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は
じ
め
に

世
情
に
よ
る
一
時
的
な
増
減
は
あ
る
と
は
い
え
、
大
学
の
外
国
語
教
育
に
お
け
る
中
国
語
の
需
要
は
近
年
継
続
し
て
高
い
水
準
に
あ

り
、
多
く
の
大
学
で
多
く
の
中
国
語
講
座
が
開
講
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
中
国
語
教
科
書
も
多
数
出
版
さ
れ
て
お
り
、
毎
年

シ
ー
ズ
ン
に
な
る
と
各
出
版
社
か
ら
教
科
書
見
本
の
山
が
送
ら
れ
て
く
る
の
も
恒
例
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
し
か
し
、
こ
れ
程
多
く
の

教
科
書
が
出
版
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
室
で
の
使
用
と
い
う
側
面
か
ら
見
た
時
に
、
十
分
普
遍
性
を
持
つ
も
の
は
極
め
て

少
な
く
、
ま
た
従
っ
て
、
継
続
し
て
使
用
し
よ
う
と
思
わ
せ
る
も
の
も
皆
無
に
近
い
。

そ
の
原
因
は
畢
竟

｢

中
国
語
教
育
法｣

が
シ
ス
テ
ム
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
普
遍
的
な
シ
ス
テ
ム
に
依
拠
で
き

な
い
た
め
に
、
個
々
人
の
経
験
や
癖
に
頼
っ
た
、
普
遍
性
の
な
い
教
科
書
ば
か
り
が
量
産
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

シ
ス
テ
ム
の
整
備
の
た
め
に
は
、
中
国
語
学
研
究
と
い
う
理
論
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
教
室
運
営
の
実
践
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
統
合
す
る
必
要
が
あ
る
。
筆
者
は
十
年
来
大
学
で
中
国
語
を
教
え
て
き
た
経
験
に
基
づ
き
、
実
践
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
し
た
い
。

諸
賢
の
批
正
を
乞
う
。

中
国
語
の
音
節
構
造
の
指
導
法
に
つ
い
て
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一

教
授
法
の
確
立
に
は
、
発
音
・
文
法
そ
の
他
広
範
な
論
点
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
う
ち
中
国
語
の
音
節
構
造
に
つ
い
て
論
ず
る
。

中
国
語
の
音
節
構
造
は
言
う
ま
で
も
な
く

Ｉ
Ｍ
Ｖ
Ｆ
／
Ｔ

(

声
母
・
介
音
・
主
母
音
・
韻
尾
／
声
調)

で
あ
る
。(

個
別
の
術
語
に
つ
い
て
は
人
に
よ
り
揺
れ
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
語
を
使
う
。)

こ
の
構
造
分
析
は
中
国
語
を
教
え
る
者
な
ら
ば
誰
で
も
心
得
て
い
る
基
本
事
項
で
あ
る
た
め
、
実
際
に
こ
れ
を
提
示
し
て
い
る
教
科

書
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
分
析
を
発
音
教
育
に
役
立
て
て
い
る
教
科
書
は
、
と
な
る
と
甚
だ
心
許
な
い
。
で
は
既
存
の
教
科

書
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
実
例
を
挙
げ
て
見
て
み
た
い
。
検
討
し
た
教
科
書
は
七
種
。
こ
れ
ま
で
筆
者
が
実
際
に
使
用
し
た
こ
と
の

あ
る
も
の
か
ら
選
ん
だ
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
甲
〜
庚
の
代
号
で
例
示
す
る

(

１)

。

音
節
の
構
造

韻
母
の
構
造

甲

声
母
｜
韻
母
／
声
調

分
析
せ
ず

乙

分
析
せ
ず

分
析
せ
ず

丙

声
母
・
韻
母
・
声
調

分
析
せ
ず

丁

(

子
音
＋)

母
音

分
析
せ
ず

戊

分
析
せ
ず

分
析
せ
ず

己

分
析
せ
ず

分
析
せ
ず

庚

声
母
・
韻
母
・
声
調

介
母
音
・
主
母
音
・
尾
音
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｢

音
節
の
構
造｣

に
つ
い
て
、｢

分
析
せ
ず｣

と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
決
し
て
声
母
や
韻
母
を
教
え
な
い
の
で
は
な
く
て
、
概
念
や

構
造
分
析
を
示
さ
な
い
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
韻
母
の
構
造
に
つ
い
て
は
殆
ど
の
教
科
書
が
そ
の
も
の
に
つ
い
て
言
及
せ
ず
、
多
く

｢

複
合
母
音｣

や

｢

三
重
母
音｣

等
と
説
明
す
る
に
終
わ
っ
て
い
る
。

庚
本
は
韻
母
の
構
造
分
析
は
提
示
し
て
い
る
が
、
実
際
の
韻
母
の
学
習
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
韻
母

｢

ｉ
ａ
ｏ｣

を
、
Ｍ
＝
ｉ
、

Ｖ
＝
ａ
、
Ｆ
＝
ｏ
、
と
分
析
し
て
教
え
る
の
で
は
な
く
、｢

三
重
複
合
母
音
弱
強
弱
型｣

に
分
類
し
て
、｢

前
後
す
る
３
つ
の
単
母
音
を

自
然
に
連
続
さ
せ
、
真
ん
中
の
単
母
音
を
も
っ
と
も
響
か
せ
て
発
音
す
る
。｣

と
説
明
し
て
お
り
、
こ
の
分
析
を
十
分
活
用
し
て
い
る

と
は
言
え
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
に
続
け
て

｢

強
弱
型
の
二
重
複
合
母
音
の
前
に
あ
い
ま
い
な

｢

ｉ｣

や

｢

ｕ｣

を
そ
え
て
発
音
す

る
。｣

と
説
明
し
て
い
る
の
で
、
Ｍ
Ｖ
Ｆ
構
造
が

｢

Ｍ
＋
Ｖ
＋
Ｆ｣

で
は
な
く
、｢

Ｍ
＋

(

Ｖ
Ｆ)｣

で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
他
本
は
こ
の
こ
と
に
一
切
言
及
し
て
い
な
い
の
で
、
庚
本
は
分
析
に
お
い
て
や
や
優
れ
て
い
る
と
は
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
韻
母
の
構
造
分
析
が
発
音
学
習
に
殆
ど
活
か
さ
れ
て
い
な
い
現
状
の
理
由
は
、
恐
ら
く
韻
母
の
Ｍ
Ｖ
Ｆ
構
造
を
利
用

し
て
発
音
学
習
に
ど
う
便
な
ら
し
め
る
か
が
理
解
さ
れ
ず
、
単
に

｢

小
難
し
い
理
屈｣

と
し
か
受
け
止
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
は
な

い
か
。

私
は
先
般
、
入
門
２
単
位
用
の
教
科
書
を
作
成
し
発
行
し
た
が

(

２)

、
そ
の
中
で
韻
母
を
次
の
手
順
で
教
え
て
い
る
。

３�
韻
母

３�
１�
主
母
音

３�
２�
韻
尾

３�
３�
介
音

３�
４�
子
音
韻
尾

実
際
の
韻
母
の
登
場
す
る
順
と
し
て
は
、
例
え
ば

中
国
語
の
音
節
構
造
の
指
導
法
に
つ
い
て
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ａ
↓
ａ
ｉ
↓
ｉ
ａ
↓
ｉ
ａ
ｏ
↓
ｉ
ａ
ｎ

で
あ
り
、
他
書
と
大
差
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
細
か
な
所
で
Ｍ
Ｖ
Ｆ
構
造
に
基
づ
い
た
工
夫
を
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
多
く
の
教
科
書
が
、
Ｍ
Ｖ
・
Ｖ
Ｆ
・
Ｍ
Ｖ
Ｆ
か
ら
な
る
韻
母
を

｢

複
合
母
音｣

や

｢

二
重
・
三
重
母

音｣

等
と
し
て
一
括
し
て
説
明
し
、
そ
の
詳
細
や
区
別
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
が
、
拙
著
で
は
先
に
章
立
て
を
示
し
た
よ
う
に
、
主

母
音
・
韻
尾
・
介
音
の
順
に
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
て
教
え
て
い
る
。
こ
れ
は
即
ち
、
複
合
母
音
に
つ
い
て
、

Ｖ
Ｆ

／

Ｍ
Ｖ
・
Ｍ
Ｖ
Ｆ

と
分
類
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
ど
う
い
う
効
果
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
と
、
他
書
の
一
括
表
示
で
は

Ｖ

↓

Ｍ
Ｖ

↓

Ｖ
Ｆ

↓

Ｍ
Ｖ
Ｆ

Ｖ

↓

Ｖ
Ｆ

↓

Ｍ
Ｖ

↓

Ｍ
Ｖ
Ｆ

Ｖ
Ｆ

Ｖ��
Ｍ
Ｖ
Ｆ

Ｍ
Ｖ

と
い
っ
た
誤
解
を
生
み
か
ね
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
く

Ｖ

↓

Ｖ
Ｆ
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←

←

Ｍ
Ｖ

Ｍ
Ｖ
Ｆ

と
い
う
関
係
で
あ
る
こ
と
を
正
し
く
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の

｢

正
し
い
理
解｣

に
は
ど
ん
な
効
用
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
た
と
え
ば

ｅ

↓

ｅ
ｉ

←

←

ｉ
ｅ

ｕ
ｅ
ｉ

ｏ

↓

ｏ
ｕ

←

←

ｕ
ｏ

ｉ
ｏ
ｕ

と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て

｢

ｉ
ｅ
ｕ｣

や

｢

ｕ
ｏ
ｉ｣
と
い
っ
た
韻
母
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
、｢

ｅ
ｕ｣

や

｢

ｏ
ｉ｣

が
存
在

し
な
い
か
ら
だ
、
と
い
う
き
ち
ん
と
し
た
理
由
と
と
も
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

初
学
の
学
習
者
は
、
未
学
習
の
領
域
が
膨
大
で
あ
る
こ
と
を
恐
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
系
統
だ
っ
た
説
明
を
す
る
こ
と
で
、
系
統
的

に
未
知
の
領
域
を
減
ら
せ
る
の
な
ら
ば
、
学
習
に
よ
い
効
果
が
あ
る
と
言
え
よ
う

(

３)

。

声
調
符
号
の
付
け
方
で
悩
ま
な
く
て
よ
く
な
る
の
も
Ｍ
Ｖ
Ｆ
分
析
の
利
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
乙
〜
己
本
は
概
ね
次
の

よ
う
に
説
明
す
る
。(

術
語
や
表
現
等
の
差
異
は
度
外
視
し
た)

中
国
語
の
音
節
構
造
の
指
導
法
に
つ
い
て
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１�
母
音
の
上

２�
ａ
↓
ｅ
ｏ
↓
ｉ
ｕ�３�

ｉ
と
ｕ
が
並
ん
だ
ら
後
ろ
の
方

甲
本
・
庚
本
は
と
も
に

｢

主
母
音
の
上｣

と
す
る
が
、
主
母
音
の
な
ん
た
る
か
の
説
明
は
な
い
。
庚
本
で
は
乙
〜
己
本
で
用
い
ら
れ

る
三
段
階
法
も
併
用
す
る
。
し
か
し
、
韻
母
を
Ｍ
Ｖ
Ｆ
に
分
析
す
る
こ
と
を
正
し
く
理
解
し
て
い
れ
ば
、
一
言

｢

主
母
音
の
上｣

で
済

む
の
で
あ
る
。

た
だ
例
外
が
三
つ
だ
け
あ
る
。
こ
の
結
果
、｢

主
母
音
の
上｣

と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、

１�
主
母
音
の
上

２�
主
母
音
が
な
け
れ
ば
韻
尾
の
上
(

ｉ
ｕ
・
ｕ
ｉ)

３�
主
母
音
も
韻
尾
も
な
け
れ
ば
介
音
の
上

(

ｕ
ｎ)

と
、
三
つ
に
場
合
分
け
し
て
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
三
段
階
と
同
じ
手
間
に
見
え
る
。
だ
が
、
こ
の
三
つ
の
例
外
的
韻
母
は
、
ど
の

み
ち

｢

主
母
音
の
脱
落｣

で
個
別
に
言
及
し
な
い
と
い
け
な
い
韻
母
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
、
手
間
が
増
え
る
こ
と
に
な
ら
な
い
ば

か
り
か
、
二
つ
の
違
う
現
象
を
一
つ
の
原
理
で
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
大
い
に
学
習
効
果
が
上
が
る
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
声
調
符
号
を
付
け
る
位
置
で
あ
る
が
、
実
用
上
は
こ
れ
を
暗
記
し
て
い
な
く
て
も
問
題
は
生
じ
な
い
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
教
科
書
を
開
け
ば
隅
か
ら
隅
ま
で
声
調
符
号
付
き
の
ピ
ン
イ
ン

(
勿
論
ピ
ン
イ
ン
綴
り
に
も
声
調
符
号
の
位
置
に
も
誤
り
は
な
い)

で
網
羅
さ
れ
て
お
り
、
学
習
者
は
常
に
そ
れ
を
丁
寧
に
複
写
す
れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
何
ら
か
の
理
由
で
Ｉ
Ｍ
Ｖ
Ｆ
／
Ｔ
の
各
音
価

だ
け
が
判
明
し
て
い
て
、
そ
の
情
報
を
も
と
に
正
し
い
ピ
ン
イ
ン
綴
り
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態

(

た
と
え
ば
耳
か
ら
聞
い

て
そ
れ
を
文
字
に
起
こ
そ
う
と
す
る
よ
う
な
場
合)

に
直
面
し
た
と
し
て
も
、
辞
書
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
正
し
い
声
調
符
号
の
位
置

を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
学
習
者
に
取
っ
て
、
自
力
で
声
調
符
号
を
正
し
く
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
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｢
発
音
さ
れ
た
音
節
を
ピ
ン
イ
ン
で
書
き
取
れ｣

と
い
う
よ
う
な
テ
ス
ト
に
解
答
す
る
場
合
の
み
で
あ
る
。

な
ら
ば
学
習
者
は
こ
れ
を
習
得
す
る
必
要
は
な
い
か
、
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
自
ら
綴
り
を
作
成
す
る
機
会
は

な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
正
し
く
記
さ
れ
た
綴
り
に
触
れ
る
こ
と
自
体
は
日
常
的
に
頻
繁
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
、
日
常

的
に
触
れ
る

｢
ピ
ン
イ
ン
綴
り｣

な
る
も
の
が
、
ど
ん
な
理
屈
で
成
り
立
っ
て
い
る
か
を
心
得
て
お
く
こ
と
は
、
情
報
の
授
受
を
ス
ム
ー

ズ
に
す
る
。
勿
論
、
学
習
者
に
と
っ
て
の
基
礎
力
と
し
て
学
習
効
果
を
高
め
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

二

さ
て
、
初
等
教
育
に
お
け
る
音
節
構
造
の
分
析
と
言
っ
て
筆
者
が
想
起
す
る
も
の
に
、
相
原
茂
氏
創
案
の

｢

音
節
怪
獣
ア
ク
ハ
シ｣

が
あ
る
。
初
級
用
の
中
国
語
の
教
科
書
の
採
用
検
討
を
し
た
こ
と
の
あ
る
人
の
多
く
が
、
や
は
り
想
起
す
る
こ
と
と
思
う
。
絵
や
ネ
ー

ミ
ン
グ
が
印
象
的
で
、
一
度
見
た
ら
忘
れ
ら
れ
な
い
程
で
あ
る
。
で
は
、
本
稿
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
、
畢
竟

｢

ア
ク
ハ
シ｣

法
な
の

だ
ろ
う
か
？
次
に
こ
の

｢

音
節
怪
獣
ア
ク
ハ
シ｣

を
採
用
す
る
教
科
書
を
一
点
選
び
、
そ
の
当
否
に
つ
い
て
検
討
し
た
い

(

４)

。

こ
の
教
科
書
の
音
節
構
造
の
教
え
方
は

１

声
調

単
母
音

複
母
音

２

声
母

３

鼻
音
を
伴
う
母
音

と
な
っ
て
い
て
、｢

２｣

の
冒
頭
で

｢

音
節
怪
獣
ア
ク
ハ
シ｣

の
説
明
を
す
る
。
な
お

｢

音
節
怪
獣
ア
ク
ハ
シ｣

と
は
、
音
節
構
造
を

怪
獣
に
模
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
を

ア

ア
タ
マ

(

頭
子
音)
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ク

ク
ビ

(

介
音)

ハ

ハ
ラ

(

主
母
音)

シ

シ
ッ
ポ

(

尾
音)

と
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
辛
本
で
は
こ
れ
を
声
母
学
習
の
前
に
提
示
し
、
一
通
り
声
母
の
学
習
及
び
一
部
の
母
音
と
の
結
合
を
学
習

し
た
後

(｢

２｣
の
末
尾)

で
、
今
度
は

｢

ア
ク
ハ
シ｣

を
出
さ
ず

｢

声
母
・
介
音
・
主
母
音
・
尾
音｣

と
分
析
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
要
素
は
あ
っ
た
り
な
か
っ
た
り
す
る
が
、
主
母
音
だ
け
は
必
ず
あ
る
こ
と
を
解
説
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

｢

ア
ク
ハ
シ｣

が

登
場
す
る
の
は
こ
の

｢

２｣
の
冒
頭
の
み
。｢

Ｉ
Ｍ
Ｖ
Ｆ
／
Ｔ｣

の
構
造
分
析
を
示
す
の
は

｢

２｣

の
末
尾
の
み
で
あ
り
、
他
所
に
は

登
場
し
な
い
。｢

１｣

の

｢

複
母
音｣

の
学
習
の
際
に
は
一
切
活
用
さ
れ
ず
、
た
だ

｢

し
り
す
ぼ
み
型｣

｢

発
展
型｣

｢

ひ
し
も
ち
型｣

の
三
種
に
分
け
る
の
み
で
、
こ
の
点
で
は
乙
本
・
庚
本
と
大
差
な
い
。｢

２｣

で

｢

ア
ク
ハ
シ｣

を
登
場
さ
せ
て
い
る
の
は
つ
ま
り
、

こ
れ
ま
で
に
学
習
し
た
声
母
韻
母
結
合
を
整
理
す
る
た
め
の
み
で
あ
り
、
積
極
的
に
発
音
理
解
に
役
立
た
せ
よ
う
と
し
て
の
こ
と
で
は

な
い
。

も
っ
と
も
こ
れ
は
、
こ
の
辛
本
個
別
の
問
題
で
あ
っ
て
、｢

ア
ク
ハ
シ｣

自
体
の
問
題
点
で
は
な
い
。
で
は

｢

ア
ク
ハ
シ｣

を
も
っ

と
積
極
的
に
活
用
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

｢

ア
ク
ハ
シ｣

は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
見
た
目
・
ネ
ー
ミ
ン
グ
と
も
に
相
当
強
い
印
象
を
持
つ
の
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
印
象

が
強
い
こ
と
と
、
そ
れ
が
有
用
な
こ
と
と
は
別
問
題
で
あ
る
。

Ｉ
Ｍ
Ｖ
Ｆ
を
頭
頚
腹
尾
に
見
立
て
る
そ
の
見
立
て
自
体
は
、
案
外
絶
妙
で
あ
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｖ
Ｆ
の
中
で
最
も
重
要
な
の
は
Ｉ
と
Ｖ
で
あ

る
が
、
生
命
体
と
し
て
の
怪
獣
に
お
い
て
も
や
は
り
、
頭
と
腹
が
最
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
Ｆ
は

｢

尾
音｣

と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
ま

さ
し
く
し
っ
ぽ
の
よ
う
に
末
尾
に
付
加
さ
れ
る
音
声
だ
し
、
Ｍ
は
Ｉ
と
Ｖ
を
仲
介
接
続
す
る
が
、
頚
も
ま
た
頭
と
腹
を
仲
介
し
て
頭
を

支
え
る
部
分
で
あ
り
、
よ
く
似
て
い
る
。
と
て
も
巧
み
な
比
喩
な
の
だ
が
、
こ
の

｢

ア
ク
ハ
シ｣

の
欠
点
の
一
つ
は
、
こ
の
絶
妙
な
比

喩
に
こ
そ
あ
る
。
そ
れ
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｖ
Ｆ
が
揃
っ
て
い
な
い
と
説
明
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

現
実
の
音
節
は
Ｖ
を
除
き
、
Ｉ
も
Ｍ
も
Ｆ
も
、
必
ず
揃
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
た
と
え
ば

｢

ａ｣

は
怪
獣

｢

腹｣

、
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｢
ｍ
ａ｣

は
怪
獣

｢

頭
腹｣

、｢

ｍ
ａ
ｏ｣

は
怪
獣

｢

頭
腹
尾｣

(

ク
ビ
ナ
シ
？)

、｢

ｙ
ａ
ｏ｣

は
怪
獣

｢

頚
腹
尾｣

(

ア
タ
マ
ナ
シ
？)

と
な
っ
て
し
ま
う
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
辛
本
が

｢

２｣

の
冒
頭
で

｢

ア
ク
ハ
シ｣

を
示
し
な
が
ら
、
実
際
の
音
節
を
詳
細
に
解
説
す

る

｢
２｣
の
末
尾
で
は

｢

ア
ク
ハ
シ｣

に
触
れ
て
い
な
い
の
は
、
こ
の
こ
と
が
理
由
で
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
想
像
さ
れ
る
。

首
尾
照
応
し
な
い
の
は
教
科
書
と
し
て
は
欠
点
と
言
え
よ
う
が
、
こ
の
欠
点
は
他
で
も
な
く
、｢

ア
ク
ハ
シ｣

そ
れ
自
身
が
も
た
ら
し

た
も
の
な
の
で
あ
る
。

二
つ
目
の
欠
点
は
、
声
母
・
韻
母
の
対
立
が
明
確
化
し
な
い
点
で
あ
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｖ
Ｆ
は
四
つ
の
要
素
が
対
等
に
結
び
付
く
の
で
は
な

く
、｢

Ｉ
＋

(

Ｍ
Ｖ
Ｆ)｣
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
も
っ
と
言
う
と
、｢

Ｉ
＋

(

Ｍ
＋

(

Ｖ
Ｆ))｣

で
あ
る
。
こ
の
点
を
説
明
す
る
こ
と

が
構
造
把
握
に
役
立
つ
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
だ
が
、｢

ア
ク
ハ
シ｣

で
は
そ
の
説
明
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、｢

ア
ク
ハ
シ｣

は
比
喩
は
巧
妙
な
の
だ
が
、
期
待
す
る
程
の
効
果
は
上
げ
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
も
そ
も
比

喩
が
巧
妙
だ
と
感
じ
る
の
は
音
節
構
造
を
熟
知
し
て
い
る
教
師
の
側
で
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
学
ぼ
う
と
す
る
学
習
者
の
知
る
と
こ
ろ
で

は
な
い
。
未
知
の
領
域
に
い
き
な
り
比
喩
を
持
ち
出
し
て
も
、
そ
の
比
喩
の
正
確
性
が
未
知
数
で
あ
る
た
め
、
信
用
し
て
よ
い
も
の
か

躊
躇
す
る
の
が
健
全
な
批
判
精
神
で
あ
る
。
巧
妙
な
比
喩
だ
か
ら
こ
そ
、
初
学
の
段
階
で
は
禁
じ
手
と
し
て
お
い
た
方
が
無
難
な
の
で

は
な
い
か
。

三

次
に

｢

ア
ク
ハ
シ｣

と
は
違
う
、
も
う
一
つ
の
別
の
特
徴
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
辛
本
の
検
討
を
す
る
。
こ
の
辛
本
に
は
、
甲
〜
庚

本
に
は
な
い
、
あ
る
事
項
に
つ
い
て
の
解
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
、｢
ｉ
ｎ
＝
ｉ
＋
ｅ
ｎ｣

等
と
し
て
、
鼻
子
音
韻
尾
を
持
つ
韻
母
を
主

母
音
ａ
と
ｅ
と
の
対
立
で
一
覧
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
中
国
語
学
研
究
で
は
当
り
前
の
こ
と
だ
が
、
初
級
教
科
書
で
こ
こ
ま

で
言
及
す
る
も
の
は
滅
多
に
な
い
。
拙
著
は
音
韻
学
的
に
か
な
り
詳
し
い
こ
と
ま
で
解
説
し
て
い
る
つ
も
り
だ
が
、
こ
の
点
に
は
触
れ

て
い
な
い
。(

図
１)

た
だ
、
こ
れ
を
教
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
評
価
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
学
習
者
に
過
剰
な
負
担
を
強
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い
る
も
の
、
と
と
ら
え
て
い
る
。
こ
と
は
つ
ま
り
費
用
対
効
果
で
あ
る
。
こ
の
方
法
が

｢

高
費
用｣

で
あ
る
の
は
論
ず
る
ま
で
も
あ
る

ま
い
。
ピ
ン
イ
ン
で

｢

ｉ
ｎ｣

で
し
か
な
い
も
の
が
、
実
は

｢

ｉ
＋
ｅ
ｎ｣

だ
と
理
解
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

｢

ｉ
ｅ
ｎ｣

と
い
う
綴
り
は
な
く
、
従
っ
て

｢

ｉ
ｅ
ｎ｣

と
間
違
っ
て
綴
ら
な
い
よ
う
注
意
を
払
わ
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
、
の
二
つ

は
大
変
大
き
な
労
力
を
必
要
と
す
る
。

一
方
で
ど
ん
な

｢

効
果｣

が
期
待
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
辛
本
は
ピ
ン
イ
ン
に
は
な
い

｢

ｅ｣

を
音
と
し
て

｢

ち
ょ
っ
ぴ
り
出
す
と

発
音
が
グ
ッ
と
う
ま
く
聞
こ
え
る｣

と
し
て
い
る
。
確
か
に
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、
初
学
の
段
階
で

｢

発
音
が
う
ま
く
聞
こ
え
る｣

こ

と
に
ど
れ
だ
け
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
練
習
し
な
い
と
い
け
な
い
発
音
は
他
に
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
あ
り
、
ま
だ
ま

だ

｢

下
手
で
も
正
確
な
発
音｣
を
心
掛
け
る
段
階
で
あ
っ
て
、｢

う
ま
く
聞
こ
え
る
発
音｣

を
目
指
す
よ
う
な
余
裕
は
な
い

(

５)

。

も
う
一
つ
の
利
点
と
し
て
、
鼻
子
音
韻
尾
を
持
つ
韻
母
の

｢

Ｍ
―
Ｖ
Ｆ
結
合
表｣

が
い
び
つ
で
な
く
な
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

(

図
２)

実
際
に
筆
者
は
一
年
生
の
教
室
で
図
１
を
教
え
て
い
て
、
母
音
韻
尾
の

｢

Ｍ
―
Ｖ
Ｆ
結
合
表｣

が
整
然
と
し
て
い
る
の
に
、

鼻
子
音
韻
尾
の

｢

Ｍ
―
Ｖ
Ｆ
結
合
表｣
が
い
び
つ
な
の
は
何
故
か
、
と
問
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
従
っ
て
、｢

Ｍ
―
Ｖ
Ｆ
結
合
表｣

が

い
び
つ
で
な
く
な
る
の
は
間
違
い
な
く
利
点
な
の
だ
が
、
先
に
触
れ
た

｢

高
費
用｣

に
見
合
う
程
の

｢

高
効
果｣

と
ま
で
言
え
る
だ
ろ

う
か
？
筆
者
は
そ
の
質
問
者
に
、｢

そ
れ
を
理
解
す
る
に
は
も
っ
と
難
し
い
理
論
が
必
要
な
の
で
、
も
っ
と
学
習
が
進
ん
で
か
ら
考
え

な
さ
い
。｣

と
答
え
た
が
、
そ
れ
が
一
般
的
に
は
妥
当
な
対
応
だ
と
思
う
。
よ
っ
て
、
鼻
子
音
韻
尾
を
持
つ
韻
母
を
主
母
音
ａ
と
ｅ
と

の
対
立
で
分
析
す
る
の
は
、
費
用
対
効
果
の
点
か
ら
、
初
学
者
に
は
過
剰
な
分
析
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

学
習
を
平
易
に
す
る
に
は
専
門
的
な
分
析
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
確
か
に
そ
れ
は
そ
の
通
り
で
、

た
と
え
ば
舌
面
音
に
は
も
と
も
と
尖
音
と
団
音
が
あ
っ
て
、
等
と
い
う
話
を
入
門
期
の
学
生
に
し
て
も
混
乱
す
る
だ
け
で
あ
る
。(

学

習
が
進
み
、
興
味
関
心
が
深
ま
れ
ば
、
尖
音
と
団
音
の
話
は
日
本
漢
字
音
と
連
携
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
あ
る
程
度
の
学
習
効

果
は
期
待
で
き
る
。
要
は
タ
イ
ミ
ン
グ
の
問
題
で
あ
る
。)
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し
か
し
、
専
門
的
な
分
析
は
全
て
初
学
者
に
タ
ブ
ー
か
、
と
い
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
ど
ん
な
平
易
さ
を
目
的

と
し
た
教
科
書
で
も
、｢

有
気
音｣

｢

無
気
音｣

と
い
う
用
語
は
大
抵
取
り
上
げ
て
あ
る
。
こ
の
用
語
は
日
本
語
や
英
語
を
学
ん
で
い
て

は
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
、
極
め
て
高
度
な
言
語
学
用
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
語
や
英
語
に
お
い
て

｢

有
声
音｣

｢

無
声
音｣

の

対
立
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
中
国
語
に
は
か
わ
り
に

｢

有
気
音｣

｢

無
気
音｣

の
対
立
が
あ
る
の
だ
、
と
い
う
専
門
的
な
分
析
は
必
要

だ
し
、
そ
れ
ら
の
分
析
に
よ
る
分
類
の
用
語
も
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
専
門
的
な
分
析
及
び
専
門
用
語
を
前
提
と
し
な
け

れ
ば
、
習
得
が
か
え
っ
て
困
難
に
な
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
専
門
的
な
分
析
に
よ
っ
て
省
力
化
が
図
れ
る
部
分
は
、
積
極
的
に
そ
れ

を
取
り
入
れ
る
べ
き
だ
し
、
専
門
用
語
を
使
う
こ
と
で
識
別
効
果
が
上
が
る
の
な
ら
ば
、
専
門
用
語
を
排
除
し
て
は
な
ら
な
い
。

中
国
語
の
音
節
構
造
が

｢
Ｉ
Ｍ
Ｖ
Ｆ
／
Ｔ｣

と
分
析
で
き
る
こ
と
は
確
か
に
専
門
的
な
分
析
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
避
け
て
中
国
語

を
学
習
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
し
、
折
角
触
れ
る
の
で
あ
れ
ば
有
効
に
活
用
し
た
方
が
よ
い
。
筆
者
は
拙
著
に
お
い
て
、
こ
の
観
点

か
ら
全
面
的
に
音
節
の
構
造
分
析
を
取
り
入
れ
、
様
々
な
図
に
よ
っ
て
活
用
し
た
。(

図
３)

こ
の
試
み
が
何
か
の
参
考
に
な
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。

注

(

１)

検
討
に
使
っ
た
教
科
書
は
次
の
通
り
。
代
号
と
と
も
に
、
出
版
社
・
書
名
・
著
者
名
を
示
す
。
排
列
は
出
版
社
の
五
十
音
順
と
し
た
。

甲

朝
日
出
版
社

『

ド
リ
ル
付

着
実
に
学
ぶ
中
国
語

入
門
篇』

讃
井
唯
允

朱
継
征

二
〇
〇
三
年

乙

朝
日
出
版
社

『

ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

構
造
か
ら
学
ぶ
入
門
中
国
語』

阪
口
直
樹

小
池
一
郎

名
和
又
介

楠
原
俊
代

沈
力

銭
鴎

榎
本
泰
子

二
〇
〇
二
年

丙

好
文
出
版

『

文
法
を
と
お
し
て
学
ぶ
中
国
語

Ｐ
ｌ
ｕ
ｓ』

依
藤
醇

石
田
友
美

桑
野
弘
美

島
田
亜
実

森
山
美
紀
子

二
〇
〇
六
年

丁

三
修
社

『

新
中
国
一
星
期

中
国
語
初
級
テ
キ
ス
ト』

羅
奇
祥

二
〇
〇
一
年

戊

中
国
書
店

『

実
力
中
国
語』

岩
佐
昌�
荀
春
生

日
下
翠

西
山
猛

二
〇
〇
〇
年
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己

白
水
社

『

１
冊
め
の
中
国
語

講
読
ク
ラ
ス』

劉
穎

喜
多
山
幸
子

松
田
か
の
子

二
〇
〇
八
年

庚

白
帝
社

『

現
代
中
国
語
入
門』

彭
国
躍

松
村
文
芳

徐
峰

加
藤
宏
紀

二
〇
〇
五
年

な
お
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
使
用
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
発
音
の
説
明
が
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の
は
検
討
の
対
象
外
と
し
た
。
ま
た
、
筆
者

の
使
用
し
た
こ
と
の
な
い
も
の
ま
で
検
討
の
対
象
と
す
る
の
は
、
筆
者
の
能
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
後
述
の
辛
本
一
点
を
除
い
て

考
察
し
て
い
な
い
が
、
概
ね
の
傾
向
と
し
て
は
こ
れ
ら
七
種
の
範
囲
を
出
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
所
感
を
抱
い
て
い
る
。

(

２)

私
家
版

『
２
０
０
９
年
度

初
級
中
国
語

教
科
書』

野
田
雄
史

二
〇
〇
九
年

な
お
、
こ
れ
は
一
般
に
は
市
販
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
今
回
参
考
の
た
め
に
発
音
篇
の
内
容
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
し
て
い
る
。

興
味
の
あ
る
方
は����������������3������������������������������
に
ア
ク
セ
ス
さ
れ
た
し
。
ま
た
、
実
物
が
必
要
で
あ
れ
ば
直
接

郵
送
す
る
の
で
、���04751������������
ま
で
連
絡
さ
れ
た
し
。

(

３)

こ
の
こ
と
は
声
母
と
韻
母
の
結
合
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
声
母

｢

ｇ｣

・｢

ｋ｣

・｢

ｈ｣

と

｢

ｉ｣

で
始
ま
る
韻
母
は

結
合
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
音
節
表
を
見
れ
ば
す
ぐ
に
了
解
で
き
る
こ
と
な
の
で
、
適
切
な
段
階
で
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、｢

ｇ
ｉ

ａ
ｏ｣

等
の
音
節
が
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
悩
ま
な
く
て
よ
く
な
る
。
こ
れ
を
未
知
領
域
削
減
効
果
と
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
丙
本
は
こ
の
音
節
表
の
韻
母
を
斉
歯
呼
・
合
口
呼
等
で
ま
と
め
て
い
な
い
が
、
明
ら
か
に
学
習
効
果
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
。

(

４)
｢

音
節
怪
獣
ア
ク
ハ
シ｣

が
載
る
教
科
書
は
多
数
あ
る
が
、
今
回
手
許
に
あ
る
も
の
と
し
て
次
の
も
の
を
見
た
。
他
の
教
科
書
で
は
そ

の
扱
い
方
が
多
少
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
検
討
し
た
の
は
あ
く
ま
で
一
例
で
あ
る
。
な
お
、
筆
者
は

｢

音
節
怪
獣
ア
ク
ハ
シ｣

が
載
る
教
科
書
を
実
際
に
教
室
で
使
用
し
た
こ
と
は
な
い
。

辛

朝
日
出
版
社

『

お
さ
ら
い
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版

ぼ
く
の
せ
ん
せ
い

問
答
有
用

対
話
で
学
ぶ
中
国
語』

相
原
茂

郭
雲
輝

二
〇
〇
九
年

(

５)

な
お
、
学
習
者
が
発
音
を
再
現
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
れ
だ
け
正
確
で
あ
る
べ
き
か
は
別
稿
で
詳
し
く
検
討
し
た
い
。

中
国
文
学
論
集

第
三
十
八
号
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図１ 鼻子音韻尾��・���結合図 (前述拙著�10より)ａｎ ｅｎ
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図２ 鼻子音韻尾��・���結合図
図１に主母音 ｢�｣ を補って修正したもの
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図３ ��結合図 (前述拙著�８より)
及び���結合図 (前述拙著�９より)


