
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ

教
授
行
動
の
研
究
方
法
へ
の

、
問
題
の
所
在

ケ
ー
シ

一
考
察

　
「
あ
る
教
室
場
面
で
問
題
が
生
じ
た
。
そ
れ
は
多
数
の
物
晶
が

盗
ま
れ
、
あ
る
生
徒
が
泥
棒
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
た
。
三
人
の

生
徒
が
盗
み
で
捕
ま
り
、
校
長
先
生
の
と
こ
ろ
に
連
れ
て
行
か
れ

た
。
担
任
の
教
師
は
一
机
の
配
置
変
え
を
す
る
の
に
い
い
時
期
だ

と
思
っ
た
。
三
人
が
教
室
に
戻
っ
て
み
る
と
、
三
人
の
机
が
先
生

の
机
の
右
隣
に
動
か
さ
れ
て
い
た
。
同
時
に
、
そ
の
日
休
ん
だ
女

生
徒
の
机
が
先
生
の
机
の
前
に
移
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
教
師
の
左

側
に
は
ス
ペ
ー
ス
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

　
休
ん
で
い
た
女
生
徒
の
じ
o
g
身
が
学
校
に
戻
っ
て
、
自
分
の
机

が
『
泥
棒
』
の
机
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
先
生
が
自
分
を
泥
棒

と
同
じ
く
疑
っ
て
い
る
と
思
っ
た
。
女
生
徒
の
心
は
大
変
乱
れ
た
。

そ
し
て
、
先
生
が
盗
み
を
し
た
三
人
を
非
難
す
る
よ
う
に
ジ
ロ
ジ

ロ
見
る
時
は
、
い
つ
も
そ
の
女
生
徒
は
“
先
生
が
同
様
に
自
分
を

ヨ
ン
か
ら
み
た大

河
原

清

泥
棒
だ
と
疑
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。

　
女
生
徒
は
、
普
段
良
い
生
徒
で
あ
り
、
教
師
自
身
は
、
女
生
徒

の
こ
と
を
配
慮
し
て
机
を
自
分
の
前
に
持
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
女
生
徒
は
突
然
宿
題
を
し
な
く
な
り
、
成
績
が
下
が
っ

た
。
］

　
こ
れ
は
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性

に
気
づ
か
せ
る
た
め
の
、
演
習
問
題
か
ら
引
用
し
た
『
少
女
と

机
』
と
い
う
話
で
あ
る
。

　
こ
の
話
に
あ
る
通
り
、
好
意
で
し
た
何
気
な
い
教
師
に
よ
る
机

の
移
動
は
、
女
生
徒
の
成
績
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
現
象
は
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

研
究
領
域
と
し
て
、
近
年
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
英
語
で
は

乞
o
弓
撃
訂
一
〇
〇
ヨ
8
竃
一
8
戊
o
箏
と
書
か
れ
、
N
V
C
と
略
さ
れ

る
。
邦
訳
は
、
通
常
、
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ま
た
は
非

言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
で
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は
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
使
用
す
る

（
言
葉
に
な
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
と
も
い
う
）
。
ノ
ン
バ

ー
バ
ル
を
非
言
語
と
せ
ず
、
j
言
葉
に
よ
ら
な
い
』
と
し
て
用
い

る
理
由
は
、
「
『
こ
と
ば
』
は
j
言
語
』
と
は
異
な
る
部
分
を
持
つ
。

『
こ
と
ば
。
は
『
言
星
『
に
そ
の
話
者
の
『
個
性
』
と
『
表
情
』
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刎

そ
の
場
で
の
二
回
限
り
の
意
味
』
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
」
と

い
う
こ
と
を
強
調
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
場

合
で
も
、
表
ユ
に
示
す
通
り
、
言
語
に
声
の
質
、
高
低
、
大
小
、

強
弱
と
い
っ
た
準
言
語
的
要
素
を
加
味
し
て
考
え
な
げ
れ
ば
な
ら

ず
、
こ
の
こ
と
が
、
こ
れ
ら
準
言
語
的
要
素
を
除
外
し
な
言
語
と

は
、
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
捉
え
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
讐
言
語
的
要
素
は
、
そ
の
時
、
そ
の
場
所
に
お
け

る
話
し
手
の
心
の
状
態
に
よ
っ
て
常
に
変
化
し
て
い
る
点
で
、
普

遍
的
な
伝
達
内
容
に
そ
の
場
限
り
の
一
回
の
意
味
と
個
性
や
表
情

を
付
加
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
、
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
場
合
に
は
、
純
粋
に
言
語
を
中
心
と
し

た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
捉
え
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
・
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
場
合
に
は
、
準
言
語
的
要
素
を
含
む

も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
準
言
語
的
要
素
へ
の
関
心
は
、
授
業
を

言嚢1によるコミュニケァシ冒ン　　　　書藩

…
・
丁

=**~e*J; ~)t~e¥:2 ¥' -!~ir ~/ ~ :l 

表1：書葉によるコミュニケーシ冒ンと書蘂によらないコミュニケーションとの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　i　　　　　　　　　　　　　　　　‘　一　　　　　　　　　　　　　　　　■．　　　　　　　　　　　　　　　・　’　　　　　　　　　　　　　　　・　’　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　“　　　　　　　　　　　　・　．　　　　　　　　　　　　■　．　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　‘　■　　　　　　　　　　・　・　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　．　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　・　　　　　　　　‘　1　　　　　　　血　　　　　　　‘　　　　　　’　　　　　　・　　　　　　’　　　　　一　　・　　　　　・　‘　　　　‘‘　　　　一　　　’　　　’　　　一　　一　　i　　．　　‘　一　一　‘
’・一1

分
析
の
対
象
と
し
た
研
究
で
は
従
来
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
内
容
の
伝
達
に
中
心
が
置
か
れ
、
そ
う

し
た
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
に
主
眼
が
注
が
れ
た
た
め
で
あ
る
。
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準
言
語
に
つ
い
て
の
研
究
は
最
近
よ
う
や
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

　
　
　
引

っ
て
き
た
。

二
、
本
論
の
目
的

　
こ
の
論
文
で
は
、
こ
の
よ
う
な
準
言
語
を
含
め
、
今
後
、
授
業

研
究
を
進
め
る
た
め
に
N
V
C
の
立
場
か
ら
教
授
行
動
を
研
究
す

る
方
法
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
具
体
的
に
は
、
言
葉
に
よ
ら
な
い

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
〕

ー
シ
ョ
ン
の
定
義
を
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
受

け
手
の
推
測
を
中
心
と
し
た
意
味
解
釈
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る

こ
と
を
述
べ
る
。
こ
の
た
め
、
研
究
方
法
と
し
て
、
な
に
よ
り
も

先
ず
生
徒
の
推
測
能
力
を
考
慮
し
た
方
向
を
取
る
べ
き
こ
と
を
提

案
す
る
。
こ
の
方
向
は
、
N
V
C
に
つ
い
て
の
認
知
的
な
手
法
に

よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
の
意
義
を
支
持
す
る
こ

と
に
関
わ
っ
て
く
る
。
続
い
て
、
身
体
動
作
の
意
味
解
釈
が
コ
ン

テ
ク
ス
ト
に
か
な
り
依
存
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
た
め
、
動
作
を

中
心
と
す
る
分
析
カ
テ
ゴ
リ
ー
一
シ
ス
テ
ム
の
開
発
に
は
、
同
時

に
使
用
さ
れ
る
言
葉
の
機
能
を
含
め
、
研
究
上
工
夫
を
要
す
る
こ

と
を
述
べ
る
。

三
、
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　
は
じ
め
に
、
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
モ
デ
ル
と
い
う
観
点
か
ら
簡
潔
に
述
べ
て
お
こ
ゑ

先
ず
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
一
モ
デ
ル
と
言
わ
れ
る
も
の
の
要
素

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引
引

を
列
挙
す
る
と
、
次
の
六
つ
が
あ
る
。

写
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
一
モ
デ
ル
の
要
素
〕

⑥⑤④③②①
送
り
手
（
話
し
手
）

記
号
化
機
（
記
号
化
体
）

メ
ッ
セ
ー
ジ

チ
ャ
ン
ネ
ル

記
号
解
読
機
（
記
号
解
読
体
）

受
け
手
（
聞
き
手
）

で
あ
る
。

　
授
業
場
面
を
想
定
し
た
場
合
、
そ
こ
に
は
話
し
手
、
ま
た
は
情

報
の
送
り
手
で
あ
る
教
師
と
、
聞
き
手
ま
た
は
情
報
の
受
け
手
で

あ
る
生
徒
が
い
る
。
こ
の
送
り
手
と
聞
き
手
の
要
素
の
取
り
上
げ

方
は
、
様
々
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
一
モ
デ
ル
で
共
通
し
て
い

る
。
次
に
、
教
師
は
生
徒
に
伝
達
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
抽
象
的

な
概
念
一
思
想
一
観
念
一
意
志
一
目
的
が
あ
る
。
そ
れ
を
、
話
し

言
葉
や
書
き
言
葉
な
ど
、
生
徒
が
知
覚
で
き
る
具
体
的
な
も
の
に
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表
現
し
な
け
れ
ば
、
生
徒
に
は
伝
わ
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
、
手
で

書
く
と
か
、
喉
か
ら
声
を
発
す
る
な
ど
の
機
構
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
一
種
の
記
号
表
現
を
す
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
記

号
化
機
ま
た
は
記
号
化
体
と
呼
ば
れ
る
。
逆
に
、
生
徒
は
そ
れ
を

知
覚
し
た
時
に
、
具
体
的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
か
ら
、
抽
象
的
な

意
味
一
内
容
を
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
仕
組
み
が
、
た

と
え
ば
耳
の
働
き
や
神
経
組
織
で
あ
り
、
そ
れ
は
記
号
解
読
機
、

ま
た
は
記
号
解
読
体
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
、
教
師
の
具
体
的
表

現
と
生
徒
が
そ
れ
を
知
覚
す
る
間
に
あ
る
の
が
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
言

わ
れ
る
概
念
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
要
素
に
分
解
し
た
場
合
、
　
一
般
的
に
は
、
言
葉
に

よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
す
る
と
は
、
こ
の
内
、
送
り

手
と
受
け
手
が
、
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
し
て
言
葉
を
用
い
て
意
味
を
共

有
す
る
こ
と
を
指
す
。

四
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　
そ
れ
で
は
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、

前
述
し
た
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
ど
こ
か
異
な
る

の
か
。
既
に
六
つ
の
要
素
を
取
り
上
げ
た
が
、
言
葉
に
よ
る
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と

の
表
面
的
な
相
違
は
、
主
に
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
違
い
と
し
て
規
定
で

き
る
。
即
ち
、
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
チ
ャ
ン

ネ
ル
が
言
葉
に
よ
る
の
で
あ
り
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
と
は
言
葉
以
外
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
η

た
と
え
ば
、
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
乞
〇
一
竃
に
よ
る
と
表
2
の
通
り
で
あ
る
。

　
表
2
で
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
え
ら
れ
る
物
理
的
媒
体
（
昌
壱
ド
巴

冒
＆
巨
昌
）
と
し
て
、
音
声
、
身
体
、
対
象
物
、
環
境
の
四
つ
が
掲

げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
媒
体
が
、
た
と
え
ば
身

体
に
お
い
て
は
、
目
、
口
、
手
、
頭
（
首
の
動
き
の
こ
と
）
、
脚

胴
体
、
身
体
体
型
と
い
っ
た
、
幾
つ
か
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
持
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
媒
体
と
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
の
術
語
を
厳
密
に
区
別
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酬

て
使
用
す
る
こ
と
に
は
、
研
究
者
の
一
致
が
見
ら
れ
な
い
が
、

乞
〇
一
§
に
あ
っ
て
は
、
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
情
報
の
伝
達
を
容
易
に
す

る
か
な
り
具
体
的
媒
体
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
表
2
で
見
る
限
り
、
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
主
に
音
声
と
い
う
チ
ャ
ン
ネ
ル
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
一
っ
を
中
心

と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ

ョ
ン
が
身
体
や
対
象
物
や
環
境
と
い
っ
た
他
の
三
つ
の
チ
ャ
ン
ネ

ル
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
含
む
、
か
な
り
広
範
囲
な
頷
域
を
対
象
と
し

て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
な
る
。

　
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
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媒体㈱i㎜） チャンネル（C幽e1）

曹声（VOiCe） 発謡（S騨鮎㎎）

音声を縛歓づけるもの（Voi鵬c虹凄c敏i鵬蘭）

音声の質⑭oi鵬q峨uti関）

音芦の分誰⑭㏄創Se騨駿憾）

身体（B的） 顔⑰鵬）：冒⑮燭）

願（Face）1口㈱uω

　　　　手（H釦ds）

頭（H錫ω

・脚ω曲）

胴俸（Tmω

身体俸型⑱めt蝦）

対象駒（0bje舳） 手旗儘号（墨醐ho欄）

衣搬（Clothi㎎）

化激（Cos囎ti㏄）

環境慨Vir0㎜翻竃） 蒔闇（Ti腱）

空闇（S関鵬）

物璽的特徴（Physica1f髄tm関）

表2：チャンネルの種類

　　伽o1鋤，曽．J．，1975）
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ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
の
相
違
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
一
モ
デ

ル
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
か
ら
は
、
以
上
の
通
り
相
違
を
規
定
で
き
る
の

で
は
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
通
り
、
も
っ
と
大

き
な
相
違
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
授
業
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
か
ら
考
察
を
進
め
よ
う
。

五
、
授
業
に
お
け
る
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

　
シ
ョ
ン

　
授
業
に
お
け
る
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
よ

う
。　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
本
質
は
意
味
を
共
有
す
る
こ
と
に
あ

る
。
授
業
の
場
合
に
当
て
は
め
て
見
る
と
、
教
師
の
伝
達
し
た
い

意
味
を
児
童
一
生
徒
に
共
有
さ
せ
る
こ
と
が
、
授
業
の
言
葉
に
よ

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
の
持
つ
本
質
で
あ
る
。
授
業
の
言
葉
に

よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
知
識
の
伝
達
と
い
う
立
場
に

立
つ
の
な
ら
、
教
師
と
同
じ
伝
達
内
容
に
つ
い
て
抱
く
意
味
を
獲

得
し
た
状
態
に
さ
せ
る
こ
と
と
い
え
る
。
こ
の
た
め
、
教
師
に
は
、

生
徒
が
そ
う
し
た
状
態
に
な
っ
た
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
教
授
行

為
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
が
不
成

立
と
確
認
さ
れ
る
と
、
伝
達
に
も
工
夫
が
な
さ
れ
、
教
師
の
設
定

し
た
目
標
に
達
す
る
ま
で
、
続
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
　
一
般
に
は

フ
ィ
i
ド
バ
ッ
ク
行
為
と
い
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
動
機
づ
け
と
い
う
立
場
に
立
つ
の
な
ら
、
授
業
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
学
習
を
自
主
的
一
自
発
的
に
行
わ
せ
る

言
葉
に
よ
る
何
ら
か
の
意
味
づ
け
と
も
い
え
る
。

　
さ
て
、
実
際
の
授
業
場
面
で
は
、
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
し
て
い
て
も
、
教
師
と
生
徒
の
意
味
共
有
は
十
分
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
釧

な
さ
れ
な
い
。
図
ユ
は
こ
れ
を
示
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
麟
．

　
　
　
　
　
　
　
　
と

　
　
　
　
　
　
　
　
鵠こはユニークな

共適な文化と養曹での共育された軽駿

8にばユ三一クな曹豊と鰯

図1．共通の意味：謄示物の素宿された韓鯉み

　　　　O｛竃me鯛竈，G．J。，ユ97δ）
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白
根
孝
行
も
類
似
し
た
図
に
つ
い
て
、
次
の
通
り
述
べ
て
い
る
。

「
A
と
B
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
二
つ
の
輪
が
オ
ー

バ
ー
ラ
ッ
プ
し
た
斜
線
の
部
分
だ
け
が
コ
ミ
ュ
ニ
ゼ
ー
ト
さ
れ
た

コ
ニ
ミ
ュ
オ
ン
の
部
分
で
あ
り
、
こ
れ
が
完
全
に
重
な
る
こ
と
は

厳
密
に
言
え
ば
、
三
十
八
人
三
十
八
様
の
先
有
傾
向
を
も
つ
人
問

と
人
間
と
の
間
で
む
し
ろ
不
可
能
に
近
い
こ
と
か
ら
で
あ
ろ
う
。
」

　
授
業
場
面
に
お
け
る
教
材
が
重
視
さ
れ
る
の
は
、
教
師
と
生
徒

と
の
間
の
円
の
重
な
り
の
部
分
を
取
り
持
つ
も
の
と
仮
定
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
言
語
で
伝
達
さ
れ
る
知
識
が
中

心
と
な
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
言
語
の
習
得
が
学
習
に
お
い
て
重

視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
知
識
の
伝
達
と
獲

得
を
越
え
て
、
真
の
意
味
で
の
理
解
に
は
、
や
は
り
そ
れ
ま
で
の

経
験
や
文
化
的
背
景
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
や
は
り
、
教
材
は
理
解
の
一
助
に
は
成
り
え
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
授
業
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
を
成
立
さ

せ
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ
る
。

　
教
育
と
は
、
学
習
の
仕
方
そ
の
も
の
を
も
、
生
徒
自
身
に
獲
得

さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
学
習

に
対
す
る
動
機
づ
け
を
さ
せ
る
た
め
の
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
、
ヨ
ン
一

モ
デ
ル
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
、
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る

た
め
に
、
よ
り
人
間
関
係
を
重
視
し
た
モ
デ
ル
を
取
り
上
げ
よ
う
。

六
、
国
蹄
嚢
霞
豊
陣
穿
ぼ
鰯
竃
に
よ
る
伝
達
さ
れ
る

　
情
報
の
タ
イ
プ

　
こ
こ
で
は
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
中
心

に
取
り
上
げ
る
。
以
下
で
述
べ
る
向
斤
8
§
p
。
邑
津
庁
ω
竃
の
行

動
の
区
別
は
、
単
な
る
行
動
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
く
、
行
動
に

結
び
つ
い
た
意
味
の
タ
イ
プ
や
水
準
を
指
し
て
い
る
の
が
、
特
徴

で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
今
後
、
授
業
場
面
の
教
授
行
動
や
生
徒
の

行
動
を
分
類
す
る
た
め
に
有
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
向
斤
8
彗
豊
α
胃
庁
ω
彗
は
、
行
為
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
情

報
の
タ
イ
プ
を
次
の
二
つ
に
大
別
し
て
い
る
。
個
人
特
異
的
情
報

（
昌
○
ω
着
竃
註
二
邑
畠
S
P
。
叶
一
8
）
と
共
有
的
情
報
（
争
胃
＆
9
1

h
○
『
8
尊
｛
O
賞
）
と
で
あ
る
。

　
個
人
特
異
的
と
い
う
意
味
は
、
行
為
と
行
為
が
発
生
す
る
時
に

結
び
っ
い
た
情
報
に
何
ら
か
の
規
則
性
が
あ
る
け
れ
ど
、
そ
の
行

為
と
情
報
と
の
結
び
つ
き
は
そ
の
行
為
者
個
人
に
の
み
特
異
的
で

あ
る
場
合
を
指
し
て
い
る
。
共
有
的
と
い
う
意
味
は
、
行
為
に
結

び
つ
い
た
情
報
が
、
あ
る
明
確
に
区
別
で
き
る
仲
問
集
団
（
ω
○
冒
①

召
①
o
昌
ぎ
一
①
ω
g
〇
二
邑
一
＜
一
旨
巴
ω
）
に
共
通
し
て
い
る
場
合
を

指
し
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
個
人
特
異
的
な
意
味
を
も
つ
行
為
は
、
自
分
の
子
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供
に
対
す
る
母
親
や
、
夫
に
対
す
る
妻
や
、
患
者
に
対
す
る
精
神

科
医
な
ど
、
他
人
の
特
定
の
行
為
に
長
い
間
緊
密
な
接
触
関
係
を

保
ち
、
そ
の
意
味
を
学
習
し
て
き
た
人
達
に
し
か
理
解
で
き
な
い

行
為
を
い
う
。

　
こ
の
こ
と
を
授
業
場
面
で
考
え
る
と
、
長
い
期
問
に
渡
っ
て
担

任
を
続
げ
て
い
る
教
師
と
、
飛
入
り
で
授
業
を
さ
せ
て
も
ら
う
教

育
実
習
生
と
で
は
、
お
の
ず
か
ら
教
授
行
動
に
変
化
が
出
て
く
る

理
由
を
予
測
で
き
る
。
つ
ま
り
、
指
導
の
た
め
の
知
識
量
な
ど
そ

の
他
の
条
件
を
担
任
教
師
と
同
等
と
考
え
た
場
合
、
教
育
実
習
生

で
は
、
個
人
特
異
的
情
報
の
捉
え
方
が
不
十
分
な
た
め
に
、
そ
の

情
報
へ
の
対
処
の
仕
方
も
不
十
分
に
な
る
た
め
で
あ
る
と
、
　
一
つ

に
は
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
た
だ
、
担
任
教
師
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
ベ
テ
ラ
ン
と
言
わ

れ
る
教
師
に
は
、
自
分
の
ク
ラ
ス
以
外
の
生
徒
の
行
為
を
見
た
だ

け
で
、
ど
の
よ
う
な
情
報
を
発
し
て
い
る
か
を
察
知
で
き
る
人
が

い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
も
は
や
そ
の
行
為
は
個
人
特
異
的
で
む
．

る
と
い
う
よ
り
、
共
有
的
な
意
味
を
持
つ
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
N
V
C
の
立
場
か
ら
の
研
究
の
目
的
の
一
つ
に
は
、
こ
う
し

た
教
授
に
関
わ
る
共
有
的
意
味
を
も
つ
生
徒
の
行
為
を
探
究
す
る

こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個
人
特
異
的
か
共
有
的
か
の

区
別
を
す
る
規
準
は
一
定
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。
そ
れ
は
行
為

の
意
味
を
解
読
す
る
者
の
経
験
な
ど
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
師
が
生
徒
の
行
為
に
つ
い
て
、
他

の
教
師
に
で
は
な
く
、
自
分
に
し
か
こ
の
生
徒
の
行
為
の
意
味
が

分
か
ら
な
い
の
だ
と
い
う
行
為
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。

　
向
斤
旨
曽
§
α
卑
討
ω
竃
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
通
り
、
個
人

特
異
的
と
共
有
的
と
い
っ
た
二
つ
の
意
味
層
（
尋
〇
一
黛
①
易
O
｛

冒
8
邑
握
）
を
区
別
し
、
更
に
次
の
三
つ
の
概
念
を
導
入
し
て
い

る
。
①
情
報
伝
達
的
な
言
葉
に
よ
ら
な
い
行
動
（
ぎ
｛
O
『
臼
塁
く
①

箏
O
暑
9
冨
一
冨
臣
丘
O
『
）
、
②
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
テ
ィ
ブ
な
言
葉
に

よ
ら
な
い
行
動
（
O
0
8
冒
昌
ぎ
娑
く
①
8
毫
①
ま
ψ
一
冨
臣
ま
9
）
、

③
交
互
作
用
的
な
言
葉
に
よ
ら
な
い
行
動
（
圧
肘
S
9
き
8
㌣

く
①
｝
巴
冨
ぎ
丘
S
）
、
の
三
つ
で
あ
る
。

　
①
の
情
報
伝
達
的
な
言
葉
に
よ
ら
な
い
行
動
と
は
、
共
有
し
た

意
味
の
あ
る
行
動
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
は
情
報
伝
達
の
意
図
を

持
た
ず
に
、
行
為
者
の
発
し
た
行
為
を
指
し
て
い
る
。
記
号
解
読

化
さ
れ
た
意
味
に
重
点
が
あ
る
。
こ
れ
は
②
で
述
べ
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
テ
ィ
ブ
な
言
葉
に
よ
ら
な
い
行
動
と
は
、
行
動
を
起
こ
し
て

い
る
人
に
伝
達
す
る
意
図
が
含
ま
れ
な
い
点
で
、
区
別
さ
れ
る
。

　
②
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
テ
ィ
ブ
な
言
葉
に
よ
ら
な
い
行
動
と
は
、

送
り
手
が
受
け
手
に
情
報
を
送
ろ
う
と
す
る
明
瞭
で
意
識
的
な
意
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図
を
含
む
行
為
を
指
す
。
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
テ
ィ
ブ
な
行
為
は
必
ず

し
も
共
有
さ
れ
記
号
解
読
化
さ
れ
た
意
味
を
も
つ
必
要
は
な
い
。

送
り
手
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
達
し
よ
う
と
意
図
し
て
も
、
誰
一
人

と
し
て
送
り
手
を
理
解
し
な
い
場
合
と
い
っ
た
、
非
情
報
伝
達
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
テ
ィ
ブ
行
為
が
存
在
し
う
る
。
」
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

テ
ィ
ブ
な
言
葉
に
よ
ら
な
い
行
動
は
、
正
確
な
情
報
伝
達
に
重
点

が
あ
る
と
い
う
よ
り
、
送
り
手
の
意
図
に
重
点
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
③
の
交
互
作
用
的
な
言
葉
に
よ
ら
な
い
行
動
と
は
、
交
互
作
用

と
い
う
状
況
の
下
で
、
明
ら
か
に
相
手
の
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
す

行
動
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
次
の
二
種
類
に
分
類
さ
れ
る
。

一
つ
は
、
情
報
伝
達
的
で
交
互
作
用
的
な
（
一
邑
暮
冒
娑
く
⑦
－
ま
黒
－

8
は
毒
）
場
合
で
、
こ
れ
は
、
送
り
手
の
行
為
を
何
人
も
が
共
有

し
て
理
解
で
き
、
交
互
作
用
を
し
て
い
る
場
合
に
当
て
は
ま
る
。

つ
ま
り
、
交
互
作
用
へ
の
影
響
の
意
味
が
共
有
さ
れ
て
い
る
場
合

を
指
す
。
二
つ
目
は
、
個
人
特
異
的
で
交
互
作
用
的
（
曇
8
着
－

竃
註
O
⊥
算
①
轟
O
戌
く
①
）
な
場
合
で
、
こ
れ
は
、
送
り
手
の
行
為
が

受
け
手
一
人
だ
け
、
ま
た
は
送
り
手
と
受
け
手
の
間
だ
け
で
影
響

を
及
ぼ
し
合
う
場
合
を
指
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
妻
の
自
分
の

夫
へ
の
交
互
作
用
的
行
為
が
、
こ
れ
で
あ
る
。

　
以
上
の
関
係
を
図
2
に
示
す
。

図2：1ε㎏㎜帥d『ries節による麗殊の2層と槽轟のタイブ⑧酬㎞Pries翻，1鰯

　　　〔嚢己号¢）蟹箆翻a＝徽

　　　　　　　　　b二交亙作用的・欄鰯伝趨狗

　　　　　　　　　C1交夏作周的・鰯人轄灘殉

　　　　　　　　　d：コミュニケーティプニ憎報儘選釣

　　　　　　　　　e＝コミュニケーティブ・鰯人縛嚢嚇預あ

　　　　　　　　　f：交亙推用的・僚離趨的・コミュニケーティブ

　　　　　　　　　9順人縛翼酌

　
図
1
の
饒
彗
塁
ヨ
彗
や
白
根
孝
之
ら
の
考
え
か
ら
は
、
生
育
背

景
の
相
違
が
重
視
さ
れ
、
教
師
の
教
え
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
伝
達

さ
れ
る
と
教
師
が
考
え
る
こ
と
自
体
、
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
図
1
で
は
、
円
の
重
な
り
の
部

分
を
広
く
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
向
穴
昌
豊
彗
α
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卑
雲
竃
の
図
2
か
ら
は
、
つ
ま
り
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
立
場
か
ら
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
情
報
と

し
て
は
、
一
人
一
人
の
毎
日
の
観
察
か
ら
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
情

報
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
故
、
教
師
は
個
々
の
生
徒
の
日
々
の
行
動

に
注
目
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
観
点
か
ら
の
教
授
行
動
の
研
究
で
は
、
次
に
述
べ
る
研
究

の
視
点
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

七
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

　
観
点
か
ら
見
る
教
授
行
動
の
研
究
の
視
点

　
先
ず
は
じ
め
に
、
以
下
で
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ

ョ
ン
の
観
点
か
ら
教
授
行
動
を
観
察
す
る
研
究
の
視
点
を
論
ず
る

理
由
を
述
べ
て
お
く
。
そ
の
理
由
は
、
今
後
、
言
葉
に
よ
ら
な
い

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
を
中
心
と
し
た
研
究
を
授
業
場
面
で
進
む
．

る
上
で
、
理
論
的
な
構
築
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
か

ら
で
あ
る
。
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
未
だ
一

つ
の
学
問
分
野
と
な
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
は
、
歴
史
的
に
は
誰

が
ど
の
よ
う
な
領
域
で
ど
ん
な
研
究
を
進
め
て
い
る
か
な
ど
、
研

究
対
象
の
分
類
や
研
究
方
法
に
つ
い
て
列
挙
は
出
来
て
も
、
理
論

的
な
意
味
で
の
、
つ
ま
り
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
影
響
が
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
し
て
他
人
に
及
ぼ
さ

れ
る
か
、
と
い
っ
た
人
問
の
認
知
過
程
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
、
研

究
が
着
手
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
認
知
過
程
を
も

考
慮
し
な
け
れ
ば
、
授
業
場
面
に
お
い
て
は
研
究
の
価
値
が
半
減

し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
認
知
過
程
を
考
え
る
こ
と
で
、
言
語

を
用
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
意
味
も
出
て
く
る
し
、
言
葉
に

よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
と
の
関
係
も
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で

あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
観
点

か
ら
見
る
教
授
行
動
と
は
、
ど
の
よ
う
な
研
究
の
視
点
を
重
視
す

る
の
か
。
そ
れ
に
は
、
大
別
し
て
二
つ
あ
る
。

　
一
つ
は
、
受
容
者
の
推
測
、
推
論
を
中
心
と
し
た
見
方
に
重
点

を
置
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
既
に
述
べ

た
通
り
、
・
二
人
の
人
間
が
あ
る
事
に
つ
い
て
の
意
味
を
共
有
し

て
い
る
状
態
』
・
と
い
う
従
来
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
定
義
を
拡
張
し
て
取
り
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
は
拡
張
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
と

同
時
に
、
従
巷
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
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ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
単
な
る
情
緒
一
感
情
を
研
究
の
中
心
と
し
て

い
る
た
め
に
、
教
科
内
容
の
伝
達
に
重
点
の
あ
る
実
際
の
授
業
場

面
で
は
、
考
察
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
に
は
、
副
次
的
対
象

に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
否
と
答

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
受
容
者
の
推
測
に
最

も
関
わ
っ
て
い
る
の
が
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
研
究
領
域
だ
か
ら
で
あ
る
。
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
中
心
は
、
受
容
者
中
心
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
観

点
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
は
、
『
意
味
の
共
有
し

と
い
う
こ
と
で
定
義
さ
れ
る
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
は
、
重
点
の
置
き
所
が
異
な
る
。
普
通
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
本
質
が
送
り
手
と
受
け
手
の
意
味
の
共
有
に
あ
る
と
す
れ
ば
、

言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
本
質
は
受
け
手
側
の

意
味
解
釈
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
、
と
い
え
る
。
受
け
手
や
聞

き
手
が
ど
の
よ
う
に
感
じ
、
思
っ
た
か
と
い
っ
た
こ
と
に
重
点
が

置
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
た
め
、
極
端
な
場
合
、
次
に
引
用
す
る
池
上
嘉
彦
の
例
の

通
り
、
様
々
な
現
象
か
ら
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
①
朝
起
き
て
鳥
の
さ
え
ず
り
を
聞
い
て
今
日
良
い
こ
と
が
あ

る
と
信
ず
る
。
②
一
枚
の
葉
が
散
る
の
を
見
て
我
が
身
の
行
く
末

を
思
う
。
③
一
人
の
女
性
の
着
て
い
る
明
る
い
色
の
ド
レ
ス
に
、

そ
の
女
性
の
華
や
い
だ
気
持
ち
を
読
み
取
る
。
④
脱
ぎ
捨
て
ら
れ

た
一
足
の
履
物
か
ら
、
起
こ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
色
々
と
思
い
を

巡
ら
す
。

　
こ
う
し
た
現
象
を
、
池
上
も
指
摘
す
る
通
り
、
従
来
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
は
あ
ま
り
重
視
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
は
、
こ
の
論
文
の
冒
頭
で
引
用
し
た
通
り
、

私
達
の
周
囲
で
、
教
室
場
面
で
も
、
頻
繁
に
起
こ
っ
て
い
る
現
象

な
の
だ
が
。
た
と
え
ば
教
室
で
も
、
①
生
徒
の
顔
色
が
何
時
も
と

違
う
の
で
、
家
で
何
か
起
こ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
友
達
と
喧
嘩
を

し
た
か
。
②
A
ち
ゃ
ん
が
先
生
に
い
つ
も
よ
く
話
し
か
け
ら
れ
る

の
は
、
先
生
が
A
ち
ゃ
ん
を
エ
コ
ヒ
イ
キ
し
て
い
る
か
ら
な
の
で

は
な
い
の
か
、
等
々
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
片
鱗
は
次
の
通
り
で

あ
る
。
「
『
人
間
』
と
い
う
要
因
が
関
与
し
て
く
る
と
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
は
ず
っ
と
複
雑
な
、
し
か
し
、
ず
っ
と
興
味
深
い
様

相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
人
間
と
い
う
も
の
は
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

械
と
は
違
っ
て
、
も
っ
と
・
主
体
的
』
に
振
る
舞
う
か
ら
で
あ
る
。
し

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
二
つ
目
の
研
究
の
視
点
が
出
て
く
る
。
そ
れ

は
、
授
業
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
を
、
広
く
人
間
関
係

と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
間
関
係
と
い
っ
た
場
合
に
は
、
教
室
場
面
に
お
い
て
は
、
教
師

一g7一



か
ら
生
徒
へ
の
学
習
の
動
機
づ
け
を
中
心
と
し
た
も
の
と
し
て
捉

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
学
習
す
る
こ
と
へ
の
喜
び
を

生
徒
に
喚
起
す
る
こ
と
が
、
教
室
場
面
で
の
教
師
と
生
徒
と
の
人

問
関
係
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
聞
き
手
や
受
容
者
を
中
心
と
し
た
観

点
に
立
っ
た
場
合
、
教
授
行
動
を
研
究
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ

う
な
こ
と
が
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
に
考
え
よ
う
。

八
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら

　
み
た
教
授
行
動
の
研
究
方
法
へ
の
示
唆

　
こ
こ
で
は
、
授
業
場
面
に
お
げ
る
教
授
行
動
を
、
N
V
C
の
立

場
か
ら
研
究
す
る
方
法
へ
の
示
唆
を
述
べ
る
。
授
業
に
お
け
る
教

授
行
動
で
は
、
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
教
材
内
容

に
強
く
関
わ
っ
た
情
報
を
伝
達
す
る
上
で
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
と
比
較
し
た
場
合
に
、
有
利
で
あ
る
こ
と
は

論
を
持
た
な
い
。
そ
れ
が
、
従
来
、
授
業
分
析
に
お
い
て
、
言
葉

を
中
心
と
し
て
分
析
さ
れ
て
き
た
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
　
一
方
、

研
究
対
象
と
し
て
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

追
加
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
な
に
よ
り
も
、
生
徒
へ
の
感

情
一
情
緒
へ
の
、
ひ
い
て
は
学
習
へ
の
取
り
組
み
を
規
定
す
る
か

も
し
れ
な
い
動
機
づ
け
へ
の
影
響
が
あ
る
と
仮
定
す
る
た
め
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
広
く
人
間
関
係
と
い
う
立
場
か
ら
授

業
を
見
る
こ
と
に
対
応
し
て
く
る
。
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
と
比
較
す
れ
ば
、
確
か
に
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

i
シ
ョ
ン
の
影
響
は
微
妙
で
は
あ
る
が
、
学
習
へ
の
動
機
づ
け
と

し
て
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
仮
定
で
き
る
。

　
と
同
時
に
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り

上
げ
る
こ
と
は
、
生
徒
の
認
知
的
能
カ
と
も
か
な
り
関
連
が
あ
る

こ
と
が
仮
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
根
底
に
は
、
前
述
し
た
通
り
、

推
測
の
機
能
が
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
心

的
機
能
と
し
て
、
大
い
に
働
い
て
い
る
と
仮
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
第
一
に
考
え
ら
れ
る
研
究
方
法
へ
の
示
唆
に
は
、
究
極

的
に
は
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
の
推
測
に
つ

い
て
の
内
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
を
目
標
と
し
た
研
究
を
す
べ
き

だ
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
方
面
の
研
究
は
、
心
理
学
で
は

対
人
知
覚
や
対
人
行
動
の
問
題
と
関
連
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

授
業
場
面
に
直
接
結
び
つ
く
研
究
や
調
査
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
実
際
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
調
査

研
究
に
お
い
て
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
推

測
の
機
能
に
重
点
が
あ
る
と
し
て
調
査
が
進
め
ら
れ
た
か
ど
う
か
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疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
、
卑
8
身
と
同
く
⑦
ざ
O
ω
8
は
推
論
測
定

テ
ス
ト
（
巨
σ
q
干
9
守
8
9
①
冒
8
ω
冒
①
）
を
使
用
し
て
、
教
室
内

に
お
け
る
生
徒
の
身
体
運
動
に
関
わ
る
規
則
と
そ
の
得
点
と
が
関

連
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
具
体
的
に
教
室
場
面
に
お
い
て
、
生

徒
の
推
測
能
カ
と
教
師
の
身
体
動
作
と
の
関
連
を
調
査
す
る
必
要

性
が
出
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
教
師
の
示
す
身
体
動
作
に
つ
い
て

の
生
徒
の
知
覚
の
度
合
と
し
て
は
、
担
任
教
師
の
特
徴
あ
る
身
体

動
作
を
列
挙
し
て
も
ら
う
こ
と
や
、
推
測
能
力
と
し
て
は
、
あ
る

身
体
動
作
の
場
面
を
示
し
た
写
真
な
ど
に
つ
い
て
の
生
徒
の
予
想

し
得
る
事
象
の
列
挙
項
目
と
そ
の
数
を
調
査
し
て
み
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
な
ん
ら
か
の
相
関
が
あ
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
。

　
第
二
に
考
え
ら
れ
る
研
究
方
法
へ
の
示
唆
は
、
学
習
に
影
響
を

及
ぼ
す
教
授
行
動
と
し
て
の
身
体
動
作
を
解
明
す
る
た
め
、
教
授

行
動
分
析
の
た
め
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
一
シ
ス
テ
ム
を
開
発
す
る
指
針

に
あ
る
。

　
カ
テ
ゴ
リ
i
画
シ
ス
テ
ム
の
開
発
に
関
連
し
て
は
、
わ
が
国
で

も
、
近
年
、
河
野
義
章
（
一
九
八
二
年
）
の
児
童
側
の
韮
言
語
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吻

行
動
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
必
要
性
の
主
張
や
、
梅
沢
章
男
ら
（
一
九
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蝸

五
年
）
に
よ
る
児
童
の
身
体
動
作
を
対
象
と
し
た
研
究
が
進
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
教
師
に
つ
い
て
の
身
体
動
作
と
し
て
の
教
授
行
動
を

分
析
す
る
シ
ス
テ
ム
は
未
だ
着
手
さ
れ
て
い
な
い
の
が
、
わ
が
国

の
現
状
で
あ
る
。

　
そ
の
際
、
注
意
事
項
と
し
て
、
現
象
そ
の
も
の
が
大
変
微
妙
で

あ
る
た
め
、
そ
の
現
象
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

が
上
げ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
観
察
段
階
に
お
い
て
、
観
察
者
の

主
観
を
で
き
る
だ
け
排
除
す
る
方
向
で
観
察
し
記
録
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
現
在
の
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
研
究
段
階
で
は
、
具
体
的
に
は
、

以
下
の
こ
と
が
未
だ
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
一
、
教
授
行
動
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
身
体
動
作
（
顔
の

　
　
　
　
表
情
を
含
む
）
が
生
徒
の
学
習
活
動
に
深
く
関
わ
っ
て

　
　
　
　
い
る
か
。

　
　
　
二
、
一
の
場
合
、
そ
う
し
た
身
体
動
作
は
教
師
の
発
言
と

　
　
　
　
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
。

　
こ
れ
ら
少
な
く
と
も
二
つ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
と
り
も

な
お
さ
ず
、

①
教
授
行
動
と
し
て
の
身
体
動
作
に
は
ど
の
よ
う
な
種
類
が
あ
る

の
か
。
特
定
の
個
人
に
関
わ
ら
ず
、
教
師
一
般
に
要
求
さ
れ
る
身

体
動
作
と
し
て
の
教
授
行
動
を
明
確
に
す
る
。
こ
の
こ
と
で
、
そ
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う
し
た
ス
キ
ル
を
教
育
実
習
生
に
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
教
師
個
人
に
関
わ
っ
た
、
所
謂
、
癖
と
し
て
の
身
体
動
作
に
は

ど
の
よ
う
な
種
類
が
あ
る
の
か
。
①
と
は
対
称
的
な
特
定
の
個
人

特
有
な
動
作
の
解
明
で
あ
る
。

③
教
科
に
関
連
し
た
身
体
動
作
に
は
ど
の
よ
う
な
種
類
が
あ
る
か
。

同
一
教
師
で
も
、
教
科
に
よ
っ
て
異
な
る
教
授
行
動
を
し
て
い
る

の
か
、
あ
る
い
は
、
教
師
一
般
が
教
科
に
お
い
て
共
通
し
た
動
作

を
し
て
い
る
の
か
な
ど
を
、
明
ら
か
に
す
る
過
程
で
も
あ
る
の
で

あ
る
。

　
そ
こ
で
、
教
授
行
動
を
分
析
す
る
た
め
の
一
つ
と
し
て
、
分
析

カ
テ
ゴ
リ
ー
一
シ
ス
テ
ム
を
開
発
す
る
指
針
を
次
に
考
察
す
る
。

　
先
ず
大
前
提
と
し
て
、
こ
の
研
究
に
関
わ
ら
ず
、
一
般
に
い
わ

れ
て
い
る
通
り
、
出
来
る
だ
け
主
観
に
と
ら
わ
れ
な
い
シ
ス
テ
ム

を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
人
問

を
対
象
と
し
た
研
究
に
お
い
て
は
、
あ
る
事
柄
や
事
実
や
事
象
に

つ
い
て
の
意
味
の
捉
え
方
一
解
釈
の
仕
方
が
最
も
困
難
な
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
べ
き
か
が
、
問
題
と
な

っ
て
く
る
。

　
そ
こ
で
、
事
実
に
つ
い
て
の
解
釈
で
は
、
可
能
な
限
り
次
の
二

つ
の
条
件
を
満
た
す
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
「
観
察
な
い

し
は
測
定
で
き
る
事
柄
に
つ
い
て
の
断
定
で
あ
る
こ
と
、
つ
ぎ
に
、

誰
も
が
同
意
し
う
る
よ
う
な
操
作
に
よ
っ
て
、
真
偽
を
た
し
か
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
事
柄
に
関
す
る
断
定
で
あ
る
こ
と
」
で

あ
る
。
解
釈
は
測
定
で
き
る
事
柄
で
、
し
か
も
真
偽
を
確
か
め
ら

れ
る
事
柄
に
関
す
る
こ
と
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

　
も
う
一
つ
重
要
な
前
提
と
し
て
は
、
言
葉
と
の
関
係
を
重
視
す

る
こ
と
・
で
あ
る
。
身
体
動
作
だ
け
を
取
り
出
し
て
研
究
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
教
師
の
発
言
と
の
関
わ
り
で
身
体
動
作

を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
段
階
は
、
実
は
第
一
の
前
提

と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
意
味
解
釈
が
入
り
込
む
難
点
が
あ
る
。

し
か
し
、
既
に
再
三
述
べ
て
い
る
通
り
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
が
受
け
手
の
推
測
を
中
心
と
し
て
い
る
た
め
、

出
来
る
だ
け
確
実
な
推
測
と
す
る
上
で
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
重
視

す
る
立
場
に
立
つ
時
、
身
体
動
作
が
そ
の
時
話
さ
れ
る
言
葉
を
手

掛
り
に
す
る
こ
と
が
、
必
須
の
条
件
と
な
っ
て
く
る
。

　
こ
う
し
た
前
提
の
下
で
考
え
ら
れ
る
シ
ス
テ
ム
は
、
身
体
動
作

の
記
録
の
分
析
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
段
階
を
踏
む
べ
き
だ
と

思
わ
れ
る
。

（
記
録
の
分
析
）

①
身
体
の
解
剖
学
的
レ
ベ
ル
で
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
の
当
て
は
め
－

②
よ
り
低
次
元
で
の
意
味
の
付
与

③
よ
り
高
次
元
で
の
意
味
の
付
与
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記
録
の
分
析
で
は
、
撮
影
し
た
V
T
R
に
つ
い
て
、
第
一
に
考

え
ら
れ
る
方
法
が
、
音
声
を
抜
き
に
し
た
映
像
の
み
に
よ
る
①
身

体
の
解
剖
学
的
レ
ベ
ル
で
の
動
作
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
の
当
て
は
め

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
第
一
レ
ベ
ル
と
し
て
、
一
秒
毎
の
静
止

画
像
を
も
と
に
、
た
と
え
ば
首
の
位
置
、
手
一
指
一
腕
の
位
置
を

記
録
す
る
こ
と
で
あ
る
。
次
に
第
ニ
レ
ベ
ル
と
し
て
、
あ
る
時
間

問
隔
内
で
の
動
画
を
も
と
に
あ
る
部
位
の
動
き
を
記
録
す
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
ら
第
一
一
第
ニ
レ
ベ
ル
で
の
一
層
詳
細
な
記
録
を

求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
静
止
画
面
で
の
身
体
の
各
部
位
を
数
値
デ

i
夕
と
し
て
記
録
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
V
T
R
に
録

画
し
た
身
体
動
作
を
マ
イ
コ
ン
画
面
の
座
標
上
に
呼
び
込
み
、
時

問
毎
に
顔
の
唇
の
形
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
、
教
点
の
座

標
と
し
て
記
録
し
、
そ
の
座
標
の
時
問
的
変
化
と
し
て
記
録
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
記
録
方
法
の
積
み
重
ね
が
、
研

究
そ
の
も
の
の
客
観
性
を
保
証
す
る
と
共
に
、
研
究
成
果
の
積
み

重
ね
と
し
て
誰
が
や
っ
て
も
正
確
な
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
と
考
え

る
の
で
あ
る
。
特
に
、
改
め
て
こ
う
し
た
方
法
を
主
張
す
る
の
は
、

身
体
動
作
の
微
妙
な
動
き
こ
そ
重
要
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る
と

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
身
体
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

作
同
士
の
関
係
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
図
3
に
示
す
通
り
で
あ
る
。

c~c~ + 

⑨⑥十

図3：顔の全偉釣韓麹。みと襖綾方陶（Gibso珊、J．J。ら，1駅6）

　　　（右を向いている槻糠が正繭を、正繭を陶い

　　　　ている観纏嚇左鰯を見ているようになる、）

目
の
動
き
も
、
顔
の
向
き
に
よ
っ
て
正
面
を
見
．
た
り
、
横
を
見
た

り
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
動
作
の
記
録
も
他
の
身
体

部
位
と
の
関
係
で
か
な
り
違
っ
た
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
欠
点
を
解
決
す
る
一
つ
の
方
法
は
、
こ
う
で
あ
る
。
動
き

と
は
あ
る
規
準
に
対
し
て
の
変
化
で
あ
る
か
ら
、
例
え
ば
、
そ
の

基
準
と
し
て
教
師
が
黒
板
正
面
で
自
然
に
立
っ
た
姿
勢
を
と
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
自
然
体
か
ら
の
姿
勢
の
変
化
と
し
て
記
録
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
筆
者
は
、
オ
O
『
ヨ
邑
勺
O
ω
ま
8
法
と
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命
名
す
る
。

　
音
声
を
抜
き
に
し
た
映
像
の
み
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
解
剖
学
的

レ
ベ
ル
で
の
記
録
分
析
を
主
張
す
る
理
由
は
、
従
来
、
動
作
を
、

観
察
者
の
解
釈
を
先
行
さ
せ
て
し
ま
い
、
こ
の
動
作
は
こ
の
意
味
、

あ
の
動
作
は
あ
の
意
味
と
し
て
分
類
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
つ

ま
り
従
来
行
わ
れ
て
い
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
析
で
は
、
分
類
の
時
点

で
既
に
分
類
者
の
言
葉
に
よ
る
強
い
意
味
解
釈
へ
の
影
響
が
入
り

込
ん
で
い
た
と
予
想
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に
第
三
の
レ
ベ
ル
と
し
て
、
音
声
に
基
づ
く
意
味
解
釈
の
段

階
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
い
く
つ
か
の
身
体
動
作
が
、
発
言
と
関

わ
り
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
に
基
づ
き
、
意
味
の

付
与
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
教
授
行
動
と
し
て
注
目
さ
れ
る
身

体
動
作
は
、
首
で
の
う
な
づ
き
、
顔
の
表
情
に
よ
る
肯
定
的
笑
い

や
否
定
的
し
か
め
つ
ら
、
腕
や
手
に
よ
る
発
言
内
容
の
強
化
な
ど

か
も
し
れ
な
い
。

　
第
四
の
レ
ベ
ル
が
、
同
じ
く
発
言
と
の
関
わ
り
で
、
特
に
教
杯

内
容
に
直
接
関
わ
る
身
体
動
作
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
。
こ
れ
は

向
卯
8
豊
～
邑
睾
｛
窃
8
の
分
類
だ
と
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
に
相

当
す
る
。
す
で
に
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
の
学
習
へ
の
影
響
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

て
は
有
意
差
が
で
て
い
る
。
第
四
の
レ
ベ
ル
で
の
意
味
づ
け
が
教

材
内
容
と
直
接
関
係
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
三
レ
ベ
ル
で
の

意
味
づ
け
は
授
業
の
運
営
や
進
行
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
内
容
と

は
間
接
的
な
点
で
、
こ
こ
で
は
意
味
づ
け
の
低
次
一
高
次
の
区
別

を
し
て
み
た
（
今
後
の
課
題
で
あ
る
）
。

九
、
要
約
及
ぴ
今
後
の
課
題

　
こ
の
論
文
で
は
次
の
こ
と
を
主
張
し
て
き
た
。

①
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
受
容
者
中
心
と

し
た
見
方
で
あ
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
推
測
の
機
能
が
重
視
さ
れ

る
。
②
研
究
方
法
に
、
出
来
る
だ
け
主
観
を
入
れ
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
、
動
作
そ
の
も
の
を
デ
ー
・
夕
と
し
て
取
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
意
味
解
釈
は
次
の
段
階
で
あ
る
。

　
こ
の
た
め
今
後
の
課
題
と
し
て
、
①
か
ら
は
、
児
童
生
徒
の
推

測
能
カ
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
は
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
学
習
場
面
で
活
用
す
る
に
は
、
そ
の
内
的

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
が
急
が
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
②
か
ら
は
、
動

作
と
意
味
の
レ
ベ
ル
を
区
別
し
た
身
体
動
作
分
析
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
一

シ
ス
テ
ム
を
開
発
す
る
必
要
性
が
あ
る
。

　
　
注

ω
ヨ
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H
二
∴
国
勾
H
O
O
庁
①
ユ
箏
σ
q
｝
o
¢
ω
Φ
o
賞
射
①
p
o
α
｛
箏
σ
q
⑲
饒
o
O
o
冒
冒
¢
箏
｝
－

　
o
～
弐
o
口
ω
所
嘗
｝
9
　
H
Φ
べ
㎝
’
（
向
肉
H
O
U
o
o
■
8
⑦
箏
片
肉
①
o
〔
o
似
¢
o
弐
o
箏

　
ω
竃
i
8
乞
O
』
O
ご
ω
べ
ご
）
P
N
ω

②
　
西
江
雅
之
「
■
こ
と
ば
』
そ
の
二
（
〔
連
載
〕
■
伝
え
合
い
し
の
人
類

　
学
（
四
）
）
」
月
刊
言
語
、
大
修
館
書
店
、
一
九
七
六
年
　
第
五
巻
　
第

　
四
号
　
八
○
頁

⑭
　
北
垣
郁
雄
一
進
藤
公
夫
「
教
師
の
発
言
技
法
の
評
価
と
音
響
測
定
－

　
昭
和
六
〇
年
度
研
究
成
果
報
告
書
」
（
昭
和
六
〇
年
度
文
部
省
科
学
研

　
究
費
一
般
研
究
C
　
課
題
番
号
六
〇
五
八
〇
二
四
三
）
福
岡
教
育
大
学

　
一
九
八
六
年
二
月
。

ω
　
こ
の
論
文
で
は
、
　
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

　
定
義
を
送
り
手
と
受
け
手
の
意
味
の
共
有
状
態
と
捉
え
る
こ
と
で
、
言

　
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
従
来
の
定
義
を
拡
大
し
て
用

　
い
て
い
る
と
し
て
い
る
。
従
来
通
り
の
定
義
を
取
る
の
で
あ
れ
ば
、
も

　
は
や
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

　
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
用
語
法
は
適
用
で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

6
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コ
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ー
シ
ョ
ン
画
プ
ロ
セ
ス
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社
会
行
動
の
基
礎
理
論
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協
同
出
版
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一

　
九
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、
三
五
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頁
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