
中
国
に
お
け
る
日
本
語
教
育

-

現
況
と
展
望

-

一

は
じ
め
に

中
国
の
日
本
語
教
育
と
い
う
テ

ー
マ
で
あ
る
が
'
具
体
的
に
は
八
九
年

二
月
か
ら
九

〇
年

一
月
ま
で
の
間

､
筆
者
が
書
林
大
学
の
日
本
語
科
で
日

本
語
を
教
え
た
体
験
に
基
い
て
述
べ
て
い
-
こ
と
に
す
る
｡

大
学
で
の
日
本
語
教
育
に
ふ
れ
る
ま
え
に
'
書
林
大
学
を
と
り
ま
く
環

境
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
'
そ
の
あ
と
､
中
国
に
お
け
る
教
育
制
度
に

つ
い
て
述
べ
'
そ
の
な
か
で
の
大
学
の
位
置
と
日
本
語
教
育
と
い
う
形
で

進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
｡

吉
林
省
は
'
中
国
の
東
北
地
方
に
位
置
し
'
旧
満
州
で
あ

っ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
｡
省
都

(中
国
語
で
は
省
会
と
い
う
)
で
あ
る
長
春
は
'
満
州
国

の
首
都
新
京
で
あ

っ
た
た
め
､
旧
日
本
軍
の
遺
構
が
数
多
-
残

っ
て
い
る
｡

佐

藤

雄

一

例
え
ば
､
長
春
の
共
産
党
本
部
の
建
物
は
旧
陸
軍
の
も
の
で
'
城
の
形
を

し
て
い
る
L
t
自
求
恩

(
ベ
チ

ュ
ー
ン
)
医
科
大
学
の
建
物
は
満
州
国
の

政
府
関
係
の
も
の
で
､
国
会
議
事
堂
そ
っ
-
り
の
も
の
も
あ
る
｡
書
林
大

学
構
内
の
マ
ン
ホ
ー
ル
の
ふ
た
に
は

｢新
京
｣
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
あ
り
'

筆
者
が
住
ん
で
い
た
招
待
所
も
日
本
軍
の
も
の
で
､
柱
の
う
え
に
は
菊
の

御
紋
が
刻
ま
れ
て
あ

っ
た
｡

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
が
あ
る
た
め
'
東
北
地
方
は
'
中
国
の
な
か

で
も
特
に
日
本
語
学
習
の
盛
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
書
林
大
学
の
ほ
か
に
'

東
北
師
範
大
学
'
長
春
大
学
に
日
本
語
科
が
あ
り
､
書
林
農
業
大
学
'
自

求
恩
医
科
大
学
で
は
外
国
語
の
授
業
と
し
て
日
本
語
が
学
習
さ
れ
て
い
る
｡

ま
た
､
長
春
外
国
語
学
校
で
は
､
中
学
校
高
校
六
年
間
の

l
貫
し
た
カ
リ

キ

ュ
ラ
ム
で
日
本
語
が
学
習
さ
れ
て
い
る
｡

書
林
大
学
は
､
以
上
の
よ
う
に
日
本
語
学
習
が
盛
ん
な
東
北
地
方
に
あ
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-
'
文
科
系
､
理
科
系
あ
わ
せ
て
二
〇
の
学
部
と

一
七
の
研
究
所
を
も
つ

総
合
大
学
で
あ
る
｡
書
林
大
学
で
の
具
体
的
な
日
本
語
教
育
に
入
る
ま
え

に
'
中
国
の
教
育
制
度
と
そ
の
な
か
で
の
大
学
の
位
置
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
-
こ
と
に
す
る
｡

二

教
育
制
度

小
学
校
は
満
七
歳
入
学
を
基
本
と
し
､
修
業
年
限
は
､
五
年
制
と
六
年

制
が
併
存
し
て
い
る
が
､
都
市
を
中
心
に
六
年
制

へ
の
移
行
が
図
ら
れ
て

い
る
.
学
令
児
童
の
入
学
率
は
二

九
八
七
年
現
在
､
全
国
平
均
九
七
･
二

%
だ
が
､
八
六
年
の
統
計
に
よ
れ
ば
､
全
国
に
未
就
学
児
童
が
ま
だ
三
六
〇

万
人
以
上
い
る
｡

ま
た
､
中
途
で
の
脱
落
者
も
多
-
､
八
八
年
に
は
七
三
九
万
人
が
中
退

し
た
｡
全
課
程
を
修
了
す
る
の
は
'
全
体
の
六
～
七
割
で
あ
る
｡

わ
が
国
の
中
学
校
に
当
た
る
の
が
初
級
中
学
､
高
校
に
当
た
る
の
が
高

級
中
学
で
あ
る
｡
小
学
校
卒
業
生
の
初
級
中
学
へ
の
進
学
率
は
八
七
年
現
在

で
六
九
二

%
'
初
級
中
学
卒
業
生
の
高
級
中
学

へ
の
進
学
率
は
三
五
･七

%
で
あ
る
｡

一
九
八
二
年
に
採
択
さ
れ
た
憲
法
に
は
初
等
義
務
教
育
の
実

施
を
規
定
し
､
八
五
年
に
出
さ
れ
た

｢教
育
体
制
改
革
に
関
す
る
決
定
｣

で
は
､
義
務
教
育
の
年
限
を
前
期
中
等
教
育
を
含
む
九
年
間
に
延
長
す
る

こ
と
が
決
ま
っ
た
｡
(｢八
九
年
中
国
年
鑑
｣
参
考
)

し
か
し
'
こ
の
義
務
教
育
は
完
全
に
は
実
施
さ
れ
て
い
な
い
｡
さ
ら
に

義
務
教
育
と
い
っ
て
も
日
本
の
よ
う
に
無
償
で
は
な
-
､
学
校
に
よ
っ
て

授
業
料
な
ど
も
異
な
り
'
中
学

へ
の
進
学
率
が
高
い
小
学
校
は
授
業
料
も

高
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
｡

大
学
は
､
七
七
年
に
統

1
大
学
入
試
が
再
開
さ
れ
た
.
五
七
〇
万
人
の

受
験
者
に
た
い
し
て
､
そ
の
四

･
七
%
に
当
た
る
二
七
万
三
〇
〇
〇
人
が

合
格
｡
そ
の
後
'
入
学
定
員
は
年
々
増
や
さ
れ
､
八
五
年
に
は
六
〇
万
人

を
越
え
た
｡
文
盲
率
二
〇
%
と
い
わ
れ
る
中
国
に
あ
っ
て
'大
学
生
は

｢超

エ
リ
ー
-
｣
な
の
で
あ
る
｡

大
学
の
授
業
料
は
､
無
料
で
あ
る
が
､
学
生
の
生
活
費
は
'
中
国
科
学

技
術
大
学
の
調
査
に
よ
る
と
'

四
〇
～
六
〇
元
-
-
四
四

･
九
%

六
〇
元
以
上

-
-
二
四

･
一
%

四
〇
元
以
下

-
-

一
七
%

と
な
っ
て
い
る
｡
中
国
の
都
市
住
民
の
月
平
均
生
活
費
は
六
七

･
三
元
'

農
民
は
三
八

･
六
元
で
あ
る
か
ら
､
都
市
に
住
む
学
生
に
と
っ
て
は
､
平

均
以
下
の
生
活
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
以
上
の
数
字
は
､
｢
八
九
年
中
国
年

鑑
｣
に
基
-
も
の
で
あ
る
が
'
実
際
に
学
生
に
話
を
聞
い
て
み
る
と
'

一
ケ
月
に
八
〇
元
は
か
か
る
と
い
う
こ
と
を
言

っ
て
い
た
｡
も
ち
ろ
ん
物

価
が
上
が
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
｡

ま
た
'
学
生
の
ア
ル
バ
イ
-
は
可
能
な
の
だ
が
､
ア
ル
バ
イ
-
の
口
が

あ
ま
り
無
-
､
ほ
と
ん
ど
親
か
ら
の
仕
送
り
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

た
め
､
親
の
負
担
も
か
な
り
の
も
の
で
あ
ろ
う
｡

大
学
に
は
'
授
業
料
無
料
の
学
生
の
ほ
か
に
'
自
費
生
と
よ
ば
れ
る
授

業
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
学
生
が
い
る
｡
自
費
生
も
全
国

一
斉

大
学
入
試
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
合
格
の
最
低
点
が

一
般
の
受

験
生
よ
り
も
低
-
設
定
さ
れ
て
い
る
｡
自
費
生
の
授
業
料
は
､
文
科
系
の

大
学
で
年
間

〓

10
0
元
'
理
科
系
の
大
学
で

1
五
〇
〇
元
と
な
っ
て
い

る
｡
自
費
生
は
'
卒
業
後
の
職
業
は
'
自
分
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
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(
一
般
の
学
生
は
国
家
に
よ
っ
て

｢分
配
｣
さ
れ
'
必
ず
し
も
希
望
す
る
職

業
に
就
け
る
と
は
限
ら
な
い
｡
)自
費
生
の
授
業
料
は
'
大
学
の
財
政
に
組

み
込
ま
れ
る
た
め
'
大
学
と
し
て
は
自
費
生
が
多
い
方
が
財
政
的
に
は
楽

に
な
る
わ
け
で
あ
る
｡

こ
の
ほ
か
に
､
企
業
な
ど
が
大
学
に
委
託
金
を
支
払
っ
て
'
職
員
を
大

学
に
派
遣
す
る
こ
と
も
行
な
わ
れ
て
い
る
｡

以
上
が
'
中
国
の
教
育
制
度
の
概
要
で
あ
る
｡
次
に
'
書
林
大
学
日
本

語
科
の
具
体
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
｡

三

日
本
語
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

書
林
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
説
明
し
た
あ
と
､
担
当
し
た
個
々
の
授

業
の
内
容
と
'
そ
の
難
点
お
よ
び
問
題
点
に
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
｡

大
学
の
新
年
度
は
､
九
月
か
ら
始
ま
る
｡
書
林
大
学
の
場
合
'
入
学
式

は
九
月
で
､
ニ
ー
四
年
生
の
新
学
期
は
八
月
の
四
週
目
か
ら
始
ま
る
｡
そ

の
年
に
よ
っ
て
多
少
異
な
る
が
t
だ
い
た
い
一
月
の
半
ば
頃
ま
で
が
前
期

に
な
る
｡
お
よ
そ

一
ケ
月
の
冬
休
み
が
あ
り
'
二
月
の
三
週
目
頃
か
ら
六
月

い
っ
ぱ
い
ま
で
が
後
期
と
な
る
｡
冬
休
み
の
時
期
は
'
旧
正
月
の
時
期
に

よ
っ
て
多
少
異
な
る
｡

授
業
は
'
午
前
七
時
三
〇
分
か
ら
九
時
二
〇
分
ま
で
､
途
中
に

一
〇
分

の
休
み
時
間
を
は
さ
ん
で
二
コ
マ
､
九
時
四
〇
分
か
ら

一
一
時
三
〇
分
ま

で
二
コ
マ
の
計
四
コ
マ
行
な
わ
れ
る
｡
授
業
は
､
二
コ
マ
続
き
で
同
じ
科

目
が
行
な
わ
れ
る
｡
四
コ
マ
目
は
'
時
間
い
っ
ぱ
い
ま
で
授
業
を
し
て
い

る
と
､
学
生
食
堂
の
食
事
が
品
切
れ
に
な
っ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
た
め

に
､
学
生
の
要
望
も
あ
り
'
多
少
早
め
に
終
る
｡

午
後
も
授
業
は
あ
る
が
'
午
前
で
終
わ
る
日
が
多
い
｡
午
後
は
'
習
慣

と
し
て
半
数
ぐ
ら
い
の
学
生
が
昼
寝
を
す
る
よ
う
で
あ
る
｡

ク
ラ
ス
編
成
は

一
ク
ラ
ス
二
〇
人
前
後
で
'
八
八
年
入
学
の
学
生
は

二
ク
ラ
ス
あ
る
が
､
そ
の
ほ
か
は
､
一
学
年

一
ク
ラ
ス
で
あ
る
｡

学
生
の
日
本
語
学
習
歴
は
大
き
-
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
｡

冒
頭
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
'
長
春
外
国
語
学
校
と
い
う
'
中
高

一
貫
の

外
国
語
教
育
機
関
が
あ
り
'
そ
こ
の
卒
業
生
は
大
学
に
入
学
す
る
ま
で
に
'

す
で
に
六
年
間
日
本
語
を
学
習
し
て
い
る
｡
長
春
外
国
語
学
校
の
卒
業
生

は

一
ク
ラ
ス
に
三
～
五
名
ぐ
ら
い
で
あ
る
｡

ま
た
'
東
北
地
方
に
は
朝
鮮
族
が
多
-
'
彼
ら
は
高
等
学
校
で
外
国
語

と
し
て
日
本
語
を
学
習
し
て
い
る
｡
朝
鮮
語
と
日
本
語
は
文
法
構
造
が
似

て
い
る
た
め
'
英
語
よ
り
も
学
習
し
や
す
い
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
朝
鮮
族
も

一
ク
ラ
ス
に
三
-
五
名
ぐ
ら
い
で
あ
る
｡

こ
の
ほ
か
'
大
学
に
入
学
し
て
初
め
て
日
本
語
を
学
習
す
る
学
生
も
い

る
｡
こ
れ
ら
の
学
生
の
ほ
か
に
先
に
も
述
べ
た
よ
う
な
'
企
業
か
ら
派
遣

さ
れ
る
研
修
生
や
'
自
費
生
も
授
業
に
加
わ
る
こ
と
に
な
る
｡

具
体
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
'
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
｡

(
一
年
生
)

精
読

(六
)
会
話

(四
)
ヒ
ヤ
リ
ン
グ

(四
)
範
読

(二
)
視
代
漠

語

(二
)
法
学

(
二
)
中
国
古
典
文
学
史

(二
)
共
産
党
史

(
二
)

(
二
年
生
)

精
読

(八
)
会
話

(四
)
ヒ
ヤ
リ
ン
グ

(四
)
範
読

(二
)
語
法

(二
)

漢
語
語
言
学
概
論

(二
)
中
国
社
会
主
義
建
設

(≡
)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

文
学
史

(二
)

八三
年
生
)
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精
読

(六
)
近
代
文
学
史

(二
)
作
文

(
二
)
日
本
語
通
論

(二
)

日
本
近
代
文
学
選

(
二
)
新
聞
読
み

(
二
)
日
語
読
解

(
二
)
第
二

外
国
語

(四
)
マ
ル
ク
ス
主
義
原
理

(≡
)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
史

(二
)
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

(二
)

(
四
年
生
)

精
読

(四
)
日
本
概
況

(
二
)
作
文

(二
)
日
語
古
典
語
法

(
二
)

古
典
文
学
史

(
二
)
読
解

(
二
)
翻
訳

(
二
)
第
二
外
国
語

(四
)

国
際
関
係
学

(四
)
公
共
関
係
学

(二
)
文
献
探
索
と
利
用

(二
)

※

(

)
内
は
､

1
週
間
の
コ
マ
数
.

一
コ
マ
は
五
〇
分

四

授
業
内
容

カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
､
日
本
の
大
学
と
は
か
な
り
異

な
っ
て
い
る
｡

一
般
教
養
と
専
門
と
い
う
よ
う
に
別
れ
て
は
い
な
い
し
､

科
目
は
各
自
が
選
択
す
る
の
で
は
な
-
決
め
ら
れ
た
も
の
を
受
講
す
る
こ

と
に
な
る
｡
選
択
科
目
と
い
う
の
は
あ
る
の
だ
が
､
そ
れ
は
学
期
末
の
試

験
が
な
い
と
い
う
だ
け
で
'
ほ
と
ん
ど
の
学
生
が
全
部
の
選
択
科
目
を
受

け
て
い
る
｡
(先
に
示
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
な
か
に
は
選
択
科
目
も
含

ま
れ
て
い
る
｡)

ま
た
､
第
二
外
国
語
は
三
年
生
に
な
っ
て
か
ら
受
講
す
る
こ
と
に
な
る
｡

高
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
'
大
学
三
年
で
初
め

て
英
語
を
学
習
す
る
学
生
も
多
い
よ
う
で
あ
る
｡

会
話
の
授
業
は
'

一
､
二
年
生
で
終
り
三
㌧
E
]年
生
に
は
な
い
た
め
に
'

各
自
が
あ
る
程
度
努
力
し
な
い
と
'
だ
ん
だ
ん
会
話
力
が
落
ち
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
も
あ
る
｡

新
聞
読
み
の
授
業
で
は
､

二

二
ケ
月
遅
れ
で
送
ら
れ
て
-
る
新
聞
を

教
材
と
し
て
利
用
し
て
い
る
｡
ス
ポ
ー
ツ
欄
の
相
撲
の
写
真
に
は
か
な
り

驚
い
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
｡

マ
ル
ク
ス
主
義
原
理
や
中
国
社
会
主
義
建
設
な
ど
の
授
業
に
は
'
学
生

は
ほ
と
ん
ど
興
味
を
示
し
て
お
ら
ず
'
受
け
な
-
て
も
済
む
な
ら
受
け
た

-
な
い
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
あ
っ
た
｡

筆
者
が
担
当
し
た
科
目
は
､
精
読
'
文
法
と
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
で
あ
る
｡

精
読
の
テ
キ
ス
-
は
'
日
本
の
高
校
の
現
代
国
語
の
教
科
書
の
な
か
か

ら
抜
粋
し
た
も
の
を
書
林
大
学
で
再
編
成
し
た
も
の
を
つ
か
っ
て
い
る
｡

各
単
元
の
終
り
に
新
出
語
句
と
そ
の
意
味
が
書
か
れ
て
お
り
'
語
句
の
用

法
へ
作
文
'
翻
訳
な
ど
の
練
習
問
題
も
付
け
ら
れ
て
い
る
0

1
年
生
の
テ

キ
ス
-
の
前
半
は
､
基
本
的
な
文
を
用
い
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
章
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
｡

文
法

(語
法
)
は
各
学
年
に
あ
る
が
'
指
定
さ
れ
た
テ
キ
ス
-
は
な
い
｡

筆
者
は
､
二
年
生
､
四
年
生
と
大
学
院
生
の
文
法
を
そ
れ
ぞ
れ
半
期
ず

つ

担
当
し
た
｡
大
学
院
生
の
場
合
に
は
構
文
論
の
理
論
的
な
こ
と
を
取
り
扱

っ
た
が
へ
二
年
生
に
対
し
て
は
と
て
も
理
論
的
な
こ
と
を
説
明
し
て
も
理

解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
L
t
そ
れ
以
前
に
､
学
生
と
し
て
も
実
際
の
語
の

運
用
に
興
味
が
あ
る
よ
う
だ
っ
た
の
で
､
助
詞
の
使
い
方
を
中
心
に
授
業

を
行
な
っ
た
｡
特
に
'
格
助
詞
を
取
り
上
げ
､
個
々
の
格
助
詞
を
説
明
し
'

練
習
問
題
を
解
-
と
い
う
形
で
授
業
を
進
め
た
｡
微
妙
な
使
い
分
け
が
要

求
さ
れ
る
も
の
に
関
し
て
は
'
例
文
を
多
-
取
り
上
げ
て
説
明
を
加
え
た
｡

ま
た
'
助
動
詞
と
の
関
連
が
あ
る
受
身
表
現
'
使
役
表
現
な
ど
の
使
い
方

も
取
り
扱
っ
た
｡

前
期
の
読
解
の
授
業
は
'毎
年

二

一月
に
国
際
交
流
基
金
が
行
な
う
｢
日
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本
譜
能
力
検
定
試
験
｣
に
む
け
て
の
準
備
で
あ
っ
た
｡
こ
の
試
験
は
長
文

読
解
'
文
法
､
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
の
三
つ
の
分
野
で
行
な
わ
れ
る
｡
毎
年
行
な
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
当
然
テ
キ
ス
-
も
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思

っ
て

い
た
の
だ
が
､
無
か
っ
た
｡
仕
方
が
な
-
､
日
本
で
市
販
さ
れ
て
い
る
検

定
試
験
用
の
練
習
問
題
集
を
印
刷
し
て
用
い
た
｡

こ
の
検
定
試
験
は
､
希
望
者
全
員
が
受
け
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な

い
｡
前
年
の
検
定
試
験
の
成
績
に
よ
っ
て
受
験
可
能
な
学
生
の
枠
が
決
定

さ
れ
る
｡
前
年
の
成
績
が
良
け
れ
ば
'
そ
の
ク
ラ
ス
に
は
割
り
当
て
が
多

-
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
設
備
の
問
題
も
あ
っ
て
'
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
の

試
験
を
同
時
に
行
な
え
る
人
数
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

一
つ
の
原
因
に

な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡

次
に
'
実
際
に
文
法
の
授
業
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
行
な
っ
た
か
'
ま

た
そ
こ
か
ら
得
た
こ
と
､
今
後
の
研
究
に
生
か
せ
そ
う
な
こ
と
な
ど
を
述

べ
て
い
-
こ
と
に
す
る
｡

助
詞
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
'
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
､

や
は
り

｢
は
｣
と

｢
が
｣
の
使
い
分
け
で
あ
る
｡
は
じ
め
に

｢
は
｣
の
は

た
ら
き
と

｢
が
｣
の
は
た
ら
き
の
違
い
を
説
明
し
た
あ
と
'
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
表
現
の
違
い
に
な
る
か
を
例
文
に
よ
っ
て
示
し
た
｡

例
え
ば
'

彼
女
は
迎
え
に
来
る
の
を
待

っ
て
い
る
｡

彼
女
が
迎
え
に
来
る
の
を
待

っ
て
い
る
｡

と
い
う
よ
う
な
例
文
を
挙
げ
､
｢
は
｣
は
文
末
に
か
か
る
が

｢
が
｣
は
近
-

に
か
か
る
と
い
う
よ
う
に
説
明
し
た
｡

ま
た
､

東
京
は
日
本
の
首
都
だ
｡

東
京
が
日
本
の
首
都
だ
｡

私
は
佐
藤
で
す
｡

私
が
佐
藤
で
す
｡

な
ど
の
例
文
を
利
用
し
て
､
｢
は
｣
は
題
目
1

説
明
と
い
う
表
現
に
な

り
､
｢
が
｣
は
述
語
の
主
体
を
明
確
に
す
る
と
い
う
こ
と
や
'
既
知
の
情
報

に
つ
-
か
未
知
の
情
報
に
つ
-
か
と
い
う
違
い
な
ど
基
本
的
な
違
い
を
説

明
し
た
｡
そ
の
あ
と
で
､
ど
う

い
う
と
き
に
は
'
必
ず

｢
は
｣
が
使
わ
れ
'

ど
う
い
う
と
き
に
必
ず

｢
が
｣
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
に
限
定
し
て
練
習

問
題
を
行
な
っ
た
｡
｢
は
｣
と

｢
が
｣
全
体
を
見
渡
す
こ
と
は
'
と
て
も
時

間
的
に
不
可
能
で
あ

っ
た
し
､
筆
者
自
身
に
も
そ
れ
だ
け
の
自
信
が
な
か

っ
た
の
で
､
最
低
限
の
こ
と
だ
け
に
と
ど
め
て
お
い
た
｡

個
々
の
例
に
つ
い
て
は
'
な
ぜ

｢
は
｣
が
使
わ
れ
る
の
か
'
あ
る
い
は

逆
に
な
ぜ

｢
が
｣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
の
説
明
は
あ

る
程
度
可
能
な
の
だ
が
'
そ
れ
を

一
般
化
し
て
あ
ら
ゆ
る
用
例
を
説
明
し

早
-
す
こ
と
は
無
理
で
あ
っ
た
｡
段
階
的
に

｢
は
｣
と

｢
が
｣
の
使
い
分

け
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
よ
う
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
で
き
れ
ば
'
学
生
に

と
っ
て
も
学
習
し
や
す
-
な
る
だ
ろ
う
｡
今
後
の
日
本
語
教
育
の
課
題
で

あ
ろ
う
｡

格
助
詞
の
使
い
分
け
で
は
'
例
え
ば
'

プ
ー
ル

(

)
泳
ぐ
｡

プ
ー
ル

(

)
端
か
ら
端
ま
で
泳
ぐ
.

公
園

(

)
散
歩
す
る
｡

と
い
う
よ
う
な
例
文
を
用
い
て

｢を
｣
と

｢
で
｣
が
ど
の
よ
う
に
違
う
か

と
い
う
こ
と
を
説
明
し
た
｡

次
に
へ
｢受
給
表
現
｣
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
｡
こ
の
表
現
は
'
思

っ
た
よ
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り
も
使
い
こ
な
す
の
が
困
難
な
よ
う
で
あ

っ
た
｡
｢あ
げ
る
｣
｢も
ら
う
｣

｢-
れ
る
｣
､
そ
れ
と
開
通
し
て

｢
～
て
あ
げ
る
｣
｢～
て
も
ら
-
｣
｢
～
て

-
れ
る
｣
と
い
う
表
現
を
取
り
扱
う
際
'
三
人
の
人
間
と
物
を
図
示
し
て
'

矢
印
に
よ
っ
て
物
の
移
動
を
示
し
､

う
形
で
練
習
問
題
を
行
な
っ
た
｡

私

1

田
中
さ
ん

(
カ
メ
ラ
)

主
語
を
限
定
し
て
答
え
さ
せ
る
と
い

田
中
さ
ん

1

私

(
カ
メ
ラ
)

私

-

田
中
さ
ん

(
カ
メ
ラ
)

こ
の
よ
う
に
-

部
を
主
語
に
し
て
'
図
に
示
さ
れ
た
こ
と
を
文
章
に

す
る
こ
と
は
､
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
｢-
れ
る
｣

と
い
う
表
現
は
'
｢受
け
手
｣
が
話
者
､
ま
た
は
話
者
側
に
属
す
る
人
物
に

限
る
と
い
う
こ
と
も
理
解
で
き
た
よ
う
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
'
実
際
の
会

話
の
場
面
に
な
る
と
な
か
な
か
ス
ム
ー
ズ
に
使
え
な
い
よ
う
で
あ

っ
た
｡

筆
者
が
文
法
の
時
間
に
受
給
表
現
を
取
り
扱
っ
た
あ
と
､
別
の
先
生
が
担

当
し
て
い
る
会
話
の
授
業
で
も
受
給
表
現
を
取
り
扱

っ
た
そ
う
で
あ
る
が
､

う
ま
-
出
来
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
｡
図
に
よ

っ
て
抽
象
化
さ
れ
た
も
の

を
言
語
に
よ
っ
て
表
現
す
る
よ
り
も
'
実
際
に
発
話
の
場
面
で
現
実
の
関

係
を
理
解
し
て
抽
象
化
す
る
と
い
-
過
程
の
万
が
困
難
な
の
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
'
中
国
語
で
は
､
こ
の
三
つ
の
表
現
は

｢給
｣
と
い
う

一
つ
の
語

だ
け
で
表
現
さ
れ
る
の
で
'
そ
れ
を

｢-
れ
る
｣
｢も

ウゝ
ヱ

｢
や
る
｣
と

い
う
三
つ
の
概
念
に
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に

も
､
う
ま
-
使
い
分
け
ら
れ
な
い
原
因
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡

次
に
'
｢
の
｣
の
使

い
方
に
つ
い
て
｡
こ
れ
は
､
初
歩
的
な
間
違
い
と
し

て
よ
-
あ
る
の
だ
が
､
用
言
'
特
に
動
詞
と
形
容
詞
の
連
体
修
飾
に

｢
の
｣

を
用
い
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
｡

例
え
ば
､

行
-
の
と
き

美
し
い
の
人

と
い
う
よ
う
な
誤
り
が
あ
る
｡
こ
れ
は
中
国
語
の
連
体
修
飾
の
構
造
が
日

本
語
で
表
現
す
る
さ
い
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
連
体
修
飾
成

分
を
作
る
際
､
中
国
語
で
は
'
名
詞
で
あ

っ
て
も
動
詞
へ
形
容
詞
で
あ

っ
て
も
そ
の
下
に

｢的
｣
を
付
け
て
名
詞
に
つ
な
げ
る
｡
名
詞
に

｢的
｣

を
付
け
て
名
詞
に
つ
な
げ
る
場
合
は
'
日
本
語
の

｢
の
｣
を
用
い
た
連
体

修
飾
構
造
と
全
-
同
じ
に
な
る
｡

我
矧
書

私
和
本

中
国
的
学
生

中
国
の
学
生

さ
ら
に
中
国
語
で
は

美
麗
的
人

(美
し
い
人
)

ま
的
時
候

(行
-
と
き
)

と
い
う
よ
う
に
､
日
本
語
で
は
用
言
の
連
体
形
に
よ
っ
て
連
体
修
飾
す
る

の
だ
が
'
中
国
語
で
は
用
言
の
場
合
に
も

(中
国
語
に
用
言
'
体
言
の
区

別
を
あ
て
は
め
る
の
は
適
当
で
は
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
)
｢的
｣
を
用

い
て
連
体
修
飾
成
分
を
作
る
｡

作
文
な
ど
で
こ
の
よ
う
な
誤
用
を
指
摘
す
る
と
､
す
ぐ
に
理
解
す
る
の

で
'
文
法
と
し
て
は
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
｢的
｣
=

｢
の
｣
と
い

う
図
式
が
頭
の
な
か
に
あ

っ
て
､
無
意
識
の
う
ち
に
出
て
き
て
し
ま
う
の

か
も
し
れ
な
い
｡
｢
の
｣
と

｢的
｣
の
は
た
ら
き
に
共
通
性
が
あ
る
た
め
に
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か
え
っ
て
間
違

っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
｡

次
に
､
共
通
の
媒
体
と
し
て
漢
字
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
-

る
誤
用
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
｡
｢あ
げ
る
｣
と
い
う
表
現
を
用

い
る

べ
き
と
こ
ろ
で

｢送
る
｣
と
い
う
表
現
を
用
い
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
｡

中
国
語
で
は

｢送
｣
あ
る
い
は

｢送
給
｣
で

｢
た
だ
で
や
る
｣
と
い
う
意

味
に
な
る
た
め
'
そ
の
ま
ま
日
本
語
に
翻
訳
し

｢送
る
｣
と
表
現
し
て
し

ま
う
の
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
､
学
生
と
話
を
し
て
い
て
気
が
付

い
た
こ
と
な
の
だ
が
'
｢手
伝

う
｣
と
い
う
語
を
用
い
る
べ
き
と
こ
ろ
で

｢
助
け
る
｣
と
い
う
表
現
が
し

ば
し
ば
聞
か
れ
た
｡
｢手
伝
う
｣
と
い
う
表
現
は
中
国
語
で
は

｢邦
巾
助
｣
と

な
る
｡
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
日
本
語
に
翻
訳
し
て
用
い
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ

･
つ

0
中
国
語
と
日
本
語
は
'
漢
字
と
い
う
共
通
の
媒
体
を
持

っ
て
い
る
と
い

う
点
で
､
学
習
者
に
と
っ
て
も
教
え
る
側
に
と
っ
て
も
利
点
が
多
い
｡
単

語
の
意
味
や
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
説
明
す
る
場
合
'
黒
板
に
漢

字
で
書
け
ば
理
解
し
て
も
ら
え
る
と
い
う
こ
と
も
多
い
｡
し
か
し
'
漢
字

は
'
あ
-
ま
で
異
な
っ
た
言
語
の
表
現
手
段
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ

て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
｡
｢
文
字
｣
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
'
そ
の
背
景
に
あ

る
言
語
は
全
-
違
う
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
､
学
習
者
も
教
え
る
側
も

認
識
し
て
お
-
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
｡

最
後
に
'
分
節
の
違
い
か
ら
起
こ
る
誤
用
を

一
つ
挙
げ
て
お
こ
う
｡
長

春
市
内
に
は
､
交
通
機
関
と
し
て
'
バ
ス
と
-
ロ
リ
ー
バ
ス
と
路
面
電
車

が
あ
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
中
国
語
で
は

｢公
共
汽
車
｣
｢無
軌
電
車
｣
｢有
軌
電

車
｣
と
な
る
｡
バ
ス
と
路
面
電
車
は
問
題
が
な
い
の
だ
が
'
-
ロ
リ
ー
バ

ス
は
中
国
語
で
は

｢電
車
｣
の
範
ち
ゅ
う
に
は
い
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡

確
か
に
構
造
か
ら
す
れ
ば
電
車
の
範
ち
ゅ
う
に
入
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
'

外
見
は
全
-
バ
ス
と
同
じ
で
あ
り
'
た
だ
パ
ン
タ
グ
ラ
フ
が
付
い
て
い
る

か
い
な
い
か
の
違
い
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
感
覚
的
に
は
バ
ス
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
｡
｢電
卓
｣
と
い
え
ば
'
レ
ー
ル
の
-
え
を
鉄
の
串
轟
で
走

る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
で
'
-
ロ
リ
ー
バ
ス
を

｢電
車
｣
と
表
現

す
る
こ
と
に
は
抵
抗
を
感
じ
る
｡
こ
の
誤
用
は
'
初
級
ク
ラ
ス
に
多
主

な
か
な
か
な
お
り
に
-
い
よ
う
で
あ
る
｡

文
法
の
授
業
に
限
ら
ず
'
学
生
た
ち
は
語
の
使
い
分
け
と
い
う
こ
と
に

非
常
に
関
心
を
示
し
て
い
た
｡
例
え
ば
'
｢
～
す
る
べ
き
｣
と

｢
～
す
る
は

ず
｣
の
使
い
分
け
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
表
現
は
'
中
国
語
で
は
ど
ち
ら
も

｢皮
該
｣
と
な
る
た
め
'
｢
は
ず
｣
と

｢
べ
き
｣
の
混
同
が
し
ば
し
ば
見
ら

れ
る
｡
そ
の
ほ
か
理
由
を
表
わ
す

｢
か
ら
｣
と

｢
の
で
｣
､
条
件
を
表
わ
す

｢
I
L
た
ら
｣
｢
-
す
れ
ば
｣
｢
～
す
る
と
｣
｢
～
す
る
な
ら
｣
な
ど
の
使
い

分
け
も
な
か
な
か
難
し
い
よ
う
で
あ

っ
た
｡

四

問
題
点
と
今
後
の
課
題

実
際
に

1
年
間
授
業
を
担
当
し
て
苦
労
し
た
の
は
教
材
の
作
成
で
あ
る
o

精
読
の
授
業
は
'
テ
キ
ス
-
が
指
定
さ
れ
て
い
た
の
で
問
題
は
な
い
の
だ

が
'
文
法
は
毎
時
間
教
材
を
作
成
し
て
い
た
｡

一
年
の
後
期
か
ら
授
業
を

受
け
持
つ
か
た
ち
に
な
っ
た
の
だ
が
'
前
任
の
先
生
が
ど
ん
な
内
容
を
取

り
扱
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
'全
-
わ
か
ら
な
い
状
態
だ
っ
た
｡
テ

キ
ス
-
が
な
い
に
し
て
も
'
少
な
-
と
も
教
材
の
蓄
積
ぐ
ら
い
は
'
今
後

必
要
だ
と
思
う
｡
特
に
'
日
本
人
教
師
は

一
年
契
約
で
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ

て
い
く
の
で
あ
る
か
ら
'
お
互
い
の
連
絡
を
取
る
と
い
-
こ
と
は
不
可
能
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で
あ
る
.
授
業
で
使
用
し
た
プ
リ
ン
-
や
講
義
ノ
1
-
の
コ
ピ
I
な
ど
を

フ
ァ
イ
ル
し
て
保
有
し
て
お
-
だ
け
で
も
か
な
り
役
に
立
つ
と
思
う
｡
か

-
言
う
筆
者
も
､
授
業
で
使
用
し
た
プ
リ
ン
-
を
残
し
て
こ
な
か
っ
た
こ

と
を
今
更
な
が
ら
後
悔
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
｡

そ
の
ほ
か
､
教
材
作
成
に
あ
た
っ
て
コ
ピ
ー
が
使
用
で
き
な

い
な
ど
と

い
う
こ
と
は
あ
る
程
度
仕
方
の
な
い
こ
と
で
は
あ
る
と
思
う
｡

コ
ピ
ー
機

は
か
な
り
普
及
し
て
き
て
い
る
の
だ
が
'

コ
ス
-
が
か
か
る
の
で
､
ガ
リ

を
切

っ
て
謄
写
版
で
印
刷
し
て
'
そ
れ
を
学
生
に
配

っ
て
い
た
｡

こ
の
よ

う
な

ハ
ー
ド
の
面
は
徐
々
に
整
備
さ
れ
て
い
-
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡

次
に
､
カ
リ
キ
デ
フ
ム
の
長
所
と
短
所
に
つ
い
て
ふ
れ
よ
う
｡
先
に
示

し
た
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
な
ど
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
'
書
林
大
学
の
日
本
語

課
程
と
い
う

の
は
､
日
本
語
が
使
え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
が
大
き
な

目
標
と
な

っ
て
い
る
｡
そ
の
た
め
､
日
本
語
を
使
う
と
い
う
こ
と
に
関
し

て
は
､
卒
業
ま
で
に
か
な
り
の
レ
ベ
ル
に
達
す
る
｡
日
本
の
大
学
の
外
国

語
学
部
の
卒
業
生
が
'
ど
の
程
度
自
分
の
専
攻
の
外
国
語
を
使

い
こ
な
せ

る
の
か
分
か
ら
な

い
が
､
恐
ら
-
彼
ら
に
は
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
｡
中
国

人
の
先
生
方
が
担
当
し
て
い
る
授
業
も
全
て
原
則
的
に
は
日
本
語
で
行
な

わ
れ
る
｡
日
本
の
大
学
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
点
で
'

書
林
大
学
の
日
本
語
教
育
と
い
う
の
は
､
か
な
り
高
-
評
価
で
き
る
と
思

･つ
○し

か
し
､
専
門
学
校
や
日
本
語
学
校
な
ら
ば
こ
れ
で
十
分
な
の
で
あ
ろ

う
が
'
大
学
の
場
合
'
は
た
し
て
こ
れ
で
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑

問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
社
会
体
制
と
､
そ
の
な
か
で
の
大
学
の
位
置

と
い
う
こ
と
と
も
深
-
関
わ

っ
て
-
る
問
題
で
あ
ろ
う
が
'
も
う
少
し
各

自
が
自
分
で
問
題
を
見
付
け
だ
し
､
自
分
自
身
で
考
え
て
い
-
と
い
う
要

素
を
取
り
入
れ
て
い
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
の
た
め
に

は
､
科
目
に
選
択
の
幅
を
持
た
せ
る
と
い
う

こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
｡
ク

ラ
ス
単
位
で
与
え
ら
れ
た
科
目
を
消
化
し
て
い
き
､
四
年
生
に
な

っ
て
卒

論
を
書
-

一
時
期
だ
け
各
自
が
自
分
の
テ
ー

マ
に
取
り
組
む
と
い
う
こ
と

に
な
る
｡
学
生
は
'
自
分
か
ら
問
題
点
を
見
付
け
だ
し
､
そ
の
こ
と
に
た
い

し
て
､
自
分
な
り
に
考
え
て
い
-
と
い
う

こ
と
に
な
れ
て
い
な
い
よ
う
な

感
じ
を
受
け
た
｡

一
番
最
初
に
授
業
を
受
け
持
っ
て
感
じ
た
こ
と
は
'
な
ん
と
な
く
日
本
の

高
校
み
た
い
だ
な
と
い
う
感
じ
で
あ

っ
た
｡
学
生
は
､
先
生
の
い
う

こ
と

を
聞
き
､
テ
キ
ス
-
に
出
て
来
る
単
語
､
例
文
を

一
生
懸
命
暗
記
し
て
い

-
｡
大
学
院
生
の
ク
ラ
ス
に
行

っ
て
は
じ
め
て
､
大
学
生
だ
な
と
い
う
実

感
を
受
け
た
｡
た
だ
し
､
日
本
の
学
生
よ
り
は

一
生
懸
命
勉
強
し
て
い
る

と
い
う
感
じ
を
受
け
た
の
も
事
実
で
あ
る
｡

次
に
､
資
料
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
｡
日
本
語
の
研
究
資
料
と
い

う
の
は
､
文
学
関
係
に
し
て
も
日
本
語
関
係
に
し
て
も
､
多
-
は
な
い
｡

日
本
語
に
関
し
て
は
'
基
本
的
な
研
究
資
料
は
あ
る
程
度
そ
ろ
っ
て
い
た
｡

文
学
関
係
で
は
'
文
学
全
集
が

一
セ
ッ
-
の
ほ
か
､
芥
川
賞
受
賞
作
品
集
､

個
人
の
作
品
集
な
ど
文
学
作
品
は
目
に
す
る
の
だ
が
'
研
究
資
料
と
い
う

の
が
あ
ま
り
無
か
っ
た
｡

ま
た
'
資
料
室
の
本
は
､
大
学
院
生
は
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
､

学
部
生
は
借
り
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
｡
も
ち
ろ
ん
図

書
館
の
本
は
借
り
ら
れ
る
わ
け
だ
が
､
日
本
語
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
は

少
な
い
よ
-
で
あ
る
｡
日
本
に
直
接
注
文
す
る
と
い
う
こ
と
は
'
予
算
の

面
か
ら
考
え
て
も
無
理
で
あ
る
た
め
､
日
本
語
の
書
籍
や
資
料
は
'
日
本

に
あ
る
様
々
な
機
関
の
援
助
に
頼

っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
｡
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次
に
､
日
本
人
教
師
の
問
題
に
.ふ
れ
よ
う
｡
日
本
人
教
師
は
'
基
本
的

に
は

一
年
契
約
に
な
っ
て
い
る
た
め
､大
学
側
は
絶
え
ず
新
し
い
人
材
を
探

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
契
約
更
新
は
可
能
で
あ

る
が
'
長
期
に
わ
た
っ
て
日
本
語
を
教
え
る
と
い
う
人
は
少
な

い
よ
う
で

あ

る

｡
長
春
市
内
で
日
本
語
を
教
え
て
い
た
教
師
は
'
筆
者
が
知

っ
て
い
る
範

囲
で
は
'

1
五
名
前
後
で
あ

っ
た
｡
こ
の
な
か
に
は
､
海
外
青
年
協
力
隊

の
隊
員
'
県
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
高
校
の
教
師
な
ど
も
い
た
が
､
筆
者

の
よ
う
に
仝
-
個
人
的
な
ル
1
-
で
日
本
語
を
教
え
に
来
て
い
る
と
い
う

人
も
多
か
っ
た
｡
協
力
隊
や
県
派
遣
の
場
合
'
二
年
ご
と
に
新
し
い
教
師

が
交
代
で
派
遣
さ
れ
て
来
る
の
で
問
題
は
な
い
の
だ
が
'
個
人
的
な
ル
ー

-
で
来
て
い
る
教
師
の
場
合
に
は
'
ほ
と
ん
ど
毎
年
'
大
学
側
が
何
ら
か

の
か
た
ち
で
後
任
の
新
し
い
教
師
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
状

態
で
'
大
学
側
も
人
材
確
保
が
大
変
で
あ
る
｡
日
本
側
に
､
安
定
し
て
日

本
語
教
師
を
各
国
に
派
遣
で
き
る
よ
う
な
体
制
が
整
う
こ
と
が
望
ま
し
い

と
田
山､つ
.

教
師
不
足
の
問
題
は
､
日
本
人
に
限
ら
な
い
｡
中
国
人
の
教
員
も
不
足

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
不
足
し
て
い
る
と
い
う
表
現
が
適
切
か
ど
う
か

は
分
か
ら
な
い
が
､
実
際
に
教
壇
に
立
て
る
先
生
が
足
り
な
い
の
で
あ
る
｡

書
林
大
学
の
日
本
語
科
に
籍
を
置
-
教
員
の
数
は
'
学
生
数
に
対
す
れ
ば

十
分
な
は
ず
な
の
で
あ
る
が
'
そ
の
半
分
近
-
が
日
本

へ
留
学
し
て
い
る

と
い
う
状
態
な
の
で
あ
る
｡
し
か
も
'
留
学
の
期
限
を
過
ぎ
て
も
戻

っ
て

こ
な
い
先
生
が
多

い
の
で
あ
る
｡

こ
の
た
め
に
'
残

っ
て
い
る
先
生
の
負
担
が
垂
-
な
り
'
十
分
な
研
究

も
で
き
な

い
と
い
う
状
態
の
よ
う
で
あ
る
｡
さ
ら
に
'次
に
留
学
す
る
予
定

の
先
生
が
留
学
で
き
な

い
で
い
る
と
い
-
問
題
も
起

っ
て
い
る
｡

こ
の
間
題
は
'
中
国
社
会
が
抱
え
る
閉
場
に
も
関
わ

っ
て
い
る
｡
先
に

も
述
べ
た
よ
う
に
'
中
国
社
会
に
お
い
て
大
学
生
は
超

エ
-
I
-
で
あ
る
｡

し
か
し
'
国
家
は
そ
の
エ
リ
1
-
を
う
ま
-
活
用
で
き
て
い
な

い
よ
う
に

思
う
｡
大
学
生
や
大
学
の
教
員
な
ど
'
い
わ
ゆ
る
知
識
分
子
と
呼
ば
れ
る

人
々
を
大
切
に
し
て
い
な
い
｡
大
学
の
教
員
の
待
遇
は
'
決
し
て
よ
い
も

の
で
は
な

い
｡
研
究
論
文
を
だ
そ
う
に
も
出
版
社
が
出
し
て
-
れ
な

い
｡

仕
方
な
-
自
費
出
版
と
い
う
形
に
な
り
'
自
分
で
売
り
さ
ば
か
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
と
い
う
状
況
で
あ
る
｡

こ
れ
で
は
'
じ

つ
-
り
と
腰
を
据
え
た

研
究
な
ど
出
来
る
は
ず
が
な
い
｡
ま
ず
は
大
学
の
教
員
の
待
遇
改
善
か
ら

始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

以
上
'

一
年
間
の
体
験
で
感
じ
た
問
題
点
を
挙
げ
て
み
た
｡

六

お
わ
り
に

近
年
'
日
本
語
教
育
に
携
わ
り
た
い
と
い
う
人
が
増
え
て
き
て
い
る
｡

し
か
し
'
海
外
で
日
本
語
教
師
を
勤
め
る
と
い
う
こ
と
は
'
い
ろ
い
ろ
な
面

で
苦
労
が
多

い
L
t
問
題
点
も
ま
だ
ま
だ
あ
る
｡
長
期
間
滞
在
す
る
に
は
'

そ
れ
な
り
の
覚
悟
が
必
要
で
あ
る
L
t
帰
国
後
の
不
安
も
多

い
と
思
う
｡

幸

い
､
筆
者
は
大
学
院
を
休
学
し
て
い
っ
た
の
で
'
帰
国
後
の
受
皿
と
い

う
点
で
は
何
の
不
安
も
な
か
っ
た
が
､
海
外
青
年
協
力
隊
の
隊
員
な
ど
は
'

二
年
間
の
任
期
を
終
え
て
帰
国
し
て
も
､
そ
こ
か
ら
先
の
職
業
の
保
証
は

何
も
な
い
の
で
あ
る
｡

中
国
で
働
-
外
国
人
の
教
師
に
は
'
大
き
-
二
種
類
の
待
遇
が
あ
る
｡

1
つ
は
'
専
門
家
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
で
t

l
月

1
五

〇
〇
元
程
度
の
給
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料
と
'
往
復
の
航
空
運
賃
が
支
給
さ
れ
る
｡
も
う

一
つ
は
'
外
国
人
教
師

と
い
う
肩
書
き
で
､
給
料
は

一
月
八

〇
〇
元
程
度
で
､
往
復
の
運
賃
は
支

給
さ
れ
な
い
｡
外
国
人
教
師
で
も
､
中
国
で
生
活
す
る
分
に
は
'
経
済
的

に
は
全
-
問
題
は
な
い
が
'
航
空
運
賃
を
差
し
引
け
ば
､
ほ
と
ん
ど
手
元

に
残
ら
な
い
｡

書
林
大
学
で
､
英
語
を
数
え
て
い
た
ア
メ
リ
カ
人
の
教
師
た
ち
は
国
か

ら
も
多
少
の
援
助
を
受
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
彼
ら
が
言
う
に
は
'
自

分
の
国
の
言
葉
を
外
国
人
に
教
え
る
と
い
う
こ
と
は
'
そ
の
国
の
人
に
と

っ
て
も
プ
ラ
ス
に
な
る
が
'
自
分
た
ち
の
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
う
と
い

う
点
で
自
国
に
と
っ
て
も
大
変
メ
リ
ッ
I
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
､
国
が
援

助
し
て
-
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
｡

日
本
も
'
今
後
､
海
外
で
日
本
語
教
育
を
進
め
て
い
-
の
で
あ
れ
ば
'
見

習
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
考
え
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

.
国
内

の
日
本
語
教
育
機
関
に
し
て
も
'
ま
だ
日
本
語
教
師
が
職
業
と

し
て
確
立
し
て
い
な
い
状
態
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

今
後
､
多
-
の
留
学
生
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
､
国
が

し

っ
か
り
と
し
た
体
制
を
整
え
る
こ
と
に
積
極
的
に
取
り
組
む
必
要
が
あ

ろ
､つ
｡
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