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く
ノ

日
本
語
を
外
国
語
と
し
て
学
ぶ
人
た
ち
の
－
T
ズ
に
応
え
る
真
に
実
用
的
な
文
法
は

ま
だ
整
備
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
則
れ
ば
自
然
な
日
本
語
を
発
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
な
文
法
を
構
築
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
文
法
研
究
の
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
、
実
用
日
本
語
文
法
の
構
築
法
と
そ
の
意
義
を
採
る
。

一
た
だ
の
「
日
本
語
文
法
」
で
は
な
い
の
か
？

「
外
国
人
の
た
め
の
実
用
日
本
語
文
法
」
と
い
う
の
が
編
集
部
か
ら

私
に
与
え
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
。
こ
の
表
題
は
、
単
純
明
快
に
見
え
な

が
ら
、
実
は
意
味
深
長
で
あ
っ
て
、
こ
の
表
現
自
体
に
い
く
つ
か
の
論

点
が
詰
め
込
ま
れ
て
お
り
、
見
様
に
よ
っ
て
は
曖
昧
で
さ
え
あ
る
。

ま
ず
、
「
実
用
日
本
語
文
法
」
と
い
う
表
現
が
い
か
に
も
モ
ノ
言
い

た
げ
で
あ
る
。
「
日
本
語
文
法
」
に
、
た
だ
の
文
法
と
実
用
文
法
と
の

区
別
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
早
い
話
、
英
語
や
中
国
語
の
文
法
書
の
名

前
に
「
実
用
英
文
法
」
だ
の
「
実
用
中
国
語
文
法
」
だ
の
と
い
う
名
前

は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
わ
ざ
わ
ざ
「
実
用
」
と
冠
す
る
理
由
は
何
か
。

ま
た
、
「
外
国
人
の
た
め
の
」
と
断
る
か
ら
に
は
、
日
本
人
用
の
文

法
と
外
国
人
用
の
文
法
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
さ
ら
に
勘
掠

れ
ば
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
話
は
、
外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
に
興

味
・
関
心
が
な
い
人
に
は
関
係
の
な
い
話
な
の
か
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
こ
で
考
え
よ
う
と
す
る
文
法
と
は
、
常
設
的

な
意
味
で
の
文
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
外
国
語
を
マ
ス
タ
ー
す
る
た

め
に
は
文
法
を
勉
強
し
て
単
語
を
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

と
き
の
文
法
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
実
用
文
法
」
と
い
う
の
は
、
尖
は
、

「
食
用
の
ラ
ー
メ
ン
」
と
い
う
の
と
同
じ
ぐ
ら
い
冗
長
な
表
現
で
あ
る
。



「
文
法
」
を
そ
う
捉
え
る
と
す
る
と
、
「
外
国
人
の
た
め
の
」
と
い
う

枕
詞
も
本
当
は
冗
長
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
本
人
は
気
が
付
い
た

と
き
に
は
日
本
語
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
文
法
は

必
要
な
い
。
「
日
本
語
文
法
」
　
は
す
べ
か
ら
く
外
国
人
の
た
め
の
も
の

で
あ
る
。

要
す
る
に
、
こ
の
表
題
は
、
た
だ
「
日
本
語
文
法
」
と
か
「
新
し
い

日
本
語
文
法
」
あ
る
い
は
「
日
本
語
文
法
の
探
求
」
と
言
え
ば
済
む
と

こ
ろ
を
、
わ
ざ
わ
ざ
冗
長
に
飾
受
止
て
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ほ
ど
引
っ
掛
か
り
を
感
じ
る
表
題
な
ら
改
題
す
れ
ば
い
い
よ
う

な
も
の
だ
が
、
与
え
ら
れ
た
表
題
を
敢
え
て
そ
の
ま
ま
掲
げ
る
こ
と
に

し
た
。
そ
の
訳
は
、
追
い
追
い
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
こ
と
と
思
う
。

二
　
母
語
話
者
が
日
本
語
の
文
法
を
研
究
す
る
場
合
の
ハ
ン
デ
ィ

読
者
の
大
多
数
は
日
本
語
の
母
語
話
者
だ
と
思
う
の
で
、
以
下
の
話

は
、
母
語
話
者
が
日
本
語
の
文
法
を
研
究
す
る
場
合
の
方
法
論
に
的
を

絞
る
こ
と
に
す
る
。
非
母
語
話
者
で
あ
っ
て
も
、
相
当
上
手
に
使
い
こ

な
せ
る
人
に
つ
い
て
は
近
似
的
に
当
て
は
ま
る
話
か
も
し
れ
な
い
。

母
語
の
文
法
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
外
国
語
の
文
法
を
研
究
す
る
こ

と
よ
り
も
簡
単
だ
と
思
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

確
か
に
、
母
語
で
あ
る
が
ゆ
え
の
強
み
は
あ
る
。
最
大
の
強
み
は
、

直
観
が
働
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
常
の
会
話
場
面
で

使
う
と
し
て
、
次
の
文
は
自
然
な
日
本
語
か
否
か
。

①
子
ど
も
の
と
き
、
よ
く
母
が
私
を
し
か
り
ま
し
た
。

母
語
話
者
で
あ
れ
ば
、
①
が
ど
こ
と
な
く
お
か
し
い
文
だ
と
い
う
こ
と

は
わ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
②
の
よ
う
に
直
せ
ば
お
か
し
く
な
く
な

る
こ
と
も
た
ち
ど
こ
ろ
に
わ
か
る
。

②
子
ど
も
の
と
き
、
よ
く
母
に
し
か
ら
れ
ま
し
た
。

（
『
み
ん
な
の
日
本
語
初
級
H
』
　
ス
リ
ー
エ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

こ
う
い
う
、
母
語
話
者
に
と
っ
て
は
何
で
も
な
い
こ
と
が
、
非
母
語
話

者
に
と
っ
て
は
む
ず
か
し
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
逆
に
、
母
語
話
者
ゆ
え
の
ハ
ン
デ
ィ
も
あ
る
。
「
非
母
語

話
者
は
何
が
わ
か
ら
な
い
か
」
が
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
①
に
関
し

て
言
え
ば
、
こ
れ
が
非
母
語
話
者
に
と
っ
て
は
特
に
不
自
然
な
文
だ
と

は
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
、
②
の
よ
う
な
言
い
方
は
仮
に
知
っ
て
い
て
も

必
要
な
と
き
に
使
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
ピ
ン
と
こ
な
い
。
文
法
は
外

国
語
学
習
の
た
め
に
あ
る
と
す
る
と
、
学
習
者
の
ニ
ー
ズ
が
わ
か
ら
な

い
と
い
う
の
は
文
法
の
記
述
に
は
大
き
な
ハ
ン
デ
ィ
で
あ
る
。

外
国
人
の
た
め
の
実
用
日
本
語
文
法

く
ノ

く
ノ



三
　
日
本
語
が
二
ホ
ン
語
に
変
わ
る
と
き

こ
の
ハ
ン
デ
ィ
は
、
ひ
と
え
に
、
自
ら
は
日
本
語
を
外
国
語
と
し
て

勉
強
す
る
立
場
に
立
っ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
に
よ
る
。
「
日
本
語
を
世

界
の
言
語
の
一
つ
と
し
て
あ
た
か
も
外
国
語
の
よ
う
に
客
観
的
に
捉
え

直
す
」
な
ど
と
言
う
と
か
っ
こ
い
い
が
、
「
外
国
語
の
よ
う
に
」
と
い

う
の
は
文
字
通
り
物
の
喩
え
で
あ
っ
て
、
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。

も
っ
と
も
手
っ
取
り
早
い
方
法
は
、
実
際
に
外
国
語
と
し
て
日
本
語

を
学
ん
で
い
る
人
の
目
を
借
り
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
と
言
っ
て
も
、

ど
う
い
う
と
こ
ろ
が
わ
か
ら
な
い
か
学
習
者
に
尋
ね
る
の
で
は
能
が
な

い
　
（
自
分
で
弱
点
を
把
握
し
て
い
な
い
可
能
性
あ
り
）
。
外
国
人
の
誤

用
を
手
掛
か
り
に
、
つ
ま
ず
き
や
す
い
箇
所
を
つ
き
と
め
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
市
川
　
（
完
九
七
）
　
に
次
の
よ
う
な
誤
用
例
が
あ
る
。

③
×
去
年
十
月
五
日
、
私
は
日
本
に
来
ま
し
た
。
始
め
に
、
私
は
日

本
語
到
ぜ
ん
ぜ
ん
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）

④
×
は
や
く
子
ど
も
が
で
き
た
い
で
す
。
（
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
）

⑤
×
あ
し
た
は
雨
で
し
ょ
う
と
思
い
ま
す
。
（
ア
ル
バ
ニ
ア
）

⑥
×
親
に
対
し
て
子
供
が
一
番
大
切
な
も
の
だ
。
（
タ
イ
）

誤
用
を
観
る
と
き
大
切
な
こ
と
は
、
文
を
作
っ
た
本
人
が
ど
う
い
う

特
集
▼
文
法
の
誕
生
、
文
法
の
探
究

／0

く
ノ

つ
も
り
で
そ
う
言
っ
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
外
国
人
と
言
え

ど
も
こ
れ
は
誤
用
だ
と
確
信
し
な
が
ら
文
を
発
す
る
人
は
い
な
い
。
自

分
な
り
の
理
解
に
基
づ
い
て
、
文
法
的
に
こ
れ
で
正
し
い
と
思
う
文
を

発
話
し
た
結
果
が
た
ま
た
ま
間
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
誤
用
」
と

言
う
と
否
定
的
だ
が
、
実
際
は
、
「
言
わ
れ
て
み
れ
ば
、
な
ん
で
こ
う

言
え
な
い
の
だ
ろ
う
」
と
思
え
る
よ
う
な
、
ご
も
っ
と
も
な
例
が
多
い
。

た
と
え
ば
、
③
は
格
助
詞
の
誤
用
の
問
題
だ
が
、
文
法
規
則
を
全
然

理
解
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
。
「
日
本
語
」
は
「
わ
か
る
」
と
い
う

こ
と
の
対
象
だ
、
「
対
象
」
は
「
を
」
で
表
わ
す
、
と
い
う
推
論
に
基

づ
い
て
「
日
本
語
を
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。
正
し
い
文
が
作
れ
る
よ

う
に
な
る
に
は
、
「
対
象
」
を
「
が
」
で
表
わ
す
場
合
も
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
、
そ
れ
は
ど
ん
な
場
合
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
れ
ば
よ
い
。

同
様
に
、
以
下
、
要
点
の
み
記
す
と
、
④
「
～
た
い
」
は
他
者
の
動

作
に
つ
い
て
の
希
望
も
表
わ
せ
る
か
、
⑤
「
～
と
思
う
」
の
引
用
文
は

独
立
文
と
同
じ
形
で
い
い
か
、
⑥
「
～
に
対
し
て
」
は
～
の
立
場
か
ら

見
た
評
価
も
表
わ
せ
る
か
、
と
い
っ
た
知
識
の
不
足
が
窺
い
知
れ
る
。

要
は
、
「
何
が
わ
か
っ
て
い
な
い
か
ら
そ
う
い
う
間
違
い
を
す
る
の

か
」
を
見
極
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
わ
か
れ
ば
、
「
ど
こ
を
押
さ

え
れ
ば
正
し
い
文
に
導
け
る
か
」
と
い
う
記
述
の
勘
ど
こ
ろ
が
わ
か
る
。



四
　
日
本
語
を
二
ホ
ン
語
に
変
え
て
み
る

母
語
話
者
が
日
本
語
の
文
法
を
探
求
す
る
た
め
に
は
、
現
に
日
本
語

が
ニ
ホ
ン
語
に
変
わ
っ
て
い
る
現
場
を
覗
い
て
み
る
と
い
う
傍
観
者
的

な
方
法
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
自
ら
も
日
本
語

を
ニ
ホ
ン
語
に
変
え
て
み
る
思
考
訓
練
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

学
習
者
に
成
り
代
わ
っ
て
、
文
法
規
則
を
運
用
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
動
詞
の
「
～
す
る
」
と
い
う
形
は
、
大
雑
把
に
言
っ
て

次
の
二
つ
の
「
時
」
を
表
わ
す
、
と
い
う
文
法
説
明
が
行
な
わ
れ
る
。

ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
「
習
慣
」
　
の
用
法
で
は
言
い
換
え
可
能
な
の
か
。

そ
こ
で
、
実
際
に
言
い
換
え
を
し
て
み
る
。

⑧
わ
た
し
は
8
時
に
大
学
へ
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
お
か
し
く
は
な
い
が
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
生
じ
る
。
一
方
、

⑦
わ
た
し
は
あ
し
た
大
学
へ
行
き
ま
す
。
（
未
来
）

⑨
わ
た
し
は
大
学
へ
行
き
ま
す
。

こ
ち
ら
は
、
「
習
慣
」
　
の
意
味
に
は
取
れ
な
い
。
ど
う
や
ら
、
先
程
の

説
明
で
は
不
十
分
で
、
そ
の
ま
ま
で
は
実
用
に
堪
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

実
際
問
題
、
こ
の
説
明
で
は
次
の
よ
う
な
誤
用
が
説
明
で
き
な
い
。

⑩
×
わ
た
し
は
い
ま
国
際
学
友
会
日
本
語
学
校
で
日
本
語
の
勉
強
を

u
判
列
。
（
中
国
）
　
　
　
（
寺
村
（
一
九
九
〇
）
よ
り
。
⑪
も
同
様
）

⑧
わ
た
し
は
8
時
に
大
字
へ
行
き
ま
す
。
（
習
慣
）

一
方
、
「
習
慣
」
と
言
え
ば
、
「
～
て
い
る
」
と
い
う
形
に
も
そ
の
用
法

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
教
科
書
で
は
次
の
よ
う
な
例
で
示
さ
れ
る
。

⑨
わ
た
し
は
大
学
へ
行
っ
て
い
ま
す
。

（
国
際
交
流
基
金
　
『
日
本
語
初
歩
』
凡
人
社
）

そ
れ
ぞ
れ
の
説
明
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
間
違
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
両
者
を
突
き
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
疑
問
が
生
じ
る
こ
と
は

明
ら
か
だ
ろ
う
。
「
習
慣
」
の
意
味
は
「
～
す
る
」
で
も
「
～
し
て
い

る
」
　
で
も
表
わ
せ
る
と
し
て
、
そ
の
場
合
の
意
味
の
違
い
は
な
い
の
だ

⑪
×
イ
ラ
ン
人
も
よ
く
こ
は
ん
を
た
べ
て
い
ま
す
が
、
イ
ラ
ン
の
米

と
日
本
の
米
の
違
い
は
つ
く
り
か
た
で
す
。
（
イ
ラ
ン
）

こ
う
し
て
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
だ
説
明
が
必
要
な
こ
と
に
気
づ
く
。

も
う
一
例
。
「
～
て
い
る
」
と
「
～
て
あ
る
」
　
に
つ
い
て
考
え
る
。

「
窓
が
開
い
て
い
る
」
と
も
「
窓
が
開
け
て
あ
る
」
と
も
言
え
る
よ

う
に
、
両
者
と
も
「
変
化
の
結
果
の
状
態
」
を
表
わ
す
が
、
意
味
が
微

妙
に
異
な
る
た
め
、
日
本
語
教
育
で
は
昔
か
ら
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
～
て
あ
る
」
　
は
　
「
誰
か
が
何
か
の
目
的
や
意
図

を
も
っ
て
そ
う
し
た
」
　
（
『
新
日
本
語
の
基
礎
H
文
法
解
説
書
英
語
版
』

外
国
人
の
た
め
の
実
用
日
本
語
文
法
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ス
リ
ー
エ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
と
い
う
説
明
が
一
般
的
な
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
ど
ん
な
場
合
で
も
そ
う
な
る
か
な
と
疑
っ
て
み
れ
ば
よ
い
。

⑫
軒
先
に
干
柿
が
吊
し
可
動
引
。

⑬
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
ケ
ー
キ
が
置
い
甘
利
引
。
誰
の
だ
ろ
う
？

⑭
き
れ
い
な
切
手
が
貼
っ
可
動
副
ね
。

⑫
～
⑭
は
、
「
窓
が
開
け
て
あ
る
」
と
違
っ
て
、
特
に
目
的
や
意
図
の

意
味
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
こ
の
説
明
も
要
修
正
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
応
用
問
題
。
古
典
的
な
「
は
」
と
「
が
」
に
つ
い
て
。
次
の

誤
用
例
に
つ
い
て
、
本
人
に
成
り
代
わ
っ
て
言
い
訳
を
考
え
て
み
よ
う
。

⑮
×
あ
の
人
は
「
神
様
を
信
じ
な
い
人
達
鋼
生
き
ら
れ
な
い
」
と
言

い
ま
し
た
。
私
は
そ
れ
を
聞
い
て
か
ら
ず
っ
と
ク
リ
ス
ト
教
に
悪

い
印
象
を
持
っ
て
来
ま
し
た
。
（
台
湾
）
　
（
市
川
（
一
九
九
七
）
　
よ
り
）

窒
ロ
い
訳
一
》
従
属
節
の
中
の
主
語
は
「
が
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
教
わ
り
ま
し
た
。
「
神
様
を
…
生
き
ら
れ
な
い
」
は
従
属
節
で
す
。

だ
か
ら
、
「
人
達
は
」
で
は
な
く
て
「
人
達
が
」
じ
ゃ
な
い
の
で
す
か
。

窒
ロ
い
訳
二
》
既
に
出
て
き
た
名
詞
は
「
～
は
」
で
、
初
め
て
出
て

き
た
名
詞
は
「
～
が
」
だ
と
教
わ
り
ま
し
た
。
「
神
様
…
…
人
達
」
は
、

初
め
て
出
て
く
る
名
詞
で
す
。
だ
か
ら
、
「
人
達
が
」
に
な
り
ま
す
。

学
習
者
の
立
場
に
立
て
ば
、
も
っ
と
も
な
言
い
分
で
あ
る
。
こ
う
い

特
集
▼
文
法
の
誕
生
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文
法
の
探
究
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う
言
い
訳
を
さ
れ
な
い
よ
う
な
規
則
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

五
　
実
用
文
法
は
外
国
人
の
た
め
だ
け
の
も
の
か

以
上
、
既
に
あ
る
文
法
規
則
を
試
験
運
用
し
て
み
て
現
実
の
使
い
方

と
合
致
す
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
こ
と
で
、
文
法
を
実
用
に
堪
え
る

も
の
に
作
り
上
げ
て
い
く
と
い
う
作
業
を
実
演
し
て
み
た
。

こ
れ
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
外
国
人
が
ニ
ホ
ン
語
を
相
手
に
日
常
繰

り
返
す
作
業
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
両
方
の
作
業
の
底
流
に

共
通
す
る
の
は
、
「
こ
の
規
則
が
正
し
い
と
し
た
ら
、
こ
う
な
る
は
ず

だ
」
と
い
う
論
理
的
な
推
論
で
あ
る
。
違
い
は
、
推
論
の
結
果
を
自
分

の
言
語
直
観
に
照
ら
し
て
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
か
否
か
だ
け
で
あ
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
「
外
国
人
の
た
め
の
実
用
文
法
」
を
構
築
す
る
作

業
は
、
実
は
、
何
も
外
国
人
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
仮
説
と
検
証
の
繰
り
返
し
で
練
り
上
げ
ら
れ

て
い
く
、
日
本
語
の
仕
組
み
の
解
明
で
あ
り
、
「
日
本
語
文
法
」
の
構

築
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
現
実
的
な
切
実
性
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
「
外
国
人

の
た
め
」
を
念
頭
に
置
く
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
で
は
、
自
ず
と

異
な
る
。
外
国
人
の
役
に
立
た
な
い
、
抽
象
的
な
文
法
や
穴
だ
ら
け
の



文
法
で
も
、
日
本
人
は
一
向
に
困
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
見

し
た
と
こ
ろ
混
沌
と
し
て
い
る
様
々
な
文
法
現
象
を
、
包
括
的
に
、
秩

序
だ
て
て
説
明
す
る
と
い
う
知
的
興
味
の
対
象
と
し
て
日
本
語
を
考
え

る
な
ら
ば
、
「
外
国
人
の
た
め
」
　
か
否
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

六
　
方
法
と
し
て
の
「
実
用
日
本
語
文
法
」

現
代
日
本
語
の
文
法
の
研
究
は
、
外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
の

発
展
と
い
う
背
景
も
手
伝
っ
て
、
こ
こ
二
〇
年
余
り
の
間
に
目
覚
ま
し

く
進
歩
し
た
。
古
典
語
や
方
言
の
研
究
が
主
流
で
あ
っ
た
「
国
語
学
」

の
世
界
に
あ
っ
て
は
隅
っ
こ
で
小
さ
く
な
っ
て
い
た
四
半
世
紀
ほ
ど
前

の
こ
と
を
思
う
と
、
ま
さ
に
隔
世
の
感
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
来
て
往
時
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
を
失
っ
て
い
る
こ
と

も
事
実
で
あ
る
。
理
論
的
な
研
究
は
さ
て
お
き
、
少
な
く
と
も
記
述
的

な
研
究
に
お
い
て
は
、
「
あ
あ
、
な
る
ほ
ど
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
」
と

唸
ら
さ
れ
る
よ
う
な
研
究
に
出
く
わ
す
こ
と
が
減
っ
た
の
気
が
す
る
。

こ
の
現
状
を
、
め
ぼ
し
い
題
材
が
研
究
し
尽
く
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、

面
白
い
研
究
テ
ー
マ
が
見
つ
け
に
く
く
な
っ
た
と
解
釈
す
る
向
き
も
な

い
で
は
な
い
が
、
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
解
決
を
待
っ
て
い
る
問
題

は
、
我
々
が
気
が
付
か
な
い
だ
け
で
い
く
ら
で
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

早
い
話
が
、
「
こ
れ
を
見
れ
ば
学
習
者
の
文
法
上
の
疑
問
は
た
い
て

い
解
決
す
る
」
と
言
え
る
よ
う
な
文
法
書
は
　
（
「
と
り
あ
え
ず
」
　
の
一

冊
は
あ
る
と
し
て
も
）
　
残
念
な
が
ら
今
の
と
こ
ろ
な
い
よ
う
に
思
う
。

先
に
述
べ
た
よ
う
な
方
法
を
駆
使
し
て
地
道
に
問
題
を
発
掘
し
解
決
を

与
え
る
こ
と
で
、
文
法
を
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
う
。

記
述
的
な
研
究
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
図
る
た
め
に
も
、
「
方
法
と
し

て
の
実
用
日
本
語
文
法
」
と
い
う
発
想
を
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。

【
用
例
出
典
】

市
川
保
子
　
（
一
九
九
七
）
　
「
日
本
語
誤
用
例
文
小
辞
典
』
凡
人
社

寺
村
秀
夫
　
（
完
九
〇
）
　
『
外
国
人
学
習
者
の
日
本
語
誤
用
例
集
」
　
（
科
研
費
報
告
書
資

料
）

【
参
考
文
献
】

庵
功
雄
・
高
梨
信
乃
・
中
西
久
実
子
・
山
田
敏
弘
（
二
〇
〇
一
）
　
「
中
上
級
を
教
え
る
人

の
た
め
の
日
本
語
文
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
　
ス
リ
ー
エ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
　
［
「
学
習

者
・
教
師
の
立
場
に
立
っ
た
記
述
」
を
目
指
し
た
文
法
書
。
「
と
り
あ
え
ず
」
　
の

一
冊
。
］

野
田
尚
史
（
完
九
九
）
　
「
日
本
語
教
育
の
影
響
を
受
け
た
日
本
語
文
法
」
三
品
巴
二
八

巻
誓
号
、
大
修
館
書
店
［
日
本
語
学
習
に
も
役
に
立
つ
　
「
表
現
の
た
め
の
文
法
」

の
特
徴
を
具
体
的
に
論
じ
て
い
る
。
］

（
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
／
日
本
語
学
）

外
国
人
の
た
め
の
実
用
日
本
語
文
法
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