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日
本
語
の
健
全
な
發
育
と
、
そ
の
國
語
の
純
粹
性
を
害
毒
す
る
も
の
は
、

實
に
生
硬
な
漢
語
と
漢
字
、
特
に
明
治
以
來
濫
造
さ
れ
る
飜
譯
漢
語
と
漢
字

で
あ
る
。
言
葉
に
一
番
大
切
な
條
件
は
、
耳
で
聽
い
て
意
味
が
わ
か
る
と
い

ふ
こ
と
で
あ
る
。
耳
で
聽
い
て
意
味
が
わ
か
ら
ず
、
文
字
に
書
い
て
見
せ
た

上
で
、
初
め
て
視
覺
か
ら
語
意
が
通
ず
る
と
い
ふ
や
う
な
言
葉
を
、
日
常
語

の
會
話
に
使
用
す
る
や
う
な
國
民
が
あ
る
と
し
た
ら
、
世
界
で
最
も
不
便
で

最
惡
の
國
語
を
所
有
す
る
民
族
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
支
那
人
の
如
き
は
、

古
來
か
ら
象
形
文
字
を
使
用
し
、
言
語
が
文
字
に
書
か
れ
た
場
合
の
、
視
覺

上
の
表
象
效
果
を
重
視
し
た
が
、
し
か
も
そ
の
支
那
人
で
さ
へ
、
發
音
の
場

合
は
韻
の
四
聲
法
を
嚴
重
に
し
、
異
語
同
音
の
混
錯
を
避
け
、
い
や
し
く
も
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耳
で
聽
い
て
語
義
の
解
ら
な
い
や
う
な
不
便
な
國
語
は
、
決
し
て
使
用
し
な

か
つ
た
の
で
あ
る
。
日
本
人
が
支
那
の
漢
字
を
輸
入
し
た
の
は
、
必
ず
し
も

問
責
さ
る
べ
き
罪
で
は
な
か
つ
た
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
漢
語
の
正
し

き
發
音
と
韻
律
を
輸
入
せ
ず
、
日
本
化
し
た
無
韻
の
デ
タ
ラ
メ
で
和
讀
し
た

の
が
、
國
語
の
混
亂
と
不
便
を
招
い
た
原
罪
だ
つ
た
。
特
に
明
治
以
來
、
そ

の
無
韻
の
漢
字
と
漢
語
で
、
む
や
み
に
西
洋
の
新
文
明
を
飜
譯
し
た
の
で
、

今
日
の
如
き
收
攬
し
が
た
い
状
態
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
ロ
ー
マ
字
論
者
と
假
名
文
字
論
者
は
、
か
う
し
た
日
本
語
の
不
便
と
混
亂

を
整
理
す
る
た
め
、
必
要
の
要
求
に
迫
ら
れ
て
立
つ
た
と
こ
ろ
の
、
一
種
の

「
文
明
改
造
論
者
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
等
の
意
志
は
、
上
述
の
こ
と
の

外
に
も
、
象
形
文
字
の
常
習
的
困
難
を
避
け
、
日
本
語
を
音
標
文
字
化
す
る
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こ
と
に
よ
つ
て
、
智
識
と
文
化
の
普
及
的
能
率
を
擧
げ
よ
う
と
す
る
實
利
主

義
に
も
存
す
る
だ
ら
う
が
、
同
時
に
こ
の
實
利
主
義
は
、
國
語
の
純
粹
性
を

守
ら
う
と
す
る
別
途
の
意
志
と
も
、
必
然
の
關
係
で
不
離
に
結
び
つ
い
て
居

る
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
字
や
假
名
文
字
を
使
用
す
れ
ば
、
今
日
亂
用
さ
れ
て

る
如
き
飜
譯
漢
語
　
　
耳
で
聽
い
て
意
味
が
わ
か
ら
ず
、
文
字
や
印
刷
に
よ

つ
て
の
み
、
視
覺
か
ら
表
象
さ
れ
る
や
う
な
言
語
　
　
は
勿
論
「
製
絲
」

「
製
紙
」
「
生
死
」
「
制
止
」
「
靜
止
」
の
如
き
、
異
義
同
音
の
錯
亂
を
伴

ふ
言
語
は
、
必
然
的
に
廢
滅
さ
れ
る
か
、
も
し
く
は
支
那
語
の
四
聲
の
や
う

に
、
夫
々
の
區
別
し
た
發
音
に
よ
り
、
正
し
い
平
仄
や
ア
ク
セ
ン
ト
を
も
つ

て
發
音
さ
れ
る
や
う
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
時
、
初
め
て
日
本
語
に
眞
の

「
韻
」
と
い
ふ
も
の
が
出
來
、
支
那
西
洋
の
國
語
と
同
じ
く
、
我
々
の
言
葉
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に
も
ま
た
眞
の
「
韻
律
」
が
發
生
す
る
。
す
く
な
く
と
も
こ
れ
に
よ
つ
て
、

日
本
語
は
ず
つ
と
「
音
樂
性
」
を
豐
富
に
し
、
純
正
詩
歌
の
表
現
に
適
す
る

や
う
に
な
る
で
あ
ら
う
。
詩
人
と
し
て
の
僕
の
立
場
が
、
ロ
ー
マ
字
論
者
の

主
張
に
對
し
て
、
常
に
多
分
の
好
意
を
持
つ
の
は
こ
の
爲
で
あ
る
。

　
だ
が
そ
れ
に
も
か
か
は
ら
ず
、
彼
等
の
ロ
ー
マ
字
論
者
や
假
名
文
字
論
者

に
對
し
て
、
尚
且
つ
僕
が
滿
點
の
贊
意
を
表
せ
ず
、
時
に
大
い
に
反
感
の
敵

意
を
さ
へ
表
す
る
の
は
、
彼
等
の
「
誤
つ
た
實
利
主
義
」
が
、
往
々
に
し
て

僕
等
の
美
的
藝
術
意
識
と
衝
突
し
、
且
つ
却
つ
て
國
語
の
純
粹
性
を
破
壞
す

る
と
こ
ろ
の
、
反
日
本
主
義
的
の
も
の
に
思
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
例
を

あ
げ
て
見
よ
う
。

　
　
花
は
咲
き
、
鳥
は
鳴
く
。
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僕
は
嫌
ひ
だ
。
僕
は
好
き
だ
。

　
ロ
ー
マ
字
論
者
や
假
名
文
字
論
者
の
大
部
分
は
、
か
う
し
た
フ
レ
ー
ズ
に

於
け
る
「
は
」
を
、H

A
 

と
書
か
な
い
で W

A
 

も
し
く
は
「
わ
」
と
書
く
の

が
常
で
あ
る
。
（
ロ
ー
マ
字
論
者
以
外
の
人
々
の
中
に
も
、
近
頃
か
う
し
た

書
き
方
を
す
る
人
が
多
く
な
つ
た
。
例
へ
ば
高
倉
テ
ル
氏
や
矢
田
揷
雲
氏
な

ど
。
）
何
故
に
彼
等
は
、
こ
の
場
合
に
「
は
」
を
「
わ
」
と
書
く
の
で
あ
ら

う
か
。
か
つ
て
或
る
座
談
會
で
、
僕
は
こ
の
疑
問
を
土
岐
善
麿
氏
に
質
問
し

た
ら
、
言
語
を
そ
の
「
發
音
通
り
に
書
く
」
と
い
ふ
、
ロ
ー
マ
字
運
動
の
原

則
に
基
づ
く
の
だ
と
説
明
さ
れ
た
。
し
か
し
「
花
は
咲
く
」
と
か
「
僕
は
嫌

ひ
だ
」
と
か
い
ふ
場
合
の
「
は
」
が
、
果
し
て
實
際
に
「
わ
」
と
發
音
さ
れ

て
居
る
の
だ
ら
う
か
。
こ
の
場
合
の
正
し
い
發
音
は
い
か
に
考
へ
て
も H

A
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の
外
に
な
く
、
斷
じ
て W

A
 

で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
故
に
こ
れ
を
日
常
語

で
會
話
す
る
時
、
そ
の H

A
 

の H
 

が
サ
イ
レ
ン
ト
と
な
つ
て
省
略
さ
れ
、

A
 

だ
け
が
後
に
殘
つ
て
、
普
通
の
聽
覺
上
に
は
「
僕
ア
嫌
ひ
だ
」
「
俺
ア
厭

だ
」
と
い
ふ
風
に
聽
え
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が W

A
 

で
あ
つ
た
ら
、

い
か
に
音
便
に
轉
化
し
て
も
、W

 

の
省
略
さ
れ
る
筈
が
な
く
、
「
僕
ア
」

「
俺
ア
」
と
い
ふ
發
音
の
生
ず
る
わ
け
が
な
い
の
で
あ
る
。
か
の
所
謂
文
章

語
と
稱
す
る
も
の
は
、
日
常
口
語
の
音
便
的
に
轉
化
し
た
も
の
を
、
さ
ら
に

藝
術
的
に
薫
練
し
た
言
語
で
あ
る
と
言
は
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
文
章
語
で
は
、

上
例
の
「
花
は
咲
き
鳥
は
鳴
く
」
を
、
「
花
咲
き
鳥
鳴
く
」
と
い
ふ
風
に
書

く
。H

A
 

の H
 

を
サ
イ
レ
ン
ト
と
し
、A

 
の
母
音
を
主
語
に
連
結
し
て
し
ま

ふ
た
め
に
、
自
然
に
か
う
し
た
言
語
の
簡
潔
化
が
行
は
れ
る
の
で
あ
る
。
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現
代
日
本
語
の
整
理
を
意
圖
す
る
上
に
、
何
よ
り
必
要
に
し
て
必
須
な
こ

と
は
、
國
語
の
デ
タ
ラ
メ
發
音
を
一
掃
し
て
、
日
本
語
を
そ
の
正
し
く
純
粹

な
音
韻
に
統
一
す
る
こ
と
で
あ
る
。
支
那
文
字
の
輸
入
以
來
、
我
々
は
漢
語

の
デ
タ
ラ
メ
な
無
韻
的
和
讀
に
よ
つ
て
、
著
る
し
く
「
耳
の
健
康
」
を
障
害

し
、
言
語
上
の
音
痴
民
族
と
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
正
に
今
日
に
於
け
る
僕
等

の
醫
療
は
、
そ
の
「
失
は
れ
た
耳
の
健
康
」
を
新
た
に
囘
復
す
る
こ
と
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
言﹅
語﹅
を﹅
そ﹅
の﹅
發﹅
音﹅
通﹅
り﹅
に﹅
書﹅
く﹅
、
と
い
ふ
ロ
ー
マ
字
論
者
の
主
張
は
、
も

ち
ろ
ん
僕
等
の
異
議
な
く
大
贊
成
を
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
實
際
に

「
は
」
と
發
音
さ
れ
て
る
日
本
語
を
、
故
意
に
「
わ
」
と
書
く
や
う
な
彼
等

9



の
方
法
は
、
國
語
を
そ
の
正
し
き
發
音
通
り
に
書
く
の
で
な
く
し
て
、
却
つ

て
こ
れ
を
音
痴
的
に
邪
曲
惡
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
に
言
つ
た
そ
の
座
談

會
の
席
上
で
、
或
る
人
が
ま
た
次
の
や
う
な
こ
と
を
提
言
し
た
。
曰
く
、
停

車
場
の
驛
札
等
に
於
て
見
る
國
府
津
の
「
か
ふ
づ
」
は
、
よ
ろ
し
く
「
こ
う

づ
」
ま
た
は
「
こ
ー
づ
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。
で
な
け
れ
ば
外
國
人
に
讀
了

が
困
難
だ
ら
う
と
。
こ
の
原
理
を
敷
衍
す
れ
ば
、
菓
子
は
「
く
わ
し
」
と
書

か
ず
し
て
「
か
し
」
と
書
き
、
關
東
は
「
く
わ
ん
と
う
」
で
な
く
し
て
「
か

ん
と
う
」
、
蝶
は
「
て
ふ
」
で
な
く
し
て
、
「
ち
よ
ー
」
と
書
く
べ
き
筈
で

あ
る
。
そ
し
て
ロ
ー
マ
字
論
者
や
假
名
文
字
論
者
は
、
實
際
こ
の
通
り
に
書

い
て
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
國
府
津
」
の
正
し
い
發
音
は
、
驛
札
通
り K

A
H

U
ZU

 

で
あ
つ
て K

O
ZU

 

で
な
い
。
「
關
東
」
も
正
し
い
發
音
は K

W
A
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N
TO

 

で
あ
つ
て K

A
N

TO
 

で
は
な
い
。
ロ
ー
マ
字
論
者
の
主
張
が
、
言
語

を
そ
の
發
音
通
り
に
正
し
く
書
く
と
い
ふ
の
で
あ
つ
た
ら
、
彼
等
の
書
法
は
、

正
に
そ
の
主
義
と
自
家
矛
盾
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
か
う
し
た
僕
等
の
質
疑
に
對
し
て
、
お
そ
ら
く
ロ
ー
マ
字
論
者
の
答
へ
る

所
は
、
國
語
の
時
代
化
し
た
一
般
的
通
用
性
に
從
ふ
と
い
ふ
、
便
利
主
義
の

實
用
效
果
を
稱
へ
る
だ
ら
う
。
と
こ
ろ
で
僕
の
い
ち
ば
ん
攻
撃
し
た
い
の
は
、

こ
の
種
の
「
誤
つ
た
便
利
主
義
」
「
淺
薄
な
實
利
主
義
」
な
の
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
前
に
言
ふ
通
り
、
日
本
現
代
語
の
混
亂
と
猥
雜
と
は
、
發
音
の
韻
を

等
閑
に
し
て
、
文
字
を
デ
タ
ラ
メ
に
讀
む
こ
と
を
教
へ
た
こ
と
に
、
一
切
の

教
育
的
因
果
を
負
ふ
か
ら
で
あ
る
。
何
よ
り
も
我
々
は
、
國
語
問
題
の
急
務

と
し
て
、
今
日
「
耳
の
健
康
」
を
囘
復
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
現
代
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の
通
用
化
し
た
日
本
語
が
、
時
代
の
過
渡
期
混
亂
に
よ
つ
て
、
悉
く
皆
音
痴

的
に
病
疾
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
　
　
正
に
ま
た
そ
の
通
り
で
あ
る
が
　

　
時
代
の
新
し
い
更
生
教
育
は
、
何
よ
り
先
づ
そ
の
醫
療
に
努
め
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
單
に
そ
の
通
用
的
便
宜
の
た
め
に
、
疾
患
を
疾
患
と
し
て

放
任
し
、
惡
に
則
の
つ
とつ
て
惡
を
準
用
す
る
如
き
は
、
一
國
文
化
の
將
來
を
憂
ふ

る
者
の
、
斷
じ
て
贊
與
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
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