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論
文 

 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
複
言
語
・
複
文
化
教
育
か
ら
学
べ
る
こ
と 

―
ク
ロ
ア
チ
ア
で
の
教
員
研
修
に
参
加
し
て
ー 

 
 

松
本 

佳
穂
子  

１
．
は
じ
め
に 

２
０
１
０
年
か
ら
２
つ
の
科
学
研
費
助
成
研
究
（
２
０
１
３
年
終
了
の
基
盤
研
究
Ｂ
「
言
語
教
育
に
お
け
る
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・

シ
ン
キ
ン
グ
能
力
に
関
す
る
到
達
目
標
・
評
価
基
準
の
開
発
研
究
」
と
本
年
度
開
始
の
基
盤
研
究
Ｂ
「
自
己
省
察
ツ
ー
ル
に
よ
る

異
文
化
間
能
力
養
成
を
目
指
す
一
貫
教
育
モ
デ
ル
の
構
築
」
）
を
通
じ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
９
０
年
代
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
る
複

言
語
・
複
文
化
教
育
の
日
本
へ
の
適
用
・
応
用
を
様
々
な
方
向
か
ら
模
索
し
て
き
た
。
複
言
語
・
複
文
化
教
育
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

評
議
会
言
語
政
策
部
門
の
掲
げ
る
複
言
語
・
複
文
化
的
ア
プ
ロ
ー
チ
（Pluralistic approaches to languages and 

cultures

）
に
基
づ
く
も
の
で
、
そ
の
目
的
は
、
互
い
の
文
化
を
理
解
し
、
多
様
な
言
語
・
文
化
を
含
む
状
況
に
柔
軟
に
対
処
で

き
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
市
民
」
の
育
成
を
通
じ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
社
会
的
結
束
（social cohesion

）
を
高
め
て
い
く
こ
と
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で
あ
る
。
特
に
、
日
本
の
異
文
化
理
解
教
育
の
目
標
や
基
準
の
開
発
の
た
め
に
参
考
に
し
た FREPA

（Framework of 

Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures

）
と
い
う
枠
組
み
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
言
語

セ
ン
タ
ー
（European Center for Modern Languages, 

以
下ECML

と
略
す
）
の
一
連
の 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
１
つ
で
あ

り
、 

２
０
１
０
年
のECML

訪
問
時
に
は
、
ち
ょ
う
ど
教
員
研
修
や
教
材
な
ど
が
考
案
さ
れ
て
導
入
が
始
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
（ECML, 2012
）
。
そ
の
後
、
２
０
１
２
年
に
訪
れ
た
際
に
は
多
く
の
国
々
で
そ
れ
に
基
づ
い
た
教
育
が
行
わ
れ
て
お
り
、
現

在
は
２
２
か
国
が
参
加
し
て
い
る
。 

こ
のFREPA

と
い
う
枠
組
み
の
日
本
へ
の
適
用
を
考
え
た
理
由
は
、
そ
れ
が
今
や
世
界
中
で
利
用
さ
れ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言

語
共
通
参
照
枠
（CEFR

）
の
端
緒
と
な
っ
た
「
言
語
へ
の
気
づ
き
」
（Language Awareness

）
と
い
う
考
え
方
を
体
現
し
、
か

つ
マ
イ
ケ
ル
・
バ
イ
ラ
ム
博
士
の
提
唱
す
るIntercultural Competence

（
異
文
化
間
能
力
）
の
モ
デ
ル
（ICC

モ
デ
ル
）
の

構
成
要
素
を
殆
ん
ど
包
含
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
（Byram, 1997

）。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
言
語
政
策
部
門
の
顧
問
で
も
あ
る

バ
イ
ラ
ム
博
士
ご
自
身
に
伺
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
も
と
も
と
言
語
能
力
の
指
標
で
あ
るCEFR

と
平
行
し
て
、
言
語
能
力
と
は
不

可
分
の
関
係
に
あ
る
異
文
化
対
処
能
力
の
指
標
を
作
る
こ
と
を
目
指
し
た
が
、
異
文
化
に
対
す
る
態
度
や
考
え
方
な
ど
の
社
会

的
・
心
理
的
側
面
を
含
む
能
力
要
素
の
特
定
・
記
述
が
非
常
に
難
し
か
っ
た
た
め
、
別
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
後
か
ら
完
成
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。 

２
０
１
３
年
終
了
の
科
学
研
究
費
助
成
研
究
に
お
い
て
は
、FREPA

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
そ
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
の
方
々
か
ら
多
く

を
学
び
、
日
本
の
大
学
教
育
の
現
場
で
様
々
な
実
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、「
複
文
化
」
の
要
素
は
取
り
入
れ
ら
れ
て
も
「
複

言
語
」
の
要
素
を
指
導
の
中
で
実
現
す
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
。FREPA
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
複
言
語
・
複
文
化
ア
プ
ロ
ー

チ
が
想
定
す
る
「
複
言
語
」
と
い
う
概
念
は
、
単
に
複
数
の
言
語
を
学
ぶ
こ
と
で
も
、CLIL(Content and Language Integrated 

Learning)

な
ど
の
方
法
論
に
よ
っ
て
内
容
と
言
語
を
統
合
し
て
学
ぶ
こ
と
で
も
な
く
、
初
等
教
育
か
ら
異
な
る
言
語
に
対
す
る
気
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づ
き
を
促
し
、
様
々
な
言
語
の
共
通
点
や
相
違
点
を
自
然
に
認
識
す
る
こ
と
で
言
語
に
対
す
る
感
性
と
柔
軟
な
態
度
を
養
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。
異
な
る
言
語
に
対
す
る
意
識
を
高
め
る
こ
と
は
、
そ
の
言
語
が
反
映
す
る
文
化
を
潜
在
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
も

つ
な
が
り
、
そ
う
い
う
教
育
を
受
け
た
子
供
は
将
来
様
々
な
言
語
や
文
化
を
よ
り
自
然
に
効
果
的
に
学
習
し
て
行
け
る
と
い
う
「
生

涯
学
習
を
支
え
る
自
律
的
な
能
力
の
養
成
」
も
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
現
在
進
行
中
の
科
学
研
究
費
助
成
研
究
で
は
、
何
と
か
そ
の

部
分
を
日
本
の
初
等
教
育
に
反
映
さ
せ
る
方
法
を
模
索
し
て
い
る
が
、
概
念
と
し
て
は
理
解
で
き
て
も
、
そ
の
よ
う
な
「
複
言
語
教

育
」
を
ど
の
よ
う
な
教
材
を
使
っ
て
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、FREPA

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に

用
意
さ
れ
て
い
る
様
々
な
教
材
や
教
員
研
修
の
概
要
を
見
て
も
な
か
な
か
具
体
的
な
教
案
や
指
導
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
た
め
、
隔
靴
掻
痒
の
感
が
あ
っ
た
。 

一
般
的
に
、
世
界
共
通
語
と
な
り
つ
つ
あ
る
英
語
さ
え
学
べ
ば
な
ん
と
か
な
る
と
い
う
風
潮
が
強
い
日
本
で
は
、「
複
文
化
教
育
」

は
理
解
・
導
入
で
き
て
も
、「
複
言
語
」
と
い
う
概
念
が
英
語
第
一
主
義
と
対
立
的
に
把
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
も
、
実
験
を
進

め
る
上
で
障
害
に
な
っ
て
い
る
。「
複
言
語
」
と
い
う
考
え
方
は
決
し
て
世
界
共
通
語
と
し
て
の
英
語
の
位
置
づ
け
を
否
定
す
る
も

の
で
は
な
く
、
幼
い
頃
か
ら
違
う
言
語
に
触
れ
る
こ
と
で
、
よ
り
柔
軟
な
言
語
へ
の
態
度
が
醸
成
さ
れ
、
将
来
の
言
語
学
習
に
役
に

立
つ
だ
け
で
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
市
民
と
し
て
の
資
質
の
基
盤
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
非
常
に
抽
象
的
な
概
念
で
は
あ
る

が
、
筆
者
の
別
の
研
究
で
あ
る
国
際
的
に
活
躍
し
て
い
る
日
本
人
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
（
東
海
大
学
文
明
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
「
言
語
・
文
化
の
多
様
性
」
の
一
環
と
し
て
実
施
し
た
１
０
２
名
対
象
の
調
査
）
に
お
い
て
も
、
一
言
語
し
か
話
せ
な
い
人
が
自

分
の
考
え
方
や
固
定
観
念
を
よ
り
押
し
付
け
が
ち
な
こ
と
、
少
し
で
も
英
語
以
外
の
外
国
語
を
学
ん
だ
こ
と
が
あ
る
人
が
海
外
に

駐
在
す
る
と
、
そ
の
土
地
の
言
語
を
よ
り
習
得
し
適
応
力
が
高
い
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
多
く
の
被
験
者
の
コ
メ
ン
ト
か

ら
読
み
取
れ
た
（
松
本
、2016

）。
学
問
的
に
も
、
第
二
、
第
三
外
国
語
を
学
ぶ
学
習
者
の
言
語
能
力
が
個
々
の
言
語
に
お
い
て
母

語
話
者
と
比
べ
て
低
く
な
る
か
ど
う
か
は
状
況
に
依
存
し
、
多
言
語
を
学
ん
だ
こ
と
自
体
が
個
々
の
言
語
能
力
の
発
達
を
阻
害
す
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る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
お
り
（Pafadowski & Bator, 2016

）、
逆
に
少
し
で
も
多
言
語
を
学
ん
だ
子
供
の
方
が

多
面
的
に
相
手
を
理
解
す
る
こ
と
で
社
会
性
の
高
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
報
告
も
あ
る
（Fan, 

et.al, 2015

）。 

 

２
．
ク
ロ
ア
チ
ア
で
の
教
員
研
修 

ど
の
よ
う
に
初
等
教
育
に
複
言
語
教
育
を
反
映
さ
せ
る
べ
き
か
を
検
討
し
て
い
た
昨
年
の
夏
に
、FREPA

の
教
員
研
修
が
ク
ロ
ア

チ
ア
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
知
り
、FREPA

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
代
表
者
の
ミ
シ
ェ
ル
・
カ
ン
ド
リ
エ
（Michel Candelier

）
博
士
に
お

願
い
し
て
実
際
の
教
員
研
修
に
参
加
さ
せ
て
頂
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。FREPA

の
教
員
研
修
は
原
則
２
日
間
で
、
初
等
・
中
等
・
高

等
教
育
の
教
員
が
受
講
す
る
。
国
に
よ
っ
て
は
希
望
す
る
教
員
が
参
加
す
る
が
、
ク
ロ
ア
チ
ア
の
場
合
は
教
育
省
の
統
括
の
下
に

各
教
育
機
関
が
指
名
し
た
教
員
が
多
く
参
加
し
て
い
た
。 

少
し
話
が
逸
れ
る
が
、
筆
者
が
知
識
の
み
で
知
っ
て
い
た
ク
ロ
ア
チ
ア
と
い
う
国
と
、
そ
こ
に
住
む
人
々
と
の
遭
遇
自
体
が
大

変
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
、
自
ら
の
異
文
化
間
能
力
を
試
さ
れ
る
よ
う
な
経
験
が
い
ろ
い
ろ
で
き
た
こ
と
も
思
わ
ぬ
収
穫
で
あ
っ

た
。
ク
ロ
ア
チ
ア
紛
争
を
含
む
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
が
分
裂
す
る
際
に
起
こ
っ
た
民
族
紛
争
を
授
業
で
教
え
て
き
た
の
で
、
戦
渦

の
後
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
が
、
首
都
ザ
グ
レ
ブ
に
は
風
光
明
媚
な
旧
市
街
地
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
お
り
、
そ
こ

で
夏
祭
り
を
楽
し
む
人
々
か
ら
は
過
去
の
悲
惨
な
歴
史
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
空
港
で
は
大
勢
の
日
本
、
韓
国
、
中
国
か

ら
の
観
光
客
が
用
意
さ
れ
た
高
速
バ
ス
に
乗
り
込
む
様
子
が
見
ら
れ
、
観
光
客
は
世
界
遺
産
と
し
て
名
高
い
ド
ゥ
ブ
ロ
ヴ
ニ
ク
に

直
行
す
る
こ
と
が
多
い
と
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
に
聞
い
た
。
ザ
グ
レ
ブ
市
街
を
３
日
間
に
わ
た
っ
て
か
な
り
散
策
し
た
が
、
ア
ジ

ア
か
ら
の
観
光
客
に
は
殆
ん
ど
会
わ
な
か
っ
た
。
驚
い
た
の
は
、
タ
ク
シ
ー
だ
け
で
な
く
、
普
通
の
店
で
も
か
な
り
英
語
が
通
じ
た

こ
と
で
あ
り
、
通
行
人
に
道
を
訪
ね
た
時
も
ほ
ぼ
英
語
で
親
切
に
教
え
て
も
ら
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
英
語
だ
け
が
教
育
に
お
い
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て
重
視
さ
れ
て
い
る
結
果
で
は
な
く
、
研
修
に
参
加
し
た
先
生
方
は
殆
ん
ど
が
、
母
語
と
英
語
と
も
う
一
つ
外
国
語
を
自
在
に
使

え
る
ト
ラ
イ
リ
ン
ガ
ル
で
あ
り
、
殆
ん
ど
の
高
校
で
英
語
に
加
え
て
第
二
外
国
語
が
必
修
で
あ
る
と
聞
い
た
。
今
回
の
研
修
の
講

師
が
上
記
カ
ン
ド
リ
エ
博
士
（
フ
ラ
ン
ス
人
）
と
イ
タ
リ
ア
か
ら
来
た
ア
ナ
・
マ
リ
ア
・
ク
ル
チ
（Anna Maria Curci

）
博
士
で

あ
っ
た
た
め
、
研
修
で
提
示
さ
れ
る
ス
ラ
イ
ド
は
ク
ロ
ア
チ
ア
語
、
説
明
は
英
語
で
行
わ
れ
た
が
、
実
際
は
フ
ラ
ン
ス
語
と
イ
タ
リ

ア
語
も
飛
び
交
う
多
言
語
空
間
で
あ
っ
た
。
他
の
参
加
者
た
ち
は
明
確
に
し
た
い
こ
と
を
様
々
な
言
語
で
互
い
に
相
談
し
た
り
、

講
師
に
質
問
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
が
、
英
語
し
か
分
か
ら
な
い
筆
者
は
英
語
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
を
一
言
も
聞
き
漏
ら
さ
な
い

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
大
変
な
思
い
を
し
た
。
２
０
数
名
の
受
講
者
の
中
に
は
日
本
語
を
学
ん
で
い
る
先
生
が
２
人
い
て
、

私
が
困
っ
て
い
る
と
日
本
語
の
辞
書
を
取
り
出
し
て
分
か
ら
な
い
表
現
を
指
さ
し
て
伝
え
よ
う
と
し
て
く
れ
た
の
も
嬉
し
い
出
来

事
で
あ
っ
た
。
日
本
文
化
、
特
に
ポ
ッ
プ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
の
人
気
は
ク
ロ
ア
チ
ア
の
若
者
た
ち
の
間
で
も
非
常
に
高
く
、
ク
ロ
ア
チ

ア
の
人
た
ち
の
日
本
に
関
す
る
知
識
レ
ベ
ル
に
も
驚
か
さ
れ
た
。
一
方
で
、
上
記
２
人
の
講
師
の
先
生
方
と
市
街
を
散
策
し
た
際

に
は
、
キ
リ
ル
文
字
と
ラ
テ
ン
文
字
の
違
い
を
説
明
し
て
頂
き
な
が
ら
、
古
い
表
記
の
上
に
新
し
い
表
記
を
張
り
付
け
た
り
彫
り

込
ん
だ
り
し
た
旧
ユ
ー
ゴ
時
代
の
諜
報
活
動
本
部
や
排
斥
さ
れ
た
セ
ル
ビ
ア
人
の
居
住
区
跡
を
目
に
し
、
言
語
と
文
化
と
歴
史
の

接
点
を
肌
で
感
じ
ら
れ
る
良
質
の
授
業
を
受
け
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
観
光
ガ
イ
ド
を
雇
っ
た
と
し
て
も
、
セ
ル
ビ
ア
人
と
ク
ロ
ア

チ
ア
人
が
互
い
に
民
族
浄
化
を
し
合
っ
た
歴
史
の
暗
部
を
説
明
し
て
く
れ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
町
の
あ
ち
こ
ち
に
書

き
換
え
ら
れ
た
建
物
の
名
前
と
い
う
形
で
、
ま
さ
に
言
語
に
よ
っ
て
歴
史
の
片
鱗
を
垣
間
見
る
と
い
う
実
例
に
遭
遇
し
た
わ
け
で

あ
る
。 

 

３
．
複
言
語
の
概
念
と
指
導
法 

 

複
言
語
的
な
指
導
法
の
例
と
し
て
、
ま
ず
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
語
（
中
部
ド
イ
ツ
語
系
モ
ー
ゼ
ル
・
フ
ラ
ン
ケ
ン
語
の
方
言
）
と
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ス
ロ
バ
キ
ア
語
で
の
母
が
娘
に
お
使
い
を
頼
む
短
い
話
が
紹
介
さ
れ
た
。
様
々
な
他
言
語
か
ら
推
測
・
類
推
が
で
き
る
よ
う
に
、

２
つ
の
言
語
で
表
現
さ
れ
た
話
の
あ
ち
こ
ち
に
ア
ル
バ
ニ
ア
語
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
ス
イ
ス
系
ロ
マ
ン
シ
ュ
語

と
ド
イ
ツ
語
、
ル
ー
マ
ニ
ア
語
、
ロ
シ
ア
語
、
ト
ル
コ
語
が
意
図
的
に
少
し
ず
つ
混
じ
っ
て
い
る
。
会
話
が
た
く
さ
ん
入
っ
た
普

段
の
生
活
で
よ
く
あ
る
状
況
の
話
な
の
で
、
参
加
者
た
ち
は
ク
ロ
ア
チ
ア
語
に
入
っ
て
き
て
い
る
外
来
語
を
含
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
言
語
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
駆
使
し
て
内
容
を
想
像
す
る
。
一
人
で
は
無
理
で
も
数
人
で
言
語
リ
ソ
ー
ス
を
提
供
し
合
い
な
が
ら
推

測
す
る
と
お
お
よ
そ
ど
ん
な
話
か
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
活
動
を
通
し
て
、
言
語
の
共
通
点
・
相
違
点
や
働
き
に
つ
い
て
の
意
識

を
高
め
る
わ
け
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
研
修
自
体
に
お
い
て
も
、
ク
ロ
ア
チ
ア
語
の
ス
ラ
イ
ド
を
見
せ
て
英
語
で
説
明
す

る
だ
け
で
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
確
認
で
き
な
い
時
に
フ
ラ
ン
ス
語
や
イ
タ
リ
ア
語
が
使
わ
れ
て
い
た
の
で
、
生
徒
た
ち
が
こ
の
よ
う

な
活
動
を
す
る
こ
と
で
、
同
じ
意
味
と
思
わ
れ
る
表
現
で
も
言
語
が
違
う
と
微
妙
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
う
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ

う
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
た
。 

 

比
較
的
共
通
点
の
多
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
活
動
が
行
い
や
す
い
と
い
う
側
面
も
あ
る
が
、
講
師
は
表
意
文

字
と
し
て
の
漢
字
を
使
っ
て
新
し
い
漢
字
の
意
味
を
想
像
さ
せ
る
活
動
な
ど
、
全
く
未
知
の
言
語
の
表
現
例
を
示
し
て
そ
こ
か
ら

連
想
で
意
味
を
考
え
た
り
、
未
知
の
言
語
の
ル
ー
ル
を
類
推
す
る
活
動
も
紹
介
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
を
発
展
さ
せ
れ
ば
、
ア
ジ
ア

の
言
語
の
間
で
同
様
の
活
動
を
考
案
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
筆
者
は
、
学
生
時
代
に
社
会
言
語
学
の
授
業
で
、
日

本
語
と
そ
っ
く
り
の
敬
語
体
系
を
持
つ
ジ
ャ
ワ
語
と
そ
れ
と
は
違
う
方
法
で
敬
意
を
示
す
タ
イ
語
の
比
較
を
し
た
こ
と
を
思
い
出

し
、
３
０
年
た
っ
て
も
そ
の
た
っ
た
１
回
の
授
業
を
覚
え
て
い
る
自
分
に
驚
い
て
い
た
。
こ
の
研
修
で
は
、
異
な
る
言
語
に
対
す

る
意
識
を
高
め
る
こ
と
を
「
言
語
へ
の
覚
醒
」（Awakening to Languages

）
と
呼
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
に
は
、
普
段
身
近
に

接
す
る
こ
と
の
で
き
る
言
語
間
で
の
推
測
を
ベ
ー
ス
に
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
（Inter-comprehension

）
と
漢
字
を
使
っ
た
活
動

の
よ
う
に
、
教
師
の
主
導
に
よ
っ
て
ヒ
ン
ト
を
与
え
な
が
ら
全
く
新
し
い
言
語
体
験
を
さ
せ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
（Integrated, 
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）
が
使
わ
れ
る
。
前
者
に
は
日
常
的
で
身
近
な
状
況
を
使
用
す
る
こ
と
で
推
測
が
容
易
に
な
り
、
後
者
に

お
い
て
は
、
逆
に
未
知
の
言
語
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
異
な
る
言
語
や
文
化
へ
の
興
味
を
喚
起
す
る
。
ど
ち
ら
も
あ
る
外
国
語
を

教
え
る
と
い
う
実
用
的
な
指
導
で
は
な
く
、
メ
タ
言
語
的
な
意
識
と
メ
タ
認
知
的
な
柔
軟
性
を
養
う
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
特
に

未
知
の
言
語
を
体
験
さ
せ
る
活
動
の
方
が
、
学
生
た
ち
の
深
層
心
理
に
働
き
か
け
、
生
涯
に
わ
た
る
他
言
語
・
他
文
化
の
学
習
や

そ
れ
を
持
つ
人
々
と
の
付
き
合
い
に
長
期
的
な
影
響
力
を
与
え
う
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
グ
ロ
ー
バ
ル
市
民

と
し
て
の
一
つ
の
大
切
な
資
質
を
養
う
ア
プ
ロ
ー
チ
な
の
で
あ
る
。
筆
者
が
上
記
の
た
っ
た
１
回
の
学
生
時
代
の
授
業
の
経
験
を

今
で
も
如
実
に
覚
え
て
お
り
、
そ
の
時
は
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
言
語
を
教
え
る
仕
事
に
後
に
就
い
た
こ
と
自
体
が
、
こ
の
よ
う

な
指
導
の
影
響
力
の
証
左
な
の
か
も
知
れ
な
い
。 

 

現
在FREPA

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
は
、
上
記
の
よ
う
な
複
言
語
教
育
の
活
動
例
が
多
く
公
開
さ
れ
て
お
り
、
対
象
と
す
る
生
徒

の
年
齢
や
言
語
的
・
民
族
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
な
ど
に
応
じ
て
各
国
の
教
員
が
そ
れ
ぞ
れ
適
し
た
も
の
を
選
び
、
変
更
を
加
え

て
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
だ
少
数
で
は
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
国
々
か
ら
提
供
さ
れ
た
活
動
例
や
教
材
も

存
在
す
る
。
例
え
ば
、
私
が
こ
れ
か
ら
こ
の
よ
う
な
複
言
語
教
育
の
事
例
を
提
供
す
る
と
、
そ
れ
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
項
目
に
加

え
ら
れ
る
の
で
、
加
盟
国
の
教
員
か
ら
の
も
の
が
中
心
で
は
あ
る
が
、
リ
ソ
ー
ス
は
年
々
増
え
て
い
る
。
ま
た
、
帰
国
し
て
ま
も

な
く
、
複
言
語
と
異
文
化
間
能
力
を
初
等
教
育
と
中
等
教
育
で
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
横
断
的
に
教
え
る
た
め
の
総
合
的
な
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
（Beacco, et. al, 2016

）
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
か
ら
出
版
さ
れ
た
の
で
入
手
し
た
が
、
実
際
に
研
修
を
受
け
て
か
ら
こ

の
よ
う
な
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
読
む
と
、
挙
げ
ら
れ
て
い
る
授
業
例
を
ど
の
よ
う
に
日
本
の
教
育
に
適
用
で
き
る
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
、
よ
り
具
体
的
な
変
更
案
や
方
策
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

日
本
に
お
い
て
は
小
学
校
の
外
国
語
活
動
も
ほ
ぼ
実
践
的
な
英
語
教
育
と
同
義
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
複

言
語
的
視
点
の
教
育
が
持
ち
込
ま
れ
れ
ば
、
英
語
教
育
に
よ
っ
て
母
語
の
発
達
と
母
語
に
よ
る
概
念
形
成
が
阻
害
さ
れ
る
と
い
う
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よ
う
な
批
判
も
軽
減
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
他
言
語
を
学
ぶ
と
当
然
学
習
者
は
そ
れ
を
母
語
と
比
較
す
る
が
、
そ
の
比

較
を
体
系
的
に
行
う
こ
と
で
母
語
自
体
の
特
徴
へ
の
気
づ
き
が
促
進
さ
れ
る
と
共
に
、
将
来
彼
ら
が
多
言
語
・
多
文
化
が
共
存
す

る
よ
う
な
状
況
で
働
く
こ
と
に
な
っ
た
時
に
必
要
な
対
処
能
力
が
養
成
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
日
本
に
も
勿
論
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー

の
言
語
や
文
化
は
存
在
す
る
が
、
殆
ど
の
子
供
や
若
者
た
ち
は
島
国
で
同
じ
言
語
や
文
化
を
共
有
す
る
状
況
が
当
た
り
前
と
い
う

環
境
で
育
つ
た
め
、
世
界
的
に
は
多
言
語
・
多
文
化
が
共
存
す
る
国
や
地
域
の
方
が
大
多
数
だ
と
い
う
意
識
が
な
い
。
だ
か
ら
こ

そ
、
刻
々
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
み
、
誰
と
で
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
やSNS

で
交
流
が
で
き
る
新
し
い
世
界
の
状
況
に
適
応
・
対

処
し
て
い
く
た
め
に
、
複
文
化
だ
け
で
な
く
、
複
言
語
的
な
教
育
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
？ 

最
低
限
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
は
英
語
で
で
き
る
と
し
て
も
、
世
界
で
様
々
な
言
語
を
話
す
人
た
ち
の
言
語
を
類
推
で
き
る
能
力
（Global 

Inter- linguistic Abilities
）
や
少
し
で
も
そ
れ
を
使
っ
た
り
理
解
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
必
ず
や
世
界
の
人
々
と
良

好
な
関
係
を
築
く
こ
と
に
寄
与
す
る
で
あ
ろ
う
。 

 

４
．
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
試
み
か
ら
学
べ
る
こ
と 

 

筆
者
はFREPA

の
主
に
複
文
化
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
構
成
す
る
指
標
（descriptors

）
を
基
に
、
日
本
の
高
等
教
育
で
利
用
で

き
る
よ
う
な
目
標
と
基
準
を
構
築
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
授
業
モ
デ
ル
や
教
材
開
発
を
行
っ
て
き
た
。
常
に
多
言
語
・
多
文
化
と
接

し
、
異
文
化
を
持
つ
「
他
者
」
の
立
場
や
価
値
観
を
理
解
し
な
が
ら
の
問
題
解
決
が
必
要
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
か
な
り
状
況
は
違

う
も
の
の
、
様
々
な
授
業
の
中
で
異
文
化
対
処
能
力
を
醸
成
す
べ
く
、FREPA

の
３
つ
の
側
面
（「
知
識
」「
態
度
」「
考
え
る
力

（
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン
グ
）
」）
に
含
ま
れ
る
要
素
を
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
状
況
と
共
に
導
入
す
る
こ
と
で
、
学

生
の
異
文
化
に
対
す
る
理
解
力
を
高
め
、
異
文
化
間
の
問
題
解
決
に
つ
い
て
以
前
よ
り
深
い
レ
ベ
ル
で
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
手
応
え
を
感
じ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
言
語
政
策
部
門
が
発
行
・
推
進
し
て
い
るAutobiography of 
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と
い
う
異
文
化
と
の
遭
遇
を
振
り
返
る
自
省
的
学
習
ツ
ー
ル
を
使
っ
た
際
は
、
学
生
た
ち

が
多
く
の
異
文
化
を
持
つ
人
と
遭
遇
し
様
々
な
対
応
を
し
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
学
生
の
実
体
験
を
基
に
作
ら

れ
た
教
材
は
、
ま
さ
に
現
在
の
日
本
の
若
者
の
異
文
化
体
験
を
代
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
３
分
の
２
は
英
語
圏
以
外
の

外
国
人
と
の
遭
遇
で
あ
っ
た
（
松
本
、2014

）。
学
生
た
ち
は
当
然
最
初
は
英
語
を
使
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
は
相
手

の
日
本
語
に
助
け
ら
れ
た
り
、
自
分
の
知
っ
て
い
る
相
手
の
言
語
の
表
現
を
使
っ
て
み
た
り
、
か
な
り
の
場
合
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
な

ど
の
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
紙
に
絵
を
描
い
て
み
る
な
ど
、
使
用
可
能
な
リ
ソ
ー
ス
を
駆
使
し
て
問
題
解
決
を
し
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
に
は
、
前
述
し
た
国
際
的
に
活
躍
す
る
方
々
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
書
か
れ
た
反
応
と
の
共
通
点
が
か
な

り
あ
る
。
海
外
駐
在
経
験
の
長
い
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
レ
ベ
ル
の
人
の
方
の
典
型
的
な
コ
メ
ン
ト
は
、
「
基
礎
的
な
言
語
能
力
（
英

語
力
）
は
当
然
必
要
だ
が
、
異
文
化
を
持
つ
人
々
と
の
ビ
ジ
ネ
ス
、
交
渉
、
付
き
合
い
で
最
も
成
功
す
る
人
材
は
、
相
手
の
言
語

を
少
し
で
も
学
ん
で
信
頼
関
係
を
築
き
、
相
手
の
商
習
慣
や
考
え
方
へ
の
適
応
力
を
持
ち
、
異
文
化
に
対
し
て
多
面
的
で
柔
軟
な

対
処
が
で
き
る
人
で
あ
る
。」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
（
松
本
、2016: pp.54-55

）。 

 

こ
れ
ま
で
の
研
究
の
中
で
複
言
語
の
部
分
が
ど
う
し
て
も
な
か
な
か
日
本
に
馴
染
む
よ
う
に
適
用
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る

が
、
今
回
の
ク
ロ
ア
チ
ア
で
の
研
修
参
加
に
よ
っ
て
貴
重
な
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
研
修
後
に
実
際
に
教
材
作
成
を
始

め
て
改
め
て
思
っ
た
こ
と
は
、
異
文
化
間
で
の
問
題
解
決
に
一
つ
の
決
ま
っ
た
答
が
な
い
よ
う
に
、
複
言
語
教
育
と
一
般
的
言
語

教
育
と
の
最
大
の
違
い
は
、
教
師
は
生
徒
の
「
言
語
に
関
す
る
気
づ
き
」
を
様
々
な
形
で
誘
導
・
援
助
は
す
る
が
、
気
づ
き
の
内

容
は
個
々
の
生
徒
に
よ
っ
て
違
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
今
ま
で
の
認
識
を
変
え
る
よ
う
な
学
び
を
得
れ
ば
十
分
だ
と
い
う

点
で
あ
る
。
異
文
化
に
関
す
る
理
解
も
、
そ
の
人
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
や
状
況
に
制
約
を
受
け
る
た
め
完
全
な
把
握
は
あ
り
得

え
な
い
が
、
そ
の
時
々
の
理
解
を
「
中
間
的
な
理
解
状
態
」(intermediacy

)

と
し
て
自
分
の
中
に
蓄
積
し
、
そ
の
後
の
経
験
に

よ
っ
て
理
解
の
リ
ソ
ー
ス
を
増
や
し
、
深
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
が
グ
ロ
ー
バ
ル
市
民
で
あ
る
。
同
様
に
、
複
言
語
教
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育
に
お
い
て
も
、
言
語
に
対
す
る
覚
醒
の
内
容
や
程
度
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
の
が
当
然
で
、
教
師
の
指
導
や
実
体
験
の
中
で
の
多
く

の
仲
介
（mediation

）
を
経
て
他
言
語
へ
の
柔
軟
な
態
度
と
適
応
力
が
養
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
育
は
、
多

言
語
・
多
文
化
が
隣
接
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
か
ら
必
要
で
あ
り
可
能
で
も
あ
る
教
育
だ
と
い
う
見
方
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
か

ら
の
若
い
世
代
は
そ
う
い
う
教
育
を
受
け
て
育
っ
て
き
た
世
界
の
人
々
と
競
争
し
な
が
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
やSNS

で
常
に
つ

な
が
っ
て
い
る
新
し
い
グ
ロ
ー
バ
ル
な
状
況
の
中
で
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
英
語
教
育
一
辺
倒
の
日
本
の
グ
ロ
ー
バ

ル
教
育
も
、
も
う
少
し
世
界
的
な
視
野
で
将
来
の
展
望
を
見
据
え
た
メ
タ
言
語
的
、
メ
タ
認
知
的
な
教
育
に
よ
っ
て
、
真
の
意
味

で
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
資
質
と
異
文
化
間
能
力
」
を
持
つ
若
者
を
育
て
る
こ
と
を
目
指
し
て
欲
し
い
と
強
く
願
う
。 

 

（
謝
辞
）
ぎ
り
ぎ
り
の
提
出
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
貴
重
か
つ
丁
寧
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
下
さ
っ
た
査
読
者
の
方
に
深 

 
 
 
 

く
感
謝
致
し
ま
す
。
ま
た
、
原
稿
上
に
間
違
っ
た
言
述
や
表
現
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
全
て
著
者
の
責
任
で
あ
る
こ
と
を 

こ
こ
に
明
記
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 
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