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境
界
線
と
し
て
の
「
国
語
」

は
じ
め
に 1

ろ
う
教
育
と
植
民
地
1
1
台
湾
の
教
育
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
ろ
う
教
育
は
、
特
殊
教
育
に
属
し
、
既
存
の
学
問
知
の
体
系
に
お

い
て
は
障
害
児
教
育
や
障
害
学
の
一
分
野
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ま

た
植
民
地
支
配
の
現
実
的
一
側
面
で
あ
る
植
民
地
教
育
は
、
教
育
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

や
社
会
学
、
社
会
言
語
学
の
対
象
と
す
る
領
域
で
あ
る
。
両
者
は
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
と
も
に
教
育
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
点
を
除

い
て
は
、
何
の
結
び
つ
き
も
持
た
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

　
だ
が
、
「
国
語
」
教
授
に
関
す
る
限
り
で
両
者
を
比
較
検
討
す
る

な
ら
ば
、
「
国
民
化
」
の
た
め
の
「
国
語
」
教
授
と
い
う
そ
の
目
的

と
、
そ
の
教
授
方
法
、
及
び
現
実
の
言
語
使
用
状
況
な
ど
の
諸
点
に

お
い
て
、
一
定
の
共
通
性
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
ま

た
、
戦
前
の
ろ
う
教
育
者
た
ち
の
多
く
は
、
ろ
う
教
育
と
植
民
地
教

本
　
　
多

］倉

史

育
と
が
「
国
語
」
教
授
の
点
で
同
位
置
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い

た
。
あ
る
著
名
な
ろ
う
教
育
者
は
、
ろ
う
児
へ
の
「
国
語
」
教
授
の

必
要
性
を
力
説
す
る
く
だ
り
で
、
植
民
地
教
育
と
ろ
う
教
育
と
を
次

の
よ
う
に
パ
ラ
レ
ル
に
語
っ
て
い
る
。

　
凡
そ
国
民
性
の
酒
養
と
国
民
の
思
想
的
結
合
は
、
そ
の
共
通
す
る

所
の
国
語
の
力
に
依
存
す
る
所
が
大
で
あ
る
。
是
植
民
地
に
対
し
て
、

本
国
の
国
語
普
及
が
重
要
国
策
と
し
て
、
大
い
に
努
力
せ
ら
れ
る
所

以
で
あ
る
。
故
に
日
本
国
民
の
錬
成
を
以
て
目
的
と
す
る
聾
学
校
に

於
て
は
、
そ
の
最
も
大
切
で
あ
る
教
育
は
、
聾
児
に
出
来
得
る
限
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
〕

豊
富
且
純
正
な
る
国
語
を
授
く
る
に
あ
り
と
謂
は
ね
ぱ
な
ら
ぬ
。

こ
の
史
料
は
、
日
中
戦
争
が
既
に
長
期
化
し
て
お
り

新
聞
紙
面
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に
は
「
東
亜
新
秩
序
」
と
い
う
こ
と
ぱ
も
踊
り
、
「
新
体
制
」
を
確

立
せ
ん
と
し
て
い
た
、
一
九
四
〇
年
の
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ

う
し
た
同
時
代
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
照
ら
し
て
こ
の
史
料
は
読
む
べ
き

で
あ
ろ
う
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
着
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の

は
、
ろ
う
者
に
対
す
る
「
国
語
」
教
授
の
比
較
・
参
照
項
と
し
て
、

あ
く
ま
で
も
普
通
小
学
校
で
の
「
国
語
」
教
育
で
は
な
く
、
植
民
地

に
お
け
る
「
国
語
普
及
」
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
一

　
こ
こ
ま
で
が
、
筆
者
が
前
稿
に
お
い
て
論
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
で
本
稿
は
、
前
稿
で
は
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
両
者
の
詳
細

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
一

な
比
較
検
討
を
行
い
た
い
。
具
体
的
に
は
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇

年
代
の
「
内
地
」
の
ろ
う
教
育
と
植
民
地
1
1
台
湾
の
教
育
を
取
り
上

げ
る
。
加
え
て
、
植
民
地
教
育
と
ろ
う
教
育
と
が
重
層
化
す
る
、
台

湾
の
ろ
う
学
校
に
お
け
る
「
音
声
言
語
」
教
育
に
つ
い
て
も
論
じ
る

こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
作
業
を
通
じ
て
、
帝
国
日
本
に

お
い
て
、
「
国
語
」
を
中
心
と
し
て
ど
の
よ
う
な
構
造
が
作
ら
れ
て

い
た
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

1
　
「
国
語
」

と
手
話
と

　
一
九
二
〇
年
代
中
盤
以
降
、
東
京
聾
唖
学
校
と
名
古
屋
市
立
盲
唖

学
校
は
、
と
も
に
口
話
法
の
推
進
校
と
し
て
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
前
者
で
は
川
本
宇
之
介
が
、
後
者
で
ま
橋
村
徳
一
が
、

そ
れ
ぞ
れ
先
頭
に
立
ち
口
話
法
を
推
し
進
め
て
い
た
。
両
人
は
、
講

習
会
の
開
催
や
諸
団
体
の
結
成
、
啓
蒙
雑
誌
の
発
刊
な
ど
の
精
力
的

な
普
及
活
動
を
通
じ
て
、
全
国
的
に
口
話
法
を
普
及
さ
せ
る
役
割
も

果
た
し
、
そ
う
し
て
一
九
三
五
年
頃
ま
で
に
は
、
全
国
の
ろ
う
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
口
話
法
を
採
用
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
名
古
屋
市
立
盲
唖
学
校
に
勤
務
し
て
い
た
安
藤
太
三
郎
は
、
口
話

法
の
研
究
の
た
め
、
敢
え
て
東
京
聾
唖
学
校
に
入
学
し
、
一
九
二
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
↓

年
三
月
に
同
校
の
師
範
部
普
通
科
を
卒
業
し
た
。
彼
は
卒
業
後
、
再

び
名
古
屋
市
立
盲
唖
学
校
の
教
員
と
し
て
勤
務
し
、
校
長
・
橋
村
徳

一
と
と
も
に
口
話
法
教
育
を
実
践
し
て
い
く
。
ま
た
、
一
九
三
〇
年

に
は
、
台
北
州
立
台
北
盲
唖
学
校
へ
赴
任
し
、
そ
し
て
一
九
三
五
年

に
「
内
地
」
に
戻
り
、
東
京
市
立
襲
学
校
の
教
諭
と
な
っ
て
い
る
。

　
彼
は
、
一
九
三
五
年
、
「
内
地
」
に
戻
る
と
、
自
己
の
ろ
う
教
育

に
お
け
る
体
験
を
ま
と
め
、
『
私
の
体
験
せ
る
聾
教
育
』
と
し
て
出

版
す
る
。
こ
の
書
物
の
中
で
、
彼
は
、
手
話
を
習
慣
と
し
て
位
置
づ

け
、
そ
れ
は
習
慣
で
あ
る
限
り
、
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

ま
た
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
安
藤
は
「
習
慣
は

第
二
の
天
性
と
い
ふ
が
如
く
、
一
旦
形
成
せ
ら
れ
た
手
真
似
習
慣
は

容
易
に
取
り
去
る
事
は
出
来
ぬ
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
言
呈
胴
一
点
張
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り
で
聾
児
の
有
つ
手
話
的
思
想
の
総
べ
て
を
征
服
す
る
だ
け
の
固
い

覚
悟
を
も
つ
て
努
力
し
」
「
堅
忍
持
久
前
途
に
輝
く
口
話
の
世
界
を

＾
『
こ

見
詰
め
て
一
歩
一
歩
と
築
き
上
げ
て
行
く
、
其
の
行
程
に
於
て
手
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
）

も
次
第
に
姿
を
匿
す
に
至
る
」
と
述
べ
て
、
口
話
の
習
慣
を
つ
け
る

こ
と
で
手
話
を
消
し
去
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て

は
、
橋
村
徳
一
も
ま
た
、
同
一
の
視
点
か
ら
「
善
良
な
る
口
話
的
習

　
　
　
　
　
　
＾
9
）

償
を
養
成
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
口
話
と
い
う
新
し

い
習
慣
を
ろ
う
者
の
身
体
に
化
し
て
い
く
こ
と
で
、
手
話
自
体
の
消

減
を
言
っ
て
は
ぱ
か
ら
な
い
。

　
手
話
を
ろ
う
者
の
身
体
上
か
ら
消
し
て
し
ま
わ
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ

た
の
は
、
そ
れ
が
「
国
語
」
と
の
問
に
大
き
な
溝
を
持
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
っ
た
。
例
え
ぱ
川
本
宇
之
介
は
、
手
話
の
欠
点
を
述
べ
る
く

だ
り
で
、
手
話
が
抽
象
概
念
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
の
、

現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
根
拠
の
な
い
こ
と
を
述
べ
た
後
、
次
の
よ
う
に

言
う
。
「
手
話
語
は
そ
れ
自
身
に
は
一
つ
の
語
法
が
あ
る
か
も
知
れ

ぬ
が
、
そ
の
語
法
は
如
何
な
る
国
語
と
も
一
致
し
な
い
」
「
手
話
語

は
各
国
の
国
語
と
は
、
全
く
そ
の
体
系
を
異
に
す
る
。
異
種
の
体
系

語
と
結
合
し
て
教
授
し
て
も
聾
児
の
使
用
す
る
国
語
は
、
恰
も
木
に

竹
を
つ
い
だ
様
に
な
る
傾
向
が
甚
だ
強
い
。
随
つ
て
自
ら
、
聾
児
に

文
の
理
解
力
を
盛
に
し
、
読
書
力
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
を
甚
だ
困
難

　
　
　
＾
1
0
）

な
ら
し
め
る
L
と
。
川
本
は
、
手
話
に
独
自
の
「
語
法
」
が
あ
る
こ

と
を
認
め
つ
つ
も
、
音
声
言
語
1
－
「
国
語
」
と
手
話
と
の
相
違
ゆ
え

に
、
手
話
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
音
声
言
語
と
書
記

言
語
と
を
同
一
視
し
た
上
で
、
書
記
言
語
と
手
話
と
の
齪
鱈
に
つ
い

て
も
言
及
し
て
い
る
。
つ
ま
り
川
本
は
、
彼
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
「
国

語
」
と
手
話
と
が
構
造
的
に
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
手
話
を

批
判
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
彼
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
や
り
方
で
「
口
話
的
習
慣
」

を
つ
け
、
手
話
を
消
し
去
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、

口
話
法
と
は
何
か
。

　
口
話
法
と
は
、
ろ
う
児
を
「
正
常
児
」
と
同
様
に
、
「
音
声
言
語
」

を
操
ら
せ
る
た
め
の
、
ろ
う
教
育
上
の
方
法
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

特
徴
は
、
「
正
常
児
」
が
言
語
習
得
す
る
過
程
を
人
工
的
に
再
現
す

る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

　
彼
ら
に
よ
れ
ぱ
、
聴
者
の
一
、
二
歳
の
子
供
は
、
聴
覚
表
象
と
そ

の
意
味
と
を
ま
ず
習
得
す
る
も
の
で
あ
り
、
ろ
う
児
に
対
す
る
口
話

法
の
実
践
に
お
い
て
も
そ
れ
に
倣
う
べ
き
で
あ
っ
た
。
ろ
う
児
の
場

合
、
聴
覚
障
害
の
た
め
に
聴
覚
表
象
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

か
ら
、
そ
の
代
替
行
為
で
あ
る
「
読
唇
」
か
ら
始
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
「
読
唇
」
と
は
口
形
か
ら
こ
と
ぱ
を
読
み
取
る
こ
と
で
あ
る
。
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橋
村
は
言
う
。
「
正
常
児
の
言
語
の
発
達
は
之
を
発
表
す
る
こ
と
よ

り
も
之
を
理
解
す
る
事
の
方
が
先
で
」
「
聾
児
に
あ
つ
て
も
略
ぽ
之

と
同
様
に
、
音
器
よ
り
も
目
一
視
器
一
の
方
が
早
く
発
達
し
て
而
か

も
鋭
敏
で
あ
る
か
ら
、
先
づ
彼
等
の
実
生
活
に
役
立
つ
言
葉
の
読
唇

を
教
練
し
此
の
間
に
発
語
の
基
本
練
習
を
十
分
に
行
つ
た
後
、
読
唇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
1
一

か
ら
発
語
を
誘
発
し
た
方
が
よ
い
」
と
。
そ
し
て
、
ろ
う
児
が
□
形

と
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
を
結
合
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
に
、

発
声
の
訓
練
1
1
「
発
語
」
に
入
っ
て
い
く
。
「
発
語
」
も
ま
た
、
な

る
べ
く
「
正
當
児
」
と
同
じ
よ
う
に
自
然
な
発
声
を
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
た
。
か
く
し
て
、
「
読
唇
先
進
主
義
」
と
「
発
語
自
然
主
義
」

を
基
本
と
す
る
口
話
法
が
導
か
れ
て
く
る
。

　
こ
の
よ
う
な
口
話
法
の
最
大
の
特
徴
は
、
一
切
の
手
話
を
排
し
て

口
話
の
習
慣
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
「
音
声

言
語
」
の
習
得
が
、
手
話
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
「
音
声
言
語
」

の
み
に
よ
っ
て
習
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
の
故
に
、

彼
ら
口
話
法
の
推
進
者
は
、
「
其
の
取
扱
上
乃
至
思
想
交
換
上
壁
言

葉
の
み
を
使
用
す
る
こ
と
」
「
言
葉
で
事
物
や
動
作
を
理
解
し
発
表

す
る
の
良
習
慣
を
養
成
す
る
こ
と
」
「
言
葉
で
言
葉
を
理
解
せ
し
む

　
　
　
　
　
　
一
1
2
）

る
や
う
に
す
る
こ
と
」
な
ど
と
言
っ
た
注
意
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
っ
た
。

　
だ
が
、
実
際
に
は
、
ろ
う
者
た
ち
は
、
私
生
活
そ
の
他
に
お
い
て

あ
く
ま
で
手
話
で
会
話
し
続
け
た
の
で
あ
り
、
口
話
法
の
出
現
に

よ
っ
て
ろ
う
老
た
ち
は
、
口
話
と
手
話
と
を
併
用
し
な
け
れ
ぱ
な
ら

な
い
状
況
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
安
藤
太
三
郎
は
、

手
話
の
消
減
を
語
り
つ
つ
も
、
こ
う
し
た
現
状
を
知
っ
て
お
り
、
そ

う
し
た
中
で
ろ
う
者
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
期
待
し
た
。
彼

は
自
己
の
体
験
を
振
り
返
り
つ
つ
、
言
う
。

一
ろ
う
児
た
ち
は
－
引
用
者
一
要
す
る
に
教
育
の
結
果
自
己
の

聾
な
る
事
を
自
覚
し
、
其
の
恥
し
さ
を
感
ず
る
と
共
に
、
口
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
マ
こ

の
必
要
性
と
価
値
と
を
痛
感
し
て
、
聴
話
世
界
へ
と
自
覚
的
劣

力
を
払
ふ
に
至
つ
た
。
口
話
教
育
も
こ
れ
ま
で
の
努
力
が
大
切

な
の
で
此
所
ま
で
導
入
す
れ
ぱ
、
児
童
の
有
つ
手
話
は
自
ら
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
価
値
を
認
め
な
く
な
つ
て
了
ふ
も
の
で
あ
る

　
ろ
う
考
が
己
の
母
語
（
第
；
冒
語
）
に
対
し
て
卑
下
し
た
感
情
を

抱
く
よ
う
に
な
り
、
他
方
で
「
国
語
」
に
対
し
て
は
価
値
意
識
を
内

面
化
し
て
い
く
こ
と
。
安
藤
太
三
郎
は
、
口
話
法
の
実
践
と
共
に
、

ろ
う
者
が
「
国
語
」
に
羨
望
の
ま
な
ざ
し
を
送
り
、
同
時
に
、
手
話

に
は
価
値
が
な
い
と
い
う
心
性
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
を
期
待
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し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
、
口
話
法
の
普
及
と
と
も
に
、

手
話
が
消
滅
の
対
象
に
な
る
中
で
、
現
実
の
ろ
う
者
た
ち
は
、
「
国

語
」
と
手
話
と
の
二
言
語
併
用
状
況
1
ー
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア
状
況
に
置
か

れ
る
こ
と
に
な
り
、
手
話
は
下
層
言
語
の
地
位
を
あ
て
が
わ
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア
状
況
の
中
で
、
ろ
う
者
の
主
体

的
努
力
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
手
話
は
使
用
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
2
　
「
国
語
熱
」
1
植
民
地
・
台
湾
－

　
次
に
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
植
民
地
H
台
湾
に
お
け
る
日
本
語

（
H
「
国
語
」
）
教
授
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

　
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
安
藤
正
次
で
あ
る
。
安
藤
は
、
一
九

〇
四
隼
に
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
選
科
一
言
呈
胴
学
科
）
を
修
了
し
、

神
宮
皇
学
館
、
日
本
女
子
大
等
の
教
授
を
経
て
、
一
九
二
八
年
、
台

北
帝
国
大
学
文
政
学
部
国
語
学
国
文
学
講
座
（
後
に
第
一
講
座
一
担

当
の
教
授
に
就
任
し
、
一
九
四
一
年
か
ら
敗
戦
直
前
ま
で
、
そ
の
総

　
　
　
　
　
一
u
〕

長
も
務
め
て
い
る
。

　
安
藤
は
、
「
一
国
家
一
国
語
と
い
ふ
の
が
理
想
的
の
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
言
語
政
策
の
研
究
家
な
ら
ず
と
も
、
何
人
も
首
肯
す
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
L
と
述
べ
、
帝
国
日
本
が
植
民
地
・
台
湾
に
対
し
て

行
う
言
語
政
策
を
、
「
ど
こ
ま
で
も
、
単
国
語
制
で
お
し
通
し
て
ゆ

く
方
針
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
は
、
邦
家
の
た
め
慶
賀
す
べ
き
こ
と
」

　
一
1
5
）

と
す
る
。
安
藤
は
、
「
国
語
」
を
押
し
広
げ
て
い
く
帝
国
日
本
の
言

語
政
策
を
賞
賛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
安
藤
に
お
い
て
は
、

台
湾
と
「
内
地
」
と
の
平
等
主
義
の
実
践
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
。

彼
は
、
「
我
が
国
の
は
、
在
来
の
領
土
、
人
民
と
同
じ
如
く
み
な
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
脆
）

う
と
す
る
一
視
万
民
の
立
場
を
も
つ
て
ゐ
る
」
「
母
語
延
長
主
義
」

で
あ
り
、
そ
れ
は
「
欧
州
人
の
」
「
植
民
地
を
搾
取
し
よ
う
と
い
ふ

　
＾
H
）

態
度
」
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
誇
ら
し
げ
に
語
っ
て
い
る
。
帝

国
の
隅
々
の
人
々
が
、
「
国
語
」
に
あ
や
か
れ
る
こ
と
。
植
民
地
に

お
け
る
「
国
語
」
専
用
は
、
少
な
く
と
も
安
藤
自
身
の
意
識
の
上
で

は
、
帝
国
日
本
の
平
等
性
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　
で
は
、
台
湾
の
人
々
は
、
己
の
第
；
冒
語
一
母
語
一
の
使
用
を
強

制
的
に
禁
じ
ら
れ
、
「
国
語
」
の
み
の
使
用
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
の

か
。
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
安
藤
に
よ
れ
ぱ
帝
国
日
本
は
「
新
府
の

民
に
臨
む
に
、
国
語
強
要
の
政
策
を
と
ら
ず
に
、
ま
づ
国
語
に
よ
る

教
育
を
施
し
て
、
教
育
の
上
か
ら
国
語
を
普
及
せ
し
め
る
方
策
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
〕

す
な
わ
ち
「
古
き
を
奪
は
ず
し
て
、
新
し
き
を
与
へ
る
道
」
を
採
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
帝
国
日
本
の
言
語
政
策
は
、
台
湾
の
人
々
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（89）　境界線としての「国語」

の
こ
と
ば
を
強
制
的
に
「
絶
滅
」
さ
せ
た
り
せ
ず
、
教
育
を
通
じ
て

徐
々
に
「
国
語
」
を
浸
透
さ
せ
、
時
間
を
か
け
て
「
国
語
」
に
取
っ

て
代
え
て
い
く
と
い
う
方
針
で
あ
る
と
い
う
説
明
で
あ
る
。

　
だ
が
、
容
易
に
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
方
針
に
基
づ

い
て
言
語
政
策
を
推
し
進
め
て
い
く
場
合
、
人
々
が
「
国
語
」
専
用

で
会
話
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
、
相
当
の
長
い
年
月
が
必
要
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
「
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
効
果
を
挙
げ
る
に
性
急

で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
風
を
移
し
、
俗
を
易
へ
る
は
、
比
較
的
に

速
や
か
な
る
こ
と
を
得
る
が
、
言
語
生
活
を
一
変
せ
し
め
る
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）

百
年
二
百
年
も
な
ほ
短
し
と
す
る
」
と
言
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ぱ
、
「
国
語
」
が
完
全
に
人
々
の
こ
と
ぱ
に
な
る
ま
で
の
「
百

年
二
百
年
」
の
問
は
、
「
国
語
」
と
台
湾
の
人
々
の
第
；
貢
語
と
の

二
言
語
併
用
状
況
が
続
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
安
藤
は
、

「
国
語
」
の
「
一
語
専
用
主
義
」
を
唱
え
、
そ
れ
を
理
想
と
し
な
が

ら
も
、
「
百
年
二
百
年
」
の
間
は
、
「
国
語
」
と
、
台
湾
語
な
ど
現
地

の
人
々
の
こ
と
ば
と
の
併
用
状
況
を
黙
認
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
も
っ
と
も
、
「
国
語
」
専
用
が
目
標
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が

な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
現
地
語
を
一
切
介
入
さ
せ
ず
、
「
国
語
」

の
み
に
よ
っ
て
、
「
国
語
」
を
直
接
教
授
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
台

湾
総
督
府
の
官
僚
、
加
藤
春
城
は
「
本
島
人
の
国
語
教
育
は
、
入
学

当
初
か
ら
国
語
の
み
に
よ
つ
て
行
は
れ
、
対
訳
は
絶
対
に
排
斥
さ
れ

て
ゐ
る
」
と
述
べ
、
続
け
て
そ
の
具
体
的
な
方
法
を
示
し
て
い
る
。

入
学
式
当
日
児
童
が
登
校
す
れ
ぱ
、
所
属
学
級
の
受
持
教
師
は

こ
れ
を
受
取
つ
て
教
室
に
引
き
入
れ
る
。
さ
う
し
て
予
め
名
札

を
貼
つ
て
置
い
た
席
に
腰
か
け
さ
せ
る
。
一
同
が
着
席
す
る
と

「
オ
タ
チ
ナ
サ
イ
」
、
「
レ
イ
」
、
「
オ
カ
ケ
ナ
サ
イ
」
と
い
ふ
や

う
な
国
語
を
用
ひ
て
、
そ
の
通
り
動
作
を
さ
せ
る
。
始
は
と
ん

ち
ん
か
ん
な
こ
と
を
や
つ
て
ゐ
る
が
、
数
回
繰
り
返
す
う
ち
に
、

号
令
通
り
に
正
し
く
動
作
す
る
や
う
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
氏
名

を
呼
ん
で
「
ハ
イ
」
と
答
へ
さ
せ
る
。
そ
れ
が
す
む
と
教
師
が

自
ら
を
指
し
て
「
セ
ン
セ
イ
」
と
幾
度
も
い
ひ
、
児
童
を
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㏄
一

「
セ
ン
セ
イ
」
と
呼
ぱ
せ
る
。

　
児
童
た
ち
は
ま
ず
、
聴
覚
表
象
と
そ
の
意
味
と
を
、
周
囲
の
児
童

や
教
師
の
動
作
な
ど
か
ら
推
測
し
つ
つ
、
結
合
さ
せ
て
い
く
の
で
あ

り
、
そ
の
後
、
発
声
練
習
に
入
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

こ
う
し
た
方
法
（
直
接
法
と
呼
ぱ
れ
る
一
は
、
先
に
見
た
ろ
う
教
育

の
「
読
唇
先
進
主
義
」
に
基
づ
く
口
話
法
と
酷
似
し
て
い
る
。
「
国

語
」
を
母
語
一
第
；
一
呈
咀
）
と
し
な
い
彼
ら
に
対
し
て
、
同
一
の
言
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語
教
授
法
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

　
さ
て
当
時
、
台
湾
総
督
府
な
ど
で
は
、
台
湾
在
住
の
人
々
を
、
大

陸
系
の
「
本
島
人
」
、
原
住
民
系
の
「
蛮
人
」
、
そ
れ
か
ら
「
内
地
」

か
ら
の
移
住
者
と
そ
の
子
孫
で
あ
る
「
内
地
人
」
と
に
分
類
す
る
こ

と
が
多
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
「
本
島
人
」
と
「
蛮
人
」
を
合
わ
せ
て

台
湾
の
人
々
と
呼
ん
で
お
く
が
、
こ
う
し
た
台
湾
の
人
々
に
対
し
て
、

「
国
語
」
は
ど
こ
で
教
授
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
一
九
二
二
年
の
第
二
次
台
湾
教
育
令
に
よ
り
、
制
度
上
は
「
内
地

人
」
と
台
湾
の
人
々
と
の
区
別
な
く
、
学
校
教
育
が
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
と
は
い
え
、
初
等
教
育
に
つ
い
て
は
、
「
国
語
」
を

常
用
す
る
者
の
た
め
の
小
学
校
一
尋
常
科
・
高
等
科
一
と
、
「
国
語
」

を
常
用
し
な
い
者
の
た
め
の
公
学
校
（
本
科
・
高
等
科
一
と
が
存
在

し
、
実
際
上
は
、
小
学
校
は
「
内
地
人
」
向
け
で
あ
り
、
公
学
校
は

台
湾
の
人
々
向
け
で
あ
っ
た
。
小
学
校
尋
常
科
に
通
学
し
て
い
た
台

湾
の
人
々
の
割
合
は
、
一
九
三
五
年
の
時
点
で
も
、
わ
ず
か
八
％
に

　
　
一
”
一

過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
高
等
教
育
の
機
関
と
し
て
、
中
学
校
及
び
高
等

女
学
校
、
実
業
学
校
な
ど
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
他
に
、
高
等
学
校

や
師
範
学
校
が
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
頂
点
に
台
北
帝
国
大
学
が
あ
っ

た
。
だ
が
、
台
湾
の
人
々
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
高
等
教
育
機
関
へ

の
ア
ク
セ
ス
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
高
等
教
育
機
関

で
は
、
す
ぺ
て
「
国
語
」
に
よ
っ
て
授
業
が
な
さ
れ
、
試
験
が
行
わ

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
台
湾
の
人
々
に
と
っ
て
唯
一
の
「
国
語
」

教
育
機
関
で
あ
っ
た
公
学
校
の
就
学
状
況
は
、
一
九
三
五
年
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
＾
”
〕

て
さ
え
、
三
八
％
程
度
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　
「
国
語
」
の
普
及
を
目
指
す
総
督
府
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
状

況
へ
の
対
策
と
し
て
、
公
学
校
以
外
に
「
国
語
」
教
授
を
行
う
場
所

を
設
け
る
必
要
が
あ
り
、
国
語
講
習
所
と
簡
易
国
語
講
習
所
に
お
い

て
、
学
校
教
育
シ
ス
テ
ム
に
包
摂
さ
れ
な
い
人
々
に
「
国
語
」
を
教

授
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
国
語
講
習
所
は
十
二
歳
か
ら
二
五
歳
ま
で
の
不
就
学
青
少
年
の
た

め
に
設
立
さ
れ
、
「
国
語
」
を
中
心
と
す
る
教
育
を
行
い
、
就
学
期

間
は
一
年
間
と
さ
れ
た
。
簡
易
国
語
講
習
所
は
、
農
閑
期
な
ど
を
選

ん
で
三
、
四
ヶ
月
間
、
夜
問
に
「
国
語
」
な
ど
を
教
授
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
前
者
の
国
語
講
習
所
は
「
国
語
熱
を
刺
激
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翁
〕

る
所
多
く
入
所
志
願
者
は
何
れ
も
定
員
を
越
え
る
盛
況
」
で
あ
っ
た

と
一
言
う
。

　
安
藤
正
次
は
、
こ
う
し
た
「
国
語
熱
」
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
　
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
か
く
の
如
き
講
習
所
や
普
及
会

316



（91）　境界線としての「国語」

で
国
語
を
学
習
し
よ
う
と
希
望
し
て
来
る
も
の
は
、
主
と
し
て

日
常
の
会
話
に
通
じ
よ
う
と
す
る
目
的
を
も
つ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
に
は
、
或
は
一
家
の
主
婦
で
あ
つ
て
、

そ
の
児
童
が
公
学
校
に
就
学
し
て
い
る
関
係
上
、
自
分
が
国
語

を
解
し
得
な
い
の
を
不
便
と
感
じ
、
或
は
恥
と
考
え
る
よ
う
な

こ
と
か
ら
、
子
供
を
負
い
な
が
ら
通
つ
て
来
る
よ
う
な
も
の
が

一
方
に
あ
り
、
他
の
一
方
に
は
、
ま
た
経
済
生
活
の
関
係
か
ら
、

国
語
を
理
解
し
、
国
語
を
自
由
に
語
り
得
る
と
ゆ
う
こ
と
が
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
別
）

め
て
必
要
で
あ
る
と
感
じ
る
に
至
つ
た
と
ゆ
う
も
の
も
あ
る
。

　
「
国
語
」
は
、
自
ら
進
ん
で
学
ぴ
た
く
な
る
よ
う
な
、
そ
し
て
ま

た
学
ぱ
ね
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
価

値
あ
る
こ
と
ぱ
に
な
っ
て
い
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

安
藤
は
、
台
湾
の
人
々
が
「
国
語
を
学
ぶ
と
ゆ
う
こ
と
に
心
を
向
け

　
　
＾
”
一

つ
｝
あ
る
」
と
い
う
状
況
が
、
永
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て

そ
れ
が
「
百
年
二
百
年
」
続
い
た
後
に
、
人
々
が
「
国
語
」
を
常
用

す
る
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
る
と
考
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ

れ
は
、
「
国
語
」
H
上
層
言
語
と
現
地
語
1
1
下
層
言
語
と
の
ダ
イ
グ
ロ

シ
ア
状
況
を
創
出
し
、
「
百
年
二
百
年
」
を
か
け
て
、
徐
々
に
下
層

言
語
で
あ
る
現
地
語
を
消
滅
に
追
い
や
っ
て
い
こ
う
と
す
る
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

ろ
う
者
に
「
国
語
」
が
体
現
す
る
価
値
を
内
面
化
さ
せ
、
序
々
に
手

話
の
消
滅
を
導
こ
う
と
し
た
、
当
時
の
口
話
法
に
よ
る
ろ
う
教
育
と
、

そ
の
目
的
と
方
法
に
お
い
て
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。

3
　
植
民
地
1
－
台
湾
に
お
け
る

「
口
話
式
教
育
」

　
さ
ら
に
考
え
た
い
こ
と
は
、
植
民
地
の
ろ
う
者
に
対
す
る
「
音
声

言
語
」
教
育
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
体
如
何
な
る
こ
と
ば
が
、
如
何

に
し
て
教
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
当
時
台
湾
に
は
、
台
北
州
立
台
北
盲
唖
学
校
と
台
南
州
立
台
南
盲

唖
学
校
と
が
存
在
し
て
い
た
一
以
下
、
前
者
を
台
北
校
、
後
者
を
台

南
校
と
略
記
す
る
一
。
台
北
校
は
一
九
二
八
年
に
、
台
南
校
は
一
九

二
二
年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
州
立
に
移
管
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
帝
国

日
本
が
「
国
語
」
を
通
じ
て
ろ
う
者
や
植
民
地
の
人
々
を
ど
の
よ
う

に
扱
っ
た
の
か
を
論
じ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
同
様
の
視
点
に
立
ち
、

台
湾
総
督
府
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
州
立
移
管
後
に
焦
点
を
定
め
る

こ
と
に
す
る
。

　
生
徒
と
教
員
の
構
成
か
ら
始
め
よ
う
。
生
徒
に
つ
い
て
言
え
ぱ
、

台
北
校
の
一
九
二
八
年
か
ら
一
九
三
四
年
ま
で
の
卒
業
生
は
、
普
通
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部
・
技
芸
科
を
合
わ
せ
、
「
内
地
人
」
が
二
八
名
、
「
本
島
人
」
が
五

三
名
で
あ
り
、
同
じ
く
台
南
校
の
一
九
二
二
年
か
ら
一
九
三
四
年
ま

で
卒
業
生
は
、
「
内
地
人
」
が
一
五
名
、
「
本
島
人
」
が
七
四
名
で

＾
珊
〕

あ
る
。
い
ず
れ
も
台
湾
の
人
々
が
、
過
半
数
以
上
を
占
め
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
他
方
で
、
教
員
一
助
手
、
教
務
嘱
託
、
教
諭
心
得
を

含
む
一
の
方
は
、
逆
に
そ
の
大
多
数
が
「
内
地
人
」
で
あ
っ
た
。
一

九
三
五
年
の
台
北
校
の
教
員
は
、
「
内
地
人
」
が
八
名
、
「
本
島
人
」

が
四
名
で
あ
り
、
同
じ
く
一
九
三
六
隼
の
台
南
校
に
つ
い
て
言
え
ぱ
、

「
内
地
人
」
が
二
名
、
「
本
島
人
」
が
三
名
で
あ
っ
た
。
加
え
て
両

校
と
も
歴
代
の
学
校
長
は
「
内
地
人
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
多
数

者
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
台
湾
の
ろ
う
学
校
は
、
現
地
台
湾
の
生

徒
と
「
内
地
」
か
ら
派
遺
さ
れ
た
教
員
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。

　
既
に
論
じ
た
よ
う
に
、
「
内
地
」
に
お
い
て
は
一
九
二
〇
年
代
か

ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
、
音
声
言
語
教
授
法
で
あ
る
口
話
法
が
急
速

に
普
及
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
動
向
は
、
「
内
地
」
か
ら
派
遣
さ
れ

た
教
員
た
ち
に
よ
っ
て
台
湾
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ぱ
、
名

古
屋
市
立
盲
唖
学
校
教
諭
で
あ
っ
た
安
藤
太
三
郎
は
、
一
九
三
〇
年

か
ら
一
九
三
五
年
に
か
け
て
台
北
校
に
勤
務
し
た
際
、
台
北
の
地
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〃
一

お
い
て
口
話
法
を
実
践
し
て
い
る
。
ま
た
、
逆
に
台
湾
か
ら
教
員
を

派
遣
し
て
、
口
話
法
を
習
得
さ
せ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。

　
例
え
ぱ
台
北
校
で
は
、
一
九
二
七
年
、
教
員
・
迫
田
稲
子
を
名
古

屋
市
立
盲
唖
掌
校
に
派
遣
し
、
口
話
法
の
講
習
会
に
参
加
さ
せ
て
い

る
。
『
口
話
式
聾
教
育
』
第
四
巻
第
五
号
（
一
九
二
八
年
五
月
）
に

は
、
お
そ
ら
く
迫
田
の
筆
に
な
る
と
思
わ
れ
る
「
台
北
だ
よ
り
」
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
今
日
ま
で
の
読
唇
は
ア
カ
、
ア

オ
、
ボ
ー
ル
、
ワ
、
ハ
ン
カ
チ
、
ポ
ー
シ
、
ペ
ン
、
ア
タ
マ
、
メ
の

単
語
、
オ
タ
チ
ナ
サ
イ
、
オ
カ
ケ
ナ
サ
イ
、
オ
ハ
ヨ
ー
、
サ
ヨ
ー
ナ

ラ
の
単
句
で
ご
ざ
い
ま
す
、
音
韻
は
母
音
で
口
形
模
倣
発
音
も
大
抵

出
来
る
様
で
す
、
－
基
本
練
習
は
ご
指
導
を
受
け
た
様
に
ど
ん
ど
ん

　
　
　
　
＾
囎
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

や
つ
て
ゐ
ま
す
」
と
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。
迫
田
は
、
音
声
日
本
語

を
口
話
法
で
教
授
す
る
と
い
う
「
内
地
」
の
方
法
を
、
そ
の
ま
ま
台

湾
で
実
践
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
年
の
一
九
二
九

年
一
月
に
は
、
台
北
校
の
生
徒
た
ち
の
「
話
し
声
」
が
、
台
北
の
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）

ジ
オ
放
送
局
の
電
波
に
乗
っ
て
流
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
状

況
に
沿
う
形
で
、
台
北
校
の
「
生
徒
教
養
ノ
方
針
」
に
は
、
口
話
法

が
書
き
込
ま
れ
て
い
く
。
方
針
の
第
一
は
職
業
教
育
を
施
す
こ
と
、

第
二
は
身
体
衛
生
に
気
を
つ
け
る
こ
と
、
そ
し
て
第
三
が
、
「
聾
唖

部
□
話
式
教
育
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
単
に
音
声
日
本
語
を
教
授
す

る
と
い
う
方
針
の
確
認
で
は
な
く
、
「
聾
唖
教
育
現
代
ノ
趨
勢
二
鑑
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ミ
ロ
話
学
級
ヲ
置
キ
ロ
話
法
ヲ
用
ヒ
智
識
技
能
ヲ
授
ク
ル
コ
ト
ニ
努

ム
L
と
い
う
よ
う
に
、
「
内
地
」
の
口
話
法
の
動
向
に
歩
調
を
合
わ

　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㏄
）

せ
て
、
音
声
日
本
語
を
媒
介
語
と
す
る
授
業
を
意
味
し
て
い
た
。
台

南
校
で
は
、
全
学
級
が
手
話
に
よ
る
教
育
を
行
っ
て
お
り
、
音
声
日

本
語
に
よ
る
教
育
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
毎
朝
必
ず
二
十
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
孤
）

問
口
話
の
時
間
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

　
か
く
て
、
植
民
地
H
台
湾
の
ろ
う
学
校
に
お
い
て
も
、
音
声
日
本

語
σ
教
授
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
意
し
て
よ
い
こ
と
は
、
原
理
的
に
は
、
口

話
法
は
あ
ら
ゆ
る
音
声
言
語
に
適
用
・
応
用
し
得
る
も
の
で
あ
り
、

音
声
日
本
語
教
授
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
当
時
に
お
い
て
も
理
解
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
橋
村

徳
一
は
、
「
口
話
法
が
各
国
へ
輸
入
さ
れ
た
の
は
、
…
独
逸
地
方
の

壊
、
瑞
、
伊
等
は
最
も
早
く
採
用
し
、
仏
国
は
ド
レ
ペ
ー
氏
の
生
地

だ
け
あ
つ
て
容
易
に
採
用
し
な
か
つ
た
。
し
か
し
現
今
で
は
屑
く
手

話
法
を
棄
て
，
口
話
法
を
採
用
す
る
も
の
も
あ
り
、
又
或
る
有
名
な

校
長
等
は
…
之
が
各
国
へ
普
及
す
る
の
は
唯
時
の
問
題
で
あ
ら
う
と

　
　
　
　
＾
娑

述
懐
し
て
い
る
」
な
ど
と
述
ぺ
、
□
話
法
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
へ
伝

播
し
て
い
る
現
状
を
報
告
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
口
話
法
が
普
遍
性

を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
全
て
の
言
語
に
適
用
で
き
る
こ
と
、
が
当
時

に
お
い
て
も
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
東
京

聾
唖
学
校
の
教
諭
・
川
本
宇
之
介
は
、
「
聾
老
を
、
人
間
の
言
葉
の

世
界
に
引
き
入
れ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
な
ら
ぱ
、
音
声
語
は
欠
く
べ
か
ら
ざ

　
　
　
　
＾
珊
〕

る
も
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
音
声
言
語
そ
の
も

の
を
、
「
人
間
」
の
不
可
欠
の
条
件
と
み
な
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
論
理
的
に
は
、
台
湾
の
ろ
う
学
校
で
、

現
地
語
を
口
語
法
で
教
授
し
た
と
し
て
も
何
ら
不
恩
議
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
何
故
に
、
音
声
日
本
語
1
－
「
国
語
」
が
教
授
さ
れ
た
の
か
。

そ
れ
は
、
帝
国
日
本
の
内
部
で
は
音
声
日
本
語
H
「
国
語
」
の
話
者

で
あ
る
こ
と
こ
そ
が
、
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
獲
得
の
条
件
で
あ
っ
た
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ま
橋
村
徳
一
の
次
の
こ
と
ぱ

が
参
考
に
な
る
。

口
話
法
は
聾
者
を
貴
い
神
の
子
、
人
の
子
と
し
て
取
扱
ひ
、
決

し
て
不
具
者
扱
ひ
や
廃
人
扱
ひ
に
は
し
な
い
で
、
徹
頭
徹
尾

陛
下
の
赤
子
と
し
て
、
又
日
本
の
国
民
と
し
て
取
扱
ふ
こ
と
を

其
根
本
精
神
と
し
て
ゐ
る
。
故
に
□
話
法
に
於
て
は
日
本
人
が

普
通
に
使
用
し
な
い
や
う
な
身
振
表
情
や
手
真
似
や
指
文
字
も

使
用
し
な
け
れ
ぱ
、
特
別
扱
ひ
や
外
人
扱
ひ
に
も
し
な
い
の
で

　
＾
胴
〕

あ
る
。
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橋
村
に
よ
れ
ぱ
「
国
語
」
で
は
な
い
手
話
や
現
地
語
は
、
い
ず
れ

も
「
日
本
の
国
民
」
た
る
構
成
要
件
に
は
な
り
得
な
い
。
だ
か
ら
、

台
湾
の
ろ
う
者
に
も
当
然
「
国
語
」
を
教
授
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
ろ
う
教
育
や
植
民
地
教
育
の
担
い
手
た
ち
が
、
「
国
語
」
教
授
に

全
力
を
傾
け
た
の
は
、
彼
ら
が
「
国
民
」
で
あ
る
こ
と
と
「
国
語
」

話
考
で
あ
る
こ
と
と
を
結
び
つ
け
て
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

同
様
の
論
理
で
、
植
民
地
”
台
湾
の
ろ
う
者
に
対
し
て
も
「
国
語
」

が
教
授
さ
れ
て
い
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
だ
が
こ
う
し
た
「
国
語
」
の
教
授
は
、
ろ
う
者
が
日
常
的
に
使
用

し
て
い
る
手
話
を
、
台
湾
の
人
々
が
使
用
し
て
い
る
生
活
語
を
、
そ

れ
ぞ
れ
抑
圧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

教
授
方
法
や
抑
圧
の
受
け
か
た
の
点
で
、
両
者
は
全
く
同
型
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
両
者
は
「
国
語
」
教
授
を
軸
と
す
る
同
心
円
を
描
い
た

場
合
、
同
一
線
上
に
位
置
す
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
ろ
う
者
で
あ

り
、
台
湾
の
人
々
で
も
あ
っ
た
、
台
湾
の
ろ
う
者
た
ち
は
、
「
国
語
」

の
教
授
に
よ
り
、
構
造
的
に
は
二
重
の
抑
圧
下
に
お
か
れ
た
こ
と
に

な
る
が
、
そ
う
し
た
こ
と
が
、
教
育
を
施
す
側
に
自
覚
さ
れ
る
こ
と

は
遂
に
な
か
っ
た
。
帝
国
日
本
の
社
会
文
化
空
間
に
お
い
て
は
、

「
国
語
」
話
者
で
あ
る
こ
と
が
、
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
獲
得
す
る
た

め
の
不
可
欠
の
条
件
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
全
く
疑
わ
れ
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

　
一
八
八
六
年
か
ら
一
九
二
七
年
ま
で
東
京
聾
唖
学
校
一
そ
の
前
身

校
を
含
む
）
の
教
員
を
務
め
た
石
川
倉
次
は
、
一
九
三
〇
年
に
出
版

し
た
書
物
の
中
で
、
「
国
語
の
教
へ
始
め
」
と
題
す
る
節
の
冒
頭
に
、

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
幼
児
や
聾
唖
や
外
国
の
人
な
ど
に
我
が
国
語
を
授
け
る
に
は
先
づ

簡
単
な
言
ひ
表
は
し
方
か
ら
始
む
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
成
る
べ
く

日
常
対
話
の
上
に
必
要
な
語
句
か
ら
教
へ
て
一
日
も
早
く
自
由
に
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
跣
〕

話
又
は
筆
談
の
出
来
る
様
に
導
く
べ
き
で
あ
る
。
…

　
幼
児
と
ろ
う
者
と
「
外
国
の
人
」
が
同
列
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
。

「
国
語
」
話
者
た
る
こ
と
が
、
フ
ル
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
獲
得
す
る

上
で
ど
れ
ほ
ど
璽
要
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
が
こ
こ
に
は
現
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

（
1
）
　
ろ
う
教
育
は
、
現
在
、

学
校
教
育
法
の
第
六
章
特
殊
教
育
の
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項
目
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
近
年
の
代
表
的
な
も
の
を
挙
げ
れ
ぱ
、
教
育
史
の
方
面
か
ら

　
は
、
駒
込
武
『
植
民
地
帝
国
日
本
の
文
化
統
合
』
岩
波
書
店
、
一

　
九
九
六
年
が
、
社
会
学
の
方
面
か
ら
は
、
小
熊
英
二
『
日
本
人
の

　
境
界
』
新
曜
社
、
一
九
九
八
隼
が
、
社
会
言
語
学
で
は
安
田
敏
朗

　
『
植
民
地
の
な
か
の
「
国
語
学
」
1
時
枝
誠
記
と
京
城
帝
国
大
学
を

　
め
ぐ
っ
て
』
三
元
社
、
一
九
九
七
年
、
同
『
帝
国
日
本
の
言
語
編

　
成
』
世
織
書
房
、
一
九
九
七
年
、
同
『
「
言
語
」
の
構
築
－
小
倉

進
平
と
植
民
地
朝
鮮
』
三
元
社
、
一
九
九
八
年
、
な
ど
が
存
在
し

　
て
い
る
。

（
3
）
　
川
本
宇
之
介
『
聾
教
育
学
精
説
』
信
楽
会
、
一
九
四
〇
年
、

　
三
二
八
頁
。

＾
4
）
　
筆
者
は
最
近
、
こ
れ
以
下
で
述
べ
る
口
話
法
を
含
め
、
ろ
う

教
育
の
社
会
史
的
・
思
想
史
的
な
関
心
に
基
づ
い
た
分
析
を
試
み

　
て
い
る
。
拙
稿
「
生
誕
す
る
「
璽
者
」
1
つ
む
ぎ
出
さ
れ
る
、
あ

　
る
ぺ
き
身
体
と
精
神
－
L
、
見
田
宗
介
・
内
田
隆
三
・
市
野
川
容

孝
編
『
ラ
イ
プ
ラ
リ
相
関
社
会
科
学
8
』
新
世
社
＾
近
刊
予
定
）
、

を
参
照
。

（
5
）
　
ろ
う
教
育
と
植
民
地
教
育
と
い
う
一
見
無
関
係
に
み
え
る
二

　
つ
の
領
域
を
、
い
わ
ぱ
横
断
す
る
よ
う
な
形
で
比
較
検
討
し
、
当

該
時
代
の
「
精
神
」
を
描
き
出
す
、
本
稿
の
よ
う
な
試
み
は
、
思

想
史
の
領
域
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。

例
え
ぱ
、
哲
学
者
で
あ
り
思
想
史
研
究
者
で
も
あ
っ
た
ラ
プ
ジ
ョ

　
イ
は
、
そ
の
著
『
観
念
の
歴
史
L
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
手
法
を

　
用
い
て
い
く
つ
か
の
作
晶
を
残
し
て
い
る
。
（
＞
刃
↓
葭
ζ
カ
○
、

　
「
O
く
向
－
O
く
一
窒
δ
b
＜
姜
婁
ド
O
完
ぺ
O
、
董
μ

　
Z
向
考
く
○
カ
穴
O
向
宛
Ω
向
｝
内
＞
N
－
「
－
向
宛
』
Z
O
．
一
－
㊤
蜆
蜆
．
）

（
6
一
文
部
省
『
盲
聾
教
育
八
十
年
史
』
一
九
五
八
年
、
二
二
頁
。

（
7
）
　
東
京
教
育
大
学
附
属
聾
学
校
『
東
京
教
育
大
学
附
属
聾
学
校

　
の
教
育
－
そ
の
百
年
の
歴
史
－
』
非
売
品
、
一
九
七
五
年
、
．
三
〇

　
四
頁
。

一
8
）
安
藤
太
三
郎
『
私
の
体
験
せ
る
聾
教
育
』
非
売
品
、
一
九
三

　
五
年
、
一
〇
九
頁
。

一
9
）
　
橋
村
徳
一
『
聾
教
育
口
話
法
概
論
』
株
式
会
社
一
誠
社
、
一

九
二
五
年
、
二
ニ
ハ
頁
。

（
1
0
）
　
川
本
宇
之
介
、
前
掲
『
聾
教
育
学
精
説
』
、
四
九
三
頁
。

（
1
1
一
　
橋
村
徳
一
、
前
掲
『
聾
教
育
口
話
法
概
論
』
、
二
五
七
－
八

頁
。

（
1
2
一
　
橋
村
徳
一
、
前
掲
『
聾
教
育
口
話
法
概
論
』
、
二
四
一
頁
。

（
1
3
一
安
藤
太
三
郎
、
前
掲
『
私
の
体
験
せ
る
聾
教
育
』
、
一
〇
九

頁
。一

M
）
　
安
藤
正
次
の
生
涯
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
「
安
藤
正
次
先
生

年
譜
」
『
安
藤
正
次
著
作
集
第
七
巻
』
雄
山
閣
、
一
九
七
五
年
、

を
参
照
。
尚
、
安
藤
に
つ
い
て
は
、
安
田
敏
朗
，
近
代
日
杢
言
語
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史
再
考
』
三
元
社
、
二
〇
〇
〇
年
の
第
三
章
に
詳
し
い
。

一
1
5
）
安
藤
正
次
「
国
語
国
字
諸
間
題
」
『
岩
波
講
座
　
国
語
教
育

第
五
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
七
年
、
引
用
は
、
『
安
藤
正
次
著

作
集
第
六
巻
』
雄
山
閣
、
一
九
七
五
年
、
三
五
八
－
九
頁
よ
り
。

（
1
6
）
安
藤
正
次
「
台
湾
に
於
け
る
国
語
教
育
」
『
学
苑
』
一
九
四

〇
年
、
引
用
は
、
前
掲
『
安
藤
正
次
著
作
集
第
六
巻
』
、
四
二

0
1
一
頁
よ
り
。

（
1
7
）
　
安
藤
正
次
、
前
掲
「
台
湾
に
於
け
る
国
語
教
育
」
、
引
用
は
、

前
掲
『
安
藤
正
次
薯
作
集
第
六
巻
』
、
四
二
〇
頁
よ
り
。

一
1
8
）
安
藤
正
次
「
国
語
国
字
諸
問
題
」
『
岩
波
講
座
　
国
語
教
育

　
第
五
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
七
年
、
引
用
は
、
前
掲
『
安
藤
正

　
次
著
作
築
第
六
巻
』
、
三
五
九
頁
よ
り
。

一
1
9
一
安
藤
正
次
、
前
掲
「
国
語
国
字
諸
問
題
」
、
引
用
は
、
前
掲

　
『
安
藤
正
次
著
作
集
第
六
巻
』
、
三
六
二
頁
よ
り
。

（
2
0
一
　
加
藤
春
城
「
台
湾
の
国
語
教
育
」
『
国
語
文
化
講
座
第
六
巻

　
国
語
進
出
編
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
四
二
年
、
五
四
頁
。

（
2
1
）
台
湾
総
督
府
文
教
局
『
台
湾
の
教
育
』
、
一
九
三
五
年
度
、

　
八
－
九
頁
よ
り
算
出
。

一
2
2
一
台
湾
総
督
府
文
教
局
、
前
掲
『
台
湾
の
教
育
』
、
一
四
頁
よ

　
り
算
出
。

一
2
3
一
　
台
湾
総
督
府
文
教
局
、
前
掲
『
台
湾
の
教
育
』
、
八
O
頁
。

粛
）
　
安
藤
正
次
「
台
湾
に
於
け
る
国
語
普
及
に
つ
い
て
」
『
国
語

教
育
』
第
十
八
巻
第
三
号
、
一
九
三
三
年
、
引
用
は
、
前
掲
『
安

藤
正
次
著
作
集
第
六
巻
』
、
三
四
三
頁
よ
り
。

一
2
5
）
　
安
藤
正
次
、
前
掲
「
台
湾
に
於
け
る
国
語
普
及
に
つ
い
て
」
、

引
用
は
、
前
掲
『
安
藤
正
次
著
作
集
第
六
巻
』
、
三
四
四
頁
よ
り
。

一
2
6
）
台
北
州
立
台
北
盲
唖
学
校
『
台
北
州
立
台
北
盲
唖
学
校
一

覧
』
非
売
品
、
一
九
三
五
年
、
一
四
－
五
頁
。
及
ぴ
、
台
南
州
立

台
南
盲
唖
学
校
『
台
南
州
立
盲
唖
学
校
一
覧
』
非
売
品
、
一
九
三

　
六
年
、
八
○
－
四
頁
。

一
2
7
一
安
藤
太
三
郎
は
台
北
校
に
赴
任
す
る
と
、
音
声
日
本
語
の
口

　
話
を
試
み
た
が
、
彼
は
直
ち
に
、
「
内
地
」
と
「
外
地
」
と
の
違

　
い
に
気
づ
き
、
「
国
語
」
を
教
授
す
る
こ
と
の
困
難
さ
に
み
ま
わ

　
れ
た
。
安
藤
は
「
本
島
の
如
く
言
語
を
始
め
、
風
俗
、
慣
習
等
、

　
所
有
方
面
に
渡
つ
て
事
情
を
異
に
す
る
所
に
於
て
は
、
内
地
の
口

　
話
法
と
同
様
の
手
段
方
法
を
以
つ
て
進
み
難
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
＾
『
聾
口
話
教
育
』
第
七
巻
第
一
一
号
、
一
九
三
一
年
、
二
頁
。
）

　
こ
れ
が
具
体
的
に
何
を
意
味
し
た
発
言
で
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る

　
が
、
彼
が
「
内
地
」
と
同
様
の
口
話
法
を
そ
の
ま
ま
台
湾
に
適
用

　
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
安
藤

　
は
、
口
話
法
に
熱
心
で
あ
っ
た
が
、
手
話
を
完
全
に
排
除
し
得
る

　
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
□
話
と
手
話
と
の
併
用
状
況
を
黙
認
し
て

　
い
た
か
ら
、
台
湾
で
の
口
話
法
が
困
難
で
あ
れ
ぱ
、
そ
れ
ほ
ど
強

　
く
口
話
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
あ
る
程
度
手
話
に
よ
る
教
育
を

322



（97）　境界線としての「国語」

　
容
認
し
た
可
能
性
が
高
い
。

（
2
8
）
　
無
記
名
「
台
北
だ
よ
り
（
二
）
」
『
口
話
式
聾
教
育
』
第
四
巻

第
五
号
、
一
九
二
八
年
、
二
七
頁
。

（
2
9
）
　
『
口
話
式
聾
教
育
』
第
五
巻
第
二
号
、
一
九
二
九
年
、
三

　
五
－
六
頁
。
そ
こ
に
は
、
「
本
校
も
迫
田
氏
熱
心
に
教
務
に
従
事

致
し
呉
れ
、
次
第
に
口
話
も
進
歩
を
認
め
来
り
、
私
共
は
申
す
に

　
及
ぱ
ず
聾
児
の
父
兄
は
非
常
に
喜
び
居
り
、
其
の
結
果
学
校
の
事

　
に
関
し
何
か
と
尽
力
致
し
呉
れ
誠
に
好
都
合
に
存
じ
候
」
と
書
か

　
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
校
長
・
木
村
謹
吾
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

　
も
の
で
あ
る
が
、
口
話
法
に
対
し
て
こ
う
し
た
評
価
が
な
さ
れ
て

　
い
る
と
す
れ
ば
、
ラ
ジ
オ
放
送
も
一
定
の
反
響
を
呼
ん
だ
と
推
測

　
さ
れ
る
。

一
3
0
）
　
一
九
三
五
年
頃
の
調
査
に
よ
る
と
、
朝
鮮
を
除
く
「
全
国
」

　
六
七
の
ろ
う
学
校
の
う
ち
、
全
ク
ラ
ス
と
も
口
話
だ
け
で
教
育
を

行
っ
て
い
る
↑
口
話
ク
ラ
ス
）
の
は
三
五
校
、
口
話
ク
ラ
ス
と

手
話
ク
ラ
ス
が
存
在
す
る
学
校
が
二
七
校
、
手
話
だ
け
の
学
校
が

三
校
、
そ
の
他
二
校
と
な
っ
て
い
る
。
台
北
校
に
は
口
話
ク
ラ
ス

と
手
話
ク
ラ
ス
と
が
あ
り
、
一
方
の
台
南
校
は
、
手
話
ク
ラ
ス
だ

　
け
で
あ
っ
た
。
（
藤
本
敏
文
編
『
聾
唖
年
鑑
』
聾
唖
月
報
社
、
一

　
九
三
五
年
、
一
四
一
⊥
二
頁
。
一

（
3
1
一
　
現
在
、
台
南
校
は
、
台
南
市
立
台
南
啓
聰
学
校
と
な
っ
て
い

　
る
。
二
〇
〇
一
年
八
月
一
五
日
、
筆
老
が
台
南
に
お
い
て
行
っ
た

同
校
教
諭
害
昭
華
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
れ
ぱ
、
当
時
台
南

校
で
も
口
話
一
音
声
日
本
語
）
に
よ
る
授
業
が
行
わ
れ
て
い
た
は

ず
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
を
立
証
す

　
る
具
体
的
な
史
料
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

（
3
2
一
　
橋
村
徳
一
、
前
掲
，
聾
教
育
口
話
法
概
論
』
、
九
〇
頁
。

（
3
3
一
　
川
本
宇
之
介
、
前
掲
『
聾
教
育
学
精
説
』
、
四
八
九
頁
。

（
脳
）
　
橋
村
徳
一
、
前
掲
『
襲
教
育
口
話
法
概
論
』
、
三
七
頁
。

一
3
5
）
　
石
川
倉
次
『
璽
唖
児
の
国
語
教
順
　
日
本
盲
人
用
点
字
の
起

源
』
非
売
晶
、
一
九
三
〇
年
、
≡
一
丁
四
頁
。

「
一
簑
廿
一
一
壕
舞
一
一

　
　
　
　
　
　
　
一
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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