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米
国
出
身
の
日
本
文
学
研
究
者
で
、
東
京
大
学
大
学
院
教
授
か
ら
「
国
文
学
研
究
資

料
館
」
の
館
長
に
就
任
し
た
ロ
バ
ー
ト 

キ
ャ
ン
ベ
ル
博
士
。
国
内
外
に
点
在
す
る
日

本
の
「
古
典
籍
」
を
調
査
・
収
集
し
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
知
恵
や
知
識
を
現
代
に
活
用

す
る
事
業
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
世
界
で
も
稀
な
資
料
館
が
日
本
に
存
在
す

る
理
由
、
古
典
に
も
現
代
作
品
に
も
垣
間
見
え
る
日
本
人
の
特
徴
、
近
年
の
「
共
感
」

へ
の
違
和
感
―
―
多
岐
に
わ
た
り
、
示
唆
に
富
む
話
を
い
た
だ
い
た
。
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―
― 

二
〇
一
七
年
四
月
、
東
京
大
学

大
学
院
教
授
か
ら
「
国
文
学
研
究
資

料
館
」（
国
文
研
）
の
第
七
代
館
長
に
、

外
国
人
と
し
て
初
め
て
就
任
さ
れ
ま

し
た
。
ま
ず
、
読
者
に
は
な
じ
み
が

薄
い
国
文
研
に
つ
い
て
お
話
を
伺
え

ま
す
で
し
ょ
う
か
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

国
文
研
は
も
と
も
と

国
の
機
関
と
し
て
一
九
七
二
年
に
創

設
さ
れ
、
四
五
年
の
歴
史
を
持
っ
て

い
ま
す
。
現
在
は
、「
大
学
共
同
利

用
機
関
」
と
し
て
日
本
の
あ
ら
ゆ
る

研
究
・
教
育
機
関
と
さ
ま
ざ
ま
な
分

野
で
共
同
研
究
を
推
進
す
る
、
と
い

う
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
受
け
、
一
つ
一
つ

の
研
究
機
関
で
は
で
き
な
い
こ
と
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

根
幹
事
業
と
し
て
行
っ
て
き
た
の

は
、
日
本
の
古
典
籍
（
近
代
以
前
に

筆
写
ま
た
は
印
刷
さ
れ
た
和
書
）
を

調
査
し
、
書
誌
デ
ー
タ
と
画
像
で
集

積
す
る
こ
と
で
す
。
国
内
は
も
と
よ

り
世
界
中
に
点
在
す
る
、
日
本
の
明

治
以
前
の
文
献
を
見
い
だ
し
、
写
真

に
収
め
、
実
物
も
収
集
し
て
世
界
の

共
有
の
研
究
素
材
と
し
て
公
開
し
活

用
す
る
の
で
す
。

―
― 

古
典
籍
の
現
物
を
調
査
し
収
集

す
る
の
で
す
か
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

国
文
研
は
現
物
主
義

で
す
。
ま
ず
、
古
典
籍
の
在
り
か
を

突
き
止
め
、
実
物
が
ど
う
い
う
状
態

に
あ
る
か
、
書
物
と
し
て
ど
の
よ
う

な
特
質
を
持
っ
て
い
る
か
を
調
べ
ま

す
。
江
戸
時
代
の
版
本
で
あ
れ
ば
印

刷
は
い
つ
の
時
代
の
技
術
な
の
か
、

言
語
遺
産
の
継
承
と

新
た
な「
知
」の
創
造
に
向
か
っ
て

出
版
の
母
体
は
ど
こ
な
の
か
な
ど
の

調
査
を
し
ま
す
。
次
に
、
古
典
籍
の

全
編
画
像
を
撮
影
し
、
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
や
電
子
画
像
で
全
て
保
管

す
る
と
と
も
に
、
研
究
者
や
一
般
の

方
々
に
開
放
し
て
活
用
を
図
っ
て
い

ま
す
。

　

古
典
籍
の
書
誌
学
的
な
調
査
は
、

国
文
研
の
研
究
者
と
日
本
の
津
々

浦
々
の
大
学
・
博
物
館
の
研
究
者
・

学
芸
員
ら
が
、
地
域
ご
と
に
協
力
し

な
が
ら
行
っ
て
き
ま
し
た
。
国
文
研

は
創
設
以
来
、
そ
の
よ
う
な
「
国
家

百
年
の
計
」
と
も
言
う
べ
き
地
道
な

仕
事
を
続
け
て
き
た
ん
で
す
。

―
― 

そ
れ
を
今
も
続
け
て
い
ま
す

か
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

コ
ツ
コ
ツ
と
続
け
て

い
ま
す
。
日
本
は
関
東
大
震
災
で
首

都
が
破
壊
さ
れ
、
第
二
次
世
界
大
戦

の
空
襲
で
全
国
的
に
大
き
な
打
撃
を

受
け
て
、
文
学
資
料
や
記
録
史
料
、

日
本
人
の
精
神
生
活
を
証
言
す
る
よ

う
な
書
物
が
数
多
く
失
わ
れ
ま
し

た
。
日
本
人
は
昔
か
ら
文
字
資
料
を

大
事
に
伝
承
す
る
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー

を
育
ん
で
い
ま
し
た
。し
か
し
、戦
後
、

核
家
族
化
や
地
方
か
ら
都
会
へ
の
人

口
移
動
が
進
む
な
か
で
、
江
戸
時
代

の
版
本
や
先
祖
代
々
の
家
の
記
録
な

ど
が
ど
ん
ど
ん
破
棄
さ
れ
て
い
き
ま

し
た
。
近
代
百
年
の
間
に
自
然
破
壊

が
進
ん
だ
の
と
同
様
に
、
昔
の
人
々

が
墨
と
紙
で
記
録
し
、
伝
え
て
き
た

資
料
も
犠
牲
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で

す
。

　

国
文
研
は
、
そ
の
よ
う
に
日
本
の

言
語
文
化
・
精
神
文
化
が
削
が
れ

て
い
く
状
況
に
危
機
意
識
を
募
ら

せ
た
人
た
ち
が
創
設
し
た
研
究
機
関

で
す
。
戦
前
か
ら
戦
中
に
研
究
者
に

な
っ
た
世
代
が
中
心
と
な
っ
て
設
立

運
動
を
起
こ
し
、
政
治
家
に
働
き
か

け
て
、
創
設
に
尽
力
し
ま
し
た
。
こ

千
三
百
年
の
歴
史
を
刻
ん
だ

「
古
典
籍
」を
調
査
収
集
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―
― 

お
金
に
ま
つ
わ
る
歴
史
を
遡
る

と
、
江
戸
時
代
の
買
い
物
は
「
掛
け
」

が
主
流
で
、
大
晦
日
に
な
る
と
借
金

返
済
に
追
わ
れ
る
町
人
が
多
か
っ
た

よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
今
の
日
本
人

は
借
金
や
投
資
に
も
慎
重
に
な
っ
て

い
る
。
こ
こ
に
も
断
絶
が
あ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
何
か
共
通
項
で
つ
な
が
り

が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

文
学
の
視
点
か
ら
今

の
質
問
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、

日
本
の
物
語
は
「
最
初
に
『
期
限
』

を
設
け
る
」
と
い
う
特
徴
が
あ
る
ん

で
す
。
物
語
が
ど
こ
で
終
わ
る
か
が

早
い
時
点
で
示
さ
れ
る
の
で
、
読
者

は
、
物
語
の
語
り
手
や
人
物
と
一
緒

に
そ
の
「
期
限
」
に
向
か
っ
て
歩
ん

で
い
く
こ
と
に
な
る
。
言
っ
て
み
れ

近
世
も
現
代
も
物
語
に「
期
限
」を
盛
り
込
む

ば
読
者
に
「
手
形
」
を
切
っ
た
う
え

で
物
語
が
進
む
の
で
す
。
そ
の
よ
う

な
特
徴
が
近
代
以
前
に
も
現
代
に
も

共
通
し
て
見
ら
れ
ま
す
。

　

数
年
前
に
直
木
賞
を
受
賞
し
た
、

葉は

室む
ろ
り
ん麟

さ
ん
の
歴
史
小
説
『
蜩

ひ
ぐ
ら
しノ

記
』

で
は
、
豊
後
の
小
さ
な
藩
で
奥お

く
ゆ
う
ひ
つ

祐
筆

（
幕
府
・
藩
等
で
文
書
・
記
録
を
作
成

す
る
役
職
）
を
務
め
て
い
た
武
士
が
、

山
間
の
村
に
暮
ら
す
同
じ
藩
の
元
・

郡こ
お
り

奉ぶ
ぎ
ょ
う行

（
地
方
行
政
の
役
職
）
を

訪
ね
る
シ
ー
ン
か
ら
物
語
が
始
ま
り

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
元
・
郡
奉
行

が
七
年
前
、
藩
主
の
側
室
と
密
通
し
、

さ
ら
に
小
姓
を
切
り
捨
て
た
疑
い
で

村
に
幽
閉
さ
れ
、
事
件
当
時
か
ら
十

年
後
、
話
の
始
ま
り
時
点
で
は
三
年

後
に
切
腹
す
る
よ
う
に
先
代
藩
主
か

ら
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
か
さ

れ
ま
す
。
元
・
奥
祐
筆
の
若
い
武
士

は
、
元
・
郡
奉
行
が
死
ぬ
の
を
見
届

け
よ
、
と
い
う
過
酷
な
使
命
を
果
た

せ
る
か
ど
う
か
。
物
語
は
今
か
ら「
三

年
後
の
切
腹
」
と
い
う
期
限
を
切
っ

て
、
動
き
出
す
の
で
す
。

―
― 

近
世
の
文
学
で
は
ど
の
よ
う
な

例
が
あ
り
ま
す
か
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

元
禄
期
に
登
場
し
た

近
松
門
左
衛
門
は
心
中
物
の
浄
瑠
璃

う
し
た
研
究
機
関
は
イ
ギ
リ
ス
や
フ

ラ
ン
ス
に
も
あ
り
そ
う
で
あ
り
ま
せ

ん
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
ど
ん
な

こ
と
が
あ
っ
て
も
、
人
類
の
遺
産
と

し
て
日
本
の
古
典
籍
を
こ
こ
に
と
ど

め
、
整
理
し
、
広
く
活
用
で
き
る
よ

う
に
提
供
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
― 

国
文
研
に
は
四
〇
万
点
以
上
の

画
像
と
原
資
料
が
あ
る
と
の
こ
と
で

す
が
、
こ
れ
で
古
典
籍
の
何
割
を
網

羅
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

半
分
も
あ
り
ま
せ

ん
。
日
本
の
古
典
籍
は
千
三
百
年
の

歴
史
が
あ
り
、
そ
の
種
類
も
多
様
で

す
。
一
八
八
〇
年
代
に
定
着
し
た
近

代
的
な
「
文
学
」
の
範
囲
で
は
分
類

で
き
な
い
古
典
籍
が
少
な
く
な
い
で

す
。
た
と
え
ば
江
戸
期
の
「
絵え

俳ば
い

書し
ょ

」

は
、
俳
諧
の
作
品
と
一
緒
に
多
色
刷

り
の
素
晴
ら
し
い
絵
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
を
文
学
か
美
術
か
、
と

問
う
の
は
無
意
味
で
す
。
絵
俳
書
は

読
む
だ
け
で
な
く
、
目
で
も
楽
し
む

も
の
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
文
字
と
図

像
が
密
接
に
絡
む
古
典
籍
は
多
く
、

文
学
か
医
療
か
思
想
な
の
か
、
線
引

き
が
難
し
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
古
典
籍
は
大
多
数
が
古
文

や
漢
文
で
、
く
ず
し
字
で
書
か
れ
て

い
ま
す
。
国
文
研
で
は
、
少
し
ず
つ

で
す
が
、
そ
れ
を
現
代
の
日
本
人
が

読
め
る
活
字
に
置
き
換
え
る
取
り
組

み
、「
翻ほ
ん

字じ

」
も
進
め
て
い
ま
す
。

―
― 

明
治
維
新
を
境
に
、
書
き
言
葉

は
古
文
か
ら
言
文
一
致
体
へ
、
表
記

も
く
ず
し
字
か
ら
楷
書
体
へ
と
一
変

し
た
結
果
、
日
本
語
が
断
絶
さ
れ
た

と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
ね
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

江
戸
期
の
地
方
文
書

な
ど
で
、
現
在
の
活
字
で
読
め
る
も

の
は
全
体
の
一
割
も
あ
り
ま
せ
ん
。

九
割
以
上
が
ま
だ
原
本
（
く
ず
し
字
）

の
ま
ま
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人

が
読
め
な
い
も
の
と
し
て
放
置
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。
近
代
以
降
、
日
本

の
文
化
だ
と
語
ら
れ
て
い
る
も
の

が
、
実
は
、
せ
い
ぜ
い
一
割
の
資
料

に
基
づ
い
て
い
る
だ
け
と
い
う
場
合

も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

明
治
政
府
が
推
進
し
た
言
文
一
致

な
ど
の
国
語
政
策
は
、
国
民
国
家
を

つ
く
り
、
近
代
化
を
達
成
す
る
う
え

で
必
要
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
し
か
し
そ
の
裏
側
で
日
本
語
に

断
絶
が
生
じ
た
こ
と
、
断
絶
に
よ
り

削
ぎ
落
と
さ
れ
た
言
語
文
化
が
あ
る

こ
と
を
、
今
私
た
ち
は
認
識
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。
私
は
そ
の
こ
と
を

強
く
思
っ
て
い
ま
す
。
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を
い
く
つ
も
遺
し
ま
し
た
が
、
そ
の

悲
劇
の
多
く
は
借
金
の
踏
み
倒
し
が

原
因
で
す
。『
曽
根
崎
心
中
』
は
、
遊

女
お
初
を
馴
染
み
客
の
徳
兵
衛
が
身

請
け
し
、
妻
に
迎
え
よ
う
と
お
金

を
工
面
す
る
。
し
か
し
そ
の
借
金
を

う
っ
か
り
友
人
に
貸
し
て
し
ま
っ
た

揚
げ
句
、
返
し
て
も
ら
え
な
い
。
自

分
も
返
済
の
期
限
を
守
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
り
、
徳
兵
衛
と
お
初
は
、

真
夜
中
に
手
を
取
り
合
っ
て
曽
根
崎

天
神
の
森
に
向
か
う
の
で
す
。

　

心
中
物
は
大
体
そ
ん
な
パ
タ
ー
ン

で
す
。
返
済
期
限
と
い
う
社
会
的
な

合
意
が
守
ら
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と

が
物
語
の
土
俵
と
し
て
あ
る
ん
で

す
。
裏
を
返
せ
ば
、そ
れ
だ
け「
信
用
」

の
力
が
日
本
社
会
で
は
強
い
。
恋
が

成
就
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
要
素
を

超
え
て
、
社
会
の
一
員
と
し
て
信
用

を
守
り
つ
つ
生
き
る
こ
と
が
で
き
る

か
ど
う
か
と
い
う
要
素
に
、
物
語
が

頼
っ
て
い
る
ほ
ど
な
の
で
す
か
ら
。

―
― 

何
事
も
期
限
を
重
視
し
て
行
う
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傾
向
は
日
本
人
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

他
方
、
将
来
の
不
確
実
性
に
対
し
て

日
本
人
は
弱
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

将
来
の
不
確
実
性
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
た
め
に
自
ら
期
限
を
つ
く
っ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

四
年
近
く
前
に
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
決
ま
っ
た
際
、
Ｓ

Ｎ
Ｓ
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
た
ら
、
単

純
に
勝
っ
た
と
喜
ん
で
い
る
だ
け
で

な
く
、み
ん
な
が
七
年
と
い
う「
期
限
」

を
世
界
か
ら
与
え
ら
れ
た
、
だ
か
ら

福
島
を
考
え
よ
う
、
雇
用
を
考
え
よ

う
等
、
そ
の
時
の
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に

と
っ
て
の
一
番
の
関
心
事
を
そ
の
期

限
で
解
決
し
て
い
こ
う
と
考
え
た
。

こ
れ
に
私
は
感
動
し
ま
し
た
。
ま
た
、

組
織
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
も
似
た
よ

う
な
こ
と
を
皆
さ
ん
も
感
じ
る
場
面

が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば

事
業
を
企
画
し
て
進
め
る
と
き
に
、

み
ん
な
今
は
何
も
解
答
を
持
っ
て
い

な
い
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
打
ち
合

わ
せ
を
三
日
後
、
一
週
間
後
に
設
定

す
る
だ
け
で
安
心
す
る
ん
で
す
。
そ

れ
ま
で
の
宿
題
が
出
れ
ば
、
真
面
目

に
や
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う

に
日
本
人
は
時
間
の
踊
り
場
を
重
ね

な
が
ら
進
み
、
物
事
を
達
成
す
る
。

で
も
踊
り
場
が
な
い
「
螺ら

旋せ
ん

階
段
」

は
不
得
意
で
す
ね
。
上
が
っ
て
い
る

か
下
が
っ
て
い
る
か
わ
か
り
に
く
い

リ
ス
キ
ー
な
進
み
方
は
、
お
お
む
ね
、

日
本
人
は
苦
手
と
す
る
と
こ
ろ
で

す
。
た
だ
、
リ
ス
キ
ー
だ
け
れ
ど
も

ハ
イ
リ
タ
ー
ン
の
成
功
事
例
が
幾
つ

か
そ
の
組
織
の
中
に
あ
る
と
、
割
と

そ
れ
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は

あ
り
ま
す
。

　

国
文
研
に
つ
い
て
言
え
ば
、
リ
ス

キ
ー
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
従
来
と
は

違
っ
た
発
想
の
事
業
に
も
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
小
説
家
や
画
家
、
舞
台

芸
術
家
な
ど
を
国
文
研
に
招
き
、
所

蔵
資
料
な
ど
を
作
品
づ
く
り
に
生
か

し
て
も
ら
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
ん

な
新
し
い
事
業
を
ど
う
や
っ
て
始
め

た
か
と
い
う
と
、
ま
ず
タ
イ
ム
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
作
り
、
全
体
の
構
想
が

固
ま
ら
な
い
う
ち
に
担
当
す
る
組
織

と
責
任
者
や
メ
ン
バ
ー
も
決
め
ま
し

た
。
す
る
と
「
大
丈
夫
」
と
い
う
雰

囲
気
に
な
り
、
ど
ん
ど
ん
事
が
進
ん

で
行
っ
た
の
で
す
。「
期
限
と
器
」
が

決
ま
れ
ば
即
、
動
け
る
。
こ
れ
は
日

本
の
健
全
な
カ
ル
チ
ャ
ー
の
一
つ
だ

と
思
い
ま
す
。

INTERVIEW



8NICHIGIN 2017 NO.52

―
― 

二
〇
一
七
年
四
月
に
九
州
大
学

の
入
学
式
で
祝
辞
を
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
際
、
教
養
に
つ
い
て
「
他

人
の
目
を
通
じ
て
世
界
を
見
る
力
、

言
い
換
え
れ
ば
共
感
力
」
と
い
う
定

義
を
紹
介
さ
れ
、
ま
た
「
理
性
に
裏

打
ち
さ
れ
な
い
共
感
ほ
ど
危
険
な
も

の
は
な
い
」
と
強
調
さ
れ
ま
し
た
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

世
界
の
紛
争
は
共
感

の
不
足
か
ら
発
生
し
て
い
る
と
い
う

議
論
が
あ
る
一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
の

研
究
者
ら
が
最
近
、
共
感
の
危
う
さ

に
つ
い
て
優
れ
た
考
察
を
発
表
し
て

い
ま
す
。
身
近
な
者
へ
の
共
感
が
、

身
近
で
は
な
い
者
と
の
戦
争
を
生
み

出
す
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
台
頭
や
フ
ェ
イ
ク

ニ
ュ
ー
ス
の
増
加
も
、
一
つ
の
主
義

主
張
へ
の
共
感
で
固
ま
っ
た
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
が
起
こ
し
て
い
る
と
言
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

背
景
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

フ
ィ
ル
タ
ー
バ
ブ
ル
の
影
響
も
あ
る

で
し
ょ
う
。
検
索
エ
ン
ジ
ン
や
Ｓ
Ｎ

Ｓ
で
自
分
の
考
え
を
補
強
す
る
も
の

だ
け
を
取
り
入
れ
た
り
、
自
分
の
好

み
を
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
推
測

さ
れ
、
し
つ
こ
く
勧
め
ら
れ
た
り
す

る
。
考
え
る
と
恐
ろ
し
い
こ
と
で
す
。

フ
ァ
ク
ト
だ
け
で
な
く
異
な
る
思
考

も
排
除
さ
れ
た
、
自
分
だ
け
の
濃
厚

な
情
報
世
界
に
浸
っ
て
し
ま
う
危
険

性
が
あ
る
か
ら
で
す
。

―
― 

事
実
を
押
さ
え
、
反
対
意
見
も

取
り
入
れ
な
が
ら
、
自
分
で
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
そ
れ
が

で
き
な
い
と
、
共
感
の
落
と
し
穴
に

陥
る
か
も
し
れ
な
い
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

小
中
学
校
で
二
〇
二
〇

年
以
降
に
実
施
さ
れ
る
学
習
指
導
要

 （
聞
き
手
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長
・
鶴
海
誠
一
）

領
の
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
に
お
い

て
、
強
く
主
張
し
た
考
え
方
が
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
国
語
あ
る
い
は
英
語

の
教
育
と
は
、
単
科
毎
に
考
え
ら
れ

て
お
互
い
の
間
に
交
流
が
ほ
と
ん
ど

な
い
が
、
両
方
を
言
語
活
動
と
し
て

総
括
的
に
見
る
視
点
が
重
要
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
視
覚
リ
テ
ラ

シ
ー
と
い
う
視
点
も
非
常
に
重
要
だ

と
い
う
こ
と
も
主
張
し
ま
し
た
。
今
、

小
学
校
高
学
年
以
上
の
生
徒
は
、
た

だ
文
字
を
見
る
だ
け
で
は
な
く
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
さ
ま
ざ
ま
な
映

像
や
音
声
と
一
緒
に
文
字
を
見
て
い

る
。
そ
う
し
た
生
徒
の
「
見
る
」
と

い
う
状
況
に
お
い
て
、
自
分
で
主
体

的
に
選
び
取
り
、
読
み
込
ん
で
決
め

て
い
く
、
良
し
悪
し
あ
る
い
は
功
罪

を
判
断
す
る
た
め
の
力
─
─
リ
テ
ラ

シ
ー
─
─
の
獲
得
に
は
、
英
語
だ
け
、

あ
る
い
は
国
語
だ
け
と
い
う
単
科
で

は
と
て
も
対
応
で
き
ま
せ
ん
。
リ
テ

ラ
シ
ー
と
い
う
概
念
を
も
っ
と
総
合

的
に
捉
え
、
教
育
に
反
映
す
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
。

―
― 
日
本
の
古
典
籍
も
文
学
と
し
て

見
る
だ
け
で
な
く
、近
代
以
前
の
人
々

の
生
活
や
知
恵
の
記
録
と
し
て
見
る

こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

私
は
日
本
の
古
典
籍

を
「
言
語
遺
産
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
。
そ
の
中
に
は
膨
大
で
具
体
的
な

教
え
、
知
恵
、
知
識
、
感
性
な
ど
が

包
含
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
学
と
い
う

枠
で
切
り
取
る
と
お
勉
強
チ
ッ
ク
に

な
っ
て
、
限
ら
れ
た
人
に
し
か
遺
産

は
活
用
さ
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
で
も
、

そ
こ
か
ら
豊
富
な
知
恵
を
く
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
人
た
ち
は
、
文
学
研

究
者
以
外
に
も
無
数
に
い
る
は
ず
で

す
。
私
は
、
文
学
以
外
の
活
動
に
も

日
本
の
古
典
籍
を
橋
渡
し
し
て
い
き

た
い
。

　

国
文
研
で
は
現
在
、
三
〇
万
点
の

古
典
籍
の
画
像
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に

構
築
す
る
大
型
研
究
事
業
を
進
め
て

い
ま
す
。
古
典
籍
を
等
し
く
カ
バ
ー

し
、
文
字
か
ら
も
絵
か
ら
も
自
在
に

検
索
可
能
に
す
る
計
画
で
す
。
他
分

野
で
活
躍
す
る
人
や
団
体
と
共
同
研

究
も
し
て
い
ま
す
。
国
文
研
は
古
典

籍
を
調
査
収
集
し
な
が
ら
、
そ
の
先

で
新
し
い
価
値
に
発
展
さ
せ
る
工
夫

を
重
ね
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

―
― 

本
日
は
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

INTERVIEW

「
共
感
」
が
孕は

ら

む
危
う
さ
と

「
言
語
遺
産
」
が
包
含
す
る
知
恵


