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昭
和
ニ
―
年
、
戦
後
の
国
語
施

策
の
出
発
点
と
い
え
る
「
当
用

漢
字
表
」
と
「
現
代
か
な
づ
か

い
」
が
国
語
審
議
会
か
ら
答
申

さ
れ
ま
し
た
。
以
後
、
国
語
表

記
を
中
心
に
様
々
な
施
策
か
積

み
重
ね
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
ま

た
近
年
は
、
国
語
を
め
ぐ
る
社

会
状
況
の
変
化
に
伴
い
、
「
言

葉
遣
い
」
や
「
情
報
化
・
国
際

化
へ
の
対
応
」
な
ど
、
表
記
に

限
ら
す
幅
広
い
問
題
に
つ
い
て

取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
国
語
施
策
の
五

0
年

の
歩
み
を
振
り
返
り
、
施
策
の

現
状
と
将
来
の
展
望
を
御
紹
介

し
ま
す
。

jヽ

1:'~ 



日
本
語
は
今
乱
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
今
、
日
本
人
の
合
言
葉
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
別
に
そ
う
は
思
わ
な
い
。

l
]

の
く
ら
い
乱
れ
て
い
る
の
は
、
言
葉
の
常
で
あ
る
。
昔
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
い
つ
の
世
で
も
言
わ
れ
て
い
た
。

明
治
三
八
年
、
国
学
院
大
学
の
高
橋
龍
雄
教
授
は
、
『
応
用
言
語
学
』

ぴ
ん

の
緒
論
で
「
今
日
の
日
本
は
国
語
素
乱
の
極
み
に
達
し
て
を
る
。
今
日

の
国
語
国
字
問
題
は

r

国
家
の
難
患
重
病
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
た
。
昭

和
一
六
年
・
一
七
年
に
出
た
『
国
語
文
化
購
座
』
は
日
本
語
の
乱
れ
を
説

＜
諭
文
が
満
載
さ
れ
て
い
る
し
、
作
家
佐
藤
春
夫
氏
の
『
小
説
』
と
い
う

文
章
は
「
現
代
の
国
語
と
さ
う
し
て
国
文
と
の
乱
脈
は
恐
ら
く
そ
の
極
に

達
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
論
じ
て
い
る
。

日
本
人
全
般
が
い
わ
ゆ
る
標
準
語
ー
今
の
全
国
共
通
語
で
話
す
能
力

が
格
段
に
上
が
っ
た
こ
と
は
何
人
も
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
方
言
が
失
わ
れ
、

職
業
に
よ
る
ち
が
い
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
は
寂
し
い
が
、
こ
れ
も
日
本

現
在
、
昔
に
比
べ
て
格
段
に
進
歩
し
た
も
の
に
、
文
章
を
読
む

三
能
力
が
あ
る
。
戦
前
の
新
聞
を
見
る
と
、
漢
字
と
い
う
漢
字
ほ
と

ん
ど
全
部
に
振
り
仮
名
が
つ
い
て
お
り
、
そ
れ
を
使
っ
て
多
く
の

人
は
読
ん
で
い
た
。
今
、
振
り
仮
名
は
特
別
の
場
合
を
除
い
て
使
わ
な
い
。

と
に
か
く
難
し
い
漢
字
が
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
し
、
ま
た
振
り
仮
名
を

使
っ
て
「
丁
度
」
と
か
「
鳥
渡
」
と
か
、
書
く
と
い
う
よ
う
な
変
則
的

書
き
方
も
ぐ
っ
と
減
っ
た
。
こ
れ
は
文
部
省
が
戦
後
に
行
っ
た
当
用
漢
字

の
制
定
、
そ
の
他
一
群
の
国
語
改
革
の
功
績
で
あ
る
。

昔
の
人
よ
り
読
め
な
く
な
っ
た
も
の
に
は
、
い
わ
ゆ
る
漢
文
と
文
語
体

の
文
章
が
あ
る
。
し
か
し
戦
前
も
、
漢
文
や
文
語
の
文
章
を
理
解
し
て
全

部
を
読
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
教
育
勅
語
な
ど
「
わ
が
皇
祖
皇

宗
」
と
は
何
の
意
味
か
分
か
ろ
う
と
せ
ず
、
「
蛍
の
光
」
の
歌
を
歌
い
な

が
ら
、
「
さ
き
く
と
ば
か
り
歌
う
な
り
」
な
ど
を
理
解
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
昔
の
人
は
、
読
ん
で
分
か
ら
な
い
人
が
あ
っ
て
も
い
い
と

語
に
大
き
な
ま
と
ま
り
が
出
来
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

書
き
を
し
て
い
た
の
で
、
人
偏
も
/
1
偏
も
i
偏
も
‘
1
偏
も
「
9
」
だ
け
で

を
書
こ
う
と
す
る
と
大
学
者
も
正
し
く
書
け
な
か
っ
た
。

章
を
読
み
上
げ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

っ
て
い
た
。

な
催
し
が
あ
っ
た
ら
、
講
師
は
い
ず
れ
も
原
稿
を
取
り
出
し
、
か
た
い
文

し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

国
語
学
者

[
.
＾
叫
〗
国
語
施
策
五

0
年
の
歩
み

巻

金
田
一
春
彦

恐
ら
く
、
江
戸
時
代
以
前
で
も
知
識
人
を
名
乗
る
人
は
必
ず
言
語
の
乱

れ
を
嘆
い
て
い
た
も
の
と
想
像
す
る
。
私
は
現
在
の
日
本
語
の
姿
は
大
体

普
通
の
世
な
み
の
乱
れ
方
で
、
む
し
ろ
こ
ん
な
改
ま
っ
て
い
る
時
代
は
珍

第
一
に
今
の
人
は
昔
の
人
に
比
べ
て
話
が
、
こ
と
に
講
演
や
会

一
合
で
の
あ
い
さ
つ
の
言
葉
が
う
ま
く
な
っ
た
。
先
日

N
H
K
の
放

送
開
始
を
記
念
す
る
大
会
が
開
か
れ
、
会
長
の
あ
い
さ
つ
、
各
界

の
来
賓
の
祝
辞
が
あ
っ
た
が
、
話
は
簡
潔
で
し
か
も
内
容
が
新
し
く
聞
き

甲
斐
あ
る
も
の
ば
か
り
だ
っ
た
。
私
は
三

0
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
こ
の
式
に

出
て
い
る
が
、
そ
の
こ
ろ
は
こ
ん
な
で
は
な
か
っ
た
。
も
し
、
戦
前
こ
ん

思
い
、
分
か
ら
な
い
人
た
ち
も
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
て
も
い
い
と
思

文
章
の
書
き
方
も
平
均
し
て
上
手
に
な
っ
た
。
以
前
は
学
者
の

四
9
も
の
は
難
解
な
も
の
で
、
丘
浅
次
郎
氏
の
『
進
化
論
講
話
』

な
ど
は
平
明
で
珍
重
さ
れ
た
。
が
今
で
は
、
そ
の
く
ら
い
の
文
章

た
ぐ
い

を
書
く
人
た
ち
は
幾
ら
で
も
い
る
。
創
作
戯
曲
の
類
も
た
ま
に
読
ん
で
み

る
と
、
上
手
な
の
に
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。
が
、
戦
前
ほ
ど
尊
重
さ
れ
な
い

の
は
、
ほ
か
に
テ
レ
ビ
な
ど
で
劇
化
さ
れ
た
も
の
を
見
る
方
が
簡
単
に
感

銘
を
呼
ぶ
の
で
、
活
字
が
敬
遠
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

正
し
い
文
字
を
書
く
能
力
も
昔
の
人
以
上
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
漢
字
で

書
く
べ
き
こ
と
を
減
ら
し
、
漢
字
の
画
数
を
簡
単
に
し
、
ま
た
仮
名
書
き

を
多
く
し
た
こ
と
に
よ
る
。
昔
、
「
亀
」
と
い
う
字
を
正
し
く
書
け
る
人

は
少
な
か
っ
た
。
宮
城
県
の
シ
オ
ガ
マ
と
い
う
町
の
「
寵
」
を
正
し
く
書

け
れ
ば
学
者
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
今
は
字
が
改
ま
り
正
し
く
書

け
る
人
が
随
分
増
え
た
。
よ
く
、
戦
前
の
人
は
漢
字
を
正
し
く
書
い
た
よ

う
に
言
う
が
、
ふ
だ
ん
続
け
書
き
で
書
い
て
い
た
の
で
、
正
し
い
楷
書

漢
字
と
い
う
も
の
は
、
少
し
ぐ
ら
い
書
き
方
が
ち
が
っ
て
い
て
も
読
ん

で
も
ら
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
大
き
な
長
所
で
あ
っ
た
。
昔
の
人
は
続
け

●
国
語
施
策
50年
●
新
し
い
時
代
に
向
け
て

きんだいち・はるひこ 東京都生まれ。

文学博士。上智大学教授を経て現在、王

川大学客員教授。日本語アクセントの歴

史的・地理的研究を専門とする。昭和58

年芸術選奨文部大臣賞。国語学会代表理

事、 NHK放送用語委員などを歴任。 ・

，
 

8
 



（巻頭言

カ
ン
て
あ
る
な
ど
と
随
分
難
し
か
っ
た
。
今
、
新
聞
゜
雑
誌
な
ど
は
と
ん
ど

五
時さ
にしと
‘ く こ

しろ
よで
う戦

と後
しヽ ‘ 

う文
こ部
と省
だの
け 行
がつ
ねた
f っ
し`1‘市）土

での
は 国
な声mコ

か改
っ ］． 

中

た は
c 

同や

―
つ
の
言
菓
の
雪
き
方
は
ひ
と
つ
に
し
よ
う
と
い
う
ね
ら

井
仏
鱒
二
の
『
山
椒
魚
』
の
中
に
、
「
そ
こ
か
ら
出
て
は
来
れ
ま
い
」
と

い
う
言
い
方
が
あ
り
、
柚
光
利
一
の
『
旅
愁
』
や
、
川
端
康
成
の
『
雪
国
』

に
も
同
じ
よ
う
な
言
い
方
か
あ
る
。
古
く
は
明
治
年
間
の
島
崎
朦
村
の

；
千
仙
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
の
中
に
用
例
か
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
文
部
省
か

古
い
言
い
方
を
尊
重
す
る
行
き
方
そ
の
も
の
に
は
敬
意
を
表
す
る
。

散
語
は
使
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
か
た
し
か
に
「
う
か
か
う
」
「
お

目
に
か
か
る
」
の
よ
う
な
特
殊
な
謙
誼
表
現
は
少
な
く
な
っ
た
。
し
か
し

こ
れ
は
「
お
間
き
す
る
」
「
お
逢
い
す
る
」
と
い
う
言
い
方
で
言
え
、
そ

文
法
の
中
て
「
赤
い
で
す
」
「
面
白
い
で
す
」
の
よ
う
に
形
容
詞
の
原

形
に
「
で
す
」
の
つ
い
た
形
が
許
さ
仇
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
進
歩
で
あ

る
。
戦
前
は
、
テ
ス
・
、
マ
ス
体
で
は
形
容
詞
で
文
章
を
と
め
る
方
法
か
な

か
っ
た
。
現
在
で
も
こ
の
形
の
過
去
の
形
が
な
い
。
口
で
は
「
赤
か
っ
た

で
す
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
が

r

文
章
に
書
く
人
は
ま
だ
な
い
。
「
赤
い

で
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
形
に
落
ち
着
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
c

―
つ
乱
れ
た
と
思
う
の
は

r

以
前
は
「
一
人
の
息
子
」
と
「
息
子
の
一

人
」
と
は
区
別
か
あ
っ
た
。
「
藪
入
り
の
寝
る
や
一
人
の
親
の
そ
ば
」
は
、

親
か
一
人
し
か
い
な
い
場
合
て
あ
る
。
「
親
を
一
人
失
っ
た
」
は
二
人
の

う
ち
の
一
人
の
意
味
で
あ
る
。
今
西
洋
風
の
言
い
方
を
ま
ね
て
「
子
供

が
一
ー
一
人
ケ
カ
を
し
た
」
と
言
う
場
合
「
三
人
の
子
供
か
ケ
ガ
を
し
た
」
と

い
う
の
は
、
こ
れ
は
汗
に
言
葉
の
乱
れ
で
あ
る
。

れ
で
い
い
の
で
は
な
い
か

「
紳
」
と
潟
か
九
、
瑛
文
の
教
科
薔
に
は
「
神
」
と
聾
か
れ
て
あ
っ
た
か

゜
、つ'

□ 
九
年
に
発
行
し
た
「
中
等
文
法
」
の
お
陰
で
あ
る
。
た
だ
し
現
在
て
も
標

準
を
平
安
時
代
を
も
と
に
し
て
、
単
語
を
き
め
て
い
る
の
は
ま
ず
い
。
「
愛

す
る
」
の
打
ち
消
し
か
「
愛
さ
な
い
」
と
な
り
、
仮
定
形
が
「
愛
す
れ
ば
」

と
な
る
よ
う
な
の
は
、
五
段
活
用
と
、
サ
行
変
格
活
阻
が
一
緒
に
な
っ
て
、

第
七
糧
の
活
用
が
出
来
た
と
す
べ
き
て
あ
る
e

語
彙
に
つ
い
て
は
カ
タ
カ
ナ
言
葉
の
増
加
が
問
題
に
な
る
e

こ

礼
は
箪
者
も
批
判
せ
さ
る
を
得
な
い
。
商
品
名
に
カ
タ
カ
ナ
言
葉

を
使
う
の
は
売
る
た
め
と
す
れ
は
許
せ
る
。
か
、
そ
ん
な
こ
と
を

七
す
る
必
要
な
い
鉄
道
関
係
の
人
た
ち
が
、

J
R
と
言
っ
た
り
、

K
I
O
S

K
と
言
っ
た
り
す
る
の
は
い
け
な
い
。

J

R
は
「
民
鉄
」
と
し
、
キ
オ
ス

ク
は
「
売
店
」
で
い
い
。
た
だ
し
カ
タ
カ
ナ
言
葉
は
一
時
は
や
っ
て
、
す

く
に
す
た
る
も
の
か
多
い
。
―
つ
の
単
語
か
使
わ
れ
る
回
数
は
和
語
に
比

べ
て
全
然
少
な
く
、
こ
の
た
め
に
日
本
語
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は

士
U

な
い
か
と
い
う
心
配
は
ま
っ
た
＜
杞
憂
で
あ
る
。

単
語
の
う
ち
「
炭
」
「
鉄
瓶
」
「
書
生
」
の
よ
う
な
も
の
は
、
若
い
人

に
は
意
味
か
分
か
ら
な
く
な
っ
た
が
、
そ
う
い
う
も
の
は
生
活
に
な
く
な

っ
た
の
で
仕
方
が
な
い
。
今
の
人
は
普
段
の
生
活
で
新
し
く
覚
え
な
け
れ

ば
い
け
な
い
物
の
名
が
多
い
か
ら
、
古
い
の
は
忘
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
気

の
お
け
な
い
」
の
よ
う
な
言
葉
を
反
対
の
意
味
に
用
い
る
人
が
あ
る
と
い

う
が
仕
方
が
な
い
。
「
情
け
は
人
の
た
め
な
ら
す
」
は
、
新
し
い
人
の
解

釈
の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
「
ご
ほ
う
ぬ
き
」
を
追
い
抜

く
意
味
に
使
う
の
は
、
語
源
的
に
お
か
し
い
か
ら
誤
り
と
す
べ
き
で
あ
る
。

ナ
ウ
イ
と
か
ダ
サ
イ
と
か
新
し
い
表
現
も
毎
日
の
よ
う
に
生
ま
れ
て
い

る
茨
大
部
分
は
一
―

r

三
年
で
飽
き
ら
れ
て
消
え
る
。
も
し
残
る
も
の
か

あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
社
会
が
求
め
て
い
た
、
よ
い
表
現
な
の
で
あ
ろ

と
考
え
礼
は
そ
れ
て
い
い
。
決
し
て
戦
後
に
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く

沓
か
礼
て
い
た
。
中
学
校
に
入
っ
て
か
ら
は

r

今
度
は
国
語
の
教
科
書
に

い
わ
ゆ
る
ラ
ぬ
き
言
葉
は
、
は
っ
き
り
可
能
を
表
す
語
形
が
生
ま
れ
た

の
教
科
書
は
国
語
て
は
「
神
」
と
書
か
九
、
修
身
や
歴
史
で
は
「
帥
」
と

そ
れ
で
あ
る
。
泌
字
の
字
体
な
と
も
そ
う
で
、
仙
な
と
か
小
学
校
の
こ
ろ

に
し
た
り

r

「
寂
し
い
」
「
淋
し
い
」
を
「
寂
し
い
」

―
つ
に
し
た
の
は

い
か
あ
っ
た
。
「
訳
」
と
「
飢
」
と
あ
る
「
な
み
た
」
を

p

「
涙
」

―
っ

完
全
な
現
代
仮
各
遣
い
で
一
本
に
な
っ
て
い
る
の
と
は
天
地
の
差
か
あ
る

ま
で
き
ま
ら
な
か
っ
た
。
「
官
」
と
「
管
」
は
ク
ヮ
ン
で
あ
る
か
、
「
菅
」
は

ム
カ
ウ
か
ム
カ
フ
か
、
「
机
」
は
ツ
ク
エ
か
ッ
ク
ヱ
か
学
者
の
間
で
最
後

仮
名
造
い
も
戦
前
は
難
し
く
、
歴
史
的
仮
名
造
い
で
は
「
同
か
う
」
は

え
は
い
い
の
で
、
漢
字
は
読
め
さ
え
す
れ
は
よ
く
な
る
だ
ろ
う

済
ま
せ
て
い
た
。

今
、
ワ
ー
プ
ロ
か
発
達
・
普
及
し
て
、
若
い
人
は
萬
字
を
書
く
力
が
な

く
な
っ
た
と
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
ワ
ー
プ
ロ
は
今
の
テ
レ
ピ
な
み
に
普
及

す
る
だ
ろ
う
。
と
す
れ
は
、
正
し
い
漢
字
は
ワ
ー
プ
ロ
君
に
書
い
て
も
ら

［／］ 
乱
れ
が
治
ま
っ
た
著
し
い
例
と
い
え
る

っ
て
い
た
の
は
文
語
体
だ
け
だ
っ
た
（
）
だ
か
ら
小
学
校
の
同
じ
教
科
書
の

中
に
て
も
、
「
て
つ
だ
い
」
と
い
う
言
葉
が
「
手
伝
」
と
あ
っ
た
り
「
手

伝
い
」
と
あ
っ
た
り
し
た
。
戦
後
に
な
っ
て
「
国
語
審
識
会
」
で

‘
1
0

0
0
年
の
間
放
置
さ
れ
て
い
た
、
口
語
の
送
り
仮
名
と
い
う
も
の
を
制
定

し
よ
う
と
し
た
の
だ
か
ら
大
変
だ
っ
た
。
し
か
し
今
新
聞
を
見
て
も
雑
誌

を
見
て
も

r

い
ち
お
う
内
閣
告
示
に
近
い
緑
で
一
貫
し
て
い
る
。
こ
れ
は

9 ，鳳， 9,

ノ＼
説た
明と文
でし法
き ば は
るし‘
よば学
う言校
にわ文
なれ法
つるの
た ゜ き
のしま
はかり
よしに
か＇へ に

つどわ
たんな
゜ない
文単も
部語の
省でが
でも多
昭文<
和法な
- -ペヽ

‘ つ

一
番
大
変
だ
っ
た
の
は
送
り
仮
名
の
制
定
で
、
戦
前
送
り
仮
名
の
き
ま

そ
う
い
う
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た

固
語
施
策
5
0
年
e新
し
い
時
代
に
向
け
て

1{ 
i
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い
は
「
現
代
か
な
づ
か
い
」
と
い
う
の
が
、
昭

和
ニ
―
年
に
ま
ず
出
て
、
そ
れ
を
受
け
て
「
当

用
漢
字
背
訓
表
」
だ
と
か
「
送
り
が
な
の
つ
け

方
」
な
ど
が
次
々
と
出
さ
れ
た
。
そ
の
趣
旨
と

い
う
の
は
お
お
む
ね
文
字
遣
い
等
を
平
明
に
す

る
。
易
し
く
す
る
。
公
文
書
あ
る
い
は
教
育
の

世
界
で
は
そ
れ
を
守
る
。
新
聞
や
放
送
等
も
そ

れ
を
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い

国語施策は期待すること

っ
た
形
で
戦
後
の
国
語
改
革
は
実
施
さ
れ
た
ん

で
す
が
、
そ
の
中
身
に
つ
い
て
い
ろ
ん
な
批
判

が
出
て
き
た
。
と
申
し
ま
す
よ
り
は
、
作
ら
れ

た
時
に
も
既
に
い
ろ
ん
な
批
判
は
あ
っ
た
わ
け

で
す
が
、
そ
れ
が
段
々
表
面
化
し
て
き
て
考
え

直
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
っ
た
。
例
え
ば
、

漢
字
の
字
種
に
つ
い
て
制
限
が
強
す
ぎ
て
、
よ

く
使
う
漢
字
も
入
っ
て
い
な
い
、
仮
名
遣
い
に

の
を
も
っ
と
尊
重
す
べ

き
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
送
り
仮
名
に
つ
い

て
は
決
ま
り
が
ち
ょ
っ
と
複
雑
す
ぎ
る
と
い
っ

た
よ
う
な
批
判
が
あ
っ
た
。
ま
た
運
用
の
仕
方

に
つ
い
て
も
拘
束
力
が
ち
ょ
っ
と
強
す
ぎ
る
の

で
は
な
い
か
。
専
門
的
な
領
域
ま
で
そ
れ
で
押

さ
え
る
と
い
う
の
は
ど
う
な
の
か
、
と
い
う
よ

う
な
こ
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
昭
和
四
一
年
の
六

月
に
文
部
大
臣
か
ら
国
語
審
議
会
に
対
し
て

「
国
語
施
策
の
改
善
の
具
体
策
に
つ
い
て
」
と

い
う
諮
問
が
出
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
諮
問

を
受
け
て
、
見
直
し
期
の
最
初
の
答
申
が
「
改

定
送
り
仮
名
の
付
け
方
」
と
い
う
こ
と
で
昭
和

四
七
年
に
答
申
が
出
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
追

い
掛
け
て
「
当
用
漢
字
表
」
に
代
わ
る
「
常
用

漢
字
表
」
が
昭
和
五
六
年
に
、
「
現
代
仮
名
遣

い
」
が
昭
和
六
一
年
に
、
そ
れ
か
ら
「
外
来
語

の
表
記
」
が
平
成
三
年
に
出
て
お
り
ま
す
。
一

連
の
表
記
の
基
準
の
見
直
し
を
一
言
で
言
っ
て

し
ま
い
ま
す
と
、
多
分
こ
れ
は
私
個
人
の
見
解

で
も
あ
り
ま
す
が
、
制
限
的
な
や
り
方
か
ら
目

安
や
よ
り
ど
こ
ろ
を
ね
ら
っ
た
も
の
に
変
わ
っ

た
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
ん
な

ふ
う
に
私
は
受
け
止
め
て
お
り
ま
す
。

●
大
島
松
村
先
生
に
は
、
そ
の
時
期
に
二
〇

［出席者（敬称略•発言順）

水谷修
国立国語研究所長

松村明
東京大学名誉教授

堀田倫男
日本新聞協会用語専門委員

西尾珪子
国際日本語普及協会理事長

(．S 

I 

如月小春
劇作家

ビ
大島有史

文化庁文化部国語課長
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●
大
島
本
日
は
お
忙
し
い
中
、
御
出
席
い
た

だ
き
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

明
治
以
来
、
国
語
の
問
題
は
文
字
表
記
の
改
善

が
議
論
の
中
心
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
戦
後
約

半
世
紀
に
わ
た
っ
て
取
り
組
ん
で
き
た
の
も
、

漢
字
や
仮
名
遣
い
な
ど
主
と
し
て
表
記
の
問
題

で
す
。
最
初
の
「
当
用
漢
字
表
」
、
「
現
代
か
な

づ
か
い
」
が
昭
和
ニ
―
年
で
す
か
ら
、
今
年
で

五
0
年
が
経
過
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

本
日
は
こ
の
五

0
年
の
国
語
施
策
の
歩
み
を

振
り
返
り
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
の
国
語
施
策
の
展

望
が
見
え
て
く
る
よ
う
な
お
話
合
い
に
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
戦
後
の
国

語
施
策
は
、
昭
和
四
一
年
に
文
部
大
臣
か
ら
諮

問
を
受
け
ま
し
て
再
検
討
の
時
期
に
入
り
ま
し

た
。
こ
れ
が
現
行
の
表
記
の
基
準
と
な
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
ま
ず
水
谷
先
生
か
ら
国

語
施
策
の
再
検
討
の
流
れ
を
簡
単
に
御
説
明
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

-"mo戸
”
り
返
っ
て

●
水
谷
今
の
お
話
の
再
検
討
と
い
う
の
は
昭

和
四
一
年
か
ら
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
以
前
に
、

具
体
的
な
形
と
し
て
は
「
当
用
漢
字
表
L

ぁ
る

〇

国

語

施

策

50年
●
新
し
い
時
代
に
向
け
て
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ま
す
け
ど
、
協
力
だ
け
で
は
な
く
漢
字
制
限
と

い
う
の
は
元
々
新
聞
社
の
念
願
だ
っ
た
わ
け
で

す
。
政
府
と
は
別
に
自
分
た
ち
で
漢
字
制
限
を

や
ろ
う
と
企
て
た
こ
と
が
何
回
か
あ
る
は
ず
で

す
。
だ
か
ら
い
ろ
ん
な
見
方
が
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
利
害
が
一
致
し
た
か
ら
従
っ
た
と
で
も

い
う
の
か
、
そ
う
い
っ
た
面
が
あ
る
ん
で
す
。

で
す
け
れ
ど
、
新
聞
界
と
い
う
の
は
国
語
審
議

会
の
決
定
に
つ
い
て
は
優
等
生
だ
っ
た
ん
で
す

ね
。
そ
し
た
ら
風
向
き
が
変
わ
り
ま
し
て
ね
。

今
に
な
っ
た
ら
交
ぜ
書
き
は
望
ま
し
く
な
い
と

し
か

い
う
ふ
う
な
叱
ら
れ
方
を
す
る
わ
け
で
す
（
笑

い
）
。
新
聞
だ
っ
て
ぐ
れ
る
こ
と
あ
る
ん
で
す

よ
ね
。
い
さ
さ
か
そ
っ
ぽ
を
向
き
ま
し
て
ね
。

今
は
本
当
に
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
と
い
う
こ
と

を
か
な
り
迷
っ
て
ま
す
。
例
え
ば
、
「
当
用
漢
｀

字
表
」
に
は
仮
名
を
振
る
な
と
い
う
前
書
き
が

あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
っ
、
当
用
漢

字
で
書
け
な
い
言
葉
に
つ
い
て
は
別
の
言
葉
に

置
き
換
え
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
仮
名
書
き
に

し
ろ
と
い
う
決
ま
り
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

今
の
審
議
会
の
議
論
で
は
、
交
ぜ
書
き
に
つ
い

て
は
や
め
た
方
が
い
い
。
そ
の
解
決
策
と
し
て

仮
名
を
振
れ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
ま
し
て
、

当
用
漢
字
の
時
と
真
っ
逆
様
な
ん
で
す
ね
。
ど

松村明氏

第二0期国語審議会の「新しい

時代に応じた国語施策について

（審議経過報告）」を読んでみる

と非常に面白い報告書で、これ

をやはり一般の人にもっと分か

るように、更にいろいろ工夫さ

れて、少なくとも何らかの基準

を求めようとする人にこたえら

れるようなものを考えていただ

きたい。

年
間
以
上
の
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
国
語
審
議

会
の
委
貝
を
お
務
め
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の

当
時
の
状
枇
を
振
り
返
っ
て
、
お
話
を
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

●
松
村
私
は
第
一

0
期
の
国
語
審
議
会
か
ら

委
員
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
。

1
0
期
と
い
う
の
は
、
送
り
仮
名
の
付
け
方
と

音
訓
表
の
改
定
の
二
つ
の
仕
事
を
し
て
い
ま
し

た
。
二
つ
の
こ
と
を
同
時
に
や
っ
て
い
た
ん
で
、

ど
ち
ら
か
に
配
属
さ
れ
る
ん
で
す
ね
。
私
は
送

り
仮
名
の
方
に
入
れ
ら
れ
た
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
送
り
仮
名
の
委
員
会
が
も
の
す
ご
い
荒
れ

た
会
議
で
し
た
。
最
近
の
国
語
審
議
会
は
知
り

ば

ま
せ
ん
が
、
極
端
に
言
え
ば
罵
芦
言
雑
言
が
委
員

会
で
飛
び
交
う
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
本
当
に

び
っ
く
り
し
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
よ
。
と
に
か
く

審
議
会
と
い
う
と
こ
ろ
は
す
ご
い
と
こ
ろ
だ
と

い
う
の
が
第
一
印
象
で
し
た
（
笑
い
）
。

委
員
と
し
て
の
二

0
年
間
を
振
り
返
っ
て
み

る
と
、
何
と
言
っ
て
も
送
り
仮
名
の
改
定
が
一

番
大
変
で
、
そ
の
次
に
常
用
漢
字
表
が
少
し
大

変
で
し
た
。
そ
し
て
現
代
仮
名
遣
い
に
な
り
ま

す
と
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
反
対
の
方
も
お
ら
れ

る
わ
け
で
す
け
ど
、
か
な
り
穏
や
か
に
で
き
ま

し
た
。
そ
れ
で
一
応
戦
後
の
見
直
し
を
一
通
り

や
っ
た
わ
け
で
す
。
二

0
期
の
国
語
審
議
会
の

報
告
も
拝
見
し
た
ん
で
す
が
、
目
安
、
よ
り
ど

こ
ろ
と
二
つ
並
べ
て
あ
り
ま
す
ね
。
何
と
な
く

風
向
き
が
変
わ
り
ま
し
て
、
読
み
書
き
が
余
り

得
意
で
な
い
人
た
ち
の
た
め
の
施
策
だ
っ
た
は

ず
の
も
の
が
、
委
員
の
方
々
は
も
ち
ろ
ん
レ
ベ

そ
の
後
、
目
安
、
よ
り
ど
こ
ろ
と
並
べ
ら
れ
た

ん
で
す
け
ど
も
、
実
は
こ
の
目
安
と
よ
り
ど
こ

ろ
と
い
う
言
葉
を
使
う
か
使
わ
な
い
か
、
使
う

に
し
て
も
ど
う
使
う
か
が
第
一

0
期
の
時
の
大

問
題
で
し
た
。
結
局
、
「
送
り
仮
名
の
付
け
方
」

で
は
「
よ
り
ど
こ
ろ
」
と
し
た
の
で
す
が
、
そ

れ
は
送
り
仮
名
の
付
け
方
と
い
う
の
は
一
種
の

法
則
と
い
い
ま
す
か
規
則
で
す
ね
。
つ
ま
り
一

つ
の
ル
ー
ル
み
た
い
に
し
て
案
が
で
き
て
い
る
。

で
す
か
ら
、
こ
れ
は
そ
う
い
う
ル
ー
ル
に
よ
る

か
よ
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
に

対
し
て
、
漢
字
表
と
か
音
訓
表
と
か
は
、
ど
の

範
囲
ま
で
の
漢
字
や
音
訓
を
使
う
か
と
い
う
案

で
す
ね
。
そ
う
い
う
範
囲
の
問
題
を
考
え
る
ん

だ
か
ら
、
こ
れ
は
目
安
と
い
う
言
葉
が
い
い
と

い
う
こ
と
に
最
終
的
に
落
ち
着
い
た
の
で
す
。

●
大
島
難
し
い
時
期
に
委
員
に
就
任
さ
れ
て

い
ろ
い
ろ
大
変
な
思
い
を
な
さ
っ
た
と
い
う
生

々
し
い
お
話
を
今
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。
表
記
の
問
題
で
一
番
苦
労
し
て

き
た
の
は
新
聞
界
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま

す
が
、
堀
田
先
生
い
か
が
で
す
か
。

●
堀
田
戦
後
の
一
連
の
国
語
表
記
が
決
ま
っ

た
時
に
、
新
聞
は
ほ
と
ん
ど
全
面
的
に
国
語
審

議
会
の
決
定
に
従
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
よ
く

分
の
レ
ベ
ル
で
も
の
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。

そ
う
い
う
感
じ
が
す
る
ん
で
す
。

そ
う
い
っ
た
意
味
で
施
策
の
一
貫
性
と
い
う

ん
で
す
か
ね
。
途
中
で
後
ろ
向
か
れ
た
ら
優
等

生
ほ
ど
困
る
ん
で
す
。
今
一
番
困
っ
て
い
る
の

は
や
っ
ば
り
漢
字
の
枠
で
す
ね
。
枠
を
決
め
る

こ
と
自
体
に
は
も
ち
ろ
ん
反
対
は
な
い
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
そ
の
枠
の
扱
い
で
す
よ
ね
。
国
語

施
策
の
結
果
生
ま
れ
た
弊
害
と
言
い
ま
す
か
。

そ
れ
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
の
は
本
当
に
頭
の

痛
い
問
題
な
ん
で
す
。

●
大
島
昨
年
出
ま
し
た
「
審
議
経
過
報
告
」

で
は
、
交
ぜ
書
き
は
文
脈
に
よ
っ
て
は
読
み
取

り
に
く
か
っ
た
り
語
の
意
味
を
把
握
し
に
く
く

さ
せ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
問
題
意
識

と
、
も
う
一
方
で
は
、
振
り
仮
名
を
安
易
に
使

用
す
る
こ
と
が
難
し
い
漢
字
を
多
用
す
る
傾
向

に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
は
好
ま
し
く
な
い
と
い

う
問
題
意
識
の
二
つ
が
同
時
に
あ
っ
て
、
確
か

に
具
体
的
に
ど
う
扱
う
か
と
い
う
こ
と
は
難
し

い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
辺
で
、
西
尾
先
生
あ
る
い
は
如
月
先
生

か
ら
お
話
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、

ま
ず
西
尾
先
生
か
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

●
西
尾
今
よ
く
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、

15 

水谷修氏

国語審議会が抱えている課題を

国民全体の課題として展開して

いくためには、国民とのコミュ

ニケーションをもっと大切にし｀

審議会という限られた中だけで

報告書を作るという形から脱却

する必要性が求められていると

思っております。

＾
》
国
語
施
策
50年
●
新
し
い
時
代
に
向
け
て

14 



国語施策に期待すること 一

で
す
か
ら
現
状
で
は
ヘ

ボ
ン
式
で
や
り
た
い
人
は
ヘ
ボ
‘
ふ
ふ
式
で
や
り
、
'

日
本
式
や
訓
令
式
で
や
り
た
い
人
も
や
れ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
る
ん
で
す
。
た
だ
し
、

諾
本
的
に
は
第
一
表
て
や
る
の
を
建
前
に
し
よ

う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
役

所
そ
の
他
で
は
訓
令
式
で
や
る
こ
と
に
な
っ
て

る
ん
で
す
。
な
っ
て
る
ん
で
す
か
、
外
務
省
辺

り
は
ま
た
ち
ょ
っ
と
別
の
事
情
が
あ
っ
て
、
ヘ

ポ
ン
式
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

働
大
島
確
か
に
表
記
の
間
附
は
一
段
落
し
た

と
言
わ
九
て
も
、
ご
く
ご
く
基
本
的
な
と
こ
ろ

で
あ
っ
て
、
国
際
化
、
情
報
化
の
進
展
の
中
で

新
た
な
問
題
が
浮
か
び
上
か
っ
て
き
て
い
る
。

そ
う
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
如

月
先
生
、
今
ま
て
の
お
話
に
関
連
し
て
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

鍮
如
月
大
変
面
白
い
お
話
を
い
ろ
い
ろ
伺
わ

せ
て
い
た
だ
い
て
、
今
日
は
と
て
も
勉
強
に
な

っ
た
な
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
審
議
会
か
大

変
も
め
た
と
い
う
お
話
で
す
ね
。
そ
う
や
っ
て

国
語
審
議
会
か
ら
出
さ
れ
た
答
申
は
、
そ
れ
こ

そ
新
聞
等
に
大
き
く
出
ま
し
て
、
そ
の
こ
と
を

き
っ
か
け
に
し
て
、
そ
れ
か
ま
た
新
た
な
間
題

提
起
に
な
っ
て
い
っ
た
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
。

言
葉
に
対
す
る
、
特
に
日
本
語
に
対
す
る
関
心

枷i[fl倫男氏

国語審諾会の影薯力の大きさと

ぃうのは、今までの表記の問題

て見ると、ほかにもうかけがえ

{f)ない機関なんてすね。現実に

混乱が起こっている霞柄に対し

ては その影讐力を使っていた

仁きたいというのが非常に熱い

隕望なんです。

表
記
の
問
題
は
一
応
こ
こ
で
終
わ
っ
た
。
こ
れ

か
ら
は
言
葉
遣
い
の
問
姐
と
か
、
あ
る
い
は
国

際
化
あ
る
い
は
怜
報
化
時
代
に
対
す
る
日
本
語

R
大
島
第
一
九
期
国
語
審
議
会
か
ら
は
、
現

新
た
な
国
語
施
策
の
流
れ

の
間
題
を
考
え
て
い
く
と
こ
ろ
ま
で
来
て
お
り

ま
す
か
、
私
は
今
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
重
視
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

ロ
ー
マ
字
表
記
の

問
題
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ら
の
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
化
に
関
係
が
あ
り
ま
す

け
礼
ど
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ボ
ー
ダ
ー
レ

ス
（
国
境
に
関
係
な
く
）
に
情
報
が
伝
達
さ
れ

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
日

る
時
代
に
な
り
ま
し
て
、

本
語
の
ソ
フ
ト
ガ
な
い
場
合
な
ど
ロ
ー
マ
字
で

表
記
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の

時
に
新
し
い
問
題
が
次
々
と
出
て
き
ま
し
た
。

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
い
う
言
葉
が
あ
り

例
え
ば
、

ま
す
ね
。
そ
れ
を
外
来
語
で
は
片
仮
名
で
ス
タ

ン
ダ
ー
ト
と
書
く
。
原
語
で
は

S
T
A
N
D
A

R
D
と
い
う
ス
ペ
リ
ン
グ
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、

こ
れ
を
ロ
ー
マ
字
で
表
す
と
ぎ
に
元
度
の
英
語

の
ス
ペ
ル
を
入
力
す
る
の
か
、

こ
れ
は
こ
れ
か

日
本
語
化
さ
れ

て
し
ま
っ
た
例
え
ば

S
U
T
A
N
D
A
A
D
o

と
い
う
ふ
う
に
入
力
す
る
の
か
問
題
で
す
。
日

本
語
に
変
換
す
る
場
合
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と

が
言
え
ま
す
。

ま
た
人
名
、

地
名
は
ど
の
よ
う
に
ロ
ー
マ
字

表
記
す
る
の
か
と
い
う
の
も
問
題
に
な
り
ま
す
。

人
名
、
地
名
、
特
に
人
名
は
自
由
で
い
い
と
言

っ
て
お
り
ま
す
が
、
例
え
ば
著
者
と
し
て
の
検

で
す
。
日
本
語
に
対
す
る
関
心
か
全
然
冷
え
て

な
い
と
い
う
の
は
逆
に
言
い
ま
す
と
、
た
く
さ

ん
も
め
て
そ
し
て
出
さ
れ
た
も
の
が

f

ま
た
新

た
な
問
題
提
起
に
な
っ
て
関
心
を
呼
び
起
こ
し

て
、
日
本
語
を
愛
し
た
り
考
え
た
り
す
る
人
を

新
た
に
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
側
面
も
あ
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
ち
ょ
っ
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
確
か
に
言
葉
と
い
う
の
は
同
え
ば
新
聞
の

よ
う
な
お
立
場
で
す
と
、
社
会
的
な
情
報
を
伝

連
す
る
手
段
と
し
て
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

私
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
は

非
常
に
個
人
的
な
も
の
で
も
あ
り
、
様
々
な
人

に
と
っ
て
個
人
的
で
あ
る
側
面
と
社
会
的
な
側

面
の
両
方
を
常
に
持
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す

ね
。
だ
か
ら
こ
そ
言
葉
の
問
題
と
い
う
の
は
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
、

常
に
関
心
を
か
き
立
て
て
い
な
く
て
は
い
け
な

い
は
ず
の
も
の
で
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
今

の
日
本
語
の
状
況
は
健
康
と
言
っ
て
も
い
い
ん

で
は
な
い
か
、
と
割
と
ポ
ジ
テ
ィ
プ
（
肯
定
的
）

に
伺
っ
て
い
ま
し
た
。

国
語
施
策
5
0年
喜

し

い

時

代

に

向

け

て

索
を
し
た
い
時
に
ど
う
す
る
か
。

私
の
友
入
に

大
野
洋
子
と
い
う
入
が
い
る
ん
で
す
け
ど
、
何

通
り
も
ロ
ー
マ
字
の
書
き
方
か
考
え
ら
れ
る
ん

ゞ

i

2

。

て
r

内

j

日
本
人
の
著
者
な
り
研
究
家
な
り
が

名
簿
に
載
る
時
に
、

＠
松
村

と
い
う
の
も
一

す
ね
。

た
だ
、

い
ろ
い
ろ
な
書
き
方
が
あ

っ
て
は
と
ん
ど
検
索
不
可
能
な
の
で
は
困
る
。

特
に
、
抵
界
の
テ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
載
せ
る
時
の

約
束
事
み
た
い
な
も
の
を
作
っ
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
新
し
い
時
代
に
は

新
し
い
時
代
の
表
記
の
問
題
が
あ
る
の
だ
と
い

う
こ
と
を
、
―
つ
の
惑
想
と
し
て
申
し
上
げ
て

お
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

今
の
問
題
は
確
か
に
よ
く
分
か
る
、
ん

て
す
ね
。
今
後
そ
う
い
う
問
題
を
ど
う
す
る
か

つ
の
大
き
な
課
題
で
ご
ぎ
い
ま

ロ
ー
マ
字
の
つ
づ
り
方
は
、
一

応
今
の
と
こ
ろ
、
本
当
の
決
着
か
ど
う
か
分
か

り
ま
せ
ん
か
、
決
着
の
形
は
と
っ
て
い
る
ん
で

す
。
御
承
知
の
よ
う
に
ヘ
ポ
ン
式
と
日
本
式
と

訓
令
式
の
三
者
の
対
立
は
、
戦
前
に
猛
烈
に
や

り
戦
後
も
実
は
相
当
に
や
り
な
が
ら
、
結
局
落

ち
着
い
た
の
が
あ
の
ロ
ー
マ
字
表
の
第
一
表
、

第
二
表
と
い
う
も
の
で
す
ね
。
要
す
る
に
第
一

表
と
い
う
の
は
訓
令
式
、
第
二
表
の
中
に
訓
令

式
と
違
う
つ
づ

IJ
字
に
つ
い
て
は
両
方
と
も
入

i

‘

じ`

応
し
て
い
く
と
い
う
新
た
な
段
階
に
入
っ
て
お

り
ま
す
。
水
谷
先
生
か
ら
、
そ
の
辺
り
に
つ
い

て
の
御
説
明
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

會
水
谷
今
お
話
を
伺
っ
て
い
て
、
す
ご
く
い

ろ
ん
な
こ
と
を
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
ん
で

す
が
、
堀
田
さ
ん
の
お
話
の
中
で
見
直
し
期
の

委
員
か
自
分
た
ち
の
立
場
で
も
の
を
考
え
、
で

き
な
い
人
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
指
摘
は
非
常
に
衝
撃
的
な
言
葉

で
し
た
。
現
在
行
わ
れ
て
い
る
審
議
会
の
課
題

を
考
え
て
い
く
た
め
に
も
、
そ
う
い
う
精
神
と

い
う
も
の
が
極
め
て
大
事
で
、
そ
の
こ
と
を
忘

れ
て
し
ま
う
と
焦
点
の
紋
り
方
が
見
付
か
ら
な

く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

平
成
三
年
の
九
月
に
一
九
期
の
審
議
会
が
出

発
し
ま
し
て
、
そ
こ
で
は
「
現
代
の
国
語
を
め

く
る
諸
問
題
に
つ
い
て
」
と
い
う
こ
と
で
審
議

し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
課
題

が
五
つ
の
柱
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
ん
で
す

が
一
っ
は
言
葉
遣
い
に
関
す
る
こ
と
、
そ
れ

か
ら
情
報
化
へ
の
対
応
に
関
す
る
こ
と
、
国
際

杜
会
へ
の
対
応
に
関
す
る
こ
と
、
国
語
の
教
育
。

研
究
に
関
す
る
こ
と
、
表
記
に
関
す
る
こ
と
、

の
五
つ
で
す
。
こ
の
一
九
期
の
審
議
を
受
け
て
、

文
部
大
臣
か
ら
出
た
諮
問
が
、
「
新
し
い
時
代

一℃浴c◎---
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国語施策に期待するこ
◎＠釦へcc虚： ―-西厄珪子氏

情報化、国際化の時代に、日本

人が日本語の問題を考えるきっ

かけを国語害議会はもっと提示

してもいいのではないか口日本

語に対する人々の意識開発の起

爆剤のような役割を審議会が果

たしてもよろしいのではないか、

と思います。

一翠：
／
！

に
応
じ
た
国
語
施
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
と

い
う
表
現
な
ん
て
す
が
、
具
体
的
に
は
今
挙
げ

た
五
つ
の
中
身
を
審
譲
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
す
。

全
部
を
同
じ
よ
う
に
扱
う
こ
と
も
で
き
な
い
の

で
、
言
葉
遣
い
で
―
つ
の
委
貝
会
を
立
て
、
情

報
化
と
国
際
化
で

r

も
う
―
つ
の
委
員
会
を
立

て
る
。
国
語
の
教
育
・
研
究
の
間
題
は
両
方
の

委
員
会
で
取
り
扱
わ
れ
る
可
能
性
か
あ
る
。
表

記
の
間
題
は
主
と
し
て
情
報
化
の
中
で
扱
う
。

そ
う
い
う
形
で
平
成
五
年
の
一
一
月
か
ら
二

0
期
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
す
が
、
と
に
か
く
広

す
ぎ
て
先
ほ
ど
松
村
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ

う
な
罵
詈
雑
言
と
い
う
の
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
け
れ
ど
、
意
見
が
あ
っ
ち
こ
っ
ち
へ
行
っ
て

し
ま
っ
て
、
間
題
点
は
ど
こ
な
の
か
と
い
う
こ

と
が
な
か
な
か
つ
か
め
な
い
。
何
が
課
題
な
の

か
と
い
う
こ
と
を
紋
っ
て
い
く
こ
と
が
非
常
に

難
し
い
と
い
う
こ
と
が
、
た
っ
た
二
年
間
の
経

過
の
中
で
で
す
が
、
今
は
実
感
と
し
て
強
く
昧

わ
わ
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
経
過

を
ず
っ
と
見
て
お
り
ま
す
と
、
審
議
会
の
中
で

審
謡
さ
れ
る
こ
と
と
杜
会
の
受
け
止
め
方
の
間

に
と
う
も
大
ぎ
な
ギ
ャ
ッ
プ
か
あ
る
。
こ
の
間

題
を
肝
決
し
て
い
か
な
け
礼
ば
結
果
と
い
う
の

は
得
ら
札
な
い
の
で
は
な
い
か
。
当
用
汎
字
が

れ
か
大
変
で
す
。

鬱
松
村
し
か
し
、
私
は
や
っ
ぱ
り
国
語
審
議

会
の
こ
れ
か
ら
の
仕
事
の
―
つ
の
重
要
な
方
向

は
、
そ
う
い
う
機
絨
化
に
お
け
る
言
菓
の
問
題

出
た
時
、
先
は
ど
の
お
話
で
新
聞
社
は
協
力
し

た
と
い
う
の
は
間
違
い
で
あ
っ
て
、
あ
る
意
味

で
は
一
緒
に
や
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
お
話

し
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
よ
う
な

状
況
が
今
も
し
か
す
る
と
欠
け
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
新
聞
：
放
送
だ
け
で
な
く
、
国
民
全

体
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
足
り
な
い
の

で
は
な
い
か
。
国
民
全
体
の
課
類
と
し
て
展
開

し
て
い
く
た
め
に
は
、
今
の
審
議
会
の
審
襲
内

容
そ
の
も
の
が
ど
う
在
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と

と
同
時
に
、
審
読
し
た
中
身
を
人
勺
に
伝
え
、

今
度
は
逆
に
人
々
か
ら
そ
れ
を
吸
収
し
直
し
て

吸
い
上
げ
て
、
次
の
段
階
へ
引
ぎ
上
け
て
い
く
、

と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ど
う
や
っ
た
ら
そ
れ
か
で
き
る
の
か
と

い
う
こ
と
に
、
今
非
常
に
強
い
関
心
を
持
っ
て

お
り
ま
す
。

轡
大
島
今
の
水
谷
先
生
の
お
話
に
対
し
て
、

堀
田
先
生
か
ら
何
か
あ
れ
ば
：
：
・
：

0

鬱

堀

田

第

二

0
期
の
報
告
か
出
た
時
に
報
道

各
社
は
「
ら
抜
き
」
し
か
扱
わ
な
か
っ
た
ん
で
、
．

あ
れ
は
私
も
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
「
ら
抜
き
」

だ
け
と
い
う
の
は
お
気
の
毒
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
た
だ
、
問
題
点
か
分
か
り
や
す
い
も
の
、

結
論
が
具
体
的
に
出
た
も
の
で
な
い
と
記
事
に

そ
し
て

議
会
が
本
腰
を
入
且
て
や
っ
て
く
だ
さ
れ
ば
、

あ
る
程
度
審
議
会
な
り
の
役
割
は
果
た
せ
る
ん

し
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
対
立
し
て
い
る

中
の
ど
こ
で
妥
協
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
早

く
見
付
け
て
、
よ
り
ど
こ
ろ
あ
る
い
は
目
安
と

い
う
形
で
ま
と
め
て
い
け
ば
、
何
と
か
な
る
と

思
い
ま
す
。
し
っ
か
り
や
っ
て
は
し
い
と
こ
ろ

で
す
よ
。

鬱
大
島
堀
田
先
生
は
、
今
の
字
体
問
題
を
ど

う
お
考
え
で
す
か
。

鬱
堀
田
電
子
機
器
で
文
字
を
扱
う
よ
う
に
な

っ
た
場
合
、
実
際
問
題
と
し
て
機
誡
同
士
の
共

通
性
が
高
く
な
い
と
、
非
常
に
無
駄
の
多
い
ソ

フ
ト
を
作
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
り
ま
す
よ

ね
。
さ
っ
き
の
森
鵡
外
の
「
鵡
」
の
字
な
ん
か

も
、
確
か
に
「
鴎
」
の
方
し
か
出
て
こ
な
い
と

い
う
の
は
致
命
的
な
欠
点
で
す
か
、
そ
れ
で
は

「
鵬
」
が
出
て
く
れ
ば
そ
れ
で
い
い
の
か
と
い

う
と
、
そ
う
で
も
な
い
ん
で
す
ね
。
両
方
出
て

く
る
と
い
う
の
は
片
一
方
が
出
な
い
よ
り
は
ま

し
て
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ば
り
共
通
し
た
標
準

字
体
と
い
い
ま
す
か
、
こ
ち
ら
が
優
先
で
、
も

う
一
方
の
方
は
使
い
た
い
人
が
使
う
文
字
で
あ

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を

f

国
語
審
議
会
は
お

決
め
に
な
る
べ
き
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
を

は
な
り
に
く
い
、
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
ん
で

す
。
で
す
か
ら
松
村
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
国

語
審
議
会
が
も
め
た
時
期
は
扱
い
が
大
き
か
っ

た
ん
で
す
よ
（
笑
い
）
。

鬱
松
村
総
会
は
オ
ー
プ
ン
に
な
っ
て
ま
ず
ね
。

も
め
た
時
期
は
記
者
席
は
満
員
な
ん
で
す
よ
。

穏
や
か
に
な
る
と
ガ
ラ
ガ
ラ
。
で
す
か
ら
新
聞

杜
の
注
意
を
引
こ
う
と
思
っ
た
ら
も
め
る
こ
と
。

そ
れ
は
本
当
で
す
。
一
生
懸
命
や
っ
て
て
も
普

か
だ
と
面
白
く
な
い
で
す
か
ら
ね
（
笑
い
）
。

鬱
水
谷
ど
の
程
度
も
め
る
こ
と
に
な
る
の
か

分
か
り
ま
せ
ん
か

f

こ
の
一
、
二
年
の
間
に
困

る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
礼
る
こ
と
の
一
っ
が
、
さ

っ
ぎ
西
尾
先
生
か
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
檬
械
に
関

連
す
る
文
字
遣
い
等
の
問
題
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
や
ワ
ー
プ
ロ
の
普
及
し
て
い
く
中
で
、
例

え
ば
表
外
字
の
問
題
を
と
う
す
る
か
で
す
。
具

体
的
に
は
、
ワ
ー
プ
ロ
で
区
の
方
の
「
鴎
」
が

入
っ
て
い
て
、
品
の
方
の

I

鴫
」
か
入
っ
て
な

い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
困
る
。
こ
の
混
乱

と
い
う
か
不
備
を
ど
う
し
て
く
れ
る
。
早
急
に

表
外
字
の
字
体
を
統
一
す
べ
き
だ
と
張
．
く
主
張

さ
れ
る
方
と
、
そ
ん
な
必
要
は
な
い
と
い
う
意

見
と
が
完
全
に
対
立
し
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ

は
一
休
ど
う
昔
え
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
f

r

，て

妥
し
、
う
‘

す
る
と
新
聞
記
事
に
な
り
ま
す
（
笑
い
）
。

国
語
審
譲
会
と
し
て
は
作
業
量
が
多
く
て
大

変
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
も
、
昔
当
用
漢
字

に
一
字
一
字
字
体
を
決
め
て
い
っ
た
。
あ
の
作

業
を
表
外
字
で
も
や
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
。
結

局
そ
こ
ま
で
行
か
な
い
と
落
ち
着
か
な
い
と
い

う
か
解
決
し
な
い
。
議
論
は
確
か
に
今
真
っ
二

つ
に
割
れ
て
ま
ず
け
れ
ど
も
、
一
般
の
人
た
ち

に
と
っ
て
極
め
て
身
近
な
問
題
に
つ
い
て
は
、

は
っ
き
り
も
の
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

睾
大
島
と
こ
ろ
で
、
今
回
の
「
審
諭
経
過
報

告
」
の
中
で
は
固
際
化
と
の
関
係
か
ら
日
本
語

教
育
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

長
年
、
日
本
語
教
育
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
西

尾
先
生
か
ら
、
こ
札
ま
て
の
日
本
語
教
育
の
歩

み
を
振
り
返
り
な
か
ら
、
国
際
化
に
関
連
し
て

お
話
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

鬱
西
尾
戦
後
の
日
本
語
教
育
の
歴
史
を
簡
単

に
振
り
返
り
ま
す
と
、
留
学
生
に
対
す
る
日
本

語
教
育
か
ら
日
本
語
教
育
の
分
野
は
研
究
が
深

め
ら
れ
、
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
ん
で
す
。
留
学

国
際
化
と
日
本
語

国
語
施
策
50年
嘉

し

い

時

代

に

向

け

て

cヽ◎◎◎◎＠--;
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国語施策に期待すること

●
大
島
そ
れ
で
は
、
最
後
に
な
り
ま
す
が
、

今
後
の
国
語
施
策
に
期
待
す
る
こ
と
を
一
言
ず

つ
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
最

初
に
松
村
先
生
、
お
願
い
し
ま
す
。

●
松
村
私
ど
も
は
国
語
の
歴
史
を
中
心
に
や

っ
て
る
も
の
で
す
か
ら
、
古
い
と
こ
ろ
か
ら
い

ろ
い
ろ
見
て
い
る
ん
で
す
け
ど
ね
。
い
つ
の
時

代
に
も
非
常
に
国
語
の
乱
れ
と
い
う
ん
で
す
か
、

揺
れ
と
い
う
ん
で
す
か
、
い
ろ
ん
な
形
が
行
わ

れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は

り
こ
う
い
う
ふ
う
に
余
り
い
ろ
ん
な
言
葉
が
乱

れ
飛
ぶ
時
代
に
は
、
ど
こ
か
で
一
応
そ
れ
を
整

令
後
の
国
語
審
議
会
へ
の
期
待

生
が
日
本
語
を
学
ぶ
時
に
は
、
日
本
の
高
等
教

育
に
お
け
る
購
義
が
聞
け
て
資
料
や
文
献
が
読

め
て
、
リ
ポ
ー
ト
が
書
け
る
と
い
う
目
的
か
ら

考
え
ま
し
て
、
日
本
語
の
構
造
的
な
分
析
を
中

心
と
し
た
日
本
語
教
育
の
形
が
作
ら
れ
て
い
っ

た
わ
け
な
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
大
変
飛
躍
し
て
突
然
現
代
に
至
っ

て
恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
は
日
本

国
内
の
い
ろ
い
ろ
な
所
に
い
ろ
い
ろ
な
外
国
人

が
居
住
い
た
し
ま
し
て
、
様
々
な
目
的
で
日
本

語
を
使
う
わ
け
で
す
。
日
本
語
の
必
要
性
が
大

変
広
が
り
ま
し
た
し
多
様
化
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
時
に
、
例
え
ば
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
留
学

生
対
象
の
日
本
語
教
育
を
そ
の
ま
ま
し
て
お
り

ま
す
と
、
ど
う
も
習
っ
た
通
り
の
日
本
語
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
が
日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
場
で
起
こ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
こ

で
今
日
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
重
視
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

一
方
、
地
域
社
会
に
い
ろ
い
ろ
な
外
国
人
が

居
住
し
、
そ
こ
の
地
域
の
日
本
人
自
身
が
、
違

う
言
語
や
異
文
化
の
人
た
ち
と
日
本
語
で
接
触

す
る
た
め
に
、
改
め
て
日
本
語
と
い
う
も
の
を

考
え
直
す
動
機
が
出
て
き
た
わ
け
で
す
ね
。
日

本
人
が
日
本
痣
叩
の
こ
と
に
改
め
て
気
が
付
き
出

ん
て
発
破
を
掛
け
ら
れ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
の
顔
の
顔
た
る
部
分
の
一
番
最
初
に
ぶ
ら
下

が
っ
て
る
の
は
や
っ
ぱ
り
言
葉
か
な
と
。
そ
ん

な
と
こ
ろ
で
国
際
化
と
言
葉
の
問
題
と
い
う
の

は
非
常
に
密
接
な
ん
だ
な
、
と
い
う
ふ
う
に
感

じ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
国
語
審
議
会
で
お
話

し
い
た
だ
く
こ
と
が
ど
う
か
と
い
う
こ
と
ま
で

は
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
日
本
語
の
普
及

に
つ
い
て
は
是
非
積
極
的
に
進
め
て
い
た
だ
き

た
い
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

し
た
と
い
う
こ
と
が
、
国
際
化
の
何
よ
り
の
果

実
で
あ
る
と
私
は
感
じ
て
お
り
ま
す
。

●
大
島
如
月
先
生
、
今
の
お
話
に
関
連
し
て
、

い
う
整
理
す
る
機
関
と
し
て
、
今
日
本
で
一
番

そ
う
い
う
立
場
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
国
語

審
議
会
だ
と
思
う
ん
で
す
。
戦
後
は
表
記
か
ら

や
り
ま
し
た
が
、
表
記
の
問
題
も
非
常
に
難
し

い
い
ろ
ん
な
問
題
が
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ

れ
に
随
分
時
間
を
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で

す
。
表
記
に
つ
い
て
は
個
々
に
は
細
か
い
問
題

も
い
ろ
い
ろ
残
っ
て
い
ま
す
が
、
一
応
の
整
理

は
つ
い
た
。
で
す
か
ら
今
後
は
や
は
り
言
葉
自

体
の
い
ろ
ん
な
問
題
に
つ
い
て
整
理
を
さ
れ
る

こ
と
が
、
ど
う
し
て
も
必
要
だ
ろ
う
と
思
う
ん

で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
今
度
の
第
一
委
員

会
で
や
ら
れ
た
よ
う
な
お
仕
事
は
、
非
常
に
大

事
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
ね
。

た
だ
、
言
葉
そ
の
も
の
の
問
題
に
な
り
ま
す

と
、
非
常
に
い
ろ
ん
な
問
題
が
、
人
に
よ
っ
て

違
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
こ
れ
を
性
急
に
一
っ

の
型
に
だ
け
押
さ
え
よ
う
と
か
、
そ
う
い
う
こ

と
で
な
く
て
、
や
は
り
あ
る
程
度
幅
を
持
ち
な

が
ら
、
し
か
も
い
わ
ゆ
る
共
通
語
あ
る
い
は
一

般
的
に
使
わ
れ
る
言
葉
と
し
て
、
大
体
こ
う
い

う
方
向
が
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
形

で
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
非
常
に
い
い
と
思

う
ん
で
す
。
今
回
の
報
告
書
を
読
ん
で
み
る
と

非
常
に
面
白
い
報
告
書
で
、
こ
れ
を
や
は
り
一

い
ろ
工
夫
さ
れ
て
、
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
基

準
を
求
め
よ
う
と
す
る
人
に
こ
た
え
ら
れ
る
よ

う
な
も
の
を
考
え
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
う
ん

で
す
。
で
す
か
ら
今
度
の
第
一
委
員
会
、
第
二

委
員
会
、
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
を
拝
見
し
ま
し
て
、

あ
あ
い
う
方
向
で
更
に
ど
ん
ど
ん
進
め
て
い
た

だ
く
。
し
か
も
一
般
の
方
に
こ
れ
を
分
か
っ
て

い
た
だ
く
よ
う
な
方
法
を
、
い
ろ
い
ろ
工
夫
し

て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

●
大
島
そ
れ
で
は
堀
田
先
生
、
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

●
堀
田
国
語
施
策
と
い
う
の
は
、
一
部
の
人

た
ち
だ
け
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
わ

け
で
す
よ
ね
。
や
っ
ば
り
焦
点
と
い
う
の
は
一

般
の
人
た
ち
と
い
う
か
、
松
村
先
生
が
お
っ
し

や
っ
た
言
葉
を
お
借
り
す
る
と
、
基
準
を
求
め

よ
う
と
定
る
人
た
ち
に
と
っ
て
身
近
な
問
題
を

取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
た
い
し
、
そ
し
て
あ
る

程
度
方
向
を
明
ら
か
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ

と
な
ん
で
す
ね
。

も
う
―
つ
は
、
国
語
審
議
会
の
影
響
力
の
大

き
さ
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
の
表
記
の
問
題
で

見
る
と
、
ほ
か
に
も
う
か
け
が
え
の
な
い
機
関

な
ん
で
す
ね
。
現
実
を
見
て
ま
す
と
、
辞
書
の

世
界
あ
る
い
は
書
籍
の
世
界
、
そ
れ
か
ら
新
聞
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如月小春氏

国語審議会はどうぞ新しいテー

マに積極的に取り組んでいって

いただきたい。常に一番新しい

問題について話す場でもあって

ほしい。そうすることが長い目

で見た時に、非常に重要な提言

を行っていく審議会になると感

じております。

●
国
語
施
策
50年
●
新
し
い
時
代
に
向
け
て

何
か
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
お
願
い
し
ま
す
。

●
如
月
私
、
去
年
の
秋
で
し
た
か
、
水
谷
先

生
が
司
会
を
な
さ
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
時
に
も
そ
ん
な
お
話
を
し
た

ん
で
す
け
ど
、
最
近
国
際
文
化
交
流
と
い
う
の

が
非
常
に
活
発
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
特

に
私
ど
も
の
や
っ
て
お
り
ま
す
演
劇
は
海
外
に

演
劇
祭
な
ど
が
増
え
て
き
て
、
日
本
人
が
よ
く

出
掛
け
て
行
く
ん
で
す
が
、
そ
こ
で
非
常
に
大

き
な
壁
に
な
る
の
が
言
葉
な
ん
で
す
ね
。
私
も

こ
の
夏
に
一
っ
ョ
ー
ロ
ッ
パ
に
作
品
を
持
っ
て

行
く
ん
で
す
が
、
そ
の
た
め
に
今
英
語
字
幕
を

作
っ
て
い
る
ん
で
す
。
お
芝
居
を
お
見
せ
す
る

た
め
に
字
幕
が
い
る
ん
で
す
ね
。
か
と
い
っ
て

英
語
に
翻
訳
し
て
そ
れ
を
演
じ
る
と
い
う
の
は
、

今
度
は
俳
優
に
と
っ
て
全
く
発
音
か
ら
何
か
ら

す
べ
て
違
う
訓
練
が
必
要
な
ん
で
不
可
能
な
ん

で
す
ね
。
日
本
語
を
用
い
た
文
学
や
芸
術
の
表

現
と
い
う
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
理
解
し

て
い
た
だ
く
こ
と
は
少
な
く
と
も
今
の
国
際
交

流
の
現
場
で
は
で
き
な
い
。
必
ず
翻
訳
と
い
う

作
業
を
伴
う
ん
で
す
が
、
そ
の
翻
訳
や
出
版
が

極
め
て
立
ち
遅
れ
て
い
る
ん
で
す
。
残
念
な
が

ら
…

•
•
•
O
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座談会 国語施策に期待すること
⑰ 

と
か
テ
レ
ビ
な
ど
の
文
字
遣
い
も
そ
う
で
す
け

ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
思
い
思
い
に
動
い
て
し
ま
っ

て
い
る
。
そ
れ
か
ら
同
じ
業
界
の
中
で
も

r

例

え
ば
ワ
ー
プ
ロ
、
パ
ソ
コ
ン
み
た
い
に
企
業
に

よ
っ
て
使
っ
て
る
文
字
が
違
う
。
そ
れ
を
統
一

さ
せ
る
き
っ
か
け
が
作
れ
る
の
は
国
語
審
議
会

だ
け
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
こ
そ
慎
重

に
な
さ
る
ん
だ
と
い
う
面
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
と

息
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
効
率
の
面
か
ら
見
て
い

き
ま
す
と
、
文
字
遣
い
と
い
う
の
は
そ
ろ
っ
た

方
か
い
い
ん
で
す
よ
ね
。
昔
か
ら
伝
わ
っ
て
い

る
文
化
と
し
て
の
異
体
字
だ
と
か
言
葉
の
豊
か

さ
だ
と
か
は
、
ま
た
別
の
話
で
、
そ
れ
を
保
宥

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
分
か
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
現
実
に
混
乱
か

起
こ
っ
て
い
る
事
柄
に
対
し
て
は
、
そ
の
影
鴨

力
を
使
っ
て
い
た
だ
ぎ
た
い
と
い
う
の
が
、
国

語
審
議
会
に
対
す
る
私
た
ち
の
非
常
に
熱
い
順

望
な
ん
で
す
。

鬱
大
島
如
月
先
生
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

睾
如
月
私
事
で
恐
縮
な
ん
て
す
け
ど
も
今

子
供
が
一
歳
六
か
月
に
な
り
ま
し
て
―

-
i

一
口
葉
を
し

ゃ
べ
り
出
し
た
ん
で
す
、
よ
う
や
っ
と
。
面
白

い
で
す
ね
え
。
も
ち
ろ
ん
周
り
に
い
る
人
間
か

ら
詞
閉
痕
ど
学
ん
で
い
1
＼
ん
で
ヤ
＇
が
、
テ
レ
ピ
か

と
思
い
ま
す
．
＂

.
大
島
最
後
に
水
谷
先
生
お
頻
い
し
ま
す
。

鬱
水
谷
仕
事
を
確
実
に
巡
め
る
た
め
に
は
欲

張
り
す
ぎ
る
と
い
う
の
は
い
け
な
い
と
思
う
ん

で
す
か
、
日
本
の
杜
会
の
中
で
言
語
政
策
に
つ

い
て
広
く
提
言
て
き
る
機
関
は
、
実
際
に
は
国

語
審
議
会
以
外
に
は
な
い
。
と
す
れ
ば
将
来
起

こ
る
で
あ
ろ
う
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
見
通
し
た

上
で
、
こ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
例
え
ば
通
産

省
は
こ
う
し
た
ら
ど
う
だ
と
か
、
外
務
省
は
こ

う
し
た
ら
ど
う
だ
と
か
も
含
め
て
、
積
極
的
に

提
言
を
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が

r

ま

ず
―
つ
あ
る
の
て
は
な
い
か
。
そ
れ
か
ら
お
話

の
中
に
も
出
て
お
り
ま
し
た
け
ど
、
審
諮
会
と

い
う
形
の
中
て
や
れ
る
こ
と
の
―
つ
は
、
審
議

会
そ
の
も
の
が
割
に
客
観
的
な
性
格
を
与
え
ら

れ
て
い
ま
す
か
ら
、
ワ
ー
プ
ロ
の
例
の
よ
う
に

迷
っ
て
い
る
、
困
っ
て
い
て
行
き
詰
ま
っ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
解
決
策
を
提

示
す
る
役
割
と
い
う
の
は
あ
り
得
る
し
、
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
や
っ
ぱ
り
勇
気
を
持
っ
て
や

っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
か
ら
も
う
―
つ
は
、
現
在
の
国
語
審
議

会
で
扱
っ
て
い
る
課
題
と
い
う
の
は
非
常
に
広

い
の
で
、
審
議
会
以
外
の
実
践
活
動
の
中
で
生

大島有史国儲碍漿長 ら
も
学
ぶ
ん
で
す
ね
。

申
し
上
け
た
い
の
は
こ
訊
か
ら
育
っ
て
い
く

子
供
た
ち
、
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
日
本
語
を
学

ば
う
と
す
る
外
国
の
人
た
ち
を
含
め
て
の
言
葉

の
環
境
の
問
題
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
実
に
も

う
雑
多
な
言
葉
か
一
人
の
人
に
こ
れ
ほ
ど
流
れ

込
ん
で
く
る
時
代
と
い
う
の
は
、
今
ま
て
な
か

っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
、
子
供
の
姿
を
見
て

て
思
う
わ
け
で
す
し
こ
れ
か
ら
先
、
例
え
は
五

年
一

0
年
あ
る
い
は
―

1
0
年
と
い
う
ス
ペ
ン

（
期
間
）
で
考
え
て
い
っ
た
と
き
の
日
本
語
と

い
う
の
は
、
今
私
ど
も
か
考
え
て
い
る
の
と
は

全
然
違
う
形
に
な
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ

う
今
は
感
じ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
今

直
面
し
て
い
る
様
々
な
問
題
と
い
う
の
は
も
ち

ら
ん
あ
る
か
と
存
じ
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
日
伺

っ
て
、
過
去
二

0
年
四

0
年
、
様
々
な
重
要
な

答
申
を
国
語
審
議
会
て
出
し
て
こ
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
は
、
大
変
よ
く
分
か
り
ま
し
た
か
、
こ

れ
か
ら
も
っ
と
日
本
語
の
変
化
が
ス
ピ
ー
ト
ア

）
プ
す
る
。
大
変
な
ズ
ピ
ー
ド
ア
ソ
プ
と
大
変

な
広
か
り
と
い
う
も
の
が
予
想
さ
れ
る
中
で
、

よ
す
ま
す
大
変
な
お
仕
専
を
お
任
せ
す
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
ず
が

f

国
語
審
議
会
は
ど

ぅ
方
計
し
い
テ
ー
マ
に
積
極
的
に
取
り
組
｀
ん
で

国
語
施
策
5
0年
啜
新
し
い
時
代
に
向
け
て

■ 

い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
今
ま
で
さ
礼
て
き
た

こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
し
か
し
、
常
に
一
番

新
し
い
間
題
に
つ
い
て
話
す
場
で
も
あ
っ
て
ほ

し
い
。
そ
う
す
る
こ
と
が
長
い
目
で
見
た
時
に
、

非
常
に
重
要
な
提
言
を
行
っ
て
い
く
審
議
会
に

な
る
と
感
じ
て
お
り
ま
す

C

魯
大
島
そ
札
で
は
西
尾
先
生
お
願
い
し
ま
す
。

鬱
西
尾
日
本
語
を
客
観
的
に
外
か
ら
見
直
す
、

と
ら
え
直
す
と
い
う
の
が
日
本
語
教
育
の
立
場

で
す
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
全
国
津

々
浦
々
に
日
本
語
の
通
じ
な
い
人
た
ち
が
い
る
。

そ
う
す
る
と
接
触
す
る
日
本
人
か
、
日
本
語
と

い
う
も
の
を
改
め
て
考
え
直
す
時
か
来
て
い
る

と
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
、
こ
れ
は
マ
ル
チ
メ
デ

ィ
ア
、
情
報
の
機
械
化
と
い
う
こ
と
で
も
言
え

る
こ
と
だ
し
、
国
際
化
と
い
う
こ
と
で
も
言
え

る
こ
と
で
す
。
こ
の
時
代
に
是
非
と
も
少
し
で

も
多
く
の
日
本
人
が
日
本
語
に
対
す
る
意
識

を
持
つ
。
こ
う
い
う
こ
と
に
対
し
て

f

国
語
審

議
会
も
―
つ
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
け
た
ら
い

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
日
本
語
の
問
題
を
考
え
る
き

っ
か
け
を
国
語
審
議
会
は
も
っ
と
提
一
す
し
て
も

い
い
の
で
は
な
い
か
。
日
本
語
に
対
す
る
人
勺

の
意
識
開
発
の
起
爆
剤
の
よ
う
な
役
割
を
審
巖

こ
と
か
、
審
議
会
と
し
て
も
今
後
必
要
に
な
る

の
で
は
な
い
か

C

例
え
ば
、
放
送
の
中
で
言
葉

を
一
っ
―
つ
選
び
な
か
ら
苦
労
し
て
い
る
。
新

聞
記
事
を
書
く
中
で
、
ど
の
よ
う
な
達
意
の
文

を
探
す
か
。
あ
る
い
は
作
家
の
方
が
日
本
人
の

お
手
本
に
な
る
よ
う
な
優
れ
た
表
現
を
作
っ
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
実
践
の
場

で
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
方
た
ち
と
の
結
び
付

ぎ
が
う
ま
く
で
ぎ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
い
や
、
そ
う
い
う
方
た
ち
に
む
し
ろ
依
存

し
て
、
実
際
の
い
ろ
ん
な
行
き
方
を
そ
こ
か
ら

出
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作

り
と
い
う
こ
と
が
、
非
常
に
大
切
な
の
で
は
な

い
か
。
国
語
審
議
会
と
い
う
限
ら
れ
た
中
だ
け

で
、
何
か
の
報
告
書
を
作
る
と
い
う
形
か
ら
脱

却
す
る
必
要
性
が
、
今
の
課
題
か
ら
は
求
め
ら

れ
て
い
る
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

鬱
大
島
本
日
は
国
陪
施
策
に
つ
い
て
幅
広
く

い
ろ
い
ろ
と
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
先
生

方
に
は
今
後
と
も
御
指
導
を
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。
本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

ふ
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五
0

の
国
字
間

い
に
関
す
る
施
策
を
中
心
に

昭
和
ニ
―
年
公
布
さ
れ
た
「
当
用
漢
字
表
，
一
「
現
代
か
な
づ
か
い
」
は
、
内
容
的
、
理

論
的
に
不
備
な
点
か
あ
っ
た
。
特
に
「
現
代
か
な
づ
か
い
」
は
、
基
準
の
不
統
一
、
多
元

性
な
ど
が
当
初
か
ら
問
題
に
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
れ
が
再
検
討
さ
れ
て
、
昭
和
六
一
年
に

「
現
代
仮
名
這
い
」
か
公
布
さ
れ
、
こ
の
点
が
基
本
的
に
改
善
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。

昭
和
三
年
―
一
月
一
六
日
付
け
の
内
閣
訓

令
告
示
に
よ
っ
て
、
「
土
用
漠
字
表
」
と
「
現

代
か
な
づ
か
い
」
が
公
布
さ
れ
た
。
終
戦
後
わ

ず
か
に
一
五
か
月
で
あ
る

C

漠
字
制
限
、
仮
名

遣
い
改
訂
は
、
明
治
以
来
数
十
年
に
わ
た
っ
て
、

賛
否
両
論
の
論
者
が
し
の
ぎ
を
削
っ
て
争
っ
て

来
た
問
題
で
あ
り
、
戦
後
の
社
会
の
混
乱
の
時

期
で
は
あ
り
な
が
ら
、
そ
し
て
そ
れ
が
国
語
審

議
会
の
答
申
に
基
づ
く
も
の
と
は
言
い
な
が
ら
、

り
‘rぐ
り
あ
＾
，
ノ
心
け
ゎ
人
3
/
‘

バ
か
つ
心
、
た
よ
う

し
て
、
整
合
性
が
欠
如
す
る
と
い
う
批
判
が
、

当
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
時
枝
誠
記
博
土
（
当

時
東
京
大
学
教
授
）
の
論
文
『
国
語
審
議
会
答

申
の
「
現
代
か
な
づ
か
い
L

に
つ
い
て
』
（
「
國

語
と
國
文
學
」
昭
和
二
二
年
二
月
号
）
は
そ
の

代
表
的
な
表
明
で
あ
っ
て
、
そ
の
論
理
的
な
内

容
は
、
当
時
の
学
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

国
語
国
文
関
係
の
学
術
雑
誌
の
中
に
は
、
当
初

は
投
稿
者
の
原
稿
ど
お
り
に
、
新
し
い
仮
名
遣

ふ
る

い
と
旧
い
仮
名
遣
い
の
論
文
が
併
存
し
て
い
る

も
の
が
多
か
っ
た
が
、
そ
の
後
、
年
と
共
に
次

第
に
歴
史
的
仮
名
遣
い
が
減
少
し
、
新
し
い
仮

名
遣
い
が
増
加
し
て
、
現
在
で
は
大
部
分
摯
「
現

代
仮
名
遣
い
」
に
な
っ
て
い
る
。

「
当
用
漠
字
」
は
、
個
々
の
文
字
に
関
す
る

も
の
で
、
単
立
的
な
要
素
が
強
い
か
ら
、
部
分

的
な
修
正
も
比
較
的
容
易
で
あ
る
が
、
「
仮
名

遣
い
」
は
表
記
に
関
す
る
体
系
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
内
容
は
全
体
的
整
合
性
が
必
然
的
に
要
求

さ
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
「
硯
代
か
な
づ
か
い
」
に
お
い
て
は
、

そ
の
基
準
に
一
貫
性
が
な
く
、
腿
史
的
仮
名
遣

い
を
基
に
し
て
そ
れ
を
改
め
る
と
い
う
要
素
と
、

発
音
を
基
に
し
て
そ
れ
に
対
す
る
表
記
の
方
式

を
定
め
る
と
い
う
要
素
と
が
混
在
し
て
い
た
。

： 
つきしま・ひろし 東京都出身。

専門分野、国語学（文学樽士入東

京大学文学部教授、中央大学教授

を務める。東京大学名誉教授、日

本学士院会員。日本学士院貸受賞。

著舎 r平安時代の漠文訓読語につ

きての研究』他c 冠山寺典籍文書

総合調査団代表者・石山寺文化財

総合調査団長。

に
見
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
般
の
人
々
の
意

識
と
し
て
は
、
当
時
、
進
駐
軍
占
領
下
で
、
，
激

流
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
た
「
民
主
化
」
の
被
の
、

社
会
的
現
象
の
一
こ
ま
く
ら
い
に
し
か
映
ら
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
軟
中
戦
後
を
通

じ
て
、
国
字
問
題
の
論
議
に
深
‘
'
、
か
か
わ
っ
t,l

来
た
人
々
に
と
っ
て
は
、
改
革
推
進
派
に
せ
よ
、

保
守
慎
重
派
に
せ
よ
、
国
語
審
議
会
の
内
部
の

経
緯
を
知
る
こ
と
の
出
来
た
ご
く
一
部
の
人
唸

ヘ令さ．

a，さ

ジ

も
t
4
_
‘
)

ば
、
ャ

~
4

例
え
ば
、
助
詞
の
「
を
L

「
は
」
「
へ
」
は
、
発

音
は
そ
れ
ぞ
れ
0

、

wa、
e
で
あ
っ
て
、
発
音

を
基
に
す
る
と
い
う
原
則
か
ら
言
え
ば
「
お
」

「
わ
」
「
え
」
と
書
く
は
ず
で
あ
る
の
に
、
こ
れ

ら
の
助
詞
は
き
わ
め
て
多
く
使
わ
れ
る
語
で
あ

る
た
め
に
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
伝
統
を
尊
重
、

そ
れ
を
改
訂
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。

「
現
代
か
な
づ
か
い
」
の
第
一
条
に
「
第
一

（
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
）
ゐ
、
糾
、
匂
は

□‘

勾
匂
と
書
く
。
た
だ
し
助
詞
の
剣
を
除
く
。
」

と
あ
る
の
は
、
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
ま

っ
た
こ
と
は
、
疑
い
も
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。

し
か
も
更
に
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
施
策

が
f

一
般
社
会
で
は
当
初
ほ
と
ん
ど
大
き
な
反

対
も
批
判
も
な
く
、
非
常
な
勢
い
で
広
ま
り
、

新
聞
雑
誌
、
小
中
学
校
の
教
科
書
に
至
る
ま
で
、

「
当
朋
漠
字
」
「
現
代
か
な
づ
か
い
」
が
一
世
を

風
靡
す
る
に
至
っ
た
。
新
聞
の
投
稿
も
、
森
誌

類
の
評
論
、
論
文
も
、
「
当
用
漢
字
」
以
外
の

漠
字
や
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
原
稿
は
掲
載
を
拒

否
さ
れ
た
こ
と
さ
え
あ
っ
た
と
間
い
て
い
る
。

た
だ
、
谷
崎
潤
一
郎
氏
だ
け
は
例
外
扱
い
で

r

〗
当
困
漢
字
」
以
外
の
漠
字
や
歴
史
的
仮
名
遣

い
の
原
稿
が
原
文
の
ま
ま
で
掲
載
さ
れ
て
い
た

と
記
憶
し
て
い
る
。

国
語
学
、
国
文
学
、
，
漠
文
学
な
ど
の
研
究
者

は
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
施
策
が
、
あ
ま

い
分
け
に
つ
い
て
も
、
複
合
語
の
場
合
、
「
鼻

血
」
を
「
は
な
じ
」
で
な
く
「
は
な
ぢ
，
一
、
「
三

日
月
」
を
「
み
か
ず
き
」
で
な
く
「
み
か
づ
き
」

と
定
め
た
よ
う
な
も
の
は
、
「
歴
史
的
仮
名
遣

い
」
と
語
源
意
識
と
を
尊
重
し
た
た
め
の
例
外

規
定
で
あ
る
。
一
方
｛
．
字
音
に
つ
い
て
は
、
全

体
と
し
て
発
音
を
基
に
し
て
r

そ
の
表
記
を
規

定
す
る
と
い
う
方
針
で
、
例
え
ば
第
ニ
一
条
に

「
か
の
長
音
は
、
刷
釘
と
書
く
。
」
と
い
う
規
定

で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
色
々
な
矛
盾
が
生
じ

た
。
厳
密
に
は
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
知
ら
な

け
れ
ば
「
現
代
か
な
づ
か
い
L

は
書
け
な
い
と

い
っ
た
面
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
「
公
」

o
o
y
a
k
e

も
「
扇
」

o
o
g
i
も
同
じ
0
0

と
い
う
発
音
で
あ

る
の
に
、
「
公
」
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
「
豆

ぼ
や
け
」
だ
か
ら
「
お
お
や
け
」
、
「
扇
」
は
歴

史
的
仮
名
遣
い
で
「
あ
ふ
ぎ
」
だ
か
ら
「
＇
お
~
叫
ハ

ぎ
」
と
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
「
現
代
か
な
づ
か
い
」
は

雁
史
的
仮
名
遣
い
の
伝
統
を
踏
襲
し
た
部
分
が

非
常
に
多
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
、

後
に
述
べ
る
新
し
い
「
現
代
仮
名
遣
い
」
に
も

引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
話
そ
う
」
「
講

堂
（
こ
う
ど
う
）
」
「
東
京
（
と
う
き
ょ
う
）
」
「
参

25 
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り
ま
し
ょ
う
」
な
ど
の
「
そ
う
」
「
こ
う
」
「
ど

う
」
「
と
う
」
「
き
ょ
う
」

7

し
ょ
う
」
な
ど
の

長
音
は
、
発
音
通
り
な
ら
ば
「
そ
お
」
「
こ
お
」

「
ど
お
」
「
と
お
」
「
き
ょ
お
」
「
し
ょ
お
」
と
書

く
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
歴
史
的
仮
名
遣
い

の
伝
統
に
従
っ
た
の
で
あ
る
。
又
、
動
詞
の
「
言

う
」
の
終
止
形
は
、
発
音
ど
お
り
な
ら
ば
「
ゆ

う
」
で
あ
る
の
に
、
例
外
的
に
「
い
う
」
と
し

た
の
は
、
文
法
の
活
用
表
の
複
雑
化
を
避
け
よ

う
と
し
た
も
の
で
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
と
は
直

接
関
係
は
な
い
よ
う
で
も
あ
る
が
、
歴
史
的
仮

ひ

名
遣
い
に
よ
る
従
来
の
活
用
表
に
惹
か
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

昭
和
六
一
年
三
月
六
日
の
国
語
審
議
会
の
答

申
を
受
け
て
、
同
年
七
月
一
日
付
け
内
閣
告
示

で
公
布
さ
れ
た
新
し
い
「
現
代
仮
名
遣
い
」
は

r

仮
名
遣
い
の
基
準
の
整
合
性
を
硫
立
す
つ

[
3

こ
と

尺
配
脳
の
中
心
が
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、

第
1
に
「
語
を
書
き
表
す
の
に
、
現
代
の
音
顔

に
従
っ
て
、
・
次
の
仮
名
を
用
い
る
。
」
と

r

音

麟
体
系
を
基
準
と
す
る
こ
と
を
明
記
し
、
表
記

に
使
わ
れ
る
仮
名
を
体
系
的
に
示
し
、
そ
の
上

ご
助
詞
の
「
を
」
「
は
」
「
へ
」
や
バ
坪
血
」

を
「
は
な
ぢ
」
、
「
三
日
月
」
も
「
み
か
づ
き
」

と
胃
＇
，
、
例
，
．
な
ど
を
例
外
謡
定
と
し
て
位
置
づ
け

i

部
の
学
者
の
間
に
で
は
あ
る
が
、
徐
忍
に
普

及
し
て
行
き
、
祈
し
く
発
見
さ
れ
た
古
代
語
の

資
料
や
、
語
源
説
の
発
達
な
ど
に
よ
っ
て
、
次

第
に
改
訂
増
捕
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
来
た
。
し

か
し
、
そ
れ
が
一
般
化
し
た
の
は
明
治
時
代
に

な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、

し
か
も
そ
の
一
応
の
体

系
が
完
成
し
た
の
は
、
大
正
時
代
で
あ
っ
て
、

完
成
す
る
ま
で
に
実
に
二

0
0年
あ
ま
り
の
時

間
を
要
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
主
と
し
て
和

語
に
関
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
字
音
に
つ
い
て

は
、
契
沖
の
時
代
か
ら
既
に
古
代
の
用
例
が
不

十
分
で
非
常
に
不
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
本
居

宣
長
（
一
七
三

0
_
＿
八

0
1
)
、

（
一
七
五
九
一
八
二
九
）
、
白
井
寛
蔭
二
八

六
0
こ
ろ
の
人
）
な
ど
の
字
音
研
究
も
、
韻
鏡

よ
さ

な
ど
に
よ
っ
て
演
繹
的
に
推
定
さ
れ
た
も
の
で

太
田
全
斎

あ
り
、
古
代
の
用
例
に
則
す
る
と
い
う
契
沖
の

基
準
を
滴
足
に
充
た
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

近
年
の
国
語
史
学
や
中
国
音
韻
史
学
の
発
展
に

よ
っ
て
、
平
安
時
代
中
期
の
表
記
の
実
態
が
さ

ら
に
詳
細
に
解
明
さ
れ
、
従
来
ほ
と
ん
ど
不
明

で
あ
っ
た
古
代
の
字
音
の
仮
名
遣
い
に
つ
い
て

も
、
そ
の
実
態
が
解
明
さ
れ
、
従
来
の
通
説
が

大
幅
に
修
正
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
「
水
」

「
類
」
な
ど
の
字
音
の
仮
名
遣
い
は
、
従
来
の

---9-- l冒 --------------―------.-1-' 
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て
い
る
。
結
果
と
し
て
は
、
も
と
の
「
現
代
か

な
づ
か
い
」
と
大
き
な
違
い
は
な
い
が
、
仮
名

遣
い
の
規
定
と
し
て
は
、
非
常
に
整
備
さ
れ
た

ば
う

性
格
に
変
貌
し
た
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
。
当

時
、
筆
者
は
国
語
審
議
会
委
員
で
そ
の
小
委
員

会
の
末
席
を
汚
し
て
い
た
が
、
三
五
年
の
歳
月

を
経
て
、
世
間
一
般
に
一
応
定
着
し
た
「
現
代

か
な
づ
か
い
」
の
実
態
を
出
来
る
だ
け
変
更
せ

ず
に
、
そ
の
基
準
を
学
術
的
に
幣
備
す
る
こ
と

を
目
標
と
し
た
改
正
の
作
業
で
、
主
査
の
林
大

氏
、
副
王
査
の
松
村
明
氏
を
は
じ
め
と
す
る
委

員
各
位
の
苦
心
は
非
常
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
新
し
い
規
則
の
中
に
も
、
第
2
第
6
項
の
よ

う
に
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ

た
規
定
も
多
く
存
在
し

r

歴
史
的
仮
名
遣
い
な

ど
、
従
前
か
ら
の
も
の
に
妥
協
し
た
要
素
が
残

存
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、

そ
れ
は
、
や
む
を
褐
な
い
方
策
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
も

I

付
表
」
と
し
て
歴
史
的

仮
名
遣
い
と
の
対
照
表
を
付
載
し
て
い
る
の
は
、

良
心
的
な
措
置
で
あ
り
、
こ
の
新
し
い
規
定
の

―
つ
の
長
所
と
し
て
評
価
さ
礼
よ
う
。
こ
れ
ら

を
含
め
て
、
こ
の
新
し
い
規
定
は
、
も
と
の
「
現

代
か
な
づ
か
い
」
と
比
べ
て
栢
段
と
誇
理
的
に

整
革
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
る
。

も
と
の
「
現
代
か
な
づ
か
い
」
の
も
う
一
っ

の
大
き
な
問
題
は
、
地
域
方
言
の
音
韻
に
よ
る

表
記
を
一
部
容
認
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
末

尾
の
「
注
意
一
」
に
「
「
ク
ワ
・
カ
」
「
グ
ヮ

。
ガ
」
お
よ
び
三
ヂ
こ
ン
」
「
ヅ
ニ
ズ
」
を
言

い
分
け
て
い
る
地
方
に
限
り
、
こ
れ
を
書
き
分

け
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
。
」
と
見
え
る
も
の

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
区
別
は
、
昭
和
二

一
年
当
時
に
は
、
四
国
、
九
州
そ
の
他
の
地
城

で
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
実
態
を
踏
ま
え
た
の

で
あ
ろ
う
が
（
現
在
で
は
急
速
に
消
滅
し
つ
つ

あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
）
、
原
則
論
と
し
て

こ
の
種
の
表
記
法
は
「
共
通
語
」
を
対
象
と
す

べ
き
も
の
で
あ
り
、
地
域
方
言
の
音
韻
を
勘
案

す
る
こ
と
自
体
が
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
の
伝
で

行
く
と
、
諸
処
の
方
言
に
見
ら
れ
る
中
舌
母
音

な
ど
も
仮
名
遣
い
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る

へ
き
筋
合
い
に
な
る
。
新
し
い
「
現
代
仮
名
遣

い
」
で
こ
の
点
を
削
除
し
た
の
は
、
大
き
な
前

進
と
い
え
よ
う
。
（
念
の
た
め
付
言
す
る
が
、

筆
者
は
方
言
を
軽
視
し
て
言
う
の
で
は
な
い
。

方
言
の
表
記
体
系
は
共
通
語
の
そ
れ
と
は
別
個

の
も
の
で
あ
る
。
）

「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
は
、
・
一
七
世
紀
の
末

二
六
四

0ー

l

七
nこ
）
が
そ
の
祈

書
か
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
、
古
代
の

文
献
の
実
例
は
一
般
に
「
す
い
L

「
る
い
」
で

あ
り
、
契
沖
の
主
張
し
た
基
準
か
ら
す
礼
ば
、

当
然
「
す
い
」
「
る
い
」
と
書
く
べ
き
も
の
で

あ
る
。
こ
の
説
は
、
既
に
大
正
時
代
に
発
表
さ

れ
、
国
語
学
者
の
間
で
は
広
く
認
め
ら
れ
て
い

た
の
に
、
世
間
一
般
に
は
ほ
と
ん
ど
広
ま
ら
ず
、

辞
書
に
採
用
さ
れ
た
の
も
、

や
っ
と
昭
和
二

0

年
代
の
終
わ
り
こ
ろ
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

景
近
の
研
究
の
結
果
、
さ
ら
に
多
く
の
新
し
い

発
見
が
あ
り
、
噌
例
え
ば
「
中
」
「
終
L

の
正
し

い
歴
史
的
仮
名
遣
い
は
、
「
ち
ゅ
う
」
「
し
ゅ
う
」

で
は
な
く
て
「
ち
う
」
「
し
う
」

な
ど
、

で
あ
る
こ
と

ま
だ
辞
書
に
は
ほ
と
ん
ど
採
用
さ
れ
て

い
な
い
も
の
も
非
常
に
多
い
。
こ
れ
ら
は
「
現

代
仮
名
遣
い
」
と
は
直
接
関
係
の
な
い
こ
と
だ

が
、
か
よ
う
な
歴
史
的
事
実
を
回
顧
す
る
に
つ

け
て
も
、
「
現
代
国
語
」
の
表
記
方
式
の
一
っ

で
あ
る
「
現
代
仮
名
遣
い
」
は
、
単
な
る
「
表

音
符
号
」
で
は
な
く
、
「
表
記
に
つ
い
て
の
約

？
 

束
ご
と
」
な
の
で
あ
り
、
長
い
年
月
に
亘
る
、

文
化
的
、
社
会
的
な
伝
統
や
習
慣
を
背
負
っ
た
、

影
響
の
き
わ
め
て
大
き
い
問
題
で
あ
る
か
ら
、

今
後
と
も
懐
重
に
対
処
す
べ
き
課
題
と
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

国
語
施
策
5
0年
喩
新
し
い
時
代
に
向
け
て
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「宜

0
年
」
と
は
戦
後
と
い
う
こ
と
だ
が
、

戦
争
中
は
ア
ジ
ア
の
共
通
語
と
し
て
の
日
本
語

を
目
指
し
て
い
た
日
本
語
教
育
が
敗
戦
に
よ
っ

て
す
っ
か
り
意
気
阻
喪
し
た
。
と
て
も
日
本
語

教
育
ど
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
う
状
態
だ
っ
た
。

細
々
と
続
い
て
い
た
日
本
語
教
育
は
占
頷
軍

に
よ
る
、
総
司
令
部
の
参
謀
部
に
属
す
る
日
本

地
区
言
語
学
校
ぐ
ら
い
だ
っ
た
。
こ
れ
以
外
に

ば
、
直
教
師
に
対
す
る
日
本
語
敦
育
バ
が
行
わ
れ

カ

イ

の

プ

リ

テ

ぶ

ッ

シ

ュ

・

カ
ウ
ン
シ
ル
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
リ
ア
レ
ス
。
フ

ラ
ン
セ
ー
ズ
、
ド
イ
ツ
の
ゲ
ー
テ
。
イ
ン
ス
テ

ィ
ト
ゥ
ー
ト
な
ど
に
比
べ
る
と
今
一
っ
十
分
で

な
い
よ
う
な
気
が
す
る
c

国
と
し
て
の
国
費
留
学
生
に
対
す
る
正
式
の

日
本
語
教
育
は
昭
和
二
九
年
に
東
南
ア
ジ
ア
か

ら
二
三
人
を
迎
え
て
、
東
京
外
国
語
大
学
｀
‘
大

阪
外
国
語
大
学
に
設
置
さ
れ
た
留
学
生
別
科
に

始
ま
る
。
そ
れ
以
後
は
だ
ん
だ
ん
全
国
に
及
び
、

私
立
大
学
で
も
大
い
に
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な

こ。t
 

つ
国
に
よ
る
日
本
語
教
育
に
関
す
る
政
策
は
昭

和
四
七
年
―
一
月
ニ
―
日
の
対
外
経
済
協
力
審

議
会
の
「
国
際
協
力
の
た
め
の
言
語
教
育
の
改

善
に
つ
い
て
」
あ
た
り
を
最
初
と
し
て
多
く
の

策
が
報
告
な
ど
と
し
て
世
に
出
る
よ
う
に
な
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
よ
り
前
に
昭
和
―
子
一
九
年
三

月
の
「
日
本
語
教
育
の
在
り
方
（
日
本
語
教
育

改
善
の
方
策
に
関
す
る
意
見
）
」
（
文
部
省
調
査

局
）
が
あ
る
が
、
以
後
は
昭
和
四
九
年
二
月
一

九
日
「
外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
の
推
進

の
具
体
策
に
つ
い
て
L

（
日
本
語
教
育
推
進
対

策
調
査
会
報
告
）
、
同
年
五
月
―
―
七
日
「
教
育

。
学
術
・
文
化
に
お
け
る
国
際
交
流
に
つ
い

て
」
（
中
央
教
育
審
議
会
答
申
）
な
ど
を
経
て
、

五
"

1

1

1

1

"

 

し
か
し
、
早
く
も
昭
和
二
五
年
の
コ
ロ
ン
ボ

計
画
に
よ
っ
て
、
技
術
研
修
生
、
国
費
留
学
生

の
受
入
れ
が
あ
り
、
こ
れ
ら
へ
の
日
本
語
教
育

が
始
ま
っ
て
、
息
を
吹
き
返
し
て
き
た
。
こ
こ

か
ら
わ
歪
か
な
が
ら
、
国
語
政
策
と
し
て
の
日

本
語
教
育
が
声
開
さ
れ
た
、
と
言
っ
て
い
い
。

文
．
部
省
で
は
附
和
二
九
年
度
に
目
，
玉

昭
和
五
八
年
八
月
一
＿
―
-
日
の
「
ニ
一
世
紀
へ
の

留
学
生
政
策
に
関
す
る
提
言
」
（
ニ
―
世
紀
へ

の
留
学
生
政
策
懇
談
会
）
と
そ
れ
を
受
け
て
の
、

昭
和
五
九
年
六
月
二
九
日
「
ニ
―
世
紀
へ
の
留

学
生
政
策
の
展
開
に
つ
い
て
」
（
留
学
生
問
題

調
査
。
研
究
に
関
す
る
協
力
者
会
議
報
告
）
r

す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
留
学
生
一

0
万
人
計
画
な

ど
が
出
た
。

こ
の
あ
た
り
で
基
本
的
な
政
策
の
中
心
が
で

き
て
、
こ
の
あ
と
は
、
外
国
人
日
本
語
能
力
試

験
、
日
本
語
教
育
能
力
検
定
試
験
な
ど
具
体
的

,--
B
 

のもと・きくお神奈川県出身。

専門分野社会言語学・日本語教

育学。連合軍総司令部民問惰報教

育局、国立国語研究所、同研究所

長を経て現聴。平成 7年から（社）日

本語教学会会畏a

て
い
た
程
度
だ
っ
た
。

戦
後
全
く
衰
退
し
た
日
本
語
教
育
は
、
日
本
の
復
興
と
と
も
に
息
を
吹
き
返
し
た
。
そ

の
現
状
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
日
本
語
敦
育
の
こ
れ
か
ら
の
姿
の
基
本
と
な
る
べ
き
国
語

政
策
あ
る
い
は
言
語
政
策
に
つ
い
て
考
え
る
。
具
体
的
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
の
日

本
語
に
つ
い
て
機
械
翻
訳
へ
の
提
言
と
、
日
本
語
は
国
連
の
公
用
語
と
な
る
べ
き
だ
と
の

私
の
考
え
を
述
べ
た
。

神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
教
授

野
元
菊
雄
一

の
五

0
年

制
度
が
創
設
さ
れ
、
昭
和
三
九
年
に
は
調
査
局

内
に
留
学
生
課
が
設
け
ら
れ
た
。
昭
和
三
二
年

に
国
費
留
学
生
の
世
話
を
す
る
機
関
と
し
て
の

詞
日
本
国
際
教
育
協
会
が
で
き
駒
場
留
学
生
会

館
も
造
ら
れ
た
。
昭
和
一

0
年
設
立
の
国
際
学

友
会
の
活
動
は
戦
後
停
滞
し
て
い
た
が
、
昭
和

二
七
年
ご
ろ
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
の
留
学
生
を
受

け
入
れ
た
。
ま
た
昭
和
三

0
年
に
は
詞
海
外
技

術
者
研
修
協
会
（
通
商
産
業
省
所
管
）
、
昭
和

三
七
年
に
は
特
院
法
人
涛
外
技
術
協
力
事
業
団

(
O
T
C
A
)
（
昭
和
四
九
年
に
今
の
国
際
協
力

事
業
団

(
J
I
C
A
)
（
外
務
省
；
農
林
水
産

省
・
通
商
産
業
省
共
管
）
に
変
わ
る
）
が
で
き

業
務
の
一
っ
と
し
て
日
本
語
教
育
が
取
り
上
げ

ら
九
た
。
昭
和
四
七
年
の
特
殊
法
人
国
際
交
流

基
金
（
外
務
省
所
管
）
の
設
立
も
こ
の
動
き
の

れ

ま

っ

た

し

、

1
-

制
度
も
で
き
た
°
ま
た
、
こ
れ
は
必
要
に
迫
ら

礼
た
と
は
言
え
、
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
や
中
国
か

ら
の
帰
国
者
へ
の
日
本
語
教
育
も
始
ま
っ
た
。

国
の
研
究
機
関
と
し
て
は
、
昭
和
四
九
年
か

ら
国
立
国
語
研
究
所
に
日
本
語
教
育
部
が
で
き
、

こ
れ
は
昭
和
五
一
年
に
日
本
語
教
育
セ
ン
タ
ー

と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
当
初
考
え
ら
れ
て

い
た
組
識
＂
人
員
に
は
ま
だ
達
し
て
い
な
い
。

一
般
的
な
公
務
員
削
減
と
い
う
政
策
を
超
え
た

大
き
な
国
語
政
策
が
必
要
だ
°

以
上
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
く
具
体
的
制

＂いか

度
ら
組
織
な
ど
を
作
り
上
げ
る
政
策
の
他
に
、

ひ
ろ

ど
ん
な
日
本
語
を
拡
げ
る
べ
き
か
、
と
い
う
点

で
の
国
語
政
策
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

拡
げ
る
べ
き
日
本
語
に
つ
い
て
は
、
戦
争
中

ま
で
は
圧
倒
的
に
、
正
し
い
純
正
な
日
本
語
で

あ
る
べ
き
だ
、
と
考
え
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
外
国
人
に
日
本
語
を
教
え

め

る
た
め
に
は
、
多
少
は
純
正
の
点
で
は
眼
を
つ

ぶ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
見

も
あ
る
。
戦
後
は
戦
争
中
と
違
っ
て
、
こ
の
意

見
の
方
が
有
力
と
な
っ
て
き
て
い
る
、
と
見
て

、-、
A

0

し
l
>し

か
し
、

圃
語
施
策
5
0年
喜
し
い
時
代
に
向
け
て

こ
の
意
見
は
い
か
に
も
便
宜
的
で

I 

I 
I I 
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あ
り
、

情
報
化
と
は
何
か

こ
と
ば
は
文
化
と
密
着
し
て
い
て
、
民

族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
も
関
係
が
あ
る

か
ら
、
絶
対
に
変
な
ビ
本
語
は
教
え
る
べ
き
で

は
な
い
、
と
い
う
感
情
は
か
な
り
の
人
た
ち
に

あ
る
。
こ
の
人
た
ち
は
自
分
は
愛
国
者
と
思
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
実
際
は
そ
の
愛
国
者
が
日
本
語
の

発
展
を
阻
害
し
て
い
る
と
私
は
思
う
。
英
語
が

世
界
語
に
な
っ
た
の
は
、

イ
ギ
リ
ス
次
い
で
ア

9

ヘ
リ
カ
と
世
界
の
最
弛
国
が
英
語
国
だ
っ
た
こ

と
と
も
ち
ろ
ん
関
係
が
あ
る
が
、
言
語
だ
け
の

問
題
と
し
て
、
英
語
が
軟
柔
に
変
化
を
受
け
入

れ
、
「
変
な
」
英
語
を
許
容
し
た
こ
と
に
よ
る
。

日
本
語
の
場
合
も
教
え
る
と
き
の
こ
と
を
考

え
、
ま
た
、
だ
ん
だ
ん
学
習
時
間
が
少
な
く
な

る
現
実
が
あ
る
の
で
、
外
国
人
に
習
得
し
や
す

い
、
順
序
・
方
法
な
ど
の
研
究
を
土
、
、
い
に
始
め

る
べ
き
だ
(
]
こ
の
際
は
、
言
語
は
変
化
し
て
や

ま
な
い
も
の
だ
か
ら
、
変
化
に
対
し
て
は
寛
容

て
あ
る
精
神
を
日
本
人
全
体
が
持
つ
よ
う
な
方

向
に
国
語
政
策
を
置
く
べ
き
だ
。
ま
た
便
宜
的

に
で
は
あ
っ
て
も
、
—
現
に
行
わ
れ
て
い
な
い
表

現
を
教
え
て
は
な
ら
な
い
。
最
終
目
欄
で
あ
る

日
本
人
の
日
本
語
と
同
じ
も
の
に
達
す
る
途
中

で
忘
札
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
は
最

最
近
、
時
代
を
語
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
占
国

際
化
」
と
と
も
に
「
情
報
化
」
と
い
う
こ
と
が

い
わ
れ
る
。
で
は

r

情
報
化
と
は
何
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
単
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
使
わ
れ
る
こ
と
は

「
情
報
化
L

の
―
つ
の
側
面
に
す
ぎ
な
い
。

情
報
化
と
い
う
の
は
、
情
報
が
何
に
も
ま
し

て
価
値
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ

東
京
都
立
大
学
助
教
授

一
荻
野
綱
男

以
上
は
こ
の
五

0
年
に
外
に
表
れ
た
国
語
政

策
の
足
跡
と
と
も
に
、
そ
の
基
礎
に
な
る
言
語

の
性
質
に
及
ほ
す
べ
き
考
え
方
に
つ
い
て
も
政

策
が
あ
る
べ
き
だ
、
と
の
観
点
か
ら
述
べ
た
。

最
後
に
、
こ
の
後
者
の
考
え
方
を
さ
ら
に
押

こ
れ
か
ら
の
日
本
語
教
育
政
策
を

し
進
め
て
、

ど
う
進
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と

す
る
。基

本
的
に
は
国
際
化
の
時
代
に
合
わ
せ
て
日

本
語
を
世
界
に
進
め
る
政
策
を
取
る
べ
き
だ
。

も
ち
ろ
ん
英
語
の
絶
対
的
優
位
の
中
で
、
英
語

を
は
じ
め
と
す
る
詰
語
、
特
に
近
隣
諸
語
の
習

得
に
も
一
層
の
努
力
を
払
う
べ
き
だ
。
世
界
語

の
英
語
を
学
べ
ば
他
は
必
要
な
い
し
、
日
本
語

を
拡
げ
る
こ
と
な
ど
は
時
代
錯
誤
だ
、
と
い
う

考
王
打
も
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
礼
は

近
視
眼
的
だ
。
固
際
化
は
ま
ず
祖
互
的
て
な
け

九
ば
な
ら
な
い
。

i
7
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
を
飛
び
交
う
の
は
圧

倒
的
に
英
語
だ
。
そ
こ
で
、
英
語
を
使
っ
て
ネ

ッ
ト
ワ
ー
タ
に
参
加
し
て
み
た
と
き
に
、

P

甘
当

，ぷ
i

A

英
語
が
で
き
る
と
自
負
し
て
い
る
人
も
、
何
か

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ー
ジ
ョ
ン
に
ピ
タ
ッ
と
こ
な
い
こ

情
報
化
の
進
展
に
よ
っ
英
語
の
影
響
力
は
大
き
く
な
る
が
、
日
本
語
も
使
わ
れ
続

け
る
。
日
本
語
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
扱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
情
報
化
に
と
っ
て
重

要
で
あ
っ
た
。
情
報
化
の
流
れ
の
中
で
さ
ら
に
日
本
語
が
使
わ
れ
る
た
め
に
は
、
多
く
の

人
が
積
極
的
に
日
本
語
ワ
ー
プ
ロ
で
書
く
よ
う
な
努
力
が
必
要
だ
。

う
な
社
会
を
情
報
化
社
会
と
い
い
、
日
本
は
（
そ

し
て
多
＇
，
＼
の
国
々
も
）
そ
の
よ
う
な
段
階
に
到

達
し
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
カ
タ
チ
と
重
量

が
あ
る
モ
ノ
を
作
る
こ
と
以
上
に
、
惰
輻
を
生

産
す
る
こ
と
が
経
済
的
な
価
値
と
結
び
付
い
て

い
る
。現

在
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
に
、
各
種
の
ネ
ソ
ト
ワ
ー
ク
が
発
達
し
、
世

界
中
か
ら
情
報
を
得
る
こ
と
、
ま
た
世
界
中
に

情
報
を
発
信
す
る
こ
と
が
容
易
に
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
＇
ク
に
よ
る

初
か
ら
教
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

国
語
施
策
5
0
年
喜
し
い
時
代
に
向
け
て

おきの・つなお 埼玉県出身。専

門分野は言語学。特に、社会言語

学とコンピュータ言語学。第 9回

金田一京助博士記念賞受裳。著書

に『ワープロによる知的生産の方

法A など。

函

と
を
感
じ
る
よ
う
だ
。
こ
の
解
決
策
と
し
て
は

自
動
翻
訳
の
完
成
炉
あ
る
。

相
互
的
に
そ
れ
ぞ
れ
母
語
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

ト
で
き
る
の
が
―
つ
の
理
想
だ
ろ
う
。
詩
歌
。

小
説
な
ど
は
む
ず
か
し
か
ろ
う
が

r

実
用
的
な

文
章
で
は
相
当
程
度
ま
で
機
械
翻
訳
で
き
る
よ

う
に
な
る
の
が
望
ま
し
い
。
こ
れ
は
そ
う
熙
理

な
要
求
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
た
め
に
は
、
対

照
研
究
を
進
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
た

め
の
研
究
の
背
景
を
作
る
よ
う
な
政
策
が
こ
れ

か
ら
必
要
だ
。

ま
た
、
日
本
語
を
世
界
に
拡
め
る
た
め
に
は

日
本
語
を
国
連
の
公
用
語
の
一
っ
と
す
べ
き
だ
。

何
と
な
く
遠
慮
の
あ
っ
た
固
連
の
常
任
理
事
国

に
日
本
が
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
近
ご
ろ
は
積

極
論
が
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
心
強
い
。
し

か
し
、
国
連
公
用
語
と
な
る
と
ま
だ
及
び
腰
の

人
が
多
い
。
し
か
し
、
常
任
理
事
国
に
な
る
の

で
あ
れ
ば
同
時
に
日
本
語
も
公
用
語
に
な
る
べ

き
で
、
こ
れ
を
推
進
す
る
よ
う
な
国
語
政
策
を

取
る
べ
き
だ
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
多
く
の
困
難

沿
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
突
破
す
る
た
め
の
政

策
こ
そ
国
語
政
策
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
日
本
語

で
は
、
こ
の
よ
う
に
社
会
の
在
り
方
が
「
情

報
化
」
し
て
く
る
と
、
日
本
語
は
ど
の
よ
う
な

影
響
を
受
け
る
の
だ
ろ
う
か
。

―
つ
の
見
方
は
英
語
優
位
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
今
ま
で
も
英
語
は
掠
い
言
語
だ
っ
た
が
、

さ
ら
に
強
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
~
裏
返

せ
ば
、
日
本
語
が
相
対
的
に
弱
く
な
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
に
は
英
語
が

必
須
だ
と
い
う
声
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
有
す
る
情
報
の
大
部
分
は
英
語

で
書
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
，
）
今
ま
で
が

そ
う
だ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
現
に
、

様
々
な
情
報
が
英
語
て
書
か
れ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
流
さ
れ
続
け
て
い
る
。
最
新
情
報
を
素
早

く
キ
ャ
ッ
チ
す
る
に
は
英
語
に
よ
る
の
が
一
番

だ
と
い
う
の
も
分
か
る
。

日
本
語
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
マ
イ
ナ

ー
な
言
語
で
あ
る
。
英
語
で
書
か
れ
た
情
報
を

日
本
語
に
翻
訳
す
る
と
、
闘
訳
の
時
間
州
か
か

る
分
¢
け
、
蘭
霰
OJ
入
手
が
遅
く
な
る

C

そ
う

そ
の
他
の
外
国
語
も
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、

そ
れ
ら
は
ご
く
少
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本

語
と
日
本
国
（
日
本
人
）
と
は
ほ
ぼ
一
対
一
に

対
応
す
る
と
い
う
特
徴
を
持
ち

r

こ
の
点
で
、

世
界
の
詰
国
（
諸
言
語
）
と
比
ぺ
て
も
、
極
め

て
特
異
な
国
（
言
語
）
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
日
本
語
を
維
持
し
て
い
く
の
に
必
要
な

人
口
（
『
ラ
ル
ー
ス
言
語
学
用
語
辞
典
』
(
-
九

八

0
初
版
）
に
よ
れ
ば
日
本
語
人
口
は
世
界
第

六
位
で
あ
る
）
と
強
い
経
済
力
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
情
報
化
の
進
展
に

よ
っ
て
も
、
日
本
の
中
で
は
日
本
語
が
使
わ
れ

続
け
る
だ
ろ
う
と
予
想
で
き
る

C

昔
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
は
、
日
本
語
が
扱
い

に
く
か
っ
た
。
し
か
し
、
カ
ナ
漠
字
変
換
の
技

術
が
開
発
さ
れ
、
現
在
は
日
本
語
も
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
で
扱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

日
本
（
語
）
の
情
報
化
に
と
っ
て
、
決
定
的
に

重
要
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。

今
後
、
情
報
化
が
進
め
ば
、
日
本
語
で
表
さ

れ
た
情
報
も
爆
発
的
に
増
大
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
日
本
語
情
報
の
検
索
な
ど
が
い
っ
そ
う
重

情
報
化
は
日
本
語
使
用
を

衰
退
さ
せ
る
か

情
報
交
換
も
、
情
報
化
の
一
側
面
で
あ
る
。

四
こ
れ
か
ら
の
日
本
語
を

守
る
た
め
に

い
う
わ
け
で
、
日
本
語
は
使
わ
れ
に
く
い
。

と

う

な

日
本
の
中
で
各
地
の
方
言
が
淘
汰
さ
れ
て
、

多
く
の
人
が
共
通
語
（
標
準
語
：
ほ
ば
東
京
方

言
と
同
じ
）
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
と

同
椋
に
、
情
報
化
の
進
展
に
よ
っ
て
、
日
本
語

炉
淘
汰
さ
れ
て
、
英
語
と
い
う
世
界
共
通
語
が

広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
見
方
ぶ
あ
る
。
日
本
語
は
、
世
界
の
中
で

は
口
、
i

カ
ル
な
言
語
（
方
言
）
だ
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。

も
う
―
つ
の
見
方
は
、
日
本
語
は
こ
の
ま
ま

生
き
延
び
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
際
的
に

は
英
語
が
使
わ
れ
て
も
、
日
本
の
中
て
は
日
本

語
が
使
わ
れ
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
各
種
利
用
の
中
で
も
、

電
子
メ
ー
ル
の
利
用
が
一
番
多
い
と
い
わ
れ
て

い
る
。
霞
子
メ
ー
ル
の
影
響
賃
郵
政
省
メ
ー

ル
（
ハ
ガ
キ
や
封
書
な
ど
の
郵
便
）
は
国
人
間

の
連
絡
手
段
と
し
て
は
減
少
し
つ
つ
あ
り
、
も

は
や
ダ
，
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
中
心
と
す
る
団
体

か
ら
個
人
へ
の
通
信
手
段
に
な
り
か
け
て
い
る
。

電
子
メ
ー
ル
の
世
界
で
は
、
日
本
人
同
士
が

使
う
言
語
は
ほ
ぽ
完
全
に
日
本
語
で
あ
る
。
発

信
者
が
た
哀
た
ま
日
本
語
が
入
力
し
に
く
い
環

競
に
い
る
島
合
だ
け
、
例
外
的
に
英
語
て
電
子

業
．
」
が
花
開
く
か
も
し
れ
な
い
。

日
本
語
に
関
ゴ
る
技
術
は
、
日
本
語
を
熟
知

し
て
日
常
使
い
こ
な
し
て
い
る
日
本
人
が
自
ら

開
発
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と

し
て
、
日
本
語
を
も
っ
と
客
観
的
に
と
ら
え
る

努
力
も
必
要
で
あ
る
。
そ
の
点
、
今
の
小
学
校

か
ら
高
校
ま
で
の
授
業
で
の
「
国
語
」
の
よ
う

な
と
ら
え
方
で
は
不
十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
語
は
な
く
な
ら
な
い
。
日
本
語
は
、
世

界
の
中
の
方
言
と
し
て
い
つ
ま
で
も
使
わ
れ
て

い
く
だ
ろ
う

C

で
も
、
そ
九
だ
け
で
い
い
だ
ろ

ヽ
,
o

A

っ
カ外

国
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
が
盛
ん
に
な

っ
た
の
は
日
本
の
経
済
力
の
お
か
げ
だ
と
い

う
見
方
が
あ
る
。
で
は
、
今
後
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。
問
題
は
、
経
済
力
だ
け
で
は
な
い
。
砂
し

ろ
情
親
力
が
重
要
に
な
る
の
て
は
な
か
ろ
う
か
。

日
本
語
で
表
現
さ
れ
た
情
報
の
価
値
が
高
け
れ

ば
、
外
国
人
翠
日
本
語
を
学
び
た
く
な
る
も
の

ミ，
J
O

t
 情

毅
化
の
流
れ
の
中
で
も
、
今
よ
り
も
っ
と

日
本
語
を
使
い
た
い
。
日
本
人
が
使
う
だ
け
で

な
く
、
外
国
人
に
も
使
っ
て
も
ら
い
た
い
。
ど

う
し
た
ら
そ
れ
が
可
熊
か
。

ま
ず
は
、
我
々
の
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
、
日

本
語
で
各
種
情
親
を
表
す
努
力
を
継
続
す
る
こ

と
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
将
来
に

わ
た
っ
て
日
本
語
を

7

使
え
る
（
役
に
立
つ
）
」

も
の
に
し
て
お
け
る
。
個
人
の
努
力
も
、
多
数

の
人
が
行
そ
ば
、
無
視
で
き
な
い
影
響
力
を
持

つ
。
ま
ず
は
、
身
近
な
文
書
の
電
子
化
か
ら
始

め
よ
う
。
簡
単
に
い
え
ば
、
何
で
も
日
本
語
ワ

ー
プ
ロ
で
書
こ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ワ
ー

プ
ロ
で
文
書
を
書
く
と
い
う
こ
と
が
、
情
報
化

社
会
の
中
で
日
本
語
が
生
き
残
っ
て
い
く
一
っ

の
条
件
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

国
語
施
策
50年
魯
新
し
い
時
代
に
向
け
て

メ
ー
ル
を
書
く
程
度
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
利

用
を
考
え
れ
ば
、
イ
ン
タ
ー
，
ネ
ッ
ト
の
影
薯
で

日
本
語
が
使
わ
れ
な
く
な
る
と
い
う
状
況
は
考

え
に
く
い
ど
も
い
え
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
電
子
図
書
館
だ
と
い
う

意
見
も
あ
る
。
様
々
な
情
報
が
大
塁
に
苔
積
さ

れ
て
い
る
さ
ま
は
確
か
に
医
書
館
と
い
う
見
方

が
で
き
よ
う
。
従
来
の
図
書
餌
に
も
万
巻
の
図

書
資
料
が
あ
る
が
、
我
々
は
そ
れ
ら
を
全
部
読

ひ
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
に
読
む
の
は
ご
く
ご

く
一
部
に
す
ぎ
な
い

C

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
て
も

同
様
で
、
そ
こ
に
あ
る
情
報
を
全
部
読
む
こ
と

は
な
い
。
必
要
な
の
は
ご
く
一
部
で
あ
る
。
だ

と
す
れ
ば

9

日
本
に
関
す
る
情
報
が
日
本
語
だ

け
で
書
か
れ
て
い
て
も
、
な
ん
ら
不
都
合
は
な

'ヽ

0
上
述
の
二
つ
の
見
方
は

r

対
立
す
る
も
の
で

は
な
い
。
国
際
的
に
は
英
語
を
使
い

r

国
内
的

に
は
日
本
語
を
使
う
と
い
う
の
は
こ
と
ば
の

「
使
い
分
け
'
-
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
使
い
分

け
は

r

す
で
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
以
外
の
情
報

交
換
で
、
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

日
本
悟
は
、
ほ
ぼ
日
本
の
中
だ
け
で
使
わ
れ

る
。
酒
外
で
使
わ
れ
る
日
本
語
は
ご
く
少
な
い
。

ま
た
、
日
本
の
中
で
は
、
傾
惚
日
本
語
だ
け
加
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あ
る
意
味
て
、
わ
た
し
の
日
本
語
学
習
倖
験
は
、
日

本
戸
や
っ
て
き
て
日
本
語
を
学
ぽ
う
と
す
る
他
の
外
国

人
の
方
々
と
は
、
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

ま
す
、
わ
た
し
の
場
合
、
語
学
学
習
の
径
験
か
翌
富

て
し
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
学
校
て
フ
ラ
ン
ス
語
を

習
い
、
大
学
峙
代
に
ヨ
ー
ロ
ソ
。
ハ
を
旅
行
し
て
、
基
虔

的
な
ト
イ
ツ
語
こ
ス
ペ
イ
ン
語
、
さ
ら
に
セ
ル
ホ
・
ク

ロ
ア
チ
ア
語
も
多
少
党
え
ま
し
た
。
オ
ー
＇
ス
ト
ラ
リ
ア

の
外
務
省
に
入
っ
て
か
ら
は
、
中
国
語
と
ロ
シ
ア
語
を

最
高
レ
ベ
ル
（
イ
キ
リ
ス
外
務
省
試
験
の

A
レ
ヘ
ル
）

ま
で
勉
強
し
ま
し
た

C

ひ
ど
つ
て
も
外
国
語
を
学
習
す

る
ど
、
別
の
外
国
語
の
勉
強
か
ず
っ
と
容
易
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
様
々
な
文
法
の
ハ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
慣

れ
て
く
る
力
ら
て
あ
り
、
ま
た
、
語
学
学
習
の
コ
ゾ
カ

わ
か
っ
て
く
る
か
ら
て
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
も
っ

ど
・
も
重
要
な
こ
と
は
、
語
学
の
勉
賄
と
い
う
の
＇
ッ
主
ご

し
て
特
間
ど
努
力
の
問
題
て
あ
り
、
辛
抱
強
く
涜
け
れ

は
最
終
的
に
は
突
破
口
が
見
え
て
く
る
こ
こ
に
気
つ
く

ヵ
ら
て
す
。

第
ニ
ピ
中
国
語
を
勉
強
し
て
い
た
お
か
け
て
、
日

本
語
の
学
習
か
か
な
り
楽
て
し
た
。
確
か
旦
文
法
は
た

い
ふ
違
い
ま
す
か
、
漢
字
の
使
い
方
は
か
な
り
似
て
い

ま
す
。
結
果
こ
し
て
、
中
国
語
を
知
っ
て
い
れ
は
、
日

各
語
を
挙
ふ
咲
ガ
．
＞
」
時
阻
か
三

0
％
ほ
ど
省
け
る
ど
い

わ
た
し
に
と
＄
っ
て
、
ほ
~
る
か
に
大
き
な
問
題
た
っ
た

の
か
、
通
常
の
速
さ
て
話
さ
れ
る
日
本
語
を
理
解
す
る

こ
こ
て
し
た
。
問
題
点
は
四
つ
あ
り
ま
し
た
。
日
本
人

か
、
物
事
を
は
っ
き
り
と
直
接
的
に
は
言
わ
な
い
と
い

う
、
心
珪
的
な
問
題
か
あ
る
の
は
噸
か
て
す
。
特
に
男

怯
は
は
そ
ぼ
そ
と
話
す
傾
向
か
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、

言
わ
れ
た
こ
こ
を
理
解
て
き
た
と
し
て
も
、
は
と
ん
と

記
憶
に
残
ら
な
い
の
て
ず
~
c

こ
の
点
て
、
中
国
語
と
は

カ
な
り
異
な
り
ま
す
。
中
国
語
の
場
合
、

話
し
手
は
た

い
て
い
、
努
め
て
闊
き
手
に
強
い
直
接
的
な
印
象
を
与

え
よ
う
と
し
ま
す
。

次
に
多
く
の
日
本
人
か
早
口
で
話
す
ど
い
う
こ
と
も

困
雌
を
招
き
立
す

C

ま
た

r

ア
ク
セ
ン
ト
か
強
＼
な
い

ど
い
う
の
も
難
点
て
す

C

中
国
語
や
ロ
シ
ア
語
て
は
、

強
い
ア
ク
セ
ン
ト
の
違
い
か
、
こ
ど
は
の
意
味
を
聞
き

こ
る
う
え
て
大
い
に
役
に
立
ち
立
す
。

次
に
、
中
国
語
を
語
源
と
す
る
こ
ど
は
て
、
同
音
呉

義
語
か
多
い
ど
い
う
の
も
問
題
て
す
。
例
え
は
日
本
語

て
「
セ
イ
」
ど
い
う
音
を
も
つ
漢
字
は
、
中
国
で
は
、
チ

f
 

r

、

エ

／

（

c
h
'
e
n
g
)

;

¥

ェ

／

（

z
h
e
n
g
J

チ
ン

(ch'ing)

シ
ン

(jing)

な
と
一
一
の
異
な
る
読
み
方
か
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
そ
れ
そ
れ
に
四
種
類
の
声
調
か
あ
り
ま
す
。

し
た
か
っ
て

r

合
計
て
四
四
積
の
発
音
か
あ
る
こ
ど
に

な
り
ま
す
。
し
か
し

r

日
本
語
て
は
こ
れ
が
す
へ
て
「
セ

ご
（
成
、
正
、
生
な
こ
）
と
い
う
ひ
と
つ
の
音
に
な

り
ま
す
。
日
本
語
の
「
コ
」
と
い
う
音
の
場
合
、
中
国

言吾とわたL
クレゴリー。クラーク イギリスて生まれ、オースト

リアで育文オーストラリア外務酋．「ジウォースト

リアン」紙東京支局長 上智大学教授などを経て、 S

、1年から多摩大学長。文部省大学審詰会特別委員。

語、中国語、ロシア語を自由に翠使する。

え
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
わ
た
し
の
日
本
語
学
習
の
最
も
特
異
な
点

を
あ
け
る
こ
す
れ
ば
お
そ
ら

1
、
勉
強
を
始
め
た
の

が
三

0
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
て
あ
っ
た
こ
と
と
、
全
く
の

独
学
て
あ
っ
た
こ
ど
で
し
ょ
う
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
て

ば
ん
の
数
週
間
、
大
学
の
日
本
語
コ
ー
ス
に
通
い
ま
し

た
か
、
す
く
に
自
分
て
勉
強
し
た
ほ
う
か
早
い
と
気
つ

き
ま
し
た
。

日
本
語
の
学
習
て
何
が
難
し
か
っ
た
か
を
考
え
る
こ
~

漠
字
の
音
読
み
ど
訓
読
み
た
と
い
う
外
国
人
か
多
い
て

す
が
、
わ
た
し
は
全
・
＂
＼
逆
て
し
た
。
実
際
、
わ
た
し
は
、

日
本
語
で
は
全
く
意
味
の
異
な
る
二
つ
の
こ
と
ば
か
同

し
漢
字
て
表
さ
れ
る
1

ー
ー
例
え
は
、
出
身
地
を
さ
す

「
里
」
と
、
九
十
九
里
の
里
か
こ
ち
ら
も
「
里
」
で
あ

る

こ

と

を

発

見

し

た

の

で

す

。

ま
た
、
多
く
の
外
国
人
か
言
う
ほ
こ
敬
語
も
問
題
で

は
あ
り
ま
サ
・
ん
て
し
た
。
結
局
門
え
は
、
「
わ
た
し
」

や
「
あ
な
た
」
ど
い
う
時
の
言
い
方
を
三
、
芦
通
り
覚

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
こ
に
な
り
立
す
が
、
何
千
も

の
こ
と
ば
を
党
え
な
け
れ
は
な
ら
な
い
特
、
三
つ
や
四

つ
余
計
に
党
え
る
こ
ど
は
そ
れ
は
ど
大
変
な
こ
と
て
は

あ
り
ま
せ
ん
c

確
ヵ
ピ
こ
と
は
の
使
い
分
け
を
学
ば

な
く
て
は
な
り
弐
せ
ん
が
、
そ
れ
は
日
本
文
化
の
勉
強

の
問
題
て
、
日
本
語
の
学
習
ど
は
別
で
す
~
ウ

て
は
さ

熟
語
ど
し
て
使
わ
れ
て
い
る
湯
合
に
も
問
題
か
あ
り

ま
す
。
例
え
は
、
「
コ
ウ
セ
イ
」
と
い
つ
こ
と
ば
を
調

へ
る
ど
、
似
た
発
音
を
し
て
意
味
か
異
な
る
も
の
か
、

全
部
で
一

0
る
種
頬
を
軽
＇
く
超
え
て
し
ま
い
立
す
。
日

本
人
は
、
し
は
し
は
文
脈
に
た
よ
り
な
が
ら
、
用
法
や

意
味
の
区
別
を
自
然
に
覚
え
ま
す
か
外
国
人
に
ど
っ

て
は
き
わ
め
て
困
罪
て
す
。

最
後
に

r

日
本
語
は
膠
著
語
て
あ
る
の
て
わ
た
し

も
初
め
は
、
日
本
語
を
聞
い
て
音
の
区
別
が
て
き
る
よ

う
な
し
ベ
ル
に
は
、
と
て
も
到
達
て
き
な
い
と
思
っ
て
，

い
ま
し
た

c

中
国
語
や
ロ
シ
ア
語
な
ら
聞
い
て
わ
か
ら

な
い
こ
と
ば
か
あ
っ
て
も
、
発
音
を
聞
き
分
け
て
辞
書

て
鯛
へ
る
こ
と
か
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
日

本
語
て
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
て
し
た
。
耳
に
入
っ
て
く

る
の
は
不
鮮
明
な
音
は
か
り
た
っ
た
の
て
す
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
わ
た
し
は
何
年
も

デ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
、
く
練
誓
を
し
ま
し
た
。
テ
し

ピ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
、
た
い
て
い
の
日
本
人
よ
り
発

音
が
明
瞭
た
か
ら
て
す
。
最
も
重
要
な
の
は
，
字
幕

の
漠
字
を
見
て
、
話
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ

と
が
て
き
た
と
い
う
こ
ど
て
す
。
し
か
し
、

二
五
年
間

毎
日
何
峙
間
も
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
見
続
け
て
よ
う

や
く
、
何
と
か
ヒ
ア
リ
ン
ク
が
て
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た

C

そ
れ
も
、
日
本
語
の
勉
強
を
始
め
た
の
が
遅
か

っ
た
か
ら
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
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も
う
六

0
年
近
く
も
昔
、
わ
た
し
の
中
学
時
代
の
国

語
の
時
間
中
に
、
詩
の
朗
読
を
指
名
さ
れ
た
級
友
の
一

人
か
二
皿
細
亜
」
を
「
ア
サ
イ
ア
」
ど
読
み
上
け
て
、

教
師
か
ら
「
ふ
ざ
け
る
な
！
．
」
と
ど
な
ら
れ
た
こ
ど
を

思
い
出
す
。
当
の
教
師
に
し
て
み
れ
は

r

「
亜
細
亜
」

の
読
み
方
く
ら
い
中
学
生
な
ら
常
識
た
と
い
う
判
断
か

あ
り
、
目
分
が
か
ら
か
わ
れ
た
ど
て
も
思
っ
て
立
腹
し

た
の
た
ろ
う
。
し
か
し
、
小
学
生
の
こ
ろ
山
中
峯
太
郎

ぁ
，
”
よ
5

の
軍
事
小
説
「
亜
細
亜
の
曙
」
（
『
少
年
倶
楽
部
』
連
載
）

な
と
に
捺
し
て
い
た
者
な
ら
と
も
か
く
、
当
時
は
小
学

固
語
読
本
（
ハ
ナ
ハ
ト
読
本
）
て
も
「
ア
シ
ャ
」
と
書

か
れ
て
い
た
か
ら
、
読
書
範
囲
の
狭
い
中
学
生
な
ら
「
ア

サ
イ
ア
」
と
読
ん
て
も
不
思
訊
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

戦
柏
は
、
外
国
の
地
名
や
外
来
話
に
も
漢
字
を
当
て

て
書
く
習
慣
か
あ
っ
た
か
、
戦
後
は
す
べ
て
片
仮
名
表

記
に
な
っ
た
。
現
在
の
五

0
歳
代
以
下
の
人
た
ち
に
ど

っ
て
は
、
こ
の
種
の
当
て
字
は
一
種
の
”
判
し
物
“
に

な
っ
て
し
弐
(
-
た
。
わ
た
し
か
、
か
つ
て
二

0
年
間
に

わ
た
り
出
題
嗜
分
祈
を
担
当
し
た
ぶ
〖
字
読
み
書
き
大

会
」
（
昭
和
四
七
年
か
ら
平
成
三
年
、
柿
式
会
社
「
写

詞
」
主
催
）
の
テ
ー
タ
か
ら

f

そ
の
一
端
を
紹
介
し
て

み
よ
う
。

し
て
、
次
の
カ
ッ
コ
内
に
示
す
よ
う
な
珍
答
か
続
出
し

た
も
の
だ
。

プ

ラ

ジ

几

・

伯

判

西

爾

（

ヘ

ル

サ

イ

ユ

）

）

ヒ
ア
ー

一ゞ

尋
琴
7
．
イ
オ
リ
ン
。
キ
タ
ー
＇
エ
レ
ク
ト
ー
ン
）

.、

9
,
r
リ

"
'
9

ト
ッ

r,

．
忽
布
（
モ
ッ
プ
・
タ
オ
ル
）
。
加
特
力
（
プ
ル
ド

ぶ
＂
ン
フ

]

。

/

／

P
筒
（
ピ

ー
サ
ー
；
ソ
レ
ー
ン
・
ブ
ー
ト
リ
ッ
]
;
仁r 

‘̀’ 

し

ス
ト
ル
・
キ
セ
ル
・
ラ
ッ
゜
、
）ー

ル
ド
・
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
）

学
習
の
機
会
か
な
け
れ
は
‘

う
長
所
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
、

記 -
＇
ラ
ン
ダ

•
和
間
（
ワ
カ
ラ

土
（
コ
シ
コ

既
知
の
漠
字
の
音
訓
や
意
味
か
ら
の
類
推
た
ろ
う
か
、

な
か
な
か
奇
抜
な
珍
答
た
。
か
と
い
っ
て
彼
ら
の
無
知

を
責
め
る
こ
ど
は
て
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
当
て
字
は
、

既
習
の
漢
字
の
知
識
た
け

で
は
正
解
て
き
な
い
か
ら
て
あ
る
。

片
仮
名
は
外
国
語
の
発
音
を
写
す
の
に
適
す
る
と
い

こ
れ
ら
の
片
仮
名
表

記
か
、
戦
後
の
学
校
教
育
や
新
聞
・
放
送
等
社
会
一
般

と
、
戦
前
の
当
て
字

さいが。ひてお 香川県出身。国語学。国立国語研究所

言語計醤研究部長を経て大妻女子大学教授，国立国語研

究所名誉所員。主な著害巧葵字と遊ぶふげ筵字の資人り1c

文化庁『言葉に関する問答集，編集委員

カ

ナ

ダ

7

ィ

リ

ピ

ン

「
加
奈
陀
韮
律
賓
」
な
と
の
外
国
国
名
や
、
「
麦
酒

。
硝
子
」
な
と
の
外
来
語
は
、
高
校
生
＇
大
学
生
・
社

会
人
ど
も
九
割
以
上
の
正
答
率
た
っ
た
か
、
以
下
に
掲

け
る
語
に
な
る
と
、
高
校
生
や
大
学
生
で
は
は
ど
ん
と

歯
か
立
た
ず
、
社
会
人
て
も
楕
々
一
割
か
ら
三
割
程
度

の
正
答
率
し
か
あ
が
っ
て
い
な
い
。
参
加
者
の
大
半
は
、

正
答
が
思
い
浮
か
ば
ぬ
ま
ま

r

あ
れ
こ
れ
と
当
て
推
畳

に
外
国
語
。
外
来
語
を
広
く
浸
透
さ
せ
る
う
え
て
、

大

き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
ど
は
否
定
て
き
な
い
。
ま
た
、

例
え
ば
俳
句
の
季
語
な
ど
に
現
れ
る
、

ェ
（
さ
る
す
へ
り
）

。
百
日
系

しヽ

ヽ

し
カ

出
し
た
こ
れ
ら
の
旧
表
記
を
、

。
信
天
翁
（
あ
ほ
う
と

り
）
・
心
太
（
ど
こ
ろ
て
ん
）
・
案
山
子
（
か
か
し
）
＇

独
楽
（
こ
ま
）
・
陽
炎
（
か
け
ろ
う
）
・
十
六
寝
（
い

さ
よ
い
）
・
氷
柱
（
つ
ら
ら
）
•
長
閑
（
の
と
力
）
さ

と
い
っ
た
当
て
字
も
、
戦
後
は
一
般
に
仮
名
書
き
に
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
、

国
民
全
体
の
読
み
書
き

能
力
を
押
し
上
け
る
点
で
大
き
な
効
用
が
あ
っ
た
と
思

。

f

「、

'

ヽ

こ
れ
も

わ
れ
わ
れ
の
先
人
た
ち
が
苦
心
し
て
縞
み

こ
の
ま
立
埋
没
さ
せ
て

し
ま
う
の
は
何
ど
し
て
も
惜
し
い
。

界
で
な
り
と
、

せ
め
て
文
学
の
世

ル
ビ
付
き
で
も
よ
い
か
ら
継
承
さ
れ
、

生
き
続
け
て
い
く
こ
ど
を
望
み
た
い
。

ヽ
大妻女子大学教授

斎賀秀夫

国
語
施
策
5
0年
烹
新
し
い
時
代
に
向
け
て

37 
祁



表 太田市における外国人日

本語教室受講者等の推移

平成

6年度

平成

7年度

45人

14か国

59人

14か固

IOI人
I 

前期 1 |5か国

I 124人

前期

後期

た
ち

生
も
毎
回

が
市
外
か
ら
も
通
っ
て
く
る
。
初
級
、
中
級
、
学
生

ク
ラ
ス
に
分
か
れ
、
思
い
思
い
に
机
を
並
べ
て
、
胴

師
一
人
に
生
徒
二
人
か
ら
三
人
の
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な

授
業
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

平
成
六
年
か
ら
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
講
師
の
有
志

が
太
田
日
本
語
研
究
会
「
あ
ゆ
み
の
会
」
な
る
グ
ル

ー
プ
を
組
織
し
、
市
の
講
座
が
開
僅
さ
れ
て
い
な
い

期
間
を
担
当
し
て
く
れ
、
年
間
を
通
じ
て
火
曜
日
の

夜
と
水
曜
日
の
午
後
に
日
本
語
教
室
が
関
催
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
飽
き
な
い
で
楽
し
く
続
け
ら
れ
る
よ

う
に
、
弁
論
大
会
、
料
理
教
室
、
文
化
紹
介
な
ど
い

ろ
い
ろ
な
催
し
を
織
り
ま
ぜ
な
が
ら
進
め
て
い
る

C

大
手
企
業
の
悔
外
進
出
と
と
も
に
、
家
族
で
海
外

に
長
期
滞
在
し
た
経
験
を
持
つ
人
、
定
年
を
迎
え
て

頻
繁
に
外
国
旅
行
に
出
か
け
る
人
が
増
え
て
お
り
、

こ
う
い
っ
た
人
た
ち
は
、
海
外
滞
在
中
に
お
世
話
に

な
っ
た
こ
と
を
、
在
住
外
国
人
の
方
に
何
ら
か
の
形

で
恩
返
し
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た

f

ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
を
通
し
て
自
己
実
現
を
図
ろ
う
と
し
て

弁論大会

ぃ

＿

多

立

5

い。＇

請
座
が
一
区
切
り
す
る
時
に
、
講
師
と
受
講
生
に

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
て
い
る
が
、
闊
師
は
、
①

国
際
理
解
が
深
ま
る

r

②
他
人
の
役
に
宣
っ
て
い
る

こ
と
が
実
感
で
き
る
、
③
普
段
の
生
活
に
張
り
か
持

て
る
、
と
答
え
て
い
る
。
一
方
外
同
人
受
講
生
は
、

①
日
本
語
が
上
達
し
て
、
日
常
生
活
に
支
障
が
な
く

な
る
、
②
母
国
の
友
達
に
会
え
て
、
安
ら
ぎ
が
得
ら

れ
る
、
③
日
本
の
習
慣
や
文
化
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
、
④
自
分
の
存
在
が
認
め
て
も
ら
え
る
、
な
ど
日

本
語
の
習
得
以
外
に
も
様
々
な
期
待
を
寄
せ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。

太
璽
巾
の
日
本
語
教
室
は
r

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
1

竺
諮
座
四
と
い
う
割
合
で
進
め
ら
れ
て
い
て
、

四
日
本
語
教
育
の
令
後
の
展
開

ふ-a,;-そ炉令•へ！~～令 99各9唸，．ガいいいと吟-'いいいピいいいたぉ｝ー（•いいゃ＇令～9いい長を咋←

太
田
市
は
群
馬
県
の
東
部
に
位
置
し
、
人
ロ
一
四

万
四

0
0
0人
を
擁
す
る
北
関
東
有
数
の
工
業
都
市

で
あ
る
。
戦
前
は
軍
需
産
業
（
中
島
飛
行
機
製
作
斯
）

が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
は
ス
ク
ー
タ
ー
、
メ
リ

ャ
ス
、
金
型
な
ど
の
平
和
産
業
へ
と
転
換
を
は
か
り
、

工
業
集
積
に
努
め
て
き
た
。
中
で
も
、
輸
送
機
器
関

お
う

連
企
業
、
弱
電
関
連
企
業
群
の
旺
盛
な
事
業
展
開
が

外
国
人
労
働
者
受
入
九
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
っ
た
。

太
田
市
の
外
国
人
登
録
者
数
は
、
昭
和
六
一
年
ま

で
は
一
三
か
国
か
ら
一
四
か
国
五
五

0
人
程
度
で
あ

っ
た
沿
、
昭
和
六
二
年
か
ら
増
加
を
始
め
、
入
管
法

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
）
が
改
正
さ
れ
た

平
成
二
年
当
時
は
一
年
間
に
一

0
0
0
人
以
上
も
増

加
し
た
。
今
で
は
四
七
か
国
四
六
三
四
人
（
平
成
八

年
二
月
末
現
在
）
と
過
去
最
高
で
、
人
口
比
三
・
ニ

％
に
も
達
し
て
い
る
。
国
籍
別
に
見
る
と
、
ブ
ラ
ジ

ル、

1
,
4
リ
ピ
ソ
、
中
国
、
韓
国
，
朝
鮮
、
ペ
ル
ー

太
田
市
で
は
こ
の
よ
う
に
進
展
す
る
国
際
化
に
対

応
す
る
た
め
、
姉
妹
都
市
・
友
好
都
市
と
の
交
流

r

在
住
外
国
人
対
応
、
国
際
化
に
対
応
で
き
る
市
民
意

識
の
高
揚
を
三
つ
の
柱
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

在
住
外
国
人
対
応
と
し
て
は
、
観
光
マ
ッ
プ
や
生

活
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
作
成
等
と
平
管
し
て
、
平
成
四

年
か
ら
「
外
目
人
相
餞
窓
口
し
を
開
骰
し
た
。
英
語
、

日
本
語
教
育
を
始
め
る
に
当
た
っ
て
ポ
ラ
ン
テ
ィ

ア
請
師
を
募
集
し
た
と
こ
ろ

r

主
婦
を
中
心
に
六
五

名
の
市
民
が
協
力
を
申
し
出
て
く
れ
た
°
今
で
は

r

――

1
0名
を
超
え
る
市
民
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
謂
師
と

し
て
登
録
し
、
都
合
が
つ
く
時
に
協
力
し
て
く
九
て

い
る
。
市
で
は

f

春
と
秋
に
そ
れ
ぞ
れ
一

0
回
ず
つ

の
日
本
語
講
座
を
開
催
し
て
い
る
が
、
外
国
人
受
請

効
率
的
と
は
言
え
な
い
が
、
だ
か

ら
こ
そ
長
続
き
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
最
近
、

こ
の
日
本
語
教
室
で
学
ん
だ
人
た
ち
の
中
か
ら
、
指

遜
助
手
と
し
て
学
校
の
お
手
伝
い
を
し
て
く
れ
る
人

が
生
ま
れ
、
皆
と
て
も
喜
ん
で
い
る
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
講
師
の
多
く
は
、
体
系
だ
っ
た
専

門
的
な
教
育
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
文
法
的

な
細
か
な
説
明
等
に
不
安
を
抱
い
て
い
た
。
文
化
庁

の
事
業
に
よ
り
、
こ
の
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
講
師
の
た
め
の
養
成
講
座
。
ス
テ
ッ
プ

ァ
ッ
プ
講
座
を
開
催
し
た
が
、
い
ず
れ
も
申
込
み
受

付
間
も
な
く
定
員
に
達
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
人
気
で
、

大
変
心
強
く
思
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
は
、
効
率
的
な
進
め
方
に
も
配
慮
し
な
が
ら
、

時
間
的
に
も
地
域
的
に
も
在
住
外
固
人
の
方
が
受
講

し
や
す
い
環
境
を
整
え
て
い
く
こ
と
が
諌
題
で
あ
る
。

養
成
講
座
を
修
了
し
た
人
た
ち
や
「
あ
ゆ
み
の
会
」

の
人
た
ち
を
中
心
応
ど
う
い
う
教
え
方
が
よ
い
か
、

教
材
や
運
営
方
法
に
つ
い
て
そ
の
後
も
頻
繁
に
検
討

が
行
わ
れ
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
火
曜
日
の
夜
、
水

曜
日
の
午
後
に
加
え
て
、
四
月
か
ら
は
日
曜
日
の
午

後
に
も
開
催
し
て
い
る
。
面
的
な
広
が
り
に
つ
い
て

も
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
企
画
部
都
市
計
画
課
長
濤
水
正
道
）

国
際
化
に
対
す
る

太
田
市
の
取
組

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
在
住

外
国
人
の
た
め
の
日
本
語
教
育

太
田
市
周
辺
の
国
際
化
の
状
況

の
順
で
、
ブ
ラ
ジ
ル
。
ペ
ル
ー
は
日
系
人
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
は
興
行
目
的
の
女
性

r

中
国
は
男
佐
の
技
術
研

修
生
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
国
も
注
目
し
て
、
文
化
庁
は

r

平
成
六
年
度
、
全
国
に
先
駆
け
て
川
崎
市
と
太
田
市

を
「
地
城
日
本
語
教
育
持
進
事
業
」
の
モ
デ
ル
地
区

に
指
定
し
た
。
現
在
、
国
立
国
語
研
究
所
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
綱
査
員
が
中
心
と
な
っ
て
、
在
住
外
国
人
の

日
本
語
習
得
に
つ
い
て
細
か
な
調
査
が
行
わ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
c

五ロ
二
三
口

国
語
施
策
5
0年
塗
新
し
い
時
代
に
向
け
て

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
中
国
語
の
四
か
国

語
で
相
談
に
応
じ
て
い
る
が
、
長
期
滞
在
化
。
定
住

化
の
傾
向
を
受
け
て
、
相
談
内
容
も
複
雑
化
す
る
と

共
に
、
祖
談
件
数
も
大
変
増
加
し
て
き
て
い
る
。

ま
た
、
教
育
委
員
会
で
は
外
国
人
子
女
の
た
め
に

小
・
中
学
校
―
二
校
に
日
本
語
指
導
教
室
を
設
置
し
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
中
国
語
の
指
導
助

手
九
名
を
配
置
し
て

f

日
本
語
の
授
業
に
つ
い
て
い

け
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
母
国
語
を
交
え
た
日
本
語

教
育
を
実
施
し
て
い
る
。

一
方
、
入
管
法
改
正
後
急
激
に
増
加
し
た
日
系
人

を
中
心
に
、
言
葉
が
不
自
由
で
あ
る
と
か
、
日
本
の

生
活
習
慣
や
文
化
等
を
学
び
た
い
と
す
る
声
が
大
変

大
き
く
な
り
、
市
と
国
際
交
流
協
会
は
平
成
五
年
一
―

月
か
ら
、
太
田
市
で
初
め
て
の
外
国
人
向
け
日
本
語

教
育
を
開
始
し
た
。
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四
面
白
い
企
画
つ
く
り

町
民
の
間
か
ら
は
、
「
め
ぐ
せ
（
み
っ
と
も
な
い
）
、

ほ
ん
だ
ご
と
（
そ
ん
な
こ
と
）
」
と
い
っ
た
批
判
も

あ
っ
た
が
、
昭
和
六
二
年
「
お
ら
ほ
さ
来
い
ち
ゃ
、

聞
げ
ち
ゃ
、
し
ゃ
べ
れ
っ
ち
ゃ
、
お
国
自
慢
」
を
キ

ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
ポ
ス
タ
ー
や
切
符
か
ら
、
会
場

の
体
育
館
で
の
舞
台
づ
く
り
ま
で
、
一

0
0％
手
づ

く
り
で
「
第
一
回
全
国
方
言
大
会
」
を
開
催
し
た
の

で
あ
る
。

大
会
の
反
応
は
、
委
員
会
の
予
想
を
は
る
か
に
上

回
る
も
の
で
あ
っ
た
。
テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
の
マ
ス

コ
ミ
が
取
り
上
げ
全
国
的
に
ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
た
。

「
来
年
も
や
る
ん
で
す
か
」
と
い
う
問
い
合
わ
せ
が

相
次
ぎ
、
中
に
は
「
国
語
の
教
材
に
使
い
た
い
か
ら

録
音
テ
ー
プ
を
送
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
依
頼
ま
で

あ
っ
た
。
こ
の
大
成
功
か
ら
大
会
は
続
け
ら
れ
て
い

く
の
で
あ
る
。

大
会
の
企
画
は
、
第
一
回
か
ら
第
三
回
ま
で
は
、

第
一
回
と
同
じ
ス
タ
イ
ル
で
行
い
、
「
規
定
文
」
の

他
、
自
由
に
お
国
自
慢
を
し
て
も
ら
っ
た
。
第
四
回

大
会
の
反
響
に
び
っ
く
り

も

の
＼
「
ん
だ
ば
ひ
と
つ
、
方
言
大
会
て
の
は
ど
う
か

の
」
、
「
い
い
の

S
」
、
「
や
っ
て
み
っ
が
！
」
。

第 9回全国方言大会・作業の実演（平成 7年II月）

励
7

,
 

」：＇’

方言と衣文化をテーマとした第 9回全国方言大会（平成 7年 II月）

大

会

は

、

各

地

の

放

送

局

組

を

制

作

し

て

い
る
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
や
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
参
加
し
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
形
式
で
行
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
企

画
は
、
や
や
堅
す
ぎ
て
、
観
客
の
反
応
は
あ
ま
り
よ

く
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
第
五
回
大
会
で
は
、
各
地

の
バ
ス
ガ
イ
ド
を
招
き
、
方
言
で
そ
の
地
方
の
観
光

案
内
を
し
て
も
ら
っ
た
。
映
像
を
ふ
ん
だ
ん
に
用
い

た
内
容
で
、
こ
れ
は
好
評
だ
っ
た
。
第
六
回
大
会
は
、

北
前
船
の
寄
港
地
か
ら
参
加
者
を
招
き
、
北
前
船
が

米
だ
け
で
な
く
、
言
葉
も
運
ん
だ
事
を
実
証
し
て
み

一
川
町
は
、
人
口
約
八
二

0
0人
。
庄
内
平
野
の

蕊
g
氏
心
~
〗
：
ヽ
？
‘
~
|

二
「
や
っ
て
み
っ
か
」
で

・
は
じ
ま
っ
た

昭
和
六
一
年
八
月
、
町
の
活
性
化
を
固
る
た
め
に
、

二
―
世
紀
の
主
役
で
あ
る
若
者
の
自
由
な
発
想
と
行

動
力
を
積
極
的
に
町
づ
く
り
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を

目
的
に
「
三
川
ト
ピ
ア
創
造
委
員
会
」
が
結
成
さ
れ
た
。

委
員
会
は
、
学
習
会
や
先
進
地
視
察
な
ど
を
重
ね

な
が
ら
、
町
の
未
来
像
な
ど
を
語
り
合
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
会
合
と
言
え
ば
ほ
と
ん
ど
が
夜
間
で
、
議

論
が
白
熱
し
た
こ
ろ
に
は
時
間
切
れ
に
な
る
こ
と
が

し
ば
し
ば
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
あ
る
日
、
旅

館
を
借
り
き
っ
て
、
と
こ
と
ん
町
の
魅
力
や
可
能
性

に
つ
い
て
、
夜
を
徹
し
て
語
り
合
う
こ
と
に
な
っ
た
。

はじめに

事例紹介2

―’ 言日

全腐
月る

山

大声づ町

形 会＜
県

L り
JI I 
町 ヘ行
而 動
し ！ 
ア

冒
委
貝9, 

今

コ

●
国
語
施
策
50年
●
新
し
い
時
代
に
向
け
て

五

こ
れ
か
ら
…
…

（
成
田
弘
）

=

・

・

 

ほ
ぽ
真
ん
中
。
鶴
岡
市
と
酒
田
市
に
は
さ
ま
れ
た
米

ど
こ
ろ
。
と
ま
あ
こ
れ
で
紹
介
が
つ
き
て
し
ま
う
、

こ
れ
と
い
っ
た
特
徴
が
な
い
の
だ
。

町
の
魅
力
と
可
能
性
と
い
っ
て
も
、
い
つ
も
の
よ

う
に
「
エ
ギ
も
ネ
（
駅
も
な
い
）
、
高
校
も
ネ
、
観

光
資
源
も
ネ
」
と
、
な
い
な
い
づ
く
し
が
堂
々
め
ぐ

り
を
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

深
い
た
め
息
と
と
も
に
、
だ
れ
か
が
「
あ
ん
な
は
、

庄
内
米
と
庄
内
弁
ぐ
れ
だ
の
」
と
言
っ
た
。
そ
う
な

ん
だ
。
庄
内
弁
と
い
う
「
特
産
物
」
が
あ
る
で
は
な

い
か
。
こ
こ
か
ら
方
言
談
義
が
に
ぎ
や
か
に
始
ま
っ

た
。
「
最
近
、
子
供
た
ち
が
庄
内
弁
を
使
わ
な
く
な

っ
て
き
た
」
、
「
テ
レ
ビ
の
影
響
が
大
き
い
な
」
、
「
学

校
の
授
業
も
標
準
語
だ
し
」
、
「
こ
ん
な
状
態
で
は
、

方
言
は
な
ぐ
な
っ
が
も
し
れ
な
い
」
、
「
ほ
か
の
地
域

だ
っ
て
似
た
り
よ
っ
た
り
だ
ろ
。
第

l

、
各
地
の
方

~
~
~
3

し
~
'
:
●
~

よ
う
と
取
り
組
ん
だ
。
第
七
回
大
会
で
は
、
方
言
と

食
文
化
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
各
地
の
特
色
あ
る
お
雑

煮
を
舞
台
上
で
作
り
な
が
ら
、
ふ
だ
ん
着
の
方
言
で

話
し
て
も
ら
っ
た
。
第
八
回
大
会
は
、
地
元
の
子
供

た
ち
を
対
象
に
し
た
「
方
言
感
謝
祭
」
と
、
生
バ
ン

ド
を
バ
ッ
ク
に
方
言
を
駆
使
し
て
歌
い
ま
く
る
「
全

国
方
言
生
オ
ケ
の
ど
自
慢
大
会
」
の
二
つ
の
ス
テ
ー

ジ
に
分
け
て
開
催
し
た
。
そ
し
て
、
昨
年
の
第
九
回

大
会
は
、
方
言
と
衣
文
化
を
テ
ー
マ
に
各
地
の
伝
統

的
な
”
作
業
着
“
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
実
際
に
作

業
を
実
演
し
て
も
ら
い
、
方
言
と
の
か
か
わ
り
を
考

え
て
み
た
。

今
、
委
員
会
は
一
―
月
二
三
日
（
方
言
感
謝
の
日
）

の
第
一

0
回
大
会
に
向
け
、
新
し
い
企
画
を
検
討
し

て
い
る
。

方
言
大
会
は
回
を
重
ね
る
ご
と
に
市
民
権
を
得
て

い
き
、
町
の
人
た
ち
の
反
応
も
変
わ
っ
て
き
た
。
私

た
ち
は
こ
れ
か
ら
も
、
「
ふ
る
さ
と
」
の
象
徴
で
あ

る
各
地
方
の
方
言
を
一
堂
に
集
め
、
忘
れ
ら
れ
つ
つ

あ
る
「
ふ
る
さ
と
の
文
化
」
を
広
く
紹
介
す
る
と
と

も
に
、
方
言
に
よ
る
地
方
文
化
の
振
興
を
め
ざ
し
て
、

堅
苦
し
い
方
言
の
勉
強
会
で
は
な
く
、
と
い
っ
て
た

だ
面
白
い
だ
け
で
は
な
い
、
そ
ん
な
大
会
を
続
け
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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（ビ） (l) 
高
等
学
校
国
語
科
の
指
導
で
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
を
利

用
す
る
場
合
、
教
材
に
か
か
わ
る
作
者
、
作
品
、
時

代
、
社
会
紹
介
等
の
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
を
視
聴
し
、
文

章
の
読
解
や
鑑
賞
を
深
め
る
の
に
役
立
て
る
こ
と
が
、

朗
読
ー
ー
3
の
指
導

朗
読
指
導
は
、
次
の
内
容
、
順
序
で
進
め
た
。

①
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
「
朗
読
の
魅
力
そ
の

2
」
を
視

聴
す
る
。

②
朗
読
の
目
的
や
ポ
イ
ン
ト
を
確
認
す
る
。

③
朗
読
文
を
決
め
、
班
別
に
相
互
練
習
を
行
う
。

④
朗
読
発
表
会
で
、
成
果
を
発
表
す
る
。

ビ
デ
オ
テ
ー
プ
「
朗
読
の
魅
力
そ
の

2
」
は
、
朗

読
を
勉
強
す
る
グ
ル
ー
プ
が
、
女
優
の
佐
々
木
愛
さ

ん
を
招
い
て
勉
強
会
を
行
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
ビ

デ
オ
テ
ー
プ
の
視
聴
で
、
朗
読
の
目
的
や
仕
方
が
簡

潔
に
整
理
で
き
た
。
ま
た
、
佐
々
木
さ
ん
の
魅
力
あ

る
朗
読
が
、
効
果
的
な
導
入
の
役
割
を
果
た
し
た
。

ス
ピ
ー
チ
ー
ー
4
の
指
導

ス
ビ
ー
チ
指
導
は
、
次
の
内
容
、
順
序
で
進
め
た
。

①
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
「
心
に
残
る
ス
ピ
ー
チ
」
を
視

聴
す
る
。

②
ス
ピ
ー
チ
の
ポ
イ
ン
ト
を
確
認
す
る
。

③
課
題
に
従
い
、
ス
ピ
ー
チ
の
構
想
メ
モ
を
作
る
。

④
班
ご
と
に
、
録
音
し
た
各
自
の
ス
ピ

1
チ
を
聞

，
き
、
相
互
批
評
し
、
更
に
ス
ピ
ー
チ
練
習
を
重
ね

る。

⑤
ス
ピ
ー
チ
発
表
会
で
、
成
果
を
発
表
す
る
。

各
指
導
と

ビ
テ
オ
テ
ー
プ
使
用
の
効
果

(3) 

予
倉¢tf 

東
京
都
立
雪
谷
高
等
学
校

一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
比
べ
、
言
葉
に
対

す
る
認
識
を
深
め
た
り
、
音
声
言
語
能
力
の
向
上
を

図
る
目
的
で
、
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
を
活
用
す
る
こ
と
は

ま
だ
ま
だ
少
な
く
、
こ
の
た
め
、
そ
の
指
導
内
容
や

方
法
も
、
改
善
・
エ
夫
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。

私
は
こ
れ
ま
で
、
選
択
科
目
国
語
表
現
の
指
導
に
、

文
化
庁
制
作
「
美
し
く
豊
か
な
言
葉
を
め
ざ
し
て
」

ビ
デ
オ
テ
ー
プ
を
、
主
要
な
教
具
と
し
て
利
用
し
て

き
た
。
こ
の
質
的
に
高
い
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
の
利
用
に

よ
り
、
効
果
的
で
、
系
統
的
な
指
導
が
実
施
で
き
る

と
考
え
る
の
で
、
以
下
に
そ
の
概
要
を
記
し
た
い
。

二
国
語
表
現
の
年
間
指
導
計
画

本
校
の
国
語
表
現
は
、
第
三
学
年
選
択
科
目
と
し

て
週
二
時
間
（
連
続
）
、
音
声
表
現
、
文
字
表
現
の

指
導
を
組
み
合
わ
せ
て
行
っ
て
い
る
。
次
に
、
平
成

六
年
度
に
実
施
し
た
年
間
指
導
計
画
を
示
す
。

テ

ー

、

11
し

ー

う

」

ー

婚
式
で
ス
ピ
ー
チ
を
す
る
み
ど
り
が
、
ス
ピ
ー
チ
教

室
で
よ
い
ス
ピ
ー
チ
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
勉

強
す
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
の
視
聴

で
、
自
己
紹
介
の
学
習
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
た

し
、
よ
い
ス
ピ
ー
チ
を
す
る
た
め
の
具
体
的
な
準
備

手
順
や
留
意
点
の
整
理
が
容
易
に
進
め
ら
れ
た
。

電
話
ー
・

2
の
指
導

電
話
で
の
話
し
方
、
聞
き
方
指
導
は
、
次
の
内
容
、

順
序
で
進
め
た
。

①
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
「
電
話
の
言
葉
づ
か
い
」
を
視

聴
す
る
。

②
電
話
の
話
し
方
、
聞
き
方
の
注
意
点
を
確
認
す

る。

③
二
人
一
組
で
課
題
を
選
び
、
電
話
で
の
話
し
方
、

聞
き
方
の
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
の
練
習
を
す
る
。

④
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
を
行
い
、
相
互
批
評
を
行
う
。

ビ
デ
オ
テ
ー
プ
「
電
話
の
言
葉
づ
か
い
」
は
、
鈴

は
じ
め
に

事例紹介3

国
語
表
現
で
の

ビ
テ
オ
テ
ー
プ
の
活
用

9
国
語
施
策
5
0年
●
新
し
い
時
代
に
向
け
て

こ
の
指
導
内
容
は
、
ス
ピ
ー
チ

1
1
4
の
指
導
を

踏
ま
え
て
実
施
し
、
指
導
の
最
初
に
ビ
デ
オ
テ
ー
プ

「
国
際
化
時
代
の
日
本
語
」
を
視
聴
し
た
。

こ
の
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
は
、
外
国
人
と
日
本
語
で
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
場
合
を
通
し
て
、
日
本

語
の
在
り
方
を
考
え
さ
せ
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
ビ

デ
オ
テ
ー
プ
の
視
聴
で
、
国
際
化
等
社
会
の
変
化
に

注
目
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
中
で
国
語
に
つ
い
て

考
え
る
視
点
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
‘

文
化
庁
制
作
「
美
し
く
豊
か
な
言
葉
を
め
ざ
し
て
」

ビ
デ
オ
テ
ー
プ
は
、
現
在
一
六
本
（
四
ニ
テ
ー
マ
）

に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
利
用
で
、
国
語
科
の
他
の
科

目
で
も
、
系
統
的
で
、
豊
か
な
指
導
が
一
層
期
待
で

き
る
。
私
自
身
、
今
後
さ
ら
に
指
導
の
改
善
に
努
め

た

い

。

（

教

諭

納

屋

信

）

※
筆
者
は
四
月
一
日
付
で
東
京
都
立
新
宿
山
吹
高
等
学

校
生
涯
学
習
担
当
教
頭
と
し
て
異
動
。

四
終
わ
り
に

(4) 
三
学
期
（
二
回
）

一
①
．
②
-
国
語
表
現
課
題
研
究
ま
と
め
•
発
表
会

g

書9
:
、
言
}
]
-
〗
量
事

[
i
n
-
l
-

， l
-暑
し

5
-―
＝
盈
星
―
―
一
国
―

n
-，
量
国
[
-
。
,
'
、
-
―
-
―
―
―
―

-
f
-
i
-

ヨ
―
―-
I
=
-
i
(
·

軍
葦

木
家
の
人
々
の
電
話
の
話
し
方
を
通
し
て
、
電
話
で

の
物
事
の
注
文
や
依
頼
、
説
明
、
ま
た
マ
ナ
ー
等
が

分
か
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
の
視
聴

で
、
依
頼
・
紹
介
・
解
説
の
学
習
を
振
り
返
る
こ
と

と
、
電
話
で
の
話
し
方
、
聞
き
方
の
ロ
ー
ル
プ
レ
イ

が
円
滑
に
、
ま
た
楽
し
く
進
行
し
た
。

スピーチ5ー8の指導
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語
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議
合
の
五
0
1年J
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」
[
〗
工
丁
□
｀

文

化

庁

文

化

部

国

語

課

ぃ

。

」

（

内

閣

訓

令

）

と

い

う

趣

旨

で

、

法

令

・

公

用
文
書
二
甜
間
；
雑
誌
及
び
一
般
社
会
で
日
常
使

|
|
’
~
新
聞
、
雑
誌
、
放
送
な
ど
一
般
の
社
会
生
活
に
お
用
す
る
漠
字
の
範
囲
（
一
八
五

0
字
）
を
定
め
た
。

一

国

語

施

策

五

0
年

の

概

観

い

て

現

代

の

国

語

を

書

き

表

す

場

合

の

「

目

安

」

②

当

用

漠

字

音

訓

表

（

昭

和

二

三

年

二

月

内

閤

9ー

'

,

1

1

ー

ー

し

又

は

「

よ

り

ど

こ

ろ

し

と

し

て

そ

れ

ぞ

れ

新

し

い

，

阿

告

示

。

訓

令

）

・

当

用

漠

字

字

体

表

（

昭

和

二

昭
和
ニ
―
年
に
国
語
審
議
会
が
「
当
用
漠
字
表
」
等
閤
告
示
。
訓
令
と
な
り
、
実
施
に
移
さ
れ
て
い
る
。
四
年
四
月
内
閣
告
示
・
訓
令
）

を
答
申
し
て
か
ら
五

0
年
。
戦
後
の
国
語
廊
策
は
国

0

平

成

三

年

以

降

の

国

語

施

策

当

用

漢

字

表

制

定

の

趣

旨

を

徹

底

さ

せ

る

た

め

、

語

審

試

会

の

活

動

を

軸

に

歩

み

を

進

め

て

き

た

。

そ

そ

れ

ま

で

の

国

語

胞

策

は

主

と

し

て

表

記

に

関

前

者

は

漠

字

の

音

訓

の

範

囲

（

＝

ニ

ニ

ニ

音

訓

）

れ
は
国
語
の
表
記
の
問
題
を
扱
う
五

0
年
で
も
あ
っ
た
。
す
る
事
項
に
つ
い
て
立
案
、
実
施
さ
れ
た
が
、
国
を
定
め
、
後
者
は
字
体
の
標
準
を
定
め
た
。

0

昭
和
二

0
年
代
か
ら
四
一
年
諮
問
ま
で
の
国
語
語
を
め
ぐ
る
現
代
の
社
会
状
況
の
変
化
は
著
し
い
③
当
用
漠
字
別
表
（
昭
和
ニ
―
―
一
年
二
月
内
閣
告

施

策

も

の

が

あ

り

、

言

葉

遣

い

の

問

題

や

、

情

報

化

。

示

，

訓

令

）

戦

後

の

一

連

の

国

語

施

策

の

ね

ら

い

は

、

主

と

国

際

化

の

中

で

国

語

が

い

か

に

あ

る

べ

き

か

と

い

当

朋

漠

字

表

の

中

か

ら

い

わ

ゆ

る

教

育

漠

字

と

し
て
国
語
の
表
記
の
平
明
化
（
漢
字
、
仮
名
遣
い
、
っ
た
問
題
に
つ
い
て
も
検
討
を
要
す
る
こ
と
と
な
し
て
義
務
教
育
の
期
間
に
指
導
す
べ
き
八
八
一
字

送
り
仮
名
、
ロ
ー
マ
字
等
）
て
あ
り
、
国
語
審
瓢
っ
た
。
「
口
語
施
策
五

0
年

」

の

最

後

の

五

年

間

を

定

め

た

C

そ
の
後
、
学
校
敦
育
に
お
け
る
漢
字

会
の
答
申
に
基
づ
き
、
内
閣
告
示
・
訓
令
と
な
っ
は
、
国
語
の
問
題
全
般
に
わ
た
る
総
合
的
な
言
語
の
扱
い
は
文
部
省
の
学
習
指
導
要
領
等
別
途
の
教

て
実
施
に
移
さ
れ
た
c

政

策

へ

の

移

行

期

と

も

言

え

よ

う

。

育

上

の

措

置

に

ゆ

だ

ね

る

こ

と

と

な

っ

た

。

現

在

、

ま
た
、
公
用
文
改
善
。
茫
令
用
語
改
善
、
椋
準
ー
，

1
_
1

，
1
’
—
|
―
小
学
校
学
習
指
導
要
領
尺
学
年
別
漠
字
配
当
表
」

語

（

敬

語

、

語

形

の

ゆ

れ

、

発

音

の

ゆ

れ

等

）

な

二

完

釦

だ

」

関

す

え

3

施

筈

不

の

展

開

と

し

て

一

0
0六
字
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

④
人
名
用
漠
字
別
表
（
昭
和
二
六
年
五
月
内
閣

9,9

し

ど

に

つ

い

て

も

建

議

、

報

告

が

行

わ

れ

た

。

一

0

昭

和

四

一

年

諮

問

か

ら

平

成

三

年

ま

で

の

国

語

国

語

施

策

の

基

礎

知

識

と

し

て

、

表

記

に

関

す

る

告

示

・

訓

令

）

：

人

名

用

漠

字

追

加

表

（

昭

和

施

策

施

策

の

沿

革

を

た

ど

る

と

、

以

下

の

よ

う

に

な

る

。

五

一

年

七

月

内

閤

告

示

・

訓

令

）

上
記
の
施
策
に
つ
い
て
、
種
々
再
検
討
を
加
え

0

漢

字

に

関

す

る

施

策

当

用

漠

字

表

に

加

え

て

人

名

（

子

の

名

）

に

使

て
改
善
を
図
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
、
国
語
審
議
①
当
用
漢
字
表
（
昭
和
ニ
―
年
一
一
月
内
悶
告
示
用
で
き
る
漠
字
と
し
て
、
前
者
は
九
二
字
｀
．
後
者

会

は

昭

和

四

一

年

の

諮

問

に

基

づ

彦

、

漢

字

、

仮

・

訓

令

）

は

二

八

字

が

定

め

ら

れ

た

。

そ

の

後

、

人

名

用

の

名
遣
い
、
送
り
仮
名
、
外
央
語
に
つ
い
て
審
議
し
、
「
従
来
、
わ
が
国
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
漠
字
漠
字
の
扱
い
は
法
務
省
令
の
戸
籍
法
麗
行
規
則
に

逐
次
答
申
を
行
っ
た
c

こ
れ
ら
は
従
来
の
制
限
的
は
、
そ
の
数
が
は
な
は
ぃ
に
多
く
、
そ
の
用
い
か
た
お
け
る
扱
い
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
。
現
在

。
両
二
的
な
包
彩
を
改
め
、
法
令

r

公

用

文

魯

、

も

縦

謡

で

あ

る

た

め

に

、

敦

育

上

吐

た

社

会

生

活

「

常

尼

嚢

字

表

＇

i

の
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え
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二
八
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が
定
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ぶ
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ら
●
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t
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＇
ふ
哀
、

す
場
合
の
仮
名
遣
い
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
内
ン
式
な
ど
）
に
よ
っ
て
も
よ
い
と
す
る

C

容
的
に
は
従
来
の
「
現
代
か
な
づ
か
い
」
と
ほ
と

0

外
来
語
の
表
記
に
関
す
る
施
策

ん

ど

相

違

が

な

い

が

、

構

成

を

簡

明

に

し

、

歴

史

昭

和

二

九

年

の

国

語

審

鼠

会

表

記

部

会

報

告

的
仮
名
遣
い
と
の
対
照
表
を
添
え
て
使
い
や
す
い
「
外
来
語
の
表
記
に
つ
い
て
」
が
各
方
面
で
参
考

も

の

と

な

っ

た

。

と

さ

れ

て

い

た

が

r

三
〇
年
を
経
て
外
来
語
表
記

0

送

り

仮

名

に

関

す

る

施

策

の

実

情

に

合

わ

な

い

面

が

生

じ

た

た

め

、

改

め

て

①

送

り

か

な

の

つ

い

方

（

昭

和

三

四

年

七

月

内

審

議

を

行

っ

て

「

外

来

語

の

表

記
L

を
示
し
た
（
平

閣

告

示

。

訓

令

）

成

三

年

六

月

内

閣

告

示

・

訓

令

）

。

第

1
表
（
外

送
り
仮
名
は
従
来
様
々
な
付
け
方
が
行
わ
れ
て
来
語
や
外
国
の
地
名
・
人
名
を
片
仮
名
で
書
き
表

い
た
が
、
で
き
る
だ
け
合
理
的
で
分
か
り
や
す
い
す
の
に
一
般
的
に
用
い
る
仮
名
）
＇
第
2
’
]
表
（
そ

送
り
仮
名
の
付
け
方
の
標
準
が
求
め
ら
れ
て
い
た
れ
ら
を
原
音
や
原
つ
づ
り
に
な
る
べ
く
近
く
書
き

こ
と
に
こ
た
え
、
品
詞
別
に
二
六
の
通
則
に
よ
っ
表
そ
、
う
と
す
る
場
合
に
用
い
る
仮
名
）
及
び
留
意

て

ま

と

め

た

。

事

項

を

掲

げ

、

用

例

集

（

付

録

）

を

添

え

て

い

る

。

②
[
〗
□[
[
ロ
ッ
方
（
昭
和
四
八
年
六
月
内

□[
|
新
し
い
：
／
〗
に
応
し
た
国
語
施
策
＿

従
来
の
二
六
の
通
則
を
七
通
則
に
ま
と
め
て
簡

明
に
し
た
、
送
り
仮
名
の
付
け
方
の
よ
り
ど
こ
ろ
閂
語
審
議
会
は
、
平
成
三
年
の
外
来
語
の
表
記
に

で
あ
る

C

活
用
語
尾
を
送
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
関
す
る
答
申
に
よ
り
国
語
表
記
の
見
直
し
を
一
段
落

が
、
慣
用
を
尊
重
し
て
例
外
e

許
容
を
設
け
、
読
さ
せ
、
平
成
―
―
一
年
以
降
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
。
ま

み
誤
る
お
そ
れ
の
な
い
湯
合
は
送
り
仮
名
を
省
い
ず
、
第
一
九
期
に
お
い
て
現
代
の
国
語
を
め
ぐ
る
問

て

も

よ

い

と

し

て

い

る

。

題

に

関

し

て

問

題

点

の

整

理

を

行

い

、

第

―

-
0期
に

0

ロ

ー

マ

字

に

関

す

る

旅

策

は

昭

和

四

一

年

以

来

の

文

部

大

臣

の

諮

間

「

新

し

い

ロ
ー
マ
字
の
つ
づ
り
方
は
昭
和
―
二
年
の
内
閣
時
代
に
応
じ
た
国
語
施
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
を

訓
令
「
国
語
の
ロ
ー
マ
字
綴
方
．
」
に
よ
っ
て
統
一
受
け
、
平
成
七
年
一
一
月
に
そ
の
審
議
経
過
を
文
部

の
方
向
に
向
か
っ
た
が
、
戦
後
再
び
幾
つ
か
の
方
大
臣
に
報
告
し
た
。
こ
こ
で
は
審
議
経
過
報
告
の
主

式
が
並
び
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
改
め
要
事
項
と
こ
れ
に
か
か
わ
る
世
論
調
査
等
に
つ
い
て

て
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
の
「
ロ
ー
マ
字
の
つ
づ
り
取
り
上
げ
る
。

方
」
が
定
め
ら
れ
た
（
昭
和
二
九
年
―
二
月
内

0

「
新
し
い
時
代
に
応
じ
た
国
語
施
策
に
つ
い
て

閣
告
示
・
訓
令
）

C

一
般
的
に
は
第
1
表

（

い

わ

（

審

議

経

過

報

告

）

」

主

要

事

項

ゆ
る
訓
令
式
）
に
よ
る
こ
と
と
し
、
従
来
の
桐
例

I

言
葉
遣
い
に
関
す
る
こ
と

を

改

め

難

い

場

合

に

は

第

2

表

（

い

わ

ゆ

る

ヘ

ボ

①

基

本

的

な

認

職

⑤
常
用
燥
字
表
（
昭
和
五
六
年

1
0月

示
e

訓
令
）

当
用
漢
字
は
字
種
。
音
訓
。
字
体
が
そ
れ
ぞ
れ

別
の
表
に
な
っ
て
い
た
が
、
＂
常
用
漠
字
表

L

は

そ
れ
ら
を
併
せ
示
し
た
総
合
的
な
漠
字
表
で
あ
る
。

法
令
、
公
用
文
書
、
祈
間
、
雑
誌
、
放
送
な
ど
一

般
の
社
会
生
活
に
お
い
て
現
代
の
国
語
を
書
き
表

す
励
合
の
目
安
て
あ
り
、
各
種
専
門
分
野
や
個
々

人
の
表
記
紅
及
ほ
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

字
種
は
当
用
漠
字
に
九
五
手
を
加
え
た
一
九
四
石

字
、
音
訓
は
従
来
の
音
訓
表
に
三
六

0
の
音
訓
を

加
え
、
新
規
の
九
五
字
に
つ
い
て
も
そ
れ
に
準
し

た
音
訓
を
選
定
し
た
。
字
体
は
従
来
の
当
用
漠
字

内
で
は
「
燈
↓
灯
L

の
み
、
新
規
の
九
五
字
に
つ

い
て
は
「
螢
↓
蛍
」
の
よ
う
に
当
用
漠
字
に
準
じ

た
脱
哩
を
加
え
る
一
方
、
明
治
以
来
の
字
体
と
の

つ
な
が
り
を
示
す
た
め
｀
円
（
岡
）
」
の
よ
う
に

き

い
わ
ゆ
る
康
煕
字
典
体
を
添
え
た
。

0

仮
名
遣
い
に
関
す
る
施
策

①
現
代
か
な
づ
か
い
（
昭
和
ニ
―
年
―
一
月
内

閣
告
示
。
訓
令
）

戦
前
の
仮
名
遣
い
は
「
あ
ふ
ぎ
（
扇
）
し
、
「
か

ほ
（
顔
）
し
な
ど
発
音
と
異
な
る
書
き
方
を
す
る

も
の
が
多
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
を
基
本
的
に
発
音

に
即
し
て
書
く
こ
と
に
し
た
。

②
現
代
仮
名
遮
い
（
昭
和
六

l

年

七

月

内

閣

告

ホ
。
訓
令
）

語
を
現
代
語
の
音
韻
に
従
っ
て
書
き
表
す
こ
と

を
原
則
と
し
、
一
方
、
表
記
の
慣
習
を
尊
璽
し
て

一
足
の
特
例
を
股
け
た
、
現
代
の
国
語
を
書
き
表

内
閣
告

資料
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資料

言
葉
の
変
化
に
伴
う
二
つ
の
言
い
方
の
併
存

（
例
え
ば
、
食
べ
ら
れ
る
／
食
べ
れ
る
」
）
は
客

観
的
に
「
ゆ
れ
」
と
と
ら
え
た
上
で
、
現
代
の

言
葉
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
の
認
職
を
示
し
、

将
来
的
に
は
言
葉
遣
い
に
つ
い
て
の
緩
や
か
な

標
準
を
示
す
必
要
が
あ
る
。

②
言
語
環
境
の
整
儲

口
民
一
人
一
人
が
言
葉
遣
い
を
大
切
に
し
、

言
語
生
活
（
方
言
も
含
め
て
）
を
充
実
さ
せ
て

い
け
る
よ
う
、
学
校
、
家
庭
、
地
域
社
会
な
ど

各
方
面
に
対
し
て
「
言
語
葬
境
の
整
備
」
を
提

唱
し
、
支
援
す
る
。

特
に
、
新
間
・
放
送
等
は
そ
の
影
響
力
を
自

覚
し
、
言
葉
遣
い
に
一
層
配
慮
す
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
。

③
敬
語
の
問
題

昭
和
二
七
年
の
建
議
「
こ
れ
か
ら
の
敬
語
」

に
掲
げ
た
「
平
明
。
簡
素
」
な
敬
語
と
い
う
だ

け
で
な
く
、
「
場
面
に
応
じ
た
適
切
な
敬
語
使

用
」
を
基
本
理
念
と
し
、
ま
た
、
過
剰
な
敬
語

表
現
や
、
誤
用
に
つ
い
て
は
適
切
な
見
解
を
示

す
必
要
が
あ
る
。

①
そ
の
他

共
通
語
に
お
け
る
「
ら
抜
き
言
葉
L

は
、
現

時
点
で
は
、
改
ま
っ
た
場
で
は
使
う
べ
き
で
は

な
い
。
さ
ら
に
r

恨
用
句
の
意
味
用
法
の
ゆ
れ

等
に
つ
い
て
は
安
易
に
詔
め
る
べ
き
で
は
な
い
。

且
情
報
化
へ
の
対
応
に
関
す
る
こ
と

①
梢
報
恨
紺
の
発
達
と
国
語
の
能
力

ワ
ー
プ
ロ
等
卯
情
報
観
器
が
人
々
塁
扉
生

を
使
う
人
の
平
均
は
二
二
，
六
％
で
あ
る
。
語

別
て
は
、

l'
来
る
」
「
食
べ
る
」
「
考
え
る
し
の

順
に
「
ら
抜
き
」
享
が
低
＇
雪
、
な
る
-
)

③
敬
語
表
現
に
か
か
わ
る
―
]
の
言
い
方
に
つ

い
て
、
「
気
に
な
る
」
と
答
え
た
人
が
「
気
に
な

ら
な
い
」
と
答
え
た
人
の
率
を
上
回
っ
た
の
は
、

「
お
客
様
、
ど
う
ぞ
い
た
だ
い
て
く
た
さ
い
（
六

ニ
・
五
％
）
L

、
「

O
O
さ
ん
、
お
り
ま
し
た
ら

御
連
絡
く
だ
さ
い
（
五
六

・
O％
ご
、
「
先
生
、

こ
ち
ら
で
お
待
ち
し
て
く
だ
さ
い
（
五
万
•
六

％
）
」
の
三
例
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

諒
誤
語
を
尊
敬
表
現
に
用
い
る
誤
用
例
で
あ
る
。

ま
た
、
「
気
に
な
ら
な
い
L

と
答
え
た
人
が

多
か
っ
た
の
は
「
ど
う
ぞ
お
め
し
あ
砂
川
く
だ

さ
い
（
八
五
•
四
％
）
」
、
「
足
元
に
お
気
を
つ
f
t
I

訂
く
だ
さ
い
（
八

0
゜
五
％
）
」
、
「
と
ん
て
も
ご

ざ
い
ま
せ
ん
（
七
八
・
七
％
）
」
の
順
で
あ
る
。

④
外
国
人
の
話
す
日
本
語
に
つ
い
て
は
、

7

外

国
人
だ
か
ら
、
意
思
が
通
じ
さ
え
す
れ
ば
、
多

少
変
な
日
本
語
で
も
か
ま
わ
な
い
L

が
石
八
0

六
％
、

7

外
国
人
だ
か
ら
、
意
思
が
通
じ
さ
え

す
れ
ば
、
ど
ん
な
日
本
語
で
も
か
ま
わ
な
い
」

が
二
四
・
ニ
％
と
な
り
、
外
国
人
の
話
す
日
本

語
に
対
す
る
寛
容
さ
が
う
か
が
え
る
。

⑤
日
本
語
や
外
国
語
に
関
す
る
意
見
六
項
目
の

同
意
率
に
つ
い
て
は
、
「
日
本
人
が
日
本
語
を

正
し
く
使
え
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
敦
育
を
璽

視
す
べ
き
で
あ
る
」
が
八
〇
。
六
％
と
最
も
高

く
、
国
際
化
時
代
に
お
け
る
国
語
教
育
の
重
要

性
が
広
く
認
職
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

活
、
特
に
書
記
能
力
、
文
章
表
現
力
、
思
考
カ

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
に
つ
い
て
、

具
体
的
な
調
査
・
研
究
が
必
要
で
あ
る
。

②
交
ぜ
書
き
の
問
題

交
ぜ
書
き
に
よ
り
、
読
み
取
り
が
困
難
に
な

っ
た
り
す
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
振
り

仮
名
を
用
い
て
漠
字
で
書
く
方
が
理
解
し
や
す

い
。
た
だ
、
難
し
い
嚢
字
を
安
易
に
多
用
し
な

い
よ
う
配
慮
が
必
要
て
あ
る
。

③
ワ
ー
プ
ロ
等
に
お
け
る
漠
字
の
字
体
の
関
題

ワ
ー
プ
ロ
等
で
は

J
I
S
規
格
に
基
づ
き
表

外
字
（
常
用
漠
字
表
に
な
い
漠
字
）
の
一
部
に
、

「
鴎
」
の
よ
う
な
略
体
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

表
外
字
の
字
体
に
つ
い
て
は
、
印
刷
文
字
の
安

定
と
い
う
観
点
か
ら
、
辞
書
等
て
使
わ
れ
て
い
る

い
わ
ゆ
る
康
熙
字
典
体
（
鵡
な
ど
）
を
本
則
と
し

つ
つ
、
略
体
（
鴎
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
既
に

J

I

S
や
新
聞
な
ど
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限

っ
て
許
容
し
て
い
く
と
い
う
方
向
も
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
問
題
は
、
今
後
、
更
に
検
討
を
続
け
る
。

III

国
際
社
会
へ
の
対
応
に
関
す
る
こ
と

①
日
本
人
の
言
語
置
用
能
力
の
在
り
方

国
際
化
時
代
に
必
要
な
言
語
運
戸
能
力
を
身

に
付
け
る
た
め
、
外
国
語
能
力
と
母
語
能
力
と

の
密
接
な
関
係
を
踏
ま
え
て
、
匡
語
の
能
力
（
特

に
諭
理
的
思
考
力
。
表
現
力
）
を
高
め
る
と
と

も
に
、
言
語
。
文
化
へ
の
認
獄
を
一
層
深
め
る

必
要
が
あ
る
。

②
日
本
語
の
国
際
的
な
広
が
り
へ
の
対
応

日
本
語
が
世
界
に
広
が
る
こ
と
で
、
日
本
語

に
な
る
た
め
の
教
育
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
」

の
同
意
率
が
三
五
•
五
％
で
あ
る
こ
と
は
注
目

さ
れ
る
。

＠
今
以
上
に
外
国
語
や
外
来
語
か
増
え
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
「
多
少
は
増
え
て
も
よ
い
（
四

四
。
八
％
）
」
と
「
い
く
ら
増
え
て
も
よ
い
（
一

三
・
一
％
）
」
の
増
加
容
鰐
派
が
五
七
・
九
％

と
六
割
近
く
に
な
っ
て
い
る
。

⑦
ワ
ー
プ
ロ
や
パ
ソ
コ
ン
で
文
書
を
作
成
し
た

こ
と
の
あ
る
人
（
回
答
者
の
三
九
・
九
％
）
に

感
想
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
「
視
力
を
使
う
の
で

f

疲
労
し
や
す
い
（
四
八
。
四
％
）
L

が
最
も
多

く
、
「
文
章
の
中
て
漢
字
を
多
く
使
う
よ
う
に

な
っ
た
（
三
八
・
七
％
）
L

ヽ
「
漠
字
の
書
き
方

を
忘
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
（
三
八
•
五

％
）
」
が
続
く
。
文
章
作
成
の
速
さ
に
つ
い
て

は
、
「
速
く
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
ニ
ニ
・

-
％
ご
と
「
時
間
が
か
か
る
よ
う
に
な
っ
た

（
一
八
。
三
％
）
」
の
よ
う
に
分
か
れ
て
い
る
。

⑧
ワ
ー
プ
ロ
等
か
ら
贔
鴎
」
の
よ
う
な
簡
略
化

さ
れ
た
漠
字
が
出
る
こ
と
は
か
ま
わ
な
い
と
す

る
人
が
四
二
。

0
%、
「
闊
」
の
よ
う
な
辞
書
と

同
じ
字
体
が
出
る
方
が
よ
い
と
す
る
人
が
四
一

・
三
％
と
意
見
が
分
か
れ
た
。
常
用
漠
字
表
に

な
い
漠
字
の
字
体
を
ど
ち
ら
か
一
方
に
統
一
す

る
こ
と
の
困
難
さ
を
示
す
数
字
と
言
え
よ
う
。

平
成
七
年
度
国
語
施
策
慇
談
会

文
化
庁
で
は
、
平
成
八
年
二
月
二
九
日
と
三

月
一
日
の
二
日
間
に
わ
た
っ
て
、
「
国
語
施
策

懇
談
会
」
を
開
催
し
た
。
こ
の
懇
談
会
は
、
広

゜

に
よ
る
情
報
の
交
流
が
可
能
と
な
り
、
日
本
語

で
蓄
積
さ
れ
た
古
今
東
西
の
文
化
的
所
産
の
提

供
も
可
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
に
立
っ

て
、
増
大
す
る
内
外
の
日
本
語
学
習
者
へ
の
支

援
を
積
極
的
に
強
化
し
て
い
く
必
嬰
ぶ
あ
る
。

③
そ
の
他

広
く
国
民
一
般
を
対
象
に
し
て
い
る
官
公
庁
、

新
聞
。
放
送
等
で
は
r

外
来
語
。
外
国
語
は
安

易
に
使
用
し
な
い
よ
う
十
分
な
配
慮
が
必
要
で

あ
る
。
ま
た
、
姓
名
の
ロ
ー
マ
字
表
記
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
今
後
姓
と
名
の
ど
ち
ら
を
先
に

表
記
す
る
か
、
各
方
面
の
議
論
が
必
要
で
あ
る
。

「
国
語
に
関
す
る
世
論
詞
査
」

平
成
七
年
四
月
に
文
化
庁
で
は
、
国
語
審
議

会
の
審
議
等
の
参
考
と
す
る
た
め
世
論
調
査
を

実
茄
し
た
。
こ
の
調
査
は
、
全
国
一
六
歳
以
上

の
男
女
三

0
0
0人
を
対
象
に
個
別
面
接
調
査

で
行
っ
た
も
の
で
あ
る

3

以
下
に
結
果
の
概
要

を
紹
介
す
る
。

①

言

葉

に

関

す

る

意

誠

に

つ

い

て

、

同

意

率

（
「
そ
う
思
う
」
）
の
最
も
高
か
っ
た
の
は
、
「
新

間
や
放
送
な
ど
は
r

そ
こ
で
の
言
葉
遣
い
が
子

供
な
ど
に
与
え
る
影
響
を
自
覚
す
る
こ
と
が
必

要
だ
」
で
、
八
八
。
四
％
の
人
が
同
意
し
て
い

る
。
「
今
の
言
葉
は
乱
れ
て
い
る
」
の
同
意
率

も
七
三
。
六
％
と
高
い
。

②
い
わ
ゆ
る
「
ら
抜
き
言
葉
」
の
使
用
率
は
、

年
齢
等
に
よ
る
差
が
大
き
い
が
、
「
食
べ
ら
れ

る
J

ヽ
「
来
ら
れ
る
」
、
「
考
え
ら
れ
る
」
の
よ
う

な
．
平
景
の
言
い
方
を
使
う
と
答
え
た
人
は
三
語

く
各
方
面
の
有
織
者
の
意
見
を
開
く
こ
と
を
目

的
と
し
た
い
わ
ば
こ
日
国
語
審
鼠
会
｝
の
性

格
を
持
つ
も
の
で
、
特
に
平
成
七
年
度
は
、
昨

年
―
一
月
に
第
二

0
期
国
語
審
議
会
の
「
審
議

経
過
報
告
L

が
公
表
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
今

後
の
重
要
な
課
題
と
さ
れ
た
テ
ー
マ
に
関
し
、

広
く
一
般
に
も
公
開
し
て
実
施
さ
れ
た
。
こ
の

懇
談
会
で
出
さ
れ
た
意
見
や
協
議
内
容
は
、
今

後
の
国
語
審
議
会
で
の
審
読
の
参
考
と
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。

①
講
師

・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
（
「
言
葉
遣
い

の
標
準
は
立
て
ら
れ
る
か
し
）

井
上
ひ
さ
し
（
作
家
）
、
井
上
史
雄
（
東

京
外
国
語
大
学
教
授
）
、
粕
倉
康
夫

(
N
H

K
解
説
主
幹
）
、
菊
地
瞑
人
（
東
京
大
学
助

教
授
）
、
桑
原
隆
（
筑
波
大
学
教
授
）
、
野

元
菊
雄
（
神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
教
授
）

・
意
見
発
表
「
国
際
化
と
日
本
人
の
バ
イ
リ
ン

ガ
ル
問
題
」

小
野
博
（
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
教
授
）

・
意
見
発
表
「
日
本
語
普
及
の
一
側
面
ー
日
本

1

文
化
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
ー
」

西
原
鈴
子
（
国
立
国
語
研
究
所
日
本
語
教

育
指
導
普
及
部
長
）

・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
（
「
漢
字
字
体

の
統
一
を
考
え
る
」
）

小
林
一
仁
（
茨
城
大
学
教
授
）
、
芝
野
耕

司
（
東
京
国
際
大
学
教
授
）
、
鳥
飼
浩
二
（
文

筆
業
）
、
松
岡
榮
志
（
東
京
学
芸
大
学
助
教

授
）
、
水
谷
修
（
国
立
国
語
研
究
所
長
）

資料

＼
＼
~
ノ
―

(I\~

— 

国
語
施
策
5
0年
＠
新
し
い
時
代
に
向
け
て

。
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資料

昭和55I言葉のしつけ

適切な表現
56 I気がおける・

気がおけない一

敬語一謙譲語一 生きたあいさつ ②日程

敬語
一尊敬語一

13:00 13:30 11:00 

はっきりした発音

57 聞き上手
敬語

一丁寧語一

幼児の首葉のしつけ
-0歳から

3歳ごろまで

58 1敬語を適切に
話し方を分かりや
す〈

正確な用語で

実りある話し合い

59 I―会合の場合を
中心に一

〈らしの中の

音声訓練
噂声を中心に一

幼児の言葉のしつけ
-3歳から

5 • 6歳まで一

くらしの中の

音声訓練
遷音を中心に一

〈らしの中の

音声謂練
一子音を中心に一

63 

平成元
花か車か
一家庭での

話し合い一

適切な言葉遣い

一敬語を中心に一

慣用的な表現

言葉と環境 言葉遊び

60 分かりやすい用語で 電話の言葉づかい

61 
ことばの国の裁判

一誤解を招かない
表現一

美しい日本語

楽しい語源

国際化時代の日本語

心を結ぷ言葉
一豊かなコミュニ

ケーション一

62 I ことばはパスワーク

一頼む時・断る時一

美しい日本語
楽しい語源

ーその 2-
朗読の魅力 論理的な話し方

ーディペートを活用して一

「
こ
と
ば
」
シ
リ
ー
ズ
・
新
「
こ
と
ば
」
シ
リ
ー
ズ

文
化
庁
で
は
、
昭
和
四
八
年
度
以
来
、
毎
年
小
冊
子
「
こ

と
ば
」
シ
リ
ー
ズ
を
、
平
成
六
年
度
か
ら
は
、
新
「
こ
と
ば
」

シ
リ
ー
ズ
を
発
行
し
て
い
る
。
解
説
編
と
問
答
編
の
二
種

類
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
一
般
に
広
く
関
心
を
持
た
れ
て
い

る
言
葉
に
関
す
る
問
題
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て

考
え
た
り
話
し
合
っ
た

り
す
る
き
っ
か
け
と
な
覧

l

ン

）

2
 

一

名

り

、

参

考

と

な

る

こ

と

行

ョ

＿

（

JJ

シ

編

干

20

語

語

J

ケ

～

9

[

を

ね

ら

い

と

し

て

い

る

。

一

二

一

書

ユ

集

集

解
説
編
は
、
下
の
よ
ズ

ミ

答

答

答

語

け

語

言

語

色

葉

葉

字

声

方

方

語

人

化

コ

い

味

い

境

育

問

語

問

育

問

う
な
各
テ
ー
マ
に
つ
い
リ

て
、
専
門
家
や
学
識
経

5

い

丘

漠

叶

言

頃

音

m

暉

変

正

遣

意

合

環

教

”

旺

”

教

”

来

つ

と

し

敬

と

の

伝

の

と

の

関

と

関

語

関

し

さ

葉

5

這

葉

恥

葉

葉

し

葉

葉

罫

鰍

虹

本

翫

と

図

の

語

．

語

こ

葉

準

語

本

ぃ

験
者
に
よ
る
座
談
会
と
、

分

か

り

や

す

い

解

説

を

新

敬

言

外

標

和

日

話

あ

漢

言

文

話

続

日

言

言

言

言

話

言

言

言

国

言

日

言

ー

2
4
6
8
1
0
1
2
1
4
1
6
1
8
2
0
2
2
2
4
2
6
2
8
3
0
3
2
3
4
3
6
3
8
4
0
[

町

釦

釦

釦

ま
と
め
た
も
の
、
問
答
・
号
J
 

ズ

番

編
は
、
日
常
生
活
に
お

け
る
具
体
的
な
言
葉
の
リ

5成平

シ

度
ば

年

4
8
4
9
5
0
5
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
6
0
6
1
6
2
6
3

元

2

3

4

5

~

問
題
に
つ
い
て
、
一
問

成

，

成

。

一

答

の

形

式

で

解

説

し

立

作

暇

平

即

r

昭

た
も
の
で
あ
る
。

ピ
デ
オ
テ
ー
プ
シ
リ
ー
ズ

「
美
し
く
豊
か
な
言
葉
を
め
ざ
し
て
」

文
化
庁
で
は
、
昭
和
五
五
年
度
以
来
、
毎
年
ビ
デ
オ

テ
ー
プ
羹
し
く
豊
か
な
言
葉
を
め
ざ
し
て
L

を
作
成

か
け
と
な
り
、
参
考
と
な
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て

い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
一
五
分
か
ら
二

0
分
程
度
で
、
解

説
書
も
付
い
て
お
り
、
学
校
教
育
の
国
語
や
ホ
ー
ム

ル
ー
ム
の
時
間
、
ま
た
、
青
年
学
級
・
婦
人
学
級
等

文
化
庁
文
化
部
国
語
課
は
、
「
外
国
人
に
対
す
る

日
本
語
教
育
の
実
施
に
関
し
、
専
門
的
、
技
術
的
な

援
助
と
助
言
を
与
え
る
こ
と
ご
と
い
う
任
務
を
併

せ
持
っ
て
お
り
、
戦
後
日
本
が
国
を
挙
げ
て
復
興
に

取
り
組
み
始
め
た
時
期
に
、
い
ち
早
く
日
本
語
教
育

に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

昭
和
三

0
年
代
に
入
る
と
、
日
本
語
教
育
関
係
者

の
集
ま
り
で
あ
る
「
日
本
語
教
育
懇
談
会
」
や
「
日
本

語
教
育
講
習
会
L

な
ど
を
主
催
し
て
、
国
内
に
お
け

る
日
本
語
教
育
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
を
手
掛
け
た
。

昭
和
四
二
年
か
ら
国
内
の
日
本
語
教
育
に
関
す
る

実
態
調
査
を
開
始
し
た
が
、
当
時
は
日
本
語
教
育
機

関
が
六
六
機
関
、
教
員
六
五
七
人
、
学
習
者
八
五
八

人
で
あ
っ
た
。
（
平
成
六
年
度
に
は
、
機
関
数
、
教
員

数
、
学
習
者
数
は
そ
れ
ぞ
れ
、
一
五
―
二
機
関
、
一
万

六
0
三
六
人
、
八
万
三
ニ
ニ

0
人
と
な
っ
て
い
る
。
）

さ
ん

こ
の
こ
ろ
、
国
語
課
が
編
纂
し
た
『
外
国
人
の
た

め
の
基
本
語
用
例
辞
典
』
な
ど
の
辞
典
は
、
現
在
に

至
る
ま
で
教
師
及
び
学
習
者
に
愛
用
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
日
本
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
と
も
に
日

本
語
学
習
者
は
国
内
外
で
増
え
続
け
た
。
こ
れ
を
背

景
に
日
本
語
教
育
に
関
す
る
各
種
の
会
議
の
報
告
が

矢
継
ぎ
早
に
出
さ
れ
、
日
本
語
教
育
の
基
盤
整
備
の

た
め
の
指
針
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

日
本
語
学
習
者
は
、
今
や
三

0
0万
人
を
超
え
、

同
時
に
、
学
習
目
的
な
ど
の
多
様
化
が
一
層
進
ん
だ
。

こ
れ
に
合
わ
せ
、
従
来
国
内
の
日
本
語
教
育
の
内
容

・
方
法
面
を
中
心
に
施
策
を
行
っ
て
き
た
国
語
課
以

外
に
も
、
多
く
の
省
庁
・
機
関
が
日
本
語
教
育
に
携

わ
る
こ
と
と
な
り
対
応
が
図
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
反
面
、
領
域
の
細
分
化
に
よ
っ
て
、
全

体
の
動
き
が
見
え
に
く
く
な
る
な
ど
の
問
題
も
生
じ

て
い
る
。

こ
の
た
め
国
語
課
で
は
、
主
な
機
関
の
代
表
者
を

集
め
て
「
日
本
語
教
育
機
関
連
絡
協
議
会
」
を
開
催

し
、
関
係
機
関
の
連
携
に
努
め
て
い
る
。
加
え
て
、

毎
年
夏
に
は
様
々
な
機
関
か
ら
延
ベ
二

0
0
0人
近

く
の
日
本
語
教
師
を
集
め
「
文
化
庁
日
本
語
教
育
大

会
」
を
実
施
し
て
い
る
。

ま
た
、
今
年
度
か
ら
は
「
高
度
情
報
化
に
対
応
し

た
日
本
語
教
育
の
在
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
」
を

開
始
し
、
通
信
衛
星
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
情
報

機
器
を
使
っ
た
日
本
語
教
育
の
基
盤
整
備
の
た
め
の

準
備
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

やまとことばの世界

一その豊かな想像カー

文
化
庁
の
日
本
語
教
育
施
策

くらしの中の音声

一談話を中心に一

〈らしの中の音声

一せりふの練習一

〈らしの中の音声

ーアクセントー

①言葉遣いに関すること

パネルディスカッション A

「言葉遣いの標準は立てられるか」

②情報化・国際社会への対応に関すること
| | 

パネルディスカッション B

「漠字字体の統一を考えるJ

13:30 

（意見発表）

12:30 

国
語
施
策
の
普
及

閉
会

16:30 

e》
国
語
施
策
50年
●
新
し
い
時
代
に
向
け
て

全
国
の
小
・
中
・
高
等
学
校
、
図
書
館
、
公
民
館
な

ど
に
配
布
す
る
と
と
も
に
、
政
府
刊
行
物
と
し
て
市
販

も
し
て
い
る
が
、
政
府
刊
行
物
の
中
で
は
常
に
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
に
な
っ
て
い
る
。

●
編
集
・
文
化
庁
、
発
行
・
大
蔵
省
印
刷
局
（
電
話
〇

三
ー
三
五
八
七
ー
四
二
八
三
）

し
、
全
国
の
フ
ィ
ル
ム
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
等
に
配
布
し
て

い
る
。日

常
の
い
ろ
い
ろ
な
場
面
に
応
じ
た
言
葉
遣
い
の
問

題
や
音
声
訓
練
の
方
法
な
ど
を
扱
っ
た
視
聴
覚
教
材
で
、

＿
圏
、
9
.
]
・
歪
詈
―
-
_
—
邑
―
一
国
―

-
i置
―
,
＇
-
＿
言9-
n言
―
-
―
―
―
―
-
＝
-
＿
—
―
―
―
―
-
―

-
=
1
-
g―璽
●
―
-
＿
●
一
＿
＿
―
―
―
―
―
―
-
.
,

好
祖
会
教
育
に
豆
げ
を
告
習
活
動
に
も
利
用
し
や
す

い
と
思
わ
れ
る
。

上
の
よ
う
な
各
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
ビ
デ
オ
テ
ー

プ
な
ら
で
は
の
音
声
・
映
像
効
果
を
生
か
し
、
易
し
い

説
明
を
加
え
た
、
分
か
り
や
す
い
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。

平成6

49 48 



都道贋↑＄ 大学茎届座んど であい ・ェ名 高塁’• 高は •9 牡こb • 

， 
号

＾ 6 
月
号ヽ

目
次

川県香・ ッ云ス1 北海道大学 1克之久呆 熊／本県 江上子節 塚究明 政雄本IIIJ 一 隆夫

Lー
． ー］「読者からのたより」欄への投

稿、「文部時報読者アンケート」 1 
を歓迎します。本誌を読んでの感 ・

娘御意見等をお寄せください。

●r読者からのたより」投稿規定

① 1件につき400字以 内 ② 住

所、氏名、年齢、職業、電話番号

を明記（誌上匿名可） ③掲載分

には薄謝進呈

※文章を一部手直しさせていただ

くことがあります。

送り先

〒|00 東京都千代田区霞が関

3-2-2 

文部省大臣官房政策課

「文部時報」編集部

※電子メールでも受け付けており

ます。

宛先名「jiho@monbu.go.jp;．r文部時報読者アンケート」

文部時報読者アンケートは添付

のはがきのほかに電子メールでも

受け付けております。

宛先名「jiho@monbu.go.jp;

一 編

集

▽
今
月
号
の
特
集
テ
ー
マ
は
、
「
新
し

い
時
代
に
向
け
て
ー
国
語
施
策
五

0
年

|
」
で
す
。

日
常
生
活
を
お
く
る
う
え
で
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
日
本
語
で
す
が
、
時
代

時
代
の
大
き
な
変
遷
を
経
て
今
に
至
っ

て
い
ま
す
。
戦
後
の
五

0
年
を
と
ら
え

て
も
様
々
な
改
革
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

今
後
を
見
て
も
国
際
化
へ
の
対
応
や
、

ワ
ー
プ
ロ
・
パ
ソ
コ
ン
の
発
達
と
い
っ

た
情
報
化
へ
の
対
応
な
ど
へ
の
取
組
が

求
め
ら
れ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
こ
の

機
会
に
、
日
ご
ろ
粗
末
に
し
が
ち
な
日

本
語
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

▽
四
月
号
か
ら
特
集
に
リ
ー
ド
を
設
け
、

特
集
を
組
ん
だ
背
景
や
目
的
、
特
集
の

ポ
イ
ン
ト
等
を
、
イ
ラ
ス
ト
を
入
れ
な

が
ら
分
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
特
集
の
中
の
座
談
会
、
論
文
、

後

記

提
言
等
に
も
そ
の
冒
頭
に
内
容
の
要
点

を
載
せ
る
な
ど
、
読
み
や
す
い
誌
面
作

り
に
心
が
け
ま
し
た
。

▽
新
年
度
を
迎
え
て
か
ら
一
月
余
り
が

過
ぎ
ま
し
た
。
皆
様
の
職
場
や
学
校
に

も
多
く
の
”
新
人
さ
ん
“
が
来
ら
れ
た

こ
と
と
思
い
ま
す
。
五
月
病
を
乗
り
越

え
、
新
し
い
環
境
に
も
慣
れ
、
生
き
生

き
は
つ
ら
っ
と
が
ん
ば
っ
て
お
ら
れ
る

で
し
ょ
う
か
。

当
編
集
部
も
交
代
が
あ
り
、

S
さ
ん

K
さ
ん
の
二
人
を
迎
え
、
平
均
年
齢
も

少
し
若
く
な
り
ま
し
た
。
編
集
部
一
同

気
持
ち
を
新
た
に
、
文
部
省
が
編
集
し

て
い
る
唯
一
の
総
合
広
報
誌
（
月
刊

誌
）
と
し
て
の
文
部
時
報
を
今
以
上
に

多
く
の
読
者
に
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
努

力
し
て
参
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

(
T
.
k
)
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