
1
」
（
「
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
」
第
八
号
、
昭

　
六
〇
・
三
）

4
、
拙
稿
ω
「
『
国
語
科
の
基
底
構
造
部
』
考
ロ
ー
日
本
語
の
文
字
に
か
か
わ
る
基
底

構
造
部
の
要
素
ー
」
（
「
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
」
第
九
号
、

　
昭
六
一
二
二
）


