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太
田
先
生
は
大
学
生
の
時
に
異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
興
味
を
持
ち
、高
校
の
英
語
教
師
を
経
て
 

ア
メ
リ
カ
に
５
年
間
留
学
。コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
の
博
士
号
を
取
得
し
ま
し
た
。
 

ア
メ
リ
カ
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
は
社
会
で
生
か
さ
れ
、政
府
か
ら
成
果
が
期
待
さ
れ
る
ほ
ど
学
問
と
し
て
 

パ
ワ
ー
が
あ
る
の
に
対
し
、日
本
で
は
ま
だ
新
し
い
分
野
で
研
究
者
の
活
躍
の
場
は
限
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
 

今
後
は
、メ
デ
ィ
ア
と
人
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
研
究
を
軸
に
、関
心
の
あ
る
幸
福
感
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、 

健
康
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
究
め
て
い
き
、「
最
終
的
に
は
社
会
貢
献
し
た
い
」
と
の
こ
と
で
す
。
 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
 

研
究
を
通
し
、最
終
的
に
 

社
会
貢
献
す
る
の
が
目
標
。 

　
　
　
の
研
究
の
対
象
は
人
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

　
　
　
シ
ョ
ン
で
す
。
人
々
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
活
動
を
通
し
て
何
を
見
、何
を
感
じ
て
い

る
か
を
調
査
し
、ど
う
し
た
ら
よ
り
効
果
的

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
、幸
せ
な
生
活

を
送
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
提
案
す
る
こ
と

が
一つ
の
目
標
で
す
。
社
会
レ
ベ
ル
で
存
在
す
る

様
々
な
問
題
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
視
点
か

ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
そ
の
解
決
策
を
見
出
す

と
い
う
こ
と
も
、我
々
研
究
者
の
一
つ
の
責
任

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

　
私
の
研
究
は
所
属
を
し
て
い
る
メ
デ
ィ
ア
プ

ロ
デ
ュ
ー
ス
コ
ー
ス
ら
し
か
ら
ぬ
も
の
だ
と
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、メ
デ
ィ
ア
プ
ロ
デ

ュ
ー
ス
と
い
っ
て
も
映
像
、画
像
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ー
や
携
帯
電
話
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
が
常
に
最

終
到
達
地
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
ら
の
メ
デ
ィ
ア
に
行
き
着
く
ま
で
の

プ
ロ
セ
ス
や
メ
デ
ィ
ア
が
人
々
の
生
活
に
も
た

ら
す
影
響
な
ど
も
、メ
デ
ィ
ア
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
の

研
究
に
含
ん
で
も
良
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。メ

デ
ィ
ア
を
広
義
で
捉
え
た
場
合
、言
語
や
言

語
使
用
も
立
派
な
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
対
象
と

な
り
え
る
で
し
ょ
う
。 

　
　
　
ま
で
様
々
な
研
究
を
行
っ
て
き
ま
し

　
　
　
た
。
異
文
化
適
応
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
研
究
に
始
ま
り
、

最
近
は
世
代
間
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
、第
２
言
語
習
得
、さ
ら
に
警
官
と
市
民
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
研
究
を
行
っ
て

い
ま
す
。 

　
世
代
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
研
究
は
か

な
り
長
期
的
に
継
続
し
て
い
る
と
は
い
え
、め

ま
ぐ
る
し
く
変
化
を
す
る
社
会
の
中
で
調
査

す
る
こ
と
は
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。テ
レ

ビ
番
組
、映
画
、コ
マ
ー
シ
ャ
ル
フ
ィ
ル
ム
な
ど
に

現
れ
て
い
る
各
年
齢
層
の
人
々
の
イ
メ
ー
ジ
、

メ
デ
ィ
ア
使
用
と
年
齢
グ
ル
ー
プ
、ま
た
人
々

の
年
齢
に
対
す
る
意
識
一
般
な
ど
、世
代
間
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
態
を
つ
か
む
に
は
多
く

の
研
究
が
必
要
で
す
。
現
在
は
日
本
の
若
い

人
が
同
世
代
、異
世
代
の
人
々
を
ど
の
よ
う

に
考
え
、そ
の
人
た
ち
と
ど
の
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
研
究
を

し
て
い
ま
す
。 

　
　
　
２
言
語
習
得
の
研
究
は
英
語
学
習
の

　
　
　
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
焦
点
を
あ
て
、カ

ナ
ダ
の
心
理
学
者
と
の
共
同
研
究
で
研
究
を

し
て
い
ま
す
。
教
員
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

や
言
語
が
そ
の
国
で
ど
の
よ
う
な
地
位
に
あ

る
の
か
、ま
た
メ
デ
ィ
ア
で
は
ど
の
よ
う
に
扱

わ
れ
て
い
る
か
な
ど
の
認
識
が
、ど
う
モ
チ
ベ

ー
シ
ョ
ン
と
関
連
し
な
が
ら
英
語
習
得
に
つ
な

が
っ
て
い
く
か
を
調
べ
て
い
ま
す
。 

　
警
察
と
市
民
の
間
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
の
研
究
は
、信
頼（tru

st

）を
媒
介

変
数
と
し
て
、警
官
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と

市
民
の
警
官
へ
の
協
力
の
関
係
を
調
べ
て
い
ま

す
。こ
ち
ら
も
国
際
研
究
で
す
が
、ま
だ
ま
だ

こ
れ
か
ら
で
す
。
文
化
的
な
土
壌
が
異
な
る

た
め
違
う
モ
デ
ル
を
使
用
し
て
考
え
る
必
要

が
あ
る
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。 
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