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■
目
標

■
追
跡

①

外
国
語
学
校
に
英
会
話
を
習
い
に
行
く
と
、
し
ば
し
ば
外
国
人
の
教
師
に
、「
英
語
で
」
日
本
の
文

化
や
社
会
に
つ
い
て
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
と
き
、
私
た
ち
は
実
に
定
型
的
な
言

葉
づ
か
い
で
自
国
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
自
分
に
気
づ
く
。

ま
あ
、
あ
ん
ま
り
凝
っ
た
構
文
単
語
も
使
え
な
い
し
ね
（
笑
）。
そ
う
い
う
問
題
で
も
な
い
か
。

②

経
験
の
あ
る
方
も
多
い
だ
ろ
う
が
、
「
英
語
」
で
日
本
社
会
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
と
、
私
た
ち

は
好
む
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
自
動
的
に
「
欧
米
か
ら
見
た
日
本
社
会
に
つ
い
て
の
固

定
観
念
」（
集
団
主
義
、
個
性
を
抑
圧
す
る
教
育
、
創
造
性
の
欠
如
、
巧
妙
な
「
も
の
ま
ね
」、
ア
メ
リ
カ

追
随
、
ア
ジ
ア
蔑
視
…
…
）
を
語
っ
て
し
ま
う
。
と
い
う
の
は
、
日
本
を
「
外
か
ら
」
冷
た
く
突
き
放
し

て
批
判
的
に
コ
メ
ン
ト
す
る
英
語
の
フ
レ
ー
ズ
は
ど
ん
ど
ん
湧
き
出
て
く
る
の
に
、
そ
の
反
対
に
、
欧
米

の
人
々
が
見
逃
し
て
い
る
こ
と
、
気
づ
い
て
い
な
い
こ
と
の
う
ち
に
も
「
す
ば
ら
し
い
も
の
」
が
あ
る
の

だ
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
の
言
い
回
し
が
私
た
ち
の
貧
弱
な
英
語
語
彙
の
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い

か
ら
で
あ
る
。

正
確
に
は
、「
「
欧
米
か
ら
見
た
日
本
社
会
に
つ
い
て
の
固
定
観
念
」
と
日
本
語
話
者
が
想
像
し
て
い
る

固
定
観
念
。

さ
て
、
問
い
は
、「
欧
米
の
人
々
が
見
逃
し
て
い
る
こ
と
、
気
づ
い
て
い
な
い
こ
と
の
う
ち
に
も
「
す

ば
ら
し
い
も
の
」
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
の
言
い
回
し
が
私
た
ち
の
貧
弱
な
英
語
語

彙
の
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
」
の
は
、
ど
う
し
て
？
と
い
う
こ
と
。
勉
強
が
足
り
な
い
か
ら
？

③

で
も
、
そ
れ
が
当
然
な
の
だ
。

④

私
た
ち
は
英
会
話
の
レ
ッ
ス
ン
を
通
じ
て
、
英
語
圏
の
人
々
が
日
常
的
に
繰
り
返
す
ス
ト
ッ
ク
フ
レ

ー
ズ
を
暗
記
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
う
や
っ
て
私
た
ち
は
、
英
語
圏
の
人
々
に
固
有
の
価
値
観
や
美
意
識
を
身

体
化
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
英
語
的
な
発
想
法
や
世
界
の
切
り
取
り
方
を
身
体
に
刷
り
込
む
と
い
う

の
が
、「
英
語
が
使
え
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
英
語
を
使
っ
て
、「
英
語
話
者
に

は
見
え
な
い
事
象
」
、「
英
語
話
者
が
こ
れ
ま
で
一
度
と
し
て
言
語
化
し
た
こ
と
が
な
い
概
念
」
を
語
る
と

い
う
こ
と
は
、
読
解
問
題
１
き
わ
め
て
困
難
な
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
企
て
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
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な
る
ほ
ど
。
あ
る
言
語
体
系
に
は
、
そ
の
言
語
体
系
固
有
の
世
界
の
切
り
取
り
方
（
分
節
の
仕
方
、
分

け
方
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
学
習
済
み
だ
。
英
語
で
は
「
ホ
ッ
ト
／
ウ
ォ
ー
タ
ー
」
と
二
語
で
い
う
と
こ
ろ
、

日
本
語
で
は
「
お
ゆ
」
と
一
語
で
い
う
。「
み
ず
」
と
分
節
さ
れ
、
別
の
何
も
の
か
と
し
て
名
づ
け
ら
れ

る
「
お
ゆ
」。
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
ち
ょ
っ
と
ホ
ッ
ト
な
ヤ
ツ
と
い
う
呼
び
方
と
は
違
う
価
値
を
帯
び
て
い
る
、

そ
の
「
お
ゆ
」
に
、
日
本
列
島
の
住
人
は
首
ま
で
浸
か
る
こ
と
を
好
む
。
「
冬
の
お
ゆ
は
、
ご
ち
そ
う
で

、
、

す
」
っ
て
表
現
し
て
み
よ
う
と
し
て
も
、
ホ
ッ
ト
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
飲
む
の
が
ご
ち
そ
う
な
の
か
、
こ
い

つ
ら
は
！
と
し
か
な
ら
な
い
か
も
。
…
…
と
か
ね
。

読
解
問
題
１
「
き
わ
め
て
困
難
な
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
企
て
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
か
。

☆
傍
線
部
延
長
。
な
ぜ
→
ど
の
よ
う
に
＝
過
程
の
説
明
。
指
示
内
容
の
補
い
。

「
そ
う
で
あ
る
以
上
、
英
語
を
使
っ
て
、「
英
語
話
者
に
は
見
え
な
い
事
象
」
、「
英
語
話
者
が
こ
れ
ま
で

一
度
と
し
て
言
語
化
し
た
こ
と
が
な
い
概
念
」
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
な
、
ほ
と
ん
ど

不
可
能
な
企
て
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。」

「
こ
う
こ
う
こ
う
い
う
過
程
を
経
て
い
る
の
で
、
英
語
話
者
が
言
語
化
し
た
こ
と
が
な
い
概
念
を
語
る

こ
と
は
で
き
な
い
。」

ほ
と
ん
ど
本
文
の
語
句
の
つ
な
ぎ
合
わ
せ
で
で
き
る
。

【
解
答
例
】
英
語
学
習
者
は
、
英
語
圏
の
人
々
が
日
常
的
に
繰
り
返
す
言
い
回
し
を
覚
え
、
英
語
的
な
発

想
法
や
世
界
の
切
り
取
り
方
を
身
体
に
刷
り
込
む
こ
と
で
英
語
を
話
せ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
中
に
は
、

英
語
話
者
が
言
語
化
し
た
こ
と
が
な
い
概
念
は
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
。

こ
れ
を
元
に
、
短
く
し
た
け
れ
ば
す
れ
ば
い
い
。
次
の
よ
う
な
表
現
を
使
っ
て
も
い
い
。

「
英
語
の
言
い
回
し
を
覚
え
、
使
う
こ
と
は
、
英
語
的
な
発
想
に
（
自
分
の
）
発
想
を
限
定
す
る
こ
と
だ

か
ら
。」

⑤

そ
れ
は
英
語
に
堪
能
に
な
り
、
英
語
的
発
音
、
英
語
的
表
情
、
英
語
的
身
ぶ
り
が
自
動
化
し
て
く
る

に
つ
れ
て
、
「
英
語
の
語
彙
に
な
い
概
念
」
や
「
英
語
圏
で
は
記
号
化
さ
れ
て
い
な
い
事
象
」
を
語
ろ
う

と
す
る
意
欲
が
急
速
に
減
退
し
て
く
る
経
験
に
通
じ
て
い
る
。

「
そ
れ
」
＝
欧
米
か
ら
見
た
日
本
社
会
に
つ
い
て
の
固
定
観
念
を
語
っ
て
し
ま
う
こ
と
。
→
英
語
の
語

彙
に
あ
る
概
念
し
か
語
ろ
う
と
思
わ
な
く
な
る
。
で
は
、
英
語
で
語
る
と
き
、
英
語
の
語
彙
に
な
い
概
念

は
、
自
分
の
中
か
ら
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
？

⑥

｢

他
者
の
言
葉
」
と
は
中
性
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
で
は
な
い
。「
他
者
の
言
葉
」
は

そ
の
つ
ど
す
で
に
「
他
者
の
精
神
」
を
受
肉
し
て
い
る
。「
他
者
の
言
葉
」
を
借
り
て
語
る
こ
と
は
「
他
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者
の
精
神
」
を
内
面
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
そ
の
言
葉
」
を
借
り
て
語
る
こ
と
は
「
そ
の
精
神
」
を
内
面
化
＝
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
。
言
葉

は
精
神
を
帯
び
る
。
こ
の
よ
う
に
一
般
化
で
き
る
な
ら
、
英
語
に
限
ら
ず
、
新
た
な
言
葉
を｢

マ
ス
タ
ー
」

す
る
こ
と
は
、
そ
の
言
葉
が
帯
び
て
い
る
精
神
を
自
分
に
乗
り
移
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
べ
ら
ん
め
え
」
で
し
ゃ
べ
れ
ば
江
戸
っ
子
の
、
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
で
し
ゃ
べ
れ
ば
、
沖
縄
の
精
神
が
内

面
化
す
る
っ
て
こ
と
だ
な
。

⑦

そ
れ
は
私
た
ち
自
身
が
日
常
的
に
経
験
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
怒
り
」
の
感
情
は

「
怒
り
」
の
表
情
や
怒
号
を
必
ず
随
伴
す
る
。
声
を
荒
立
て
、
表
情
を
険
し
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
怒
り

の
感
情
が
い
っ
そ
う
高
揚
す
る
こ
と
を
私
た
ち
は
知
っ
て
い
る
。
怒
り
の
感
情
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
が

表
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
外
形
的
な
「
怒
り
の
演
技
」
を
通
じ
て
、「
怒
り
の
感
情
」
が
内
面
に
食
い

込
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。

言
葉
か
ら
、
さ
ら
に
一
般
化
さ
れ
て
い
る
。
言
葉
（
声
）
は
、
表
情
・
怒
号
（
身
体
反
応
、
外
形
）
に

対
応
す
る
。
そ
う
い
え
ば
、
英
語
に
な
る
と
、
日
本
語
の
時
に
は
し
な
い
、
手
振
り
を
つ
け
た
く
な
る
ね
。

表
情
の
動
か
し
方
、
声
の
出
し
方
も
英
語
っ
ぽ
く
な
る
。Really?
っ
て
い
う
と
き
と
、「
ほ
ん
ま
か
？
」

と
い
う
と
き
と
、
声
の
高
さ
も
ち
ゃ
う
よ
な
。
英
語
っ
ぽ
い
演
技
の
と
き
、
内
面
も
英
語
っ
ぽ
く
な
る
。

悲
し
い
演
技
を
す
る
と
、
内
面
も
悲
し
く
な
る
。
逆
じ
ゃ
な
い
、
と
筆
者
は
い
う
。

こ
れ
は
、
心
理
学
的
に
も
証
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
筆
者
の
思
い
つ
き
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
新
生
児

は
保
護
す
る
人
の
微
笑
み
を
反
射
的
に
マ
ネ
す
る
こ
と
（
外
面
）
を
通
じ
て
、
そ
の
後
、
微
笑
み
に
対
応

す
る
内
面
を
獲
得
す
る
。（
だ
か
ら
、
ヤ
バ
い
と
き
、
ま
ず
微
笑
ん
で
み
れ
ば
、
気
分
は
お
ち
つ
く
。
こ
れ
は
や
っ
て
み
る
価
値
あ

り
。）

⑧

私
た
ち
は
あ
る
日
、
自
分
の
子
供
に
向
か
っ
て
、
読
解
問
題
２
か
つ
て
私
た
ち
の
父
母
が
私
た
ち
自

身
に
向
か
っ
て
告
げ
た
の
と
同
じ
言
葉
を
、
同
じ
表
情
と
同
じ
身
ぶ
り
、
同
じ
苛
立
ち
と
同
じ
満
た
さ
れ

な
さ
を
通
じ
て
語
っ
て
い
る
自
分
自
身
を
発
見
す
る
。
そ
の
と
き
に
私
た
ち
は
親
た
ち
の
価
値
観
や
美
意

識
が
す
で
に
抜
き
が
た
く
血
肉
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
愕
然
と
す
る
の
で
あ
る
。

あ
あ
、
そ
れ
で
そ
う
な
る
の
ね
。
母
語
は
、
親
か
ら
学
ぶ
。
そ
の
と
き
、
言
葉
を
学
ん
で
い
る
だ
け
で

は
な
く
て
、
表
情
や
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
、
そ
し
て
、
そ
の
内
面
（
価
値
観
、
も
の
の
考
え
方
）
も
引
き
継
い

で
し
ま
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
よ
い
も
の
も
、
悪
い
も
の
も
。

読
解
問
題
２
「
か
つ
て
私
た
ち
の
父
母
が
私
た
ち
自
身
に
向
か
っ
て
告
げ
た
の
と
同
じ
言
葉
を
、
同
じ
表

情
と
同
じ
身
ぶ
り
、
同
じ
苛
立
ち
と
同
じ
満
た
さ
れ
な
さ
を
通
じ
て
語
っ
て
い
る
自
分
自
身
を
発
見
す
る
」

と
あ
る
が
、
な
ぜ
か
。
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☆
な
ぜ
か
→
プ
ロ
セ
ス
の
説
明
。
こ
こ
ま
で
の
理
屈
を
、
父
母
の
ケ
ー
ス
に
あ
て
は
め
れ
ば
い
い
。

●
一
般
的
に
、「
外
形
の
模
倣
」
→
「
内
面
化
」。

●
言
語
も
、「
言
葉
の
模
倣
」
→
「
精
神
の
内
面
化
」。

●
父
母
の
言
語
の
模
倣
→
父
母
の
精
神
の
模
倣
。

こ
の
三
段
階
を
説
明
す
れ
ば
い
い
。
本
文
の
言
葉
を
つ
な
い
で
、
ざ
く
ざ
く
っ
書
く
と
、

【
解
答
例
１
】
外
形
的
な
「
怒
り
の
演
技
」
を
通
じ
て
、「
怒
り
の
感
情
」
が
内
面
に
食
い
込
ん
で
く
る

の
と
同
じ
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
、
言
葉
の
模
倣
と
習
得
を
通
じ
て
、
そ
の
言
葉
に
固
有
の
価
値
観
や
美
意
識
が

内
面
化
さ
れ
る
。
父
母
か
ら
言
葉
を
習
得
す
る
場
合
も
、
そ
の
模
倣
を
通
じ
て
、
親
た
ち
の
価
値
観
や
美

意
識
を
い
つ
の
ま
に
か
内
面
化
し
、
反
復
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
。

短
く
す
る
に
は
？

言
語
の
部
分
、
父
母
に
関
す
る
部
分
に
焦
点
を
当
て
直
し
て
。

【
解
答
例
２
】
言
葉
を
ま
ね
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
言
葉
に
伴
う
感
情
や
考
え
方
が
内
面
化
さ
れ
る
の

で
、
子
ど
も
た
ち
も
親
の
言
葉
を
ま
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
親
の
言
葉
に
伴
っ
て
い
た
感
情
を
い
つ
の
ま

に
か
内
面
化
し
て
し
ま
う
か
ら
。

も
っ
と
短
く
す
る
な
ら
、
後
半
だ
け
で
も
い
い
。

【
解
答
例
３
】
子
ど
も
は
親
の
言
葉
の
ま
ね
を
通
じ
て
、
言
葉
に
伴
っ
て
い
た
感
情
を
い
つ
の
ま
に
か
内

面
化
す
る
か
ら
。（
四
〇
字
）

｢

内
面
化
」
に
つ
い
て
は
、
傍
線
部
直
後
に
「
そ
の
と
き
に
私
た
ち
は
親
た
ち
の
価
値
観
や
美
意
識
が

す
で
に
抜
き
が
た
く
血
肉
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
い
い
か
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
使
っ
て
も
可
。

⑨

あ
る
種
の
ス
ト
ッ
ク
フ
レ
ー
ズ
の
発
語
（
「
世
の
中
、
所
詮
は
色
と
欲
だ
よ
」
と
か
「
俺
は
人
間
の

弱
さ
が
嫌
い
な
ん
だ
」
と
か
、
何
で
も
い
い
け
れ
ど
）
と
そ
の
内
的
確
信
は
同
時
的
に
生
起
す
る
。
発
語

し
な
け
れ
ば
そ
の
よ
う
な
価
値
観
は
内
面
化
さ
れ
な
い
し
、
内
面
化
さ
れ
な
け
れ
ば
発
語
さ
れ
な
い
。
そ

し
て
、
ひ
と
た
び
そ
の
よ
う
な
ス
ト
ッ
ク
フ
レ
ー
ズ
を
口
に
し
て
し
ま
っ
た
人
間
は
も
う
二
度
と
「
そ
の

よ
う
な
言
葉
を
一
度
も
口
に
し
た
こ
と
の
な
い
人
間
」
に
は
戻
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ス
ト
ッ
ク
フ
レ
ー
ズ
と
は
、
ス
ト
ッ
ク
し
て
あ
る
フ
レ
ー
ズ
。
決
ま
り
文
句
だ
。
英
語
の
ス
ピ
ー
キ
ン

グ
で
は
、「
反
射
的
に
使
え
る
フ
レ
ー
ズ
を
ス
ト
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
」
な
ん
て
い
わ
れ
る
が
、
あ
れ
。

発
語
と
内
的
確
信
は
同
時
。
何
か
を
確
信
し
て
か
ら
、
発
語
す
る
、
と
い
う
順
番
で
は
な
く
、
口
に
し

た
瞬
間
に
、
そ
の
考
え
が
胸
に
宿
る
。
今
な
ら
、
ネ
ッ
ト
の
ど
こ
か
で
流
れ
て
い
る
よ
う
な
ス
ト
ッ
ク
フ

レ
ー
ズ
を
、
つ
い
ツ
イ
ー
ト
し
て
し
ま
っ
た
と
た
ん
、
そ
の
フ
レ
ー
ズ
が
流
れ
て
い
る
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
に
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漂
う
、
あ
る
感
じ
方
が
自
分
の
中
に
宿
る
。
ス
ト
ッ
ク
フ
レ
ー
ズ
は
ス
ト
ッ
ク
フ
レ
ー
ズ
を
呼
び
、
内
的

確
信
は
固
着
す
る
。
だ
れ
か
と

諍

い
に
な
る
と
き
を
想
像
し
て
み
て
も
い
い
。
つ
い
言
っ
ち
ゃ
っ
た
こ

い
さ
か

と
ば
が
、
感
情
を
形
成
す
る
。
後
戻
り
で
き
な
い
感
じ
に
な
っ
て
い
く
―
―

⑩

｢

あ
る
言
語
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
が
、
話
者
の
自
由
と
主
体
性
を
ど
の
よ
う
に
損
な
っ
て
い
る
の
か

を
、
そ
の
当
の
言
語
を
用
い
て
、
反
省
的
に
記
述
す
る
こ
と
は
可
能
か
？
」
と
い
う
古
典
的
な
哲
学
的
難

問
に
つ
い
て
は
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
実
に
多
く
の
哲
学
者
が
省
察
を
重
ね
て
き
た
。

ち
と
難
し
そ
う
な
言
い
回
し
。
例
え
ば
、
日
本
語
を
使
う
と
、
ど
う
し
て
も
日
本
語
特
有
の
も
の
の
考

え
方
（
信
念
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
そ
う
い
う
も
ん
や
っ
て
い
う
考
え
）
を
帯
び
て
し
ま
う
。
で
も
、
そ
れ

で
は
自
由
が
な
い
、
言
葉
に
縛
ら
れ
て
る
じ
ゃ
ん
、
と
考
え
直
し
、
日
本
語
特
有
の
も
の
の
考
え
方
じ
ゃ

な
い
考
え
方
へ
抜
け
出
し
た
い
、
そ
し
て
そ
の
場
所
か
ら
、
日
本
語
特
有
の
も
の
の
考
え
方
っ
て
ど
ん
な

の
か
、
日
本
語
を
使
っ
て
（
英
語
じ
ゃ
よ
う
言
わ
ん
の
で
（
笑
））
言
っ
て
み
た
い
―
―
そ
ん
な
こ
と
で

き
る
の
？

い
ろ
ん
な
哲
学
者
が
そ
の
問
い
を
考
え
て
き
た
と
い
う
の
だ
。

ぼ
く
ら
は
言
語
の
外
に
出
ら
れ
る
の
か
？

⑪

私
た
ち
は
必
ず
や
「
す
で
に
存
在
す
る
言
葉
」
の
中
に
生
ま
れ
て
く
る
。

⑫

私
は
日
本
語
話
者
で
あ
る
が
、
こ
の
言
語
学
的
環
境
を
私
は
自
分
で
選
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
私
の
思
考
や
経
験
の
様
式
は
、
私
が
現
に
用
い
て
い
る
日
本
語
に
よ
っ
て
深
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
私
自
身
の
思
考
が
日
本
語
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
制
約
さ
れ
て
い
る
の
か
を
問
う
と
き

で
さ
え
も
、
私
は
そ
の
反
省
を
「
私
自
身
の
思
考
を
制
約
し
て
い
る
当
の
日
本
語
」
を
用
い
て
し
か
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
根
っ
こ
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
言
葉
を
使
っ
て
思
考
す
る
、
と
い

う
事
実
が
あ
る
。
逆
に
い
う
と
、
言
葉
を
使
っ
て
し
か
思
考
で
き
な
い
。
言
葉
の
限
界
が
、
思
考
の
限
界

だ
。
数
学
も
、
自
然
言
語
で
は
な
い
が
、
言
語
の
一
種
で
あ
る
。
自
然
数
と
四
則
計
算
の
概
念
し
か
知
ら

な
い
者
に
は
、
そ
の
範
囲
内
の
数
学
的
思
考
し
か
で
き
な
い
。
自
然
言
語
、
特
に
母
語
は
、
わ
れ
わ
れ
の

の
思
考
の
限
界
線
を
示
す
。

⑬

こ
の
「
出
口
の
な
い
」
ル
ー
プ
の
中
に
私
た
ち
は
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
閉
じ
ら
れ
た
存
在

の
仕
方
の
元
型
を
私
た
ち
は
プ
ラ
ト
ン
が
『
国
家
』
で
引
い
た
「
洞
窟
の
比
喩
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
、
有
名
。
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
で
、
ア
ニ
メ
化
し
た
動
画
が
見
ら
れ
る
。
見
て
み
る
と
い
い
。

⑭

洞
窟
の
中
に
生
ま
れ
、
手
足
を
縛
ら
れ
て
、
洞
窟
の
奥
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
「
影
絵

人
形
芝
居
」
だ
け
を
眺
め
て
育
っ
て
き
た
人
間
が
い
る
と
す
る
。
そ
の
人
は
、
影
絵
の
世
界
こ
そ
が
真
実
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の
世
界
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
、
か
り
に
無
理
に
洞
窟
の
外
に
引
き
出
さ
れ
て
現
実
の
陽
光
を

示
さ
れ
て
も
、
眩
し
く
眼
は
痛
み
、
陽
光
か
ら
目
を
背
け
て
、
踵
を
返
し
て
洞
窟
の
中
に
帰
ろ
う
と
す
る

に
違
い
な
い
、
と
プ
ラ
ト
ン
は
書
く
。

彼
は
、
苦
し
が
り
、
引
っ
ぱ
っ
て
い
か
れ
る
こ
と
に
苦
情
を
言
い
、
い
ざ
太
陽
の
光
の
見
え
る
と
こ

ろ
に
来
た
と
し
て
も
、
眼
は
光
輝
に
満
た
さ
れ
て
、
い
ま
や
真
実
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、

一
つ
も
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑯

私
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
は
私
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
洞
窟
で
あ
り
、
私
た
ち
が
真
実
の
経
験
で
あ
る
と

思
い
込
ん
で
い
る
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
穴
居
生
活
に
固
有
の
「
影
絵
芝
居
」
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
だ
か

ら
と
い
っ
て
、「
地
下
の
住
居
か
ら
、
力
ず
く
で
」
誰
か
に
引
っ
ぱ
り
出
さ
れ
て
も
、
私
た
ち
に
は
そ
こ

で
輝
い
て
い
る
の
が
「
陽
光
」
で
あ
る
の
か
、
別
の
洞
窟
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
「
眩
し
い
影
絵
芝
居
」
で

あ
る
の
か
を
読
解
問
題
３
判
定
す
る
権
利
を
持
た
な
い
。

こ
の
比
喩
と
言
語
の
話
は
ど
う
結
び
つ
く
の
か
。

言
語
か
ら
出
ら
れ
な
い
＝
洞
窟
か
ら
出
ら
れ
な
い
、
が
等
式
。
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
二
文
目
以
下
を

い
い
か
え
て
み
よ
う
。
―
―
私
た
ち
が
真
実
の
経
験
（
考
え
）
で
あ
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
も
の
は
、
使

っ
て
い
る
言
語
に
特
有
の
も
の
の
考
え
方
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
母
語
の
世
界
か
ら
、
力
ず

く
で
引
っ
ぱ
り
出
さ
れ
て
も
、
私
た
ち
に
は
、
母
語
を
使
わ
な
い
生
活
を
通
し
て
見
え
る
も
の
が
、
真
実

で
あ
る
の
か
、
別
の
言
語
に
縛
ら
れ
た
、
特
有
の
も
の
の
考
え
方
な
の
か
、
結
局
は
わ
か
ら
な
い
。

⑰

お
そ
ら
く
、
心
の
弱
い
人
間
は
、
陽
光
か
ら
眼
を
そ
ら
し
て
、
も
と
の
洞
窟
に
戻
し
て
く
れ
と
泣
訴

す
る
だ
ろ
う
。
洞
窟
の
中
の
暗
闇
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
母
の
胎
内
に
も
似
た
居
心
地
の
よ
い
場
所
で
も

あ
る
か
ら
だ
。
そ
こ
に
と
ど
ま
る
限
り
、
自
分
の
見
て
い
る
も
の
が
「
現
実
」
で
あ
る
の
か
「
影
絵
」
で

あ
る
の
か
の
判
定
に
苦
し
む
必
要
も
な
い
し
、
果
た
し
て
そ
の
真
偽
を
判
定
す
る
権
利
が
自
分
に
あ
る
の

か
と
い
う
答
え
ら
れ
な
い
問
い
を
引
き
受
け
る
必
要
も
な
い
。

⑱

し
か
し
、
人
間
は
「
洞
窟
の
外
」
へ
引
き
出
さ
れ
る
と
い
う
宿
業
を
負
っ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
、

そ
の
よ
う
な
苦
痛
を
引
き
受
け
る
も
の
だ
け
が
「
人
間
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

母
の
胎
内
＝
母
語
の
中
に
留
ま
る
こ
と
は
心
地
よ
い
。
外
へ
出
る
こ
と
は
苦
痛
だ
。
外
へ
出
る
者
が
「
人

間
」
だ
、
と
筆
者
は
言
う
。
で
は
、
そ
れ
は
、
外
国
語
の
世
界
へ
い
く
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
も
一
つ
の
脱

出
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
た
ん
に
（
例
え
ば
）
英
語
と
い
う
別
の
洞
窟
の
世
界
へ
移
り
住
む
こ
と

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
そ
こ
の
「
固
定
観
念
」
が
巣
食
っ
て
い
る
。

「
影
絵
」
が
「
影
絵
」
だ
と
気
づ
く
た
め
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
の
イ
ン
ス
ト
ー
ル
を
越
え
た
、
別

の
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
母
語
と
い
う
生
活
言
語
の
体
系
の
中
で
も
、
気
づ
く
た
め
の
解
放

は
可
能
だ
ろ
う
し
、
逆
に
、
い
く
ら
外
国
語
を
習
得
し
、
異
文
化
に
身
を
置
い
た
と
し
て
も
、
臆
見
か
ら
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逃
れ
な
い
人
は
逃
れ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

ど
う
す
れ
ば
？

―
―
課
題
と
し
て
残
し
て
お
こ
う
。

読
解
問
題
３

「
判
定
す
る
権
利
を
持
た
な
い
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
か
。

問
い
を
噛
み
砕
く
。
☆
傍
線
部
延
長
。
☆
な
ぜ
→
ど
の
よ
う
に
。

「
私
た
ち
に
は
そ
こ
で
輝
い
て
い
る
の
が
「
陽
光
」
で
あ
る
の
か
、
別
の
洞
窟
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
「
眩

し
い
影
絵
芝
居
」
で
あ
る
の
か
を
判
定
す
る
権
利
を
持
た
な
い
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。

も
っ
と
か
ん
た
ん
に
し
よ
う
。

「
「
私
た
ち
」
は
「
陽
光
」
か
「
影
絵
」
か
判
定
で
き
な
い
。」
と
は
？

・
「
私
た
ち
」
＝
洞
窟
の
中
に
生
ま
れ
、
ス
ク
リ
ー
ン
の
影
絵
だ
け
を
眺
め
て
き
た
人
間
。
影
絵
の
世

界
こ
そ
が
真
実
の
世
界
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
人
間
。

・｢

陽
光
」
＝
真
実
の
世
界
。
洞
窟
の
外
の
世
界
を
知
っ
て
い
る
人
間
に
は
わ
か
る
。

・
「
影
絵
」
＝
真
実
で
は
な
い
世
界
。

こ
れ
を
当
て
は
め
て
み
る
と
、

「
洞
窟
の
中
に
生
ま
れ
、
真
実
で
は
な
い
世
界
だ
け
を
眺
め
、
そ
の
世
界
だ
け
が
真
実
の
世
界
だ
と
思

い
込
ん
で
い
る
人
間
は
、
洞
窟
の
外
の
世
界
を
知
っ
て
い
る
者
に
は
わ
か
る
真
実
の
世
界
が
、
本
当
に
真

実
な
の
か
、
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」

言
語
の
話
に
置
き
換
え
る
と
、

「
あ
る
言
語
の
世
界
に
生
ま
れ
、
そ
の
言
語
に
特
有
の
世
界
の
見
方
だ
け
が
真
実
だ
と
思
い
込
ん
で
い

る
人
間
は
、
そ
れ
以
外
の
見
方
を
知
ら
な
い
た
め
、
真
実
の
世
界
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
当
に
真
実
な

の
か
、
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」

問
い
に
合
う
よ
う
に
文
末
を
変
え
て
、

【
解
答
例
】
あ
る
言
語
の
世
界
に
生
ま
れ
、
そ
の
言
語
に
特
有
の
世
界
の
見
方
だ
け
が
真
実
だ
と
思
い
込

ん
で
い
る
人
間
は
、
そ
れ
以
外
の
見
方
を
知
ら
な
い
た
め
、
真
実
の
世
界
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
当
に

真
実
な
の
か
、
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
。

設
問
が
、
言
語
の
こ
と
と
し
て
問
う
て
い
る
の
か
、
比
喩
の
ま
ま
で
答
え
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か

不
明
。
し
か
し
、
入
試
で
は
、
ふ
つ
う
、
こ
こ
に
置
か
れ
る
問
い
は
、「
本
文
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
」
答

え
よ
、
と
な
る
。

こ
こ
で
は
、
「
私
自
身
の
思
考
が
日
本
語
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
制
約
さ
れ
て
い
る
の
か
を
問
う
と
き

で
さ
え
も
、
私
は
そ
の
反
省
を
「
私
自
身
の
思
考
を
制
約
し
て
い
る
当
の
日
本
語
」
を
用
い
て
し
か
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
問
題
意
識
に
対
す
る
答
え
と
し
て
書
い
た
。｢

洞
窟
の
中
で
、
洞
窟
自
体
、

影
絵
自
体
を
問
う
」
と
い
う
こ
と
だ
。

し
か
し
、
先
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
筆
者
の
主
張
の
方
向
性
は
、
「
出
ら
れ
る
」
に
あ
る
。
本
文
は
、

そ
こ
で
終
わ
っ
て
い
る
け
れ
ど
。
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■
読
解
問
題

１
「
き
わ
め
て
困
難
な
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
企
て
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
か
。

２
「
か
つ
て
私
た
ち
の
父
母
が
私
た
ち
自
身
に
向
か
っ
て
告
げ
た
の
と
同
じ
言
葉
を
、
同
じ
表
情
と
同
じ

身
ぶ
り
、
同
じ
苛
立
ち
と
同
じ
満
た
さ
れ
な
さ
を
通
じ
て
語
っ
て
い
る
自
分
自
身
を
発
見
す
る
」
と
あ
る

が
、
な
ぜ
か
。

３
「
判
定
す
る
権
利
を
持
た
な
い
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
か
。

●
重
要
語｢

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
＝
信
念
、
と
置
き
換
え
て
読
め
ば
意
味
が
通
じ
る
。
特
定
の
立
場
か
ら
の

信
念
（
の
体
系
）。

■
発
展
問
題

で
は
、
ど
う
や
っ
て
、
出
る
の
か
。
考
え
て
、
論
ぜ
よ
。
次
の
文
章
も
参
考
に
し
な
さ
い
。「
「
バ
カ
で

も
い
い
」
と
い
う
こ
と
ば
を
「
洞
窟
の
中
に
い
る
ま
ま
で
い
い
」
と
重
ね
て
み
な
さ
い
。

（
毎
日
新
聞

年

月

日

東
京
夕
刊
―
―
省
略
あ
り
）

2
0
1
9

2

22

１
月

日
に
亡
く
な
っ
た
作
家
、
橋
本
治
さ
ん
は
、
声
高
に
主
張
し
た
り
、
論
破
し
た
り
し
な
い
人
だ

29

っ
た
。
な
の
に
、
さ
ら
っ
と
出
て
く
る
比
喩
や
冗
談
が
聞
く
者
に
新
た
な
学
び
を
促
す
不
思
議
な
力
が
あ

っ
た
。

書
店
の
橋
本
治
追
悼
コ
ー
ナ
ー
に
は
「
バ
カ
」
と
い
う
文
字
が
目
立
つ
。「
『
バ
カ
に
バ
カ
』
っ
て
言
っ

て
も
通
じ
な
い
こ
の
国
で
」（
ち
く
ま
新
書
）「
『
バ
カ
化
す
る
世
界
』
の
正
体
」（
集
英
社
新
書
）。
い
ず

れ
も
新
書
の
帯
に
あ
る
コ
ピ
ー
だ
。
橋
本
さ
ん
が
よ
く
使
っ
た
「
バ
カ
」
と
い
う
言
葉
の
定
義
は
「
た
と

え
世
界
が
終
わ
っ
て
も
」（
２
０
１
７
年
、
集
英
社
新
書
）
に
何
度
か
出
て
く
る
。

「
バ
カ
」
と
は
〈
自
分
が
社
会
の
小
さ
な
ひ
と
コ
マ
で
、
社
会
の
上
に
乗
っ
か
っ
て
生
き
て
い
る
ん
だ

と
い
う
「
地
動
説
」
で
は
な
く
、
自
分
の
頭
の
中
で
社
会
が
回
っ
て
い
る
「
天
動
説
」
の
中
で
生
き
て
い

て
、
社
会
と
切
り
離
さ
れ
た
「
根
拠
の
な
い
自
我
」
だ
け
が
勝
手
に
膨
ら
ん
で
し
ま
っ
た
人
た
ち
〉（
一

部
略
、
以
下
同
）
を
指
す
。

自
分
を
ど
こ
ま
で
突
き
放
し
客
観
視
で
き
る
か
が
大
事
だ
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
時
代
論
が

好
き
だ
っ
た
橋
本
さ
ん
は
よ
く
、
１
９
８
０
年
代
以
降
、
自
我
が
ふ
く
ら
ん
だ
人
が
急
増
し
た
と
語
っ
て

い
た
。

集
英
社
新
書
編
集
部
長
の
樋
口
尚
也
さ
ん
に
よ
る
と
、「
橋
本
さ
ん
に
書
き
下
ろ
し
を
お
願
い
し
た
ら
、

『
世
代
も
違
い
、
言
葉
も
伝
わ
ら
な
い
人
た
ち
と
や
り
と
り
す
る
こ
と
で
自
分
の
考
え
を
整
理
し
た
い
』

と
提
案
さ
れ
た
ん
で
す
」。

橋
本
さ
ん
が
聞
き
手
の
若
い
編
集
者
の
穂
積
さ
ん
を
批
判
す
る
場
面
が
出
て
く
る
。

〈
ホ
ヅ
ミ
君
の
疑
問
の
持
ち
方
っ
て
、
あ
る
傾
向
が
あ
る
ん
だ
。
私
は
今
の
日
本
社
会
の
あ
り
方
に
文

句
言
っ
て
る
だ
け
で
、
あ
な
た
を
責
め
て
る
わ
け
で
も
な
い
。
で
も
ま
る
で
自
分
の
生
き
方
を
批
判
さ
れ
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た
み
た
い
に
「
な
ぜ
で
す
か
？
」
っ
て
来
る
じ
ゃ
ん
。
世
の
中
は
自
分
の
外
側
に
あ
っ
て
、
世
の
中
が
動

け
ば
、
自
分
も
動
く
こ
と
が
あ
る
し
、
動
か
な
い
こ
と
も
あ
る
。
ズ
レ
や
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
。
そ
れ
が
普

通
の
考
え
方
な
の
。
で
も
、
あ
な
た
は
世
の
中
と
自
分
が
シ
ン
ク
ロ
し
て
る
の
。「
世
の
中
は
そ
う
だ
け

ど
、
自
分
は
関
係
な
い
な
」
っ
て
い
う
よ
り
、「
自
分
が
こ
う
な
ら
、
世
の
中
も
こ
う
」
っ
て
い
う
考
え
。

だ
か
ら
「
世
の
中
」
が
丸
ご
と
自
分
の
頭
の
中
に
入
っ
ち
ゃ
う
の
〉

誰
か
が
「
日
本
人
批
判
」
を
展
開
す
る
と
、
「
違
う
」
と
ム
キ
に
な
っ
て
反
論
す
る
人
が
時
々
い
る
。

そ
の
人
が
批
判
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
自
分
の
こ
と
を
言
わ
れ
た
と
思
っ
て
し
ま
う
。
バ
ブ

ル
以
降
、
そ
ん
な
人
が
増
え
て
き
て
い
る
現
実
を
橋
本
さ
ん
は
「
バ
カ
」
と
い
う
言
葉
で
食
い
止
め
よ
う

と
し
た
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
。
世
の
中
で
も
国
で
も
性
別
で
も
、
自
分
が
属
し
て
い
る
「
塊
」
の
外
に

君
は
い
て
い
い
ん
だ
よ
。
塊
と
の
間
に
ズ
レ
を
感
じ
な
が
ら
、
つ
か
ず
離
れ
ず
、
斜
に
構
え
て
い
て
い
い

ん
だ
よ
、
と
で
も
言
う
よ
う
に
。

そ
れ
が
で
き
な
い
人
を
あ
え
て
「
バ
カ
」
と
呼
ん
だ
の
は
、
バ
カ
は
恥
と
い
う
感
覚
が
ま
だ
残
っ
て
い

る
と
思
っ
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。
だ
が
、
私
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
橋
本
さ
ん
は
「
で
も
も
う
、
バ
カ
は

恥
と
い
う
感
覚
さ
え
も
日
本
人
か
ら
消
え
つ
つ
あ
る
」
と
こ
ぼ
し
て
い
た
。

１
５
年
７
月
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
橋
本
さ
ん
は
、
無
知
が
笑
い
の
タ
ネ
に
な
る
風
潮
を
こ
う
話
し
て
い

た
。「

テ
レ
ビ
の
場
合
、
『
物
を
知
ら
な
い
人
が
笑
え
て
面
白
い
』
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
た
の
は
８
０
年
代

で
す
か
ら
、
バ
ブ
ル
と
と
も
に
み
な
バ
カ
に
な
っ
た
と
考
え
れ
ば
間
違
い
な
い
で
す
ね
。
貧
乏
と
闘
う
知

恵
と
教
養
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
『
バ
カ
じ
ゃ
な
い
の
』
っ
て
言
う
人
が
増
え
て
き
た
こ
ろ
で
す
」

ド
ラ
マ
で
も
漫
画
で
も
父
親
の
存
在
感
が
消
え
、
戦
後
派
の
文
学
が
売
れ
な
く
な
り
、
軽
薄
短
小
と
言

わ
れ
た
時
代
。
人
は
な
ぜ
「
バ
カ
で
も
い
い
」
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
橋
本
さ
ん
の
答
え
は
こ
う

だ
。「

一
種
の
許
し
で
し
ょ
。
勉
強
で
き
な
い
っ
て
こ
と
で
抑
え
つ
け
ら
れ
て
萎
縮
し
て
い
た
人
が
、『
そ

れ
で
い
い
じ
ゃ
な
い
か
』
と
な
っ
た
ん
で
す
よ
」
。
急
激
な
変
化
に
見
え
る
の
は
経
済
が
影
響
し
て
い
る
。

「
す
ご
く
簡
単
な
話
だ
と
思
い
ま
す
。
バ
カ
の
方
が
数
が
多
い
か
ら
、
バ
カ
を
相
手
に
し
た
方
が
商
売
に

な
る
ん
で
す
。
絶
対
そ
う
だ
と
思
う
。
映
画
を
見
て
も
大
人
が
見
る
映
画
っ
て
ど
ん
ど
ん
な
く
な
っ
た
じ

ゃ
な
い
で
す
か
。
あ
ん
ち
ゃ
ん
と
ね
ー
ち
ゃ
ん
の
恋
物
語
か
へ
ん
て
こ
り
ん
な
陰
湿
な
話
し
か
な
い
っ
て

い
う
、
そ
う
い
う
の
を
好
む
人
が
多
い
ん
で
す
」

そ
こ
ま
で
言
う
と
橋
本
さ
ん
は
話
を
「
恥
」
の
方
に
移
し
た
。

「
物
を
知
ら
な
い
と
み
ん
な
が
幸
せ
に
な
れ
る
っ
て
い
う
と
ん
で
も
な
い
風
潮
が
で
き
あ
が
っ
た
も
ん

で
、
か
つ
て
日
本
社
会
に
あ
っ
た
恥
の
文
化
が
も
う
な
い
ん
で
す
。
町
を
歩
い
て
い
る
人
が
マ
イ
ク
を
突

き
つ
け
ら
れ
て
、
と
ん
で
も
な
い
間
違
い
を
言
っ
て
も
平
気
で
笑
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
あ
れ
を

見
る
と
、
恥
っ
て
の
は
こ
の
国
に
な
く
な
っ
た
ん
だ
な
っ
て
思
い
ま
す
よ
」

世
の
中
、
ど
う
す
れ
ば
良
く
な
る
か
と
い
う
私
の
問
い
に
橋
本
さ
ん
は
こ
う
答
え
た
。

内田樹「他者の言葉」
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「
（
知
性
を
重
ん
じ
な
い
）
短
絡
し
た
方
向
に
や
け
く
そ
に
な
っ
て
行
く
か
、
ち
ょ
っ
と
待
て
よ
っ
て

踏
み
こ
た
え
て
、
今
ま
で
の
こ
と
を
も
う
い
っ
ぺ
ん
考
え
直
さ
な
き
ゃ
っ
て
方
向
に
行
く
か
で
す
ね
」


