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「
多
文
化
間
交
渉
に
お
け
る
〈
あ
い
だ
〉
の
研
究
」（
通
称

〈
あ
い
だ
〉
研
究
会
）
レ
ポ
ー
ト

村
　
中
　
由
美
子

二
〇
一
六
年
四
月
か
ら
二
〇
一
八
年
八
月
に
か
け
て
、
共
同
研
究
会

﹁
多
文
化
間
交
渉
に
お
け
る
︿
あ
い
だ
﹀
の
研
究
﹂
が
開
催
さ
れ
た
（
一
）
。

筆
者
は
、
二
〇
一
六
年
四
月
か
ら
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
︵
Ｐ

Ｄ
︶
と
し
て
日
文
研
に
所
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
こ
の
研
究
会

に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
幸
運
に
恵
ま
れ
た
。
本
研
究
会
は
、
二
○

一
三
年
か
ら
二
〇
一
六
年
に
か
け
て
稲
賀
繁
美
氏
の
主
催
で
行
わ
れ
た

﹁
海
賊
史
観
に
お
け
る
世
界
の
再
構
築
﹂
で
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
問
題

系
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
り
、︿
あ
い
だ
﹀
研
究
会
か
ら
し
か
参
加
し

て
い
な
い
筆
者
は
本
研
究
会
レ
ポ
ー
ト
の
執
筆
者
と
し
て
甚
だ
不
十
分

で
は
あ
る
が
、
三
年
間
の
研
究
会
が
結
実
し
た
論
集
﹃
映
し
と
移
ろ
い

︱
文
化
伝
播
の
器
と
蝕
変
の
実
相
﹄︵
花
鳥
社
、
二
〇
一
九
年
︶
に

も
触
れ
つ
つ
、
本
研
究
会
の
レ
ポ
ー
ト
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

一
　
多
彩
な
参
加
者
を
通
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
化
学
反
応

私
事
で
恐
縮
だ
が
、
筆
者
は
二
〇
〇
九
年
九
月
か
ら
二
〇
一
六
年
四
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月
ま
で
ベ
ル
ギ
ー
と
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
て
お
り
、
研
究
会
参
加
の
タ

イ
ミ
ン
グ
は
フ
ラ
ン
ス
で
博
士
論
文
を
提
出
し
た
直
後
で
あ
っ
た
。
言

う
ま
で
も
な
く
彼
の
地
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
文
学
は
﹁
国
文
学
﹂
で
あ

り
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
国
文
学
研
究
機
関
と
い

う
色
合
い
の
強
い
パ
リ
第
四
︵
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
︶
大
学
で
論
文
を
提
出
し

た
︵
大
学
統
合
に
よ
り
、
現
在
で
は
第
四
と
い
う
数
字
は
消
え
て
単
に

﹁
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
﹂
と
呼
ば
れ
る
︶。
六
時
間
の
口
頭
試
問
を
経
て
無

事
に
論
文
は
受
理
さ
れ
た
が
、
審
査
員
の
一
人
で
あ
っ
た
パ
リ
四
の
名

誉
教
授
の
言
葉
が
今
で
も
脳
裏
に
焼
き
付
い
て
い
る
。
筆
者
の
論
文
は
、

作
家
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
ユ
ル
ス
ナ
ー
ル
︵
一
九
〇
三
︱
一
九
八
七
︶
が

と
く
に
戦
間
期
に
執
筆
し
た
作
品
群
を
、﹁
秩
序
へ
の
回
帰
﹂
と
呼
ば

れ
る
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
芸
術
潮
流
に
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
試
み
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
人
が
﹁
ネ
オ
・
ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
﹂
と
い
う

問
題
を
扱
う
こ
と
に
対
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
典
も
わ
か
っ
て
い
な

い
外
国
人
に
は
分
不
相
応
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ユ

ル
ス
ナ
ー
ル
は
日
本
に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
も
書
い
て
い
る
の
に
ど
う
し

て
そ
ち
ら
の
テ
ー
マ
を
選
ば
な
い
の
か
と
皮
肉
ま
じ
り
に
問
わ
れ
、
他

意
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
教
育
・
研

究
機
関
の
排
外
主
義
的
な
一
側
面
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
た
。

こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
た
筆
者
は
、
恐
れ
多
く
も
、
日
文
研
も
も
し

か
し
た
ら
パ
リ
第
四
大
学
の
日
本
版
、
つ
ま
り
国
粋
主
義
的
か
つ
排
他

主
義
的
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
。
日
本
研

究
を
志
す
外
国
人
研
究
者
が
筆
者
の
よ
う
な
思
い
を
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
危
惧
し
、
そ
う
い
う
人
が
い
た
ら
相
談
に
乗
っ
て
あ
げ
よ
う

な
ど
と
不
遜
に
も
思
い
つ
つ
、
戦
々
恐
々
と
初
回
の
研
究
会
に
参
加
し

た
。
そ
の
不
安
が
杞
憂
に
終
わ
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

本
研
究
会
は
、
各
年
度
の
前
半
に
集
中
し
て
行
な
わ
れ
、
そ
こ
に
は

毎
回
二
〇
名
ほ
ど
の
参
加
者
が
日
本
全
国
お
よ
び
海
外
か
ら
集
結
し

た
。﹁
文
学
研
究
﹂
と
い
う
枠
の
な
か
で
こ
れ
ま
で
研
究
を
続
け
て
き

た
筆
者
に
と
っ
て
、
多
士
済
々
な
顔
ぶ
れ
と
い
う
の
が
、
ま
ず
こ
の
研

究
会
の
一
番
の
魅
力
で
あ
っ
た
。
論
文
集
﹃
映
し
と
移
ろ
い
﹄
の
執
筆

者
は
総
勢
四
三
名
に
も
の
ぼ
る
。
専
門
は
美
学
、
美
術
・
芸
術
史
学
か

ら
社
会
学
、
教
育
学
、
科
学
哲
学
、
宗
教
学
、
比
較
文
学
ま
で
実
に

様
々
で
あ
り
、
美
術
館
の
学
芸
員
や
陶
芸
家
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
。︿
あ

い
だ
﹀
と
い
う
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
毎
回
広
範
な
議
論
が
繰
り
広
げ
ら

れ
る
た
め
、
つ
い
て
ゆ
く
の
も
一
苦
労
だ
っ
た
が
、
各
人
の
発
表
の
あ

と
に
稲
賀
氏
の
コ
メ
ン
ト
を
拝
聴
で
き
る
の
が
こ
の
研
究
会
の
醍
醐
味

の
ひ
と
つ
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
論
点
が
整
理
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
点
が

ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
う
る
か
と
い
う
道
筋
の
数
々
が
提
示
さ
れ
、
縦

横
無
尽
に
話
が
広
が
り
稲
賀
氏
の
博
覧
強
記
ぶ
り
に
圧
倒
さ
れ
つ
つ



99

も
、
頭
の
な
か
が
活
性
化
さ
れ
て
帰
途
に
つ
く
の
が
常
で
あ
っ
た
。
勤

務
先
大
学
で
教
育
や
校
務
を
行
い
な
が
ら
、
同
時
に
自
分
自
身
の
研
究

を
進
め
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
が
、
年
度
の
前
半
、
月
に
一
度
で
も

京
都
の
稲
賀
氏
の
研
究
会
に
集
っ
て
多
様
な
参
加
者
た
ち
と
接
す
る
こ

と
で
、
研
究
の
ベ
ク
ト
ル
を
失
わ
ず
に
い
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

二
　
能
動
で
も
受
動
で
も
な
い
、
中
動
態

―
数
々
の
研
究
発
表
の
な

か
か
ら

本
務
先
の
授
業
と
重
な
る
こ
と
も
あ
り
限
ら
れ
た
回
し
か
参
加
で
き

な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
印
象
に
残
っ
て
い
る
の

が
﹁
中
動
態
﹂
を
め
ぐ
る
二
〇
一
六
年
の
第
五
回
研
究
会
で
あ
る
。
ゲ

ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
の
森
田
亜
紀
氏
は
、
倉
敷
芸
術
科
学
大
学
で
か
つ
て

教
鞭
を
取
ら
れ
て
お
り
、
実
技
と
し
て
芸
術
を
志
す
学
生
た
ち
を
間
近

で
見
守
っ
て
こ
ら
れ
た
そ
う
だ
。
そ
の
よ
う
な
中
で
目
に
さ
れ
て
き
た

ひ
と
つ
の
作
品
が
出
来
上
が
る
と
い
う
こ
と
を
、
中
動
態
の
概
念
を
通

し
て
お
話
し
く
だ
さ
っ
た
。
制
作
者
が
﹁
つ
く
る
﹂︵
能
動
︶
の
で
は

な
く
、
な
に
か
が
﹁
つ
く
ら
れ
る
﹂︵
受
動
︶
の
で
も
な
く
、
そ
こ
に

作
品
が
﹁
現
れ
る
﹂
の
で
あ
る
。
稲
賀
氏
は
、
外
科
手
術
が
と
り
わ
け

う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
き
に
医
者
が
メ
ス
を
動
か
し
て
い
る
の
で
は
な

く
な
に
も
の
か
に
﹁
動
か
さ
れ
て
い
る
﹂
感
じ
が
す
る
ら
し
い
と
い
う

例
や
、
ご
自
身
の
合
気
道
の
ご
経
験
を
踏
ま
え
て
補
足
し
て
く
だ
さ
っ

た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。
論
文
の
執
筆
が
首
尾
よ
く
進
ん
で
い
る
と

き
や
︵
滅
多
に
な
い
︶、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
奏
者
が
一
体
と
な
っ
て
同

じ
方
向
に
向
か
っ
て
演
奏
を
進
め
て
ゆ
く
と
き
の
、
な
に
も
の
か
に
動

か
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
で
も
そ
の
力
が
何
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い

あ
の
感
覚
、
そ
れ
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
や
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
、
ラ
テ
ン

語
に
見
出
さ
れ
る
中
動
態
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
に
目
が
開
か
れ
る

思
い
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
態
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
や
ド
イ
ツ
語
の
再

帰
動
詞
︵
代
名
動
詞
︶
に
そ
の
名
残
が
見
ら
れ
る
し
、
日
本
語
で
も

﹁
山
が
見
え
る
﹂
と
言
う
。
な
ぜ
中
動
態
に
惹
か
れ
た
の
か
と
い
う
と
、

実
際
的
な
理
由
が
あ
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
年
、
筆
者
は
東
京

都
内
の
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
言
語
を
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
大
学
で
、
ア

ラ
ビ
ア
語
や
中
国
語
を
専
攻
す
る
学
生
た
ち
に
第
二
・
第
三
外
国
語
と

し
て
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
て
い
た
。
代
名
動
詞
は
教
え
に
く
い
。
動
詞

の
活
用
に
な
じ
み
の
な
い
学
生
に
と
っ
て
は
そ
れ
だ
け
で
も
一
苦
労
な

の
に
、
な
ぜ
再
帰
代
名
詞
ま
で
く
っ
つ
い
て
く
る
の
か
？
筆
者
は
、
中

動
態
の
概
念
を
学
生
た
ち
に
滔
々
と
披
瀝
し
た
。
彼
ら
は
一
様
に
ぽ
か

ん
と
し
た
表
情
を
し
て
い
た
が
、
こ
と
ば
の
勉
強
を
続
け
る
な
か
で
、

言
語
の
体
系
の
な
か
に
人
間
の
営
み
の
あ
り
よ
う
が
刻
ま
れ
た
こ
の
一

例
を
い
つ
か
思
い
出
し
て
く
れ
た
ら
と
願
う
。
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ま
た
、
こ
の
中
動
態
は
様
々
な
広
が
り
を
持
つ
。
稲
賀
氏
は
、
論
集

第
六
部
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
で
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
に
言
及
し
て
い
る
。
ア

レ
ン
ト
が
﹁
犯
罪
に
︿
仕
方
な
く
同
意
す
る
﹀
態
度
を
、
強
要
さ
れ
た

暴
力
へ
の
屈
服
で
は
な
く
、
同
意
の
︿
意
志
﹀
表
明
だ
と
す
る
判
断
を

示
し
た
﹂
こ
と
に
対
し
て
、
稲
賀
氏
は
﹁
彼
女
は
意
志
と
責
任
に
よ
っ

て
構
築
さ
れ
る
べ
き
社
会
正
義
︵
な
い
し
神
学
的
理
論
と
し
て
の
善
︶

の
理
想
を
手
放
さ
な
い
が
た
め
に
、
敢
え
て
︿
不
本
意
な
同
意
﹀︵
と

い
う
曖
昧
で
﹁
無
責
任
な
態
度
﹂︶
を
、
犯
罪
行
為
か
ら
免
責
し
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
︿
不
本
意
な
同
意
﹀

と
は
ま
さ
に
中
動
態
的
な
態
度
で
あ
る
。
責
任
を
﹁
取
る
﹂
で
も
な
く

責
任
を
﹁
負
う
﹂
で
も
な
い
そ
の
︿
あ
い
だ
﹀、
白
黒
つ
け
る
こ
と
な

く
中
立
的
な
立
場
で
物
事
を
判
断
す
る
こ
と
は
中
動
態
的
で
あ
る
と
言

え
そ
う
だ
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
名
詞«hôte»

は
、
主
人
と
客
人
の
両
方
を

示
す
。
主
人
と
客
人
は
逆
の
関
係
だ
が
、
主
人
で
あ
る
人
も
と
き
に
は

客
人
に
な
る
し
、
客
人
だ
っ
た
人
が
主
人
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
二
項

対
立
と
し
て
考
え
て
い
る
二
つ
の
要
素
が
、﹁
主
客
転
倒
﹂
と
い
う
言

葉
も
あ
る
よ
う
に
、
ひ
っ
く
り
返
っ
た
り
、
実
は
対
立
し
た
二
項
で
は

な
か
っ
た
り
、
補
完
し
合
っ
た
り
す
る
よ
う
な
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。

三
　 「
翻
訳
」
に
つ
い
て

―
筑
波
大
学
で
の
研
究
会
（E

A
JS

、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
日
本
研
究
協
会
）
に
参
加

で
は
、
翻
訳
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。﹃
映
し
と
移
ろ
い
﹄
第
六

部
で
、
片
岡
真
伊
氏
は
ア
ン
ガ
ス
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
み
た
英
訳
版
﹃
細

雪
﹄
最
後
の
二
行
か
ら
﹁
能
動
・
受
動
の
二
元
論
を
越
え
る
契
機
﹂、

つ
ま
り
﹁︿
中
動
態
﹀
と
も
い
う
べ
き
様
相
﹂
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い

る
。
彼
女
の
論
考
は
以
下
の
よ
う
に
始
ま
る
：﹁
あ
る
小
説
が
異
な
る

言
語
に
翻
訳
さ
れ
る
と
き
、
翻
訳
の
原
典
は
ど
の
よ
う
に
映
さ
れ
、
ま

た
移
植
先
の
言
語
へ
と
移
ろ
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
あ
る
作
家
が
、

そ
の
小
説
の
翻
訳
に
触
れ
る
時
、
作
家
は
い
か
な
る
要
素
に
発
想
源
を

見
出
す
の
だ
ろ
う
か
。﹂
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
英
語
圏
に
お
い
て
川

端
康
成
、
谷
崎
潤
一
郎
、
三
島
由
紀
夫
と
い
っ
た
日
本
人
作
家
の
著
作

が
次
々
と
英
訳
出
版
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
作
家
、
ア
ン
ガ
ス
・
ウ
ィ

ル
ソ
ン
は
英
訳
さ
れ
た
﹃
細
雪
﹄
の
最
後
の
二
文
に
、
西
洋
の
小
説
に

は
見
ら
れ
な
い
滑
稽
さ
を
読
み
取
り
、
行
き
詰
ま
り
を
迎
え
て
い
た
西

洋
的
な
小
説
の
型
を
打
破
す
る
契
機
を
そ
こ
に
見
出
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
読
ん
だ
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｇ
・
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ

カ
ー
に
よ
る
英
訳
で
は
、
そ
の
部
分
に
お
い
て
主
語
の
取
り
違
え
が
あ

る
上
、
小
説
中
の
和
歌
を
一
行
空
け
た
上
で
改
行
し
、
さ
ら
に
イ
タ

リ
ッ
ク
で
記
す
と
い
う
原
文
と
は
異
な
る
表
記
が
取
ら
れ
て
い
た
。
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ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
﹃
細
雪
﹄
に
読
み
取
っ
た
、
西
洋
の
小
説
に
は
な
い

﹁
異
質
性
﹂
と
は
、
翻
訳
の
過
程
で
生
じ
た
原
文
と
の
差
異
に
立
脚
し

た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
片
岡
氏
は
説
得
的
に
論
証
し
て
い

る
。
本
稿
か
ら
、
翻
訳
と
い
う
事
象
を
研
究
対
象
と
す
る
際
、
元
の
テ

ク
ス
ト
と
、
翻
訳
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
︿
あ
い

だ
﹀、
す
な
わ
ち
翻
訳
中
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
向
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
重
要
な
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
研
究
会
が
出
発
点
と
な
り
、
片
岡
氏
、
ゴ
ウ
ラ
ン
ガ
・
チ
ャ
ラ

ン
・
プ
ラ
ダ
ン
氏
︵
日
文
研
機
関
研
究
員
︶
と
筆
者
で
パ
ネ
ル
を
組

み
、
二
〇
一
九
年
九
月
一
四
日
か
ら
二
日
間
に
渡
っ
て
開
催
さ
れ
た
第

三
回E

A
JS

日
本
会
議
で
発
表
を
行
っ
た
。
パ
ネ
ル
の
タ
イ
ト
ル
は

﹁
翻
訳
を
通
し
て
日
本
文
学
を
読
む

︱
世
界
文
学
と
し
て
の
日
本
文

学
へ
の
三
つ
の
視
座
﹂
で
あ
り
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
サ
ン
ト
と
し
て
稲
賀
氏

に
も
ご
登
壇
い
た
だ
い
た
。
明
治
時
代
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
か

け
て
、
日
本
文
学
が
ど
の
よ
う
に
紹
介
、
受
容
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
、

ま
た
そ
の
作
品
の
翻
訳
の
過
程
や
、
受
入
地
で
の
文
化
的
背
景
に
応
じ

て
受
容
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
っ
た
か
等
に
つ
い
て
、
ゴ
ウ
ラ
ン
ガ

氏
が
﹃
方
丈
記
﹄
の
受
容
と
バ
ジ
ル
・
バ
ン
テ
ィ
ン
グ
作“C

hom
ei 

at Toyam
a ”

を
、
村
中
が
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
﹃
源
氏
物
語
﹄

の
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
ユ
ル
ス
ナ
ー
ル
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
に
お

け
る
受
容
を
、
片
岡
氏
が
﹃
細
雪
﹄
英
訳
出
版
に
お
け
る
タ
イ
ト
ル
変

遷
の
過
程
を
題
材
に
論
じ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
発
表
を
通
じ
て
翻
訳
を
め

ぐ
る
諸
問
題
が
浮
か
び
上
が
り
、
今
後
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
検
討
を
進
め

る
つ
も
り
で
あ
る
。

︿
あ
い
だ
﹀
研
究
会
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
専
門
領
域
の
異
な
る

個
々
の
研
究
者
の
︿
あ
い
だ
﹀
が
つ
な
が
り
、
そ
れ
を
契
機
に
あ
ら
た

な
︿
あ
い
だ
﹀
が
生
み
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
前
述
の
フ
ラ
ン
ス

人
名
誉
教
授
に
、
ぜ
ひ
こ
の
研
究
会
の
こ
と
を
報
告
し
た
い
。

︵
白
百
合
女
子
大
学
講
師
／
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
二
〇
一
九
年
度
共
同
研
究
員
︶

︵
一
︶
本
レ
ポ
ー
ト
の
執
筆
後
、
二
〇
二
〇
年
二
月
一
六
日
か
ら
一
七
日
に

か
け
て
と
り
ま
と
め
研
究
会
、
ま
た
初
日
に
花
鳥
社
の
編
集
者
で
あ
る
大

久
保
康
雄
氏
を
お
迎
え
し
て
論
集
の
出
版
記
念
会
が
行
な
わ
れ
、
盛
況
で

あ
っ
た
こ
と
を
追
記
す
る
︵
二
〇
二
〇
年
二
月
一
八
日
記
︶。




