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一
　
は
じ
め
に

　
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
に
お
い
て
人
々
の
生
活
様
式
が
一
変
し
た
。
大

学
に
お
い
て
は
学
生
が
登
校
で
き
な
く
な
る
こ
と
に
伴
い
授
業
形
態

を
急
遽
変
更
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
と
り
わ
け
新
学
期
開
講
直
前
の

二
〇
二
〇
年
の
三
月
は
連
日
、
専
用
シ
ス
テ
ム
の
使
用
方
法
の
研
修

が
行
わ
れ
る
な
ど
現
場
は
混
乱
し
た
。
筆
者
は
中
国
語
文
法
を
専
門

と
し
つ
つ
、
大
学
で
中
国
語
を
教
え
て
い
る
。
加
え
て
、
時
期
を
同

じ
く
し
て
そ
れ
か
ら
二
年
の
間
に
「
中
国
語
教
育
学
会
会
長
」
お
よ

び
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
講
座
講
師
」
と
い
っ
た
複
数
の
立
場
か
ら
中
国

語
教
育
に
携
わ
っ
て
き
た
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
感
じ
た

こ
と
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
間
に
お
け
る
中
国
語
教
育
の
実
情
と
将
来

像
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

二
　「
教
員
」
と
し
て
の
立
場
か
ら

㈠
　
名
古
屋
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

　
筆
者
の
勤
務
す
る
名
古
屋
大
学
で
は
、
英
語
以
外
の
外
国
語
は
全

学
授
業
の
一
環
と
し
て
一
、
二
年
生
が
学
ぶ
必
修
科
目
の
一
つ
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
外
国
語
と
は
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ロ
シ

ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
朝
鮮
・
韓
国
語
、
中
国
語
（「
初
修
外
国

語
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
）
の
六
つ
の
中
か
ら
選
択
す
る
こ
と
と
な

る
。
私
が
本
学
に
赴
任
し
た
一
九
九
八
年
当
初
は
一
年
生
は
全
学
部

が
週
二
回
、
二
年
生
は
文
系
は
週
二
回
、
理
系
は
（
一
部
の
学
部
を

中
国
語
教
育
に
つ
い
て
考
え
る 
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除
い
て
）
週
一
回
が
必
修
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
は
各
種
事
情
に

よ
る
コ
マ
減
を
経
て
、
理
系
・
文
系
と
も
に
一
年
生
は
年
間
を
通
し

て
週
二
回
、
二
年
生
は
文
系
の
み
週
一
回
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
確
立

さ
れ
た
。
そ
し
て
二
〇
二
二
年
度
か
ら
は
全
学
的
な
教
育
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
改
革
が
行
わ
れ
、
専
門
科
目
に
鑑
み
た
各
学
部
の
意
向
を
反
映

し
た
結
果
、
初
修
外
国
語
の
授
業
数
は
さ
ら
に
減
少
す
る
結
果
と

な
っ
た
。
例
え
ば
工
学
部
、
医
学
部
な
ど
は
従
来
は
前
後
期
を
通
し

て
の
べ
四
コ
マ
中
国
語
を
学
ん
で
い
た
の
が
、
現
在
は
一
年
の
後
期

に
の
べ
二
コ
マ
学
ぶ
だ
け
と
な
っ
た
。
私
自
身
も
含
め
て
、
中
国
語

は
最
初
は
発
音
の
説
明
や
練
習
に
そ
れ
な
り
の
時
間
を
割
く
教
員
も

少
な
く
な
い
た
め
、
こ
の
半
年
と
い
う
短
い
期
間
で
何
を
ど
の
よ
う

に
教
え
る
か
と
い
う
問
題
を
担
当
教
員
の
間
で
共
有
し
真
剣
に
論
じ

な
い
と
、
い
ず
れ
は
学
ぶ
意
義
を
問
わ
れ
て
授
業
自
体
が
な
く
な
る

可
能
性
が
よ
り
現
実
味
を
帯
び
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
現
在
は
必
修

科
目
と
な
っ
て
い
る
英
語
以
外
の
外
国
語
を
履
修
し
て
い
る
学
生
の

間
で
、
学
ぶ
意
欲
に
温
度
差
が
見
ら
れ
る
。
語
学
の
学
習
に
は
や
は

り
目
標
が
必
要
で
あ
り
、
検
定
試
験
に
つ
い
て
相
談
に
来
る
学
生
な

ど
は
、
自
主
的
に
学
ん
で
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
具
体
的
な

目
標
が
見
出
せ
な
い
者
に
対
し
て
「
将
来
仕
事
で
必
要
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
」「
今
の
時
代
、英
語
だ
け
で
は
足
り
な
い
」
な
ど
と
言
っ

て
も
あ
ま
り
説
得
力
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
皆
「
単
位
を
取

得
す
る
」
と
い
う
切
実
な
目
的
は
有
し
て
い
る
も
の
の
、
せ
っ
か
く

学
ぶ
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
私
の
場
合
は
「
中
国
語
に
興
味
を
持
っ

て
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
思
い
を
抱
い
て
授
業
を
行
っ
て
い
る
。
た

だ
し
、
画
期
的
な
教
授
法
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
文
法

説
明
を
分
か
り
や
す
く
す
る
、
な
る
ほ
ど
と
思
っ
て
も
ら
う
」「
発

音
を
重
視
す
る
」「
中
国
に
関
す
る
話
（
い
わ
ゆ
る
雑
談
）
を
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
に
入
れ
る
」
と
い
っ
た
試
み
を
続
け
て
い
る
く
ら
い
で
あ

る
。
中
国
語
を
学
ん
で
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
分
ほ
か
の
こ
と
を
学
べ

た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
教
員
の
側
も
中
国
語
を
教
え
ら
れ
る

こ
と
を
当
然
の
権
利
だ
と
見
な
す
こ
と
な
く
、
学
生
の
希
望
（
こ
の

場
合
は
中
国
語
を
身
に
つ
け
る
こ
と
と
考
え
た
い
）
を
最
大
限
叶
え

ら
れ
る
よ
う
教
授
法
な
ど
も
工
夫
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
今
回

の
初
修
外
国
語
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
の
新
た
な
試
み
と
し
て
、「
多
言

語
習
得
基
礎
」
と
い
う
科
目
が
開
講
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
は
学

生
は
自
分
が
学
ぼ
う
と
す
る
外
国
語
が
ど
の
よ
う
な
言
語
で
あ
る
か

も
分
か
ら
な
い
状
態
で
選
択
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
の
が
、
二

〇
二
二
年
度
よ
り
入
学
後
、
最
初
の
半
年
は
前
述
の
六
つ
の
外
国
語

お
よ
び
各
国
の
文
化
に
一
通
り
触
れ
て
か
ら
履
修
す
る
言
語
を
決
め

る
と
い
う
方
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
当
該
言
語
の

習
得
に
重
点
を
置
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
様
々
な
言
語
に
触
れ

る
こ
と
に
よ
り
異
文
化
に
対
す
る
理
解
・
寛
容
性
を
身
に
つ
け
る
と

い
う
趣
旨
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。
経
済
学
部
、
医
学
部
、
工
学
部

な
ど
一
部
の
学
部
が
こ
の
方
式
を
採
用
す
る
（
そ
う
し
た
事
情
も
あ

り
、
従
来
の
一
年
次
の
四
コ
マ
が
二
コ
マ
に
減
少
す
る
結
果
と
な
っ

た
）。
こ
う
し
た
新
た
な
試
み
の
導
入
時
期
に
コ
ロ
ナ
禍
が
重
な
る
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こ
と
に
な
り
、
そ
の
学
習
効
果
に
負
の
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
を

願
う
ば
か
り
で
あ
る
。

　
以
下
で
は
、
二
〇
二
〇
〜
二
〇
二
一
年
度
の
二
年
間
、
筆
者
が

行
っ
て
き
た
本
務
校
に
お
け
る
中
国
語
の
授
業
の
状
況
に
つ
い
て
言

及
す
る
（
以
下
「
一
年
目
」
は
「
二
〇
二
〇
年
度
」
を
、「
二
年

目
」
は
「
二
〇
二
一
年
度
」
を
指
す
こ
と
と
す
る
）。

㈡
　
授
業
に
つ
い
て

　
二
〇
二
〇
年
、
新
学
期
開
講
直
前
の
三
月
に
授
業
で
使
用
す
る
大

学
の
シ
ス
テ
ム
の
操
作
に
関
す
る
講
習
を
受
け
た
も
の
の
、
そ
の
備

わ
っ
て
い
る
便
利
な
機
能
を
使
い
こ
な
す
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
な

か
っ
た
。
授
業
で
使
用
す
る
と
、
今
度
は
「
ど
こ
を
見
れ
ば
い
い
の

か
」「
課
題
の
提
出
方
法
が
分
か
ら
な
い
」
と
い
っ
た
学
生
か
ら
の

申
し
出
へ
の
対
応
に
追
わ
れ
た
。
課
題
に
つ
い
て
も
、
操
作
の
関
係

で
期
限
を
過
ぎ
た
も
の
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
状
況
も
あ
っ
た
（
学

生
は
提
出
し
た
も
の
と
思
い
込
ん
で
い
た
な
ど
）。
な
に
よ
り
も

困
っ
た
の
が
、
中
国
語
表
記
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
の
段
階
で
ほ
と
ん
ど
の
学
生
は
簡
体
字
や
ピ
ン
イ
ン
で
入
力

し
た
文
書
を
添
付
フ
ァ
イ
ル
で
提
出
す
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、
私

は
手
書
き
の
も
の
を
写
真
で
撮
っ
て
送
っ
て
も
ら
っ
た
。
そ
う
な
る

と
今
度
は
画
像
の
鮮
明
度
の
関
係
で
、
文
字
の
判
別
に
苦
労
し
た
。

そ
の
頃
の
こ
と
を
思
い
起
こ
す
と
、（
私
の
技
術
不
足
も
あ
り
）
悪

循
環
の
続
く
日
々
で
あ
っ
た
。
以
下
、
個
別
の
状
況
を
述
べ
る
。

【
一
年
生
ク
ラ
ス
（
一
年
目
）】

　
ま
さ
に
遠
隔
授
業
が
始
ま
っ
て
最
初
の
学
期
で
あ
っ
た
。
本
務
校

で
は
大
学
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

た
。
機
器
に
精
通
さ
れ
て
い
る
教
員
は
す
で
に
こ
の
段
階
に
お
い
て

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
配
信
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
方
式
で
授
業
を
行
っ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
オ
ン
デ
マ
ン
ド
方
式
で
行
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
こ
ち
ら
で
準
備
し
た
授
業
資
料
を
学
生
が
自
身
の
都
合
に
あ
わ

せ
て
読
み
つ
つ
テ
キ
ス
ト
を
自
習
し
て
、
指
定
し
た
期
限
内
に
課
題

を
提
出
す
る
と
い
う
方
式
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
通
常
の
対
面
式
で

あ
れ
ば
最
初
の
ほ
ぼ
一
カ
月
は
発
音
の
練
習
に
費
や
す
時
期
で
あ

り
、
こ
れ
を
す
べ
て
こ
ち
ら
が
作
成
し
た
解
説
フ
ァ
イ
ル
を
読
ん

で
、
あ
と
は
各
自
が
テ
キ
ス
ト
に
付
属
す
る
音
源
を
聞
く
よ
う
に
指

示
す
る
だ
け
と
い
う
の
も
あ
ま
り
学
習
効
果
が
上
が
ら
な
い
だ
ろ
う

と
思
い
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
私
が
発
音
し
た
音
声
と
説
明
を
入
れ

て
オ
ン
デ
マ
ン
ド
教
材
と
し
た
。
こ
の
半
年
間
は
正
直
「
資
料
作

成
」「
課
題
添
削
」「
そ
の
講
評
お
よ
び
解
説
」
を
ひ
た
す
ら
繰
り
返

す
日
々
で
あ
っ
た
。
自
分
な
り
に
苦
労
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学

期
末
に
実
施
さ
れ
る
受
講
生
に
よ
る
学
生
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
私
が
赴

任
し
て
以
来
こ
ん
な
に
悪
か
っ
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
く
ら
い
低
評

価
で
あ
っ
た
（
後
に
開
催
さ
れ
た
分
野
別
Ｆ
Ｄ
で
、
私
と
同
様
の
教

員
が
多
か
っ
た
よ
う
で
少
「々
安
堵
」
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
）。

　
後
期
に
な
る
と
回
に
よ
っ
て
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
授
業
を
行
っ
た
も

の
の
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
画
面
に
向
か
っ
て
ほ
と
ん
ど
一
人
で
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し
ゃ
べ
っ
て
い
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
対
面
式
の
授
業
中
に
何

か
質
問
は
な
い
か
学
生
に
問
い
か
け
て
も
大
抵
は
な
ん
の
反
応
も
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
無
言
の
回
答
を
皆

の
表
情
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
る
。
こ
れ
が
画
面
越
し
の
無
反

応
の
場
合
だ
と
、
そ
う
し
た
反
応
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ

も
そ
も
聞
こ
え
て
い
る
の
か
と
不
安
に
な
っ
て
し
ま
う
。
受
講
生
と

の
や
り
取
り
に
お
い
て
は
、「
マ
イ
ク
が
ミ
ュ
ー
ト
の
ま
ま
に
な
っ

て
い
て
聞
こ
え
な
い
」「
発
話
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
双
方
あ
わ
な
い
」

「
会
話
に
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
タ
イ
ム
ラ
グ
が
生
じ
る
」
と
い
っ
た
各
種

要
因
に
よ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
円
滑
に
と
れ
ず
、
心
理
的

な
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
た
。
身
体
的
に
は
、
長
時
間
画
面
に
向
き
合
う

こ
と
か
ら
、
目
へ
の
負
担
が
大
き
か
っ
た
。

【
一
年
生
ク
ラ
ス
（
二
年
目
）】

　
二
年
目
は
教
員
の
側
で
「
遠
隔
」
か
「
対
面
式
」
か
を
選
べ
る
方

式
だ
っ
た
。
大
部
分
の
教
員
が
前
者
を
選
択
し
て
い
る
中
で
、
私
は

年
間
を
通
し
て
す
べ
て
の
ク
ラ
ス
に
つ
い
て
対
面
式
で
授
業
を
行
っ

た
（
非
常
勤
講
師
を
務
め
て
い
る
私
立
大
学
で
は
対
面
式
で
指
定
さ

れ
て
い
た
）。
開
講
方
式
に
つ
い
て
学
生
の
意
向
を
尋
ね
た
と
こ

ろ
、
遠
隔
授
業
を
望
む
学
生
は
各
ク
ラ
ス
一
名
か
二
名
で
あ
っ
た
。

中
国
語
を
直
接
学
び
た
い
と
い
う
強
い
意
欲
の
表
れ
か
と
喜
び
勇
ん

で
理
由
を
尋
ね
て
み
る
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
友
達
と
会
え
る
か

ら
」
で
あ
っ
た
。

【
二
年
生
ク
ラ
ス
（
一
年
目
）】

　
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
関
係
で
、
私
は
後
期
に
お
い
て
、
中
級
に
相
当

す
る
二
年
生
ク
ラ
ス
を
担
当
し
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
方
式
も
考
え
た

が
、
学
生
全
員
が
受
講
可
能
と
い
う
条
件
が
整
わ〈
１
〉ず、

オ
ン
デ
マ
ン

ド
方
式
で
行
っ
た
。
講
読
の
授
業
で
あ
る
も
の
の
、
こ
の
ク
ラ
ス
の

指
定
テ
キ
ス
ト
に
は
本
文
の
日
本
語
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
の
日
本
語
訳
を
課
題
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
（
も
っ
と
も

か
な
り
の
意
訳
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
原
義
を
踏
ま
え
た
「
忠
実
な
」

日
本
語
訳
を
課
題
と
す
る
こ
と
は
で
き
た
）。
私
が
作
成
し
た
授
業

資
料
に
お
い
て
各
課
で
扱
わ
れ
て
い
る
文
法
事
項
を
一
通
り
説
明
し

た
の
ち
に
、
そ
の
課
の
本
文
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
課
題
を
課
し

て
い
た
。

　
　
本
文
の
中
国
語
を
（
テ
キ
ス
ト
巻
末
に
示
し
て
あ
る
）
日
本
語

訳
を
参
考
に
し
な
が
ら
自
分
で
読
ん
で
、
分
か
ら
な
い
あ
る
い

は
難
し
く
感
じ
た
箇
所
（
お
よ
び
そ
の
理
由
）
を
各
人
一
つ
挙

げ
な
さ
い
。

実
際
に
提
出
さ
れ
た
も
の
を
見
る
と
こ
ち
ら
が
思
っ
て
い
た
ほ
ど
、

言
及
さ
れ
る
箇
所
が
重
な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
正
直
、
こ
ち
ら
の

当
初
の
思
惑
と
し
て
は
、
皆
が
難
し
い
と
感
じ
る
箇
所
は
だ
い
た
い

共
通
し
て
お
り
、
そ
れ
を
ま
と
め
て
解
説
と
い
う
形
で
、
シ
ス
テ
ム

内
の
特
定
の
サ
イ
ト
に
あ
げ
よ
う
と
い
う
見
込
み
で
あ
っ
た
が
、
指

摘
さ
れ
た
箇
所
は
多
岐
に
及
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
二
十
数
名
の
受
講

生
全
員
に
個
別
の
解
説
や
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て
メ
ー
ル
で
回
答
す
る
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こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
な
か
に
は
「
各
人
一
つ
挙
げ
よ
」
と
い

う
指
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
く
さ
ん
挙
げ
る
熱
心
な
学
生
も
い
た

（
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
ち
ら
か
ら
は
指
定
違
反
だ
な
ど
と
指
摘
す

る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
）。
数
名
分
は
同
じ
回
答
を
流
用
す
る
こ
と

が
で
き
た
も
の
の
、
た
と
え
同
じ
箇
所
で
あ
っ
て
も
、
学
生
が
分
か

ら
な
い
原
因
や
難
し
い
と
感
じ
る
理
由
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
個
別
の
回
答
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
対
応
に
か
な
り
時
間
を
取
ら

れ
た
。
し
か
も
途
中
で
や
め
る
こ
と
も
で
き
ず
、
半
年
間
こ
の
方
式

が
続
い
た
。
い
ま
冷
静
に
な
っ
て
考
え
る
と
、
そ
う
し
た
回
答
を
ま

と
め
な
お
し
て
全
体
に
示
せ
ば
全
員
で
問
題
点
を
共
有
で
き
た
の
だ

が
、
そ
の
当
時
は
そ
こ
ま
で
の
余
裕
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
学
期
末

の
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
「
個
別
に
対
応
し
た
こ
と
」
に
対
し
て
高

く
評
価
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
「
個
々
の
学
生
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
重
要
性
を
改
め
て
実
感
し
た
次
第
で
あ
る
。

【
二
年
生
ク
ラ
ス
（
二
年
目
）】

　
こ
の
ク
ラ
ス
は
対
面
式
で
行
っ
た
。
出
席
し
て
い
る
学
生
に
よ
る

と
、
こ
れ
ま
で
一
年
で
の
べ
四
コ
マ
、
二
年
の
前
期
で
一
コ
マ
学
ん

で
き
た
も
の
の
、
大
半
は
遠
隔
で
の
授
業
だ
っ
た
と
い
う
。
発
音
の

指
導
も
オ
ン
ラ
イ
ン
で
受
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
多

く
の
受
講
者
に
つ
い
て
、
中
国
語
の
正
し
い
発
音
が
身
に
つ
い
て
い

な
か
っ
た
。
こ
の
ク
ラ
ス
は
前
年
度
と
同
様
の
区
分
で
、
先
の
【
二

年
生
ク
ラ
ス
（
一
年
目
）】
の
箇
所
で
述
べ
た
も
の
と
同
じ
教
科
書

を
使
用
す
る
講
読
中
心
の
授
業
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
ま
ま
の
状
態
で

授
業
を
進
め
る
に
は
少
々
難
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
一
年
次
の

四
月
の
よ
う
に
発
音
に
時
間
を
か
け
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
各
回
の

授
業
の
冒
頭
の
一
〇
〜
一
五
分
ほ
ど
を
発
音
の
や
り
直
し
に
当
て
る

こ
と
に
し
た
。
毎
回
扱
う
テ
ー
マ
を
決
め
て
そ
れ
に
特
化
し
て
説
明

お
よ
び
練
習
を
行
っ
た
。
結
論
か
ら
言
う
と
、
半
年
後
に
は
発
音
が

非
常
に
う
ま
く
な
っ
た
学
生
が
散
見
さ
れ
た
。
こ
れ
は
決
し
て
私
の

教
え
方
が
よ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
学
生
の
意
欲
が
違
っ

た
。
な
か
に
は
一
週
間
自
分
な
り
に
練
習
し
て
き
て
、
授
業
後
に
こ

れ
で
正
し
い
か
確
認
に
来
る
学
生
も
複
数
名
見
ら
れ
た
（
そ
り
舌
音

を
苦
手
に
す
る
者
が
多
か
っ
た
）。
発
音
が
う
ま
い
学
生
に
は
う
ま

く
で
き
て
い
な
い
友
達
に
も
コ
ツ
を
教
え
る
よ
う
依
頼
す
る
な
ど
し

た
際
に
は
、
教
え
る
側
も
相
手
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と

に
喜
び
を
見
出
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
や
は
り
一
緒
に
学
ぶ
仲

間
の
存
在
は
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
ラ
ジ
オ
講
座
を
聞
く
な
ど
し
て

一
人
で
学
ん
で
い
る
方
で
あ
っ
て
も
、
志
を
同
じ
く
す
る
人
た
ち
の

サ
イ
ト
に
書
き
込
ん
で
交
流
す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
学
習
の
励
み
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
授
業
中
に
周
り
の
者
と
組
ん

で
行
う
ペ
ア
ワ
ー
ク
を
望
む
学
生
も
い
た
が
、
密
の
状
態
を
極
力
避

け
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
る
状
況
で
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
そ
も
そ

も
大
き
な
声
を
出
し
て
の
発
音
練
習
が
で
き
な
い
こ
と
に
加
え
、
私

自
身
マ
ス
ク
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
学
生
が
私
の
唇
の
形
を
把
握
で

き
ず
に
戸
惑
っ
て
い
た
。
こ
ち
ら
と
し
て
は
透
明
の
衝
立
越
し
に
授

業
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
マ
ス
ク
を
外
し
て
発
音
し
て
み
る
こ
と
も
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で
き
た
も
の
の
、
心
情
的
に
た
め
ら
い
が
あ
り
、
そ
の
都
度
マ
ス
ク

を
外
し
て
声
を
出
さ
ず
に
口
の
形
の
み
を
示
す
な
ど
し
た
。
こ
の
ク

ラ
ス
の
学
生
は
す
で
に
一
年
半
の
間
学
ん
で
基
礎
が
あ
っ
た
と
は
言

え
、
こ
こ
ま
で
急
速
に
発
音
が
上
達
し
て
い
く
過
程
を
目
の
当
た
り

に
し
た
の
は
、
中
国
語
を
教
え
て
以
来
初
め
て
の
経
験
で
あ
り
、
新

鮮
に
感
じ
印
象
に
残
っ
た
。
例
年
で
あ
れ
ば
、
毎
年
秋
に
中
国
の
協

定
大
学
と
の
共
催
に
よ
る
学
内
の
中
国
語
ス
ピ
ー
チ
コ
ン
テ
ス
ト
が

開
催
さ
れ
る
。
ク
ラ
ス
全
員
に
参
加
を
呼
び
か
け
る
と
と
も
に
、
ふ

だ
ん
か
ら
熱
心
に
学
習
に
取
り
組
ん
で
い
る
学
生
、
ま
た
は
発
音
が

う
ま
い
学
生
な
ど
に
、
こ
の
コ
ン
テ
ス
ト
に
出
な
い
か
個
別
に
声
掛

け
を
し
て
き
た
も
の
の
、
二
〇
二
一
年
は
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
。
夏

休
み
に
上
海
の
大
学
に
行
く
短
期
留
学
も
中
断
さ
れ
て
お
り
、
学
生

の
中
国
語
学
習
継
続
の
有
力
な
動
機
づ
け
と
な
り
う
る
イ
ベ
ン
ト
が

軒
並
み
中
止
と
な
る
こ
と
は
残
念
極
ま
り
な
い
。

三
　「
中
国
語
教
育
学
会
会
長
」と
し
て
の
立
場
か
ら

　
は
じ
め
に
お
断
り
し
て
お
く
が
、
こ
れ
は
私
が
会
長
（
任
期
は
二

〇
二
〇
〜
二
〇
二
一
年
度
）
と
し
て
何
か
画
期
的
な
こ
と
を
行
っ
た

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
立
場
上
、
本
学
会
全
体
の
運
営
を
見
渡
せ

る
状
況
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、以
下
、言
及
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
中
国
語
教
育
学
会
（http://www.jacle.org/

）
は
二
〇
〇
二
年
四

月
に
設
立
さ
れ
た
「
日
本
で
中
国
語
教
育
に
従
事
す
る
者
の
相
互
連

携
と
研
究
・
実
践
の
向
上
を
目
的
と
す
る
」
学
会
で
あ
る
（「 

」内

は
本
学
会
Ｈ
Ｐ
よ
り
）。
会
員
数
は
五
五
〇
人
あ
ま
り
で
あ
る
（
二

〇
二
二
年
五
月
時
点
）。
年
に
一
度
全
国
大
会
を
開
催
し
、
こ
れ
と

は
別
に
研
究
会
を
年
に
数
回
、
開
催
し
て
い
る
。
ま
た
、
年
に
一
度

学
会
誌
『
中
国
語
教
育
』
を
発
行
し
て
い
る
。
ま
ず
、
コ
ロ
ナ
禍
に

お
い
て
学
会
の
運
営
方
式
で
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
、
そ
の
全
国
大

会
と
研
究
会
の
開
催
方
式
で
あ
っ
た
。
他
の
多
く
の
学
会
と
同
様
に

対
面
式
で
の
実
現
が
叶
わ
ず
、
オ
ン
ラ
イ
ン
方
式
と
な
っ
た
。
大
き

な
収
穫
と
し
て
は
参
加
人
数
の
増
加
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

現
地
へ
の
移
動
が
な
い
た
め
、
距
離
的
な
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
、
時

間
的
な
拘
束
も
か
な
り
緩
く
な
っ
た
。
全
国
大
会
お
よ
び
研
究
会
の

発
表
テ
ー
マ
の
種
別
を
大
ま
か
に
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
①
日
本
人
中
国
語
学
習
者
の
生
み
出
す
誤
用
分
析

　
②
特
定
の
語
の
用
法
や
構
文
に
関
す
る
分
析

　
③
当
該
の
学
習
ツ
ー
ル
や
教
授
法
を
用
い
た
場
合
の
学
習
効
果
に

つ
い
て

こ
の
ほ
か
授
業
実
践
報
告
も
見
ら
れ
、
有
益
な
教
え
方
の
提
示
に
加

え
て
、
遠
隔
授
業
に
お
け
る
機
器
の
有
効
な
利
用
法
、
ソ
フ
ト
な
ど

の
補
助
ツ
ー
ル
の
活
用
法
と
い
っ
た
テ
ー
マ
で
報
告
し
て
下
さ
る
方

も
少
な
く
な
い
。
こ
う
し
た
方
々
は
往
々
に
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業

に
切
り
替
わ
る
前
か
ら
、
Ｉ
Ｔ
関
連
に
精
通
さ
れ
て
お
ら
れ
た
。
こ

の
種
の
報
告
や
セ
ミ
ナ
ー
が
行
わ
れ
る
際
に
は
参
加
者
も
多
く
、
ノ

ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
す
る
こ
と
が
学
会
全
体
の
共
有
財
産
に
な
っ
て
い
く
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こ
と
を
実
感
で
き
る
。

　
検
討
す
べ
き
個
々
の
課
題
は
少
な
く
な
い
も
の
の
、
学
会
と
し
て

継
続
的
に
問
題
意
識
を
も
っ
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
は
、
以

下
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
④
初
級
で
何
を
ど
の
よ
う
に
教
え
る
か

　
⑤
中
級
で
何
を
教
え
る
か

　
④
に
つ
い
て
。
初
級
文
法
で
教
え
る
項
目
と
い
う
の
は
各
種
教
科

書
を
見
て
も
大
方
似
通
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
教
え
る
順
番
に
つ
い

て
は
教
科
書
の
著
者
に
一
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
未
修
得
の

文
法
事
項
が
例
文
な
ど
で
使
わ
れ
て
い
て
戸
惑
う
ケ
ー
ス
も
少
な
く

な
い
。
近
年
、
中
国
語
の
授
業
コ
マ
数
が
減
少
し
て
い
く
傾
向
に
あ

る
状
況
下
で
、
よ
り
重
要
・
不
可
欠
な
事
項
を
選
定
し
て
教
え
る
必

要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
を
効
率
よ
く
着
実
に
と
い
う
高

い
壁
が
立
ち
は
だ
か
る
こ
と
に
な
る
。
教
員
た
る
者
、
や
は
り
学
習

者
に
は
色
々
学
ん
で
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
が

強
い
と
言
え
よ
う
。
私
自
身
に
つ
い
て
言
え
ば
教
員
に
な
り
た
て
の

頃
、
補
助
プ
リ
ン
ト
な
ど
を
多
用
し
て
、
今
思
え
ば
や
や
過
剰
と
い

え
る
ほ
ど
教
え
て
い
た
。
あ
る
ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
か
ら
「
教
え
す

ぎ
」
は
よ
く
な
い
と
い
っ
た
趣
旨
の
話
を
聞
い
て
以
来
、
何
を
教
え

る
か
と
い
う
こ
と
は
常
に
念
頭
に
置
く
よ
う
に
し
て
い
る
。
例
え

ば
、
副
詞
“
差
点
儿
”（
も
う
少
し
で
）
の
用
法
な
ど
を
説
明
し
よ

う
と
す
る
と
、
そ
の
後
に
続
く
動
詞
が
「
肯
定
形
か
否
定
形
か
」、

さ
ら
に
は
そ
の
表
す
事
態
が
「
望
ま
し
い
こ
と
か
・
望
ま
し
く
な
い

こ
と
か
」
と
い
っ
た
要
素
の
組
み
合
わ
せ
が
、
意
味
の
異
同
に
関

わ
っ
て
お
り
、
簡
潔
な
解
説
で
済
む
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
ほ
ど

ペ
ー
ジ
数
の
な
い
初
級
テ
キ
ス
ト
の
文
法
事
項
と
し
て
は
出
し
に
く

い
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
。
文
法
学
習
の
難
点
の
一
つ
と
さ
れ
て
い

る
“
了
”
の
用
法
に
つ
い
て
も
、
個
別
の
用
法
に
言
及
す
る
こ
と
も

必
要
だ
が
、「
い
つ
使
わ
な
い
か
」
と
い
う
視
点
も
必
要
で
あ
る
と

聞
い
て
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
記
憶
が
あ
る
。
個
別
に
学
ん
だ
事
項
を

復
習
し
つ
つ
整
理
す
る
と
い
う
試
み
は
こ
れ
ま
で
も
行
っ
て
き
た
。

例
え
ば
「
否
定
詞
“
不
”
と
“
没（
有
）”
の
使
い
分
け
」「
数
詞

“
二
”
と
“
两
”
の
使
い
分
け
」「
介
詞
、
動
詞
、
副
詞
“
在
”
の
用

法
」「
否
定
を
表
す
副
詞
“
没（
有
）”
と
動
詞
“
没（
有
）”
の
違

い
」
な
ど
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
ま
た
「「
で
き
る
」
の
意
味
の
助

動
詞
“
会
、
能
、
可
以
”
の
使
い
分
け
」
な
ど
に
は
テ
キ
ス
ト
の
構

成
上
、
必
然
的
に
言
及
す
る
こ
と
に
な
る
。
後
述
の
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ

オ
講
座
」
の
テ
キ
ス
ト
を
執
筆
し
た
際
に
は
、
時
間
の
関
係
で
か
な

り
の
分
量
を
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
従
来
の
テ
キ

ス
ト
よ
り
覚
え
る
べ
き
分
量
が
多
く
な
っ
た
よ
う
で
、
リ
ス
ナ
ー
か

ら
い
た
だ
い
た
コ
メ
ン
ト
に
も
そ
の
む
ね
指
摘
が
見
ら
れ
た
。
教
科

書
に
つ
い
て
も
私
な
ど
は
空
白
の
部
分
が
も
っ
た
い
な
く
感
じ
、
な

る
べ
く
紙
面
の
空
白
を
な
く
そ
う
と
努
め
て
し
ま
う
も
の
の
、「
学

習
者
が
記
入
す
る
ス
ペ
ー
ス
が
必
要
」「
空
白
は
心
理
的
な
圧
迫
感

を
な
く
す
と
い
っ
た
意
味
合
い
を
有
し
て
い
る
」
と
教
え
て
く
れ
た

出
版
社
の
方
が
い
た
。
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⑤
に
つ
い
て
は
、
中
級
と
は
ど
の
段
階
か
ら
の
こ
と
を
指
す
の
か

と
い
う
明
確
な
区
切
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
筆
者
の
本
務
校
の

例
で
言
う
と
、
二
年
生
か
ら
が
中
級
と
な
り
、
講
読
の
授
業
が
主
と

な
る
。
毎
年
大
量
の
学
生
が
中
国
語
を
学
び
つ
つ
、
一
年
で
終
わ
っ

て
し
ま
う
の
は
シ
ス
テ
ム
上
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
と
し
て
も
、
非
常

に
遺
憾
で
あ
る
（
こ
の
学
習
者
数
の
大
き
な
変
動
は
毎
年
大
量
の
初

級
テ
キ
ス
ト
が
出
版
さ
れ
る
の
に
比
し
て
、
中
級
の
テ
キ
ス
ト
は
相

当
少
な
い
こ
と
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
）。
一
年
生
で
学
ん
だ
後

も
、
自
主
的
に
学
ぶ
意
欲
を
抱
き
続
け
ら
れ
る
よ
う
別
途
対
策
が
必

要
と
な
る
。
検
定
試
験
な
ど
が
学
習
の
目
的
の
一
つ
と
は
な
る
で
あ

ろ
う
。四

　「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
講
座
講
師
」と
し
て
の
立
場
か
ら

　
二
〇
二
一
年
四
月
よ
り
同
年
九
月
ま
で
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
講
座
「
ま

い
に
ち
中
国
語
」
の
講
師
を
務
め
た
。
続
く
一
〇
月
か
ら
翌
二
〇
二

二
年
三
月
ま
で
は
こ
の
再
放
送
で
あ
っ
た
。
通
常
は
こ
の
よ
う
に
連

続
し
て
放
送
し
た
場
合
、
前
期
に
聞
い
た
リ
ス
ナ
ー
に
と
っ
て
は
聞

い
た
ば
か
り
の
内
容
の
重
複
と
な
り
、
リ
ス
ナ
ー
が
減
る
の
で
は
と

危
惧
さ
れ
る
も
の
の
、
毎
週
金
曜
日
の
分
を
新
た
な
内
容
に
変
更
す

る
こ
と
で
、
四
月
か
ら
の
リ
ス
ナ
ー
に
は
復
習
に
よ
る
知
識
の
定
着

化
・
強
化
を
意
図
し
て
二
回
（
す
な
わ
ち
一
年
を
通
し
て
）
聞
い
て

も
ら
う
こ
と
を
放
送
前
よ
り
想
定
し
て
い
た
（
詳
細
は
後
述
）。

　
ラ
ジ
オ
講
座
の
利
点
と
し
て
は
「
学
習
の
継
続
性
」
が
ま
ず
第
一

に
挙
げ
ら
れ
る
。
な
か
な
か
聞
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、「
自

分
は
意
志
が
弱
い
」
と
自
責
の
念
に
駆
ら
れ
る
と
い
う
声
を
耳
に
す

る
こ
と
も
あ
る
が
、
一
旦
、
習
慣
化
し
て
し
ま
え
ば
、
苦
労
は
感
じ

な
い
。
た
だ
し
、
他
の
用
件
を
こ
な
し
な
が
ら
漫
然
と
聞
き
流
し
て

い
た
の
で
は
望
む
べ
き
結
果
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
は
多
く
の
学
習
者

が
経
験
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
わ
ず
か
一
五
分
と
言
え
ど
も
集

中
し
て
学
ぼ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
な
り
の
努
力
は
求
め
ら
れ
る
（
大

学
の
授
業
は
九
〇
分
な
の
で
途
中
で
気
分
転
換
も
兼
ね
て
中
国
の
文

化
・
習
慣
・
生
活
様
式
な
ど
に
関
す
る
話
を
す
る
こ
と
が
少
な
く
な

い
。
こ
う
い
う
話
題
の
と
き
の
ほ
う
が
学
生
の
反
応
が
よ
く
、
こ
ち

ら
と
し
て
は
喜
ん
で
よ
い
の
か
複
雑
な
気
持
ち
に
な
る
）。
聞
く
と

こ
ろ
に
よ
る
と
、
毎
年
講
師
は
変
わ
る
も
の
の
、
や
っ
て
い
る
内
容

は
同
じ
で
は
な
い
か
と
い
う
声
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
文
法
事
項

に
つ
い
て
も
各
人
の
説
明
の
仕
方
は
異
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
講
師
の
特
色
が
反
映
さ
れ
た
内
容
を
通
し
て
、
多
く
存
在
す
る
リ

ピ
ー
タ
ー
の
方
に
と
っ
て
も
多
角
的
に
理
解
し
得
る
と
い
う
点
で
意

味
の
あ
る
こ
と
だ
と
考
え
る
。
と
り
わ
け
開
講
後
し
ば
ら
く
続
く
発

音
の
説
明
な
ど
は
、
各
講
師
ご
と
に
独
自
の
経
験
や
コ
ツ
を
お
持
ち

で
あ
ろ
う
。

　
私
が
担
当
し
た
番
組
で
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
担
当
チ
ー
フ
が
色
々
と
新
機

軸
を
打
ち
出
す
、
企
画
力
に
富
ん
だ
方
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
よ

う
な
講
師
中
心
の
進
行
で
は
な
く
、
Ｍ
Ｃ
と
し
て
声
優
の
劉
セ
イ
ラ
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氏
と
俳
優
の
劉
鐘
德
氏
を
起
用
し
、
二
人
の
持
ち
前
の
明
る
さ
を
生

か
し
て
従
来
の
や
や
硬
い
論
調
か
ら
の
脱
却
を
目
指
し
た
。
テ
キ
ス

ト
に
付
け
ら
れ
た
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
「
楽
し
く
！
　
本
気
で
学
ぶ
中

国
語
！
」
で
あ
っ
た
。

　
本
講
座
で
は
初
級
文
法
を
体
系
的
に
学
ぶ
こ
と
に
主
眼
を
置
き
つ

つ
、
発
音
の
習
得
に
も
力
を
入
れ
た
。
中
国
語
を
学
ぶ
際
に
は
通

常
、
は
じ
め
の
複
数
回
に
わ
た
っ
て
個
々
の
発
音
に
加
え
て
、
四

声
、
声
調
の
つ
な
が
り
、
変
調
の
規
則
、
さ
ら
に
は
ピ
ン
イ
ン
の
綴

り
の
規
則
な
ど
膨
大
な
量
の
知
識
を
集
中
的
に
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
知
識
を
完
全
に
消
化
で
き
な
い
ま
ま
文
法
の
習
得
に
入
る

こ
と
も
あ
り
（
ア
ル
化
の
規
則
な
ど
は
最
初
に
出
て
く
る
が
、
そ
の

段
階
で
説
明
し
て
も
、
当
該
の
現
象
に
対
す
る
実
感
が
な
い
も
の
と

思
わ
れ
る
）、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
正
し
い
発
音
が
身
に
つ
か
な
い

者
も
少
な
く
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
、
大
学
の
授
業
で
は
毎

回
わ
ず
か
な
時
間
で
は
あ
る
も
の
の
、
発
音
の
説
明
・
練
習
用
に
確

保
し
て
い
る
。
ラ
ジ
オ
講
座
で
も
、
折
に
触
れ
て
学
べ
る
よ
う
特
定

の
テ
ー
マ
を
設
け
て
『
発
音
の
ツ
ボ
』
と
い
う
一
つ
の
コ
ー
ナ
ー
と

し
た
。「
有
気
音
と
無
気
音
を
交
え
た
単
語
（
例
：p

ùb
ù

瀑
布

（
滝
））」「s

hi

とsi

を
交
え
た
早
口
言
葉
（
例
：
四
是
四
… sì

 

s
hì 

sì

…
（
四
は
四
で
あ
る
…
））」「e

n

とe
n
g

の
違
い
（
例
：
真

正z
hēn

z
h
è
n
g

（
本
当
の
））」
な
ど
は
教
育
上
、
こ
れ
ま
で
も
広
く

用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、

 

①
同
一
の
声
調
が
連
続
す
る
三
音
節
語
（
例
：
出
租
车chū

z
ūchē

（
タ
ク
シ
ー
）、
俱
乐
部jùlèb

ù

（
ク
ラ
ブ
））

 

②
左
右
に
引
い
た
唇
と
丸
い
唇
の
移
り
変
わ
り
（
例
：
似
乎

sìhū

（
〜
の
よ
う
で
あ
る
））

と
い
っ
た
多
様
な
角
度
か
ら
の
練
習
を
通
し
て
、
学
習
者
に
少
し
で

も
中
国
語
学
習
を
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
、
出
演
者
・
ス
タ
ッ

フ
、
皆
で
配
慮
し
て
番
組
を
制
作
し
て
き
た
。

　
ま
た
戦
略
的
な
こ
と
に
は
私
は
通
じ
て
い
な
い
も
の
の
、
担
当
の

方
の
意
向
で
番
組
の
最
後
に
は
出
演
者
個
人
の
趣
味
や
体
験
談
な
ど

雑
談
的
な
話
題
を
毎
週
入
れ
た
。
こ
れ
は
日
本
語
で
行
わ
れ
た
。
番

組
の
性
格
を
考
え
る
と
中
国
語
で
行
う
と
い
う
方
法
も
あ
っ
た
が
、

出
演
者
の
人
柄
を
リ
ス
ナ
ー
に
知
っ
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
か
ら
、

初
級
者
に
配
慮
し
た
結
果
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
語
学
学
習
に
は
関

係
な
い
よ
う
に
思
え
る
も
の
の
、
こ
れ
は
本
稿
で
キ
ー
ワ
ー
ド
と

な
っ
て
い
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
一
環
で
あ
る
と
言
え

る
。
リ
ス
ナ
ー
に
我
々
出
演
者
三
人
の
こ
と
を
知
っ
て
身
近
に
感
じ

て
も
ら
い
、
学
習
意
欲
に
つ
な
げ
て
ほ
し
い
と
い
う
意
図
で
あ
っ

た
。
ラ
ジ
オ
と
い
う
耳
で
捉
え
る
媒
体
を
通
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

出
演
者
の
個
性
を
強
調
し
て
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
明
確
に
捉
え
て
ほ
し

い
と
い
う
試
み
で
あ
り
、
リ
ス
ナ
ー
に
は
概
ね
好
意
的
に
受
け
入
れ

て
も
ら
え
た
よ
う
で
あ
る
。

　
く
わ
え
て
、
出
演
者
と
リ
ス
ナ
ー
を
つ
な
ぐ
方
策
と
し
て
、
先
に

言
及
し
た
再
放
送
の
際
に
毎
週
金
曜
日
の
分
だ
け
『
お
悩
み
バ
ス

タ
ー
ズ
』
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
に
差
し
替
え
て
新
規
に
収
録
を
行
っ
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た
。
こ
れ
は
四
月
か
ら
の
放
送
の
際
に
、
学
ん
だ
内
容
に
関
す
る
質

問
を
寄
せ
て
下
さ
る
よ
う
折
に
触
れ
て
リ
ス
ナ
ー
に
呼
び
掛
け
、
半

年
経
っ
た
再
放
送
の
際
に
回
答
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
メ
ー
ル
で
質

問
で
き
る
と
い
う
気
軽
さ
も
あ
り
、
大
量
の
質
問
を
送
っ
て
い
た
だ

い
た
。
放
送
で
は
そ
の
な
か
の
ほ
ん
の
一
部
し
か
回
答
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
点
が
遺
憾
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
相
互
の

意
思
疎
通
を
図
っ
て
い
た
も
の
と
言
え
る
。
送
ら
れ
て
き
た
質
問
の

一
部
（
の
要
約
）
を
以
下
、
挙
げ
て
お
く
。

　
③
出
演
者
のy

u
a
n

のa

の
発
音
が
と
き
ど
き
「
エ
」
に
聞
こ
え

る
が
「
ア
」
で
は
な
い
の
？
（
講
座
で
は
「
ア
」
で
教
え
た
）

（
一
〇
月
号
）

　
④
（ji , qi , xi

とzi , ci , si

の
発
音
の
区
別
は
分
か
る
と
し
た
う

え
で
）j , q , x

とz , c , s

と
い
う
「
子
音
」
の
発
音
の
違
い
が

分
か
り
ま
せ
ん
。（
一
〇
月
号
）

　
⑤
中
国
人
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
方
々
は
、
学
校
で
ピ
ン
イ
ン
を
学
習

し
ま
す
か
。（
一
二
月
号
）

　
⑥
自
分
の
名
前
を
紹
介
す
る
と
き
“
我
叫
〜
”
と
“
我
是
〜
”
の

ど
ち
ら
を
使
う
の
？
（
一
月
号
）

　
⑦
（「
彼
女
は
母
親
に
似
て
い
る
。」
の
意
味
を
表
す
）“
她
长
得

很
像
她
妈
妈
。”
と
“
她
很
像
她
妈
妈
。”
は
違
う
の
？
（
二
月

号
）

　
⑧
“
一
想
到
下
周
的
考
试
头
就
疼
。”（
来
週
の
試
験
の
こ
と
を
考

え
る
と
、
頭
が
痛
く
な
る
。）
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
“
就
头

疼
”
の
語
順
と
は
な
ら
な
い
の
？
（
二
月
号
）

実
際
に
は
学
習
法
の
質
問
や
悩
み
の
相
談
な
ど
も
見
ら
れ
た
も
の

の
、
や
は
り
文
法
に
関
す
る
質
問
が
一
番
多
か
っ
た
。
文
法
に
限
ら

ず
、
発
音
、
語
彙
そ
し
て
文
化
・
習
慣
な
ど
幅
広
く
学
習
者
の
疑
問

に
答
え
る
よ
う
な
書
籍
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
数
冊
発
行
さ
れ
て
い
る
。

　
ⅰ
　『
中
国
語
入
門
Ｑ
＆
Ａ
101
』
相
原
茂
ほ
か
、
大
修
館
書
店

（
一
九
八
七
年
初
版
）

　
ⅱ
　『
中
国
語
学
習
Ｑ
＆
Ａ
101
』
相
原
茂
ほ
か
、
大
修
館
書
店

（
一
九
九
一
年
初
版
）

　
ⅲ
　『
中
国
語
教
室
Ｑ
＆
Ａ
101
』
相
原
茂
ほ
か
、
大
修
館
書
店

（
二
〇
〇
〇
年
初
版
）

　
ⅳ
　『
中
国
語
学
習
Ｑ
＆
Ａ
200
』
上
野
惠
司
ほ
か
、
ア
ル
ク
（
二

〇
一
三
年
初
版
）

　
ⅴ
　『
あ
な
た
の
疑
問
に
こ
た
え
る 

中
国
語
百
問
百
答
』
丁
秀

山
、
東
方
書
店
（
一
九
八
五
年
初
版
）

　
ⅵ
　『
中
国
語
百
問
百
答
Ⅱ
』
丁
秀
山
、
東
方
書
店
（
一
九
八
八

年
初
版
）

ⅰ
〜
ⅲ
は
雑
誌
『
中
国
語
』
に
、
ⅳ
は
『
中
国
語
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
な

ど
に
連
載
さ
れ
て
い
た
記
事
を
集
め
た
学
習
に
有
益
な
内
容
で
あ
る

も
の
の
、
雑
誌
の
休
刊
に
伴
い
、
続
巻
は
出
て
い
な
い
。
や
は
り
質

問
し
て
も
ら
え
る
と
い
う
の
は
教
師
に
と
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
理

由
に
よ
り
、
う
れ
し
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
⑨
学
習
者
が
興
味
を
も
っ
て
熱
心
に
取
り
組
ん
で
く
れ
て
い
る
こ
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と
が
分
か
る
。

　
⑩
学
習
者
に
と
っ
て
ど
こ
が
理
解
し
に
く
い
の
か
を
教
師
自
身
が

知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
⑪
そ
の
場
で
は
即
答
で
き
な
い
難
問
に
つ
い
て
、
教
師
に
と
っ
て

も
調
べ
る
こ
と
に
よ
り
勉
強
に
な
る
。

　
⑫
生
徒
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
図
れ
る
。

　
⑩
に
見
ら
れ
る
「
問
題
の
共
有
」
と
い
う
点
だ
が
、
学
会
発
表
な

ど
で
発
表
者
の
報
告
を
聞
く
こ
と
も
興
味
深
い
が
、
そ
れ
よ
り
も

往
々
に
し
て
、
そ
の
後
の
質
疑
応
答
の
ほ
う
が
盛
り
上
が
り
、
考
え

さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　
⑪
に
関
し
て
、
私
は
文
法
を
専
門
と
し
て
い
る
も
の
の
、
初
級
を

教
え
て
い
て
戸
惑
う
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
以
前
、
授
業

で
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
の
ス
キ
ッ
ト
に
次
の
よ
う
な
文
が
あ
っ
た
。

　
⑴
　
你
参
加
什
么
俱
乐
部
了
？
﹇
汪
鴻
祥
主
編 2017: 104

﹈

　
　
　（
君
、
何
の
サ
ー
ク
ル
に
入
っ
た
の
？
）

指
名
さ
れ
た
学
生
も
こ
の
よ
う
に
正
確
に
訳
し
て
い
た
。
そ
し
て
昨

年
度
担
当
し
た
ク
ラ
ス
で
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
に
は
次
の
よ
う
な
文

が
出
て
き
た
（
テ
キ
ス
ト
の
会
話
文
は
学
校
の
話
題
が
多
い
た
め
、

内
容
が
似
通
っ
て
し
ま
う
の
は
致
し
方
な
い
こ
と
で
あ
る
）。

　
⑵
　
你
参
加
了
什
么
俱
乐
部
？
﹇
楊
凱
栄
・
張
麗
群 2019: 56

﹈

例
⑴
で
は
文
末
に
付
い
て
事
態
の
発
生
・
変
化
を
表
す
語
気
助
詞
の

“
了
”
が
、
⑵
で
は
動
詞
の
後
に
付
い
て
完
了
を
表
す
ア
ス
ペ
ク
ト

助
詞
“
了
”
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
差
は
見
ら
れ
る
が
、
そ
の

際
に
指
名
さ
れ
た
学
生
も
や
は
り
例
⑴
と
同
じ
よ
う
に
⑵
を
「
君
、

何
の
サ
ー
ク
ル
に
入
っ
た
の
？
」
と
訳
し
た
。
単
独
で
見
る
と
こ
の

訳
も
成
り
立
つ
も
の
の
、
こ
こ
で
は
文
脈
に
よ
り
「
君
、
何
の
サ
ー

ク
ル
に
入
っ
て
る
の
？
」
と
状
態
に
つ
い
て
尋
ね
る
ほ
う
が
適
切
で

あ
り
、
念
の
た
め
に
別
途
確
認
し
た
教
授
用
資
料
で
も
そ
ち
ら
の
訳

が
当
て
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
ア
ス
ペ
ク
ト
助
詞
“
了
”
を
用

い
て
状
態
を
表
す
と
い
う
点
は
、
初
級
で
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
な

い
。
例
え
ば
、

　
⑶
　
他
们
结
婚
了
。

と
い
う
例
文
な
ど
、
学
生
は
通
常
「
彼
ら
は
結
婚
し
た
。」
と
訳
す

こ
と
に
な
り
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
も
正
解
で
あ
る
が
）、「
彼
ら
は
結
婚

し
て
い
る
。」
と
い
う
状
態
義
と
は
な
か
な
か
結
び
付
か
な
い
。
次

の
例
も
同
様
で
あ
る
。

　
⑷
　
他
为
什
么
生
气
了
？

　
　
　（
彼
は
な
ん
で
怒
っ
た
の
？
／
彼
は
な
ん
で
怒
っ
て
い
る

の
？
）

　
⑸
　
我
的
电
脑
坏
了
。

　
　
　（
私
の
パ
ソ
コ
ン
が
壊
れ
た
。／
私
の
パ
ソ
コ
ン
は
壊
れ
て
い

る
。）

各
例
の
表
す
状
態
義
と
は
結
果
残
存
の
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
を
持
続

を
表
す
“
着
”
で
は
な
く
“
了
”
を
用
い
て
表
す
発
想
を
学
習
者
は

身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
今
度
は
日
本
語
の
側
か
ら

見
る
と
、「
道
端
に
人
が
倒
れ
て
い
る
。
駆
け
寄
っ
て
み
る
と
息
を
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し
て
い
な
い
。」
と
い
っ
た
状
況
で
は
「
死
ん
で
い
る
。」
と
い
う
状

態
で
表
現
す
る
。
変
化
の
過
程
を
目
に
し
て
い
な
い
の
で
「
死
ん

だ
。」
と
は
言
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
を
初
級
で
学
ん
だ

“
了
”
の
知
識
の
み
に
基
づ
い
て
中
国
語
で
“
死
了
。”
と
表
現
す
る

の
は
容
易
で
は
な
い
（
持
続
を
表
す
助
詞
“
着
”
を
用
い
た
“
×
死

着
。”
で
は
間
違
い
と
な〈
２
〉る）。

初
級
段
階
で
は
多
く
、
存
現
文
を
学

ぶ
際
に
“
死
”
と
い
う
動
詞
が
現
れ
る
。「
存
在
・
出
現
・
消
失
」

義
の
中
で
“
死
”
は
消
失
を
表
す
ケ
ー
ス
の
典
型
例
と
し
て
言
及
さ

れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

　
⑹
　
村
子
里
死
了
一
头
牛
。

　
　
　（
村
で
牛
が
一
頭
死
ん
だ
。）

し
か
し
、
文
頭
の
場
所
を
変
更
し
て
、

　
⑺
　
路
边
死
了
一
头
牛
。

と
し
た
場
合
に
は
「
道
端
で
牛
が
一
頭
死
ん
で
い
る
。」
と
い
う
状

態
（
眼
前
の
描
写
）
を
表
す
存
在
義
と
な
る
点
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ

な
い
。
そ
う
な
る
と
話
は
“
了
”
を
用
い
て
表
さ
れ
る
状
態
義
に
と

ど
ま
ら
な
い
。

　
⑻
　
我
学
习
汉
语
。

初
期
の
段
階
で
中
国
語
の
基
本
語
順
は
Ｓ
Ｖ
Ｏ
と
説
明
す
る
際
に
出

て
く
る
類
の
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
通
常
「
私
は
中
国
語
を
勉
強

す
る
。」
と
い
う
訳
が
当
て
ら
れ
る
。
た
し
か
に
こ
の
よ
う
に
「
意

志
」
を
表
す
意
味
で
も
正
し
い
も
の
の
、「
君
は
大
学
で
何
の
外
国

語
を
学
ん
で
い
る
の
？
」（“
你
在
大
学
学
习
什
么
外
语
？
”）
に
対

し
て
例
⑻
の
よ
う
に
回
答
す
る
の
で
あ
れ
ば
「
私
は
中
国
語
を
勉
強

し
て
い
る
。」
と
い
う
状
態
の
意
味
で
訳
す
こ
と
に
な
る
。
反
対

に
、
日
本
人
学
習
者
は
「
勉
強
し
て
い
る
」
と
い
う
日
本
語
訳
を
見

る
と
“
我
在
学
习
汉
语
。”
と
い
う
中
国
語
の
み
を
結
び
付
け
て
い

る
こ
と
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
次
の
否
定
形
で
も
状
態
義
を
表
す

こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　
⑼
　
我
不
打
工
。

　
　
　（
私
は
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
な
い
。【
意
志
】
／
私
は
ア
ル
バ
イ

ト
を
し
て
い
な
い
。【
状〈
３
〉態】）

授
業
で
は
多
く
の
場
合
、
単
独
で
示
さ
れ
た
文
を
訳
す
と
い
う
作
業

に
な
る
た
め
、
ど
う
し
て
も
直
訳
調
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
っ
と

も
こ
う
し
た
用
法
を
習
得
し
て
い
な
く
て
も
、
次
の
よ
う
な
会
話
の

形
で
示
し
た
場
合
に
は
、
教
員
の
側
が
特
に
指
摘
せ
ず
と
も
、「
よ

り
自
然
な
表
現
」
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
学
生
も
状
態
の
意
味
で

訳
す
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ
ち
ら
が
過
度
に
心
配
す
る
こ
と
で
は
な

い
か
も
し
れ
な
い
。

　
⑽
　
你
在
哪
儿
工
作
？
│
│
我
在
银
行
工
作
。

　
　
　（
あ
な
た
は
ど
こ
で
働
い
て
い
ま
す
か
？
│
│
銀
行
で
働
い

て
い
ま
す
。）

　
話
を
戻
し
て
、
中
国
語
母
語
話
者
に
と
っ
て
は
先
ほ
ど
の
“
你
参

加
了
什
么
俱
乐
部
？
”
が
状
態
を
表
す
こ
と
な
ど
疑
問
に
も
思
わ
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
ど
こ
が
難
し
い
の
か
と

い
っ
た
こ
と
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
テ
キ
ス
ト
作
成
時
に
日
本
人
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教
員
の
意
見
を
聞
く
な
ど
し
て
注
意
を
払
う
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
配
慮
は
今
後
も
必
要
で
あ
ろ
う
し
、
初
級
テ
キ
ス
ト
が
毎

年
大
量
に
刊
行
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
一
層
そ
の
よ
う
に
感
じ
る
次
第
で

あ
る
。五

　
お
わ
り
に

　
大
学
受
験
の
た
め
の
予
備
校
講
師
の
映
像
授
業
な
ど
は
、
首
都
圏

に
在
住
し
て
直
接
授
業
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
学
生
と
地
方
で
暮

ら
す
学
生
の
環
境
の
格
差
を
な
く
す
こ
と
に
大
い
に
貢
献
し
て
お

り
、
か
つ
そ
の
学
習
効
果
も
大
き
い
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
は
受
験
生

の
必
死
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
強
い
動
機
づ
け
が
存
在
す
る
。
外
国

語
学
部
在
籍
の
中
国
語
を
専
門
と
す
る
学
生
に
対
し
て
の
講
義
な
ら

同
様
の
状
況
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
も
の
の
、
第
二
外
国
語
で
単
に

対
面
式
授
業
の
代
替
処
置
と
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
を
使
用
し
て
い
る
と

い
う
状
況
で
あ
れ
ば
、
画
期
的
な
学
習
効
果
と
い
う
も
の
を
引
き
出

す
の
は
容
易
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
会
議
は
非
常

に
効
率
が
よ
い
。
従
来
長
か
っ
た
会
議
が
確
実
に
短
く
な
っ
た
。
進

行
役
が
出
席
者
に
意
見
を
求
め
て
も
大
抵
は
何
も
反
応
が
な
く
、
そ

の
ま
ま
異
議
な
し
と
し
て
淡
々
と
議
事
が
進
ん
で
い
く
。
会
議
が
短

い
の
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
対
面
式
の
際
は
も
っ
と
意

見
は
出
て
い
た
と
思
う
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
授
業
の
場
合
も
同
様
で

あ
る
。
効
率
は
非
常
に
よ
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
雑
談
な
ど
が
な
い
こ

と
が
主
な
要
因
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
私
な
ど
対
面
式
の
際

は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
話
が
そ
れ
る
。
学
生
の
集
中
力
が
切
れ
る
で
あ
ろ

う
と
き
を
見
計
ら
っ
て
、
気
分
転
換
も
兼
ね
て
中
国
人
の
習
慣
や
中

国
の
文
化
事
情
な
ど
に
つ
い
て
折
に
触
れ
て
話
題
に
し
て
い
る
こ
と

は
本
文
中
で
も
言
及
し
た
。
そ
の
根
底
に
は
「
中
国
語
に
興
味
を

持
っ
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
強
い
思
い
が
あ
る
。
と
り
わ
け
単
に

必
修
科
目
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
授
業
に
出
席
し
て
い
る
学
生
に

は
、
こ
の
よ
う
な
好
奇
心
を
中
国
語
学
習
の
動
機
づ
け
に
し
て
ほ
し

い
と
思
っ
て
い
る
。

　
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
学
会
や
研
究
会
の
発
表
を
聞
く
機
会
は
少
な
く

な
い
も
の
の
、
対
面
式
の
と
き
ほ
ど
そ
の
後
の
記
憶
に
残
っ
て
い
な

い
よ
う
な
気
が
す
る
（
私
自
身
の
問
題
で
あ
ろ
う
が
）。
臨
場
感
が

欠
如
し
て
い
る
た
め
テ
レ
ビ
を
見
て
い
る
よ
う
な
感
覚
で
、
自
ら
も

参
加
し
て
い
る
と
い
う
当
事
者
意
識
が
希
薄
と
な
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
筆
者
の
所
属
す
る
複
数
の
学
会
で
も
現
在
で
は
紙
の
レ

ジ
ュ
メ
や
予
稿
集
は
廃
止
さ
れ
、
電
子
版
に
移
行
し
た
。
以
前
で
あ

れ
ば
、
当
日
配
布
さ
れ
る
レ
ジ
ュ
メ
の
確
保
で
苦
労
し
た
も
の
で

あ
っ
た
が
、
紙
の
予
稿
集
が
あ
れ
ば
発
表
の
前
に
目
を
通
し
、
発
表

を
聞
き
な
が
ら
メ
モ
を
と
る
と
い
う
こ
と
を
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
が

オ
ン
ラ
イ
ン
に
な
っ
て
か
ら
は
受
け
身
的
に
聞
い
て
い
る
の
が
主
と

な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
、
オ
ン
ラ
イ

ン
の
授
業
で
、
学
生
が
同
様
の
状
況
に
な
っ
て
い
な
い
か
危
惧
す
る

も
の
で
あ
る
。
対
面
式
の
講
演
会
や
研
究
会
に
参
加
し
た
と
き
の
こ
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と
を
思
い
起
こ
す
と
、
そ
の
と
き
の
内
容
、
討
論
お
よ
び
や
り
取
り

が
会
場
の
雰
囲
気
と
と
も
に
脳
裏
に
よ
み
が
え
っ
て
く
る
の
は
私
だ

け
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ど
の
科
目
も
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、
と
り
わ
け
外
国
語
に
つ
い
て
は

継
続
性
が
求
め
ら
れ
る
学
習
意
欲
の
有
無
、
平
た
く
言
う
と
好
き
嫌

い
は
、
教
わ
っ
た
教
員
の
技
量
や
教
授
法
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
少

な
く
な
い
。
さ
ら
に
は
教
員
の
人
間
と
し
て
の
魅
力
と
い
う
要
因
に

よ
る
影
響
も
大
き
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、「
同
じ
空
間
」
を
共
有

で
き
る
対
面
式
で
な
い
と
そ
う
し
た
側
面
が
な
か
な
か
生
か
さ
れ
な

い
。
画
面
越
し
に
会
話
を
す
る
場
合
、
視
線
が
合
わ
な
い
た
め
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
円
滑
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
し
な

い
。
も
っ
と
も
対
面
式
の
授
業
で
あ
っ
て
も
全
員
マ
ス
ク
を
し
て
お

り
、
言
っ
て
い
る
こ
と
が
聞
き
取
り
に
く
い
な
ど
、
あ
る
程
度
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
制
限
さ
れ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
素
顔
が
分

か
ら
な
い
。
通
常
の
授
業
で
す
ら
人
数
が
多
い
、
会
う
機
会
が
週
に

一
度
し
か
な
い
と
い
っ
た
要
因
に
よ
り
、
生
徒
の
名
前
と
顔
を
一
致

さ
せ
る
の
が
容
易
で
な
い
と
こ
ろ
に
加
え
て
、
マ
ス
ク
の
存
在
が
そ

の
こ
と
に
一
層
拍
車
を
か
け
る
。

　
以
上
、
こ
れ
ま
で
の
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
中
国
語

教
育
に
関
す
る
見
解
を
述
べ
た
。
最
後
に
本
稿
の
副
題
と
し
て
掲
げ

た
「
変
わ
る
も
の
・
変
わ
ら
な
い
も
の
」
に
言
及
し
て
お
く
。

　
ま
ず
、「
変
わ
る
も
の
」
と
し
て
は
「
教
え
る
事
項
」
や
「
教
授

法
」
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

①
【
教
え
る
事
項
】

　
第
二
外
国
語
の
授
業
コ
マ
削
減
に
よ
り
教
え
ら
れ
な
い
文
法
事
項

が
生
じ
て
く
る
。
ど
こ
に
重
き
を
置
く
か
と
い
う
目
標
の
設
定
に
も

関
わ
っ
て
く
る
課
題
で
あ
る
。

②
【
教
授
法
】

　
遠
隔
授
業
は
様
々
な
ツ
ー
ル
を
駆
使
し
、
学
生
の
自
主
的
な
学
習

の
促
進
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
遠
隔
授
業
の
体
験

を
通
し
て
、
従
来
当
然
の
如
く
行
っ
て
き
た
対
面
式
授
業
の
メ
リ
ッ

ト
を
再
認
識
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
後
、
対
面
式
に
戻
っ
た
と
し

て
も
、
遠
隔
授
業
で
使
用
し
た
ツ
ー
ル
な
ど
は
学
生
へ
の
課
題
、
自

習
と
い
っ
た
目
的
で
補
助
的
に
併
用
す
る
な
ど
し
て
、
よ
り
教
育
効

果
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
次
に
「
変
わ
ら
な
い
も
の
」
と
し
て
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
」
や
「
動
機
づ
け
の
設
定
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
よ
う
。

③
【（
色
々
な
レ
ベ
ル
で
の
）
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
】

　
受
講
生
は
自
分
の
話
す
中
国
語
が
母
語
話
者
に
通
じ
た
と
き
に
や

は
り
喜
び
を
見
出
す
も
の
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の

習
得
を
重
視
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
我
々
教
員
の
側
で
も
別

の
意
味
で
個
々
の
学
生
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
気
を
配
る
必

要
が
あ
る
と
言
え
る
。
対
面
式
で
は
学
生
の
授
業
態
度
や
反
応
の
様

子
な
ど
か
ら
、
そ
の
理
解
度
を
把
握
し
つ
つ
授
業
を
進
め
る
こ
と
が
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可
能
で
あ
る
。
ま
た
教
室
で
は
学
生
を
ほ
め
た
り
励
ま
し
た
り
す
る

こ
と
を
心
が
け
、
と
も
に
学
ん
で
い
く
と
い
う
姿
勢
で
授
業
に
臨
ん

で
い
る
。
遠
隔
授
業
で
は
こ
う
し
た
雰
囲
気
を
共
有
で
き
な
い
こ
と

か
ら
生
じ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
を
補
う
方
策
を
日
々
模
索

し
て
い
る
。

④
【
動
機
づ
け
の
設
定
】

　
留
学
は
大
き
な
学
習
動
機
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お

い
て
、
海
外
渡
航
が
叶
わ
な
い
と
な
る
と
学
習
意
欲
に
影
響
す
る
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
。
自
分
の
周
り
の
状
況
で
言
う
と
、
せ
っ
か
く

大
学
院
に
合
格
し
て
入
学
し
た
中
国
在
住
の
学
生
が
来
日
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
一
年
半
の
間
ず
っ
と
中
国
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
授
業
に

参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
学
部
生
の
場
合
だ
と
言
語
の
習

得
が
主
目
的
と
な
る
た
め
、
こ
の
種
の
「
留
学
」
で
あ
れ
ば
現
地
に

赴
く
の
と
効
果
の
点
で
大
き
な
差
が
生
じ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
改

善
す
る
に
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
あ
っ
て
も
、
よ
り
少
人
数
の
ク
ラ
ス

を
設
け
る
、
チ
ュ
ー
タ
ー
の
制
度
を
充
実
さ
せ
る
と
い
っ
た
試
み
を

通
じ
て
、
個
人
レ
ッ
ス
ン
に
近
づ
け
て
、
学
習
者
が
よ
り
主
体
的
に

話
す
「
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
」
の
機
会
を
増
や
す
こ
と
が
有
効
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。
ま
た
逆
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
不
安
な

ど
か
ら
く
る
海
外
留
学
に
対
す
る
心
理
的
障
壁
が
取
り
除
か
れ
る

ケ
ー
ス
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
状
況
も
念
頭
に
置
き
つ

つ
、
相
応
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
充
実
が
望
ま
れ
る
。

注〈
1
〉 

本
稿
執
筆
時
点
（
二
〇
二
二
年
度
前
期
）
で
は
科
目
ご
と
に
学

内
に
ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン
ト
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業

実
施
の
環
境
は
大
き
く
改
善
さ
れ
て
い
る
。

〈
2
〉 

静
態
義
を
表
す
存
在
文
に
お
い
て
、
助
詞
“
着
”
と
“
了
”
の

置
き
換
え
が
可
能
と
な
る
事
象
に
つ
い
て
は
、
宋
玉
柱
﹇1988

﹈
を

は
じ
め
と
す
る
先
行
研
究
で
も
言
及
さ
れ
て
き
た
。

 

　
　
桌
子
上
放
着
（
／
放
了
）
一
本
书
。

 

　
　（
机
の
上
に
本
が
一
冊
置
い
て
あ
る
。）

　
こ
の
“
Ｖ
了
”
の
形
が
成
立
す
る
の
は
、「
動
作
の
完
了
が
結
果
の

残
存
を
も
た
ら
す
」
と
い
う
動
態
義
か
ら
静
態
義
へ
の
移
行
に
基
づ

く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
任
鷹
﹇2000

﹈
ほ
か
参
照
）。
た
だ
し
、

初
級
文
法
で
は
通
常
、
存
在
文
で
こ
の
“
了
”
が
つ
い
た
形
は
扱
わ

れ
な
い
。

〈
3
〉 

「“
不
”＋
動
作
動
詞
」
の
形
に
は
通
常
「
〜
し
な
い
」
の
日
本

語
訳
が
当
て
ら
れ
る
た
め
、
例
え
ば
「
私
は
今
、
ア
ル
バ
イ
ト
を
し

て
い
な
い
。」
と
い
う
状
態
を
学
習
者
が
中
国
語
で
“
我
现
在
不
打

工
。”
と
表
現
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
こ
れ
を

「
し
て
い
な
い
」
と
い
う
日
本
語
か
ら
、
状
態
を
否
定
す
る
副
詞

“
没
有
”
を
用
い
て
“
我
现
在
没
有
打
工
。”
と
表
現
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
場
合
に
は
両
者
が
ど
う
違
う
の
か
と
い
っ

た
問
題
が
生
じ
る
。
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