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人
間
の
言
語
は
分
節
化
を
特
徴
と
す
る
。
人
間
の
言
語
は
（
ア
ク
セ
ン
ト
を
含
ん
だ
）
音
素
を
最
小
の
単
位

と
し
て
、
そ
の
集
積
に
よ
っ
て
音
節
な
ど
の
単
位
を
形
成
し
、
さ
ら
に
そ
の
集
積
に
よ
っ
て
語
な
ど
の
単
位
を

形
成
し
、
そ
の
延
長
線
上
に
文
な
ど
の
ま
と
ま
り
が
形
成
さ
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
人
間
の
言
語
は
最
小
単
位

へ
と
分
節
化
し
て
い
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
語
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
単
位
は
一
律
で
は
な
い
に
し
て

も
、
こ
の
原
則
は
当
然
な
が
ら
日
本
語
に
も
当
て
は
ま
る
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
言
語
の
発
話
に
お
い
て

最
小
単
位
か
ら
の
集
積
の
過
程
を
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
逆
に
他
者
の
発
話
を
理
解
す
る
た
め
に
は
分

節
化
の
過
程
を
経
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
音
声
言
語
の
場
合
に
は
音
韻
の
単
位
の
集
積
が
意
味

的
な
単
位
と
な
る
。
文
字
言
語
の
場
合
に
は
、
こ
と
に
表
意
文
字
の
場
合
に
は
い
さ
さ
か
特
殊
な
面
が
現
れ
、

一
つ
の
文
字
が
、
古
代
漢
語
の
漢
字
の
場
合
の
よ
う
に
、
一
つ
の
語
を
表
し
た
り
、
現
代
日
本
語
の
漢
字
の
よ

う
に
意
味
的
な
単
位
を
表
し
た
り
す
る
。
一
方
で
、
表
音
文
字
の
場
合
に
は
、
そ
の
文
字
の
集
積
が
意
味
的
な

単
位
を
表
す
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
う
ち
の
意
味
的
な
単
位
は
、「
単
語
」
も
し
く
は
「
語
」
で
あ
る
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
英
語

や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
の
よ
う
に
孤
立
語
化
が
進
ん
で
い
る
言
語
の
場
合
に
は
、
お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
に
言
え
そ

う
で
あ
る
。
一
方
で
屈
折
語
の
場
合
、
た
と
え
ば
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
や
ラ
テ
ン
語
の
場
合
に
は
、
名
詞
に
お
け

る
性
や
格
、
動
詞
に
お
け
る
時
制
や
人
称
を
一
つ
の
語
に
融
合
さ
せ
な
が
ら
も
、
一
つ
の
文
字
の
集
積
が
一
つ

の
単
語
に
対
応
す
る
と
、お
お
む
ね
言
え
る
。個
々
の
文
字
と
、意
味
的
な
ま
と
ま
り
と
し
て
の
文
の
間
に
あ
っ

て
、
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
は
「
単
語
」「
語
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
と
言
え
そ
う

で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
も
、
学
校
文
法
に
お
い
て
意
味
的
な
最
小
単
位
は
「
語
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
文
字
学
習
の
初
期
に
お
い
て
、
意
味
的
な
最
小
の
ま
と
ま
り
は
「
語
」
で
あ
る
と
、
果
た
し
て
言
っ

て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
の
疑
問
が
あ
る
。
以
下
に
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
の

覚
書
を
記
し
た
い
。

　

小
学
校
国
語
科
学
習
指
導
要
領
の
用
語
「
語
」
と
「
文
」

　

小
学
校
の
学
習
指
導
要
領（
注
一
）お
よ
び
そ
の
解
説
、
こ
と
に
文
字
言
語
を
学
ぶ
初
期
で
あ
る
一・
二
年
次
で
は

「
語
」
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
み
よ
う
。（
な
お
、
括
弧
内
の
数
字
は
ペ
ー
ジ
数
で
あ
り
、

「
現
」
は
現
行
の
指
導
要
領
解
説
国
語
編
、「
新
」
は
平
成
三
二
年
度
実
施
予
定
の
新
指
導
要
領
解
説
国
語
編
を

指
す
。
ま
た
解
説
ま
で
含
め
て
「
指
導
要
領
」
と
記
す
。）

ま
ず
、
現
行
指
導
要
領
の
「
書
く
こ
と
」
に
関
し
て
で
あ
る
。

各
学
年
に
お
け
る
「
Ｂ
書
く
こ
と
」
の
指
導
事
項

第
１
学
年
及
び
第
２
学
年

記
述
に
関
す
る
事
項

ウ　

語
と
語
や
文
と
の
続
き
方
に
注
意
し
な
が
ら
，
つ
な
が
り
の
あ
る
文
や
文
章
を
書
く
こ
と
。（
現

一
八
頁
）

ウ
記
述
に
関
す
る
指
導
事
項

事
柄
の
順
序
に
沿
い
な
が
ら
，
文
や
文
章
の
中
で
，
語
と
語
及
び
文
と
文
と
の
続
き
方
を
考
え
て
記
述
す

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

前
後
の
語
句
や
文
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
，
一
文
の
意
味
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
語
と
語
と
の
続
き
方

を
考
え
さ
せ
る
こ
と
を
重
視
す
る
と
と
も
に
，
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
語
と
語
や
文
と
文
と
の
つ
な
が
り

に
つ
い
て
も
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。（
現
三
六
）

つ
ぎ
に
、
新
指
導
要
領
に
つ
い
て
引
用
し
よ
う
。

２　
〔
思
考
力
，
判
断
力
，
表
現
力
等
〕

Ｂ　

書
く
こ
と

○
考
え
の
形
成
，
記
述　

ウ　

語
と
語
や
文
と
文
と
の
続
き
方
に
注
意
し
な
が
ら
，
内
容
の
ま
と
ま
り
が
分
か
る
よ
う
に
書
き
表
し

絵
本
・
小
学
校
低
学
年
国
語
科
教
科
書
に
お
け
る
分
か
ち
書
き
と
文
節
表
示

渡
瀬　
　

茂

要
旨

　

絵
本
や
小
学
校
低
学
年
国
語
科
教
科
書
は
、
は
じ
め
て
文
字
を
学
び
始
め
る
時
期
の
幼
児
児
童
に
与
え
る
書
物
で
あ
る
が
、
一
文
字
分
の
空
白
で
分
か
ち
書
き
さ
れ
、
文
章
の
表
示
は
分
節
化
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
分
節
化
は
や
が
て
行
わ
れ
な
く
な
り
、
現
代
日
本
語
の
、
漢
字
仮
名
混
じ
り
文
で
表
記
さ
れ
る
通
常
の
文
章
で
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
は
、

こ
の
よ
う
な
分
か
ち
書
き
の
表
示
が
文
字
学
習
の
初
期
に
な
ぜ
行
わ
れ
る
の
か
を
考
え
た
。
こ
の
よ
う
な
表
示
が
お
お
む
ね
文
節
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
小
学
校
学
習
指
導
要
領
や
そ

の
解
説
で
は
文
節
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
じ
つ
は
文
字
学
習
の
初
期
に
お
い
て
、
文
節
に
よ
る
分
節
化
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
…
…
語
、
文
節
、
分
節
化
、
文
字
、
分
か
ち
書
き

－ 184－
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方
を
工
夫
す
る
こ
と
。

　

事
柄
の
順
序
に
沿
い
な
が
ら
，
文
や
文
章
の
中
で
，
語
と
語
及
び
文
と
文
と
の
続
き
方
を
考
え
て
記
述

し
，
自
分
の
考
え
を
一
層
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

語
と
語
や
文
と
文
と
の
続
き
方
に
注
意
す
る
と
は
，
前
後
の
語
句
や
文
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
，
一

文
の
意
味
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
語
と
語
と
の
続
き
方
を
考
え
る
と
と
も
に
，
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
語

と
語
や
文
と
文
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
も
考
え
て
記
述
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

内
容
の
ま
と
ま
り
が
分
か
る
よ
う
に
書
き
表
し
方
を
工
夫
す
る
と
は
，
順
序
に
沿
っ
て
考
え
た
構
成
を

基
に
，
内
容
が
混
在
し
な
い
よ
う
に
ま
と
ま
り
を
明
確
に
し
た
記
述
の
仕
方
を
工
夫
す
る
こ
と
で
あ
る
。

時
間
や
事
柄
の
順
序
を
表
す
語
を
適
切
に
用
い
た
り
，
内
容
の
ま
と
ま
り
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
か
を
確

か
め
な
が
ら
書
い
た
り
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。（
新
六
五
）

「
読
む
こ
と
」
に
つ
い
て
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
現
行
の
指
導
要
領
に
は
、

各
学
年
に
お
け
る
「
Ｃ
読
む
こ
と
」
の
指
導
事
項

第
１
学
年
及
び
第
２
学
年

音
読
に
関
す
る
指
導
事
項

ア　

語
の
ま
と
ま
り
や
言
葉
の
響
き
な
ど
に
気
を
付
け
て
音
読
す
る
こ
と
。（
現
二
二
）

ア　

音
読
に
関
す
る
指
導
事
項

　

音
読
に
は
，
自
分
が
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
た
り
深
め
た
り
す
る
働
き
と
，
他
の
児
童
が

理
解
す
る
の
を
助
け
る
働
き
と
が
あ
る
。
自
分
の
た
め
に
音
読
す
る
場
合
は
，
文
字
を
確
か
め
，
内
容
が

理
解
で
き
る
か
，
ど
の
よ
う
に
感
じ
る
か
な
ど
を
，
自
分
の
声
を
自
分
で
聞
き
な
が
ら
把
握
し
て
い
く
。

他
の
人
の
た
め
に
音
読
す
る
場
合
は
，
音
声
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
互
い
に
理
解
し
合
っ
て
い
る
か
を

確
認
し
合
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
，一
人
一
人
の
理
解
や
感
想
な
ど
を
音
読
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
音
読
の
基
礎
と
な
る
の
が
，「
語
の
ま
と
ま
り
や
言
葉
の
響
き
な
ど
に
気
を
付
け
て
」
音

読
す
る
こ
と
で
あ
る
。
明
瞭
な
発
音
で
文
章
を
読
む
こ
と
，ひ
と
ま
と
ま
り
の
語
や
文
と
し
て
読
む
こ
と
，

言
葉
の
響
き
や
リ
ズ
ム
な
ど
に
注
意
し
て
読
む
こ
と
な
ど
が
重
要
と
な
る
。（
現
三
九
）

 

と
あ
る
。

と
あ
る
。
ま
た
朗
読
に
関
し
て
は
、
新
指
導
要
領
で
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

１　
〔
知
識
及
び
技
能
〕

（
１
）
言
葉
の
特
徴
や
使
い
方
に
関
す
る
事
項

ク　

語
の
ま
と
ま
り
や
言
葉
の
響
き
な
ど
に
気
を
付
け
て
音
読
す
る
こ
と
。

　

語
の
ま
と
ま
り
や
言
葉
の
響
き
な
ど
に
気
を
付
け
て
音
読
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

音
読
に
は
，
自
分
が
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
働
き
や
自
分
が
理
解
し
た
こ
と
を
表
出
す

る
働
き
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
た
め
，
声
に
出
し
て
読
む
こ
と
は
，
響
き
や
リ
ズ
ム
を
感
じ
な
が
ら
言
葉
の

も
つ
意
味
を
捉
え
る
こ
と
に
役
立
つ
。
ま
た
，音
読
に
よ
り
自
分
が
理
解
し
た
こ
と
を
表
出
す
る
こ
と
は
，

他
の
児
童
の
理
解
を
助
け
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

　

明
瞭
な
発
音
で
文
章
を
読
む
こ
と
，
ひ
と
ま
と
ま
り
の
語
や
文
と
し
て
読
む
こ
と
，
言
葉
の
響
き
や
リ

ズ
ム
な
ど
に
注
意
し
て
読
む
こ
と
な
ど
が
重
要
と
な
る
。
文
字
を
確
か
め
，
内
容
が
理
解
で
き
る
か
，
ど

の
よ
う
に
感
じ
る
か
な
ど
を
，
自
分
の
声
を
自
分
で
聞
き
な
が
ら
把
握
し
て
い
く
こ
と
に
重
点
を
置
く
こ

と
と
な
る
。（
新
四
九
）

さ
ら
に
、
文
法
的
な
事
項
で
は
、
現
行
の
指
導
要
領
で
は
、

各
学
年
に
お
け
る
言
葉
の
特
徴
や
き
ま
り
に
関
す
る
事
項

第
１
学
年
及
び
第
２
学
年

言
葉
の
働
き
や
特
徴
に
関
す
る
事
項

（
ウ
）
言
葉
に
は
，
意
味
に
よ
る
語
句
の
ま
と
ま
り
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
。（
現
二
五
）

（
ウ
）
は
，
語
句
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
。

言
葉
が
小
さ
な
意
味
の
単
位
で
あ
る
語
句
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
，
そ
れ
ら
の
語
句
が
意
味
の
ま
と
ま
り
に

よ
っ
て
語
句
の
集
合
体
（
語
彙
）
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
意
味
に
よ
る
語
句
の
ま
と
ま
り
」
と
は
，あ
る
語
句
を
中
心
と
し
て
，同
義
語
や
類
義
語
，対
義
語
な
ど
，

そ
の
語
句
と
様
々
な
意
味
関
係
に
あ
る
語
句
が
集
ま
っ
て
構
成
し
て
い
る
集
合
で
あ
る
。
例
え
ば
，
果
物

の
名
前
を
表
す
語
句
，
気
持
ち
を
表
す
語
句
な
ど
は
，
相
互
に
関
係
の
あ
る
語
句
と
し
て
一
つ
の
ま
と
ま

り
を
構
成
し
て
い
る
。

使
用
す
る
語
句
の
量
や
範
囲
を
広
げ
な
が
ら
，
語
句
相
互
の
意
味
関
係
を
理
解
す
る
よ
う
に
し
て
，
同
義

語
，
上
位
・
下
位
語
，
同
音
異
義
語
，
多
義
語
な
ど
の
学
習
に
発
展
さ
せ
る
指
導
が
求
め
ら
れ
る
。（
現

四
五
）

と
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
書
く
こ
と
に
お
い
て
「
語
と
語
及
び
文
と
文
と
の
続
き
方
を
考
え
て
記
述
す
る
こ
と
」
と

あ
り
、
音
読
に
お
い
て
「
ひ
と
ま
と
ま
り
の
語
や
文
と
し
て
読
む
こ
と
」
と
あ
る
の
を
見
る
と
、
学
習
指
導
要

領
解
説
国
語
篇
に
お
い
て
、
分
節
化
の
基
準
が
「
語
」
お
よ
び
「
文
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
語
と

語
が
結
び
つ
き
、
あ
る
い
は
文
と
文
と
が
結
び
つ
い
て
文
章
を
形
づ
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
文
章
を
読
む

と
き
に
も
「
ひ
と
ま
と
ま
り
の
語
」
や
「
ひ
と
ま
と
ま
り
の
文
」
を
単
位
と
し
て
、
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
て
読
む

こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、と
く
に
「
ひ
と
ま
と
ま
り
の
語
」
と
い
う
と
き
に
、

そ
の
「
ひ
と
ま
と
ま
り
の
語
」
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
学
習
指

導
要
領
も
そ
の
解
説
も
、
国
語
学
的
に
正
確
に
定
義
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な

曖
昧
な
説
明
で
や
む
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
の
小
学
校
低
学
年
の
国
語

科
教
科
書
の
表
記
を
見
る
と
、
文
章
を
音
読
す
る
と
き
の
最
小
単
位
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
実
は

明
快
で
あ
る
。

小
学
校
低
学
年
国
語
科
教
科
書
お
よ
び
絵
本
に
お
け
る
文
節
表
示

　

実
際
の
教
科
書
の
例
を
引
用
し
て
み
よ
う（
注
二
）。
東
京
書
籍
の
小
学
校
一
年
生
の
検
定
教
科
書（
注
三
）の
う
ち
の
下
で

あ
る
。二　

の
り
も
の
の　

こ
と
を　

し
ら
べ
よ
う　
　

よ
む

◆
か
い
て　

あ
る　

こ
と
を　

正た
だ
し
く　

よ
む
。

　

ど
ん
な　

ふ
ね
が　

あ
る
の
で
し
ょ
う
。
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ど
ん
な　

こ
と
を　

す
る
の
で
し
ょ
う
。

い
ろ
い
ろ
な　

ふ
ね

（
改
頁
）

　

い
ろ
い
ろ
な　

ふ
ね

　

ふ
ね
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な　

も
の
が　

あ
り
ま
す
。

　

き
ゃ
く
せ
ん
は
、
た
く
さ
ん
の　

人
を　

は
こ
ぶ　

た
め
の　

ふ
ね
で
す
。

　

こ
の　

ふ
ね
の　

中
に
は
、
き
ゃ
く
し
つ
や　

し
ょ
く
ど
う
が　

あ
り
ま
す
。

　

人
は
、
き
ゃ
く
し
つ
で　

休
ん
だ
り
、
し
ょ
く
ど
う
で　

し
ょ
く
じ
を　

し
た
り　

し
ま
す
。

　

フ
ェ
リ
ー
ボ
ー
ト
は
、
た
く
さ
ん
の　

人
と　

じ
ど
う
車
を　

い
っ
し
ょ
に　

は
こ
ぶ　

た
め
の　

ふ

ね
で
す
。

　

こ
の　

ふ
ね
の　

中
に
は
、
き
ゃ
く
し
つ
や　

車
を　

と
め
て
お
く　

と
こ
ろ
が　

あ
り
ま
す
。

　

人
は
、
車
を　

ふ
ね
に　

入
れ
て
か
ら
、
き
ゃ
く
し
つ
で　

休
み
ま
す
。

こ
の
場
合
は
、
文
節
の
切
れ
目
に
一
文
字
分
の
空
白
を
挿
入
し
、
文
節
の
切
れ
目
を
明
確
に
し
て
い
る
一
方
、

文
節
内
の
自
立
語
と
付
属
語
の
切
れ
目
に
つ
い
て
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
絵
本
で
も
同
様
の
現
象
は

見
ら
れ
る
。
絵
本
の
場
合
を
引
用
し
よ
う
。
岩
崎
書
店
刊
の
『
う
ら
し
ま（
注
四
）』
で
あ
る
。

　

む
か
し　

む
か
し　

あ
る
と
こ
ろ
に　

う
ら
し
ま
た
ろ
う
と
い
う　

わ
か
も
の
が　

お
と
う
さ
ん
や

　

お
か
あ
さ
ん
や　

い
も
う
と
と　

い
っ
し
ょ
に　

す
ん
で
い
ま
し
た
。

　

た
ろ
う
は
、
ま
い
あ
さ　

こ
ぶ
ね
に　

の
っ
て　

う
み
へ　

さ
か
な
を　

と
り
に　

で
か
け
ま
す
。

　
「
き
を　

つ
け
る
ん
だ
よ
」

　

お
と
う
さ
ん
と　

お
か
あ
さ
ん
が　

て
を　

ふ
っ
て
い
ま
す
。

　
「
お
に
い
ち
ゃ
ん　

お
み
や
げ
ね
」

　

い
も
う
と
は
、
か
わ
い
い　

こ
え
で　

お
ね
だ
で
す
。

　
「
い
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
。
わ
ん　

わ
ん
」

　

し
ろ
も　

し
っ
ぽ
を　

ふ
っ
て　

つ
い
て
き
ま
す
。

　
「
い
っ
て
き
ま
ぁ
す
」

　

た
ろ
う
は
、
げ
ん
き
な　

こ
え
で　

い
い
ま
し
た
。

　

ゆ
う
が
た
に
は
、
さ
か
な
を　

う
っ
た　

お
か
ね
で　

お
い
し
い
も
の
や　

き
れ
い
な　

お
に
ん
ぎ
ょ

う
を　

か
っ
て　

か
え
っ
て
く
る
の
で
す
。

こ
の
場
合
に
は
、「
あ
る
と
こ
ろ
に
」「
う
ら
し
ま
た
ろ
う
と
い
う
」
の
よ
う
に
二
つ
の
文
節
を
ひ
と
ま
と
ま
り

に
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
が
、「
あ
る
と
こ
ろ
」は
慣
用
的
に
一
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
し
、「
と

い
う
」も
そ
の
全
体
で
接
辞
化
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。ま
た
、「
ふ
っ
て
い
ま
す
」や「
か
え
っ
て
く
る
の
で
す
」

の
「
い
る
」「
く
る
」
は
補
助
動
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
も
の
の
、
助
動
詞
化
し
た
補
助
動
詞
を
自
立
語
と
扱
う

か
付
属
語
と
扱
う
か
は
議
論
の
余
地
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
例
外
を
除
い
て
、
お
お
む

ね
文
節
ご
と
に
、
さ
き
ほ
ど
の
教
科
書
と
同
様
に
、
文
節
の
切
れ
目
に
空
白
を
置
い
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に

小
学
校
低
学
年
国
語
科
の
教
科
書
に
お
い
て
も
、
ま
た
絵
本
に
お
い
て
も
、
そ
の
文
章
表
記
の
最
小
単
位
と
し

て
、
文
節
が
重
要
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
の
表
記
に
お
い
て
、
と
く
に
音
読
を
通
し
て
国
語
の
文
節
が

分
節
化
の
単
位
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
幼
児
児
童
に
理
解
さ
せ
、
あ
る
い
は
体
感
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。

　

た
だ
し
、
小
学
校
二
年
生
の
教
科
書
の
途
中
で
、
こ
の
よ
う
に
文
節
の
境
目
を
視
覚
的
に
明
示
す
る
表
記
法

は
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
ゆ
く
。
通
常
の
国
語
の
文
章
表
記
に
お
い
て
は
、
文
節
の
切
れ
目
を
視
覚
的
に
表
示
す

る
こ
と
は
行
わ
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
表
記
法
に
移
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
文
節
の
切
れ
目

を
表
示
し
な
い
の
だ
か
ら
、
語
の
切
れ
目
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
ま
た
絵
本
で
も
、
や
や
年
長
者
向
け

の
も
の
は
文
節
の
切
れ
目
の
明
示
は
行
わ
な
い
。
ま
ず
、
絵
本
の
例
を
示
そ
う
。
あ
か
ね
書
房
の
『
い
な
ば
の

し
ろ
う
さ
ぎ（
注
五
）』
で
あ
る
。

　

あ
ら
く
れ
も
の
で
聞き

こ
え
た

須す

佐さ

之の

男お

の
命み
こ
との
子し

孫そ
ん
に
も

こ
よ
な
く
気き

立だ

て
の
よ
い
神か
み
が
い
た
。

 　

大お
お

国く
に

主ぬ
し
の
命み
こ
とと
い
う
。

　

命み
こ
とに
は
、
八や

十そ

神が
み
と
よ
ば
れ
る

兄き
ょ
う

弟だ
い
た
ち
が
い
た
が

思お
も
い
を
よ
せ
る

因い
な

幡ば

の
国く
に
の
八や

上が
み

姫ひ
め
を
嫁よ
め
に
し
よ
う
と

あ
る
日ひ

、
出い
ず
雲も

の
国く
に
を
あ
と
に
し
た
。

　

命み
こ
とは
、
兄
き
ょ
う

弟だ
い
た
ち
の
荷に

を

背せ

負お

わ
さ
れ
る
と

重お
も
い
足あ
し
ど
り
で

し
た
が
う
の
で
あ
っ
た
。

つ
ぎ
に
小
学
校
の
教
科
書
か
ら
の
引
用
し
よ
う
。
光
村
図
書
の
小
学
校
六
年
生
の
検
定
教
科
書
で（
注
六
）あ
る
。

７　

読
む

伝
統
文
化
を
楽
し
も
う

昔
の
人
の
も
の
の
見
方
・
感
じ
方
や
、
現
代
で
も
親
し
ま
れ
て
い
る
伝
統
文
化
に
つ
い
て
知
ろ
う
。
狂
き
ょ
う

言げ
ん
を
楽
し
み
、
音
読
し
よ
う
。

伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の

　

人
々
は
、
日
本
に
ま
だ
文
字
が
な
か
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
た
く
さ
ん
の
話
や
歌
を
語
り
つ
ぎ
、
歌
い
つ
い

で
き
ま
し
た
。
中
ち
ゅ
う

国ご
く
か
ら
漢
字
が
伝
わ
る
と
、
私
た
ち
の
先
祖
は
、
そ
れ
ら
の
話
や
歌
を
、
漢
字
を
使
っ

て
書
き
記
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
現
存
す
る
日
本
最
古
の
歌
集
「
万ま
ん

葉よ
う

集
」
が
作
ら
れ
ま
し

た
。
ま
た
「
い
な
ば
の
白
う
さ
ぎ
」
の
よ
う
な
神
話
や
、地
方
の
伝
承
を
記
し
た
書
物
も
作
ら
れ
ま
し
た
。

　

平へ
い

安あ
ん

時
代
に
な
る
と
、
平
仮が

名な

や
片
仮
名
が
生
ま
れ
、
よ
り
多
く
の
人
が
、
文
章
を
読
ん
だ
り
書
い
た

り
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
貴
族
た
ち
は
、
漢
詩
や
漢
文
を
楽
し
み
、
短
歌
を
作
っ
て
、
手
紙
の
よ

う
に
や
り
取
り
し
ま
し
た
。
…
…

　

と
く
に
後
者
は
、
そ
の
文
字
表
記
の
レ
ベ
ル
と
し
て
は
成
人
向
け
の
文
章
と
比
し
て
も
遜
色
は
な
い
。
初
等

教
育
の
最
終
段
階
に
お
い
て
、
文
字
表
記
に
関
し
て
は
ほ
ぼ
完
成
す
る
の
だ
と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
漢
字
仮
名
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ま
じ
り
の
文
章
と
し
て
、
自
立
語
の
う
ち
の
名
詞
や
動
詞
な
ど
が
少
な
か
ら
ず
漢
字
で
書
か
れ
、
そ
の
点
で
は

仮
名
と
漢
字
の
混
在
は
あ
る
程
度
は
文
節
や
語
を
区
切
る
役
割
を
果
た
す
と
は
言
え
る
。
そ
れ
で
も
こ
の
文
章

に
も
「
な
か
っ
た
こ
ろ
か
ら
」「
歌
い
つ
い
で
き
ま
し
た
」「
記
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」
の
よ
う
な
平
仮
名
の

連
続
が
み
ら
れ
る
か
ら
、
文
章
の
す
べ
て
が
、
文
字
種
の
違
い
に
よ
っ
て
分
節
化
の
示
唆
を
さ
れ
て
い
る
と
は

言
え
な
い
。

　

こ
の
こ
と
を
国
語
を
母
語
と
す
る
話
者
は
普
通
の
こ
と
と
捉
え
、
特
段
の
不
自
由
が
国
語
話
者
を
煩
わ
せ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
国
語
の
話
者
が
、
語
や
文
節
の
区
切
り
を
明
示
さ
れ
な
く
て
も
、

み
ず
か
ら
そ
の
区
切
り
を
読
み
取
り
、
文
章
を
理
解
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
能

力
は
、
文
字
学
習
の
初
期
の
、
文
節
の
区
切
り
を
明
示
す
る
表
記
か
ら
、
漢
字
を
学
ぶ
こ
と
と
並
行
し
つ
つ
、

区
切
り
を
示
さ
な
い
表
記
へ
と
移
行
し
、
本
来
的
・
伝
統
的
に
区
切
り
を
明
示
し
な
い
漢
字
仮
名
ま
じ
り
文
の

表
記
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
成
長
し
て
ゆ
く
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
わ
が
国
語
の
伝
統
的
な
表
記

法
に
、
国
語
話
者
が
慣
れ
親
し
ん
で
い
く
過
程
の
初
期
の
一
段
階
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

翻
っ
て
、
こ
れ
を
他
の
言
語
の
文
字
表
記
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
表
意
文
字
の
み
を
使
用
す
る
漢
語

を
考
え
て
み
る
と
、
古
代
の
漢
語
は
漢
字
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
音
韻
の
ま
と
ま
り
で
も
あ
り
、
意
味
の
ま
と
ま

り
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
、
一
文
字
が
一
語
に
対
応
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
文
字
の
連
続
に
対
す
る
切

れ
目
の
設
定
を
考
え
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
現
代
の
漢
語
は
複
数
の
文
字
で
表
記
す
る
語
が
増
加
し
て
い
る

が
、
そ
れ
で
も
文
字
と
語
と
の
関
係
は
古
代
漢
語
の
性
格
を
引
き
継
い
で
い
る
。
文
字
と
語
の
音
韻
と
の
関
係

に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に
一
対
一
の
関
係
で
あ
り
、
明
快
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
一
つ
の
漢
字
に
複
数
の
音
読
み

お
よ
び
訓
読
み
が
対
応
し
う
る
国
語
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
本
来
漢
語
の
た
め
に
発
達
し
た
漢
字
を
国

語
に
持
ち
込
ん
だ
こ
と
に
よ
る
、
他
の
文
字
体
系
に
例
を
見
な
い
文
字
と
読
み
と
の
関
係
が
国
語
の
文
字
体
系

を
特
徴
付
け
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
語
も
し
く
は
文
節
ご
と
の
分
か
ち
書
き
を
行
わ
な
か
っ
た
国
語
の
文
字
表
記

は
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
ひ
ら
が
な
も
カ
タ
カ
ナ
も
、
い
わ
ば
漢
字
の
一
変
種
で
あ
り
、
そ
の

結
果
と
し
て
、
表
音
文
字
で
あ
り
な
が
ら
、
表
意
文
字
と
し
て
の
漢
字
の
表
記
法
を
引
き
ず
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
表
音
文
字
の
場
合
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
ギ
リ
シ
ア
文
字
や
ロ
ー
マ
文
字
の
場
合
、
古

代
ギ
リ
シ
ア
語
碑
文
や
古
代
ラ
テ
ン
語
碑
文
の
初
期
に
は
分
か
ち
書
き
が
行
わ
れ
ず
、
文
字
が
区
分
な
く
羅
列

さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が（
注
七
）、
後
に
は
分
か
ち
書
き
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
代
に
至
っ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア

文
字
や
ロ
ー
マ
文
字
、
あ
る
い
は
キ
リ
ル
文
字
の
場
合
は
お
お
む
ね
分
か
ち
書
き
の
単
位
は
単
語
で
あ
る
と
見

え
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
や
ラ
テ
ン
語
の
よ
う
な
高
度
な
曲
用
を
有
す
る
屈
折
語
の
場
合
も
、
ほ
と
ん
ど
孤
立

語
化
し
て
い
る
英
語
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
語
の
前
置
詞
「
в
」
や
「
с
」
は
、

発
音
は
【
ｖ
】、【
ｓ
】
で
あ
り
、
一
語
で
あ
り
な
が
ら
一
音
節
を
な
さ
ず
、
後
続
す
る
名
詞
な
ど
の
語
の
第
一

音
節
と
結
合
し
て
一
音
節
を
な
し
、
さ
ら
に
後
続
す
る
語
の
語
頭
音
に
影
響
を
受
け
て
【
ｆ
】
と
無
声
音
化
し

た
り
、【
ｚ
】
と
有
声
音
化
し
た
り
す
る
が
、
そ
れ
で
も
一
語
と
し
て
扱
わ
れ
て
分
か
ち
書
き
さ
れ
る
。

　

こ
れ
に
比
べ
て
い
わ
ゆ
る
膠
着
語
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
韓
国
（
朝
鮮
）
語
の
文
字
ハ
ン
グ
ル
の
分

か
ち
書
き
は
単
語
ご
と
と
い
う
の
が
原
則
で
は
あ
る
よ
う
だ
が
、
名
詞
や
動
詞
と
接
辞
に
つ
い
て
は
一
体
と
し

て
一
続
き
に
ま
と
め
ら
れ
、
接
辞
と
一
体
と
し
て
表
記
さ
れ
る
。
北
朝
鮮
で
は
ハ
ン
グ
ル
専
用
と
な
り
、
韓
国

で
も
ほ
ぼ
専
用
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
分
か
ち
書
き
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
の
は
国
語
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

同
じ
く
膠
着
語
に
分
類
さ
れ
る
ト
ル
コ
語
は
ロ
ー
マ
文
字
で
表
記
さ
れ
る
が
、
名
詞
の
語
幹
と
接
辞
は
一
体
で

記
さ
れ
、
文
法
的
に
も
一
語
と
扱
わ
れ
る
の
は
、
日
本
で
の
助
詞
と
異
な
っ
て
い
る
が
、
ト
ル
コ
語
の
接
辞
は

名
詞
の
語
幹
の
母
音
に
影
響
を
受
け
、
母
音
調
和
の
原
則
に
従
っ
て
実
際
の
音
が
変
化
す
る
の
だ
か
ら
、
日
本

語
の
名
詞
と
助
詞
の
関
係
よ
り
も
名
詞
語
幹
と
接
辞
の
関
係
は
は
る
か
に
深
い
と
い
う
こ
と
が
表
記
に
反
映
さ

れ
て
い
る
と
見
え
る（
注
八
）。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
表
音
文
字
の
表
記
で
多
く
の
場
合
に
単
語
も
し
く
は
語
幹
に
接
辞

を
加
え
た
文
字
列
を
単
位
と
し
た
分
か
ち
書
き
が
行
わ
れ
る
と
確
認
で
き
る
し
、
そ
れ
は
文
字
の
表
記
の
上
で

文
法
的
な
単
位
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
文
法
的
な
単
位
が
明

示
さ
れ
る
こ
と
が
、
文
章
の
読
解
の
わ
か
り
や
す
さ
に
直
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、
わ
が
国
語
で
あ
る
。
わ
が
国
語
の
表
記
は
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
で
あ
り
、
表
音
文
字
と
表
意
文
字
を

混
用
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
ひ
ら
が
な
書
き
の
文
章
は
漢
字
の
混
用
は
少
な
く
、
ひ

ら
が
な
が
連
綿
体
で
ひ
た
す
ら
続
く
よ
う
な
表
記
が
行
わ
れ
、
分
か
ち
書
き
が
行
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
か
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
分
か
ち
書
き
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
一
方
、
訓
点
付
き
の
漢
文
か
ら
、
カ
タ
カ
ナ
を
小

字
で
書
く
宣
命
書
き
を
経
て
、
和
漢
混
淆
文
を
記
す
漢
字
カ
タ
カ
ナ
ま
じ
り
文
へ
と
発
展
し
、
こ
れ
が
現
代
の

国
語
表
記
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
漢
字
カ
タ
カ
ナ
ま
じ
り
文
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
表
意
文
字
と
表
音
文
字

と
の
混
用
が
文
章
の
読
解
を
助
け
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。
戦
前
は
仮
名
は
カ
タ
カ
ナ
か
ら
学
び
、（
た
と

え
ば
谷
崎
潤
一
郎
の
『
鍵
』
や
『
瘋
癲
老
人
日
記
』
に
お
け
る
男
性
老
人
の
日
記
の
よ
う
に
）
漢
字
カ
タ
カ
ナ

ま
じ
り
文
は
生
き
て
い
た
が
、
現
在
で
は
漢
字
ひ
ら
が
な
混
じ
り
文
が
圧
倒
的
に
主
用
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
が
文
字
を
習
得
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
表
音
文
字
と
表
意
文
字
を
、
ひ
ら
が
な
・

カ
タ
カ
ナ
と
漢
字
を
一
気
に
学
ぶ
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
現
代
の
国
語
教
育
に
お

い
て
は
、
最
初
に
ひ
ら
が
な
を
学
ぶ
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
字
習
得
の
最
初
期
に
お

い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
文
字
が
表
音
文
字
で
あ
る
と
い
う
段
階
を
経
る
こ
と
は
避
け
ら
れ

な
い
。
分
か
ち
書
き
は
こ
の
段
階
で
文
章
を
読
み
と
る
た
め
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
の
ち
に
は
、
表
意
文
字
で

あ
る
漢
字
を
学
び
、
漢
字
と
ひ
ら
が
な
が
混
ぜ
ら
れ
て
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
表
意
文
字
と
表
音
文
字

と
の
組
み
合
わ
せ
自
体
か
ら
文
法
的
な
最
小
単
位
の
読
み
取
り
が
行
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
分
か
ち
書
き
を

し
な
い
表
記
と
な
っ
て
い
く
。
カ
タ
カ
ナ
も
ひ
ら
が
な
と
は
異
な
っ
た
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
語
と
し
て

の
独
立
性
を
明
示
す
る
。
こ
の
方
法
で
は
、
最
小
単
位
の
区
切
り
が
完
全
に
明
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

日
本
語
話
者
は
文
字
が
羅
列
さ
れ
て
分
か
ち
書
き
さ
れ
な
い
現
代
の
表
記
法
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
、
訓
練
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
絵
本
や
小
学
校
低
学
年
教
科
書
の
表
記
の
意
義
は
、
国
語
の
文
法
的
な
分
節

化
に
お
け
る
単
位
と
し
て
な
に
が
重
要
な
の
か
を
視
覚
的
に
明
示
し
て
い
る
こ
と
と
理
解
で
き
る
。
最
初
に
見

た
よ
う
に
、
学
習
指
導
要
領
や
そ
の
解
説
を
読
む
と
、
国
語
の
文
法
的
な
分
節
化
の
単
位
は
語
で
あ
る
よ
う
に

理
解
で
き
る
が
、
そ
の
じ
つ
、
文
節
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
、
文
字
と
文
字
の
あ
い
だ
の
空
白
と
し

て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

絵
本
「
は
・
を
・
へ
」
の
意
義

　

最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
文
節
の
重
要
性
、
そ
し
て
自
立
語
と
付
属
語
が
結
び
つ
く
こ
と
で
文
節
が
形
成
さ
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れ
る
と
い
う
現
象
を
、
子
ど
も
た
ち
に
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
絵
本
の
例
を
取
り
上
げ
た
い
。「
は
じ
め
て
の

こ
く
ご
」
シ
リ
ー
ズ
は
小
学
校
一
年
生
を
対
象
に
し
な
が
ら
、「
１
年
生
が
各
教
科
に
は
じ
め
て
で
あ
う
と
き
、

生
涯
学
習
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
し
、助
数
詞
な
ど
国
語
各
分
野
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
、

意
欲
的
な
シ
リ
ー
ズ
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
『
は
・
を
・
へ
』
（
注
九
）と
題
さ
れ
た
絵
本
が
あ
る
。
扱
っ
て
い
る
の
は

ひ
ら
が
な
の
「
は
」「
を
」「
へ
」
で
あ
る
が
、
こ
の
三
つ
の
文
字
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
理
由
は
説
明
す
る
ま
で

も
な
い
。
現
行
の
指
導
要
領
解
説
（
四
五
頁
）
に
お
い
て
も
、「
ま
た
、
助
詞
「
は
」，「
へ
」
及
び
「
を
」
に

つ
い
て
は
，
視
写
や
聴
写
の
指
導
な
ど
を
繰
り
返
し
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
，
文
の
中
で
使
え
る
よ
う
に
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。」
と
特
筆
さ
れ
て
い
る
。「
は
」「
へ
」
は
現
代
仮
名
遣
い
の
原
則
と
し
て
は
音
韻
/ha/
お
よ

び
/he/
に
対
応
す
る
文
字
で
あ
る
が
、
助
詞
に
限
っ
て
は

/wa/
お
よ
び
/e/
が
「
は
」「
へ
」
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
る
。

ま
た
「
を
」
は
元
来
、
音
韻

/wo/
を
表
記
す
る
文
字
で
あ
っ
た
。
ひ
ら
が
な
が
成
立
し
た
平
安
時
代
に
お
い
て
、

ワ
行
の

/wa/ 

/wi/ 

/we/ 

/wo/
に
対
応
す
る
文
字
と
し
て
「
わ
」「
ゐ
」「
ゑ
」「
を
」
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
の

/wa/
は
現

在
に
至
る
ま
で
音
韻
と
し
て
残
存
し
て
い
る
の
で
、
現
代
仮
名
遣
い
の
た
め
に
も
「
わ
」
は
必
要
で
あ
る
。
し

か
し
、
音
韻

/wi/ 

/we/ 

/wo/
は
紆
余
曲
折
の
す
え
に
、
京
都
や
大
阪
の
方
言
で
も
、
ま
た
共
通
語
で
も
消
え
て
し
ま
っ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
ゐ
」「
ゑ
」「
を
」
は
現
代
仮
名
遣
い
で
は
使
用
が
廃
止
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ

た
が
、「
を
」
だ
け
は
格
助
詞
の
/o/
に
用
い
る
た
め
に
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
つ
の
文
字
は
、
現
代

仮
名
遣
い
に
お
い
て
、
音
韻
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
例
外
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
幼
児
児
童
の
文
字
習
得
に

あ
た
っ
て
誤
り
や
す
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
絵
本
の
最
初
に
も
、
主
人
公
の
け
ん
た
が
黒
板
に
書

く
場
面
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
く
ご
は
、
わ
と　

は
の　

べ
ん
き
ょ
う
で
し
た
。

　

け
ん
た
は
、
よ
う
こ
と　

ま
え
に　

で
て
、

せ
ん
せ
い
の　

い
う　

と
お
り　

か
き
ま
し
た
。

　

ぼ
く
わ　

げ
ん
き
で
す
。

　

わ
た
し
わ　

一
ね
ん
せ
い
で
す
。

（
こ
ん
な
の　

か
ん
た
ん
。
こ
く
ば
ん
に　

か
く
の
っ
て　

う
れ
し
い
な
あ
。）

つ
ま
り
、
け
ん
た
も
よ
う
こ
も
助
詞
の
「
は
」
を
発
音
の
と
お
り
に
「
わ
」
と
書
く
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。

物
語
は
当
然
、
先
生
か
ら
誤
り
を
指
摘
さ
れ
、
理
解
し
に
く
い
正
書
法
の
ル
ー
ル
を
理
解
し
て
ゆ
く
と
い
う
展

開
に
な
る
。「
は
」
に
続
い
て
、「
を
」「
へ
」
に
つ
い
て
も
学
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
こ
の
絵
本
の
特
徴
は
、
こ
の
三
つ
の
ひ
ら
が
な
の
文
字
の
誤
り
や
す
い
点
を
取
り
上
げ
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
こ
の
例
外
が
な
に
に
よ
っ
て
起
こ
る
の
か
を
幼
児
児
童
に
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。

「
で
も
、『
わ
た
し
は
、
げ
ん
き
で
す
。』
と　

い
う
よ
う
に
、

『
わ
た
し
』、
と
『
げ
ん
き
で
す
』
と
を　

つ
な
ぐ　

と
き
の

　

わ
は
、
は
な
の
。

　

こ
う　

す
る
と　

で
ん
し
ゃ
み
た
い
に　

な
る
わ
。」

　

せ
ん
せ
い
は
、
で
ん
し
ゃ
の　

え
を　

は
り
ま
し
た
。

「
み
て　

ご
ら
ん　

二ふ
た
つ
の　

し
ゃ
り
ょ
う
を
、
は
が

　

つ
な
い
で　

い
ま
す
。」

こ
こ
で
は
、
幼
児
児
童
に
文
法
的
な
事
項
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
絵
本
で

は
自
立
語
に
つ
い
て
は
車
輪
の
つ
い
た
機
関
車
や
列
車
で
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
は
」
は
車
輪
の
欠

け
た
四
角
い
箱
の
連
結
器
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
絵
本
で
は
、
直
接
の
説
明
の
対
象
と
な
っ
て

い
な
い
「
な
が
れ
ま
す
」
は
語
で
は
な
く
文
節
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
一
つ
の
車
両
と
し
て
示
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
絵
本
に
お
い
て
も
文
節
が
文
の
分
節
化
の
基
本
的
な
単
位
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
絵
本
で
は
、
文
節
の
さ
ら
な
る
分
析
と
し
て
、
自
立
語
と
付
属
語
と
の
連
結
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
こ

の
文
法
的
な
分
析
を
ふ
ま
え
て
、
助
詞
「
は
」「
を
」「
へ
」
の
正
書
法
に
お
け
る
例
外
的
な
扱
い
の
所
以
を
理

解
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
文
法
用
語
を
用
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
文
法
的
な
考
え
方

の
初
期
を
教
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。

　

小
学
校
の
国
語
科
教
科
書
で
は
文
法
に
関
す
る
事
項
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
の
、「
主
語
」「
述
語
」
な
ど

の
一
部
の
用
語
を
除
き
、
文
法
用
語
は
用
い
ら
れ
な
い
。
文
法
を
文
法
と
し
て
、
専
門
用
語
を
学
ぶ
の
は
中
学

校
の
口
語
文
法
か
ら
で
あ
る
（
注
一
〇
）。
も
ち
ろ
ん
「
文
節
」
も
「
自
立
語
」「
付
属
語
」
も
小
学
校
で
は
学
ば
な
い
。

し
か
し
、
正
書
法
に
お
け
る
「
は
」「
を
」「
へ
」
の
取
り
扱
い
を
理
解
す
る
に
は
、
文
節
と
そ
の
構
成
要
素
た

る
自
立
語
お
よ
び
付
属
語
に
つ
い
て
、
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
絵
本
は
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
注（

一
）文
部
科
学
省『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

国
語
編　

平
成
20
年
８
月
』（
Ｈ
二
〇　

東
洋
館
出
版
社
）、

『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
29
年
告
示
）
解
説　

国
語
編　

平
成
29
年
７
月
』（
Ｈ
三
〇　

東
洋
館
出

版
社
）

（
二
）
小
学
校
低
学
年
国
語
教
科
書
に
お
け
る
文
節
ご
と
の
分
か
ち
書
き
に
つ
い
て
は
、
府
川
源
一
郎
「《
巻
頭

言
》
分
か
ち
書
き
」（
横
浜
国
大
国
語
教
育
研
究
二
五　

二
〇
〇
六
）
に
指
摘
が
あ
る
。

（
三
）『
新
編　

あ
た
ら
し
い
こ
く
ご　

一
下
』（
Ｈ
二
七　

東
京
書
籍
）

（
四
）『
復
刊
・
日
本
の
名
作
絵
本
５　

う
ら
し
ま
』（
平
岩
弓
枝
文　

新
井
勝
利
絵　

一
九
六
七
刊　

二
〇
〇
二
復
刊　

岩
崎
書
店
）

（
五
）『
日
本
の
神
話　

第
四
巻　

い
な
ば
の
し
ろ
う
さ
ぎ
』（
赤
羽
末
吉
絵　

船
崎
克
彦
文　

一
九
九
五　

あ

か
ね
書
房
）

（
六
）『
国
語　

六　

創
造
』（
Ｈ
二
七　

光
村
図
書
）

（
七
）
た
と
え
ば
『
言
語
学
大
辞
典　

別
巻　

世
界
文
字
辞
典
』（
河
野
六
郎
・
千
野
栄
一
・
西
田
龍
雄
編
著　

二
〇
〇
一　

三
省
堂
）
の
う
ち
の
「
ギ
リ
シ
ア
文
字
」﹇
書
体
の
変
遷
﹈
に
「
こ
の
碑
文
上
の
文
字
は
，

一
般
に
「
記
念
碑
体
（M

onum
ental style

）
ま
た
は
「
石
文
体
（Lapidary style

）
と
呼
ば
れ
，
平

ら
な
碑
面
に
あ
ら
か
じ
め
区
画
さ
れ
た
横
列
に
沿
っ
て
鑿
で
刻
ま
れ
る
た
め
に
，
大
き
さ
も
字
画
も
斉
一

で
，
方
形
に
近
い
均
整
の
と
れ
た
字
形
を
示
し
て
い
る
．
の
ち
の
い
わ
ゆ
る
「
頭
文
字
ま
た
は
頭
字
体

（C
apital letter

）」は
こ
れ
を
手
本
と
し
た
も
の
で
あ
る
．こ
の
書
体
は
，ギ
リ
シ
ア
語
で

「
整

列
体
」
と
呼
ば
れ
，
一
つ
一
つ
の
文
字
が
独
立
に
ほ
ぼ
等
間
隔
に
並
べ
ら
れ
，
語
の
分
か
ち
書
き
や
句
読
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点
，
ま
た
，
ア
ク
セ
ン
ト
記
号
な
ど
も
一
切
見
ら
れ
ず
，
そ
の
均
整
な
字
体
と
相
ま
っ
て
簡
素
で
し
か
も

格
調
の
高
い
美
し
さ
を
生
み
出
し
て
い
る
」
と
あ
る
。
な
お
、世
界
の
文
字
に
つ
い
て
は
、同
書
の
ほ
か
、

世
界
の
文
字
研
究
会
編
『
世
界
の
文
字
の
図
典　

普
及
版
』（
二
〇
〇
九　

吉
川
弘
文
館
）
に
も
詳
し
い
。

（
八
）
学
校
文
法
に
お
け
る
文
節
は
自
立
語
だ
け
、
あ
る
い
は
自
立
語
と
付
属
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
学
校
文
法
に
よ
る
扱
い
方
で
あ
っ
て
、
学
校
文
法
に
と
ら
わ
れ
な
い
、

と
く
に
西
洋
の
文
法
学
に
影
響
を
受
け
た
日
本
語
文
法
で
は
、
学
校
文
法
で
一
つ
の
文
節
と
扱
う
と
こ
ろ

を
、一
つ
の
語
と
扱
う
も
の
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
小
泉
保
の
『
現
代
日
本
語
文
典　

21
世
紀
の
文
法
』

（
Ｈ
二
〇　

大
学
書
院
）
で
は
動
詞
に
つ
い
て
は
、「
書
く
」
が
非
過
去
形
、「
書
い
た
」
が
過
去
形
、「
書

か
な
い
」
が
否
定
形
、「
書
い
て
」
が
副
詞
形
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
九
）『
は
じ
め
て
の　

こ
く
ご
⑥　

は
・
を
・
へ
』（
大
越
和
孝
・
竹
野
栄
作　

大
久
保
宏
昭
絵　

一
九
九
六　

太
平
出
版
社
）

（
一
〇
）
中
学
校
の
文
法
教
育
に
お
け
る
「
文
節
」
に
つ
い
て
は
、
奥
田
俊
博
「
国
語
教
育
に
お
け
る
〈
文
節
〉

の
指
導
に
つ
い
て
」（
九
州
女
子
大
学
紀
要　

第
四
四
巻
三
号　

二
〇
〇
八
）
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
執
筆
の
構
想
段
階
か
ら
実
際
の
執
筆
に
あ
た
る
間
に
あ
っ
て
、
筆
者
の
職
務
環
境
に
激
変
が
あ

り
、
研
究
時
間
の
確
保
に
苦
し
む
こ
と
と
な
っ
た
。
本
稿
は
そ
の
後
半
に
お
い
て
、
文
か
ら
の
分
節
化
に

お
け
る
品
詞
分
解
が
国
語
の
学
習
に
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
、
意
味
的
な
単
位
に
関
す
る
分
か
ち
書
き
を

行
わ
な
い
国
語
表
記
の
特
異
性
に
着
目
し
な
が
ら
論
じ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
半
の
す
べ
て
を
割

愛
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
結
果
と
し
て
構
想
の
前
半
を
か
ろ
う
じ
て
文
字
化
す
る
こ
と
し
か
で
き

ず
、
発
表
に
迷
う
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、
備
忘
の
た
め
に
あ
え
て
本
誌
に
投
稿
し
、
後
半
は
後
日
を
期
し

た
い
。

〔
付
記
２
〕
本
誌
前
号
の
拙
稿
「
中
華
周
辺
民
族
語
の
運
命
と
歴
史
叙
述
」
に
重
大
な
誤
り
が
あ
る
の
で
、
訂

正
し
ま
す
。
二
三
七
頁
下
段
八
行
目
の
「
北
斉
へ
と
禅
譲
す
る
と
こ
ろ
ま
で
が
記
さ
れ
て
い
る
」
を
「
北

斉
へ
と
禅
譲
し
、
北
周
お
よ
び
北
斉
か
ら
さ
ら
に
隋
ま
で
が
記
さ
れ
て
い
る
」
と
訂
正
し
ま
す
。

 

（
二
〇
一
八・一
一・九
）
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