
…
異
文
化
体
験
か
ら
共
生

w
g
と
い
う
社
会
的
行
為
へ

を

体
験
活
動
と
「
共
に
生
き
る
」
力

今
般
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
際
し
て
は
「
伝
統

や
文
化
に
関
す
る
教
育
の
充
実
」
が
議
論
の
焦
点
の
一

つ
と
な
っ
た
が
、
二

O
O
八
年
一
月
の
中
央
教
育
審
議

会
答
申
「
幼
稚
圏
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及

び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
に
つ
い

て
」
を
み
る
と
、
そ
う
し
た
項
自
に
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
中
で
、
自
分
と
は
異
な
る
文
化
や
歴
史
に
立
脚
す

る
人
々
と
共
存
し
て
い
く
た
め
」
と
い
っ
た
白
的
が
付

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
従
来
か
ら
強
調
さ
れ
て

き
た
異
文
化
と
の
か
か
わ
り
の
重
要
性
は
、
こ
の
よ
う

な
か
た
ち
で
も
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
問
答
申
で
は
「
生
き
る
力
」
の
理
念
の
共
有

が
説
か
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
重
視
さ
れ
る
べ
き
こ

と
の
第
三
に
お
い
て
、
「
子
ど
も
た
ち
の
現
状
を
踏
ま

智周岡本

え
る
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
や
感
性
・
情
緒
、
知

的
活
動
の
基
盤
で
あ
る
国
語
を
は
じ
め
と
し
た
一
一
言
語
の

能
力
の
重
視
や
体
験
活
動
の
充
実
を
図
る
こ
と
に
よ

り
、
子
ど
も
た
ち
に
、
他
者
、
社
会
、
自
然
・
環
境
と

の
か
か
わ
り
の
中
で
、
こ
れ
ら
と
共
に
生
き
る
自
分
へ

の
自
信
を
も
た
せ
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
「
生
き
る
力
」
と
は
何
か
、
と
い
う
関
い
へ
の
答

え
の
一
つ
と
し
て
、
「
共
に
生
き
る
」
力
が
示
さ
れ
た

①
 

こ
と
に
な
り
、
ま
た
そ
の
力
の
伸
長
の
た
め
に
体
験
活

動
の
充
実
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
自
で
き
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
「
異
文
化
」
の
「
体
験
〕
は
現

在
、
〈
他
者
や
社
会
と
共
に
生
さ
る
こ
と
〉
へ
の
寄
与

を
最
終
的
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
中
央

教
育
審
議
会
の
答
申
で
は
す
で
に
一
九
九
六
年
七
月
の

つ
二
世
紀
を
展
望
し
た
我
が
国
の
教
育
の
在
り
方
に

つ
い
て
」
で
、
「
国
欝
化
が
進
展
す
る
中
に
あ
っ
て
、

筑波大学大学院准教授

広
い
視
野
と
と
も
に
、
異
文
化
に
対
す
る
理
解
や
、
異

な
る
文
化
を
持
つ
人
々
と
共
に
協
調
し
て
生
き
て
い
く

態
度
な
ど
を
育
成
す
る
こ
と
は
、
子
供
た
ち
に
と
っ
て

撞
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
か
。
こ
こ

で
「
共
に
協
調
し
て
生
き
て
い
く
」
と
い
う
表
現
が
あ

る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
を
境
と
し
て
、
異
文
化
と
の
か

か
わ
り
の
重
要
性
は
「
国
際
化
」
を
前
提
と
し
、
さ
ら

に
「
共
生
」
の
文
脈
で
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
え
る
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
「
国
際
化
」
か
ら
「
共
生
」

へ
の
理
念
の
推
移
に
熊
ら
し
て
、
異
文
化
体
験
の
意
義

を
整
理
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
連
載
第
一
回
で
言
及
さ
れ

た
「
持
続
可
能
な
共
生
社
会
」
の
要
請
に
応
え
る
た
め

の
一
つ
の
考
え
方
を
引
き
出
す
こ
と
と
す
る
。
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体
験
学
習
の
意
義

異
文
化
体
験
の
意
義
と
効
果
は
、
日
本
人
の
社
会
的

諸
活
動
の
国
際
化
に
ま
ず
表
現
さ
れ
て
い
る
。
政
策
と

し
て
の
国
際
化
が
諸
々
打
ち
出
さ
れ
た
一
九
人

0
年
代

か
ら
は
、
異
文
化
体
験
の
機
会
の
増
大
が
国
襟
社
会
に

つ
い
て
の
現
実
感
を
高
め
、
ま
た
日
本
人
の
国
際
的
活

動
が
自
明
に
な
る
こ
と
で
体
験
の
意
味
も
豊
か
に
な
っ

た
。
現
在
で
は
毎
年
延
べ
て
六
O
O
万
j
一
、
八

O

O
万
人
の
日
本
人
が
留
外
へ
渡
航
し
、
三
ヵ
月
以
上
の

海
外
在
留
を
す
る
日
本
人
は
一

O
O
万
人
を
超
え
る
に

至
っ
て
い
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
「
内
な
る
国
際
化
」
を
み
る
と
、
日



本
に
入
国
す
る
外
国
人
の
延
べ
数
は
年
間
九
O
O
万
人

を
超
え
、
二

O
O
八
年
末
に
は
圏
内
の
定
住
登
録
外
国

人
の
総
数
が
二
二

O
万
人
を
超
え
た

D

日
本
の
総
人
口

に
占
め
る
そ
の
割
合
は
一
・
七
四
%
で
あ
る

D

一
九
七

0
年
代
に
は
定
住
登
録
外
国
人
の
総
数
が
八

O
万
人
以

下
、
総
人
口
に
占
め
る
そ
の
割
合
は

0
・
七
%
以
下
で

あ
っ
た
こ
と
と
比
べ
る
と
、
過
去
三

0
年
間
に
お
け
る

国
内
社
会
の
急
速
な
変
化
を
理
解
で
き
る
。
こ
の
変
化

は
、
外
国
人
を
必
ず
し
も
一
時
滞
在
者
と
し
て
で
は
な

く
、
中
長
期
的
な
日
本
社
会
で
の
生
活
者
と
し
て
捉
え

る
社
会
認
識
を
要
請
し
、
異
文
化
体
験
は
こ
の
文
脈
に

お
い
て
も
、
子
ど
も
た
ち
の
社
会
認
識
の
適
正
化
に
効

果
を
発
揮
し
て
い
る
。

「
持
続
可
能
な
共
生
社
会
」
の
要
請
は
、
こ
の
よ
う

な
「
内
な
る
国
捺
化
」
と
社
会
的
価
値
の
多
元
化
を
背

景
と
し
て
い
る
。
日
本
の
産
業
構
造
の
現
状
や
今
般
の

留
学
生
一
ニ

O
万
人
計
画
な
ど
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う

に
、
日
本
社
会
の
人
口
構
成
の
変
化
は
今
後
ま
す
ま
す

進
展
し
、
異
文
化
に
関
す
る
体
験
と
理
解
、
ま
た
そ
の

た
め
の
舞
台
の
必
要
性
も
い
っ
そ
う
高
ま
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
「
共
生
」
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
0
0
0
年
代
の
社
会
に
お
い
て
は
、
異
文
化
体
験
の

あ
り
方
に
疑
問
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

か
つ
て
の
「
国
際
化
」
の
た
め
に
は
異
文
化
体
験
が
順

機
能
を
発
揮
し
て
い
た
の
に
対
し
、
「
共
生
」
に
と
っ

て
は
そ
れ
は
必
要
条
件
で
は
あ
っ
て
も
十
分
条
件
に
は

弘x-、占~屯品々も.x-も
明記CDを考える

な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
異
文
化
体
験

活
動
の
実
緊
に
つ
い
て
、
「
一
時
的
な
楽
し
さ
が
マ
ジ

ョ
リ
テ
ィ
側
当
事
者
に
提
供
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
幕
が
下

り
る
、
「
は
じ
め
と
お
わ
り
」
が
あ
る
「
多
文
化
共
生
ピ

で
あ
る
場
合
が
多
い
こ
と
を
指
摘
す
る
研
究
者
の
意
見

は
重
要
で
あ
れ
。
こ
う
し
た
機
会
で
は
多
く
の
場
合
、

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
側
が
取
り
組
み
の
企
画
立
案
、
舞
台
設

定
な
ど
の
主
導
権
を
握
っ
て
お
り
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
側

は
そ
の
舞
台
の
う
え
で
の
ア
ピ
ー
ル
を
、
し
か
も
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
ベ

i
ス
で
の
参
加
を
期
待
さ
れ
つ
つ
、
行
う

こ
と
と
な
る
。

ま
た
「
共
生
」
と
い
う
か
け
声
自
体
が
、
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
を
尊
重
し
理
解
す
る
姿
勢
を
示
し
つ
つ
も
、
実
際

に
あ
る
格
差
や
差
別
を
唆
昧
化
し
た
ま
ま
に
す
る
よ
う

④
 

に
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
、
批
判
す
る
論
調
も
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
属
す
る
者
が
「
異
」
な

る
も
の
を
自
ら
の
認
識
枠
組
み
の
な
か
で
体
験
し
理
解

す
る
だ
け
で
は
「
共
生
」
に
は
至
ら
な
い
、
と
す
る
問

題
意
識
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
含
み
持
ち
つ
つ
共

生
社
会
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
探
索
し
よ
う
と
し
て
い

る
研
究
者
た
ち
か
ら
は
、
「
共
生
」
が
「
価
値
志
向
的

な
行
為
」
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
も
い
い
。
「
共

生
」
に
は
白
標
や
尺
度
を
お
く
こ
と
が
で
き
ず
、
す
な

わ
ち
完
成
状
態
と
し
て
の
共
生
概
念
は
あ
り
得
ず
、
そ

れ
は
常
に
継
続
中
の
行
為
と
し
て
し
か
示
さ
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
ま
た
、
あ
る
局
面
で
あ
る
種
の
「
共
生
」

が
成
立
し
得
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
別
な
る
観
点
か
ら

の
異
議
申
し
立
て
に
対
し
て
関
か
れ
た
も
の
に
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
た
め
、
追
求
の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
は
さ

ら
に
継
続
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
議
論
か
ら
は
、
「
共
に

生
き
る
」
と
い
う
行
為
に
支
え
ら
れ
る
「
持
続
可
能
な

共
生
社
会
」
の
た
め
に
は
、
「
自
」
と
「
異
」
の
関
係

性
自
体
の
対
象
化
こ
そ
が
十
分
条
件
と
な
る
こ
と
が
導

か
れ
て
い
る

D

体
験
と
行
為

異
文
化
体
験
が
そ
の
ま
ま
で
は
「
共
に
生
き
る
」
こ

と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
関
し
て
、
こ
こ
で
「
体

験
」
と
「
行
為
」
の
区
別
に
留
意
し
つ
つ
、
若
干
の
検

討
を
し
て
お
き
た
い
。
共
生
社
会
を
支
え
る
人
間
の
振

る
舞
い
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
理
解
す
る
た

め
に
必
要
な
作
業
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

社
会
科
学
で
は
、
基
礎
概
念
と
し
て
の
「
行
為
」
を

「
体
験
」
と
の
対
比
で
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
ヤ

す
な
わ
ち
、
あ
る
主
体
に
何
ら
か
の
出
来
事
が
起
こ
る

と
き
、
他
の
可
能
性
の
な
か
か
ら
そ
の
出
来
事
を
選
択

し
た
の
が
主
体
の
外
部
(
環
境
)
で
あ
る
場
合
、
そ
の

出
来
事
と
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
経
験
は
、
主
体
に
と
っ

て
の
「
体
験
」
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
出
来
事
の

選
択
が
主
体
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
出
来
事

と
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
経
験
は
、
主
体
に
と
っ
て
の

「
行
為
」
と
な
る
。

こ
う
し
た
区
別
を
適
用
す
れ
ば
、
「
共
に
生
き
る
」
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と
い
う
「
行
為
」
は
環
境
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
異
文
化
に
か
か
わ
る
と
い
う
出
来
事
を
自

ら
が
選
択
し
、
そ
こ
に
生
じ
る
「
自
」
と
「
異
」
の
関

係
性
を
自
ら
の
選
択
の
帰
結
と
し
て
引
き
受
け
る
こ
と

を
指
す
こ
と
に
な
る
。
「
体
験
」
に
よ
っ
て
再
生
産
さ

れ
る
の
は
出
来
事
が
生
じ
る
際
に
す
で
に
存
在
し
た
認

識
枠
組
み
で
あ
り
、
「
自
」
と
「
異
」
の
間
の
境
界
で

あ
る
の
に
対
し
、
異
文
化
と
か
か
わ
る
「
行
為
」
が
生

み
出
す
の
は
、
出
来
事
の
結
果
生
じ
る
(
と
き
に
更
新

さ
れ
た
)
「
自
」
と
「
異
」
の
関
係
性
で
あ
り
、
そ
れ

を
賞
任
対
象
と
し
て
了
解
す
る
主
体
で
あ
る
。
「
共
に

生
き
る
」
力
と
は
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
社
会
関

係
を
つ
く
り
出
す
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

多
文
化
教
育
の
展
開
に
み
る

体
験
か

5
行
為
へ
の
階
梯

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
「
持
続
可
能
な
共
生

社
会
」
の
た
め
に
今
自
の
学
校
教
育
に
要
請
さ
れ
て
い

る
の
は
、
異
文
化
と
の
か
か
わ
り
を
「
体
験
」
か
ら

「
行
為
」
へ
と
深
化
さ
せ
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
換
言
す
れ
ば
、
異
文
化
と
の
か
か
わ
り
を
推
進
す

る
際
の
基
礎
理
念
が
「
国
際
化
」
か
ら
「
共
生
」
へ
と

推
移
す
る
な
か
で
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、

出
来
事
の
主
体
に
よ
る
選
択
で
あ
り
、
ま
た
「
自
」
と

「
異
」
と
を
鴇
て
る
も
の
の
由
来
に
つ
い
て
の
理
解
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
学
校
教
育
の
機
能
の
一
つ
は
、

価
値
と
規
範
の
体
系
を
伝
達
す
る
こ
と
に
よ
る
次
世
代

の
組
織
的
・
意
図
的
な
社
会
化
で
あ
る
が
、
社
会
化
の

行
き
先
と
し
て
の
社
会
が
変
動
す
る
と
き
、
伝
達
内
容

に
も
変
化
の
必
要
が
生
じ
る
。

実
際
、
「
内
な
る
国
際
化
」
を
い
ち
早
く
経
験
し
て

い
る
先
進
諸
社
会
で
展
開
さ
れ
て
き
た
多
文
化
教
育

は
、
実
践
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
異
文
化
と
の
か
か
わ

り
の
深
化
に
藍
面
し
つ
つ
、
理
論
を
体
系
化
し
て
き
た
。

多
文
化
教
育
理
論
の
多
く
は
実
践
の
発
展
を
理
論
的
段

階
と
し
て
表
現
す
る
が
、
今
こ
こ
で
そ
の
段
階
を
参
照

す
る
こ
と
は
、
共
生
と
い
う
「
行
為
」
が
ど
こ
に
位
置

づ
き
、
何
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
た
め

に
有
効
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
最
も
有
力
な
多
文
化
教
育

の
理
論
番
の
一
つ
で
あ
り
、
一
九
八
八
年
の
初
版
以
来

現
在
ま
で
六
版
の
改
訂
を
重
ね
て
い
る
ク
リ
ス
テ
ィ

ン
・
ス
リ

i
タ
!
と
カ
ー
ル
・
グ
ラ
ン
ト
に
よ
る
「
多

文
化
教
育
の
た
め
の
選
択
l
i
i人
種
、
階
級
、
ジ
ェ
ン

①
 

ダ
ー
へ
の
五
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
で
は
、
以
下
の
よ
う

に
五
つ
の
類
型
で
取
り
組
み
を
論
理
化
し
て
い
る
。

川
特
殊
な
生
徒
お
よ
び
文
化
的
に
異
な
る
生
徒
の
指

導

2
8
0
2一コロ言。
m×口
8
1
0コ
ω一
s
a
g
o
O
E
E
E
一て

ロ
ミ
の
3
2
)
一
「
異
な
っ
て
い
る
こ
と
」
を
「
何
か
が

欠
け
て
い
る
こ
と
」
と
は
捉
え
ず
、
個
々
の
社
会
的
背

景
や
学
習
ス
タ
イ
ル
に
合
わ
せ
て
特
殊
な
状
況
に
あ
る

生
徒
の
指
導
を
行
う
。
生
徒
た
ち
が
既
存
の
社
会
や
学

校
の
枠
組
み
に
適
応
し
、
学
力
達
成
を
成
し
遂
げ
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

川
人
間
関
係
ア
プ
ロ
ー
チ
(
工
c
ヨ
g
E
m
w
E一03)
一

多
様
な
人
々
と
上
手
に
か
か
わ
る
ス
キ
ル
を
教
え
る
こ

と
で
、
個
人
間
・
集
団
関
の
肯
定
的
な
相
互
行
為
を
促

進
さ
せ
る
。
諸
偲
人
の
多
様
さ
の
尊
重
と
、
偏
見
や
差

別
の
克
服
を
め
ざ
す
。
社
会
構
造
の
問
題
よ
り
も
、
個

人
の
態
度
の
改
変
に
注
力
す
る
。

川
単
一
集
団
の
学
習

(
ω
5
0
r
y
Q
δ
§
ω
E妥
協
)
一

と
く
に
劣
位
に
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
・
文
化
的
集
団

に
つ
い
て
の
学
習
を
深
め
、
理
解
を
促
進
さ
せ
る
。
同

時
に
、
そ
の
集
団
に
属
す
る
者
に
社
会
的
に
活
動
す
る

た
め
の
力
を
与
え
る
。
差
別
や
偏
見
が
社
会
的
に
構
成

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
学
ぶ
。

ω多
文
化
教
育
(
玄
C
E
o
c
一E
E
m
a
c
s
z
oコ
)
一
社
会

に
お
け
る
機
会
均
等
の
重
要
性
を
、
文
化
的
多
様
性
の

尊
重
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る

D

不
平
等
と
は
、
属
性

に
よ
る
社
会
的
行
動
の
選
択
肢
の
制
践
に
よ
っ
て
生
じ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
。
社
会
変
動
に
働
き

か
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

川
多
文
化
的
な
社
会
正
義
の
教
育
(
玄
c
一月一

2
一言『
ω一

ω
o
o
E
L
C皇
8
2
5皇
O
コ
)
一
文
化
状
況
の
優
劣
の
み

な
ら
ず
、
不
平
等
を
助
長
す
る
社
会
構
造
に
つ
い
て
、

社
会
正
義
の
観
点
か
ら
の
批
判
を
行
う
。
不
平
等
克
服

の
た
め
に
、
民
主
主
義
の
実
践
や
社
会
状
況
の
分
析
を

行
い
、
社
会
活
動
や
連
携
を
行
う
た
め
の
ス
キ
ル
を
伸

ば
す
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
こ
の
書
の
第
四
版
ま
で
は
、

多
文
化
的
・
社
会
再
構
築
的
な
教
育

B
E
g
z
s

吋
F
m
E

富
三
件
広
三

E
E
{
釦
ロ
乱

ω。
巳
包
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M
U
n
oロ
ωけ
吋
戸
内
民
。

E
2
)
と
称
さ
れ
て
お
り
、
名
前
の
と

お
り
多
文
化
主
義
に
基
づ
く
社
会
改
革
が
目
標
と
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
多
文
化
教
育
が
制
度
化
さ
れ
る
に
つ
れ

て
社
会
構
造
へ
の
批
判
が
馴
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を

受
け
て
、
公
正
と
正
義
を
根
拠
と
し
た
社
会
改
革
と
連

帯
の
重
要
性
を
、
よ
り
明
確
に
主
張
す
る
べ
く
改
称
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
五
つ
の
多
文
化
教
育
の
類
型
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
異
な
る
課
題
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
実
際
の
取
り
組

み
で
は
個
々
の
状
況
の
教
育
目
標
に
合
わ
せ
て
方
法
が

選
択
さ
れ
、
組
み
合
わ
さ
れ
る
。
学
習
者
の
発
達
段
階

が
上
昇
す
る
ほ
ど
、
後
者
の
類
型
を
採
用
す
る
機
会
と

必
要
性
が
増
す
と
も
い
え
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
理

論
的
段
踏
は
、
一
九
六
五
年
の
移
民
法
改
定
以
降
に
ア

メ
リ
カ
社
会
が
直
面
し
た
、
新
移
民
の
急
増
と
さ
ら
な

る
多
文
化
化
に
応
じ
た
多
文
化
教
育
自
体
の
展
開
を
反

映
し
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
社
会
に
お
い
て
も
、
ご
く

図
式
的
に
い
え
ば
、

ωや
川
の
取
り
組
み
は
「
国
際
化
」

の
状
況
下
で
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ

り
、
倒
以
降
の
取
り
組
み
が
、
異
文
化
と
の
か
か
わ
り

が
〈
は
じ
め
と
お
わ
り
の
あ
る
体
験
〉
で
は
済
ま
さ
れ

な
く
な
っ
た
状
況
で
必
要
と
な
る
も
の
だ
と
い
え
る

D

も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
多
文
化
教
育

の
発
展
を
日
本
社
会
に
当
て
は
め
る
た
め
に
は
多
く
の

留
保
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
理
論
的
段
暗
に
お

い
て
後
者
の
類
型
に
な
る
ほ
ど
既
存
の
社
会
や
学
校
教

育
の
あ
り
方
を
関
い
直
し
、
そ
れ
を
再
構
成
し
よ
う
と

~CBを考える W羽中~丸山

す
る
要
素
が
増
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
お
く
こ
と

に
は
、
一
定
の
認
識
利
得
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ

で
は
、
出
来
事
へ
の
主
体
的
な
か
か
わ
り
と
、
「
異
」

な
る
も
の
が
生
み
出
さ
れ
る
根
拠
の
探
索
が
促
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
最
後
に
筆
者
の
見
聞
を
一
つ

記
し
て
お
き
た
い
。
筆
者
は
二

O
O
七
年
に
ロ
サ
ン
ゼ

ル
ス
の
あ
る
高
校
が
博
物
館
を
利
用
し
て
行
っ
た
、
異

文
化
理
解
の
学
習
に
同
行
し
た
こ
と
が
あ
る
。

一
渡
り
の
閲
覧
や
体
験
学
習
の
後
に
ク
ラ
ス
で
の
討

論
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
議
論
を
豊
か
に
す
る
契
機
と

な
っ
た
の
が
、
湾
岸
戦
争
後
に
イ
ラ
ク
か
ら
移
住
し
て

き
た
と
い
う
担
任
教
師
自
身
の
経
験
談
で
あ
っ
た
。
移

民
当
初
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
違
い
に
由
来
す
る
困
難

さ
に
藍
面
し
、
市
民
権
取
得
後
も
イ
ラ
ク
戦
争
の
折
に

は
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
違
い
を
根
拠
に
し
た
ヘ
イ
ト
ク
ラ

イ
ム
や
連
邦
捜
査
局
に
よ
る
身
辺
調
査
を
受
け
た
こ
と

が
語
ら
れ
た
。
そ
れ
が
呼
び
水
と
な
っ
て
、
生
徒
た
ち

の
関
心
は
そ
の
日
の
学
習
で
自
に
し
た
よ
う
な
「
差
異
」

が
、
な
ぜ
存
在
す
る
の
か
と
い
う
論
点
へ
と
向
か
っ
た
。

い
つ
も
は
自
明
視
し
て
い
る
社
会
の
制
度
や
構
造
こ
そ

が
、
実
際
に
は
「
差
異
」
と
そ
れ
に
基
づ
く
社
会
的
圧

力
を
生
み
出
し
て
い
る
と
意
識
す
る
こ
と
で
、
次
に
は

そ
の
克
服
の
た
め
に
社
会
の
あ
り
方
に
働
き
か
け
る
こ

と
の
可
能
性
を
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
体
験
」
の
「
行
為
」
へ
の
深
化
は
、
こ
の
よ
う
な

契
機
が
多
く
与
え
ら
れ
る
状
況
の
な
か
で
進
行
す
る
も

の
で
あ
り
、
日
本
社
会
に
お
い
て
も
そ
れ
が
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
。
「
共
に
生
き
る
」
力
と
は
、
人
間
が
社
会
制
度
の

創
造
者
で
あ
る
こ
と
へ
の
強
い
自
覚
の
う
え
に
、
発
揮

さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

〈注〉
①
児
島
邦
宏
「
「
生
き
る
力
』
の
理
念
の
共
有
を
ど
う
考
え
る
か
」
、

高
階
玲
治
編
「
ポ
イ
ン
ト
解
説
中
教
審
「
学
習
指
導
要
領
の

改
善
」
答
申
」
二

O
O
八
年
、
教
育
開
発
研
究
所
、
二
三
j
ニ

五
真
。

②
植
田
晃
次
「
「
こ
と
ば
の
魔
術
」
の
落
と
し
穴
i

1
消
費
さ
れ

る
吋
共
生
」
」
、
植
田
晃
次
・
山
下
仁
編
「
「
共
生
」
の
内
実
」

二
O
O
六
年
、
三
元
社
、
二
九

i
五
三
頁
。

①
リ
リ
ア
ン
・
テ
ル
ミ
・
ハ
タ
ノ
「
在
日
ブ
ラ
ジ
ル
人
を
取
り
巻

く
「
多
文
化
共
生
」
の
諸
問
題
」
、
植
田
・
山
下
前
掲
書
、
五

五
j
八
O
真。

④
朴
鐘
碩
ほ
か
著
/
握
勝
久
・
加
藤
千
香
子
編
「
日
本
に
お
け
る

多
文
化
共
生
と
は
何
か
」
二

O
O
八
年
、
新
曜
社
。

①
野
口
道
彦
・
柏
木
宏
編
「
共
生
社
会
の
創
造
と

N
P
O」
二

O

O
一
ニ
年
、
明
石
審
庖
、
七
二

1
七
回
真
。

①
ニ
ク
ラ
ス
・
ル

i
マ
ン
「
体
験
と
行
為
」
、
「
社
会
シ
ス
テ
ム
理

論
(
上
)
」
一
九
九
三
年
、
情
一
星
社
厚
生
問
、
一
二
七

1
一
三

三
頁
。
社
会
シ
ス
テ
ム
論
で
は
、
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
環
境
と
の

境
界
維
持
に
着
目
し
て
シ
ス
テ
ム
の
動
き
が
検
討
さ
れ
る
。
シ

ス
テ
ム
と
は
、
検
討
対
象
に
応
じ
て
、
個
人
で
も
組
織
や
集
団

で
も
あ
り
う
る
。
本
稿
で
は
、
個
人
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
つ
い

て
説
明
し
て
い
る
。

⑦
nv江
由
民
忠
明
・
印
一

2
Z門
知
互
の
向
日
〉
・
の
円
自
け
ミ
§
.
ョ

h
g号
な

Hσ
二内定~同町内ミ
E
S
N
E宮
内
ね
た
も
円
吉
託
金
、

3
R
r
h
S
E
R

G
E
h
u
s
h刊
の
き
た
コ

p
v
a
-
-
z
v
u
yロ
巧
口
。
可
侍
印
。
ロ
ω噌

N
O
O
∞・
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