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相
互
理
解
に
培
う
日
本
語
教
育
を
指
向
す
る
現
場
か
ら―

ダ
ル
マ
・
プ
ル
サ
ダ
大
学
で
の
授
業
実
践
報
告
と
考
察―

 

  
 

田 

井 

真 

聡 
 

 
  

一 

は
じ
め
に―

筆
者
の
ダ
ル
マ
・
プ
ル
サ
ダ
大
学
で
の
取
り
組
み 

（（
一一
））
ここ
れれ
まま
でで
のの
取取
りり
組組
みみ  

 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
あ
る
ダ
ル
マ
・
プ
ル
サ
ダ
大
学
（
以
下
、
プ

ル
サ
ダ
大
）
で
教
鞭
を
執
り
な
が
ら
、
私
は
こ
れ
ま
で
に
詩
を
教
材
と
し
た
日
本

語
教
育
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
、
更
に
は
、
批
判
的
思
考
力
や
相
互
理
解
力
に

培
う
日
本
語
教
育
の
実
践
を
目
指
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
。
読
み
書
き
、
聴
き
取

り
に
会
話
と
、
言
語
技
能
習
得
に
偏
重
し
た
短
絡
的
な
教
育
法
で
は
な
く
、
外
国

語
学
習
を
と
お
し
て
、
他
者
の
文
化
言
語
を
理
解
し
受
容
す
る
と
同
時
に
、
学
習

者
自
ら
の
言
語
文
化
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
て
行
く
。
そ
し
て
延
い
て
は
、
多

様
性
の
あ
る
世
界
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
〈
自
分
〉
と
は
何
者
な
の
か
に
つ
い

て
批
判
的
に
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
真
の
国
際
人
と
し
て
の
素
養
を
習
得
し
て
い

け
る
よ
う
な
教
育
を
志
し
た
。
そ
の
よ
う
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、「
詩
を
教
材

と
し
た
日
本
語
教
育―

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ダ
ル
マ
・
プ
ル
サ
ダ
大
学
で
の
実
践
を

例
に
し
て
」
と
題
し
た
、
広
島
大
学
大
学
院
人
間
社
会
科
学
研
究
科
紀
要
「
教
育

学
研
究
」
第
一
号
（
二
〇
二
〇
）
に
掲
載
さ
れ
た
実
践
報
告
と
、
同
じ
く
広
島
大

学
大
学
院
刊
行
の
『
論
叢 

国
語
教
育
学
』
一
七
号
（
二
〇
二
一
）
の
「
詩
を
用

い
た
日
本
語
教
育
に
お
け
る
『
論
想
』
を
促
す
授
業
」
に
も
記
し
て
あ
る
。 

 

今
回
の
稿
で
、
報
告
す
る
新
た
な
授
業
実
践
例
に
至
る
ま
で
の
流
れ
は
、
そ
れ

ら
の
報
告
に
あ
る
教
育
理
念
と
授
業
実
践
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
よ

ろ
し
け
れ
ば
、
拙
稿
で
あ
る
が
、
参
照
さ
れ
た
い
。 

 

（（
二二
））
教教
場場
のの
紹紹
介介 

こ
の
稿
で
は
、
プ
ル
サ
ダ
大
で
の
〈Telaah K

arya Sastra Jepang
 

日
本
文
学

作
品
研
究
〉
で
の
実
践
を
報
告
す
る
。
こ
の
ク
ラ
ス
は
、
二
〇
二
二
年
三
月
開
始

のG
enap

セ
メ
ス
タ
ー
に
開
講
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
私
は
こ
の
ク
ラ
ス
を
四
コ

マ
担
当
し
て
い
る
。
ク
ラ
ス
開
設
曜
時
限
は
月
曜
日
と
木
曜
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
十

時
と
十
二
時
半
か
ら
と
な
っ
て
い
る
。
受
講
学
生
数
は
、
月
曜
日
十
時
の
ク
ラ
ス

か
ら
時
間
順
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
二
十
六
名
、
二
十
二
名
、
二
十
名
、
二
十
四
名
で

あ
る
。
全
体
の
男
女
比
は
、
男
、
四
十
三
名
、
女
、
四
十
九
名
で
あ
り
、
ク
ラ
ス

別
に
見
て
も
、
す
べ
て
の
ク
ラ
ス
で
の
男
女
比
は
、
ほ
ぼ
半
々
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
一
般
的
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
セ
メ
ス
タ
ー
制
は
、G

anjil

とG
enap

と
区
別

さ
れ
て
い
て
、
直
訳
す
る
と
、「
奇
数
」
と
「
偶
数
」
と
な
り
、
要
す
る
に
セ
メ
ス

タ
ー
一
、
二
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
年
度
は
毎
年
九
月
に
始
ま
る
の
で
、G

anjil
が
前
期
、G

enap

が
後
期
で
あ
る
。
セ
メ
ス
タ
ー
の
呼
び
名
ひ
と
つ
を
と
っ
て
も

異
文
化
に
よ
る
特
徴
が
あ
っ
て
お
も
し
ろ
い
も
の
で
あ
る
。 

〈
日
本
文
学
作
品
研
究
〉
は
、
三
年
次
後
期
に
受
講
す
る
よ
う
に
奨
励
さ
れ
て

い
て
、
受
講
生
に
は
、
あ
る
程
度
（
理
想
と
し
て
は
、
日
本
語
能
力
検
定
で
三
級

以
上
）
の
日
本
語
理
解
の
素
養
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ク
ラ
ス
の
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カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
の
大
義
名
分
は
、
学
生
た
ち
に
卒
業
論
文
を
書
く
た
め
の
基
礎

的
な
能
力
を
習
得
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
四
年
次
前
期
に
は
、

も
う
一
段
階
深
く
突
っ
込
ん
だ
研
究
的
読
み
の
実
践
を
さ
せ
る
と
い
う
意
義
を
含

ま
せ
た
〈
日
本
文
学
：
韻
文
・
散
文
〉
ク
ラ
ス
を
受
講
さ
せ
る
と
い
う
流
れ
が
あ

る
。
日
本
語
〈
ネ
イ
テ
ィ
ブ
〉
の
非
常
勤
講
師
で
あ
る
私
に
は
、
学
部
側
か
ら
そ

の
よ
う
な
概
要
説
明
が
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
の
で
、
私
の
ク
ラ
ス
で
は
、
以
下
の

よ
う
な
「
授
業
到
達
目
標
」
を
シ
ラ
バ
ス
に
掲
げ
、
学
生
た
ち
に
説
明
し
た
。 

一
、
文
学
、
日
本
語
学
習
を
通
し
て
、
批
判
的
思
考
力
や
総
合
的
学
習
能
力
を 

 
 

身
に
つ
け
る
。 

一
、
日
本
文
学
を
日
本
語
で
理
解
し
、
応
答
し
て
い
く
基
礎
力
を
身
に
つ
け 

 
 

る
。
こ
の
ク
ラ
ス
で
は
、
主
に
詩
を
読
み
解
く
。 

一
、
文
学
作
品
研
究
に
必
要
な
知
識
や
技
能
を
身
に
つ
け
る
。 

 

学
部
と
し
て
こ
の
ク
ラ
ス
の
目
標
と
し
て
掲
げ
て
い
る
理
念
理
想
は
す
ば
ら
し

い
し
、
事
実
、
教
え
ご
た
え
の
あ
る
ク
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
私
が
接

し
て
い
る
現
場
の
現
状
も
明
か
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。 

先
ず
、
全
体
的
に
は
、
受
講
生
の
日
本
語
レ
ベ
ル
は
さ
ほ
ど
高
い
と
こ
ろ
に
は

な
い
。
中
に
は
、
基
本
的
な
会
話
す
ら
ま
ま
な
ら
な
い
学
生
も
お
り
、
口
頭
ま
た

は
文
章
で
、
私
が
日
本
語
で
出
す
ご
く
シ
ン
プ
ル
な
指
示
や
説
明
す
ら
分
か
っ
て

い
な
い
場
合
も
あ
る
。
あ
き
ら
か
に
日
本
語
で
文
学
を
学
ん
だ
り
、
論
じ
た
り
す

る
レ
ベ
ル
で
は
な
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
場
合
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
教
師
が
教

え
て
い
る
同
じ
ク
ラ
ス
を
受
講
す
る
よ
う
登
録
変
更
を
勧
め
も
す
る
し
、
大
抵
の

場
合
は
、
本
人
の
判
断
で
、
履
修
登
録
の
変
更
を
す
る
。
現
行
の
セ
メ
ス
タ
ー
に

お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
学
生
が
四
名
い
た
。
私
の
ク
ラ
ス
に
残
る
学
生
の
う
ち

の
半
数
近
く
も
、
実
際
は
か
な
り
の
補
助
的
指
導
を
必
要
と
す
る
レ
ベ
ル
に
あ
る

の
だ
が
、
私
一
人
で
は
な
か
な
か
そ
こ
ま
で
手
が
回
ら
な
い
の
も
悔
し
い
現
実
で

あ
る
。
た
だ
し
、
プ
ル
サ
ダ
大
で
講
義
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
私
も
今
年
で
七

年
目
に
な
る
が
、
こ
の
ク
ラ
ス
を
受
講
す
る
学
生
全
体
の
レ
ベ
ル
は
、
毎
年
少
し

ず
つ
上
が
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
実
際
、
今
回
の
ク
ラ
ス
で
は
、
私
が

受
け
持
つ
四
つ
の
す
べ
て
の
コ
マ
に
そ
れ
ぞ
れ
、
日
本
語
で
自
分
の
意
見
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
、
あ
る
程
度
の
議
論
も
交
わ
す
こ
と
の
で
き
る
学
生
が
、
三
、
四

名
は
い
る
。
加
え
て
、
三
年
次
前
期
に
開
講
し
て
い
る
「
日
本
文
学
入
門
」
の
ク

ラ
ス
を
私
か
ら
受
講
し
た
学
生
の
多
く
が
、
継
続
し
て
私
の
教
え
る
作
品
研
究
の

ク
ラ
ス
に
入
っ
て
く
る
と
い
う
傾
向
も
こ
の
二
、
三
年
の
間
は
顕
著
に
見
ら
れ
、

学
生
た
ち
も
色
々
と
工
夫
し
な
が
ら
、
日
本
語
理
解
と
学
業
の
習
熟
度
を
深
め
よ

う
と
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
。 

と
は
言
っ
て
も
、
課
題
と
し
て
文
学
作
品
を
読
ま
せ
、
ク
ラ
ス
に
お
い
て
共
に

考
察
し
、
自
発
的
に
議
論
を
交
わ
す
と
い
う
よ
う
な
や
り
方
が
で
き
る
わ
け
で
は

な
い
。
実
際
、
私
が
教
え
る
学
生
た
ち
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
高
度
で
自
律

的
な
学
習
法
が
、
す
ぐ
さ
ま
有
益
な
学
習
法
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
。
学
習
効
果

の
促
進
と
理
解
の
た
め
の
足
場
作
り
、
補
助
作
業
を
す
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
私
が
受
け
持
つ
教
場
で
は
、
文
学
作
品
を
扱
い
な
が
ら
付
加
的
に
日
本

語
学
習
の
基
礎
的
部
分
（
語
彙
や
文
法
等
）
の
指
導
を
施
し
、
日
本
文
学
作
品
研

究
に
必
要
な
基
礎
的
知
識
や
技
術
を
少
し
ず
つ
提
供
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
同
時

進
行
す
る
形
で
ま
た
、
読
み
の
指
導
、
文
学
テ
キ
ス
ト
理
解
の
た
め
の
方
略
な
ど

も
行
う
。
謂
わ
ば
日
本
語
、
日
本
語
文
学
と
い
う
学
習
領
域
を
、
細
分
化
し
た
り
、

系
統
立
て
て
別
個
に
教
え
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
大
胆
に
も―

そ
し
て
無
謀
に

も―

ひ
と
つ
の
学
習
領
域
と
し
て
有
機
的
に
捉
え
、
そ
の
中
を
縦
横
無
尽
に
走
り

回
っ
て
み
よ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
今
あ
る
私
の
教
場
で
の
試
み
で
あ
る
。 

そ
の
よ
う
な
学
習
の
場
で
学
生
た
ち
に
は
、
日
本
語
の
知
識
や
文
学
研
究
の
基

本
能
力
を
習
得
す
る
と
同
時
に
、
相
互
理
解
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
自
分
自
身
を

見
つ
め
直
し
、〈
自
・
他
に
つ
い
て
の
〉
新
た
な
発
見
を
得
て
も
ら
い
た
い
と
願
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
手
伝
い
を
し
な
が
ら
私
も
、
国
家
や
民
族
、
そ
し
て
世
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代
の
違
い
を
乗
り
越
え
て
、
彼
ら
彼
女
ら
の
世
界
を
理
解
し
よ
う
と
努
力
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
試
み
か
ら
、
教
師
と
学
生
と
い
う
関
係
性
に
お
い
て

の
相
互
理
解
が
生
ま
れ
、
ま
た
教
師
で
あ
る
私
自
身
、
そ
し
て
、
学
生
た
ち
自
身

の
う
ち
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
理
解
が
育
ま
れ
て
行
く
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

日
本
語
教
育
の
ク
ラ
ス
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

二 

授
業
実
践
報
告 

（（
一一
））
川川
崎崎
洋洋
のの
「「
海海
でで
」」
とと
「「
言言
葉葉
」」
をを
セセ
ッッ
トト
にに
しし
たた
授授
業業
のの
目目
的的 

プ
ル
サ
ダ
大
で
の
〈
日
本
文
学
作
品
研
究
〉
の
ク
ラ
ス
で
の
初
回
か
ら
三
回
目

ま
で
の
講
義
で
は
、
川
崎
洋
の
詩
、「
海
で
」
と
「
言
葉
」
を
セ
ッ
ト
教
材
と
し
て

活
用
し
、
講
義
と
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
三
回
の
講
義
に
は
、

〈
相
互
理
解
の
む
ず
か
し
さ
、
も
ど
か
し
さ
、
お
も
し
ろ
さ
〉
と
副
題
を
付
け
た
。 

「
海
で
」
を
教
材
に
し
た
理
由
は
、
こ
の
詩
に
は
、
粋
な
い
た
ず
ら
で
観
光
客

を
か
ら
か
っ
て
は
楽
し
ん
で
い
る
宮
崎
の
地
元
漁
師
の
息
子
二
人
と
、
純
な
騙
さ

れ
か
た
を
し
た
詩
人
と
の
会
話
が
そ
の
ま
ま
詩
に
な
っ
て
い
る
点
に
あ
り
、
相
互

理
解
と
は
言
っ
て
も
、
そ
う
一
筋
縄
に
い
く
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
教
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
〈
海
〉
、
〈
浜
辺
〉
と
い
う

よ
う
な
海
洋
国
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
島
国
日
本
に
共
通
し
て
あ
る
普
遍
的
な
場
所
を

介
し
て
、
自
分
た
ち
に
と
っ
て
の
〈
海
〉
と
他
者
に
と
っ
て
の
〈
海
〉
は
違
っ
て

く
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
他
者
理
解
の
た
め
に
は
、
そ
の
他
者
の
海
に
近

づ
き
見
る
こ
と
の
必
要
性
を
例
示
で
き
る
こ
と
も
こ
の
詩
の
教
材
価
値
を
高
め
て

い
る
。
つ
ま
り
、
相
互
理
解
に
お
い
て
の
他
者
理
解
の
部
分
に
焦
点
を
当
て
、
自

分
の
視
点
か
ら
一
旦
離
れ
る
こ
と
を
推
奨
す
る
こ
と
が
で
き
る
教
材
な
の
だ
。
一

方
で
、「
言
葉
」
を
対
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
置
く
こ
と
で
、
今
度
は
自
分
自
身
の
世

界
、
自
分
の
も
の
の
見
方
、
捉
え
方
を
自
由
に
探
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

は
、
こ
の
詩
の
中
に
あ
る
ル
ビ
無
し
の
〈
♪
〉
マ
ー
ク
と
最
後
の
問
い
か
け
、「
あ

な
た
の
『
真
実
』
は
／
私
の
『
真
実
』
？
」
に
よ
っ
て
、
読
者
が
自
分
自
身
で
考

え
答
え
を
見
つ
け
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
一
方
が
他
者
理

解
へ
、
も
う
一
方
が
自
己
理
解
へ
と
、
ベ
ク
ト
ル
が
向
い
て
い
る
こ
れ
ら
の
二
篇

の
詩
を
セ
ッ
ト
に
す
る
こ
と
で
、
相
互
理
解
を
基
軸
と
し
た
日
本
語
教
育
の
導
入

教
材
と
し
て
、
自
他
理
解
へ
向
け
て
学
習
者
の
意
識
を
向
け
さ
せ
、
ま
た
そ
の
た

め
の
方
略
を
論
じ
始
め
る
の
に
有
益
な
教
材
と
な
る
の
だ
。
以
下
に
「
海
で
」
と

「
言
葉
」
を
引
用
し
て
お
く
。 

  

「
海
で
」
（
1
） 

 
 

 

今
年
の
夏 

つ
い
こ
の
あ
い
だ 

 

宮
崎
の
海
で 

以
下
の
こ
と
に
出
逢
い
ま
し
た 

 

浜
辺
で 

 

若
者
が
二
人
空
び
ん
に
海
の
水
を
詰
め
て
い
る
の
で
す 

 

何
を
し
て
い
る
の
か
と
問
う
た
ら
ば 

 

二
人
が
云
う
に 

 

ぼ
く
ら
生
ま
れ
て
始
め
て
海
を
見
た 

 

海
は
昼
も
夜
も
揺
れ
て
い
る
の
は
驚
く
べ
き
こ
と
だ 

 

だ
か
ら
こ
の
海
の
水
を 

 

び
ん
に
入
れ
て
持
ち
帰
り 

 

盥
に
あ
け
て 

 

水
が
終
日
揺
れ
る
さ
ま
を
眺
め
よ
う
と
思
う 

 
と
云
う
の
で
す 

 

や
が
て 

い
い
土
産
が
で
き
た 

と 
 

 

二
人
は
口
笛
を
ふ
き
な
が
ら 

 

暮
れ
か
け
る
浜
か
ら
立
ち
去
り
ま
し
た 
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夕
食
の
折
り 

 

ぼ
く
は
変
に
感
激
し
て
そ
の
話
を 

 
宿
の
人
に
話
し
た
ら 

 

あ
な
た
も
か
つ
が
れ
た
の
か
ね 

 

あ
の
二
人
は 

 

近
所
の
漁
師
の
息
子
だ
よ 

 

と
云
わ
れ
た
の
で
す 

  

「
言
葉
」 

 

  

演
奏
を
聴
い
て
い
な
く
て
も 

 

人
は 

 

 

♪
を
耳
の
奥
に
甦
え
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る 

 

言
葉
に
し
な
く
て
も 

 

一
つ
の
考
え
が 

 

人
の
心
に
あ
る
よ
う
に 

 

  

む
し
ろ 

 

言
葉
に
記
す
と 

 

世
界
は
と
た
ん
に
不
確
か
に
な
る 

 
 

 

私
の
「
青
」 

 

は
あ
な
た
の
「
青
」
な
の
だ
ろ
う
か
？ 

 

あ
な
た
の
「
真
実
」
は 

 

私
の
「
真
実
」
？ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（（
二二
））
他他
者者
のの
ここ
とと
ばば
かか
らら
他他
者者
のの
世世
界界
をを
イイ
メメ
ーー
ジジ
すす
るる 

セ
メ
ス
タ
ー
の
は
じ
め
に
、
学
生
た
ち
に
は
、
文
学
作
品
、
特
に
詩
を
読
み
な

が
ら
、
日
本
語
能
力
の
底
上
げ
を
目
指
し
、
学
生
た
ち
が
自
分
自
身
で
テ
キ
ス
ト

を
読
み
解
く
力
を
身
に
着
け
、
そ
し
て
、
相
互
理
解
力
を
養
う
こ
と
が
、
こ
の
ク

ラ
ス
で
の
目
的
で
あ
る
と
、
二
、
三
十
分
か
け
て
詳
し
く
説
明
し
た
。
そ
の
後
、

読
み
の
プ
ロ
セ
ス
と
称
し
て
、
こ
と
ば
の
理
解
の
た
め
の
方
略
を
論
じ
、
次
回
か

ら
読
む
詩
と
し
て
、
如
上
の
二
篇
の
詩
を
紹
介
（
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
ス
ラ
イ
ド
で

表
示
）
し
朗
読
し
た
。
詩
の
テ
キ
ス
ト
は
、
単
語
調
べ
の
課
題
と
共
に
配
布
す
る

と
い
う
流
れ
で
初
回
の
講
義
を
終
え
た
。 

先
ず
は
、
こ
と
ば
の
理
解
の
た
め
方
略
の
部
分
を
紹
介
し
、
検
証
し
て
い
く
。

「
海
で
」
の
導
入
も
兼
ね
て
、
二
つ
の
こ
と
ば
を
掲
示
し
た
ス
ラ
イ
ド
を
見
せ
た
。

〈
海
〉
、
〈
友
情
〉
と
、
両
方
と
も
ほ
と
ん
ど
の
学
生
た
ち
が
、
私
か
ら
の
説
明
な

し
で
す
で
に
理
解
し
て
い
る
よ
う
な
単
語
で
あ
る
。
ス
ラ
イ
ド
を
展
開
さ
せ
て
い

く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
日
本
語
で
の
定
義
と
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
訳
が
出
て
く

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
表
示
す
る
前
に
学
生
た
ち
に
問
う
と
、
単
語

の
訳
は
、
ど
の
ク
ラ
ス
で
も
す
ぐ
に
返
答
が
あ
っ
た
。
た
だ
、
単
語
単
位
の
翻
訳

で
は
な
く
、
海
を
、
友
情
を
こ
と
ば
で
説
明
す
る
よ
う
に
更
に
問
い
か
け
る
と
、

満
足
な
返
答
は
な
か
っ
た
。
日
本
語
は
疎
か
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
も
、
単
語
の
説

明
、
定
義
は
出
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
と
ば
を
こ
と
ば
で
正
確
に
定
義
す
る

と
は
、
意
外
に
も
難
し
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
外
国
語
で
あ
る
な
ら
ば
尚

更
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
、
そ
れ
が
難
し
い
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
を
等
閑
に
し
た
ま
ま
で
は
、

外
国
語
学
習
は
進
展
し
な
い
。
そ
こ
で
、
辞
書
を
使
っ
て
こ
と
ば
の
意
味
を
調
べ

る
と
い
う
作
業
を
私
の
ク
ラ
ス
で
は
、
学
生
た
ち
に
徹
底
し
て
や
ら
せ
て
い
る
。

ま
た
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
や
表
現
を
解
説
し
て
い
く
な
か
で
、
類
語
や
関

連
語
、
そ
し
て
反
対
語
に
つ
い
て
も
講
じ
る
こ
と
が
で
き
、
日
本
語
の
語
彙
増
大
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を
促
す
こ
と
も
で
き
、
日
本
語
能
力
が
不
足
し
て
い
る
学
生
た
ち
に
対
し
て
も
補

助
的
な
学
習
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、〈
海
〉
と
い
う
単
語
か
ら

は
、〈
海
洋
〉
、〈
大
洋
〉
、〈
海
原
〉
な
ど
と
関
連
語
を
紹
介
し
た
。
ま
た
、
授
業
の

展
開
次
第
で
は
、〈
湾
〉
、〈
入
り
江
〉
、〈
浦
〉
、〈
海
峡
〉
、〈
水
道
〉
、〈
瀬
戸
〉
な
ど

と
、
地
理
的
形
状
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
く
〈
海
〉
に
か
ん
す
る
こ
と
ば
の
紹
介

も
で
き
る
。
こ
と
ば
の
理
解
、
語
彙
の
増
大
と
い
う
作
業
は
、
読
み
の
初
期
段
階

に
お
い
て
、
そ
の
量
が
多
す
ぎ
て
し
ま
う
と
、
学
習
者
た
ち
の
能
力
と
感
情
的
な

受
容
力
を
超
え
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
元
に
な
る
詩
の
テ
キ
ス
ト

自
体
の
こ
と
ば
の
数
が
少
な
い
の
で
、
謂
わ
ば
学
習
者
は
、
こ
と
ば
の
量
に
気
圧

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
テ
キ
ス
ト
に
内
包
さ
れ
た
〈
学
習
の
場
〉
に
立
ち
入
り
、
ひ

と
つ
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
を
紐
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
く
は
、〈
更
に
深
く
学
ぶ

意
欲
〉
を
持
つ
の
だ
。 

こ
う
し
た
こ
と
ば
の
学
習
に
加
え
て
、
詩
の
読
み
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
は
、
こ

と
ば
が
表
象
し
、
ま
た
内
包
し
て
い
る
世
界
を
し
っ
か
り
と
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、〈
海
〉
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
な
ら
ば
、
文
字
に
よ
る
定
義
の
み

な
ら
ず
、
そ
の
こ
と
ば
が
言
い
表
し
て
い
る
海
を
具
体
的
に
想
像
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
想
像
を
補
助
す
る
目
的
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
画
像
検
索
を
や
ら
せ
て
い

る
。
こ
と
ば
理
解
に
お
い
て
視
覚
的
補
助
を
得
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
特
に
、

日
本
的
な
風
景
が
背
景
に
あ
る
こ
と
ば
で
あ
る
と
か
、
日
本
文
化
、
ま
た
は
あ
る

時
代
に
特
有
な
ア
イ
テ
ム
を
表
象
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
場
合
は
、
頭
の
中
で
明
確

な
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
描
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
語
学
習
を
し
て
い
る
学
習
者

に
と
っ
て
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
そ
れ
に
こ
れ
は
、
詩
を
読
む
際
に
は
、
殊
更

大
切
な
作
業
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
、〈
も
の
を
調
べ
る
〉
と
い
う
作
業
を
習
慣
づ

け
さ
せ
る
目
的
も
孕
ん
で
い
る
の
で
、
単
語
調
べ
の
作
業
と
合
わ
せ
て
ひ
と
つ
の

課
題
と
す
る
こ
と
が
多
い
。 

こ
れ
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
る
と
、
初
回
の
講
義
で
用
い
た
パ
ワ

ー
ポ
イ
ン
ト
の
ス
ラ
イ
ド
に
あ
る
〈
海
〉
と
い
う
こ
と
ば
の
下
に
、
南
国
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
を
彷
彿
と
さ
せ
る
夕
焼
け
の
海
岸
、
曇
天
の
下
荒
波
打
ち
寄
せ
る
光
景
、

最
後
に
、
太
平
洋
の
大
海
原
、
と
海
に
か
ん
す
る
写
真
を
三
枚
掲
示
し
た
。
そ
れ

か
ら
、
い
ま
自
分
た
ち
の
頭
の
中
に
思
い
描
い
た
海
は
、
ど
の
写
真
に
近
か
っ
た

か
と
学
生
た
ち
に
尋
ね
る
。
す
る
と
予
想
通
り
に
、
南
国
の
海
と
大
半
の
学
生
た

ち
が
答
え
た
。
追
加
で
、
バ
リ
の
リ
ゾ
ー
ト
ビ
ー
チ
の
写
真
と
赤
褐
色
の
瓦
屋
根

の
街
並
み
が
海
岸
線
に
並
ぶ
写
真
を
見
せ
る
と
、
こ
れ
が
彼
ら
彼
女
ら
に
と
っ
て

の
海
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
の
授
業
展
開
、
導
き
方
に
つ

い
て
は
、
後
日
、
些
か
誘
導
的
で
あ
っ
た
と
反
省
し
て
お
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人

学
生
た
ち
が
〈
海
〉
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
抱
く
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
正
確
に
捉
え
る

た
め
に
は
、
彼
ら
彼
女
ら
自
身
に
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
る
写
真
を
見
つ
け

発
表
さ
せ
た
方
が
良
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

し
か
し
な
が
ら
、〈
海
〉
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
、
な
ぜ
特
定
の
海
を
思
い
浮
か
べ

た
の
か
に
つ
い
て
、
学
生
た
ち
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
、
自
分
が
育
っ
た
町
の
海

や
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
海
で
の
体
験
な
り
が
、
自
ら
の
世
界
観
に
影
響
し
て
い
る

こ
と
を
感
じ
取
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
イ
メ
ー
ジ
検
索
は
、
誰
で
も
簡

単
に
行
え
て
、
比
較
的
負
担
の
少
な
い
課
題
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
効
率
の
よ

い
学
習
を
教
室
の
内
外
で
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
私
の
ク
ラ
ス

で
は
、
検
索
の
際
の
具
体
的
な
キ
ー
ワ
ー
ド
の
入
れ
方
や
効
果
的
な
リ
サ
ー
チ
の

筋
道
の
立
て
方
に
つ
い
て
、
解
説
し
た
り
、
議
論
し
た
り
す
る
。
た
と
え
ば
、「
海

で
」
の
中
に
あ
る
〈
海
〉
を
想
像
す
る
場
合
は
、「
宮
崎
の
海
」
を
思
い
浮
か
べ
る

こ
と
が
で
き
た
方
が
、
詩
人
の
世
界
に
近
づ
く
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
検
索
を

す
る
際
に
、
単
純
に
〈
海
〉
と
キ
ー
ワ
ー
ド
を
入
力
す
る
の
で
は
な
く
、「
宮
崎
」
、

「
海
」
、
「
海
岸
」
な
ど
と
複
合
的
な
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
の
仕
方
を
伝
え
、
実
践
し

て
見
せ
、
そ
の
結
果
見
つ
け
た
写
真
（
夕
暮
れ
時
の
宮
崎
の
海
岸
）
を
表
示
し
て

み
せ
た
。
こ
の
様
な
作
業
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
詩
の
中
に
あ
る
こ
と
ば
か
ら
何
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か
を
想
像
す
る
際
に
、
常
に
自
分
た
ち
の
世
界
に
寄
せ
て
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
学

生
た
ち
も
、
段
々
と
、
詩
人
が
見
聞
き
し
体
験
し
た
世
界
に
寄
せ
た
、
よ
り
的
確

な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
（
写
真
を
検
索
で
き
る
）
よ
う
に
な
る
。
実
際
に
以
降
続
く

単
元
で
扱
っ
た
石
垣
り
ん
の
「
私
の
前
に
あ
る
鍋
と
お
釜
と
燃
え
る
火
と
」
を
読

ん
だ
際
の
課
題
で
は
、〈
鍋
〉
や
〈
釜
〉
の
写
真
を
見
つ
け
て
こ
さ
せ
た
り
、
こ
と

ば
と
し
て
の
定
義
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
訳
を
発
表
さ
せ
た
際
に
は
、
い
わ
ゆ
る
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
で
普
段
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
調
理
器
具
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
に

日
本
風
の
調
理
器
具
と
し
て
の
鍋
の
写
真
を
見
つ
け
る
学
生
も
数
名
出
て
き
た
り

し
た
。
ま
た
、
こ
の
詩
に
出
て
く
る
「
釜
」
が
、
へ
っ
つ
い
が
ま
だ
一
般
的
な
台

所
で
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
時
代
に
使
わ
れ
て
い
た
釜
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て

い
る
学
生
も
二
、
三
名
い
た
。 

こ
と
ば
の
意
味
を
正
確
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
辞
書
を
使
い
こ
と

ば
を
知
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
訳
を
見
つ
け
、
そ
し
て
ま
た
、
イ
メ
ー
ジ
を
鮮
明

に
持
つ
こ
と
で
、
こ
と
ば
と
詩
全
体
を
先
ず
は
立
体
的
に
捉
え
て
い
く
。
そ
し
て
、

詩
に
描
か
れ
た
世
界
、
す
な
わ
ち
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
学
生
た
ち
に
と
っ
て
は
、

他
者
の
世
界
と
な
る
日
本
人
の
詩
人
が
見
聞
き
体
験
し
た
（
ま
た
創
作
し
た
も
の

も
含
め
た
）
世
界
に
歩
み
寄
る
こ
と
で
、
他
者
理
解
に
向
け
た
大
き
な
ス
テ
ッ
プ

に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
同
時
に
、
そ
こ
に
は
自
己
吟
味
も
可
能
に
す
る
学
習
の

プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
の
で
、
自
他
に
つ
い
て
批
判
的
な
考
察
を
促
す
こ
と
に
な
る
。 

 

（（
三三
））
理理
解解
しし
合合
うう
ここ
とと
のの
むむ
ずず
かか
しし
ささ 

人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
考
え
や
感
情
す
べ
て
が
掲
示
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
と
、
そ
れ
故
に
、
こ
と
ば
数
少
な
く
深
い
意
図
を
も
っ

て
語
ら
れ
る
詩
を
読
み
解
く
作
業
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
一
般
に
お
い
て
の

理
解
の
た
め
の
大
き
な
一
助
と
な
る
力
を
養
う
訓
練
と
な
り
得
る
こ
と
は
、
す
で

に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、「
海
で
」
を
用
い
た
授
業
で
は
、
語

ら
れ
た
こ
と
ば
を
文
字
通
り
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い

の
が
、
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
複
雑
さ
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
さ

せ
、
よ
り
発
展
的
な
理
解
の
た
め
の
方
略
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

た
と
え
ば
、
私
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
一
般
的
な

会
話
で
あ
れ
、
文
学
表
現
で
あ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
修
辞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

誇
張
も
あ
れ
ば
、
婉
曲
も
あ
る
。
冗
談
や
皮
肉
も
あ
る
。
こ
と
ば
の
行
き
違
い
も

あ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
、
意
図
的
な
悪
意
の
あ
る
嘘
も
あ
る
。「
海
で
」
に
は
、
漁
師

の
息
子
二
人
に
よ
る
洒
落
が
あ
り
、
詩
人
が
そ
れ
を
お
も
し
ろ
く
感
じ
て
い
る
姿

が
あ
り
、
こ
と
ば
の
や
り
取
り
の
む
ず
か
し
さ
、
ふ
く
ざ
つ
さ
、
た
の
し
さ
を
伝

え
る
の
に
格
好
な
教
材
と
し
て
の
一
面
が
見
ら
れ
る
。 

第
二
回
目
の
講
義
に
お
い
て
は
、
学
生
た
ち
に
は
先
ず
、
基
礎
的
な
問
い
を
投

げ
か
け
、
詩
中
に
あ
る
会
話
が
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
て
い
る
の
か
を

整
理
し
た
。
宮
崎
の
浜
辺
で
、
旅
行
中
の
詩
人
（
語
り
手
）
が
、
そ
こ
に
来
合
せ

て
い
た
地
元
の
若
者
二
人
と
短
い
会
話
を
し
た
、
と
い
う
登
場
人
物
と
場
面
設
定

の
理
解
は
、
大
体
ど
の
学
生
も
で
き
て
い
る
（
ま
た
は
講
義
内
で
の
誘
導
的
な
問

い
に
よ
っ
て
、
理
解
で
き
た
）
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
た
だ
こ
こ
か
ら
更
に
一
歩

踏
み
込
み
、
学
習
中
の
言
語
に
て
理
論
的
な
説
明
を
す
る
こ
と
が
、
外
国
語
学
習

に
お
い
て
は
重
要
で
あ
る
と
思
う
の
で
、
な
ぜ
詩
人
が
旅
行
中
で
あ
る
と
言
え
る

の
か
、
そ
し
て
ま
た
、
な
ぜ
若
者
二
人
は
地
元
民
で
あ
る
と
言
え
る
の
か
、
そ
の

根
拠
を
テ
キ
ス
ト
か
ら
示
す
よ
う
に
促
し
た
。
十
九
行
に
あ
る
「
宿
の
人
に
話
し

た
ら
」
の
〈
宿
〉
を
根
拠
に
し
、「
宿
に
宿
泊
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
詩
人
は
宮
崎

に
住
ん
で
い
る
人
で
は
な
い
」
と
日
本
語
で
答
え
た
学
生
が
、
私
の
担
当
す
る
四

つ
す
べ
て
の
ク
ラ
ス
に
各
二
、
三
名
い
た
の
で
、
他
の
学
生
の
た
め
に
、
そ
の
答

え
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
に
訳
し
て
も
ら
っ
た
。
木
曜
日
の
十
二
時
半
の
ク
ラ
ス
で

は
、
一
人
の
学
生
が
、
十
四
行
に
あ
る
若
者
の
発
言
「
い
い
土
産
が
で
き
た
」
に

注
目
し
て
、「
土
産
が
あ
る
か
ら
観
光
（
者
）
で
す
」
と
答
え
た
。
土
産
と
観
光
を
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結
び
合
わ
せ
理
解
し
よ
う
と
し
た
学
習
者
の
努
力
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

単
語
単
位
で
思
考
を
展
開
さ
せ
、
既
知
か
ら
未
知
へ
と
進
ん
で
行
こ
う
と
す
る
こ

と
は
、
外
国
語
学
習
に
お
い
て
は
奨
励
さ
れ
る
べ
き
事
で
あ
る
と
同
時
に
、
文
脈

理
解
の
欠
如
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
学
習
機
会
を
有
効
活
用
す
る
こ
と

が
好
ま
し
い
。
土
産
と
い
う
単
語
を
理
解
し
、
詩
の
語
り
手
「
ぼ
く
」
が
旅
行
者

で
あ
る
こ
と
を
関
連
づ
け
た
こ
と
は
間
違
っ
て
い
な
い
こ
と
を
伝
え
た
う
え
で
、

ク
ラ
ス
全
体
で
も
う
一
度
該
当
箇
所
を
読
み
直
し
、
再
考
す
る
。
す
る
と
、「
い
い

土
産
が
で
き
た
」
と
言
っ
た
声
の
主
体
は
、
若
者
で
あ
り
、
旅
行
中
の
「
ぼ
く
」

で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
若
者
二
人
が
土
産
に
し
た
も
の
は
、「
空
び
ん
」
に
い
れ

た
「
海
の
水
」
で
あ
る
と
い
う
文
脈
が
、
よ
り
一
層
明
確
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
し
て
、
学
習
者
た
ち
が
、
何
を
理
解
し
て
、
何
を
理
解
し
て
い
な
い
の
か
を
速

や
か
に
察
知
し
、
即
興
的
且
つ
、
大
切
な
読
み
の
指
導
の
展
開
が
し
易
い
の
も
、

読
む
量
が
少
な
い
詩
の
テ
キ
ス
ト
な
ら
で
は
の
利
点
で
あ
る
。 

大
ま
か
な
文
脈
整
理
が
済
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
こ
の
授
業
の
核
と
し
て
、
私
が
据

え
た
四
つ
の
一
連
の
質
問
を
投
げ
か
け
た
。（
一
）
読
者
と
し
て
、
あ
な
た
だ
っ
た

ら
こ
の
若
者
た
ち
の
話
を
真
に
受
け
る
だ
ろ
う
か
。（
二
）
詩
の
中
の
「
ぼ
く
」
は
、

信
じ
た
の
か
。
（
三
）
「
ぼ
く
」
は
真
相
を
ど
の
よ
う
に
し
て
知
っ
た
の
か
。
（
四
）

そ
し
て
、「
か
つ
が
れ
た
」
と
分
っ
た
「
ぼ
く
」
は
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
っ
た
で
あ

ろ
う
か
（
こ
の
質
問
で
は
、
あ
え
て
〈
詩
人
、
川
崎
洋
〉
と
し
て
「
ぼ
く
」
を
見

る
こ
と
に
強
調
点
を
置
い
た
）
。 

（
一
）
の
問
い
か
け
に
対
し
て
は
、
全
ク
ラ
ス
の
平
均
で
見
る
と
、
八
割
以
上

の
学
生
が
、
自
分
だ
っ
た
ら
こ
の
話
は
信
じ
ら
れ
な
い
（
真
に
受
け
な
い
）
と
答

え
た
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
二
十
行
目
に
あ
る
単
語
「
か
つ
が
れ
た
」
の
語
彙
説
明

を
行
っ
た
後
で
問
い
か
け
た
こ
と
も
あ
り
、
詩
中
の
若
者
た
ち
の
話
が
単
な
る
冗

談
で
あ
る
こ
と
理
解
し
て
お
り
、
す
で
に
本
当
の
話
で
は
な
い
と
い
う
前
提
で
私

か
ら
の
問
い
を
受
け
た
の
だ
と
思
う
。
そ
れ
な
の
で
、
も
し
自
分
が
こ
の
話
を
直

接
聞
い
て
い
た
ら
、
あ
な
た
は
こ
れ
を
信
じ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
仮
定
の
質
問
と

し
て
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
薄
れ
て
し
ま
い
、
私
が
意
図
し
た
学
生
た
ち
の
素
の
反
応
、

初
期
段
階
で
の
テ
キ
ス
ト
へ
の
感
想
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、

中
に
は
、「
生
ま
れ
て
始
め
て
海
を
見
た
感
動
を
基
に
し
て
、
こ
う
い
う
発
想
を
持

つ
人
が
い
た
と
し
て
も
、
お
か
し
く
は
な
い
」
と
発
言
し
た
学
生
も
い
た
。（
彼
は
、

は
じ
め
に
日
本
語
で
答
え
た
が
、
思
う
よ
う
に
答
え
ら
れ
て
い
な
い
様
子
だ
っ
た

の
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
回
答
す
る
よ
う
に
促
す
と
、
こ
の
よ
う
な
内
容
の
答

え
が
返
っ
て
き
た
）
。 

な
ぜ
私
が
こ
の
質
問
を
は
じ
め
に
持
っ
て
来
た
の
か
と
言
う
と
、
他
者
理
解
の

推
奨
は
、
自
己
の
埋
没
で
も
忘
却
で
も
な
い
か
ら
で
あ
り
、
常
に
自
分
の
立
場
を

相
手
の
対
に
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
か
ら
だ
。

ま
た
、〈
も
し
自
分
が
相
手
の
立
場
に
い
た
ら
〉
と
自
己
投
射
し
な
が
ら
考
え
て
行

く
こ
と
は
、
他
者
理
解
の
た
め
の
初
期
的
な
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
こ
と
に
な
る
の
で

有
益
で
あ
る
か
ら
だ
。
感
情
移
入
、
共
感
、
自
己
投
射
に
よ
る
相
手
の
立
場
の
想

像
、
と
自
己
を
主
体
と
し
た
他
者
理
解
は
、
初
期
的
な
（
浅
薄
な
）
自
己
理
解
で

あ
る
と
の
議
論
が
近
年
の
認
知
心
理
学
や
文
化
的
な
研
究
領
域
で
交
わ
さ
れ
て
い

る
傾
向
を
、
ブ
レ
イ
デ
ィ
み
か
こ
が
、
そ
の
著
書
『
他
者
の
靴
を
履
く 

ア
ナ―

キ
ッ
ク
・
エ
ン
パ
シ
ー
の
す
す
め
』
の
中
で
ま
と
め
て
い
る
が
、
賛
否
両
論
あ
る

に
し
て
も
、
他
者
理
解
に
お
い
て
は
、
自
分
を
中
心
と
し
た
他
者
理
解
を
経
て
こ

そ
、
よ
り
発
展
的
で
深
化
し
た
他
者
理
解
、
す
な
わ
ち
、
ブ
レ
イ
デ
ィ
み
か
こ
の

こ
と
ば
を
借
り
る
な
ら
ば
、「
他
者
を
他
者
と
し
て
そ
の
ま
ま
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
。

自
分
と
は
違
う
も
の
、
自
分
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
性
質
の
も
の
で
も
、
他
者
と

し
て
存
在
を
認
め
、
そ
の
人
の
こ
と
を
想
像
し
て
み
る
こ
と
」
に
つ
な
が
っ
て
い

く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
（
ブ
レ
イ
デ
ィ 

二
〇
二
一
）
。
ま
た
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

人
学
生
に
、
他
者
と
し
て
の
日
本
人
、
日
本
の
こ
と
ば
、
文
学
、
世
界
観
の
理
解

を
促
し
て
行
く
際
に
、
彼
ら
彼
女
ら
に
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
と
し
て
の
自
己
理
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解
と
誇
り
を
持
っ
て
、
日
本
人
を
理
解
し
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ

れ
は
、
私
が
い
ま
日
本
語
を
教
え
て
い
る
教
場
に
お
い
て
否
応
無
し
に
存
在
し
て

い
る
歴
史
的
現
実
、
つ
ま
り
、
日
本
の
犯
し
た
侵
略
戦
争
と
日
本
語
普
及
・
強
制

政
策
の
爪
痕
と
未
解
決
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
来
た
人
々
の
怨
嗟
の
残
滓
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
と
強
く
感
じ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
故
に
、
相
互
理
解
を
育
成
し
よ

う
と
す
る
日
本
語
教
育
に
お
い
て
は
、
自
他
の
理
解
の
バ
ラ
ン
ス
、
だ
れ
か
に
同

化
す
る
の
で
は
な
く
て
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
批
判
的
に
理
解
し
、
受
け
入
れ
、

誇
り
を
持
っ
た
う
え
で
、
自
分
と
は
異
な
る
他
者
を
も
あ
り
の
ま
ま
に
受
容
し
、

批
判
的
に
考
え
、
想
像
し
て
い
く
と
い
う
作
業
が
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

さ
て
、（
二
）
と
（
三
）
の
問
い
は
、
最
後
の
質
問
へ
の
接
続
的
な
問
い
で
あ
り
、

答
え
も
容
易
に
テ
キ
ス
ト
か
ら
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
多
く
の
学
生

が
、
十
八
～
二
十
三
行
を
根
拠
に
し
て
、「
ぼ
く
」
が
若
者
二
人
の
話
を
信
じ
た
（
受

け
入
れ
た
）
こ
と
、
そ
し
て
、「
宿
の
人
」
に
よ
っ
て
真
相
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ

と
を
理
解
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
質
問
は
、
学
習
者
に
テ
キ
ス
ト
を
し
っ
か
り
と

読
め
ば
（
相
手
の
話
を
し
っ
か
り
と
聴
く
な
ら
ば
）
容
易
に
理
解
し
、
ま
た
そ
れ

が
正
し
い
理
解
で
あ
る
と
確
信
で
き
る
こ
と
も
多
く
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で

き
る
。
誰
か
が
発
し
た
こ
と
ば
に
は
、
そ
の
人
を
理
解
す
る
為
の
鍵
が
あ
る
。
こ

れ
を
明
瞭
に
し
た
う
え
で
、「
ぼ
く
」
と
「
近
所
の
漁
師
の
息
子
」
た
ち
と
の
会
話

に
戻
り
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
と
ば
を
と
お
し
て
他
者
を
理
解
し
て
い
く
う
え
で

は
、
と
き
に
そ
こ
に
内
包
さ
れ
る
複
雑
な
要
素
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
再
考
し
た
。
空
の
一
升
瓶
に
海
の
水
を
詰
め
て
い
っ
た
い
何
を
し
て
い
る
の

か
と
、
尋
ね
た
「
ぼ
く
」
の
問
い
に
対
し
て
、「
生
ま
れ
て
始
め
て
海
を
見
た
」
と
、

地
元
の
漁
師
の
息
子
二
人
が
つ
い
た
嘘
、
盥
に
あ
け
た
海
の
水
が
終
日
揺
れ
る
と

い
う
童
話
的
な
洒
落
。
こ
こ
に
我
々
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
む
ず
か
し

さ
、
も
ど
か
し
さ
、
お
も
し
ろ
さ
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

こ
れ
に
加
え
て
、
テ
キ
ス
ト
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、
ど
う
推
測
し
、

想
像
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
目
的
で
、（
四
）
の
質
問
を
用
意
し

た
。
こ
の
詩
の
語
り
手
「
ぼ
く
」
、
あ
え
て
言
う
な
ら
詩
人
川
崎
洋
は
、
こ
の
二
人

の
嘘
を
ど
う
受
け
止
め
た
の
か
。
学
生
た
ち
に
分
か
り
易
い
よ
う
に
、
詩
人
は
嘘

を
つ
か
れ
た
と
分
か
っ
た
時
に
、
怒
り
を
覚
え
た
の
か
覚
え
な
か
っ
た
の
か
と
、

補
助
的
な
質
問
も
重
ね
た
。
以
下
に
学
生
た
ち
の
回
答
を
何
点
か
抜
粋
す
る
が
、

回
答
は
私
が
記
録
し
た
ノ
ー
ト
に
基
づ
い
て
、
で
き
る
だ
け
学
生
の
声
を
そ
の
ま

ま
残
す
よ
う
に
し
た
。
た
だ
し
読
み
易
さ
を
確
保
す
る
た
め
に
、
あ
る
程
度
手
直

し
を
し
た
う
え
で
、
括
弧
内
に
は
、
学
生
た
ち
の
回
答
の
理
由
を
記
し
た
。 

一
番
多
か
っ
た
答
え
が
、
「
詩
人
は
怒
っ
た
」
で
あ
っ
た
。
（
人
に
嘘
を
つ
か
れ

る
の
は
、
嫌
な
こ
と
だ
か
ら
。
騙
す
の
は
よ
く
な
い
こ
と
だ
か
ら
。
自
分
だ
っ
た

ら
怒
る
、
な
ど
）
。
他
に
は
、「
が
っ
か
り
し
た
」（
話
が
本
当
で
は
な
か
っ
た
か
ら
）

や
「
悔
し
か
っ
た
」
（
馬
鹿
に
さ
れ
た
か
ら
）
や
「
絶
望
（
失
望
）
し
た
」
（
理
由

の
説
明
は
な
し
）
な
ど
と
い
っ
た
発
言
も
あ
っ
た
。
一
方
で
、「
別
に
な
ん
と
も
思

わ
な
か
っ
た
」（
嘘
を
つ
い
た
人
が
、
知
ら
な
い
人
だ
か
ら
）
と
、
関
係
性
の
度
合

い
に
よ
っ
て
、
反
応
が
変
っ
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
主
旨
の
意
見
を
述
べ
た
学
生

も
い
た
。
こ
の
学
生
は
、
上
記
括
弧
書
き
の
部
分
は
日
本
語
で
回
答
し
た
が
、
そ

れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
の
私
か
ら
の
追
加
の
問
い
に
対
し
て
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
語
に
英
語
を
交
え
て
説
明
し
た
。
こ
の
学
生
の
い
る
ク
ラ
ス
で
は
、
彼
女
の
答

え
に
触
発
さ
れ
て
か
、「
作
者
は
怒
っ
て
い
な
い
」
、「
ふ
つ
う
」
、「
な
に
も
考
え
て

い
な
い
」
な
ど
と
い
う
答
え
が
あ
っ
た
。
ど
の
ク
ラ
ス
に
お
い
て
も
、
大
半
の
学

生
は
黙
っ
て
い
て
、
そ
の
中
か
ら
ラ
ン
ダ
ム
に
指
名
し
て
、
答
え
を
促
し
て
も
あ

ま
り
答
え
ら
し
い
答
え
は
返
っ
て
こ
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
積
極
的
に
発
言
す

る
学
生
は
、
各
ク
ラ
ス
に
五
、
六
名
は
お
り
、
彼
ら
彼
女
ら
が
、
日
本
語
で
行
う

読
み
の
方
略
を
習
得
し
つ
つ
あ
り
、
自
ら
の
思
考
を
言
語
化
し
よ
う
と
努
力
し
て

い
る
様
子
が
伺
え
る
の
で
、
教
え
て
い
て
も
励
み
に
な
る
。 

積
極
的
に
、
自
律
的
に
学
習
に
取
り
組
ん
で
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
学
生
た
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ち
の
指
導
を
ど
う
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
色
々
と
試
行
錯
誤
し
て
い
る
が
、
最
近

で
は
学
習
者
ど
う
し
が
教
え
合
え
る
機
会
を
講
義
や
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
流
れ

の
中
で
作
ろ
う
と
工
夫
し
て
い
る
。
こ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
日
本
語
理
解
の

レ
ベ
ル
が
高
く
、
私
と
日
本
語
で
や
り
取
り
の
で
き
る
学
生
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

語
で
答
え
や
思
考
プ
ロ
セ
ス
を
再
度
発
言
さ
せ
る
こ
と
で
、
日
本
語
理
解
が
追
い

付
い
て
い
な
い
学
生
に
も
学
習
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
い

ま
考
察
の
俎
上
に
載
せ
て
い
る
質
問
（
四
）
で
は
、
木
曜
日
の
十
時
開
始
の
ク
ラ

ス
の
一
人
の
学
生
の
回
答
が
秀
逸
で
あ
っ
た
の
で
、
彼
に
は
答
え
を
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
語
で
言
い
直
し
て
も
ら
い
、
私
と
の
や
り
取
り
を
再
現
し
た
。 

彼
に
よ
る
と
、
詩
人
は
初
め
か
ら
二
人
の
若
者
の
「
話
が
本
当
の
話
だ
と
思
っ

て
い
な
い
」
は
ず
だ
と
い
う
。 

な
ぜ
そ
う
思
う
の
か
と
尋
ね
る
と
、
話
の
内
容
が
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
過
ぎ
る
」

と
い
う
。
つ
ま
り
、
盥
に
入
れ
た
海
の
水
が
、
揺
れ
る
わ
け
が
な
い
こ
と
は
、
誰

で
も
分
か
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
だ
。 

し
か
し
、
そ
う
い
う
発
想
を
す
る
人
が
い
る
の
か
と
真
に
受
け
る
こ
と
も
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
聞
く
と
、
「
で
も
、
『
変
に
感
激
し
て
』
と
言
っ
て
い
る
か
ら
」

と
、
十
八
行
目
の
「
変
に
」
に
注
目
し
て
返
答
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
詩
人
は
、

初
め
か
ら
話
半
分
で
聞
い
て
い
た
の
で
、
後
で
騙
さ
れ
た
と
分
か
っ
て
も
さ
ほ
ど

怒
ら
な
か
っ
た
の
か
と
思
う
の
か
と
確
認
す
る
と
、
「
『
変
に
』
な
の
で
、
普
通
に

（
素
直
に
）
話
を
信
じ
て
な
い
」
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
明
が
続
い
た
。 

他
の
二
十
名
以
上
の
学
生
は
、
こ
こ
ま
で
の
日
本
語
で
の
彼
と
の
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
の
殆
ど
を
理
解
し
て
い
な
い
様
子
で
あ
っ
た
の
で
、
発
言
を
し
た
学
生
に
、

彼
の
答
え
の
主
旨
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
説
明
す
る
よ
う
に
促
し
た
。
こ
の
教
授

法
に
よ
る
学
習
効
果
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
評
価
は
で
き
る
と
思
う
が
、
改
善
す

べ
き
点
も
あ
る
。
先
ず
思
い
つ
く
の
は
、
回
答
し
た
学
生
に
す
べ
て
を
訳
さ
せ
る

の
で
は
な
く
、
私
も
加
わ
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
彼
と
の
会
話
を
再
現
で
き
て

い
れ
ば
、
思
考
プ
ロ
セ
ス
の
発
展
・
展
開
を
よ
り
明
瞭
に
他
の
学
生
に
も
掲
示
で

き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
か
ら
先
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
の
日
本
語
教
育
を

続
け
て
行
く
の
で
あ
れ
ば
、
私
自
身
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
能
力
も
、
授
業
内
容
の

補
足
説
明
が
で
き
る
く
ら
い
の
レ
ベ
ル
に
引
き
上
げ
て
行
く
必
要
も
あ
る
の
か
と

感
じ
て
い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
中
等
教
育
で
は
、
第
二
言
語
と
し
て
英
語
は
必

須
科
目
で
あ
り
、
英
語
理
解
を
す
る
学
生
も
多
い
の
で
、
英
語
で
説
明
し
て
も
い

い
の
だ
が
（
事
実
、
自
身
も
英
語
に
頼
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
）
、
外
国
語
学
習
の

教
室
と
い
う
限
ら
れ
た
環
境
の
な
か
で
、
三
言
語
が
飛
び
交
う
よ
う
に
な
る
と
、

か
え
っ
て
混
乱
し
て
し
ま
う
嫌
い
も
あ
る
し
、
ど
う
し
て
も
学
生
の
英
語
能
力
に

も
か
な
り
の
ば
ら
つ
き
が
あ
る
の
で
、
や
は
り
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
の
補
足
説
明

や
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
取
り
纏
め
て
い
く
た
め
の
あ
る
程
度
の
能
力
は
、
日
本

語
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
講
師
で
あ
っ
て
も
身
に
着
け
て
行
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

 

（（
四四
））
不不
確確
定定
なな
事事
柄柄
をを
どど
うう
確確
認認
しし
理理
解解
すす
るる
のの
かか 

テ
キ
ス
ト
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
ど
う
推
測
す
る
の
か
、
他
者
が
語

り
尽
く
し
て
い
な
い
内
容
に
か
ん
し
て
の
理
解
を
ど
の
よ
う
に
し
て
掘
り
下
げ
て

行
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
う
し
た
こ
と
を
真
剣
に
考
え
る
き
っ
か
け
を
与
え

る
た
め
に
、
〈
詩
人
川
崎
洋
は
、
若
者
二
人
に
騙
さ
れ
て
腹
を
立
て
た
の
か
〉
、
と

い
う
問
い
を
立
て
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
問
い
は
、〈
文
学
作
品
研
究
〉
の
た
め
の
リ

サ
ー
チ
の
方
法
を
紹
介
し
て
い
く
呼
び
水
に
も
な
っ
て
い
る
。 

そ
こ
で
〈
講
義
二
〉
の
終
わ
り
に
、
相
互
理
解
の
た
め
に
は
、
対
話
を
続
け
る
、

す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
語
ら
れ
た
こ
と
ば
を
基
盤
に
理
解
を
進
め
て
い
く
の
み
な
ら

ず
、
語
ら
れ
た
こ
と
ば
を
軸
に
し
て
問
い
か
け
を
し
、
答
え
を
探
っ
て
行
く
こ
と

で
あ
る
と
い
う
簡
単
な
説
明
を
し
た
。
そ
し
て
、
第
三
回
目
の
講
義
の
前
に
読
了

す
べ
き
課
題
と
し
て
、
茨
木
の
り
子
著
の
『
詩
の
こ
こ
ろ
を
読
む
』
か
ら
、「
海
で
」

に
つ
い
て
の
茨
木
に
よ
る
解
説
の
抜
粋
を
渡
し
た
。 
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そ
の
短
い
文
章
の
中
に
は
、
川
崎
と
親
交
の
あ
っ
た
茨
木
だ
か
ら
こ
そ
明
か
せ

た
、
「
海
で
」
の
制
作
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
茨
木
曰
く
、

川
崎
洋
は
、「
宿
の
お
ば
さ
ん
に
『
そ
の
二
人
は
近
所
の
漁
師
の
息
子
ば
い
』
と
笑

わ
れ
て
『
だ
ま
さ
れ
て
も
、
ち
っ
と
も
腹
が
立
た
ず
、
そ
の
逆
に
嬉
し
い
と
い
う

か
、
と
て
も
お
い
し
い
小
咄
を
堪
能
し
た
よ
う
な
気
分
で
し
た
』
と
書
い
て
い
ま

す
」
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ク
ラ
ス
の
中
で
、
川
崎
洋
自
身
が
抱
い
た
感
情
に
つ
い
て

推
測
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
わ
け
だ
が
、
他
者
の
発
言
や
こ
と
ば
の
空
白
に
つ

い
て
、
問
い
を
立
て
、
質
問
を
発
し
、
答
え
を
求
め
る
と
い
う
行
為
と
は
、〈
リ
サ

ー
チ
〉
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
明
が
で
き
た
。
ま
た
、
文
学
作
品
研
究
と
い

う
営
み
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
作
品
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
解
説
や
批
評
、

作
者
本
人
に
よ
る
個
人
談
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
を
読
む
と
い
う
作
業
の
有
益
さ
を
、

学
生
た
ち
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
〈
間
テ
キ
ス
ト
〉
的
な
読

み
の
作
業
と
理
解
構
築
は
、
こ
の
セ
メ
ス
タ
ー
を
と
お
し
て
続
け
て
い
く
よ
う
に

授
業
計
画
を
立
て
て
い
る
。 

 

（（
五五
））
「「
言言
葉葉
」」
をを
用用
いい
たた
補補
完完
作作
業業 

こ
れ
ま
で
検
証
し
て
き
た
と
お
り
に
、「
海
で
」
を
用
い
た
講
義
と
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
で
は
、
相
互
理
解
に
つ
い
て
の
概
念
を
導
入
し
つ
つ
、
自
己
理
解
と
他
者

理
解
の
両
方
に
つ
い
て
考
え
、
理
解
へ
の
方
略
を
実
践
で
き
る
よ
う
な
課
題
と
講

義
内
で
の
活
動
を
試
み
た
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
学
生
が
、
日
本
人
作
者

の
宮
崎
の
浜
辺
で
の
体
験
を
基
に
し
た
詩
を
、
詩
人
の
視
点
か
ら
理
解
し
て
い
こ

う
と
す
る
時
に
は
、
ど
う
し
て
も
理
解
の
ベ
ク
ト
ル
は
他
者
へ
と
向
か
い
、
相
手

ベ
ー
ス
、
テ
キ
ス
ト
ベ
ー
ス
の
理
解
構
築
で
あ
っ
た
り
、
想
像
に
偏
重
し
て
し
ま

っ
た
り
す
る
。
別
に
こ
れ
自
体
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
の
だ
が
、
自
他
理

解
の
土
台
の
上
に
相
互
理
解
が
育
ま
れ
て
い
く
と
い
う
内
容
で
の
導
入
的
講
義
シ

リ
ー
ズ
三
回
で
あ
っ
た
の
で
、
読
者
の
自
由
発
想
と
自
分
に
寄
せ
た
視
点
か
ら
の

風
景
に
も
改
め
て
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
感
じ
た
の
で
、「
言
葉
」
を
補
完
的

教
材
と
し
て
組
み
込
ん
だ
。 

川
崎
洋
の
「
言
葉
」
は
、
茨
木
の
り
子
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
語
ろ
う
と
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
逃
げ
て
ゆ
く
、
詩
の
矛
盾
」（
茨
木 

一
九
七
九
）
を
叙
述
し
た
詩

で
あ
り
、
意
思
表
示
の
む
ず
か
し
さ
、
内
在
す
る
現
実
を
表
現
す
る
こ
と
の
も
ど

か
し
さ
を
表
し
た
詩
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
限
界
の
あ
る
こ
と
ば
に
よ
っ

て
記
さ
れ
た
「
不
確
か
」
な
他
者
の
世
界
、
そ
し
て
自
分
自
身
の
世
界
を
ど
う
や

っ
て
理
解
す
る
の
か
。
そ
の
よ
う
な
葛
藤
を
叙
述
し
て
い
る
詩
で
あ
る
「
言
葉
」

を
講
じ
た
私
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
学
生
た
ち

に
伝
え
切
れ
た
か
と
い
う
と
、
正
直
自
信
が
な
い
。
た
だ
、
詩
の
最
終
連
に
あ
る

問
い
か
ら
、
こ
こ
ま
で
学
生
た
ち
と
考
察
し
て
き
た
こ
と
が
ら
を
捩
っ
て
、
私
（
日

本
人
）
の
海
は
、
あ
な
た
の
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
学
生
）
の
海
な
の
だ
ろ
う
か
。

私
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
〈
海
〉
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
言
い
表
そ
う
と
す
る
現
実

は
、
ど
う
違
う
の
か
。
そ
こ
か
ら
連
想
さ
れ
る
こ
と
に
は
ど
ん
な
差
異
が
あ
る
の

か
。
は
た
ま
た
類
似
点
は
あ
る
の
か
、
な
ど
と
思
考
を
促
し
た
。
包
み
隠
さ
ず
す

べ
て
を
言
う
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
問
い
も
私
の
ク
ラ
ス
で
は
空
回
り
し
て
、
学
生

た
ち
に
は
、
私
の
問
い
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
う
。

し
か
し
、
一
人
の
学
生
か
ら
の
答
え
は
、
あ
る
程
度
の
希
望
を
私
に
与
え
て
く
れ

た
。
彼
女
は
、「
自
分
が
生
ま
れ
た
所
、
経
験
に
よ
っ
て
、
海
は
や
っ
ぱ
り
違
っ
て

く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
発
言
し
た
。
そ
れ
以
上
の
こ
と
ば
は
続
か
な
か
っ
た
の

で
、「
だ
か
ら
、
人
の
言
う
海
を
想
像
す
る
と
き
に
は
、
自
分
の
海
を
押
し
付
け
た

り
し
て
は
い
け
な
い
よ
ね
」
と
付
け
足
す
と
、
そ
う
で
す
ね
と
頷
い
て
く
れ
た
。

そ
し
て
ま
た
、
自
分
の
〈
海
〉
を
大
切
に
す
る
よ
う
に
、
他
者
の
〈
海
〉
も
大
切

に
で
き
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
学
生
た
ち
に
向
か
っ
て
私
は
述
べ
た
。 

こ
の
学
生
の
い
た
ク
ラ
ス
で
は
、
こ
の
や
り
取
り
の
後
す
ぐ
に
、
あ
ら
か
じ
め

用
意
し
て
い
た
問
い
を
ク
ラ
ス
全
体
に
投
げ
か
け
た
。「
と
こ
ろ
で
、
詩
の
中
に
あ
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る
『
♪
』
を
ど
う
読
み
ま
す
か
」
、
と
。
そ
し
て
、
「
詩
人
は
な
ぜ
♪
に
ル
ビ
を
振

ら
な
か
っ
た
の
か
」
と
聞
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
ど
の
ク
ラ
ス
で
も
、
積
極

的
に
意
見
が
表
明
さ
れ
た
。
四
つ
の
ク
ラ
ス
の
統
計
で
、「
メ
ロ
デ
ィ
ー
」
と
答
え

た
学
生
が
一
番
多
か
っ
た
（
六
名
）
。「
音
」
と
答
え
た
学
生
が
五
名
お
り
、「
音
楽
」

と
言
っ
た
者
が
三
名
い
た
。
二
人
の
学
生
は
、
「
歌
」
と
答
え
た
。
「
歌
詞
」
、
「
旋

律
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
た
学
生
も
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
い
た
。
す
べ
て
の

回
答
に
対
し
て
、
そ
れ
で
い
い
の
で
は
、
と
私
は
返
し
た
。
詩
人
が
読
み
か
た
を

指
定
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
読
み
手
の
好
き
に
読
ん
で
も
よ
い
と
の
招
き

な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
だ
。
私
は
音
楽
に
は
決
し
て
明
る
い
ほ
う
で
は
な

い
の
だ
が
、
「
♪
」
の
記
号
は
、
「
八
分
音
符
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
テ
ク
ニ
カ

ル
な
読
み
を
当
て
は
め
て
、〈
は
ち
ぶ
お
ん
ぷ
〉
と
発
音
す
る
の
は
、
こ
の
詩
の
読

み
を
妨
害
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
か
ら
、「
人
は
／
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
耳
の

奥
に
甦
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
で
い
い
で
は
な
い
か
。「
人
は
／
旋
律
を
耳
の
奥

に
甦
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
で
い
い
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
読
者
の
自
由
が

保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
日
本
語
の
詩
を
読
む
か
ら

と
言
っ
て
、
必
ず
し
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
読
者
が
日
本
の
言
語
・
文
化
、
詩
人
の

世
界
観
に
近
寄
っ
て
行
く
こ
と
だ
け
（
他
者
理
解
だ
け
）
が
、
詩
の
読
み
で
は
な

い
の
だ
と
い
う
こ
と
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
読
者
が
、
日
本
語
の
詩
を
と
お
し
て
、

自
分
自
身
の
世
界
を
思
い
描
く
こ
と
だ
っ
て
可
能
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
は

で
き
た
と
思
う
。 

 

三 

お
わ
り
に 

相
互
理
解
に
培
う
日
本
語
教
育
を
目
指
す
現
場
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人

学
生
と
共
に
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
ま
で
に
学
生
た
ち
の
自
己
理
解
と
日

本
語
、
日
本
語
文
学
の
理
解
を
と
お
し
て
の
他
者
理
解
を
促
す
努
力
を
し
て
き
た
。

反
省
す
べ
き
点
、
改
善
す
べ
き
点
は
多
々
あ
る
に
し
て
も
、
日
本
語
学
習
を
と
お

し
て
、
批
判
的
精
神
に
根
ざ
し
た
理
解
力
、
他
者
の
発
し
た
こ
と
ば
、
残
し
た
余

白
か
ら
他
者
の
立
場
を
想
像
し
、
理
解
し
、
受
容
し
て
い
く
能
力
を
育
む
教
育
の

姿
勢
に
は
、
大
き
な
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
信
じ
て
い
る
。 

今
回
は
、
ダ
ル
マ
・
プ
ル
サ
ダ
大
学
で
の
教
育
実
践
に
て
、
用
い
た
川
崎
洋
の

二
篇
の
詩
を
実
例
に
挙
げ
て
、
詩
教
材
の
可
能
性
を
検
証
し
た
が
、
詩
に
は
、
他

に
も
多
く
の
教
材
と
し
て
の
価
値
が
あ
り
、
単
純
に
日
本
語
の
能
力
を
身
に
着
け

さ
せ
る
言
語
教
育
で
は
な
く
、
言
語
教
育
を
と
お
し
て
想
像
力
、
読
解
力
、
批
判

的
思
考
力
、
相
互
理
解
力
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
そ
れ

は
、
詩
の
数
少
な
い
こ
と
ば
で
あ
る
と
か
、
語
ら
な
い
余
白
の
部
分
が
、
人
間
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
全
般
に
類
似
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
詩
を
読
み
解
く
と

い
う
こ
と
そ
の
も
の
が
、
人
間
の
こ
と
ば
の
や
り
取
り
（
た
と
え
ば
会
話
に
よ
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
を
と
お
し
て
の
相
互
理
解
に
直
結
し
得
る
と
考
え
て
い

る
。
そ
の
様
な
可
能
性
豊
か
な
詩
教
材
を
用
い
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
も
他
者
と
共

に
生
き
て
行
く
た
め
に
必
要
な
批
判
的
精
神
に
根
ざ
し
た
相
互
理
解
力
を
持
つ
人

材
を
育
成
す
る
教
育
を
続
け
て
行
け
れ
ば
と
心
か
ら
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。 

 

注 （
1
）「
海
で
」
と
「
言
葉
」
の
出
自
で
あ
る
、
詩
集
『
象
』
と
『
祝
婚
歌
』
は
、

入
手
困
難
な
た
め
、
引
用
は
、
こ
の
稿
で
も
用
い
た
茨
木
の
り
子
著
の
『
詩

の
こ
こ
ろ
を
読
む
』
か
ら
。 
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