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ョ
ン
・
C
・
コ
ン
ド
ン
、
斎
藤
美
津
子
編

『
何
の
た
め
の
異
文
化
間
コ
、
・
三
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
』

　
今
日
、
国
際
交
流
の
必
要
性
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
叫
ば
れ
て
お
り
、
い
ま
で

は
あ
ま
り
に
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
媒
介
と
す
る
擬
似
的
間
接
的
経
験
を
含
め
れ
ば
、
我
々
の
多

く
は
様
々
な
レ
ベ
ル
で
現
に
国
際
交
流
に
参
加
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
た

だ
、
国
際
交
流
と
は
単
な
る
人
的
往
来
や
物
資
の
移
動
や
技
術
交
換
に
意
義
が

あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
異
な
る
文
化
（
価
値
・
思
惟
・
生
活
・
行

為
様
式
）
と
の
接
触
を
は
か
り
、
相
互
理
解
を
深
め
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ

る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
国
際
交
流
の
あ
り
方
は
常
に
問
い
直
さ
れ
て
ゆ
か
ね
ば

な
る
ま
い
。
国
際
交
流
の
美
名
の
も
と
に
、
異
文
化
に
対
す
る
理
解
や
尊
敬
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
〇
　
　
（
一
七
〇
〇
）

忘
れ
．
経
済
的
利
益
の
追
求
の
み
を
押
し
進
め
た
り
、
技
術
や
思
想
の
一
方
的

押
し
付
け
に
よ
つ
て
政
治
的
支
配
の
構
造
を
作
り
だ
し
た
り
、
か
つ
て
の
植
民

地
経
営
や
文
化
的
人
種
的
偏
見
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
人
間
性
の
無
視
を
引
き
起

し
た
り
す
る
こ
と
は
、
誰
の
目
か
ら
み
て
も
止
め
る
ぺ
き
こ
と
に
ち
が
い
な

い
。
国
際
交
流
な
い
し
異
文
化
間
の
接
触
が
、
交
流
す
る
者
双
方
に
と
つ
て
利

益
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
基
本

的
前
提
で
あ
る
。
交
流
を
し
な
い
状
況
よ
り
も
、
異
文
化
間
で
接
触
す
る
状
況

の
方
が
双
方
に
有
益
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ぽ
、
共
に
交
流
を
進
め
る
意
味
も
、

新
た
に
交
流
を
希
望
す
る
理
由
も
説
得
力
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
交

流
に
予
期
さ
れ
て
い
る
利
益
の
中
身
も
問
題
で
あ
る
。
利
益
の
具
体
的
内
容
が

技
術
的
効
果
や
経
済
的
効
用
に
ま
ず
目
を
奪
わ
れ
る
の
は
止
む
を
得
な
い
こ
と

で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
．
異
文
化
間
の
交
流
の
な
か
に
は
、
精
神
的
と
い

う
か
、
人
間
と
し
て
の
生
き
方
に
係
わ
る
部
分
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
役
立
つ
何
か

を
与
え
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
．
こ
れ
こ
そ
が
、
交
流
の

も
た
ら
す
真
の
利
益
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
か
か
る
利
益
を
得
よ
う

と
す
れ
ば
、
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
、
異
文
化
問
の
交
流
を
行
な
う
か
に
つ
い
て

の
絶
え
ざ
る
議
論
を
避
け
て
通
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
．
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で

の
利
益
の
実
質
に
は
各
々
の
“
人
間
”
が
顔
を
出
す
か
ら
で
あ
る
．
本
書
は
こ

れ
ら
の
点
に
関
す
る
様
々
な
考
え
方
の
”
国
際
交
流
”
を
目
ざ
し
た
も
の
と
言

え
よ
う
。
本
書
の
内
容
は
国
際
基
督
教
大
学
で
一
九
七
六
年
に
開
か
れ
た
、
異

文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
に
お
け
る
人
間
の
責
任
を
間
う
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム

に
基
づ
い
て
い
る
。
以
下
、
簡
単
に
内
容
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。
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本
書
の
主
た
る
内
容
は
五
章
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
各
主
題
に
関
す
る
報
告

と
批
評
を
集
め
た
四
章
、
お
よ
び
自
由
討
論
を
収
録
し
た
一
章
か
ら
な
つ
て
い

る
．
そ
し
て
、
こ
れ
に
序
文
・
概
説
・
結
語
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
全
体

構
成
で
あ
る
．
序
文
で
は
ヶ
ネ
ス
・
E
・
ボ
ウ
ル
デ
ィ
ン
グ
が
、
生
き
残
り
戦

略
と
し
て
異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
捉
え
、
こ
の
た
め
に
は
上
位
体

系
へ
の
文
化
統
合
ば
か
り
で
な
く
、
危
機
的
状
況
に
対
応
す
る
た
め
の
文
化
的

多
様
性
の
保
持
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
文
化
の
貧
富
差
が
も

た
ら
す
問
題
の
無
視
し
え
ぬ
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
．
概
説
で
は
ジ
ョ
ン
・
C
・

コ
ン
ド
ン
と
斎
藤
美
津
子
が
、
編
者
の
意
図
は
、
”
何
の
た
め
に
”
異
な
る
文

化
の
間
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
な
う
か
を
問
う
こ
と
に
あ
り
、
異
文
化

間
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
な
う
各
主
体
の
責
任
に
思
い
を
馳
せ
れ

ば
、
こ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
人
間
性
の
問
題
と
深
く
係
わ
ら
ざ
る

を
得
な
い
点
を
示
す
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
．
第
一
章
は
「
異
文
化
間
コ
、
・
・

ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ヘ
の
関
心
」
と
題
さ
れ
、
「
架
橋
構
築
に
関
す
る
覚
書
」
と
い

う
ウ
ィ
ル
バ
ー
・
シ
ュ
ラ
ム
の
報
告
か
ら
始
ま
つ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

世
界
に
は
一
方
で
情
報
の
過
多
が
あ
り
、
他
方
で
情
報
の
過
疎
が
存
在
し
て
い

る
が
、
異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
し
て
言
え
ば
、
政
府
と
個
人
が

共
に
責
任
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
．
政
府
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

情
報
に
対
す
る
統
制
を
ど
う
す
る
か
が
問
題
と
な
る
．
ど
こ
ま
で
自
由
な
国
際

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
制
度
的
に
認
め
る
か
；
特
に
通
信
衛
星
の
利
用
に

際
し
て
ー
が
問
題
と
な
る
．
個
人
に
焦
点
を
あ
て
れ
ば
、
個
人
の
内
部
で
統

一
化
を
は
か
り
架
橋
を
構
築
す
る
ゆ
き
方
も
あ
る
．
そ
の
際
に
必
要
と
な
る
の

は
、
異
文
化
に
対
す
る
尊
敬
の
念
で
あ
り
、
文
化
の
相
対
性
の
認
識
に
ほ
か
な

　
　
　
紹
介
　
と
　
批
評

ら
な
い
．
異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
な
う
に
は
、
文
化
的
排
外
主

義
や
異
文
化
無
視
の
態
度
を
克
服
す
る
必
要
が
あ
り
、
他
者
を
自
己
と
全
く
同

等
な
も
の
と
認
め
る
態
度
を
養
う
に
は
、
異
な
る
文
化
を
背
負
う
人
々
を
共
通

の
関
心
に
よ
つ
て
作
業
さ
せ
た
り
，
考
え
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
効
果
的
な
の

で
あ
る
．
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
文
化
間
架
橋
を
基
礎
づ
け
る
の
は
、
S
声

≦
。
蒔
噛
ロ
邑
Φ
お
鼠
邑
ぎ
堕
一
。
お
で
あ
る
と
し
て
い
る
．
こ
の
報
告
に
対
し
て
、

加
藤
秀
俊
は
基
本
的
に
同
意
し
、
異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
同
様
の

こ
と
が
下
位
文
化
間
で
も
起
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
西
川
潤
は
、
文
化
的

支
配
が
行
な
わ
れ
て
い
る
状
況
下
で
は
真
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
が
成
立
し
な
い
と
み
て
、
シ
ュ
ラ
ム
の
考
え
る
架
橋
構
築
の
前
に
既
存
の

架
橋
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
．
さ
ら
に
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
C
・
ス
チ

ュ
ワ
！
ト
は
、
情
報
が
特
定
の
社
会
形
態
と
密
着
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
拒
絶
さ

れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
世
界
共
通
語
の
構
想
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
批
評

に
対
し
て
、
シ
ュ
ラ
ム
は
、
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
は
異
文
化
を
理
解
し
、
許

し
、
異
文
化
に
共
鳴
し
、
異
文
化
と
協
同
す
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
．

　
第
二
章
は
「
富
者
と
貧
者
の
間
で
」
と
題
さ
れ
、
川
田
侃
が
「
今
日
の
国
際

関
係
ー
コ
ミ
ュ
ケ
ニ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
諸
問
題
」
と
い
う
報
告
を
し
て
い

る
。
こ
こ
で
彼
が
問
題
と
す
る
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
が
も
た
ら

し
た
負
の
側
面
で
あ
る
．
そ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
情
報
技
術
の
革
新
は
世
界
を
縮
小

し
て
人
類
の
統
合
を
推
し
進
め
、
世
界
経
済
の
機
能
的
統
合
を
も
た
ら
そ
う
と

し
て
い
る
．
だ
が
通
信
技
術
の
発
達
が
平
和
的
に
統
合
を
も
た
ら
す
か
ど
う
か

は
疑
間
で
あ
る
．
な
ぜ
な
ら
、
技
術
が
富
者
や
強
者
に
よ
つ
て
の
み
利
用
さ

れ
、
貧
者
や
弱
老
と
の
溝
を
深
め
る
か
、
あ
る
い
は
支
配
の
手
段
と
し
て
用
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
一
　
　
（
一
七
〇
一
）
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紹
介
　
と
　
批
評

ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
．
通
信
技
術
の
発
展
は
交
流
の
量
的
拡
大
を

も
た
ら
し
た
も
の
の
、
人
々
の
生
活
様
式
の
統
合
に
み
る
べ
ぎ
徴
候
は
な
く
、

ま
た
．
北
〃
を
水
平
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
成
功
し
た
も
の
の
、
南
北
の

間
で
は
分
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
東
南
ア
ジ
ア
で
は
急
激
な
工

業
化
の
進
展
が
都
市
と
地
方
の
格
差
を
拡
大
し
、
人
口
移
動
に
よ
る
都
市
周
辺

部
の
ス
ラ
ム
化
を
促
し
、
富
者
と
貧
者
の
差
を
拡
げ
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
．

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
者
の
役
割
は
、
先
進
国
と

発
展
途
上
国
、
多
国
籍
企
業
と
地
域
中
小
企
業
、
富
者
と
貧
者
の
間
で
、
い
か

に
コ
、
・
・
ユ
ニ
ヶ
ー
シ
ョ
ン
さ
せ
る
か
の
挑
戦
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
報
告

に
は
、
通
信
技
術
の
発
展
が
先
進
国
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
、
発
展
途
上
国
を
圧

迫
す
る
た
め
に
使
わ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
技
術
を

利
用
し
て
発
展
途
上
の
中
小
国
家
が
そ
の
連
帯
強
化
を
図
つ
た
こ
と
も
否
定
で

き
な
い
と
指
摘
す
る
中
川
文
雄
の
批
評
、
発
展
途
上
国
の
人
々
の
生
活
様
式
や

考
え
方
を
配
慮
し
た
新
た
な
交
流
モ
デ
ル
の
必
要
性
を
説
く
エ
ド
ワ
ー
ド
・
T
・

ホ
ー
ル
の
主
張
、
分
析
視
角
の
多
様
性
の
な
か
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
と
は

何
か
を
考
え
、
我
々
が
ど
こ
へ
向
う
べ
き
か
を
知
る
た
め
に
は
、
様
々
な
情
報

チ
ャ
ン
ネ
ル
の
利
用
や
異
な
る
人
々
の
直
接
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
い
か

に
重
要
で
あ
る
か
を
説
く
マ
ー
チ
ン
・
コ
ビ
ン
の
指
摘
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
．

こ
れ
に
対
し
て
川
田
は
、
多
国
籍
企
業
に
よ
る
統
合
促
進
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ

な
側
面
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
現
在
で
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
側
面
の
方
が
多

大
で
あ
る
と
述
べ
て
締
め
く
く
つ
て
い
る
．

　
第
三
章
は
「
ひ
と
つ
の
自
我
、
多
数
の
文
化
」
と
題
さ
れ
、
Y
・
V
・
ラ
ッ

ク
ス
マ
ナ
．
ラ
オ
が
「
異
文
化
問
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
デ
ィ
レ
ン
マ
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
二
　
　
（
一
七
〇
二
）

い
う
報
告
を
し
て
い
る
。
人
々
が
相
互
理
解
を
深
め
る
に
は
経
験
や
知
識
を
共

有
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
こ
の
点
で

大
き
な
役
割
を
果
た
し
う
る
の
だ
が
、
送
り
手
が
特
定
社
会
の
一
員
た
ら
ざ
る

を
え
な
い
点
に
問
題
が
ひ
と
つ
生
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
お
け
る
電
子
技
術
の
発
達
は
そ
れ
自
体
が
標
準
化
を
意
味
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
、
一
方
で
文
化
は
多
様
性
を
要
求
し
て
お
り
、
こ
こ
に
、
近
代
化
と

い
う
世
界
的
標
準
化
を
生
じ
さ
せ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
量
は
ど
の
程
度

に
必
要
な
の
か
、
逆
に
文
化
の
独
自
性
は
ど
の
程
度
保
存
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
の
問
題
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
伝
統
的
価
値
の
侵
蝕
は
先
進
国
に
も
生

じ
て
い
る
の
で
あ
る
．
あ
ま
り
に
多
く
の
情
報
と
速
い
変
化
に
接
す
る
こ
と
に

よ
り
、
人
々
は
自
我
喪
失
の
状
況
に
追
い
こ
ま
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ヶ
ー
シ
ョ
ン
の

送
り
手
自
身
ま
で
が
自
ら
の
準
拠
点
を
見
出
し
に
く
い
事
態
が
出
現
し
て
い

る
．
ま
た
、
発
展
途
上
国
で
は
情
報
流
入
の
も
た
ら
す
取
り
返
し
の
つ
か
な
い

結
果
を
恐
れ
て
、
情
報
の
フ
リ
ー
・
フ
ロ
ウ
に
疑
問
を
持
ち
、
な
ん
ら
か
の
統

制
を
加
え
始
め
て
い
る
．
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
統
制
が
い
か
な
る
結
果
に
至

る
か
は
ま
だ
何
も
わ
か
つ
て
い
な
い
の
で
あ
る
．
数
多
く
の
文
化
に
接
し
選
択

を
行
な
う
通
文
化
的
人
格
が
獲
得
さ
れ
る
た
め
に
は
、
情
報
の
不
均
衡
を
是
正

す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
も
、
か
か
る
是
正
は
不
均
衡
に
苦
し
む
人
々
に
よ
つ

て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
情
報
の
送
り
手
自
身
が
通
文
化
的
に

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
．
こ
の
報
告
に
関
連
し
て
は
、
田
中
靖

政
が
富
み
か
つ
情
報
も
豊
か
な
先
進
国
が
貧
し
く
か
つ
情
報
も
乏
し
い
発
展
途

上
国
を
、
情
報
の
面
で
も
自
立
で
き
る
よ
う
援
助
す
る
こ
と
が
”
人
間
的
”
で

あ
る
と
説
き
、
ま
た
、
自
己
の
意
思
の
他
者
へ
の
押
し
付
け
を
禁
止
す
る
仏
教
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的
伝
統
の
あ
る
日
本
は
文
化
的
架
橋
の
役
割
を
果
た
し
う
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て

い
る
．
そ
し
て
タ
ル
シ
・
サ
ラ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
．
生
成
変
化
す
る
文

化
に
人
は
接
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
か
ら
、
異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

考
え
る
と
き
に
は
、
異
な
る
文
化
に
個
人
が
ど
の
よ
う
に
反
応
す
る
の
か
を
じ

つ
く
り
調
べ
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
あ
る
と
。
さ
ら
に
、
ア
リ
フ
ィ
ン
・
ベ
イ

は
、
人
は
文
化
の
捕
わ
れ
人
で
あ
る
と
共
に
文
化
の
改
変
者
で
あ
り
、
人
間
的

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
他
者
を
彼
ら
の
ま
ま
に
認
め
る
こ
と
な
の
で
あ
る
か

ら
、
文
化
間
の
交
流
が
西
洋
文
化
に
よ
る
他
文
化
の
没
落
に
な
つ
て
は
な
ら
な

い
と
主
張
し
て
い
る
．

　
第
四
章
は
「
技
術
の
あ
と
を
追
つ
て
」
と
題
さ
れ
、
ホ
ー
ル
が
「
文
化
横
断

的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
文
化
モ
デ
ル
」
と
い
う
報
告
を
行
な
つ
て
い
る
．

そ
れ
に
よ
る
と
、
人
聞
は
文
化
に
基
づ
く
こ
と
に
よ
り
生
活
し
う
る
の
で
あ
る

が
、
文
化
を
人
間
に
役
立
た
せ
る
よ
う
に
す
る
の
も
人
間
自
身
の
仕
事
で
あ

る
．
そ
れ
に
は
人
問
が
他
の
文
化
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

す
べ
て
の
文
化
は
相
互
に
他
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
．
た
だ
し
、
人
間

世
界
の
う
ち
に
は
自
律
と
依
存
と
い
う
対
立
す
る
傾
向
が
あ
ま
ね
く
存
在
し
て

い
る
の
で
、
こ
の
両
老
の
間
に
均
衡
を
保
つ
こ
と
が
、
文
化
の
安
定
を
確
保
す

る
た
め
に
は
不
可
欠
で
あ
る
．
特
に
、
技
術
の
持
つ
予
測
さ
れ
ざ
る
結
果
は
自

律
と
依
存
と
の
均
衡
を
く
ず
す
点
に
あ
る
の
で
、
技
術
の
利
用
に
際
し
て
は
、

人
間
が
積
極
的
役
割
を
果
た
せ
る
よ
う
構
造
化
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る

と
し
て
い
る
．
こ
の
報
告
に
対
し
、
シ
ュ
ラ
ム
は
文
化
交
流
の
な
か
で
技
術
が

人
々
の
生
活
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
に
触
れ
、
ラ
オ
は
技
術
導
入
を
あ
る
文

化
が
試
み
る
場
合
、
情
報
交
換
な
ど
に
よ
り
他
の
文
化
が
犯
し
た
誤
り
を
除
去

　
　
　
紹
　
介
　
と
　
批
評

し
う
る
仕
組
の
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
ま
た

加
藤
は
、
生
活
道
具
を
ほ
と
ん
ど
持
た
ぬ
文
化
と
生
活
道
具
の
あ
ふ
れ
か
え
る

文
化
を
両
極
に
対
置
し
、
そ
の
中
間
に
生
活
上
の
最
適
点
を
求
め
る
と
と
も

に
、
情
報
の
流
れ
が
後
者
か
ら
前
者
に
偏
つ
て
い
る
点
も
問
題
に
し
て
い
る
．

こ
れ
ら
指
摘
に
答
え
て
ホ
ー
ル
は
、
文
化
や
言
語
や
技
術
や
科
学
知
識
は
そ
れ

ぞ
れ
に
体
系
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
内
部
に
は
利
用
者
の
気
づ
か

ぬ
う
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
構
造
の
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　
第
五
章
は
出
席
者
に
よ
る
討
論
で
あ
る
が
、
発
言
を
遂
一
要
約
す
る
こ
と
ま

で
は
不
要
と
思
わ
れ
る
の
で
、
論
点
だ
け
を
示
せ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
．
今

目
、
文
化
は
現
に
多
様
性
を
保
持
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
．
こ

れ
か
ら
の
マ
ス
・
メ
デ
イ
ア
は
い
か
な
る
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
の
か
。

共
通
言
語
の
役
割
は
何
か
。
文
化
的
対
立
の
指
摘
自
体
が
事
態
を
さ
ら
に
悪
化

さ
せ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
現
在
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
状
況
が
続

く
と
し
た
ら
将
来
の
文
化
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
．
若
者
は
い
か
に
し
て

異
文
化
と
直
接
接
触
を
は
か
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
．
長
期
的
変
化
の
説
明

に
は
文
化
の
相
違
が
役
立
つ
も
の
の
、
短
期
的
説
明
に
は
政
策
決
定
や
経
済
計

画
な
ど
と
の
関
連
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
中
東
で
は
ど
の

よ
う
な
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
努
力
が
有
効
な
の
で
あ
ろ
う
か
．
国
内

の
文
化
的
相
違
も
克
服
で
き
な
い
の
に
、
異
文
化
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
論
ず
る
の
は
お
か
し
な
こ
と
で
は
な
い
の
か
．
結
語
は
加
藤
に
よ
る
ま
と
め

で
あ
り
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
明
ら
か
に
し
た
点
と
し
て
、
次
の
二
点
を
あ

げ
て
い
る
．
ω
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
技
術
の
発
展
は
世
界
が
ひ
と
つ
で
あ
る

と
い
う
認
識
の
普
及
に
は
貢
献
し
た
が
、
同
時
に
大
事
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
…
　
　
（
一
七
〇
三
）
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紹
介
　
と
　
批
評

ひ
と
つ
の
村
に
多
様
な
文
化
と
人
間
が
共
に
住
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
の

確
認
な
の
で
あ
る
．
㈲
他
者
を
理
解
す
る
に
は
人
々
と
の
直
接
的
接
触
を
持
つ

こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
知
識
は
読
書
に
よ
つ
て
も
得
ら
れ
る
が
、
真
に
わ
か
り

合
う
た
め
に
は
共
に
経
験
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
．

　
以
上
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
本
書
に
は
数
多
く
の
考
え
る
べ
き
論
点
が
ち

り
ぽ
め
ら
れ
て
い
る
．
こ
の
点
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
特
長
で
あ
る
が
、
裏
返
せ

ぽ
、
一
貫
し
て
ひ
と
つ
の
論
理
を
展
開
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
．
そ
れ
ぞ

れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
の
発
言
で
あ
る
た
め
に
内
容
も
多
岐
に
わ
た
つ

て
お
り
、
要
約
そ
れ
自
体
も
断
片
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
．
そ
れ
ゆ

え
、
ど
こ
ま
で
適
切
に
理
解
し
紹
介
で
き
た
か
い
さ
さ
か
心
も
と
な
い
の
で
あ

る
が
、
気
が
つ
い
た
点
を
一
、
二
指
摘
し
筆
を
置
く
こ
と
に
し
た
い
。
本
書
を

読
み
終
え
て
第
一
に
感
ず
る
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
目
的
を
問
う
こ

と
の
も
ど
か
し
さ
で
あ
る
．
館
何
の
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
”
が
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
題
で
あ
る
が
、
異
文
化
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
共
通

の
目
標
は
設
定
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
か
、
ま
た
設
定
が
可
能
な
の
か
ど
う

か
、
本
書
に
目
を
通
し
た
限
り
で
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
．
な
ぜ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
行
な
う
か
に
つ
い
て
、
も
う
一
歩
突
つ
こ
ん
だ
議
論
が
あ
つ
て
も
良

か
つ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
．
相
互
理
解
を
必
要
づ
け
る
共
通
認
識
が
曖
昧
で

あ
る
た
め
に
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
る
議
論
に
し
て
も
、
理
念
論
と
手
段
論
が
混

在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
．
そ
の
せ
い
か
論
戦
は
さ
ほ
ど
か
み
合
つ
て
お

ら
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
る
べ
き
方
向
に
つ
い
て
統
一
見
解
が
示
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
．
な
る
ほ
ど
発
言
者
の
多
く
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
四
　
　
（
一
七
〇
四
）

念
に
言
及
し
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
と
い
う

点
に
合
意
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
内

実
に
な
る
と
、
何
が
ヒ
ュ
1
マ
ン
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
な
の
か
明
確
に
は

な
つ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
視
点
を
変
え
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う

な
議
論
の
姿
は
異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
現
在
置
か
れ
て
い
る
状
況

を
反
映
し
た
結
果
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
国
際
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
を
知
る
う
え
で
本
書
は
大
い
に
役

立
つ
は
ず
で
あ
る
．
ま
た
．
各
研
究
者
の
知
的
基
盤
を
探
り
な
が
ら
読
む
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
と
そ
の
文
化
的
社
会
的
背
景
と
の
関
連
1
た
と
え
ぽ
日
本

人
研
究
者
に
よ
る
仏
教
世
界
へ
の
強
い
関
心
な
ど
ー
が
う
か
が
わ
れ
て
楽
し

い
も
の
で
あ
る
．
御
一
読
を
お
す
す
め
す
る
．
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