
（
二
〇
二
三
年
度
一
般
選
抜
A

） 

国
語
問
題
（
六
〇
分
）
（
こ
の
問
題
冊
子
は
表
紙
を
除
き
十
二
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。
） 

 

受
験
に
つ
い
て
の
注
意 

 

一
、 

監
督
の
指
示
が
あ
る
ま
で
、
問
題
を
開
い
て
は
な
ら
な
い
。 

二
、 

携
帯
電
話
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
電
源
は
切
る
こ
と
。 

三
、 

時
計
に
組
み
込
ま
れ
た
ア
ラ
ー
ム
機
能
、
計
算
機
能
、
辞
書
機
能
な
ど
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 

四
、 

試
験
開
始
前
に
、
監
督
か
ら
が
指
示
が
あ
っ
た
ら
、
解
答
用
紙
の
受
験
番
号
欄
の
番
号
が
自
分
の
受
験
番
号
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。 

五
、 

解
答
用
紙
は
三
枚
あ
る
。
解
答
は
解
答
欄
に
記
入
し
、
そ
の
他
の
部
分
に
は
何
も
書
い
て
は
な
ら
な
い
。 

六
、 

監
督
か
ら
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
、
こ
の
問
題
の
冊
子
が
、
右
に
記
し
た
ペ
ー
ジ
数
通
り
そ
ろ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
確
か
め
る
こ
と
。 

七
、 

筆
記
具
は
、
Ｈ
、
Ｆ
、
Ｈ
Ｂ
の
黒
鉛
筆
ま
た
は
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
に
限
る
。
万
年
筆
や
ボ
ー
ル
ペ
ン
な
ど
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
訂
正
す
る
場
合
は
、 

 

消
し
ゴ
ム
で
丁
寧
に
消
す
こ
と
。
消
し
く
ず
は
き
れ
い
に
取
り
除
く
こ
と
。 

八
、 

解
答
用
紙
を
折
り
曲
げ
た
り
、
破
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。 

九
、 

試
験
時
間
中
に
退
場
し
て
は
な
ら
な
い
。 

十
、 

問
題
冊
子
と
解
答
用
紙
を
持
ち
帰
っ
て
は
な
ら
な
い
。 
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以
下
の
文
章
を
読
み
、
設
問
に
答
え
な
さ
い
。 

  

世
界
保
健
機
関
（W

H
O

）
に
よ
る
と
、
世
界
の
人
口
の
約
5

％
は
聴
覚
障
が
い
者
で
あ
る
。
聴
覚
障
が
い
者
の
聴
こ
え
の
程
度
に
は
大
き
な
幅
が
あ
り
、
全
く
あ

る
い
は
ほ
と
ん
ど
聴
こ
え
な
い
人
々
を
「
ろ
う
」
（
注
１
）
、
そ
れ
以
外
の
人
を
「
難
聴
者
」
と
言
う
。
聴
覚
障
が
い
の
原
因
に
は
、
先
天
的
な
も
の
以
外
に
も
病
気

や
加
齢
な
ど
様
々
な
も
の
が
あ
る
が
、
先
天
的
か
後
天
的
か
の
違
い
や
聴
力
を
失
っ
た
時
期
の
違
い
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
友
人
付
き
合
い
や
仕
事
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
と
り
方
に
大
き
な
違
い
が
出
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
（ 

あ 

）
、
ろ
う
と
接
点
が
あ
る
人
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
聴
こ
え
る
人
々
（
聴
者
）
（
注

２
）
の
多
く
は
ろ
う
の
人
々
に
つ
い
て
詳
し
く
知
る
機
会
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
た
め
、
ろ
う
の
人
々
が
ど
ん
な
風
に
教
育
を
受
け
て
い
る
の
か
、
ろ
う
の
人
の
家

族
と
の
会
話
や
（
１
）
団
欒 

が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
さ
え
困
難
を
伴
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

今
か
ら
15

年
位
前
に
カ
ナ
ダ
の
ジ
ム
・
カ
ミ
ン
ズ
と
い
う
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
で
著
名
な
学
者
が
、
ろ
う
の
言
語
発
達
と
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
ろ
う
教
育
に
つ
い
て
の

講
演
を
東
京
で
行
っ
た
。
講
演
は
日
本
語
と
手
話
の
同
時
通
訳
付
き
で
行
わ
れ
、
数
百
人
の
来
場
者
が
あ
っ
た
。
筆
者
に
と
っ
て
、
多
く
の
ろ
う
の
人
々
と
同
じ
空
間

に
い
る
初
め
て
の
経
験
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
最
初
に
感
じ
た
の
は
静
け
さ
だ
っ
た
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
話
し
声
と
か
人
の
声
の
ざ
わ
つ
き
が
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

会
場
に
は
確
か
に
大
勢
の
人
が
い
る
の
に
静
ま
り
返
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
初
は
行
儀
の
良
い
聴
衆
な
の
か
と
思
っ
た
が
、
参
加
者
に
占
め
る
ろ
う
の
人
々
の
割
合

が
高
か
っ
た
た
め
に
、
話
し
声
が
少
な
か
っ
た
の
だ
と
、
す
ぐ
に
気
づ
い
た
。
講
演
が
終
わ
っ
た
瞬
間
、
会
場
中
の
人
々
が
両
手
を
高
く
あ
げ
掌
を
ひ
ら
ひ
ら
動
か
す

光
景
が
目
に
入
っ
た
。
静
か
に
紙
吹
雪
が
（
ア
）
ま 

っ
て
い
る
よ
う
な
光
景
だ
っ
た
。
聴
こ
え
る
人
々
の
（
２
）
喝
采 

が
拍
手
（
音
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
聴
こ
え

な
い
人
々
は
ひ
ら
ひ
ら
す
る
手
の
動
き
で
感
動
の
度
合
い
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
も
の
だ
。 

 

（ 

い 

）
、
ろ
う
の
両
親
の
元
に
も
聴
こ
え
る
子
ど
も
は
生
ま
れ
る
し
、
聴
こ
え
る
両
親
の
元
に
も
ろ
う
の
子
ど
も
は
生
ま
れ
る
。
前
者
の
子
ど
も
を
、C

h
ild

ren
 

of D
eaf A

d
u

lts

（
ろ
う
の
親
か
ら
生
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
意
）
を
略
し
て
コ
ー
ダ(C

O
D

A
)

と
呼
ぶ
。
昨
年
「C

O
D

A

あ
い
の
う
た
」
と
い
う
映
画
が
ア
カ
デ
ミ
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ー
賞
を
三
部
門
受
賞
し
た
の
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
映
画
は
、
両
親
と
兄
が
ろ
う
の
家
庭
に
生
ま
れ
た
聴
者
の
主
人
公
と
家
族
が
織
り
な
す
生
活
や
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族

の
間
の
心
の
（
３
）
葛
藤 

を
描
い
た
も
の
だ
。
家
族
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
使
わ
れ
る
家
庭
言
語
は
手
話
な
の
で
、
主
人
公
の
女
性
は
手
話
と
音
声
英
語
の
バ
イ

リ
ン
ガ
ル
で
あ
っ
た
。
ろ
う
の
家
族
を
支
え
る
高
校
生
の
主
人
公
が
、
日
々
聴
こ
え
る
世
界
と
家
庭
と
を
行
き
来
し
な
が
ら
自
分
の
将
来
を
模
索
す
る
。
ろ
う
の
親
の

価
値
観
や
実
際
の
苦
労
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
、
コ
ー
ダ
の
生
活
が
少
し
で
は
あ
る
が
わ
か
っ
た
よ
う
に
思
っ
た
。 

 

さ
て
、
も
し
こ
の
映
画
の
よ
う
に
あ
な
た
の
両
親
が
、
完
全
な
ろ
う
者
だ
っ
た
ら
、
あ
な
た
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
、
音
声
言
語
で
声
を
か
け
て
あ
や
し
て
も
ら
っ
た

り
、
子
守
唄
を
歌
っ
て
も
ら
う
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
は
、
目
は
は
っ
き
り
見
え
て
い
な
い
が
、
（
４
）
嗅
覚 

は
発
達
し
て
い
て

母
親
の
匂
い
を
嗅
ぎ
分
け
ら
れ
る
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
聴
力
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
あ
る
ら
し
い
が
、
あ
な
た
が
コ
ー
ダ
だ
っ
た
ら
、
最
初
に
接
触
す
る
言
語
は
聴

親
の
場
合
の
音
声
言
語
で
は
な
く
手
話
で
あ
り
、
手
話
を
言
語
と
し
て
認
知
す
る
よ
う
に
な
る
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、
コ
ー
ダ
は
日
本
手
話
と
音
声
言
語
の
バ
イ
リ
ン
ガ

ル
と
し
て
育
つ
可
能
性
が
高
い
。
も
っ
と
も
、
保
護
者
の
聴
力
や
方
針
に
よ
っ
て
、
コ
ー
ダ
に
対
し
て
手
話
を
用
い
る
か
ど
う
か
は
ま
ち
ま
ち
ら
し
い
か
ら
、
必
ず
し

も
日
本
手
話
と
音
声
言
語
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
に
な
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
ま
た
、
音
声
言
語
の
方
は
、
家
族
以
外
の
人
々
と
の
接
触
に
よ
っ
て
習
得
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
。 

 

（ 

う 

）
、
全
員
が
ろ
う
の
家
族
も
も
ち
ろ
ん
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
デ
フ
フ
ァ
ミ
リ
ー(D

eaf F
am

ily)

と
呼
ば
れ
る
。
ろ
う
の
子
ど
も
の
う
ち
、
聴
こ
え
な
い
親

の
元
に
生
ま
れ
る
の
は
、
10

人
に
1

人
し
か
お
ら
ず
、
ろ
う
の
子
ど
も
の
90

％
は
聴
こ
え
る
親
の
元
に
生
ま
れ
る
。
も
し
あ
な
た
が
、
ろ
う
の
子
ど
も
を
授
か
っ

た
ら
ど
の
よ
う
に
子
ど
も
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
か
を
考
え
て
み
て
ほ
し
い
。
あ
な
た
が
子
ど
も
の
名
前
を
呼
ん
だ
り
、
子
守
唄
を
歌
っ
て
も
子
ど
も
に
は

聴
こ
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
子
ど
も
は
生
ま
れ
て
す
ぐ
に
話
し
出
す
わ
け
で
は
な
い
が
、
生
後
ま
も
な
く
周
り
の
大
人
か
ら
言
語
に
よ
る
（
イ
）
し
げ
き 

を
受
け
続
け

る
。
赤
ち
ゃ
ん
は
生
後
２
ヶ
月
頃
か
ら
、
「
う
ー
」
や
「
あ
ー
」
と
い
っ
た
泣
き
声
以
外
の
音
を
出
す
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
６
〜
９
ヶ
月
頃
か
ら
、
喃
語
と
言
わ

れ
る
「
ば
ば
ば
」
「
ま
ま
ま
」
と
い
っ
た
音
声
を
発
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
だ
言
語
と
し
て
の
構
造
は
持
っ
て
い
な
い
が
、
大
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
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の
方
法
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
言
語
音
を
区
別
す
る
た
め
に
必
要
な
調
音
（
ウ
）
き
か
ん 

（
舌
や
口
、
声
帯
）
の
使
い
方
を
学
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
一
歳
頃
か

ら
「
わ
ん
わ
ん
」
と
い
っ
た
意
味
を
持
っ
た
単
語
を
発
話
し
始
め
、
１
歳
半
〜
2

歳
頃
に
な
る
と
「
わ
ん
わ
ん 

い
る
」
と
い
っ
た
２
つ
の
語
か
ら
な
る
二
語
文
を

発
す
る
よ
う
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
赤
ち
ゃ
ん
は
乳
幼
児
期
に
認
知
活
動
の
基
礎
と
な
る
言
語
を
習
得
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
も
し
あ
な
た
の

赤
ち
ゃ
ん
が
聴
こ
え
な
い
子
ど
も
だ
っ
た
ら
、
ど
う
や
っ
て
子
ど
も
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
だ
ろ
う
か
。 

 

人
が
最
初
に
覚
え
る
言
葉
を
「
母
語
（m

oth
er ton

gu
e

）
」
と
い
う
。
日
本
で
は
し
ば
し
ば
「
母
国
語
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
が
、
母
国
語
と
い
う
言
葉
に

は
国
籍
を
有
す
る
人
が
所
属
し
て
い
る
国
の
言
語
と
い
う
含
意
が
あ
り
、
現
代
社
会
の
よ
う
に
人
が
国
を
超
え
て
移
動
す
る
社
会
の
実
態
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
た
め
、
言

語
学
で
は
「
母
語
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
。
で
は
、
「
母
語
」
と
は
何
か
と
い
う
と
単
純
な
よ
う
で
案
外
定
義
す
る
こ
と
が
難
し
い
が
、
一
般
的
に
は
、
親
、
あ

る
い
は
育
て
て
く
れ
た
人
か
ら
教
わ
っ
た
言
葉
で
、
最
初
に
覚
え
た
言
葉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

し
か
し
、
一
つ
の
国
内
で
育
っ
て
も
、
複
数
の
言
語
に
触
れ
な
が
ら
生
活
す
る
人
々
が
世
界
に
は
多
く
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
台
湾
の
人
々
は
家
庭
で
は
台
湾
語
を

話
す
が
学
校
や
職
場
で
は
中
国
語
（
北
京
語
）
を
用
い
る
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
人
な
ど
も
家
庭
で
は
タ
ガ
ロ
グ
語
や
ビ
ザ
ヤ
語
を
使
う
が
学
校
で
は
英
語
を
使
用
す
る
。

イ
ン
ド
の
人
な
ど
も
家
で
は
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
、
学
校
で
は
英
語
と
い
う
よ
う
に
ア
ジ
ア
の
国
々
だ
け
を
と
っ
て
み
て
も
多
様
で
あ
る
。
（Ⅰ

）
そ
の
よ
う
な
多
言
語
社

会
に
暮
ら
す
人
々
に
と
っ
て
、
言
語
能
力
は
年
齢
や
生
活
と
と
も
に
変
化
し
、
受
け
た
教
育
に
よ
っ
て
も
大
き
な
影
響
を
被
る
。
幼
少
期
は
家
庭
言
語
が
一
番
影
響
力

の
強
い
言
語
で
あ
っ
て
も
、
成
長
と
と
も
に
教
育
を
受
け
た
言
語
の
方
が
、
運
用
能
力
が
高
く
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
言
葉
は
状
況
に
応
じ
て
使
い
分

け
る
べ
き
単
な
る
道
具
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
人
の
心
の
あ
り
方
と
も
深
く
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
チ
リ
ン
ガ
ル
の
人
々
は
ど
の
言
語
を
誰
に
向

け
て
使
用
す
る
か
で
、
自
分
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
言
語
を
通
し
て
主
張
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。 

母
語
の
役
割
を
多
角
的
に
見
る
た
め
に
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
ス
ク
ッ
ト
ナ
ム
＝
カ
ン
ガ
ス
と
い
う
学
者
は
、
母
語
を
、
①
習
得
し
た
順
番
、
②
最
も
よ
く
で
き
る
言

語
、
③
最
も
（
エ
）
ひ
ん
ぱ
ん 

に
使
う
言
語
、
④
内
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
⑤
外
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
と
い
う
複
数
の
観
点
か
ら
定
義
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
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具
体
的
に
考
え
て
み
よ
う
。
も
し
あ
な
た
が
日
本
人
の
親
を
持
ち
生
ま
れ
て
か
ら
ず
っ
と
日
本
で
暮
ら
し
、
日
本
の
学
校
に
行
っ
て
い
る
と
す
る
と
、 

ふ
つ
う
①
か
ら

⑤
ま
で
が
全
て
「
日
本
語
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
も
し
日
本
人
の
親
の
元
に
生
ま
れ
た
と
し
て
も
、
子
ど
も
の
頃
米
国
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
英

語
圏
の
国
に
移
住
し
現
地
の
学
校
に
通
学
し
な
が
ら
育
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
カ
ズ
オ
・
イ
シ
グ
ロ
と
い
う
作
家
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し

た
英
国
の
作
家
で
あ
る
。
彼
は
日
本
人
の
両
親
の
元
に
長
崎
県
に
生
ま
れ
、
幼
少
期
に
英
国
に
渡
っ
た
。
日
本
生
ま
れ
で
幼
少
期
を
日
本
で
過
ご
し
た
の
だ
か
ら
、
最

初
に
覚
え
た
言
葉
①
は
、
日
本
語
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
最
も
よ
く
で
き
る
言
葉
②
、
も
っ
と
も
ひ
ん
ぱ
ん
に
使
う
言
葉
③
は
お
そ
ら
く
英
語
だ
ろ
う
。
④
の
内
的
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
よ
り
強
く
か
か
わ
る
言
語
は
本
人
に
聞
か
な
け
れ
ば
確
実
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
作
品
の
内
容
か
ら
判
断
し
て
お
そ
ら
く
日
本
語
で
は
な
く

英
語
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
⑤
の
外
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
他
者
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
生
い
立
ち

や
名
前
、
（
５
）
風
貌 

に
よ
っ
て
、
日
本
語
が
で
き
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
カ
ズ
オ
・
イ
シ
グ
ロ
に
と
っ
て
、
①
と
⑤
は
日

本
語
、
そ
れ
以
外
の
②
③
④
は
英
語
と
な
る
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
彼
に
と
っ
て
日
本
語
は
フ
ラ
ン
ス
語
や
ド
イ
ツ
語
と
同
じ
よ
う
な
外
国
語
の
一
つ
に

過
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
あ
ま
り
使
わ
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
幼
少
期
や
渡
英
後
の
数
年
間
、
英
語
を
習
得
し
て
英
語
の
方
が
日
本
語
よ
り
も
強
い
言
語
と

な
る
ま
で
の
間
、
彼
の
認
知
の
土
台
と
な
っ
た
の
は
日
本
語
に
違
い
な
い
し
、
家
族
と
の
絆
、
ル
ー
ツ
に
つ
な
が
る
言
語
で
あ
る
た
め
、
日
本
語
に
対
し
て
他
の
外
国

語
と
は
異
な
る
思
い
を
抱
い
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
多
言
語
を
使
っ
て
生
活
す
る
人
々
の
言
語
の
力
は
、
時
間
の
経

過
や
環
境
に
よ
り
変
化
し
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
と
深
く
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 

 

ろ
う
の
人
々
に
話
を
戻
そ
う
。
「
日
本
手
話
」
は
、
日
本
に
住
む
ろ
う
の
人
々
の
間
で
自
然
に
生
ま
れ
た
自
然
言
語
で
、
日
本
に
住
む
ろ
う
の
人
々
の
母
語
で
あ
る

と
言
え
る
。
手
話
に
は
も
う
一
つ
、
音
声
日
本
語
に
合
わ
せ
て
手
話
を
当
て
た
「
日
本
語
対
応
手
話
」
と
言
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
ろ
う
の
人
々
に
と
っ
て
は
全
く

別
の
言
語
で
あ
る
。
世
界
に
は
、
そ
の
国
の
ろ
う
の
人
々
の
間
で
使
用
さ
れ
る
四
百
以
上
の
手
話
が
あ
り
、
独
自
の
文
法
構
造
を
も
ち
、
音
声
言
語
と
は
異
な
る
言
語

で
あ
る
。
世
界
中
の
手
話
は
、
単
な
る
身
振
り
で
は
な
く
、
言
語
学
的
に
も
音
声
言
語
と
対
等
な
「
言
語
」
の
一
つ
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
公
用
語
と
認
め
て
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い
る
国
も
多
い
。
し
か
し
、
日
本
は
障
害
者
基
本
法
に
お
い
て
手
話
を
言
語
と
し
て
認
め
て
い
る
（
内
閣
府 

二
〇
一
三
）
も
の
の
、
こ
れ
を
公
用
語
と
し
て
定
め
る
具

体
的
な
法
律
は
ま
だ
な
い
。
ろ
う
の
「
母
語
」
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
デ
フ
フ
ァ
ミ
リ
ー
に
生
ま
れ
た
場
合
、
①
最
初
に
習
得
し
た
言
語
は
、
手
話
と
な
る
が
、
デ

フ
フ
ァ
ミ
リ
ー
に
生
ま
れ
た
の
で
な
い
場
合
は
、
手
話
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
②
最
も
よ
く
使
う
こ
と
の
で
き
る
言
語
は
、
ろ
う
者
の
場
合
、
手
話
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
そ
の
た
め
に
は
多
く
の
条
件
が
整
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
③
よ
く
話
す
言
語
が
何
で
あ
る
か
は
、
学
校
や
生
活
環
境
に
よ
っ
て
違
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
獲
得
に
密
接
に
か
か
わ
る
と
い
う
点
で
は
、
④
内
的
に
も
、
⑤
外
的
に
も
、
そ
れ
は
手
話
で
あ
る
は
ず
だ
。 

 

 

で
は
、
ろ
う
の
人
々
は
、
ど
の
よ
う
に
母
語
を
獲
得
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
聴
こ
え
る
子
ど
も
の
場
合
、
（Ⅱ

） 

ケ
ア
を
し
て
く
れ
る
人
の
言
葉
が
母
語
と
な
る
。
日

本
語
母
語
話
者
に
育
て
ら
れ
た
子
ど
も
の
最
初
に
接
す
る
言
葉
は
日
本
語
で
あ
る
か
ら
、
通
常
は
日
本
語
が
母
語
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
、
デ
フ
フ
ァ
ミ
リ
ー
で
は
、

手
話
が
家
族
の
言
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
子
ど
も
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
「
日
本
手
話
」
に
接
し
な
が
ら
育
つ
。
聴
こ
え
る
家
族
と
違
っ
て
、
母
子
の
関
係
や

家
族
の
会
話
は
全
て
手
話
で
行
わ
れ
る
。
乳
児
は
、
最
初
は
見
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
も
、
次
第
に
手
話
で
話
せ
る
よ
う
に
な
る
。
近
年
の
研
究
で
は
人
間
の
脳
は

3

歳
ま
で
に
80

％
が
発
達
す
る
た
め
幼
児
教
育
の
大
切
さ
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
文
化
の
習
得
も
幼
児
期
が
肝
要
で
、
5

歳
ま
で
に
母
文
化
を
習
得
す
る
と

言
わ
れ
て
い
る
。
脳
の
発
達
を
支
え
る
の
は
視
覚
や
聴
覚
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
言
語
の
役
割
も
い
か
に
大
き
い
か
想
像
に
難
く
な
い
。
虐
待
な
ど
に
よ
っ
て
認
知

的
な
発
達
が
遅
れ
、
言
葉
の
習
得
も
遅
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
幼
児
期
の
環
境
が
脳
の
発
達
に
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
持
つ
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。 

 

（ 

え 

）
、
聴
こ
え
る
親
を
持
つ
ろ
う
の
子
ど
も
た
ち
の
場
合
、
彼
ら
の
親
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
手
話
は
ろ
う
者
と
の

接
触
で
覚
え
る
と
な
る
と
、
ろ
う
学
校
に
入
る
ま
で
手
話
に
接
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
親
は
い
か
に
し
て
母
子
の
関
係
を
築
き
、
子
ど
も
た
ち
の
認
知

的
発
達
を
支
え
る
の
か
は
大
変
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
聴
こ
え
る
親
も
手
話
を
習
っ
て
子
ど
も
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
理
想
で
あ
る
が
、
保
護
者
へ

の
支
援
が
行
き
届
い
て
な
い
の
が
現
状
だ
。 
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「
し
ゅ
わ
ま
る
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
。
神
奈
川
県
聴
覚
障
が
い
児
等
手
話
言
語
獲
得
支
援
事
業
で
、
「
き
こ
え
な
い
・
き
こ
え
に
く
い
子
ど
も
が
手
話
を
獲

得
す
る
た
め
の
場
」
と
し
て
二
〇
二
〇
年
に
誕
生
し
た
。
月
に
一
回
の
対
面
で
の
教
室
と
、
月
に
一
回
映
像
を
配
信
し
て
、
手
話
で
の
子
育
て
を
支
援
し
て
い
る
。
具

体
的
に
は
、
聴
こ
え
の
よ
く
な
い
子
ど
も
と
ど
う
触
れ
合
う
か
、
手
話
を
交
え
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
の
方
法
な
ど
を
実
際
に
子
ど
も
と
の
活

動
を
通
し
て
学
ぶ
場
と
な
っ
て
い
る
。
子
ど
も
の
聴
こ
え
が
悪
く
て
も
親
に
で
き
る
こ
と
は
あ
り
、
日
々
の
生
活
の
中
で
子
ど
も
の
成
長
を
支
え
て
い
く
方
法
を
ろ
う

の
人
々
が
中
心
に
な
っ
て
、
聴
親
に
教
え
て
く
れ
る
。
さ
ら
に
、
（Ⅲ

）
「
し
ゅ
わ
ま
る
」
の
よ
う
な
事
業
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
に
つ
い
て
保
護
者
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
と
い
う
役
割
を
担
う
だ
け
で
は
な
く
、
ろ
う
文
化
と
の
接
触
の
意
義
を
知
ら
し
め
る
と
い
う
大
切
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。 

 

さ
て
、
学
齢
期
の
ろ
う
の
子
ど
も
は
ど
の
よ
う
な
教
育
を
受
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
ろ
う
教
育
が
進
ん
で
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
教
育
を
見
て
み
よ
う
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
な
ど
で
は
、
口
話
法
は
19

世
紀
末
に
導
入
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
世
界
中
で
長
ら
く
ろ
う
教
育
の
教
育
方
法
と
し
て
主
流
と
な
っ
て
い
た
。
学
校
で
は
手
話

は
禁
じ
ら
れ
、
唇
の
動
き
を
読
み
、
音
声
言
語
の
調
音
の
習
得
を
目
標
と
す
る
。
し
か
し
、
口
話
法
は
習
得
に
多
大
な
時
間
と
労
力
、
厳
し
い
訓
練
が
必
要
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
到
達
レ
ベ
ル
と
し
て
年
齢
相
応
の
も
の
に
達
す
る
人
は
少
数
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
欧
州
の
研
究
で
は
、
書
記
言
語
の
読
解
力
の
到
達
レ

ベ
ル
が
最
終
的
に
小
学
校
4

年
生
レ
ベ
ル
で
あ
る
と
い
う
報
告
が
出
さ
れ
た
。
小
学
校
4

年
で
の
学
業
の
つ
ま
ず
き
は
、
「
9

歳
の
壁
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
、
小
学
校
4

年
生
く
ら
い
で
成
績
が
伸
び
悩
む
子
ど
も
た
ち
が
聴
こ
え
の
度
合
い
に
関
係
な
く
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
時
期

を
境
に
学
力
に
秀
で
た
子
ど
も
と
そ
う
で
な
い
子
ど
も
の
差
が
大
き
く
な
る
こ
と
を
指
す
。
な
ぜ
そ
の
時
期
を
境
に
学
力
に
差
が
出
る
か
と
い
う
と
、
小
学
校
低
学
年

ま
で
の
学
習
に
比
べ
、
そ
れ
以
降
は
内
容
が
複
雑
で
難
し
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
小
学
校
の
低
学
年
は
読
み
書
き
の
基
礎
を
作
る
時
期
で
あ
る
が
、
4

年
生
く
ら
い

か
ら
よ
り
高
度
な
教
科
内
容
と
な
っ
て
い
く
。
（ 

お 

）
、
語
彙
や
概
念
の
抽
象
度
が
高
く
な
っ
て
い
く
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ろ
う
・
難
聴
の
子
ど
も
の
読
解
力
を
伸

ば
す
に
は
、
彼
ら
が
完
全
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
母
語
＝
手
話
に
よ
る
教
育
の
方
が
有
効
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
た
。
そ
の
結
果
、
欧
米
で
は
90

年
代

よ
り
「
手
話
」
を
学
校
言
語
に
用
い
た
教
育
が
な
さ
れ
て
き
た
。
手
話
で
書
記
言
語
を
学
ぶ
こ
と
を
「
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
ろ
う
教
育
」
と
い
う
。 
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一
方
、
日
本
に
お
け
る
戦
後
の
ろ
う
教
育
は
、
唇
の
動
き
を
読
む
（
読
話
）
「
純
粋
口
話
法
」
の
時
代
か
ら
、
補
聴
器
や
人
工
内
耳
を
使
用
し
て
残
存
聴
力
を
活
用

し
た
「
聴
覚
口
話
法
」
へ
と
発
展
し
て
き
た
。
そ
し
て
聴
覚
だ
け
で
は
な
く
使
え
る
手
段
は
な
ん
で
も
使
っ
て
言
語
を
教
え
る
「
ト
ー
タ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
―
シ
ョ
ン
」

と
い
う
考
え
方
か
ら
、
日
本
語
を
手
指
で
表
現
し
た
「
日
本
語
対
応
手
話
」
が
誕
生
し
、
公
立
ろ
う
学
校
の
教
育
方
法
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ろ
う
学
校

内
部
で
も
口
話
法
が
万
能
で
は
な
い
と
考
え
る
人
々
も
い
て
、
公
立
ろ
う
学
校
で
も
「
手
話
」
が
併
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
二
〇
〇
九
年
に
は
文
部
科
学
省
が
学
習

指
導
要
領
を
改
訂
し
て
、
ろ
う
学
校
で
「
手
話
」
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
手
話
禁
止
か
ら
70

年
を
経
て
の
こ
と
だ
と
い

う
。 

 

生
徒
た
ち
は
、
生
徒
同
士
の
会
話
で
は
「
日
本
手
話
」
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
。
「
日
本
手
話
」
は
ろ
う
と
の
接
触
な
し
に
は
習
得
で
き
な
い
た
め
、
ろ

う
の
親
を
持
つ
（
デ
フ
フ
ァ
ミ
リ
ー
）
の
子
ど
も
で
な
い
限
り
、
学
校
に
入
っ
て
か
ら
習
得
す
る
こ
と
が
多
い
。
欧
米
で
は
90

年
代
か
ら
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
ろ
う
教
育

が
主
流
と
な
る
中
、
日
本
で
は
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
ろ
う
教
育
と
い
う
、
「
手
話
」
と
「
書
記
日
本
語
」
の
習
得
を
目
指
す
教
育
方
法
へ
の
（
オ
）
て
ん
か
ん 

は
な
さ
れ
な

か
っ
た
。
二
〇
〇
八
年
に
設
立
さ
れ
た
私
立
明
晴
学
園
が
、
日
本
で
唯
一
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
ろ
う
教
育
を
行
う
学
校
で
、
「
第
一
言
語
（
母
語
）
と
し
て
の
日
本
手
話
、

第
二
言
語
と
し
て
の
書
記
日
本
語
を
身
に
つ
け
、
日
本
手
話
と
書
記
日
本
語
を
使
用
す
る
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
と
し
て
育
成
す
る
」
「
ろ
う
者
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
（
自
己
肯
定
感
）
を
育
成
す
る
と
と
も
に
、
聴
文
化
の
理
解
と
尊
重
す
る
態
度
を
身
に
つ
け
る
」
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
幼
稚
部
、
小
学
部
、
中
学
部
か
ら
な
り
、

日
本
手
話
を
用
い
た
教
育
を
行
な
っ
て
い
る
。 

 

筆
者
も
実
際
に
明
晴
学
園
を
訪
問
す
る
機
会
を
得
た
。
校
内
に
入
っ
た
と
き
の
印
象
は
、
普
通
の
学
校
と
な
ん
ら
変
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
至
る
所
に
校
内
ル

ー
ル
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
が
日
本
語
で
書
い
て
貼
っ
て
あ
っ
た
。
英
語
や
国
語
の
時
間
も
、
手
話
に
よ
る
説
明
や
発
表
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
、
板
書
で

は
日
本
語
や
英
語
が
使
わ
れ
る
。
な
ん
と
い
っ
て
も
子
ど
も
た
ち
の
表
情
が
生
き
生
き
と
し
て
活
発
に
手
を
あ
げ
て
発
言
し
て
い
る
の
が
印
象
的
だ
っ
た
。
普
通
の
学

校
と
の
違
い
は
、
子
ど
も
た
ち
が
前
を
向
い
て
座
る
の
で
は
な
く
、
お
互
い
の
手
話
に
よ
る
発
表
が
見
え
る
よ
う
に
輪
に
な
っ
て
座
っ
て
い
る
こ
と
、
静
か
な
こ
と
、
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ド
ア
が
な
い
こ
と
だ
ろ
う
か
。
机
を
ず
ら
し
た
り
、
落
と
し
た
も
の
を
拾
っ
た
り
す
る
物
音
は
聴
こ
え
る
が
、
子
ど
も
た
ち
の
声
は
全
く
聴
こ
え
な
い
の
で
あ
る
。
明

晴
学
園
で
は
、
認
知
的
な
発
達
だ
け
で
な
く
、
ろ
う
文
化
の
教
育
、
ろ
う
者
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
し
っ
か
り
育
っ
て
い
る
こ
と
を
、
授
業
中
や
休
み
時
間

の
様
子
か
ら
感
じ
た
も
の
だ
。 

 

一
九
九
五
年
に
木
村
晴
美
・
市
田
泰
弘
に
よ
っ
て
、
「
ろ
う
文
化
宣
言
」
と
い
う
論
文
が
世
に
で
て
、
初
め
て
「
ろ
う
」
に
は
ろ
う
の
価
値
観
や
考
え
方
、
行
動
パ

タ
ー
ン
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
事
実
が
宣
言
さ
れ
た
。
社
会
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
が
存
在
す
る
。
身
体
的
な
特
徴
に
加
え
、
言
語
や
国

籍
、
出
身
地
、
職
業
、
世
代
、
性
な
ど
に
よ
り
文
化
的
多
様
性
を
認
め
合
え
る
よ
う
な
社
会
を
目
指
す
の
が
多
文
化
共
生
の
方
向
で
あ
ろ
う
。
「
ろ
う
文
化
宣
言
」
か

ら
四
半
世
紀
が
過
ぎ
、
世
の
中
の
常
識
は
か
な
り
変
化
し
た
よ
う
に
思
う
が
、
「
ろ
う
・
難
聴
」
の
人
々
の
文
化
に
対
す
る
理
解
は
ま
だ
ま
だ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。 今

日
、
教
育
の
現
場
で
は
、
障
が
い
が
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
障
が
い
を
持
つ
者
も
通
常
学
級
の
構
成
員
と
し
て
包
み
、
支
え
よ
う

と
い
う
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
の
立
場
が
推
進
さ
れ
て
い
る
。
手
話
に
よ
る
教
育
を
行
お
う
と
す
る
明
晴
学
園
の
教
育
方
針
は
、
こ
う
し
た
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
の
流
れ
に
逆

行
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
（Ⅳ

）
聴
者
の
世
界
と
ろ
う
の
世
界
を
つ
な
い
で
い
く
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
際
ど
う

し
て
も
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
側
の
ろ
う
を
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
あ
る
「
健
聴
者
」
の
方
へ
と
近
づ
け
よ
う
と
す
る
発
想
に
な
り
が
ち
で
あ
り
、 

そ
こ
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
よ

う
に
思
う
。 

 

近
年
は
人
工
内
耳
の
急
速
な
発
達
を
受
け
て
、
早
期
の
人
工
内
耳
装
着
の
手
術
が
進
め
ら
れ
、
通
常
学
級
で
の
教
育
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
る
。
医
療
の

発
展
自
体
に
反
対
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
聴
こ
え
の
度
合
い
は
個
人
差
も
大
き
く
、
人
工
内
耳
に
よ
る
効
果
も
一
律
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
手
話
の
使
用
が
音
声
言
語
の
習
得
の
妨
げ
に
な
る
と
主
張
す
る
グ
ル
ー
プ
も
現
れ
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
時
代
の
趨
勢
の
背
景
に
は
、
手
話
が
一
つ
の
独
立

し
た
言
語
で
あ
り
、
ろ
う
文
化
に
は
固
有
の
存
在
意
義
が
あ
る
と
い
う
理
解
が
十
分
に
行
き
渡
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
指
摘
し
た
時
代
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の
趨
勢
は
世
界
的
な
も
の
で
、
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ろ
う
学
校
が
閉
鎖
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
教
育
現
場
は
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
の
方
向
へ
と
急
速
に
舵
が
切
ら
れ

つ
つ
あ
る
。
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ろ
う
の
人
々
の
言
語
や
文
化
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
る

こ
と
を
願
い
た
い
。 

 

（
注
１
） 

世
界
保
健
機
関
（W

H
O

）
に
よ
る
と
、
81

デ
シ
ベ
ル
以
上
の
大
き
な
音
が
聴
こ
え
な
い
人
を
重
度
難
聴
者
と
定
義
す
る
。
「
ろ
う
」
は
、
100

デ
シ
ベ
ル
が
聴 

こ
え
な
い
、
日
常
の
音
が
ほ
ぼ
聴
こ
え
な
い
状
態
で
、
生
ま
れ
つ
き
そ
う
し
た
障
が
い
を
持
っ
た
人
を
指
す
。 

（
注
２
） 

聴
覚
に
障
が
い
が
な
い
人
の
こ
と
を
「
健
聴
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
呼
び
方
に
は
、
聴
覚
に
障
が
い
を
持
つ
人
を
耳
が
異
常
な
人
と
見
な
す
差
別
意 

識
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
聴
覚
に
障
が
い
が
な
い
人
の
こ
と
を
「
聴
こ
え
る
人
」
ま
た
は
「
聴
者
」
と
表
記
す
る
。 

   

問
一 

 

傍
線
部
（
１
）
か
ら
（
５
）
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。
（
配
点
各
一
点
） 

  

問
二 

 

傍
線
部
（
ア
）
か
ら
（
オ
）
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。
（
配
点
各
一
点
） 
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問
三 

 

傍
線
部
（
あ
）
か
ら
（
お
）
の
空
欄
に
入
る
語
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
し
な
さ
い
。
な
お
、
同
じ
語
が
二
度
用
い
ら
れ

る
こ
と
は
な
い
も
の
と
す
る
。
（
配
点
各
一
点
） 

 

Ａ 

で
は 

Ｂ 

一
方 

Ｃ 

と
こ
ろ
で 

Ｄ 

そ
し
て 

Ｅ 

し
か
し 

  

問
四 

 

傍
線
部
（Ⅰ

）
そ
の
よ
う
な
多
言
語
社
会
に
暮
ら
す
人
々
に
と
っ
て
、
言
語
能
力
は
年
齢
や
生
活
と
と
も
に
変
化
し
、
受
け
た
教
育
に
よ
っ
て
も
大
き
な
影

響
を
被
る
、
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
し
な
さ
い
。
（
配
点
五
点
） 

 

Ａ 

大
学
時
代
に
学
ん
だ
外
国
語
は
、
長
い
間
使
わ
な
く
て
も
、
忘
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。 

Ｂ 

母
語
と
言
語
の
系
統
が
近
し
い
言
語
は
忘
れ
に
く
い
が
、
系
統
の
異
な
っ
た
言
語
は
忘
れ
や
す
い
。 

Ｃ 

外
国
に
移
住
し
た
子
ど
も
は
、
滞
在
年
数
が
長
く
な
る
と
、
母
語
を
保
持
す
る
こ
と
は
難
し
い
。 

Ｄ 

多
言
語
社
会
で
暮
ら
す
人
は
、
複
数
の
言
語
を
習
得
す
る
能
力
を
有
し
て
い
る
。 
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Ｅ 

外
国
に
住
ん
で
そ
の
国
の
言
葉
を
習
得
し
て
も
、
大
人
な
ら
ば
決
し
て
母
語
を
忘
れ
な
い
も
の
だ
。 

  

問
五 

 

傍
線
部
（Ⅱ

）
ケ
ア
を
し
て
く
れ
る
人
の
言
葉
が
母
語
と
な
る  

に
つ
い
て
、
筆
者
の
意
見
と
は
異
な
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記

し
な
さ
い
。
（
配
点
五
点
） 

 

Ａ 

虐
待
を
受
け
、
人
と
の
親
密
な
接
触
に
乏
し
い
子
ど
も
は
母
語
の
発
達
に
お
い
て
も
支
障
が
出
る
。 

Ｂ 

手
話
は
、
ろ
う
の
親
か
ら
生
ま
れ
た
子
ど
も
、
つ
ま
り
コ
ー
ダ
の
母
語
に
は
な
り
得
な
い
。 

Ｃ 

全
員
が
ろ
う
の
家
族
、
つ
ま
り
デ
フ
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
子
ど
も
の
母
語
は
、
手
話
で
あ
る
。 

Ｄ 

言
語
を
習
得
す
る
時
期
に
育
て
て
く
れ
た
人
の
言
葉
は
何
語
で
あ
っ
て
も
習
得
で
き
る
。 

Ｅ 

聴
こ
え
る
親
に
育
て
ら
れ
た
ろ
う
の
子
ど
も
の
母
語
は
手
話
で
は
な
い
。 

  

問
六 

 

傍
線
部
（Ⅲ

）
「
し
ゅ
わ
ま
る
」
の
よ
う
な
事
業
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
に
つ
い
て
保
護
者
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
と
い
う
役
割
を
担
う
だ
け
で
は
な

く
、
ろ
う
文
化
と
の
接
触
の
意
義
を
知
ら
し
め
る
と
い
う
大
切
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
も
言
え
る
、
と
い
う
主
張
の
理
由
に
つ
い
て
、
筆
者
の
意
見
と
し
て
最
も

適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
し
な
さ
い
。
（
配
点
五
点
） 
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Ａ 

ろ
う
の
大
人
が
保
護
者
に
対
し
て
日
本
語
対
応
手
話
を
教
え
て
く
れ
る
か
ら
。 

Ｂ 
ろ
う
学
校
に
入
学
す
る
以
前
の
子
ど
も
に
は
認
知
的
な
発
達
に
対
す
る
サ
ポ
ー
ト
は
必
要
な
い
か
ら
。 

Ｃ 

ろ
う
の
９
割
は
聴
こ
え
る
親
の
元
に
生
ま
れ
る
た
め
、
口
話
を
習
得
す
べ
き
だ
か
ら
。 

Ｄ 

手
話
や
ろ
う
文
化
に
つ
い
て
親
が
理
解
す
る
こ
と
が
子
育
て
に
役
立
つ
か
ら
。 

Ｅ 

聴
こ
え
る
家
族
の
文
化
を
き
ち
ん
と
教
え
る
た
め
に
手
話
を
習
得
す
べ
き
だ
か
ら
。 

  

問
七 

 

筆
者
は
、
ろ
う
・
難
聴
者
に
と
っ
て
の
「
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
ろ
う
教
育
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
見
な
し
て
い
る
か
。
筆
者
の
見
解
を
六
〇
〜
七
〇
字
で
要
約

し
な
さ
い
。
（
配
点
五
点
） 

  

問
八 

 

傍
線
部
（Ⅳ

）
聴
者
の
世
界
と
ろ
う
の
世
界
を
つ
な
い
で
い
く
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
際
ど
う
し
て
も
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
側
の
ろ
う
を
マ
ジ

ョ
リ
テ
ィ
で
あ
る
「
健
聴
者
」
の
方
へ
と
近
づ
け
よ
う
と
す
る
発
想
に
な
り
が
ち
で
あ
り
、 

そ
こ
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
、
と
い
う
文
に
つ
い
て
、
ま
ず

（
１
）
筆
者
の
主
張
の
意
味
を
六
〇
〜
七
〇
字
で
説
明
し
た
上
で
、
次
に
（
２
）
筆
者
の
意
見
に
対
す
る
あ
な
た
の
考
え
を
、
理
由
を
挙
げ
、
一
〇
〇
〜
一
二
〇
字
で

述
べ
な
さ
い
。
（
配
点
十
五
点
） 

  


