
対
話
的
授
業
論
ー
ー
ー
理
論
的
考
察
の
た
め
の
メ
モ

今
、
千
葉
茨
城
教
授
学
の
会
で
は
、
塚
本
幸
男
先
生
を
中
心
と

し
て
、
「
小
説
的
／
対
話
的
授
業
論
」
と
呼
ん
で
い
る
授
業
観
が

開
発
さ
れ
て
い
る
。
塚
本
先
生
を
中
心
と
し
た
関
係
者
の
メl
ル

の
や
り
と
り
を
ま
と
め
た
『
小
説
的
な
授
業
へ
の
対
話
』
全
五
巻

（
塚
本
他
二
O

一
一
な
ど
）
も
、
塚
本
先
生
に
よ
っ
て
発
刊
さ
れ

た
。
『
事
実
と
創
造
』
誌
上
で
も
、
以
前
（
古
川
他
二O
一
一
月

二
O

一
一
b

）
そ
の
一
部
を
掲
載
し
た
こ
と
が
あ
る
。
研
究
者
と

し
て
の
私
も
こ
の
授
業
観
の
開
発
に
関
与
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で

こ
の
授
業
観
に
つ
い
て
、
あ
く
ま
で
も
メ
モ
と
い
う
形
で
は
あ
る

が
、
今
の
時
点
で
の
研
究
者
と
し
て
の
私
の
考
え
方
を
ま
と
め
て

お
き
た
い
。

最
初
に
い
く
つ
か
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。

ま
ず
名
称
に
つ
い
て
。
今
の
と
こ
ろ
こ
の
授
業
観
に
は
「
小
説

的
／
対
話
的
」
と
い
う
よ
う
に
二
つ
の
名
前
が
つ
い
て
い
る
。
塚

本
先
生
は
「
小
説
的
」
と
い
う
ヰ
一
一
口
葉
を
使
い
、
私
や
他
の
一
部
実

践
者
た
ち
は
「
対
話
的
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
塚
本

先
生
が
な
ぜ
「
小
説
的
」
と
い
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
私
な
り
の

幽踊酔4』圃・

日
川
書4
・
b

措

授
学
の
会
の
実
践
者
た
ち
が
斎
藤
喜
博
に
学
び
な
が
ら
お
こ
な
っ

て
き
た
実
践
と
そ
の
検
討
の
積
み
重
ね
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
斎
藤
教
授
学
の
発
展
形
で
あ
る
。
例
え
ば

「
対
話
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
と
斎
藤
教
授
学
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
私
自
身
『
子
ど
も
の
学
び
教
師
の
学
び
』
（
宮
崎
二
O
O
九
）

で
明
ら
か
に
し
た
つ
も
り
だ
。

た
だ
し
対
話
的
授
業
論
は
、
斎
藤
教
授
学
の
中
に
閉
じ
鑑
も
ろ

う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
優
れ
た
実
践
か
ら
も
学

ぼ
う
と
す
る
。
斎
藤
教
授
学
は
日
本
の
実
践
者
た
ち
が
日
本
の
学

校
と
い
う
土
壌
の
中
で
努
力
し
て
作
り
だ
し
て
き
た
実
践
知
だ

が
、
同
じ
土
壌
の
中
で
他
の
実
践
者
た
ち
も
優
れ
た
実
践
を
作
り

だ
し
て
き
て
い
る
。
斎
藤
教
授
学
以
外
の
実
践
に
も
斎
藤
教
授
学

と
通
じ
る
普
遍
性
が
あ
る
は
ず
で
、
そ
れ
を
学
ぶ
こ
と
は
実
践
者

た
ち
の
知
恵
と
し
て
の
教
授
学
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に
す
る
は
ず

だ
。
大
事
な
こ
と
は
斎
藤
教
授
学
の
。
顕
彰
タ
で
は
な
く
、
教
授

学
的
な
知
を
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
授
業
自
体
を
豊
か
に
し
て

い
く
こ
と
だ
。

な
お
つ
い
で
に
い
っ
て
お
く
。
先
に
述
べ
た
対
話
的
授
業
論
が

技
法
を
目
指
す
と
い
う
よ
り
は
授
業
観
で
あ
る
、
と
述
べ
た
が
、

斎
藤
教
授
学
自
体
が
単
な
る
技
法
の
提
案
な
の
で
は
な
く
、
授
業

観
の
、
そ
し
て
子
ど
も
と
教
師
の
学
習
観
の
提
案
な
の
だ
。
斎
藤

教
授
学
を
、
「
優
れ
た
教
師
に
よ
る
優
れ
た
授
業
の
作
り
方
」
と

寸
志
苧
ゆ
え
に
あ

9
1グ

め.31f
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宮
崎
清
孝

推
測
が
あ
り
、
そ
れ
は
後
で
述
べ
る
。
そ
れ
を
先
取
り
し
て
ち
ょ

っ
と
い
っ
て
お
く
と
、
塚
本
先
生
は
（
こ
れ
は
実
践
者
と
し
て
当

然
な
が
ら
）
授
業
の
展
開
の
仕
方
に
つ
い
て
も
強
い
関
心
が
あ
り
、

そ
れ
に
対
し
て
研
究
者
と
し
て
の
私
は
子
ど
も
や
教
師
の
学
習
観

に
よ
り
関
心
が
あ
る
。
そ
の
違
い
が
、
名
称
の
違
い
の
一
つ
の
理

由
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
（
な
お
、
以
下
は
私
自
身
の
メ
モ

と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
「
対
話
的
授
業
論
」
と
い
う
名
称
を
使

う
こ
と
と
す
る
）
。

た
だ
し
そ
う
だ
と
い
っ
て
、
塚
本
先
生
た
ち
の
探
求
が
授
業
の

展
開
の
仕
方
の
技
術
、
方
法
の
定
式
化
を
目
指
す
も
の
で
な
い
こ

と
は
い
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
探
求
さ
れ
て
い

る
の
は
、
技
法
、
手
法
で
は
な
く
、
よ
り
豊
か
な
授
業
観
で
あ
り
、

よ
り
豊
か
な
子
ど
も
と
教
師
の
学
習
観
な
の
だ
。
そ
の
点
に
つ
い

て
は
、
塚
本
先
生
に
し
て
も
私
に
し
て
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。

次
に
斎
藤
教
授
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
。
対
話
的
授
業
論
は
斎

藤
喜
博
全
集
を
読
む
こ
と
か
ら
作
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
新
し

い
考
え
方
も
た
く
さ
ん
出
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
千
葉
茨
城
教

J

ち
1
1
H

’

j
u

－
－
、
司

h
u
υ

ー

同
一
視
す
る
の
は
、
斎
藤
喜
博
の
思
想
の
嬢
小
化
で
あ
る
。

さ
て
、
以
下
で
は
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
「
対
話
的
授
業

論
」
に
つ
い
て
、
い
わ
ば
キ
ー
ワ
ー
ド
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
で
、

現
在
の
時
点
で
の
私
の
考
え
を
ま
と
め
て
お
く
。

一
、
E
R
8
4
3
a
g
g位
。
冒
と
対
話

C
コ
穴
コ0
5
、
『d
g
c
o
ω
己
O
コ

キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
目
は
、
口
口
町
5
4
g
D
ロ
虫
色O
ロ
だ
。
こ
れ

は
私
自
身
の
造
語
、
だ
が
、
千
葉
茨
城
教
授
学
の
会
で
開
発
し
て
き

た
「
総
合
学
習
」
の
授
業
の
作
り
方
を
検
討
す
る
中
で
生
ま
れ
て

き
た
。
『
総
合
学
習
は
思
考
力
を
育
て
る
』
（
宮
崎
二O
O

五
）
の

中
に
詳
し
く
書
い
た
が
、
一
口
に
言
え
ば
「
教
師
も
答
え
を
知
ら

な
い
（
E
R
M
O
d
g）
聞
い
」
で
あ
り
、
探
求
的
な
授
業
を
お
こ

な
う
と
き
に
は
子
ど
も
と
教
師
が
こ
の
性
格
を
持
っ
た
聞
い
を

共
有
す
る
こ
と
が
必
要
だ
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
の
典
型
は
、

佐
久
間
勝
彦
に
よ
る
「
店
っ
て
何
、
だ
ろ
う
」
の
授
業
で
の
聞
い
だ
。

「
店
っ
て
何
？
」
と
い
う
、
一
見
大
人
は
む
ろ
ん
、
子
ど
も
で
も

答
え
ら
れ
る
よ
う
な
聞
い
が
、
探
求
し
て
い
く
と
よ
く
分
か
ら
な

く
な
る
。
そ
れ
が
さ
ら
な
る
探
求
を
招
き
、
ま
た
探
求
の
中
で
、
「
タ

ク
シ
ー
は
店
か
？
」
「
病
院
は
店
か
？
」
と
い
っ
た
新
し
い
聞
い

が
出
て
く
る
。

9 



だ
が
、
こ
の
間
い
を
き
ち
ん
と
正
確
付
け
よ
う
と
す
る
と
な
か

な
か
難
し
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
何
年
か
の
千
葉
茨
城

教
授
学
の
会
に
お
け
る
「
対
話
的
授
業
論
」
の
発
展
に
伴
っ
て
、

そ
の
性
格
付
け
が
さ
ら
に
進
展
し
て
き
た
。
ま
ず
、
単
に
教
師
が

答
え
を
知
ら
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

教
師
が
、
知
っ
て
い
る
つ
も
り
（
す
ぐ
分
か
る
こ
と
が
で
き
る

つ
も
り
）
だ
っ
た
が
、
そ
の
答
え
を
（
だ
け
で
は
な
く
て
そ
も

そ
も
そ
の
聞
い
の
存
在
を
、
あ
る
い
は
そ
の
間
い
の
意
義
を
、
知

ら
な
か
っ
た
聞
い
、

と
い
う
形
に
言
い
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、

子
ど
も
と
と
も
に
探
求
し
て
い
る
と
、
教
師
に
と
っ
て
も
（
答

え
を
、
そ
の
存
在
を
、
そ
の
意
義
を
）
知
ら
な
い
、
深
い
新
し
い

聞
い
が
、
見
え
て
く
る
、

も
の
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
す
る
と
、
ロ
ロ
’

E
5
4
5
告2
位
。
ロ
が
対
話
を
通
し
た
探
求
的
授
業
と
深
く
関
わ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
し
て
き
た
の
だ
。

こ
こ
で
、
対
話
的
授
業
と
い
う
も
の
を
、
あ
く
ま
で
も
第
一
歩

と
し
て
簡
単
に
特
徴
づ
け
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。

一

ゆ
る
学
校
で
の
「
勉
強
」
の
世
界
の
話
し
だ
。
現
実
の
世
界
で
は
、

「
分
か
っ
た
」
で
終
わ
る
こ
と
は
少
な
い
。
特
に
科
学
で
は
、
あ

る
こ
と
が
分
か
る
こ
と
で
、
新
し
い
聞
い
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
多

い
。
最
近
の
例
で
い
え
ば
、
ヒ
ツ
グ
ス
粒
子
が
ど
う
や
ら
発
見
さ

れ
、
こ
れ
で
宇
宙
を
統
一
的
に
説
明
す
る
大
理
論
で
あ
る
「
標
準

理
論
」
の
最
後
の
謎
が
解
け
た
。
だ
が
そ
れ
で
終
わ
り
で
は
な
く
、

次
に
は
標
準
理
論
で
も
歯
が
立
た
な
か
っ
た
「
暗
黒
物
質
」
に
つ

い
て
、
ヒ
ッ
グ
ス
粒
子
と
の
関
係
を
探
る
と
い
う
問
い
が
出
て
く

る
、
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
れ
を
図
式
化
す
る
と
、

分
か
ら
な
い
（
あ
る
問
い
）
↓
（
探
求
）

↓
分
か
っ
た
l

（
正
解
）
↓
新
し
い
問
い

5ラ伊

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
こ
の
図
式
だ

と
、
探
求
は
あ
る
方
向
へ
と
直
線
的
に
進
ん

で
い
く
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
は
、
上
の
よ

う
な
図
式
で
考
え
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
あ
る
問
題
領
域
に
対
し
て
、

あ
る
問
い
（
間
い
こ
が
分
か
る
と
、
そ
れ

と
は
別
の
方
向
か
ら
の
聞
い
が
出
て
き
て

（
問
い
二
、
聞
い
三
：
：
：
）
、
多
方
面
か
ら
探

求
が
お
こ
な
わ
れ
、
多
面
的
に
分
か
っ
て
い

同 u I'll ＇終止れii• 、の備』ih

1"1• 、 2

＂＇日L 、 1

llll• 、 3

10 

教
材
を
巡
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
が
、
子
ど
も
と
教
師
が
、

い
ろ
な
見
方
を
関
わ
ら
せ
、
考
え
を
深
め
て
い
く
授
業
。 しミ

ろ

子
ど
も
と
教
師
が
、
共
に
探
求
す
る
中
で
、
い
ろ
い
ろ
な
見
方

を
関
わ
ら
せ
て
い
く
と
き
に
、
教
師
に
と
っ
て
も
予
想
し
て
い
な

か
っ
た
問
い
が
生
ま
れ
て
く
る
、
と
い
う
わ
け
な
の
だ
。

探
求
と
は
何
か

だ
が
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
は
、
「
探
求
」
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
と
い
う

の
も
、
「
探
求
」
と
い
う
と
ま
ず
思
い
つ
く
の
が
、
下
の
図
の
よ

う
に
「
答
え
を
探
す
」
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
だ
と

己
口
町
凶od司
ロ
門
官
。
一
回
位
。
ロ
が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
の
が
は
っ
き
り

し
な
い
。

分
か
ら
な
い
（
あ
る
聞
い
）
↓
（
探
求
）
↓
分
か
っ
た
！
（
正
解
）

こ
の
プ
ロ
セ
ス
が
探
求
の
流
れ
の
基
本
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
だ
。
た
だ
し
、
「
分
か
っ
た1

（
正
解
こ
を
ひ
た
す
ら
求
め
、

そ
れ
が
得
ら
れ
れ
ば
お
し
ま
い
、
と
い
う
流
れ
だ
け
が
切
り
離
し

て
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
、
典
型
的
に
は
受
験
勉
強
な
ど
、
い
わ

‘‘
mib

--‘
73dgb 

bze 

く
、
と
い
う
過
程
と
し
て
、
探
求
を
考
え
て
み
た
い
。
と
り
わ
け
、

対
話
的
な
探
求
と
い
う
場
合
に
は
、
最
初
自
分
が
持
っ
た
問
い
か

け
と
は
違
う
方
向
か
ら
の
、
思
い
も
よ
ら
な
い
新
し
い
聞
い
が
、

他
者
の
助
け
を
借
り
て
創
ら
れ
て
い
き
、
自
分
の
考
え
と
は
ま
っ

た
く
違
う
新
し
い
発
見
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
く
、
と
い
う
過
程
に
な
る
だ
ろ
う
。

特
に
、
こ
れ
は
後
の
説
明
を
先
取
り
し

た
話
し
に
な
る
が
、
聞
い
と
答
え
と
し
て

対
話
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
き
、
上
の
よ
う

な
形
で
新
し
い
聞
い
が
発
見
さ
れ
る
だ
ろ

、
ハ
ノ
。

？与え l
(''tl 待”｝-r 
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問
い
一
に
対
し
て
、
答
え
一
が
正
答

と
し
て
あ
る
と
し
よ
う
。
そ

こ
で
あ
る
人
が
、
問
い
を
出

し
た
人
に
と
っ
て
見
当
違

い
、
誤
答
、
珍
答
と
感
じ
ら

れ
る
答
え
二
を
出
し
た
、
と

し
よ
う
。
答
え
二
が
問
い
一

と
同
じ
直
線
上
に
な
く
、
角

度
が
つ
い
て
い
る
の
は
、
こ

れ
が
問
い
一
に
対
し
て
は
今

正
答
ψ

で
は
な
い
こ
と
を
示

11 
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し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
答
え
二
が
誤
答
で
は
な
く
、
実

は
上
の
図
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
問
題
領
域
に
対
す
る
聞
い
こ
と

い
う
新
し
い
聞
い
が
あ
り
、
答
え
こ
は
聞
い
一
に
対
し
て
は
誤
答

珍
答
で
も
、
聞
い
二
に
対
し
て
は
正
解
で
あ
る
、
と
い
う
場
合

が
あ
る
の
だ
。
聞
い
一
を
出
し
た
人
間
に
と
っ
て
は
、
答
え
二

を
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
み
る
こ
と
で
、

最
初
に
は
そ
の
存
在
に
す
ら
気
が
つ
か
な
か
っ
た
新
し
い
聞
い

二
（
日
持8
4
g
s
c
g
gロ
）
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
。
探
求
は
、

こ
の
よ
う
に
対
話
と
し
て
の
聞
い
と
答
え
の
中
で
は
、
対
話
者
の

一
見
誤
答
珍
答
か
ら
も
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二
、
三
項
関
係

キ
ー
ワ
ー
ド
の
二
つ
目
は
「
三
項
関
係
」
で
あ
る
。
対
話
の
関

係
を
真
に
理
解
す
る
た
め
に
は
（
さ
ら
に
い
え
ば
対
話
だ
け
で
は

な
く
、
独
話
的
な
関
係
で
あ
っ
て
も
）
、
対
話
は
対
話
を
す
る
こ

者
間
だ
け
の
関
係
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
二
者
が
そ
れ
ぞ
れ

に
関
わ
る
第
三
項
を
含
め
て
理
解
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

対
話
に
つ
い
て
の
理
論
で
は
、
後
に
で
て
く
る
パ
フ
チ
ン
を
含
め
、

な
ぜ
か
こ
の
こ
と
が
明
確
に
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
対

話
の
構
造
を
正
し
く
捉
え
る
た
め
に
は
、
こ
れ
は
絶
対
に
必
要
だ
。

ち
な
み
に
発
達
心
理
学
の
分
野
で
は
、
幼
児
が
対
象
を
回
り
の

こ
と
を
忘
れ
な
い
で
お
こ
う
。
例
え
ば
過
去
の
自
分
と
の
対
話
と

い
う
場
合
だ
。
つ
ま
り
「
自
己
内
対
話
」
で
あ
る
。

授
業
の
場
合
で
い
う
と
、
こ
の
三
項
関
係
は
ま
ず
は
な
に
よ
り

も
子
ど
も
l

教
師
｜
教
材
の
聞
に
成
立
す
る
。
上
に
述
べ
た
「
世

界
と
関
わ
る
参
加
者
」
同
士
の
聞
の
関
係
と
は
、
こ
の
場
合
に
即

し
て
も
っ
と
具
体
的
に
い
う
と
、
例
え
ば
教
師
が
「
教
材
を
通
し

て
子
ど
も
を
理
解
す
る
」
「
子
ど
も
を
通
し
て
教
材
を
理
解
す
る
」
、

と
い
う
こ
と
が
そ
の
一
つ
の
表
れ
だ
。

斎
藤
喜
博
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
彼
の
授
業
に

つ
い
て
の
基
本
的
な
特
徴
付
け
に
な
る
。

「
教
材
と
教
師
と
子
ど
も
の
聞
に
矛
盾
が
起
こ
り
、
対
立
と
か

衝
突
・
葛
藤
と
か
が
起
こ
り
、
そ
れ
を
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

教
師
も
子
ど
も
も
新
し
い
も
の
を
発
見
し
創
造
し
、
新
し
い
次
元

へ
移
行
し
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

（
斎
藤
一
九
七
O
、
一
二
八
五
頁
）

こ
れ
が
ま
さ
に
、
子
ど
も
｜
教
師
1

教
材
と
い
う
三
項
関
係
と

し
て
彼
が
授
業
を
捉
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

三
項
関
係
は
、
人
と
人
の
関
係
の
基
本
単
位
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
関

係
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
こ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
お
く
と
い
ろ
い

ご rnu司法

大
人
と
共
通
に
持
つ
中
で
自
己
を
対

象
化
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、

三
項
関
係
は
い
わ
ば
常
識
に
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
三
項
関

係
を
図
式
化
す
る
と
上
の
よ
う
に
な

る
。
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第
三
項
と
し
て
の
世
界
を
一
般
論

と
し
て
い
え
ば
、
対
話
す
る
こ
者
（
参

加
者
と
呼
ん
で
お
こ
う
）
が
そ
の
中

で
存
在
し
、
経
験
し
て
い
る
世
界
で

あ
る
。
二
者
は
、
こ
の
世
界
の
あ
る
部
分
を
共
有
し
、
ま
た
あ
る

部
分
は
共
有
し
な
い
だ
ろ
う
。
共
有
し
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
に
対
す
る
「
見
方
、
働
き
か
け
方
」
に
共
通
す
る
部
分
と
共

通
し
な
い
部
分
が
あ
る
だ
ろ
う
。
対
話
と
は
、
参
加
者
が
自
分
た

ち
の
「
世
界
に
対
す
る
働
き
か
け
方
・
見
方
」
を
関
わ
ら
せ
る
中

で
影
響
し
合
い
、
受
け
合
い
、
自
分
た
ち
の
「
世
界
に
対
す
る
働

き
か
け
方
・
見
方
」
を
変
化
さ
せ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ

の
中
で
、
共
通
す
る
部
分
が
変
化
し
た
り
、
共
有
す
る
部
分
が
変

化
し
た
り
す
る
。
つ
ま
り
、
対
話
と
は
正
確
に
い
え
ば
、
二
者
の

聞
に
で
は
な
く
、
「
世
界
と
関
わ
る
参
加
者
」
同
士
の
間
で
、
言

い
替
え
れ
ば
「
世
界
と
参
加
者
の
聞
の
関
係
」
の
聞
に
、
存
在
す
る
。

こ
の
二
者
が
、
実
は
ど
ち
ら
も
自
分
だ
、
と
い
う
場
合
も
あ
る

、
ー

ろ
役
に
立
つ
。
授
業
の
中
で
は
「
子
ど
もi
教
師
l

教
材
」
と
い
丸
事
j
h

う
関
係
が
基
本
だ
が
、
他
の
形
で
も
現
れ
る
。
例
え
ば
生
活
指
導

の
場
面
で
は
、
「
子
ど
もl
教
師
l

親
」
と
い
う
関
係
が
働
い
て

い
る
だ
ろ
う
し
、
文
学
教
材
の
読
み
取
り
で
は
「
読
者
と
し
て
の

私
L

主
人
公
L

王
人
公
を
取
り
巻
く
世
界
」
と
い
う
一
二
項
関
係
が

あ
る
だ
ろ
う
。、

パ
フ
チ
ン
と
対
話

パ
フ
チ
ン

次
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
パ
フ
チ
ン
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、

キ
ー
ワ
ー
ド
と
い
う
よ
り
は
研
究
者
と
し
て
私
が
授
業
に
つ
い
て

の
実
践
知
と
関
係
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
理
論
の
一
つ
で
あ
る
。

パ
フ
チ
ン
（
5
0
伊
お
討
）
は
ロ
シ
ア
の
文
芸
学
者
だ
が
、
今

で
は
文
芸
分
析
を
越
え
て
言
語
哲
学
、
対
話
の
哲
学
者
と
し
て
知

ら
れ
る
。
冨
0
3
0
ロ
伶
開
S
R
m
O

ロ
（5
8
）
に
よ
る
と
パ
フ
チ
ン

の
仕
事
は
四
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
が
主
と
し

て
依
拠
す
る
の
は
、
第
二
期
の
、
彼
の
著
作
で
い
う
と
「
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
l

の
詩
学
」
（
パ
ブ
チ
ン
、
一
九
九
五
）
を
代
表
と
す

る
時
期
だ
。
こ
の
時
期
に
彼
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ

l

の
小
説
を
題

材
と
し
、
主
人
公
が
作
者
の
予
想
を
超
え
て
新
し
い
も
の
を
出
し

て
く
る
こ
と
が
で
き
る
「
多
声
的
な
小
説
」
、
そ
し
て
そ
れ
を
可

13 
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能
に
す
る
「
多
声
的
な
作
者
」
の
あ
り
方
を
分
析
し
た
。
な
お
こ

こ
で
「
多
声
的
」
（
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ツ
ク
）
と
は
「
対
話
的
」
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ト
ル
ス
ト
イ
を
典
型
と
す
る
「
独
話
的

な
小
説
」
と
対
比
さ
れ
た
。

対
話
的
な
小
説
の
あ
り
方
を
、

パ
フ
チ
ン
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
作
者
の
意
識
が
他
者
の
意
識
（
つ
ま
り
主
人
公
た
ち
の
意
識
）

を
客
体
と
し
て
し
ま
う
こ
と
も
な
く
、
ま
た
彼
ら
抜
き
で
彼
ら
に

総
括
的
な
定
義
を
下
す
こ
と
も
な
い
。
（
中
略
）
作
者
の
意
識
は

客
体
た
ち
の
世
界
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
を
持
っ
た
他
者

の
意
識
を
反
映
し
、
再
現
す
る
。
し
か
も
そ
の
本
来
の
完
結
不
能

性
（
そ
こ
に
こ
そ
他
者
の
意
識
の
本
質
が
あ
る
の
だ
）
の
相
に
お

い
て
再
現
す
る
の
で
あ
る
。
」

（
パ
フ
チ
ン
一
九
九
五

一
四
O
頁
）

登
場
人
物
が
客
体
、
つ
ま
り
人
間
に
見
ら
れ
、
操
作
さ
れ
る
だ

け
の
モ
ノ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
そ
れ

ぞ
れ
の
世
界
を
持
っ
た
」
、
主
体
性
を
持
っ
た
人
間
と
し
て
現
れ

て
く
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
完
結
不
可
能
性
と
は
、
作
者

が
登
場
人
物
を
上
か
ら
目
線
で
ま
と
め
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
な

い
、
作
者
に
と
っ
て
も
意
外
な
新
し
い
こ
と
が
、
主
体
性
を
持
っ

た
登
場
人
物
か
ら
現
れ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
こ
こ
に
は
塚
本
先
生
の
小
説

の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
そ
れ
は
パ
フ
チ
ン
の
描
き
出
す
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
l

の
小
説
の
イ
メ
ー
ジ
に
非
常
に
近
い
も
の
だ
と
私
は
考

え
て
い
る
。
登
場
人
物
た
ち
が
ど
ん
ど
ん
主
体
的
に
動
き
、
そ
の

結
果
小
説
世
界
を
創
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
問
い
が
ど
ん
ど
ん
展

開
し
て
い
く
。
新
し
い
問
い
が
出
現
し
た
り
、
聞
い
の
意
味
が
ど

ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
っ
た
り
す
る
。
そ
れ
が
小
説
の
展
開
に
な
る
、

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
。

塚
本
先
生
は
最
近
『
ラ
ン
ニ
ン
グ
メ
l

ル
』
（
全
六
巻
・
私
家

版
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
ク
小
説
。
を
ま
と
め
て
い
る
。
今
述
べ

た
小
説
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
の
『
ラ
ン
ニ
ン
グ
メl
ル
』
に
よ
く

現
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、

こ
こ
で
ク
小
説
ψ
と
、
引
用
符
を
付
け
て
表
現
し

た
の
は
、
こ
れ
が
事
実
の
記
録
で
あ
っ
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し

て
の
小
説
で
は
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
は
塚
本
先
生
を
慕
っ
て
集
ま

っ
た
教
員
た
ち
が
み
ん
な
で
フ
ル
マ
ラ
ソ
ン
完
走
に
挑
ん
だ
記
録

で
あ
り
、
関
係
者
、
す
な
わ
ち
登
場
人
物
た
ち
の
メ
l

ル
や
回
想

を
編
集
し
た
も
の
だ
。
だ
が
そ
の
展
開
は
、
パ
フ
チ
ン
の
「
対
話

的
小
説
」
そ
の
も
の
だ
。

初
め
に
登
場
人
物
た
ち
が
集
ま
り
始
め
、
あ
る
世
界
が
で
き
て

く
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
聞
い
が
存
在
し
て
い
る
。
ど
ん
な

小
説
で
も
、
登
場
人
物
が
格
闘
す
る
こ
と
に
な
る
聞
い
と
の
出
会

こ
れ
に
対
し
て
独
話
的
な
小
説
は
次
の
よ
う
に
特
撒
づ
け
ら
れ

る
。
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「
こ
の
小
説
の
登
場
人
物
が
そ
こ
で
生
き
、
死
ん
で
い
く
外
部

世
界
は
、
人
物
全
員
の
意
識
に
対
し
て
客
観
的
な
関
係
に
あ
る
作

者
の
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
す
べ
て
を
取

り
込
ん
で
し
ま
う
全
知
の
作
者
の
視
野
の
中
で
見
ら
れ
、
描
か
れ

る
。
」

（
パ
フ
チ
ン
一
九
九
五

一
四
五
頁
）

こ
こ
で
は
登
場
人
物
は
、
作
者
の
手
の
ひ
ら
の
外
に
出
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
登
場
人
物
は
、
作
者
に
す
べ
て
理
解
さ
れ
て
い
て
、

新
し
い
こ
と
は
何
も
生
み
出
せ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
小
説
論
が
、
小
説
論
と
し
て
成
り
立
ち
う
る
の

か
？
対
話
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
小
説
に
お
い
て
は
不
可
能

だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
議
論
は
あ
る
。
だ
が
私
は
、
小
説
論
と
し
て

で
は
な
く
、
授
業
論
と
し
て
考
え
る
場
合
、
こ
の
二
つ
の
対
比
の

中
に
あ
る
「
対
話
的
小
説
」
論
が
、
対
話
的
な
授
業
論
を
考
え
る

と
き
に
非
常
に
役
に
立
つ
と
考
え
る
の
だ
。

塚
本
の
小
説
的
と
い
う
こ
と

こ
こ
で
塚
本
先
生
の
「
小
説
的
授
業
論
」
で
の
「
小
説
的
」
と

., ,, 

い
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
小
説
世
界
が
立
ち
上
が
る
の
だ
。
は
じ

め
に
存
在
す
る
こ
の
間
い
は
、
後
々
明
ら
か
に
な
る
ク
小
説
タ
の

中
の
主
要
な
聞
い
（
塚
本
先
生
の
授
業
論
で
は
、
そ
れ
を
「
究
極

の
問
い
」
と
呼
ん
で
い
る
）
に
実
は
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
が
、

最
初
は
そ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
展
開
の
中

で
、
だ
ん
だ
ん
「
主
要
な
聞
い
H

究
極
の
聞
い
」
が
何
で
あ
る
の

か
、
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

『
ラ
ン
ニ
ン
グ
メl
ル
』
の
中
で
は
、
最
初
の
聞
い
は
み
ん
な

で
フ
ル
マ
ラ
ソ
ン
を
走
ろ
う
、
と
い
う
挑
戦
な
の
だ
が
、
展
開
す

る
中
で
だ
ん
だ
ん
こ
れ
が
、
実
は
よ
り
大
き
な
聞
い
H

究
極
の
聞

い
に
つ
な
が
っ
て
い
て
、
さ
ら
に
い
え
ば
そ
の
一
つ
の
現
れ
、
メ

タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
こ
こ
で
の
究
極
の
聞
い

が
何
で
あ
る
か
あ
く
ま
で
も
私
の
理
解
し
た
限
り
で
い
え
ば
、
そ

れ
は
「
教
師
と
し
て
、
現
実
の
世
界
で
あ
る
学
校
の
中
で
、
生
き

て
い
く
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
と
い
、
つ
も
り
だ
。

『
ラ
ン
ニ
ン
グ
メl
ル
』
が
展
開
す
る
中
で
、
こ
の
究
極
の
聞

い
（
あ
る
い
は
こ
の
小
説
の
「
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
」
と
い
っ
た
方

が
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
）
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
現
れ
て

い
き
、
そ
れ
を
通
し
て
明
確
に
な
っ
て
い
く
。
あ
る
休
職
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
る
先
生
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
そ
れ
が
か
な
り
明
確
に

な
っ
て
い
る
部
分
だ
し
、
若
手
ラ
ン
ナ
ー
た
ち
の
恋
愛
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
、
よ
り
脇
筋
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
こ
の
究
極
の
問
い
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つ1

の
一
つ
の
表
れ
だ
。
一
見
、
関
係
者
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ

ー
ド
が
メ
ー
ル
の
形
で
放
り
込
ま
れ
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
見
え

る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
脇
筋
と
な
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が

究
極
の
聞
い
の
具
現
化
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
あ
る
主
要
な
問
い
（
究
極
の
聞
い
、
ラ
イ
ト
モ

チ
ー
フ
）
が
最
初
か
ら
存
在
す
る
が
、
初
め
は
ぼ
ん
や
り
し
て
お

り
、
そ
れ
が
い
ろ
い
ろ
な
脇
と
も
思
え
る
多
数
の
道
筋
を
経
な
が

ら
、
だ
ん
だ
ん
そ
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
、
と
い
う
の
が
、

塚
本
の
「
対
話
的
小
説
」
観
だ
ろ
う
。
そ
し
て
塚
本
先
生
に
と
っ

て
授
業
と
は
そ
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
最

初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
私
の
パ
フ
チ
ン
理
解
に
基
づ
く
対
話
的
授

業
論
に
比
べ
る
と
、
小
説
の
、
ひ
い
て
は
授
業
の
展
開
の
仕
方
に

よ
り
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
『
ラ
ン
ニ
ン
グ
メ
l

ル
』
は
一
面
確
か
に
事
実
の
報

告
に
ク
過
ぎ
な
い
。
の
だ
が
、
し
か
し
同
時
に
塚
本
と
い
う
作
者

が
い
て
、
そ
の
「
対
話
的
な
作
者
」
と
し
て
の
働
き
が
あ
っ
て
始

め
て
成
立
し
た
作
品
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
て
お
き

た
し
。

仮
に
、
塚
本
が
み
ん
な
で
や
る
マ
ラ
ソ
ン
を
企
画
し
（
こ
れ
も

作
者
の
仕
事
の
一
つ
で
は
あ
る
の
だ
が
）
、
『
ラ
ン
ニ
ン
グ
メ
l

ル
』

に
描
か
れ
た
よ
う
に
実
行
し
、
そ
の
中
で
そ
こ
に
描
か
れ
た
い
ろ

い
ろ
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
実
際
に
起
こ
り
、
メ
ー
ル
が
や
り
と
り
さ

パ
フ
チ
ン
理
論
で
授
業
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
私
は
教
師

を
作
者
と
し
て
、
子
ど
も
を
主
人
公
と
し
て
考
え
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
人
が
他
に
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
般
論

と
し
て
い
う
と
こ
の
当
て
は
め
方
が
研
究
者
の
間
で
は
ど
う
も
評

判
が
悪
い
。
子
ど
も
を
主
人
公
と
す
る
、
と
い
う
の
が
、
子
ど
も

の
主
体
性
を
無
視
し
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。
対
話
的
な
主
人

公
は
そ
う
で
な
い
は
ず
、
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
通
じ
な
い
（
つ

ま
り
パ
フ
チ
ン
理
論
を
使
っ
て
い
て
も
、
理
解
し
て
い
な
い
？
）
。

こ
こ
で
口
当
た
り
の
い
い
理
論
は
、
子
ど
も
も
含
め
「
み
ん
な
が

作
者
」
、
と
い
う
も
の
で
、
協
働
的
な
作
者
論
と
い
う
。

だ
が
私
は
、
こ
れ
を
採
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
授
業
が
対
話

的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
一
義
的
に
は
教
師
に
か
か
っ
て
い
る
、

そ
の
意
味
で
、
教
師
に
は
責
任
が
あ
る
、
と
考
え
る
か
ら
だ
。
つ

ま
り
教
師
は
、
責
任
あ
る
倫
理
的
な
主
体
で
あ
る
。

こ
の
点
を
強
調
し
て
い
た
の
は
、
第
一
期
の
パ
フ
チ
ン
で
あ
る
。

彼
は
、
作
者
の
仕
事
と
し
て
、
登
場
人
物
を
聴
く
こ
と
で
、
登
場

人
物
に
一
個
の
ま
と
ま
り
を
与
え
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
挙
げ

て
い
る
。
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
は
、
英
訳
で
は
目
的
旬
。
ロ
目

的
号
忌
司
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
に
は
、
「
応
答
可
能
性
」

と
い
う
意
味
と
「
責
任
」
と
い
う
こ
つ
の
意
味
が
あ
る
。
「
応
答

す
る
こ
と
で
、
他
者
を
実
現
す
る
責
任
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
な

の
だ
。

れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
塚
本
が
一
つ
の
形
に
ま
と
め
な
け
れ
ば
、

『
ラ
ン
ニ
ン
グ
メ
l

ル
』
は
な
か
っ
た
。
現
実
に
も
の
と
し
て
な

か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
あ
っ
た
聞
い
の
一
つ
一

つ
が
、
そ
し
て
そ
れ
が
関
係
し
合
っ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
し
て
そ

れ
が
一
つ
の
「
究
極
の
聞
い
」
の
具
現
化
で
あ
る
こ
と
が
、
明
ら

か
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
そ
う
な
の
だ
。
塚
本
が
、
実

際
に
生
じ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
メ
l

ル
の
意
味
を
聴
き
取
り
、
そ
れ

を
文
章
化
す
る
中
で
関
係
づ
け
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
そ
こ
に
聞

い
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
だ
。

そ
の
こ
と
で
問
題
が
塚
本
に
と
っ
て
も
明
確
に
な
り
、
そ
の
結

果
、
塚
本
の
側
か
ら
の
新
た
な
、
よ
り
意
図
的
な
働
き
か
け
（
メ

ー
ル
で
あ
っ
た
り
、
相
談
で
あ
っ
た
り
、
新
た
な
企
画
で
あ
っ
た

り
）
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
（
こ
れ
も
作
者
の

仕
事
だ
）
。
ま
た
文
章
を
送
ら
れ
た
参
加
者
た
ち
が
そ
れ
を
読
み
、

ま
た
新
た
な
塚
本
の
働
き
か
け
を
受
け
て
、
新
し
い
思
い
や
行
動

を
発
し
て
い
く
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
塚
本
の
対
話
的

な
小
説
の
対
話
的
な
登
場
人
物
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
。
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四
、
対
話
的
な
作
者
と
し
て
の
教
師

作
者
と
し
て
の
教
師

パ
フ
チ
ン
の
話
し
に
戻
る
。

切
1自

た
だ
し
、
こ
の
時
期
の
パ
フ
チ
ン
は
、
ま
だ
対
話
的
な
作
者
と
・
ぃ
前
川
パ
初
場

独
話
的
な
作
者
の
区
別
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
概

念
を
、
そ
の
ま
ま
対
話
的
な
作
者
の
仕
事
と
し
て
考
え
る
こ
と
は

難
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
倫
理
的
な
主
体
と
し
て
作
者
を

捉
え
る
捉
え
方
は
、
授
業
に
お
け
る
教
師
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て

は
有
効
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

実
は
、
自
由u
g
a
σ庄
司
（
と
英
訳
さ
れ
た
パ
フ
チ
ン
の
言
葉
）
は
、

第
二
期
に
な
る
と
、
ロ
シ
ア
語
と
し
て
は
そ
れ
に
よ
く
似
た
別

の
言
葉
に
変
化
し
、
そ
れ
は
英
語
で
は
包
門
町
内
的
印
玄
々
と
訳
さ
れ

て
い
る
。
日
本
語
で
は
「
宛
名
性
」
だ
。
「
言
葉
は
、
常
に
誰
か

に
向
け
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。
パ

フ
チ
ン
を
用
い
た
我
々
の
研
究
の
世
界
で
は
、
パ
フ
チ
ン
の
「
対

話
性
」
と
い
う
こ
と
で
こ
の
こ
と
が
指
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
私

か
ら
見
る
と
、
間
違
い
で
は
な
い
が
、
別
に
取
り
立
て
て
い
う
ほ

ど
の
こ
と
で
も
な
い
、
と
感
じ
ら
れ
る
。
パ
フ
チ
ン
の
対
話
論
を
、

些
末
で
平
板
な
も
の
へ
と
変
え
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
私
は
こ
の
見

解
よ
り
も
踏
み
込
ん
だ
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キl
の
詩
学
」
で
使
わ

れ
て
い
る
意
味
で
対
話
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
と

も
か
く
と
し
て
、
m
w仏
骨
何
回m
z
qと
い
う
概
念
の
背
後
に
、
倫
理

的
責
任
に
つ
な
が
る
日
告
8

印
笠
腎
吋
と
い
う
概
念
が
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
パ
フ
チ
ン
の
真
意
を
探
ろ
う
と
す
る
と
き
重
要
だ
と

回
品
、
つ
。
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作
者
は
ど
の
よ
う
に
し
て
対
話
的
な
作
者
に
な
る
か

パ
フ
チ
ン
は
、
作
者
が
対
話
的
な
作
者
に
な
る
た
め
に
二
つ
の

道
筋
が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
対
話
的
な
教
師
に
な
る
た
め
に
も

有
効
で
あ
る
。

ま
ず
一
つ
は
、
そ
こ
で
「
対
話
が
可
能
に
な
る
舞
台
と
し
て
の

世
界
を
設
定
」
す
る
こ
と
だ
。
パ
フ
チ
ン
に
よ
る
と
、
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
は
特
に
冒
険
小
説
的
な
プ
ロ
ッ
ト
を
舞
台
と
し
て
設
定

す
る
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
と
い
う
。

「
冒
険
小
説
の
プ
ロ
ッ
ト
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
l

に
お
い
て

は
深
淵
で
先
鋭
な
問
題
提
起
性
（p
o
u
g
s
m
o
S
B
ゲ
ロE
B

仏

R
E
O

官
。
σ
－o
g

印
）
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
（
中
略
）
プ
ロ
ッ
ト

が
人
物
を
例
外
的
な
状
況
に
置
き
、
彼
の
内
面
を
開
示
し
、
挑
発

し
て
、
異
常
で
思
い
が
け
な
い
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
彼
を

他
の
人
物
た
ち
と
出
会
わ
せ
、
衝
突
さ
せ
る
。
そ
れ
は
み
な
イ
デ

エ
お
よ
び
イ
デ
エ
の
人
間
、
す
な
わ
ち
「
人
間
の
内
な
る
人
間
」

を
試
練
に
か
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

（
パ
フ
チ
ン
一
九
九
五
二
一
八
頁
）

ポ
イ
ン
ト
は
、
そ
れ
が
深
く
て
鋭
い
問
題
提
起
を
登
場
人
物

に
対
し
て
お
こ
な
い
、
登
場
人
物
を
「
例
外
的
な
状
況
に
お
き
」
、

と
い
う
こ
と
を
言
い
直
せ
ば
、
「
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
の
発
見
」

で
あ
り
、
上
記
二
つ
の
内
の
後
者
と
微
妙
に
重
な
る
。
後
者
の
方

は
、
「
子
ど
も
に
と
っ
て
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
を
発
見
す
る
」
と

い
う
こ
と
だ
か
ら
だ
。
そ
れ
と
の
違
い
は
、
こ
ち
ら
が
「
大
人
と

し
て
、
分
か
っ
て
い
た
つ
も
り
の
と
こ
ろ
（
だ
が
よ
く
考
え
て
み

る
と
分
か
ら
な
い
）
を
発
見
す
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。

特
に
、
算
数
と
か
理
科
の
よ
う
に
「
正
解
」
の
あ
る
教
科
で
は
、

大
人
と
し
て
分
か
っ
て
い
る
。
つ
も
り
。
な
の
だ
が
、
実
際
は
分

か
っ
た
。
こ
と
に
し
て
い
る
ψ
事
柄
が
す
ご
く
多
い
し
、
そ
う
い

う
と
こ
ろ
は
子
ど
も
が
（
当
然
に
も
）
蹟
く
と
こ
ろ
だ
。
そ
う
い

う
と
こ
ろ
の
発
見
は
け
し
て
簡
単
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
る
意

味
「
子
ど
も
の
立
場
で
」
教
材
を
理
解
す
る
こ
と
な
の
だ
が
、
そ

の
意
味
は
「
文
化
に
最
初
に
出
会
う
」
経
験
を
、
大
人
と
し
て
再

体
験
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
私
の
い
う
「
文
化
と
の
再
会
」

と
し
て
の
学
び
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
千
葉
茨
城
教
授
学
の
会
で
は
今
「
模
擬
授
業
」
が
教
材

研
究
の
主
た
る
や
り
方
に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
我
々

の
と
こ
ろ
だ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
私
が
最
近
一
緒
に
研
究
さ
せ

て
も
ら
っ
て
い
る
信
州
大
学
附
属
長
野
小
学
校
（
畔
上
一
康
副

校
長
）
で
も
、
先
生
た
ち
が
味
わ
う
と
い
う
や
り
方
で
教
材
を
研

究
し
て
い
る
。
こ
の
や
り
方
が
持
っ
て
い
る
重
要
な
意
味
は
は
っ

き
り
と
押
さ
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
単
に
授
業

挑
発
し
、
「
異
常
で
思
い
が
け
な
い
」
（
ス
ト
レ
ン
ジ
な
）
状
況
の

中
で
他
の
考
え
方
と
出
会
わ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
と
い
う

こ
と
だ
。
こ
れ
を
授
業
の
話
し
に
持
っ
て
く
れ
ば
、
い
う
ま
で
も

な
く
、
教
師
が
教
材
解
釈
に
よ
っ
て
B
E
0
4
8
D
E自
己
g

を
産

み
出
し
、
そ
れ
を
子
ど
も
に
明
示
し
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

斎
藤
喜
博
の
教
材
解
釈
論
を
私
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理

解
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
何
回
も
い
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ

で
は
省
略
し
よ
う
。
た
だ
、
斎
藤
流
の
教
材
解
釈
が
、
「
何
で
な

い
か
」
に
つ
い
て
は
一
言
言
っ
て
お
く
。

教
材
解
釈
、
今
流
に
い
え
ば
教
材
研
究
に
は
常
識
的
に
二
つ
の

考
え
方
が
あ
る
。
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・
教
科
教
育
論
的
に
。
教
材
に
つ
い
て
の
知
識
を
積
み
重
ね
る

0

・
発
達
心
理
学
的
に
。
子
ど
も
な
り
の
理
解
（
誤
解
・
論
理
）
を

理
解
す
る
。

特
に
後
者
が
、
「
専
門
家
と
し
て
の
教
師
」
に
と
っ
て
必
要
だ

と
い
う
非
常
に
分
か
り
ゃ
す
い
議
論
も
あ
る
。
こ
の
二
つ
が
間
違

い
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
切
な
の
だ
が
、
斎
藤

流
の
教
材
解
釈
論
は
そ
れ
を
さ
ら
に
も
う
一
歩
推
し
進
め
る
。
つ

ま
り
そ
れ
は
、
面
白
く
、
基
本
的
な
聞
い
と
し
て
の
昆
持
出O司
ロ

官
。
色
。
ロ
を
発
見
す
る
た
め
の
も
の
な
の
だ
。
「
聞
い
の
発
見
」

を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
み
る
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。

教
材
の
中
に
あ
る
お
も
し
ろ
さ
、
面
白
い
聞
い
、
そ
し
て
そ
れ
と

固
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
が
、
（
大
人
と
し
て
）
分
か
っ
た
つ

も
り
だ
が
実
は
分
か
っ
て
な
い
こ
と
を
発
見
す
る
た
め
の
場
な
の

だ
。
子
ど
も
の
分
か
り
方
（
わ
か
ら
な
さ
）
を
、
子
ど
も
と
共
通

す
る
も
の
を
多
く
持
っ
て
い
る
大
人
と
し
て
、
自
分
の
中
に
発
見

し
て
い
く
場
な
の
だ
。

教
師
の
聴
く
と
い
う
こ
と

も
う
一
つ
の
や
り
方
は
、
作
者
が
登
場
人
物
と
同
じ
土
俵
の
中

に
入
り
、
対
話
を
し
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
こ
で
大
事
な

の
は
、
登
場
人
物
を
「
聴
く
」
と
い
う
こ
と
だ
。

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
「
聴
く
」
能
力
に
富
ん
で
い
た
こ
と
に

つ
い
て
、
パ
フ
チ
ン
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
自
分
の
時
代
の
対
話
を
聞
き
取
る
天

才
的
な
能
力
を
持
っ
て
い
た
。
あ
る
い
は
も
っ
と
正
確
に
い
え
ば
、

自
分
の
時
代
を
巨
大
な
対
話
と
し
て
聞
き
、
そ
の
対
話
的
相
互
作

用
そ
の
も
の
を
捉
え
る
能
力
に
秀
で
て
い
た
。
時
代
の
支
配
的

な
、
認
知
さ
れ
た
、
大
き
な
声
、
つ
ま
り
（
公
式
の
も
の
で
あ
れ
、

非
公
式
の
も
の
で
あ
れ
）
支
配
的
で
主
導
的
な
イ
デ
エ
も
、
ま
だ

弱
い
声
、
未
だ
完
全
に
自
己
を
発
揮
し
て
い
な
い
イ
デ
エ
も
、
四
ル
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に
隠
れ
た
ま
ま
彼
以
外
の
誰
に
も
ま
だ
聞
き
取
ら
れ
て
い
な
い
イ

デ
エ
も
、
さ
ら
に
は
よ
う
や
く
成
長
を
始
め
た
ば
か
り
の
イ
デ
エ
、

す
な
わ
ち
将
来
の
世
界
観
の
匹
珠
を
も
、
彼
は
聞
き
取
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。
」

（
パ
フ
チ
ン
一
九
九
五

一
八
四
頁
）

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
と
っ
て
、
聴
く
と
は
「
よ
う
や
く
成
長

を
は
じ
め
た
ば
か
り
」
の
可
能
性
を
聴
き
取
る
こ
と
な
の
だ
。

他
方
、
授
業
に
つ
い
て
い
え
ば
、
我
々
は
こ
こ
で
何
と
い
っ
て

も
塚
本
の
指
摘
に
多
く
を
依
っ
て
い
る
。
子
ど
も
の
、
一
見
誤

っ
た
解
答
の
中
に
は
、
新
し
い
問
い
の
可
能
性
が
存
在
し
て
い

る
、
と
い
う
指
摘
だ
。
聴
く
と
は
、
そ
の
新
し
い
問
い
を
聴
き

取
る
こ
と
だ
。
そ
の
聞
い
は
新
し
く
、
教
師
に
と
っ
て
も
発
見
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
い
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
こ
れ
も
ま
た
、

5
5
0
4〈
ロ
D
5
住
吉
発
見
の
一
つ
の
道
筋
で
あ
る
。
対
話
に
お

け
る
「
聞
い
」
の
重
要
性
は
、
プ
ラ
ト
ン
と
か
に
戻
れ
ば
昔
か
ら

い
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
い
え
な
く
も
な
い
が
、
そ
れ
を
授
業
と
い

う
具
体
的
な
文
脈
の
中
で
、
新
た
に
、
魅
力
的
な
形
で
、
塚
本
は

示
し
て
く
れ
た
。

研
究
者
と
し
て
の
私
は
、
こ
こ
を
ガ
ダ
マl
（
二O
O

八
）
の
「
聞

い
と
答
え
の
弁
証
法
」
と
い
う
理
論
が
解
き
明
か
し
て
く
れ
る
と

考
え
て
い
る
。
こ
れ
を
一
口
で
言
、
っ
と
、
「
あ
る
考
え
を
理
解
す

グ
マ
ー
の
次
の
竹
哨
を
利
川
し
て
み
よ
う
“

「
あ
る
見
解
を
理
解
す
る
と
は
、
そ
れ
を
あ
る
聞
い
に
対
す
る

答
え
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」

（
ガ
ダ
マl
二
O
O
八

五
八
O
頁
）

こ
こ
で
い
う
あ
る
見
解
を
、
子
ど
も
の
あ
る
聞
い
に
対
す
る

。
誤
答
。
で
あ
る
と
し
て
み
よ
う
。
そ
し
て
、
聞
い
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
地
平
、
つ
ま
り
方
向
性
が
あ
り
得
る
こ
と
を
そ
こ
に
付
け
加

え
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
既
に
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
子
ど
も
の

ク
誤
答ψ
は
、
教
師
の
聞
い
の
地
平
か
ら
誤
り
な
の
で
あ
り
、
そ

れ
に
対
応
し
た
地
平
H

方
向
性
を
持
っ
た
問
い
の
仕
方
が
あ
る
の

だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。
教
師
が
こ
の
こ
と
に
気
が
つ
け

ば
、
子
ど
も
た
ち
の
一
見
誤
っ
た
、
あ
る
い
は
無
関
係
な
聞
い
か

ら

E
E

。
d
g
D
C
2
5ロ
を
聴
き
取
る
こ
と
が
で
き
、
対
話
を
さ

ら
に
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
塚
本
の
主
張
の
重
要
な

部
分
が
こ
の
こ
と
な
の
だ
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
子
ど
も
を
聴
く
」
と
い
う
こ
と
は
今
の
教
育
の

世
界
で
は
よ
く
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
世
界
的
に
著
名
な
例
で

は
、
美
術
教
育
で
有
名
な
イ
タ
リ
ア
の
レ
ッ
ジ
ヨ
エ
ミ
リ
ア
が
そ

れ
で
、
こ
こ
で
は
子
ど
も
を
聴
く
こ
と
が
重
要
な
原
理
の
一
つ
と

し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
事
例
で
、
ま
た
理
論
的
な

る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
あ
る
。
聞
い

ψ
に
対
す
る
答
え
と
し
て
理

解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
考
え
だ
。
そ
し
て
そ
の
。
聞

い
ψ
も
、
理
解
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
答
え
と
す
る
ク
問
い

。
を
発
見
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
つ
ま
り
「
問
い
」
と
「
答

え
」
の
無
限
の
連
鎖
を
た
ど
る
こ
と
が
何
か
を
理
解
し
よ
う
と
す

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ガ
ダ
マ
l

は
い
う
。
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「
問
う
と
い
う
こ
と
は
未
決
定
の
状
態
に
置
く
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
（
中
略
）
問
い
の
こ
の
未
決
性
は
際
限
が
な
い
も
の
で
は

な
い
。
そ
れ
は
聞
い
の
地
平
に
よ
っ
て
あ
る
仕
方
で
限
界
付
け
ら

れ
て
い
る
。
」

（
ガ
ダ
マl
二
O
O
八

五
六
二
頁
）

「
聞
い
の
地
平
」
と
は
、
ご
く
簡
単
に
い
え
ば
図
一a

で
示
し
た
よ
う
な
、
聞
い
の
持
つ
方
向
性
の
こ
と
だ
。
聞
い
の
未

決
性
が
地
平
に
よ
っ
て
限
界
付
け
ら
れ
て
い
る
と
は
、
聞
い
の
持

つ
方
向
性
に
よ
っ
て
、
そ
の
問
い
に
よ
っ
て
問
題
の
中
の
何
を
知

ろ
う
と
す
る
の
か
が
、
言
い
替
え
れ
ば
何
が
正
解
で
あ
る
の
か
が
、

決
ま
っ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
そ
れ
は
、
図
一
a

に
示

し
た
よ
う
に
、
一
見
同
じ
聞
い
で
あ
っ
て
も
、
聞
い
の
持
つ
方
向

性
が
違
う
場
合
が
あ
り
得
る
、
言
い
替
え
れ
ば
、
違
う
聞
い
で
あ

る
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
さ
ら
に
、
ガ

こ
こ
で

サ
併
で
い
わ
れ
る
の
は
、
大
人
に
よ
る
子
ど
も
の
共
略
的
な
訓
蜘

だ
。
共
感
は
、
む
ろ
ん
大
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
聞
い
の
構
造
を

踏
ま
え
た
塚
本
の
議
論
は
、
明
ら
か
に
こ
れ
ら
の
上
を
い
っ
て
い

る
。
共
感
と
い
う
と
き
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
子
ど
も
が
大
人
と

違
う
存
在
で
あ
り
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
自
覚
的
に
大
人
が
埋
め
な

け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
子
ど

も
の
一
見
の
誤
り
の
中
に
も
あ
る
種
の
正
し
さ
が
あ
る
の
だ
、
と

い
う
塚
本
の
主
張
は
、
子
ど
も
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
「
正

し
さ
」
が
可
能
性
と
し
て
あ
る
こ
と
、
共
感
と
は
、
そ
の
よ
う
な

多
様
な
可
能
性
の
共
感
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
。
以
前
私
が
使
っ
た
言
葉
で
い
え
ば
、
共
感
の
対
象
は
現
実

態
の
子
ど
も
で
は
な
く
、
可
能
態
と
し
て
の
子
ど
も
な
の
だ
。

（
早
稲
田
大
学
）
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