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「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
と
は
何
か

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
、「
伝
統
的
な
言
語
文

化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」が
設
け
ら
れ
た
。

『「
A
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
B
書
く
こ
と
」
及

び
「
C
読
む
こ
と
」
の
指
導
を
通
し
て
、
次
の
事
項

に
つ
い
て
指
導
す
る
。』
と
あ
る
。「
国
語
の
特
質
に

関
す
る
事
項
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
指
導
要
領
の
「
言

語
事
項
」
に
相
当
す
る
が
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」

と
は
何
か
。

　

最
初
の
小
学
校
第
1
学
年
・
第
2
学
年
の
指
導
す

る
事
項
に
は
、「
昔
話
や
神
話
・
伝
承
な
ど
の
本
や

文
章
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
い
た
り
、
発
表
し
合
っ
た

り
す
る
こ
と
。」
と
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
記
述
に
違

和
感
を
お
ぼ
え
、
つ
ま
ず
い
て
し
ま
う
。
実
際
の
教

室
で
は
「
昔
話
や
神
話
・
伝
承
な
ど
の
本
や
文
章
」

を
使
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
し
て
も
、
本
来
、
昔
話
や

神
話
・
伝
承
は
口
承
の
も
の
だ
か
ら
、「
本
や
文
章
」

で
は
な
い
。（
学
習
指
導
要
領
解
説
で
は
、「
児
童
の

発
達
の
段
階
や
初
め
て
古
典
を
学
習
す
る
こ
と
を
考

慮
し
、
易
し
く
書
き
換
え
ら
れ
た
も
の
を
取
り
上
げ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。」
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
。）

　

昔
話
は
、
文
字
を
も
た
な
い
庶
民
が
語
り
伝
え
て

き
た
も
の
で
、
江
戸
の
赤
本
な
ど
で
の
再
話
を
別
に

す
れ
ば
、
昔
話
が
文
字
と
し
て
記
録
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
の
は
、
近
代
以
降
だ
ろ
う
。
関
敬
吾
他
編
『
日

本
昔
話
大
成
』
別
巻
・
資
料
編
（
角
川
書
店
、

一
九
八
〇
年
）
の
「
地
域
・
県
別
資
料
集
目
録
」
を

見
る
と
、
文
字
化
さ
れ
、
刊
行
さ
れ
た
、
も
っ
と
も

古
い
資
料
は
、
一
九
一
一
年
の
石
井
研
堂
『
日
本
全

国
国
民
童
話
』（
同
文
館
）
あ
た
り
の
よ
う
だ
。

　

日
本
の
神
話
は
、
早
い
時
期
に
、『
古
事
記
』

（
七
一
二
年
）、『
日
本
書
紀
』（
七
二
〇
年
）
や
『
風

土
記
』
と
い
っ
た
書
物
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ

も
、
も
と
も
と
は
口
承
の
も
の
だ
。
だ
い
た
い
、
漢

字
が
輸
入
さ
れ
る
前
は
、
私
た
ち
の
祖
先
は
文
字
を

も
た
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
日
本
に
漢
字
が
入
っ

て
き
た
の
は
、
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
の
は
じ
め
ご

ろ
だ
と
い
う
（
樺
島
忠
夫
『
日
本
の
文
字
』
岩
波
新

書
、
一
九
七
九
年
）。
こ
の
漢
字
を
も
と
に
、
平
仮

名
も
片
仮
名
も
作
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
文
化
人

類
学
者
は
、「
文
字
を
用
い
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は

い
ま
も
用
い
て
い
な
い
社
会
は
、
世
界
に
数
多
い
。

言
語
は
人
類
に
普
遍
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
文

字
は
少
し
も
普
遍
的
で
は
な
い
。」（
川
田
順
造
『
無

文
字
社
会
の
歴
史
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
と

い
う
が
、日
本
も
か
つ
て
は
無
文
字
の
社
会
だ
っ
た
。

無
文
字
の
社
会
で
は
、
声
だ
け
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
、
声
だ
け
で
物
語
が
語
ら
れ
、
声

で
歴
史
が
語
り
伝
え
ら
れ
る
。

　

文
字
を
も
た
な
い
文
化
と
も
つ
文
化
を
、
そ
れ
ぞ

れ
「
声
の
文
化
」
と
「
文
字
の
文
化
」
と
呼
ぶ
の
は
、

W
-J
・
オ
ン
グ
『
声
の
文
化
と
文
字
の
文
化
』

（
一
九
八
二
年
／
桜
井
直
文
訳
、
藤
原
書
店
、

一
九
九
一
年
）
で
あ
る
。
口
頭
に
よ
る
表
現
は
、
語

る
そ
ば
か
ら
消
え
て
い
く
の
で
、
く
り
か
え
し
が
必

要
だ
し
、
短
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
語
っ
て

い
く
こ
と
は
で
き
て
も
、
長
い
物
語
を
ず
ー
っ
と
語

る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
短
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
連
ね

て
い
っ
て
、
結
果
と
し
て
長
い
物
語
に
な
る
こ
と
は

あ
る
に
し
て
も
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
声
の
文
化
」

（
オ
ン
グ
は
「
こ
と
ば
の
声
と
し
て
の
性
格
と
、
こ

と
ば
の
そ
う
し
た
性
格
を
中
心
に
形
成
さ
れ
て
い
る

文
化
」
と
す
る
）
が
「
文
字
の
文
化
」（
同
じ
く
「
文

字
を
使
い
こ
な
せ
る
能
力
と
、
そ
う
し
た
能
力
を
中

「
声
の
文
化
」と
し
て
の「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」

	

武
蔵
野
大
学
文
学
部	

宮
川　

健
郎

伝
統
的
な
言
語
文
化
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心
に
形
成
さ
れ
て
い
る
文
化
」）
よ
り
劣
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、た
だ
別
の
文
化
な
の
だ
。

む
し
ろ
、
書
く
こ
と
は
、
身
に
つ
い
た
「
声
の
文
化
」

の
再
構
成
を
せ
ま
り
、
私
た
ち
を
抑
圧
す
る
装
置
と

し
て
は
た
ら
く
。

　

昔
話
や
神
話
・
伝
承
が
口
承
の
も
の
、「
声
の
文

化
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
、
十
分
に
確
認
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」

の
教
育
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
か
ら
考
え

は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

可
変
的
な
テ
ク
ス
ト

「
声
の
文
化
」
が
生
み
出
す
口
承
の
テ
ク
ス
ト
の
特

徴
は
、
そ
れ
が
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
可
変
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
。

　

関
敬
吾
が
編
ん
だ
『
日
本
昔
話
大
成
』
全
一
〇
巻

（
角
川
書
店
、
一
九
七
八
〜
八
〇
年
）
を
ひ
ら
く
と
、

収
録
さ
れ
た
昔
話
一
つ
一
つ
の
全
国
に
お
け
る
分
布

が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
じ
昔
話
で
も
地
域

に
よ
っ
て
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
第
八
巻
『
笑
話
・
一
』
に
お
さ
め
ら

れ
た
「
団
子
聟
」。
い
わ
ゆ
る
「
だ
ん
ご
ど
っ
こ
い

し
ょ
」
で
あ
る
。
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
高
知
県

香
美
郡
の
話
だ
け
れ
ど
、
こ
の
話
は
、
鹿
児
島
県
か

ら
青
森
県
ま
で
、
全
国
に
広
く
分
布
し
て
い
る
。
高

知
県
香
美
郡
の
話
で
、
聟
は
「
だ
ん
ご
だ
ん
ご
」
と

お
い
し
か
っ
た
も
の
の
名
前
を
唱
え
な
が
ら
帰
る

が
、
途
中
で
小
さ
い
谷
を
渡
る
と
き
に
「
や
っ
こ
ら

し
ょ
」
と
い
っ
た
た
め
に
、唱
え
る
こ
と
ば
が
「
や
っ

こ
ら
し
ょ
、
や
っ
こ
ら
し
ょ
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
掛
け
声
は
、
大
分
県
速
見
郡
な
ら

「
ひ
ょ
っ
と
こ
せ
」、
佐
賀
県
東
松
浦
郡
な
ら
「
う
ん

と
こ
し
ょ
」、
福
岡
県
久
留
米
市
な
ら
「
ど
っ
こ
い

し
ょ
」
と
い
う
ふ
う
に
ち
が
い
が
あ
る
。
さ
ら
に
い

え
ば
、
同
じ
地
域
で
語
ら
れ
る
同
じ
話
で
も
、
語
り

手
に
よ
っ
て
ち
が
い
が
あ
る
だ
ろ
う
。
昔
話
は
、
語

り
手
と
聞
き
手
の
あ
い
だ
で
、
い
つ
で
も
作
り
変
え

ら
れ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
昔
話
は
、
可
変
的

な
テ
ク
ス
ト
な
の
だ
。

　

昔
話
に
か
ぎ
ら
ず
、「
声
の
文
化
」
が
生
成
す
る

テ
ク
ス
ト
が
可
変
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
落
語

の
こ
と
を
考
え
る
と
よ
く
わ
か
る
。
新
学
習
指
導
要

領
の
い
う
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
な
か
に
落
語

は
ふ
く
ま
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
行
の
小
中

学
校
の
国
語
の
教
科
書
に
は
、「
寿
限
無
」「
ぞ
ろ
ぞ

ろ
」「
饅
頭
こ
わ
い
」「
初
天
神
」
と
い
っ
た
落
語
が

学
習
材
化
さ
れ
て
い
る
。
落
語
も
ま
た
、
師
匠
か
ら

弟
子
へ
声
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
る
「
声
の
文
化
」
で

あ
る
。

　

落
語
の
世
界
に
「
三
遍
稽
古
」
と
い
う
こ
と
ば
が

あ
る
。
弟
子
が
新
し
い
噺
を
教
わ
る
と
き
、師
匠
は
、

弟
子
の
前
で
、（
た
ぶ
ん
間
を
お
い
て
）
三
回
、
そ

の
噺
を
演
ず
る
。
弟
子
は
、
メ
モ
を
と
っ
た
り
、
録

音
を
し
た
り
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
聞
く
。
三
回
、
噺
を

聞
い
た
あ
と
、
今
度
は
（
こ
れ
も
、
お
そ
ら
く
間
を

お
い
て
）、
弟
子
が
そ
の
噺
を
師
匠
の
前
で
演
ず
る
。

師
匠
が
聞
い
て
、
よ
し
と
許
し
が
得
ら
れ
れ
ば
、
弟

子
は
、
そ
の
噺
を
高
座
に
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
を
繰
り
返
し
て
、
弟
子
は
、
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を

増
や
し
て
い
く
の
だ
。

　

も
う
十
年
以
上
前
に
な
る
け
れ
ど
、
上
方
落
語
の

四
代
目
桂
文
我
さ
ん
（
口
さ
ば
き
の
き
れ
い
な
噺
を

な
さ
る
方
だ
）
と
、
あ
る
仕
事
を
と
お
し
て
知
り
合

い
に
な
っ
た
ば
か
り
の
こ
ろ
、
以
前
か
ら
疑
問
だ
っ

た
こ
と
を
お
聞
き
し
て
み
た
。

─
「
落
語
家
が
噺

を
お
ぼ
え
る
と
き
、
師
匠
の
語
る
一
言
一
句
を
そ
の

ま
ま
そ
っ
く
り
覚
え
る
ん
で
す
か
」
文
我
さ
ん
は
、

「
い
え
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
噺
の
骨
組
を
覚

え
る
ん
で
す
」
と
い
う
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
な

る
ほ
ど
。
私
は
、
文
学
研
究
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
、

弟
子
は
、
師
匠
の
噺
の
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
を
聞
く
の

で
は
な
く
、「
プ
ロ
ッ
ト
」
を
聞
き
と
ろ
う
と
す
る

ん
だ
な
と
考
え
た
。

「
ス
ト
ー
リ
ー
」
と
「
プ
ロ
ッ
ト
」、
簡
単
な
国
語

辞
典
に
は
、
ど
ち
ら
も
、「
話
の
筋
」
と
い
う
意
味

が
記
さ
れ
て
い
る
。「
ス
ト
ー
リ
ー
」と「
プ
ロ
ッ
ト
」

を
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
例
を
あ
げ
る
の
は
、
E
・

M
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
『
小
説
と
は
何
か
』（
一
九
二
七

年
／
米
田
一
彦
訳
、
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
社
、
一
九
六
九
年
）

だ
。「
王
が
亡
く
な
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
王
妃
が
亡
く

な
ら
れ
た
。」が
ス
ト
ー
リ
ー
、「
王
が
亡
く
な
ら
れ
、
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そ
れ
か
ら
王
妃
が
悲
し
み
の
あ
ま
り
亡
く
な
ら
れ

た
。」
が
プ
ロ
ッ
ト
だ
と
い
う
。
ス
ト
ー
リ
ー
が
事

柄
の
羅
列
で
あ
る
の
に
対
し
、
プ
ロ
ッ
ト
は
、
事
柄

相
互
の
因
果
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
聞
き
手

の
立
場
で
い
え
ば
、「
そ
れ
か
ら
？
」
と
た
ず
ね
て

い
く
の
が
ス
ト
ー
リ
ー
、「
な
ぜ
？
」「
ど
う
し
て
？
」

と
問
う
て
い
く
の
が
プ
ロ
ッ
ト
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

　

三
遍
稽
古
の
場
で
、弟
子
は
、師
匠
の
噺
の
ス
ト
ー

リ
ー
で
は
な
く
プ
ロ
ッ
ト
を
聞
い
て
い
く
の
だ
ろ

う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
桂
文
我
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ

る
「
噺
の
骨
組
」
を
体
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
し
て
、
噺
の
肉
付
け
は
、
弟
子
の
工
夫
に
ゆ
だ
ね

ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
師
匠
か
ら
教
わ
っ
た
噺
も
、

弟
子
に
独
特
の
味
わ
い
を
そ
な
え
て
い
く
こ
と
に
な

る
の
だ
。
落
語
「
芝
浜
」
の
名
演
で
知
ら
れ
た
、
三

代
目
桂
三
木
助
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
青
木
一
雄
ア
ナ
ウ
ン

サ
ー
と
の
対
談
で
こ
ん
な
ふ
う
に
い
っ
た
こ
と
が
あ

る
。『

話
は
、
詳
し
く
教
わ
っ
ち
ゃ
、
本
当
は
い
け
な

い
。
骨
だ
け
教
わ
る
と
い
う
も
ん
で
ね
、
幹
だ
け

ね
。
あ
と
の
枝
葉
は
、
自
分
で
つ
け
て
行
く
の
で

す
よ
。
で
す
か
ら
、昔
の
人
で
噺
を
教
わ
っ
て
も
、

そ
の
ま
ま
や
ん
な
い
で
、
半
年
位
は
う
っ
ち
ゃ
っ

て
お
い
て
か
ら
、
今
度
そ
の
話
を
思
い
出
す
と
、

荒
骨
だ
け
は
覚
え
て
い
る
け
れ
ど
も
小
骨
は
忘
れ

ち
ゃ
っ
て
全
然
判
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
今
度
は
自

分
の
力
で
そ
こ
へ
肉
を
つ
け
て
行
く
、
そ
う
す
る

と
本
当
に
自
分
の
芸
に
な
る
と
い
う
の
で
す
よ
。

だ
か
ら
何
で
す
わ
ね
、
五
人
が
や
れ
ば
五
人
と
も

骨
は
同
じ
だ
け
れ
ど
も
、随
分
違
う
。』（
対
談
「
マ

イ
ク
は
な
れ
て
」、『
放
送
文
化
』
一
九
五
七
年
七

月
）

　

ま
た
、
プ
ロ
ッ
ト
（
噺
の
骨
組
）
さ
え
つ
か
ま
え

ら
れ
れ
ば
、
同
じ
噺
で
も
、
寄
席
の
よ
う
す
に
よ
っ

て
、長
く
た
っ
ぷ
り
と
演
じ
る
こ
と
も
、短
く
さ
ら
っ

と
や
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
ん
な
ふ
う
だ
か
ら
、
落

語
も
ま
た
、
可
変
的
な
テ
ク
ス
ト
だ
と
い
え
る
。

　

昔
話
に
し
ろ
神
話
に
し
ろ
、
そ
し
て
、
落
語
に
し

ろ
、「
声
の
文
化
」
の
口
承
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
は
、

語
り
手
や
聞
き
手
の
状
況
に
よ
っ
て
作
り
変
え
ら
れ

る
可
能
性
を
い
つ
も
も
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
新

学
習
指
導
要
領
の
い
う
「
本
や
文
章
」
は
、
固
定
的

な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
昔
話
や
神
話
や
、
そ
し
て
落

語
も
、
本
に
し
た
り
、
教
科
書
に
の
せ
た
り
し
た
場

合
は
、
い
つ
読
ん
で
も
同
じ
本
文
に
固
定
さ
れ
て
し

ま
う
。「
本
や
文
章
」
を
使
う
に
し
て
も
、
ほ
ん
と

う
な
ら
、
作
り
変
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
だ

と
わ
か
っ
て
お
き
た
い
。

　

つ
い
最
近
、『
読
売
新
聞
』
紙
上
（
二
〇
〇
九
年

七
月
六
日
付
）
に
「
第
五
八
回
読
売
教
育
賞
」
が
発

表
さ
れ
て
い
る
の
を
読
ん
だ
。
国
語
教
育
部
門
の
最

優
秀
賞
を
受
け
た
の
は
、
千
葉
大
学
教
育
学
部
附
属

小
学
校
教
諭
の
大
木
圭
さ
ん
の
実
践
「
読
み
聞
か
せ

か
ら
始
め
る
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
指
導
」だ
。「
昔

話　

自
分
な
り
に
伝
え
る
」
と
い
う
見
出
し
で
、
実

践
の
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。そ
の
一
部
を
引
く
。

『
小
学
1
年
の
学
級
で
数
種
類
の
「
桃
太
郎
」
を

読
み
聞
か
せ
、
そ
れ
を
自
分
な
り
の
「
桃
太
郎
」

と
し
て
幼
稚
園
児
に
語
り
伝
え
る
活
動
に
取
り
組

ま
せ
た
。
児
童
は
口
承
文
芸
と
し
て
の
昔
話
本
来

の
お
お
ら
か
さ
、
昔
話
ら
し
さ
を
体
得
し
た
。』

　

子
ど
も
た
ち
に
「
桃
太
郎
」
の
複
数
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
読
み
聞
か
せ
た
実
践
者
は
、
昔
話
が
可
変

的
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
承
知
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
小
学
一
年
生
と
い
う
語
り
手
が
幼
稚

園
児
の
聞
き
手
に
語
る
際
に
も
、
テ
ク
ス
ト
の
可
変

性
が
あ
ら
わ
れ
、
生
き
生
き
し
た
語
り
に
な
っ
た
に

ち
が
い
な
い
。

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
と
音
読

　

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、小
学
校
3
・
4
年
に「
易

し
い
文
語
調
の
短
歌
や
俳
句
」
の
音
読
や
暗
唱
が
、

5
・
6
年
に
、「
親
し
み
や
す
い
古
文
や
漢
文
、
近

代
以
降
の
文
語
調
の
文
章
」
の
音
読
が
指
導
事
項
に

上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

近
代
以
前
の
文
学
の
読
書
は
、
韻
文
だ
け
な
く
散

文
も
音
読
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
日
本
語
が
文
字
を

と
も
な
う
も
の
に
な
っ
た
あ
と
、
文
学
は
、
写
本
で

流
布
し
、
さ
ら
に
木
版
印
刷
で
広
ま
る
よ
う
に
な
っ

た
。
近
世
の
木
版
印
刷
の
時
代
に
な
っ
て
も
、
印
刷
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で
き
る
部
数
は
ご
く
少
な
く
、
ま
た
高
価
だ
っ
た
だ

ろ
う
。
江
戸
の
人
々
は
、貸
本
屋
な
ど
を
と
お
し
て
、

た
ま
た
ま
手
に
入
っ
た
本
を
、
仲
間
や
家
族
の
み
ん

な
で
楽
し
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
は
、
だ
れ

か
文
字
の
読
め
る
人
が
音
読
し
、
ま
わ
り
で
そ
れ
を

聞
く
と
い
う
読
書
が
行
わ
れ
た
。
滝
沢
馬
琴
の
『
八

犬
伝
』
な
ど
も
、
そ
ん
な
ふ
う
に
享
受
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
。
こ
う
し
た
集
団
的
な
読
書
の
場
で
は
、

音
読
し
た
際
の
リ
ズ
ム
や
調
子
な
ど
文
章
の
様
式
美

が
大
切
な
こ
と
に
な
る
。
文
章
の
内
容
に
重
点
が
お

か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
活
版
印
刷
に
よ
っ
て
本

が
廉
価
で
た
く
さ
ん
出
回
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、

教
育
制
度
が
整
う
こ
と
に
よ
っ
て
識
字
率
が
上
が
っ

て
、
ひ
と
り
ず
つ
が
本
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
時

期（
ど
ん
な
に
早
く
て
も
明
治
二
〇
年
代
か
ら
あ
と
）

だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
古
典
文
学
は
音
読
の
声
と

結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
近
代
の
小
説
は
黙

読
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
に
ら
ん
で
、

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
特
質
を
よ
く
つ
か
ま
え

て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

右
は
、
音
読
か
ら
黙
読
へ
と
い
う
読
書
の
ス
タ
イ

ル
の
変
化
に
注
目
し
た
前
田
愛
の
意
見（
前
田
愛『
近

代
読
者
の
成
立
』
有
精
堂
、
一
九
七
三
年
参
照
）
な

ど
を
踏
ま
え
て
書
い
た
の
だ
が
、
さ
ら
に
、
い
く
つ

か
付
け
加
え
た
い
こ
と
も
あ
る
。
近
代
の
文
学
で

あ
っ
て
も
、
詩
は
、
大
正
末
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
勃
興

し
て
視
覚
的
な
面
白
さ
を
ね
ら
う
よ
う
に
な
る
ま
で

音
読
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
、
童
話
や
児
童
文
学

は
、
学
齢
前
の
子
ど
も
も
読
者
と
し
て
か
か
え
こ
ん

で
い
る
か
ら
、
長
く
読
み
聞
か
せ
や
音
読
の
声
と
結

び
つ
い
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
で
も
、
一
九
六
〇
年
前

後
に
は
じ
ま
る
現
代
児
童
文
学
は
、
読
者
層
の
中
心

を
幼
年
か
ら
十
代
の
前
半
の
子
ど
も
た
ち
へ
と
引
き

上
げ
、
彼
ら
が
黙
読
す
る
書
き
こ
と
ば
と
し
て
緻
密

化
し
て
い
く
こ
と
な
ど
だ
。

　

前
田
愛
に
対
し
て
、「
音
読
か
ら
黙
読
へ
と
い
う

歴
史
図
式
を
単
線
的
に
成
立
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
」

へ
の
疑
念
を
述
べ
る
の
は
、
山
田
俊
治
で
あ
る
。
近

代
に
お
い
て
も
、
近
代
以
前
で
も
、
音
読
を
必
要
と

す
る
階
層
と
黙
読
す
る
階
層
（
物
語
を
女
房
に
読
ん

で
も
ら
う
姫
君
と
、
ひ
と
り
の
と
き
は
黙
読
す
る
女

房
な
ど
）
が
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
（
山
田
俊
治
「
音

読
と
黙
読
の
階
層
性
」、『
立
教
大
学
日
本
文
学
』

一
九
九
六
年
一
二
月
な
ど
参
照
）。
こ
の
こ
と
も
付

け
加
え
て
お
く
。

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
伝
統
的
な
言
語

文
化
」
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。「
伝
統
的
な
言
語

文
化
」
と
は
「
声
の
文
化
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

前
提
に
、
読
み
聞
か
せ
を
聞
く
こ
と
や
、
音
読
、
暗

唱
と
い
っ
た
学
習
活
動
が
展
開
さ
れ
る
と
よ
い
と
思

う
。

　

あ
る
と
き
か
ら
、
日
本
語
は
、
文
字
を
と
も
な
う

も
の
に
な
っ
た
。
近
代
以
降
、
読
書
の
ス
タ
イ
ル
の

主
流
は
、
音
読
か
ら
黙
読
へ
と
変
わ
っ
た
。
そ
れ
で

も
、
学
齢
前
の
子
ど
も
た
ち
は
、「
声
の
文
化
」
を

生
き
て
い
る
。
岡
本
夏
木
は
、
こ
れ
を
「
一
次
的
こ

と
ば
」
と
呼
ぶ
。「
一
次
的
こ
と
ば
」
は
、
話
し
こ

と
ば
で
あ
る
。「
一
次
的
こ
と
ば
」
に
対
す
る
「
二

次
的
こ
と
ば
」
と
は
、「
学
校
の
学
習
と
い
う
場
に

お
い
て
、
お
と
な
が
意
図
的
に
強
制
し
て
く
る
も
の

と
の
対
決
を
と
お
し
て
子
ど
も
が
形
成
し
て
ゆ
か
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
」、「
二
次
的
こ
と
ば
」
と
し
て

の
書
き
こ
と
ば
で
あ
り
、「
二
次
的
こ
と
ば
」
と
し

て
の
話
し
こ
と
ば
で
あ
る
（
岡
本
夏
木
『
こ
と
ば
と

発
達
』
岩
波
新
書
、
一
九
八
五
年
）。
小
学
校
と
い

う
学
習
の
場
で
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
と
出
会

う
こ
と
が
、
子
ど
も
た
ち
の
存
在
の
根
幹
に
あ
る
は

ず
の
「
声
の
文
化
」
を
も
う
一
度
確
認
す
る
こ
と
に

つ
な
が
れ
ば
よ
い
と
願
う
。

み
や
か
わ　

た
け
お 

武
蔵
野
大
学
文
学
部
教
授
。
日
本
児
童

文
学
、
日
本
近
現
代
文
学
専
攻
。
著
書
に
『
現
代
児
童
文
学
の

語
る
も
の
』（
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
）、『
新
し
い
小
学
国
語
の
創
造
』

（
共
著
、
双
文
社
出
版
）
な
ど
。
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