
声
す
る
訓
練
な
の
で
、
受
け
身
に
な
っ
て
た
だ
聞
く
だ
け
に
終
わ
り
が

ち
な
リ
ス
ニ
ン
グ
作
業
を
、
よ
り
能
動
的
な
作
業
に
変
え
、
発
信
型
の

学
習
に
変
換
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
発
音
か
ら
リ
ス
ニ

ン、グ
、
リ

ス
ニ
ン
グ
か
ら
ス
ピ

l
キ
ン
グ
へ
と
導
く
こ
と
を
容
易
に
す
る
学
習
方

法
と
言
え
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

通
訳
訓
練
を
通
し
て
の
英
語
学
習
は
、

な
可
能
性
を
持
つ。

外
国
語
を
単
に
言
葉
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
伝
え
ら
れ
た

内
容
を
論
理
的
に
分
析
す
る
こ
と
は
通
訳
を
行
な
う
上
で
の
必
須
条
件

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
多
く
の
日
本
人
学
習
者
が
不
得
意
と
す
る
こ
と
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
通
訳
訓
練
を
通
し
て
こ
の
面
を
学
ぶ
こ
と
は
発
信
型

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
第
一
歩
と
な
る
。

さ
ら
に
、
言
葉
に
関
す
る
感
性
、
異
文
化
に
対
す
る
感
性
を
磨
き
、

言
語
と
文
化
へ
の
深
い
理
解
を
培
う
こ
と
は
、
異
文
化
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
基
本
で
あ
る
。
一
朝
一
夕
に
は
身
に
つ
か
な
い
も
の
で
あ
る

が、

ζ

れ
も
、

通
訳
訓
練
を
通
し
て
皮
膚
感
覚
で
理
解
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
。

多
文
化
時
代
を
生
き
る
た
め
の
英
語
教
育
に
お
い
て
、

よ
り
根
本
的
な
部
分
で
大
き

通
訳
訓
練
の

果
た
し
得
る
役
割
は
大
き
い
。
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異
文
化
問
コ
ミ
ユ
一
一
ケ
！
シ
ョ
ン
に
お
け
る
通
訳
者

異
文
化
性
と
い
う
問
題
が
、
特
定
の
文
化
の
特
殊
性
を
強
調
し
、
両
文
化
の
差
異
を
固
定
化
す
る
よ
う
に

働
く
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
異
文
化
性
は
通
訳
者
に
と
っ
て
二
次
的
な
問
題
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
、
通
訳
者
が
わ
か
り
や
す
く
言
い
換
え
て
異
文
化
を
感
じ
さ
せ
な
く
す
る
ニ
と
が
「
正
し
い
」
通
訳
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
異
文
化
」
と
い
う
用
語
の
陥
穿

通
訳
や
翻
訳
を
論
ず
る
に
際
し
て
「
異
文
化
理
解
」
と
い
う
視
点
か

ら
の
問
題
設
定
が
欠
か
せ
な
い
と
い
う
の
は
、
ご
く
常
識
的
な
話
で
あ

る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
「
も
の
の
あ
は
れ
」
や
「
猫
に
小
判
」

と
い
っ
た
日
本
文
化
特
有
と
思
わ
れ
る
言
い
回
し
を
プ
ロ
の
通
訳
が
ど

ん
な
華
麗
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
訳
す
の
か
、
い
か
に
も
興
味
津
々
の
話
題

が
期
待
で
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
発
想
で
通
訳
の
役
割
を

論
じ
る
こ
と
は
、
果
た
し
て
本
当
に
異
文
化
理
解
に
寄
与
す
る
で
あ
ろ

う
か
？
そ
も
そ
も
通
訳
に
関
す
る
問
題
を
考
え
る
上
で
「
異
文
化」

相
津
啓

と
い
う
視
点
を
設
定
す
る
こ
と
が
い
か
な
る
意
味
で
必
要
な
の
か
は
、

実
は
決
し
て
自
明
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。ま

f
は
「
異
文
化
」

と
い
う
用
語
に
す
い
て
、
改
め
て
問
い
直
し
て
お
〈
必
要
が
あ
る
よ
う

で
あ
る
。

「異
文
化
」
と
い
う
概
念
は
、

「異
文
化
理
解
」
、

「異
文
化
間
コ
ミ

ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
」
と
い

っ
た
形
で
、
目
下
大
い
に
流
行
し
て
い
る
。
そ
の

背
景
に
は
、
例
え
ば
そ
れ
以
前
の
流
行
語
だ

っ
た
「
国
際
交
流
」
と
い

っ

た
用
語
の
限
界
が
認
識
さ
れ
て
き
た
た
め
に
「
国
」
を
「
文
化
」
に
言

い
換
え
て
き
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
だ
ろ
う。
し
か
し
、

「外
国
」
を
「
異

文
化
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
異
質
な
文
化
や
他
者
の
存
在
に

対
す
る
聞
か
れ
た
態
度
が
根
付
い
て
き
た
と
言
え
る
の
か
ど
う
か
は
大

異
文
化
問
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
通
訳
者
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い
に
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
私
た
ち
は
、
こ
と
さ
ら
に
「
異
文
化
」
と
い
う

区
別
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
も
す
る
と
自
分
自
身
の
中
に
内

化
さ
れ
て
い
る
文
化
的
伝
統
を
無
条
件
に
前
提
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
相
手
と
の
聞
の
文
化
的
差
異
を
予
め
固
定
し
て
し
ま
お
う
と
は
し

て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
で
は
例
え
ば
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
や
ミ
ロ
の
ヴ

イ
1
ナ
ス
や
ト
ル
ス
ト
イ
を
人
類
普
遍
の
文
化
遺
産
な
ど
と
称
揚
し
て

お
き
な
が
ら
、
別
の
局
面
で
は
突
然
「
異
文
化
」
の
視
点
を
持
ち
出
す
の

だ
と
す
れ
ば
、
問
題
は
明
ら
か
に
主
体
の
側
の
恋
意
的
な
選
択
行
為
に

こ
そ
あ
る
。
異
文
化
聞
で
本
当
に
生
産
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

行
わ
れ
る
と
き
に
は
、
異
文
化
は
も
は
や
異
文
化
で
は
な
く
な
っ
て
し

ま
う
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
も
そ
も
「
私
」
は
そ
れ
以
前
の
「
私
」
で
は
な

そ
う
な
っ
た
時
こ
そ
が

「
異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
最
も
意
義
深
い
成
功
の
瞬
間
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
に
、
と
も
す
る
と
私
た
ち
は
ま
さ
に
「
異
文
化
」

と
い
う
語
で
語
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
せ
っ
か
く
出
会
う
未
知
の
対

く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
！

象
に
対
し
て
自
ら
を
閉
ざ
レ
、

J

特
定
の
文
化
コ

I
ド
へ
の
絶
対
服
従
を

当
然
視
し
、
何
の
変
化
も
起
こ
ら
な
く
さ
せ
よ
う
な
ど
と
し
て
は
い
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
「
異
文
化
」
を
語
る
こ
と
が
、
せ

っ
か
く
可

能
に
な
り
か
け
た
カ
ル
チ
ャ
ー
・
シ
ョ
ッ
ク
を
感
動
部
に
抑
圧
し
て
し
ま

う
自
己
防
衛
・
秩
序
維
持
の
構
造
を
持
つ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
通
訳

遭
遇
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
白
文
化
」
と
さ
れ
る
内
部
か
ら
は

そ
の
種
の
「
定
義
」
に
反
す
る
様
々
な
例
外
現
象
が
噴
出
す
る
一
方
で
、

「
異
文
化
」
で
あ
る
は
ず
の
地
域
や
人
々
の
聞
に
も
い
く
ら
で
も
類
似
現

象
が
見
出
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
（
ち
な
み
に
、
文
化
を
め
ぐ
る
こ

う
し
た
論
理
構
造
は
、
何
ら
か
の
科
学
的
に
実
証
可
能
な
実
体
や
メ
ン

タ
リ
テ
ィ
ー
に
基
づ
い
て
「
日
本
人
」
や
「
市
イ
ゲ
九
」
よ
白
川
づ
た
ネ

l
シ
ヨ
ン
を
定
義
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
）

こ
う
し
て
見
る
と
き
、
文
化
と
い
う
概
念
は
、
何
ら
か
の
基
準
に
基
づ

く
実
体
概
念
と

L
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
相
対
的
な
関
係
概
念
と
し

て
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
或
る
文
化
の

存
在
は
、
そ
の
文
化
圏
に
属
さ
な
い
他
者
の
存
在
が
あ
っ
て
初
め
て
意

識
化
さ
れ
、
そ
れ
ら
他
文
化
と
境
界
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
初
め
て
構
想

さ
れ
、
命
名
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
実
体
的
に
捉
え
ら
れ

が
ち
な
「
わ
が
国
固
有
の
文
化
」
と
か
「
民
族
の
伝
統
」

と
い
っ
た
発

想
も
、
実
は
こ
う
し
た
、
他
者
を
意
識
化
し
境
界
づ
け
に
よ
っ
て
排
除

す
る
経
緯
が
あ
っ
て
初
め
て
形
成
な
い
し
担
造
さ
れ
る
も
の
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
「
日
本
文
化
」
を
論
ず
る
視
線
も
、
周
知
の
よ

う
に
、
明
治
維
新
後
の
近
代
国
家
成
立
と
表
裏
一
体
の
形
で
初
め
て
誕

生
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
こ
の
よ
ラ
に
、
「
文
化
」
を
相
対
的
な
関
係
概
念
と
し
て
考
え
る

つ
ま
り
、

特
集
V
通
訳
の
科
学
一

ω

と
い
う
行
為
は
、
単
純
に
そ
の
よ
う
な
「
異
文
化
問
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
i
シ
ヨ

ン
」
の
促
進
手
段
で
あ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

さ
で
、
通
訳
と
は
明
ら
か
に

「
異
言
語
問
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の

一
つ
の
手
段
で
あ
る
が
、

と
言
い
換
え
る
と
き
、

そ
れ
を
「異
文
化
問
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

つ
ま
り

「言
五
巴
を
「
文
化
」
に
置
き
換
え
る

そ
こ
で
何
が
変
わ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
つ
け
加
わ

る
の
か
、
話
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
日
本
語
を
母
語
と
す
る
私
た
ち

は
、
ふ
だ
ん
か
ら
「
母
語
」
の
こ
と
を
平
気
で
「
母
国
語
」
と
呼
び
、
母
語
で

な
い
「
異
言
語
」
の
こ
と
を
「
外
国
語
」
と
い
う
名
称
で
言
い
習
わ
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、こ
の
よ
う
な
何
気
な
し
の

「雷
同
盟
巴
と

「文
化
」
と

「国

家
」
の
混
同
を
続
け
る
こ
と
は
、
少
な
ベ
と
も
「
異
文
化
」
に
つ
い
て
論
じ

よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
も
は
や
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う。

と
き
に
、

並
立
嗣
こ
こ
は

「
文
化
と
は
何
か
」
と
い
っ
た
大
問
題
を
論
ず
る
場
で
は
な
い
が
、
さ
し

当
た
り

一
つ
の
事
実
だ
け
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
何
ら
か

の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
を
「
実
体
」
と
し
て
考
え
る
と
い
う
ご
く
日
常

的
・
常
識
的
な
考
え
方
は
す
ぐ
に
自
己
矛
盾
に
突
き
当
た
ら
ざ
る
を
得

な
い
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
大
和
魂
や
わ
び
・
さ
び
を
も
っ
て

日
本
文
化
の
特
徴
と
し
た
り
、
勤
勉
と
秩
序
愛
を
も
っ
て
ド
イ
ツ
文
化

の
本
質
と
見
な
す
よ
う
な

N

し
ば
し
ば
俗
受
け
の
す
る
定
義
づ
け
は
、

一
見
い
か
に
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
見
え
て
も
、

必
ず
様
々
な
反
証
に

「異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
」
な
い
し

「異
文
化
理
解
」

と
は

「文
化
」
の
本
質
的
構
成
要
素
と
も
言
え
る
自
明
の
行
為
で
あ
っ

て
、
敢
え
て
言
う
な
ら
そ
れ
ら
は
「
文
化
」
と
い
う
語
の
言
い
替
え
、

い
わ
ば
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
過
ぎ
な
い
と
す
ら
言
い
得
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
る
。
そ
も
そ
も
完
全
に
等
質
な
文
化
の
中
で
は
、
コ
ミ
ュ
一
一
ケ
l

シ
ヨ
ン
が
必
要
か
ど
う
か
す
ら
疑
わ
し
い
。
逆
に
言
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る

コ
ミ

ユ
ニ
ゲ
i
シ
ョ

ン
は
、
極
端
に
い
え
ば
隣
人
と
の
お
し
ゃ
べ
り
や

恋
λ
へ
の
愛
の
唾
き
で
す
危
な
、
原
理
的
に
異
文
化
問
コ
ミ
ユ
』
一
ゲ
ー

シ
ョ
ン
の
一
つ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
実
際
に

は
誰
も
そ
れ
ら
に
「
異
文
化
間
」
な
ど
と
い
っ
た
大
袈
裟
な
形
容
調
を

つ
け
て
呼
び
は
じ
な
い
が
、
そ
れ
は
単
に
、
「
異
文
化
問
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
斗
と
い
う
と
異
言
語
問
、
い
や
も
っ
ぱ
ら
異
な
る
国
家
の
聞
で

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
こ
と
を
指
す
よ
う
了
解
す
る
発
想
が
、
つ

ま
り
は
言
語
乙
文
化
と
ネ
l
シ
ヨ

ン
を
混
同
し
、
な
い
し
は
強
引
に
同

｝
視
し
よ
う
と
す
る
コ
ー
ド
が
、
依
然
と
し
て
存
在
じ
て
い
る
か
ら
に

過
ぎ
な
い
。
と
乙
に
も
は
っ
き
り
と
、
文
化
と
い
う
概
念
が
十
九
世
紀

以
来
担
わ
さ
れ
て
い
る
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
テ
イ
ヅ
ク
な
含
意
の
残
津
が
見

て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

〉
』
き
」
、こ

う
レ
て
見
る
と
き
、
通
訳
を
論
ず
る
際
に

「文
化
」

と
い
う
概
念

を
導
入
す
る
際
に
は
、
言
語
媒
介
に
関
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
議
論
の
中

異
文
化
問
コ
ユ

ケ

シ
ヨ
ン

お
け
る
通
訳
者
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に
そ
れ
と
は
無
関
係
な
要
素
、
例
え
ば
閉
鎖
的
な
自
文
化
中
心
主
義
や

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
招
か
れ
ざ
る
要
素
が
無
意
識
の
内
に
混
入

し
て
し
ま
う
危
険
に
十
分
留
意
一
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る。

し

か
し
他
方
、

A
言
語
で

通
訳
者
が
単
な
る
自
動
翻
訳
機
と
見
な
さ
れ
、

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
れ
ば
自
動
的
に
通
訳
者
の
口
か
ら
B

言
語
が
訳
さ
れ
出
て
く
る
と
い
っ
た
単
な
る
「機
能
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
る
傾
向
が
現
実
に
は
依
然
と
し
て
支
配
的
で
あ
る
以
上
、
通
訳
行

為
に
お
け
る
「
文
化
」
的
側
面
に
光
を
当
て
る
作
業
が
不
可
欠
で
あ
る

の
も
確
か
で
あ
る
。
そ
う
し
た
反
省
に
立
ち
な
が
ら
、
以
下
こ
こ
で
は、

通
訳
行
為
の
単
な
る
言
語
的
媒
介
を
超
え
た
文
化
的
意
味
と
役
割
に
つ

い
て
、

特
に
日
独
会
議
同
時
通
訳
に
際
し
て
の
日
本
側
の
文
化
的
側
面

を
例
に
一
取
り
な
が
ら
、
考
察
を
加
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

通
訳
者
が
克
服
す
べ
き
対
象
と
し
て
の

「
異
文
化
性
」

日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
聞
の
文
化
的
差
異
に

常
識
的
に
考
え
て
も
、

は
確
か
に
依
然
大
き
い
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
ま
つ
わ
る
通
訳
上
の

様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
笑
い
話
を
拾
い
上
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
。
通
訳

泣
か
せ
の
特
殊
日
本
的
表
現
、

例
え
ば
わ
び
や
さ
び
、

粋
や
人
情
と
い

っ
た
概
念
を
ど
う
処
理
す
る
か
か
ら
始
ま
っ
て
、
「
よ
ろ
し
く
お
取
り
は

よ
り
も
も
っ
と
差
し
迫
っ
た
課
題
、
例
え
ば
そ
の
日
の
テ
1
マ
の
高
度

に
専
門
的
内
容
を
素
人
で
あ
る
通
訳
者
が
ど
う
理
解
す
る
か
と
か
、
訳

語
の
正
確
さ
を
ど
う
保
っ
か
、
突
然
出
て
く
る
諺
や
駄
酒
落
や
笑
い
話

に
ど
う
オ
チ
を
つ
け
る
か
、
数
字
を
ど
う
す
れ
ば
間
違
え
な
く
拾
え
る

か
、
早
口
の
発
言
者
に
ど
う
す
れ
ば
つ
い
て
い
け
る
か
等
々
、
極
め
て

現
実
的
か
つ
危
急
存
亡
の
課
題
が
山
積
し
て
い
て
、
多
く
の
場
合
と
て

も
「
文
化
」
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
と
い
う
わ
け
で
、
異
文
化
性
と
通
訳
行

為
を
め
ぐ
る
第
一
の
テ
ー
ゼ
と
し
て
、

ま
ず
次
の
点
を
確
認
し
て
お
き

た
い
。
即
ち
、
「
異
文
化
性
」
と
い
う
視
点
が
、
特
定
の
文
化
（
例
え
ば

日
本
文
化
）
の
特
殊
性
を
強
調
し
、
日
欧
の
差
異
を
固
定
し
よ
う
と
す

る
よ
う
な
文
脈
で
語
ら
れ
る
限
り
、
通
訳
行
為
に
と
っ
て
異
文
化
性
の

問
題
は
二
次
的
問
題
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
と
と
で
あ
る
。

確
か
に
、
通
訳
す
る
中
で
「
日
本
独
特
の
文
化
、
ま
た
は
ヨ
ー
ロ

ッ

パ
独
特
な
現
象
に
つ
い
て
の
知
識
の
な
い
聴
衆
に
は
、
き
っ
と
分
か
っ

て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
」
と
歯
ぎ
し
り
す
る
ケ
l
ス
は
数
知
れ
な
い
。

し
か
し
そ
う
し
た
場
合
も
最
終
的
に
は
次
の
三
つ
や
り
方
の
何
れ
か
で

対
処
す
る
こ
と
に
な
る。

即
ち
、
第
一
に
は
、
何
ら
か
の
世
界
標
準
的

な
言
い
方
で
言
い
換
え
る
、
第
二
に
、
時
間
の
許
す
限
り
多
少
の
文
化

的
背
景
説
明
を
付
け
加
え
る
、
そ
し
て
第
三
に
、
こ
れ
が
い
よ
い
よ
と

な
っ
た
と
き
の
奥
の
手
で
あ
る
が
、
無
視
し
て
飛
ば
す
、
こ
の
何
れ
か

特
集
V
通
訳
の
科
学

か
ら
い
を
」
と
か

「前
向
き
に
善
処
し
ま
す
」
と
い
っ
た
言
い
回
し
の

合
意
の
問
題
、
或
い
は
会
議
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
「
私
の
よ
う
な
若
輩
者

が
思
い
が
け
ず
ご
指
名
を
受
け
ま
し
て
、
何
か
ら
お
話
し
し
て
よ
い
や

ら
困
っ

て
お
り
ま
す
が
［
：
・ご
な
ど
、

通
訳
た
る
者
必
ず
何
ら
か
の
対

処
の
仕
方
を
想
定
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
特
殊
日
本
的
表
現
は

確
か
に
無
数
に
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
日
欧
の
文
化
の
違
い
を
強
調
し
、

日
本
文
化
の
特
殊
性
を
殊
更
に
神
話
化
し
よ
う
と
す
る
議
論
は
、
既
に

無
数
の
「
日
本
人
論
」
の
中
に
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
て
定
着
し
て
お
り
、
そ

う
し
た
文
脈
の
中
で
は
あ
た
か
も
、
文
化
と
は
異
言
語
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
妨
げ
、
場
合
に
よ

っ
て
は
不
可
能
に
す
る
も
の
だ
と
の
印

象
す
ら
あ
る
。
実
際
、

日
本
文
化
に
つ
い
て

「ど
う
せ
外
人
に
は
分
か

ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
決
め
つ
け
た
よ
う
な
態
度
で
語
ら
れ
る
ケ
l
ス
が

少
な
く
な
い
こ
と
も
、
日
常
的
に
よ
く
経
験
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
プ
l
ス
で
仕
事
を
す
る
同
時
通
訳
者
に

と
っ
て
こ
れ
ら
の
問
題
が
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
か
と
い
う
と
、
実
は

そ
れ
程
で
は
な
い
こ
と
が
多
い
。
と
り
わ
け
、
会
議
の
頻
度
も
多
い
自
然

科
学
や
技
術
関
係
、
ま
た
経
済
関
係
の
通
訳
の
場
合
、
そ
こ
で
古
典
的

な
日
本
独
自
の
文
化
性
が
ネ
ッ
ク
に
な
っ
て
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

障
害
に
な
っ
た
り
誤
解
が
生
じ
た
り
す
る
ケ
1
ス
は
か
な
り
稀
で
し
か

そ
う
し
た
文
化
的
問
題

な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

同
時
通
訳
の
場
合
、

で
あ
る
。
ず
い
ぶ
ん
乱
暴
な
よ
う
で
は
あ
る
が
、

こ
れ
で
片
づ
け
ら
れ

る
程
度
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
文
脈
に
お
け
る

「異
文
化
性
」

の
問
題
は
、
異
言
語
開
通
訳
者
が
克
服
す
べ
き
数
多
く
の
課
題
の
単
な

る
一
つ
に
過
ぎ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
「
通
訳
」
と
い
う
作
業
は
、
困
難
で

精
密
な
異
文
化
媒
介
の
作
業
に
一
語

一
語
じ
っ
く
り
取
り
組
ま
な
く
て

は
な
ら
な
い
「
翻
訳
」
の
場
合
と
は
異
な
り
、
決
し
て

一
O
O
%完
壁
な

訳
を
目
指
す
自
己
目
的
的
な
営
為
で
は
あ
り
得
な
い
。
む
し
ろ
通
訳
と

は、
ま
ず
既
に
予
め
対
話
の
当
事
者
が
設
定
さ
れ
て
い
て
、
極
め
て
具
体

的
な
対
話
の
枠
組
み
が
出
来
上
が
っ
て
お
り
、

当
事
者
聞
に
何
ら
か
の

情
報
交
換
の
必
要
性
や
共
同
の
関
心
、
共
通
の
テ
l
マ
が
存
在
し
て
い

る
と
き
に
初
め
て
登
場
す
る
、
近
代
固
有
の
職
業
な
の
で
あ
る
。
早
い

話
、同
時
通
訳
者
を
投
入
し
て
行
う
会
議
に
お
い
て
、
欧
米
諸
国
か
ら
の

参
加
者
が
期
待
す
る
日
本
と
は
、
も
は
や
冒
険
家
た
ち
を
魅
了
す
る
未

知
の
黄
金
の
国
ジ
パ
ン
グ
で
も
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
芸
者
と
富
士
山
の

国
で
も
な
く
、
先
ず
第

一
に
共
通
の
資
本
主
義
経
済
の
枠
組
み
の
ビ
ジ

ネ
ス
仲
間、
あ
る
い
は
協
同
し
て
世
界
秩
序
を
構
築
す
る
パ

ー
ト
ナ
ー

と
し
て
の
日
本
で
し
か
な
い
。

つ
ま
り
通
訳
の
場
合
、
通
訳
を
介
在
さ
せ

て
の
異
言
語
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
十
分
に
機
能
す
る
だ
け
の
共

通
理
解
、

い
わ
ば
「
近
代
に
特
徴
的
な
同
質
文
化
性
」
の
存
在
が
前
提

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
独
自
固
有
の
文
化
を
神
秘
化

異
文
化
問
コ
ユ

ケ

ユノ
ヨ
ン

お
け
る
通
訳

、一 者
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し
た
り
文
化
の
壁
を
絶
対
視
す
る
怪
し
げ
な
文
化
観
に
基
づ
い
て
、対

話
の
不
可
能
性
や
異
文
化
理
解
の
困
難
さ
な
ど
を
云
々
す
る
た
め
に
立

ち
止
ま
っ
て
い
る
暇
は
な
い
。
通
訳
者
は
、
翻
訳
者
と
は
対
照
的
に
、
異

文
化
聞
の
懸
隔
な
ど
を
も
の
と
も
せ
ず
、
異
言
語
間
コ
ミ

ュ
ニ
ゲ
ー
ジ

ヨ
ジ
に
つ
き
も
の
の
困
難
を
当
然
の
よ
う
に
軽
々
と
乗
り
越
え
て
、
「
何

は
と
も
あ
れ
理
解
を
分
か
ち
合
っ
て
も
ら
う
の
だ
」
と
の
意
志
を
あ
く

ま
で
貫
き
先
へ
と
進
む
ぺ
き
使
命
を
担
つ
宅
い
る
の
で
あ
る
。

創
造
的
な
異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
向
け
て

-":""-- 園圃『園

さ
て
、
ζ
こ
か
ら
先
の
話
は
、
先
の
第

一ム
ア
l
ゼ
を
踏
ま
え
た
上
で
川

通
訳
者
が
異
文
化
理
解
の
た
め
に
果
た
す
べ
き
課
題
と
い
う
、
更
に
そ

の
一
歩
先
の
理
念
的
目
標
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
通
訳
経
験
者
で
あ
れ
ば
寸、
例
え
ば
商
談
交
渉
の
通
訳
の

場
で
n

互
い
に
相
手
側
の
事
情
を
知
ら
な
い
パ
ー
ト
ナ
ー
同
志
の
聞
に

挟
ま
っ
て
、
単
な
る
通
訳
者
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
双
方
の
事
情
を
説

明
す
る
仲
介
役
を
自
ら
買
っ
て
出
ざ
る
を
得
な
く
な
る
場
面
を
何
度
も

経
験
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う。

無
論
‘い
つ
も
代
理
人
気
取
り
で
話
の
内

容
に
首
を
突
っ
込
む
よ
う
で
は
通
訳
者
と
じ
て
失
格
で
あ
る
。
だ
が、

交
渉
当
事
者
の
双
方
が
一
方
的
に
自
分
の
事
情
ば
か
り
主
張
し
で
相
手

の
事
情
を
理
解
で
き
な
い
で
い
る
と
き
、
聞
に
入
っ
て
双
方
の
事
情
を

当
人
た
ち
よ
り
ーも
も
っ
と
上
手
に
説
明
し
て

．あ
げ
る
と
い
う
役
割
は
、

賢
く
行
え
ば
、
あ
な
が
ち
通
訳
者
と
し
て
の
分
際
を
逸
脱
し
た
行
為
と

決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
J

場
合
に
よ
っ
て
は
両

者
の
背
景
を
知
る
通
訳
者
だ
け
が
、

互
い
に
何
が
分
か
ら
な
い
た
め
に

話
が
か
み
あ
わ
ず
に
こ
じ
れ
て
し
ま
う
の
か
を
把
握
し
、
中
立
的
に
判

断
・
仲
介
し
得
る
立
場
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
と
と
は
、
会
議
通
訳

の
場
合
で
も
起
こ
り
う
る
。
通
訳
者
と
い
う
も
の
は
普
通
、
単
に
ニ
カ

国
語
以
上
が
堪
能
な
だ
け
で
な
え
、
た
と
え
雑
学
的
に
で
あ
れ
バ
通
訳

す
る
両
言
語
の
背
景
に
あ
る
文
化
的
・
社
会
的
文
脈
を
極
め
て
広
く
深

く
経
験
し
、
両
者
の
聞
に
横
た
わ
る
文
化
的
差
異
や
異
文
化
性
を
熟
知

し
て
い
る
R

そ
の
よ
う
に
両
文
化
を
知
る
通
訳
者
だ
か
ら
こ
そ
、
会
議

で
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
本
質
的
部
分
に
関
し
て
、
そ
れ
が
相
手
側
に
対
し

て
ど
う
伝
わ
る
か
、
そ
し
て
と
り
わ
け
何
が
伝
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か

を
、
多
く
の
場
合
最
も
的
確
に
予
測
・
判
断
で
き
る
し
、
ま
た
そ
れ
が

求
め
ら
れ
で
も
い
る
の
で
あ
る
。
（
来
日
し
た
ド
イ
ツ
火
や
フ
ラ
ン
ス
人

に
英
語
で
講
演
さ
せ
英
語
通
訳
者
に
通
訳
さ
せ
て
も
良
い
結
果
を
も
た

ら
さ
な
い
場
合
が
多
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
）

こ
こ
で
、

「
文
化
的
差
異
」
と
恥

「
異
文
化
性
」

と
言
つ

で
い
る
も
の

が、

先
の
第

一
の
テ
ー
ゼ
マ
触
れ
た
、
見
る
か
ら
に
特
殊
日
本
的
だ
っ

た
り
す
ぐ
れ
て
ド
イ
ツ
的
だ
っ
た
り
す
る
伝
統
的
文
化
な
ど
と
本
質
的

に
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

む
L
ろ
逆
に
、
こ
こ
で
の
「
異
文
化
性
」
と
は
、
｝

見
す
る
と
普
遍
的

で
、
言
葉
で
訳
す
と
同
じ
よ
う
に
見
え
て
レ
ま
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
聴
衆

が
と
か
く
安
心
し
て
聞
い
て
い
ら
れ
る
と
考
え
る
よ
う
な
部
分
に
こ
そ

潜
ん
で
い
る
よ
う
な
潜
在
的
な
文
化
的
差
異
の
こ
と
を
言
う。

例
え
ば

「
職
業
」
と
い
う
概
念
は
、

一
見
ど
三
の
固
で
も
あ
て
は
ま
る
普
遍
的
概

念
で
あ
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
で
は
マ
イ
ス
タ
l
制
度
を
中

心
と
し
た
熟
練
工
養
成
制
度
を
前
提
と
し
、
日
本
で
は
学
歴
社
会
や
終

身
雇
用
制
を
前
提
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
あ

る
い
は
ま
た
〉
ま
さ
に
通
訳
の
行
な
わ
れ
る
現
場
で
あ
る
「
会
議
」
と
い

う
概
念
自
身
が
、
日
本
で
は
必
ず
し
も
、
多
様
な
意
見
の
対
立
を
前
提
と

し
て
あ
く
ま
で
対
立
を
公
に
担
っ
て
ゆ
く
中
で
合
意
を
形
成
す
る
場
と

し
て
理
解
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
わ
け
で
、
日
本
側
が
し
ば
し
ば
企
画

す
る
よ
う
な
、
惹
な
く
終
了
す
る
こ
と
を
至
上
目
的
と
し
て
く
れ
ぐ
れ

も
ゲ
ス
ト
に
失
礼
の
な
き
ょ
う
万
全
の
配
慮
を
怠
ら
な
い
儀
式
ζ
し
て

の
会
議
に
初
め
て
接
す
る
欧
米
側
参
加
者
の
戸
惑
い
や
カ
ル
チ
ャ
ー
し
シ

ョ
ッ
ク
こ
そ
は
、
会
議
の
場
に
お
い
ド
て
最
も
日
本
側
に
伝
わ
り
に
く
い

部
分
だ
と
言
つ
で
よ
い
。

こ
う
し
た
会
議
の
中
に
あ
っ
て
、

通
訳
者
が
単
に
黒
子
と
し
て
忠
実

な一言
語
的
仲
介
に
徹
す
る
だ
け
で
な
く
、
双
方
の
自
己
理
解
を
も
変
化

さ
せ
る
ほ
ど
の
積
極
的
で
刺
激
的
な
文
化
的
媒
介
者
の
役
割
を
果
た
す

べ
き
場
合
も
十
分
に
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
場
合
に
よ

っ
て
は
通
訳
者
が
、

同
じ
T

つ
の
概
念
で
一
ホ
さ
れ
る
こ
と
が
ら
を
敢
え
て
肺
分
け
し
、
翻
訳

言
語
の
背
景
に
あ
る
文
化
に
合
わ
せ
て
特
殊
化
し
、
適
切
な
説
明
や
留

保
を
付
け
加
え
て
ゆ
く
と
い
う
作
業
を
行
う
必
要
も
生
ず
る
こ
と
だ
ろ

う
。
も
と
も
と
通
訳
と
い
う
行
為
は
本
質
的
に
、
上
手
に
訳
せ
ば
訳
す

ほ
ど
、
分
か
り
ゃ
す
く
言
い
換
え
る
と
い
う
作
業
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
聞
き
手
を
分
か

っ
た
気
に
さ
せ
、
異
質
な
も
の
と
の
出
会
い
に
よ

る
イ
シ
パ
ク
ト
を
薄
め
る
結
果
を
も
た
ら
す
性
格
を
宿
命
的
に
持
っ

て

い
る
。
そ
も
そ
も
わ
け
の
分
か
ら
な
い
外
国
語
と
の
出
会
い
ほ
ど
に
大

き
な
カ
ル
チ
ャ
ー
・

シ
ョ
ッ
ク
も
な
い
わ
け
で
、
通
訳
者
の
存
在
そ
の

も
の
が
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
を
大
い
に
和
ら
げ
、
異
文
化
を
安
心
で
き
る
日

常
風
景
に
変
え
て
く
れ
る
機
能
を
、

好
む
と
好
ま
ざ
る
ζ
に
関
わ
ら
ず

果
た
L
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

場
合
に
よ
っ
て
は
余
り

「上
手」
な
通
訳
で
あ
り
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
乙
と
も
あ
り
得
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か。

こ
う
し
た
考
え
に
基
づ
い
て
次
に
挙
げ
る
第
三
の
テ
ー
ゼ
は
、
先
に

挙
げ
た
第

一
テ
ー
ゼ
’と
は
、

一
見
す
る
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
響
く
か
も

知
れ
な
い
。

即
ち
、
通
訳
者
は
、
異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

異
文
化
閏

コ
ユ

ケ

ユノ
ヨ
ン

お
け
る
通
訳

ー 者
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つ
き
も
の
の
異
質
さ
を
言
い
換
え
て
理
解
し
や
す
く
し
た
り
、
聴
衆
に

と
っ
て
心
地
よ
い
形
に
丸
め
込
ん
で
調
和
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
く
、

時
に
む
し
ろ
、
た
と
え
理
解
し
に
く
く
な
っ
た
り
一
時
の
不
協
和
音
を

呼
ん
だ
り
し
よ
う
と
も
、
そ
う
し
た
異
質
さ
を
あ
り
の
ま
ま
、
場
合
に

よ
っ
て
は
不
快
な
ま
ま
の
形
で
直
接
伝
え
る
よ
う
努
め
る
べ
き
で
あ

る
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
そ
の
と
き
初
め
て
通
訳
者
は
、
単
に
異

言
語
間
だ
け
で
な
く
異
文
化
聞
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ

る
文
化
的
媒
介
者
と
し
て
の
役
割
を
積
極
的
に
果
た
す
こ
と
に
も
な
る

で
あ
ろ
う
。

む
ろ
ん
こ
れ
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
極
め
て
危
険
な
議
論
に
も
な
り

得
る
も
の
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
の
範
囲
で
そ
う
し
た
「
操
作
」
が
許
さ

れ
る
か
は
大
い
に
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
お
よ
そ
通

訳
と
い
う
も
の
の
技
術
が
す
べ
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
恐
ら
く
最
終

的
に
は
通
訳
者
個
人
個
人
の
判
断
と
そ
の
場
の
状
況
に
委
ね
ら
れ
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
通
訳
者
が
勝
手
に
話
を
担
造
し
た
り
査
曲
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の
は
当
然
と
し
て
も
、
確
か
に
一
方
で
は
、
通

訳
を
通
し
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
「
異
文
化
を
感
じ
さ
せ
な
い
」
こ
と
こ

そ
が
通
訳
者
の
目
指
す
べ
き
究
極
目
標
で
あ
る
と
す
る
立
場
も
一
定
の

説
得
力
を
持
っ
て
い
る
し
、
同
様
に
「
発
言
者
の
発
言
に
通
訳
は
責
任
を

と
り
得
な
い
の
だ
か
ら
何
が
あ
っ
て
も
通
訳
は
中
立
な
黒
子
役
に
徹
す

の
ス
ピ
ー
チ
を
訳
す
羽
田
に
な
っ
て
ド
イ
ツ
側
の
前
で
絶
句
さ
せ
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
場
合
に
通
訳
者
は
、
通
訳
と
し
て
の
分
際
を
も
わ
き
ま
え

ず
に
日
本
側
を
た
し
な
め
て
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
叱
責
を
買
う
べ
き
な
の

か
、
そ
れ
と
も
契
約
通
り
日
本
側
の
意
を
体
し
黒
子
に
徹
し
て
ド
イ
ツ

側
の
翠
盛
を
買
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
或
い
は
ま
た
、
天
皇
訪
欧

に
際
し
て
、
敬
語
も
含
め
て
完
壁
に
日
本
語
を
マ
ス
タ
ー
し
た
フ
ラ
ン

ス
人
が
非
の
打
ち
所
の
な
い
日
本
語
と
礼
節
を
も
っ
で
天
皇
夫
妻
に
随

行
し
た
と
き
、
そ
れ
を
驚
嘆
す
べ
き
見
事
な
通
訳
と
し
て
今
後
の
範
と

す
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
む
し
ろ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
天
皇
に
と
っ
て

は
貴
重
な
異
文
化
と
の
接
触
の
機
会
が
失
わ
れ
た
と
と
を
残
念
だ
と
考

え
る
べ
き
か
、
判
断
は
大
き
く
分
か
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
聞

い
に
絶
対
正
じ
い
模
範
解
答
は
あ
り
得
な
い
。
何
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
は
、

単
に
異
言
語
通
訳
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
時
に
高
度
な
政
治
的
判

断
を
伴
う
、
異
文
化
理
解
に
関
す
る
苦
渋
の
態
度
選
択
を
個
々
の
通
訳

者
に
迫
る
も
の
で
あ
る
と
と
だ
け
は
、
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。

（
あ
い
ざ
わ
け
い
い
ち
／
ド
イ
ツ
文
学

・
日
独
会
議
通
訳
）

る
べ
き
だ
」
と
す
る
立
場
も
、
確
か
に
十
分
に
根
拠
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
し
か
し
、
本
来
通
訳
が
必
要
と
さ
れ
る
場
の
多
く
は
、
単

に
知
識
を
交
換
す
る
の
み
な
ら
ず
、
異
質
な
発
想
そ
の
も
の
か
ら
互
い

に
学
び
あ
い
、
新
た
な
認
識
に
至
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
の
貴
重
な
機
会
が
、
ひ
た
す
ら
調
和
的
結
論
を
目
指
す
姿

勢
に
よ
っ
て
、
実
り
の
な
い
単
な
る
顔
合
わ
せ
の
場
に
転
落
し
て
し
ま

わ
な
い
た
め
に
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
た
だ
忠
実
に
議
論
を
通
訳
す

る
だ
け
で
な
く
、
せ
っ
か
く
の
異
文
化
体
験
を
聴
衆
が
あ
ま
り
に
安
易

に
自
分
の
日
常
的
常
識
に
引
き
つ
け
て
無
害
化
し
て
し
ま
わ
な
い
よ

う
、
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
つ
つ
媒
介
し
、
異
文
化
が
衝
突
し
て
い
る
見
え
に

く
い
接
点
を
笑
り
出
す
よ
う
努
め
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

通
訳
を
生
業
と
す
る
者
は
、
異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成

立
に
い
か
に
か
か
わ
る
べ
き
か
、
日
々
決
断
を
迫
ら
れ
て
い
る
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
と
き
に
通
訳
者
は
、
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
光

景
に
遭
遇
す
る
。
例
え
ば
或
る
町
の
日
独
姉
妹
都
市
締
結
式
典
に
呼
ば

れ
た
通
訳
者
は
、
ド
イ
ツ
か
ら
や
っ
て
く
る
市
長
一
行
を
歓
迎
す
べ
く

何
の
悪
気
も
な
く
ナ
チ
ス
の
ハ

l
ケ
シ
ク
ロ
イ
ツ
旗
を
机
に
飾
っ
て
歓

迎
す
る
姿
に
何
天
さ
せ
ら
れ
る
。
ま
た
別
の
日
に
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
・
ユ

l

ゲ
ン
ト
に
接
し
て
感
激
し
た
昔
話
を
得
意
気
に
話
し
続
け
る
財
界
重
鎮
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