
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
ろ
う
文
化

ー

l
聞
こ
え
な
い
こ
と
を
ど
う
捉
え
る
か
|
|

は
じ
め
に

日
本
で
は
、
聞
こ
え
な
い
こ
と
は
障
害
や
福
祉
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
つ

な
が
っ
て
も
、
日
本
語
と
別
の
言
語
に
基
づ
い
た
文
化
と
い
う
認
識
に

は
す
ぐ
至
ら
な
い
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
で
は
、
耳
の
聞
こ
え
な
い
ろ
う

山

可

叫

マ

イ

ノ

リ

テ

ィ

者
(
号
即
時
)
を
言
語
的
少
数
者
と
み
な
す
考
え
方
が
広
ま
っ
て
き
て
い
る
。

障
害
と
い
う
病
理
学
的
な
視
点
か
ら
デ
フ
を
見
る
の
で
は
な
く
、
音
声

言
語
と
は
違
う
言
語
を
持
つ
文
化
グ
ル
ー
プ
と
し
て
見
る
の
で
あ
る
。
こ

の
際
、
文
化
と
は
芸
術
的
に
洗
練
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
な
く
、
生
活
習

慣
、
考
え
方
、
価
値
観
、
行
動
様
式
な
ど
を
丸
ご
と
指
す
。
そ
こ
に
は

山

首

吋

大
文
字
を
使
っ
て
自
ら
を
。
ロ
白
血
?
と
表
現
し
、
デ
フ
で
あ
る
こ
と
を

自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
積
極
的
に
主
張
す
る
ろ
う
者
た
ち

が
い
る
。

曲、
uw

勃

，
聞
こ
え
な
い
こ
と

(
a
S
F
g凹
)
'
を
文
化
と
捉
え
る
考
え
方
は
、
日

本
で
も
、
ろ
う
社
会
の
内
部
で
は
か
な
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

淀

子

谷

智

ろ
う
の
世
界
と
馴
染
み
の
な
い
聴
者
に
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な

い
の
が
実
状
だ
。
日
本
に
お
い
て
、
ろ
う
者
と
聴
者
を
隔
て
る
溝
は
ま
だ

深
く
、
実
際
に
ろ
う
者
に
出
会
う
こ
と
の
な
い
聴
者
は
、
依
然
と
し
て
、

〈

1
)

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
ろ
う
者
を
捉
え
て
い
る
。

こ
の
論
文
で
は
、
ろ
う
者
は
文
化
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
と
い
う

立
場
に
立
ち
、
日
本
の
ろ
う
文
化
と
聴
社
会
と
の
関
わ
り
を
論
じ
よ
う

と
思
う
。
前
半
で
は
、
日
本
の
聴
覚
障
害
者
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
知

識
と
、
ア
メ
リ
カ
の
ろ
う
文
化
の
あ
り
方
を
紹
介
す
る
。
後
半
で
は
、

，
聞
こ
え
な
い
人
'
を
描
い
た
映
蘭
や
ド
ラ
マ
を
分
析
し
な
が
ら
、
日

本
の
一
般
的
な
聴
者
が
持
つ
，
聞
こ
え
な
い
人
4

の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

に
つ
い
て
考
え
、
さ
ら
に
、
聴
者
に
よ
る
作
品
と
ろ
う
者
が
作
っ
た
映

画
を
比
較
し
て
、
，
聞
こ
え
な
い
こ
と
'
の
捉
え
方
の
違
い
を
見
て
い

25 

く
つ
も
り
で
あ
る
。

第
一
章

聞
こ
え
な
い
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か



聞
こ
え
な
い
人
を
定
義
す
る
と
き
、
当
然
問
わ
れ
る
の
は
そ
の
人
の

聴
力
で
あ
る
。
普
通
に
聞
こ
え
る
人
の
聴
力
は
お
よ
そ
一

O
デ
シ
ベ
ル

か
ら
三

O
デ
シ
ベ
ル
で
、
日
本
の
厚
生
省
は
、
両
耳
が
七

O
デ
シ
ベ
ル

以
上
の
人
を
聴
覚
障
害
者
と
認
定
し
て
い
る
。
七

O
デ
シ
ベ
ル
は
「
耳

元
近
く
で
大
声
で
話
す
と
や
っ
と
聞
こ
え
る
程
度
」
で
、
現
在
三
十
六

(2) 

万
人
ほ
ど
の
聴
覚
障
害
者
が
い
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
聞
こ
え
る
程
度
を
基
準
に
見
て
い
く
と
、
聴
者
は
し
ば
し

ば
P

聞
こ
え
な
い
こ
と
M

を
，
耳
が
遠
い
a

の
と
同
じ
感
覚
で
と
ら
え

て
し
ま
う
。
頭
の
中
は
自
分
と
同
じ
日
本
語
だ
と
信
じ
て
疑
わ
ず
、
た

だ
聞
く
と
い
う
感
覚
機
能
が
損
な
わ
れ
た
だ
け
だ
と
思
う
。
グ
聞
こ
え

な
い
こ
と
a

が
、
言
語
、
価
値
観
、
行
動
様
式
に
違
い
を
も
た
ら
す
こ

と
を
、
聴
者
は
見
落
と
し
が
ち
で
あ
る
。
多
く
の
聴
覚
障
害
者
が
文
字

に
よ
る
情
報
を
利
用
で
き
な
い
と
聞
い
て
、
た
い
て
い
の
聴
者
は
び
っ

く
り
す
る
。
文
字
は
音
声
言
語
の
表
記
で
あ
り
、
耳
の
聞
こ
え
な
い
人

に
と
っ
て
の
日
本
語
の
習
得
は
、
聴
者
が
外
国
語
を
マ
ス
タ
ー
す
る
よ

り
難
し
い
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
聴
覚
障
害
者
の
間
で
重
要
視
さ
れ
る
の
は
、
聴
力
を
表
す
数

値
よ
り
も
文
化
的
背
景
の
差
で
あ
る
。
日
本
で
は
聴
覚
障
害
者
は
中
途

失
聴
者
、
難
聴
者
、
ろ
う
者
と
大
き
く
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
間
で
は
、
価
値
観
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段

も
違
う
。

中
途
失
聴
者
は
、
音
声
言
語
を
身
に
つ
け
た
後
に
聞
こ
え
な
く
な
っ

た
人
を
指
す
。
中
途
失
聴
者
は
日
本
語
を
耳
で
聞
い
て
知
っ
て
い
る
か

ら
、
日
本
語
の
発
音
は
き
れ
い
で
、
聴
者
の
唇
を
読
む
の
も
う
ま
い
。
頭

の
中
で
も
日
本
語
の
言
語
体
系
が
し
っ
か
り
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。
ま

た
中
途
失
聴
者
は
、
聴
覚
障
害
者
の
中
で
も
、
聞
こ
え
な
い
こ
と
を
障

害
と
し
て
最
も
意
識
し
て
い
る
。
か
つ
て
聞
こ
え
る
世
界
に
い
た
た
め

に
、
音
を
失
っ
た
喪
失
感
は
強
く
、
孤
独
に
悩
む
人
も
多
い
。
一
般
に
、

中
途
失
聴
者
は
、
日
本
語
と
日
本
語
に
対
応
し
た
手
話
を
併
用
し
て
い

る。
難
聴
者
は
、
補
聴
器
を
使
っ
て
音
が
あ
る
程
度
識
別
で
き
る
人
で
、
音

声
言
語
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
心
に
し
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も

音
声
に
よ
っ
て
日
本
語
の
獲
得
を
め
ざ
す
教
育
を
受
け
る
が
、
中
に
は

完
全
に
話
せ
る
言
葉
を
身
に
つ
け
ら
れ
な
い
ま
ま
、
成
人
し
て
し
ま
う

人
も
い
る
と
い
う
。
聞
こ
え
る
人
に
で
き
る
だ
け
近
づ
く
こ
と
を
理
想

と
し
て
育
て
ら
れ
る
の
で
、
聴
者
へ
の
同
化
願
望
を
強
く
持
っ
て
い
る
。

ろ
う
者
は
、
生
ま
れ
つ
き
聞
こ
え
な
い
か
、
音
声
言
語
を
獲
得
す
る

前
に
失
聴
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
心
を
手
話
に
置
く
人
を
指

す
。
聴
者
と
い
う
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
中
で
孤
立
し
が
ち
な
中
途
失
聴
者

や
難
聴
者
と
違
っ
て
、
ろ
う
者
は
仲
間
と
の
確
固
た
る
連
帯
感
を
持
っ

て
い
る
の
が
特
徴
だ
。
ろ
う
者
の
多
く
は
ろ
う
学
校
で
学
ん
だ
経
験
を

持
ち
、
ろ
う
社
会
と
深
く
関
わ
り
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
。
ろ
う
学
校

は
、
ろ
う
者
の
言
語
と
文
化
の
伝
達
の
場
で
あ
り
、
た
い
て
い
の
生
徒

は
、
こ
こ
で
自
分
以
外
の
聞
こ
え
な
い
人
に
初
め
て
出
会
い
、
ろ
う
者
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と
し
て
の
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
手
話
や
ろ
う
者
の
価
値
観
を
身

に
つ
け
さ
せ
る
の
は
、
学
校
の
授
業
で
は
な
く
、
寄
宿
生
活
や
ク
ラ
ブ

活
動
な
ど
で
の
生
徒
同
士
の
つ
き
あ
い
で
あ
る
。
聞
こ
え
な
く
て
も
、
聴

者
を
対
象
に
し
た
普
通
校
で
学
ん
だ
人
は
、
手
話
を
知
ら
ず
、
感
覚
も

聴
者
に
近
い
。
ろ
う
文
化
を
主
張
す
る
革
新
的
な
ろ
う
者
は
、
そ
の
よ

う
な
人
を
聴
力
に
関
係
な
く
難
聴
者
と
呼
ぶ
。
ろ
う
者
は
聞
こ
え
る
と

い
う
経
験
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、
物
理
的
な
面
で
の
障
害
を
そ
れ
ほ

ど
意
識
し
て
い
な
い
。
そ
の
か
わ
り
、
価
値
観
や
生
活
習
慣
に
お
け
る

聴
者
と
の
差
異
を
、
社
会
で
理
解
さ
れ
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

第
二
章

日
本
の
ろ
う
文
化
論
争

あ
つ
れ
き

こ
れ
ら
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
聞
に
は
乳
蝶
が
あ
る
。
端
的
に
表
し

て
い
る
の
が
、
手
話
を
め
ぐ
る
論
争
だ
。
ろ
う
者
の
聞
で
伝
統
的
に
使

わ
れ
て
い
る
手
話
と
、
中
途
失
聴
者
や
難
聴
者
が
使
う
手
話
は
違
う
。
前

者
は
、
日
本
語
と
は
異
な
る
文
法
体
系
を
持
っ
た
、
独
立
し
た
言
語
で

あ
る
。
そ
の
始
ま
り
は
、
一
八
七
八
年
の
京
都
盲
唖
院
設
立
に
湖
る
。
京

都
盲
唖
院
は
日
本
で
最
初
の
ろ
う
学
校
に
あ
た
り
、
そ
の
設
立
に
よ
っ

て
ろ
う
者
集
団
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
手
話
が
生
ま
れ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
後
者
は
、
日
本
語
の
文
法
に
手
話
の
単
語
を

埋
め
込
ん
だ
ピ
ジ
ン
的
な
言
葉
で
あ
る
。
後
者
は
日
本
語
の
単
語
を
英

文
法
の
語
順
で
並
べ
る
よ
う
な
も
の
で
、
完
全
な
言
語
と
は
い
え
な
い
。

音
声
言
語
を
話
し
な
が
ら
手
を
動
か
す
そ
の
言
葉
を
、
ろ
う
文
化
を
主

張
す
る
人
々
は
、

や
や
否
定
的
な
意
味
を
こ
め
て
シ
ム
コ
ム

(
g
g己
向
島

8
5
の
o
g
g
S
F
n呈
g
の
略
)
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
ろ
う
文
化

の
拠
り
所
で
あ
る
言
語
の
正
統
性
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
も
、
ろ

う
者
の
手
話
以
外
の
も
の
が
手
話
と
い
う
名
称
を
使
う
こ
と
を
批
判
す

る
。
こ
れ
に
対
し
、
中
途
失
聴
者
や
難
聴
者
は
、
日
本
の
「
手
話
」
と

い
う
言
葉
は
「
聴
覚
障
害
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
手
指
で
の
表
現
」
を
含
む

と
反
論
し
、
そ
れ
ら
を
手
話
と
認
め
な
い
こ
と
は
、
中
途
失
聴
者
や
難

(
3
)
 

聴
者
か
ら
言
葉
を
奪
う
行
為
だ
と
批
判
し
て
い
る
。

手
話
論
争
を
さ
ら
に
複
雑
に
し
て
い
る
の
は
、
シ
ム
コ
ム
の
方
が
、
ろ

う
者
の
手
話
よ
り
も
世
間
に
広
ま
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
日

本
語
を
話
し
な
が
ら
手
話
単
語
を
並
べ
る
シ
ム
コ
ム
は
、
日
本
語
を
習

得
し
て
い
る
人
に
は
取
っ
付
き
ゃ
す
く
、
手
話
を
ぷ
予
ぶ
'
人
の
ほ
と

ん
ど
は
、
こ
の
シ
ム
コ
ム
を
学
習
す
る
。
し
か
し
、
本
来
二
つ
の
言
語

を
同
時
に
話
そ
う
と
す
る
の
は
無
理
な
話
で
、
話
し
て
い
る
時
の
思
考

は
、
結
局
ど
ち
ら
か
に
偏
る
こ
と
に
な
る
。
自
分
の
古
一
戸
が
聞
こ
え
て
し

ま
う
聴
者
は
、
話
し
て
い
る
こ
と
を
手
話
で
表
現
で
き
た
も
の
と
錯
覚

し
、
手
話
が
不
完
全
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
す
ら
気
が
つ
か
な
い
。
日

本
の
手
話
通
訳
者
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
の
シ
ム
コ
ム
の
熟
達
者
で
、
そ
の

大
部
分
は
ろ
う
者
の
手
話
を
理
解
す
る
こ
と
も
表
現
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
と
い
う
。

-2:7-

日
本
に
お
け
る
シ
ム
コ
ム
優
勢
の
背
景
に
は
、
聴
覚
障
害
児
を
音
声

社
会
に
合
わ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
き
た
、
ろ
う
教
育
の
歴
史
が
関



ど

く

わ

わ
っ
て
い
る
。
口
の
形
か
ら
話
を
読
み
と
る
こ
と
を
読
話
、
息
や
筋
肉

の
調
節
を
た
よ
り
に
声
を
出
す
こ
と
を
発
話
と
い
う
が
、
今
世
紀
に
入

ζ

う

わ

っ
て
か
ら
の
ろ
う
教
育
は
、
こ
の
読
話
と
発
話
を
重
視
す
る
口
話
主
義

を
と
っ
て
き
た
。
特
に
六

0
年
代
の
日
本
で
は
、
純
口
話
主
義
の
も
と
、

さ
げ
す

手
話
は
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
蔑
ま
れ
た
。
口
話
教
育
の
め
ざ
す
モ
デ
ル
は

聞
こ
え
る
人
で
あ
る
た
め
、
聴
覚
障
害
者
の
意
識
の
中
で
も
、
聴
者
に

近
い
方
が
好
ま
し
い
と
い
う
価
値
観
が
作
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
聴
者

に
近
い
感
覚
を
ど
れ
だ
け
身
に
つ
け
て
い
る
か
を
基
準
に
、
中
途
失
聴

者
、
難
聴
者
、
普
通
校
で
学
ぶ
聴
覚
障
害
者
、
ろ
う
学
校
で
学
ぶ
ろ
う

者
、
ろ
う
の
親
か
ら
生
ま
れ
た
ろ
う
者
な
ど
の
聞
に
、
優
劣
が
意
識
さ

れ
た
。
手
話
は
、
口
話
に
つ
い
て
い
け
な
い
者
が
、
肩
身
の
狭
い
思
い

を
し
な
が
ら
使
い
続
け
た
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
口
話
の
限
界
が
明

ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、
手
話
に
対
す
る
見
直
し
が
な
さ
れ
て
く
る
。
口

の
形
で
は
、
既
に
知
っ
て
い
る
言
葉
し
か
読
み
取
れ
な
い
。
音
の
概
念

や
日
本
語
の
基
礎
知
識
を
持
た
ず
に
、
読
話
や
文
字
で
新
し
い
知
識
を

取
り
込
む
の
は
、
至
難
の
業
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
手
に

よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
そ

れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
口
話
を
補
う
も
の
で
あ
り
、
手
話
が
授
業
で
系
統

(
4
)
 

的
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
生
徒
同
士
が
使
う
ろ

う
者
の
手
話
は
方
言
の
よ
う
な
も
の
と
見
な
さ
れ
、
標
準
語
に
あ
た
る

正
式
な
手
話
は
、
日
本
語
に
対
応
し
た
シ
ム
コ
ム
で
あ
る
と
認
識
さ
れ

た
。
シ
ム
コ
ム
は
聞
こ
え
る
人
に
は
習
得
し
や
す
く
、
ろ
う
者
に
し
て

も
口
話
よ
り
は
理
解
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
シ
ム
コ
ム
は
聴
者
と
ろ
う

者
を
つ
な
ぐ
言
葉
と
な
っ
た
が
、
日
本
語
に
基
づ
く
シ
ム
コ
ム
が
上
手

な
の
も
手
話
を
日
本
語
で
説
明
で
き
る
の
も
聴
者
で
あ
り
、
手
話
講
習

の
場
で
は
、
手
話
通
訳
者
が
中
心
と
な
っ
て
シ
ム
コ
ム
を
教
え
る
と
い

う
繰
り
返
し
が
見
ら
れ
た
。

聴
者
を
頂
点
と
す
る
階
層
の
底
辺
に
自
ら
を
位
置
づ
け
て
い
た
ろ
う

者
に
と
っ
て
、
八

0
年
代
後
半
に
ア
メ
リ
カ
で
広
ま
っ
て
き
た
ろ
う
文

化
の
考
え
方
は
、
画
期
的
だ
っ
た
。
ろ
う
文
化
の
発
想
は
、
ろ
う
者
の

手
話
が
れ
っ
き
と
し
た
独
立
言
語
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
言
語
学
者
、

ス
ト
ー
キ
ー
の
研
究
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
手
話

(
A
S
L
ζ
r
s
E
n
g
盟
関
口
問
、
言
明
E
a
o
)
だ
け
で
な
く
、
日
本
手
話
に
つ

い
て
も
当
て
は
ま
る
こ
と
が
、
言
語
学
者
、
神
田
和
幸
氏
に
よ
っ
て
示

さ
れ
た
。
ろ
う
文
化
の
考
え
方
で
は
、
聞
こ
え
な
い
こ
と
を
障
害
と
し

て
の
み
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
言
語
と
文
化
の
問
題
と
し
て
肯
定
的
に

受
け
と
め
、
ろ
う
者
こ
そ
そ
の
主
体
と
な
る
べ
き
存
在
で
あ
る
、
と
謡

っ
て
い
る
。
日
本
で
も
九

0
年
代
初
頭
か
ら
ろ
う
文
化
が
唱
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
一
九
九
五
年
『
現
代
思
想
』
三
月
号
で
発
表
さ
れ
た
「
ろ

う
文
化
宣
言
」
で
は
、
そ
の
主
張
が
ろ
う
社
会
の
外
側
に
向
け
て
ア
ピ
ー

ル
さ
れ
た
。
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こ
の
「
ろ
う
文
化
宣
言
」
は
、
文
化
の
正
統
性
を
唱
え
る
立
場
上
、
い

く
ら
か
急
進
的
な
性
格
を
持
ち
、
ろ
う
文
化
を
お
び
や
か
す
も
の
を
大

胆
に
攻
撃
し
た
。
そ
の
た
め
、
ろ
う
教
育
に
携
わ
る
人
や
聴
覚
障
害
者



の
家
族
な
ど
、
聞
こ
え
な
い
人
を
囲
む
聴
者
の
反
響
も
大
き
か
っ
た
が
、

と
り
わ
け
聴
覚
障
害
者
の
内
側
で
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
か
け
た

激
し
い
文
化
論
争
に
発
展
し
た
。
こ
の
宣
言
で
文
化
的
に
聴
者
と
位
置

づ
け
ら
れ
た
中
途
失
聴
者
や
難
聴
者
は
、
そ
の
主
張
の
排
他
性
に
猛
反

発
し
、
社
会
に
お
け
る
聴
覚
障
害
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
充
実
の
た
め
に
は
、

聞
こ
え
な
い
者
同
士
の
団
結
が
必
要
だ
と
唱
え
た
。
ろ
う
者
側
は
、
団

結
自
体
、
一
種
の
同
化
差
別
で
あ
る
と
応
酬
し
、
こ
れ
ま
で
の
体
験
か

ら
、
一
つ
に
な
る
こ
と
が
も
た
ら
す
抑
圧
を
指
摘
し
た
。
聴
者
と
の
交

渉
は
そ
の
文
化
を
知
っ
て
い
る
方
が
有
利
な
た
め
、
結
局
聴
者
に
近
い

者
が
指
導
権
を
握
り
、
彼
ら
の
要
求
を
聴
覚
障
害
者
全
体
の
要
求
と
し

て
し
ま
う
点
(
テ
レ
ビ
を
と
っ
て
み
て
も
、
中
途
失
聴
者
は
字
幕
を
、
ろ

う
者
は
手
話
通
訳
を
求
め
、
そ
の
要
求
は
必
ず
し
も
同
じ
で
な
い
)
。
そ

し
て
中
途
失
聴
者
と
ろ
う
者
が
話
す
際
に
は
、
ろ
う
者
が
中
途
失
聴
者

の
シ
ム
コ
ム
に
合
わ
せ
ざ
る
を
得
ず
、
自
分
の
意
見
を
外
国
語
で
表
現

す
る
よ
う
な
圧
迫
を
感
じ
る
と
い
う
点
。
政
治
的
目
的
の
た
め
に
手
を

組
む
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
根
本
的
に
は
異
な
る
者
で
あ
り
、
違
う
文
化

に
属
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
に
と
、
ろ
う
文
化
推
進
派
は
主
張

し
た
。ろ

う
者
の
中
に
も
、
ろ
う
文
化
の
思
想
に
戸
惑
い
を
覚
え
た
り
、
度

発
す
る
人
は
い
る
。
ろ
う
文
化
を
推
進
す
る
人
々
も
、
ア
メ
リ
カ
の
モ

デ
ル
が
そ
の
ま
ま
日
本
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
は
、
自
覚
し
て
い
る

よ
う
だ
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
の
思
想
を
紹
介
し
た
「
ろ
う
文
化
宣
言
」

グ
聞
こ
え
な
い
こ
と
'
に
対
し
て
、
今
ま
で
と
は
違
う
見
方
を
提

示
し
た
こ
と
は
確
か
で
、
そ
れ
は
聴
覚
障
害
者
を
め
ぐ
る
福
祉
や
教
育
、

通
訳
の
問
題
に
、
次
第
に
反
映
さ
れ
て
き
て
い
る
。

が
第
三
章

ア
メ
リ
カ
の
デ
フ
事
情

ろ
う
文
化
と
い
う
考
え
方
を
生
み
出
し
た
ア
メ
リ
カ
で
は
、
社
会
の

あ
り
方
も
日
本
と
は
違
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
文
化
の
独

自
性
を
主
張
す
る
た
め
、
一
般
の
人
の
意
識
も
、
言
語
や
文
化
の
多
様

性
に
対
し
て
聞
か
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
デ
フ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、

耳
が
聞
こ
え
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ろ
う
者
の
言
語
と
文
化

を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

A
S
L
(
ア
メ
リ
カ

手
話
)
を
使
い
、
ろ
う
者
と
し
て
の
自
覚
を
持
つ
こ
と
が
、
コ
ミ
ュ
ニ

也

u

u

w

テ
ィ
を
構
成
す
る

0
2『
の
定
義
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
ろ
う
文
化
の
発
想
は
、
公
民
権
運
動
の
盛
り
上
が
り
と
、

A
S
L
が
言
語
と
し
て
社
会
に
認
め
ら
れ
て
い
く
時
期
が
重
な
っ
て
、
生

、
u

w

u

、w
u

、

ま
れ
て
き
た
。
大
文
字
の

O
町
民
は
、
黒
人
が
自
ら
を
呂
田
n
r
と
表
現
し
た

こ
と
に
、
影
響
さ
れ
て
い
る

o
g白
兵
の
大
文
字
は
、
自
分
た
ち
の
文
化

に
誇
り
を
持
っ
て
生
き
る
意
志
を
示
す
た
め
に
、
使
わ
れ
た
も
の
だ
っ

た
。
社
会
か
ら
低
く
見
ら
れ
て
い
る
属
性
を
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

油

m

u

w

マ

イ

ノ

リ

テ

ィ

テ
ィ
と
し
て
積
極
的
に
認
め
る
点
で
、

um即
時
は
少
数
民
族
に
共
通
す
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
一
部
の
ろ
う
学
校
で
は
、
パ
イ
リ

ン
ガ
ル
・
パ
イ
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル

(
E
Zロ
m
s
-
E
E
-
E
S
-一
一
一
一
一
言
語
二
一
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文
化
)
教
育
が
実
践
さ
れ
、
そ
こ
で
は
手
話
と
音
声
言
語
、
ろ
う
文
化

と
聴
文
化
が
、
対
等
に
教
え
ら
れ
て
い
る
。

障
害
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
が
充
実
し
て
い
る
こ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
社
会

の
特
徴
で
あ
る
。
聴
覚
障
害
者
に
対
し
て
は
、
公
的
機
関
で
の
文
字
電

話

(
T
T
Y
)
の
設
置
や
、
デ
フ
が
聴
者
と
電
話
す
る
際
の
リ
レ

1
・
サ
ー

ビ
ス
(
デ
フ
の
文
字
電
話
と
聴
者
の
電
話
の
聞
に
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
入

り
、
デ
フ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
音
声
に
、
聴
者
の
言
葉
を
文
字
に
し
て
伝

え
る
シ
ス
テ
ム
)
な
ど
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
テ
レ
ビ
で
は
、
四
大
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
七
O
%
の
番
組
に
字
幕
が
つ
く
。
日
本
の
テ
レ
ビ
の
字

幕
化
率
は
、
最
も
進
ん
で
い
る

N
H
K
で
十
五
%
、
関
東
圏
の
民
放
の

(
6
)
 

平
均
は
三
%
に
も
満
た
な
い
。
聴
覚
障
害
児
の
教
育
に
つ
い
て
も
、
個

人
の
ニ

l
ズ
に
あ
っ
た
教
育
法
や
学
校
を
、
幅
広
い
選
択
肢
か
ら
選
べ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ろ
う
学
校
で
な
い
普
通
校
で
も
、
手
話
通
訳

や
特
殊
学
級
の
よ
う
な
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
ろ
う

者
の
大
学
進
学
率
は
、
日
本
に
比
べ
て
高
く
、
大
学
は
、
デ
フ
学
生
が

一
人
で
も
い
れ
ば
、
手
話
通
訳
や
ノ

l
ト
テ
イ
カ

l
を
提
供
す
る
義
務

を
持
つ
。
ま
た
デ
フ
の
た
め
の
大
学
も
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
大
学
の
授

業
は

A
S
L
(
ア
メ
リ
カ
手
話
)
で
行
わ
れ
る
。
高
学
歴
を
持
つ
デ
フ

は
、
卒
業
後
も
、
大
学
教
授
や
医
者
な
ど
、
社
会
的
に
地
位
の
高
い
職

業
に
就
い
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
の
デ
フ
は
九
O
%
近
く
が
デ
フ
と
結
婚
し
、
そ
の
多
く
は

生
ま
れ
て
く
る
子
も
デ
フ
で
あ
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
い
う
。
子
供
が

デ
フ
な
ら
ば
、
同
じ
文
化
を
共
有
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
公
民
権
運
動

以
降
、
ア
メ
リ
カ
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
政
治
的
な
力
を
持
つ
よ
う
に
な

る
が
、
デ
フ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
、
自
ら
の
権
利
拡
張
を
め
ざ
し
て
、
積

極
的
に
社
会
に
働
き
か
け
て
き
た
。
デ
フ
の
た
め
の
大
学
、
ギ
ャ
ロ

l

デ
ッ
ト
大
学
の
学
長
選
出
を
め
ぐ
る
紛
争
は
、
デ
フ
・
パ
ワ
ー
を
示
し

た
事
件
と
し
て
名
高
い
。
一
九
八
八
年
、
理
事
会
が
選
出
し
た
学
長
候

補
が

A
S
L
や
ろ
う
文
化
を
よ
く
知
ら
な
い
聴
者
で
あ
っ
た
た
め
、
デ

フ
団
体
が
抗
議
し
て
、
博
士
号
を
持
つ
デ
フ
を
学
長
に
し
た
事
件
で
あ

る
。
ま
た
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
『

S
R
S』
は
、
ろ
う
者
の
役
を
聴
者
の

女
優
が
演
じ
た
と
い
う
理
由
で
、
デ
フ
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
受
け
た
。

デ
フ
を
文
化
と
捉
え
る
デ
フ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
「
ろ
う
の
治
療
」

を
進
め
る
医
学
研
究
に
対
し
て
も
反
発
し
て
い
る
。
今
日
の
医
学
で
は
、

人
工
内
耳
を
埋
め
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
耳
を
聞
こ
え
る
よ
う
に
す
る

手
術
が
既
に
存
在
す
る
。
デ
フ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
こ
の
よ
う
な
「
ろ

叫

u

u

う
の
治
療
」
を
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
(
文
化
的
虐
殺
)
と
呼
び
、
。
白
即
時
を
根

絶
や
し
に
す
る
行
為
だ
と
非
難
し
て
い
る
。
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第
四
章

映
画
や
ド
ラ
マ
に
描
か
れ
る
n

聞
こ
え
な
い
人
H

実
際
に
ろ
う
者
に
出
会
う
機
会
を
持
た
な
い
ほ
と
ん
ど
の
聴
者
は
、
メ

デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
グ
聞
こ
え
な
い
人
u

の
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
て
い
る
。
中

で
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
が
、
映
画
と
テ
レ
ビ
の
大
衆
向
け
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
が
見
せ
る
，
聞
こ
え
な
い
人
。
像
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
社
会



の
多
数
派
の
意
識
を
反
映
し
て
い
る
た
め
、
見
る
者
に
わ
か
り
や
す
く
、

世
間
に
も
広
ま
り
ゃ
す
い
。
こ
の
よ
う
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
生
成
と

普
及
に
は
、
大
衆
文
化
の
作
り
手
と
受
け
手
の
相
互
作
用
が
常
に
働
い

て
い
る
。

聴
者
に
よ
る

P

聞
こ
え
な
い
人
u

の
描
き
方
に
は
、
い
く
つ
か
の
共

通
要
素
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
物
語
の
形
式
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
が
ラ
ブ
・

ス
ト
ー
リ
ー
か
，
苦
労
&
感
動
も
の
u

に
な
っ
て
い
る
。
ラ
ブ
・
ス
ト
ー

リ
ー
で
描
か
れ
る
の
は
、
ろ
う
者
と
聴
者
の
恋
愛
が
多
い
。
聞
こ
え
な

い
人
物
は
一
様
に
美
男
美
女
で
あ
り
、
そ
の
社
会
の
多
数
派
に
と
っ
て

好
ま
し
い
資
質
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
の
作
品
に
登

場
す
る
ろ
う
の
女
性
は
、
や
さ
し
く
控
え
め
だ
が
、
真
の
強
さ
を
秘
め

て
い
て
、
心
根
は
ど
こ
ま
で
も
純
で
あ
る
。
一
九
九
五
年
に
日
本
で
放

映
さ
れ
た
ド
ラ
マ
『
星
の
金
貨
』
も
、
日
本
映
画
『
息
子
』
も
こ
の
系

統
を
踏
ん
で
い
る
。

苦
労
も
の
に
登
場
す
る
聞
こ
え
な
い
人
物
は
、
た
い
て
い
子
供
か
親

で
、
家
庭
や
学
校
な
ど
が
話
の
舞
台
と
な
る
。
聞
こ
え
な
い
こ
と
か
ら

来
る
困
難
を
通
し
て
、
家
族
や
友
人
、
先
生
や
生
徒
の
心
が
結
び
つ
く

と
い
う
の
が
お
お
よ
そ
の
主
題
だ
。
け
な
げ
で
ひ
た
む
き
で
、
哀
れ
且

つ
立
派
と
い
う
の
が
、
聞
こ
え
な
い
人
物
に
重
ね
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
で

あ
る
。
「
障
害
は
不
便
だ
け
ど
不
幸
で
は
な
い
」
こ
と
が
前
面
に
押
し
出

(
7
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さ
れ
、
「
障
害
を
乗
り
越
え
て
」
得
ら
れ
る
幸
せ
が
賛
美
さ
れ
る
。
日
本

映
画
『
名
も
な
く
貧
し
く
美
し
く
』
、
『
遥
か
な
る
甲
子
園
』
な
と
は
、
こ

の
範
障
に
入
れ
ら
れ
る
。

次
に
手
話
の
扱
い
方
だ
が
、
最
近
で
は
、
手
話
が
聴
者
の
憧
れ
を
込

め
て
描
か
れ
る
こ
と
が
増
え
て
い
る
。
わ
か
る
人
に
だ
け
わ
か
る
と
い

う
限
定
性
は
、
内
輸
の
優
越
と
し
て
映
り
、

9

か
っ
こ
い
い
'
と
見
な

さ
れ
る
よ
う
だ
。
日
本
で
ド
ラ
マ
の
人
気
を
受
け
て
空
前
の
手
話
ブ
ー

ム
が
起
こ
っ
た
の
も
、
聴
者
か
ら
見
た
手
話
の
，
か
っ
こ
よ
さ
'
ば
か

り
が
強
調
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
に
お
い
て
、
手
話
は

言
葉
と
い
う
よ
り
、
聞
こ
え
な
い
人
を
表
す
視
覚
的
な
マ

l
ク
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
。
手
話
が
画
面
で
切
れ
て
い
る
か
な
ど
は
、
作
り
手
は

あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
い
。

手
話
が
単
な
る
ろ
う
者
の
視
覚
的
表
象
と
な
っ
て
、
断
片
的
に
切
り

刻
ま
れ
て
し
ま
う
分
、
言
葉
は
、
字
幕
や
穂
者
の
声
に
過
度
に
依
存
す

る
こ
と
に
な
る
。
手
話
の
わ
か
る
聞
こ
え
る
人
物
は
、
手
話
を
芦
に
出

し
て
反
復
し
た
り
、
前
の
内
容
を
受
け
た
返
事
を
す
る
こ
と
で
、
聞
こ

え
な
い
人
物
の
言
葉
を
代
弁
す
る
。
発
言
す
る
時
に
は
、
音
声
言
語
と

手
話
を
同
時
に
話
す
の
で
、
観
客
は
、
手
話
は
音
声
言
語
に
対
応
し
て

い
る
と
い
う
印
象
を
持
ち
や
す
い
。
現
実
に
は
、
異
な
る
二
一
一
言
語
を
同

時
に
発
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
描
写
は
、
手
話

が
独
立
し
た
言
語
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
普
及
を
、
妨
げ
て
い
る
。
厳

密
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
は
ピ
ジ
ン
の
要
素
の
強
い
シ
ム
コ
ム
か
、
別
々

に
覚
え
た
二
つ
の
言
語
表
現
を
練
習
に
よ
っ
て
同
時
に
出
せ
る
よ
う
に

し
た
、
役
者
の
努
力
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
。
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三
番
目
の
特
徴
は
、
沈
黙
を
神
秘
的
に
描
く
傾
向
で
あ
る
。
音
の
な

い
世
界
は
、
水
中
の
イ
メ
ー
ジ
な
ど
に
喰
え
ら
れ
、
聞
こ
え
な
い
人
は
、

そ
の
世
界
の
住
人
と
し
て
、
自
動
的
に
静
け
さ
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
聞

こ
え
な
い
分
、
ろ
う
者
は
無
意
識
に
音
を
立
て
が
ち
で
、
時
に
は
聴
者

以
上
に
騒
が
し
い
と
い
う
現
実
は
、
ほ
と
ん
と
省
み
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
映
画
や
ド
ラ
マ
を
、
日
本
の
ろ
う
者
が
ど
う
受
け
と
め

て
い
る
の
か
と
い
う
点
は
重
要
で
あ
る
。
私
は
、
こ
こ
に
は
二
つ
の
矛

盾
し
た
感
情
が
働
い
て
い
る
と
思
う
。
一
方
に
あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の

作
品
に
よ
っ
て
、
社
会
の
ろ
う
者
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
、
歓

迎
す
る
気
持
ち
で
あ
る
。
実
際
に
、
ド
ラ
マ
の
流
行
は
、
職
場
で
聴
者

と
共
有
で
き
る
話
題
を
提
供
し
、
テ
レ
ビ
の
字
幕
放
送
サ
ー
ビ
ス
を
向

上
さ
せ
た
。
ろ
う
者
が
生
活
し
や
す
い
環
境
を
作
っ
て
い
く
た
め
に
は
、

社
会
の
多
数
派
に
ろ
う
者
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
映
画
や
ド
ラ
マ
の
社
会
的
影
響
力
は
利
用
し
た
い
と
の
思
い
が
あ

る
。
し
か
し
一
方
で
、
そ
れ
ら
が
広
め
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
へ
の
抵
抗

も
強
い
。
実
際
と
は
か
け
離
れ
た
ろ
う
者
像
が
描
か
れ
、
実
生
活
で
そ

の
レ
ッ
テ
ル
を
つ
け
て
見
ら
れ
る
こ
と
へ
の
不
快
感
で
あ
る
。
「
ろ
う
者

の
役
は
ろ
う
者
の
俳
置
に
」
と
い
う
主
張
は
、
自
分
の
文
化
を
正
し
く

認
識
し
て
ほ
し
い
と
い
'
つ
ろ
う
者
の
気
持
ち
の
現
れ
と
い
え
る
。

第
五
章

ろ
う
者
が
作
る
映
画

耳
の
聞
こ
え
な
い
監
督
が
作
る
ろ
う
映
画
は
、
出
演
者
も
ス
タ
ッ
フ

も
ほ
と
ん
ど
が
ろ
う
者
で
あ
る
。
基
本
的
に
演
技
は
手
話
で
行
わ
れ
、
そ

の
空
間
の
使
い
方
や
顔
の
表
情
に
は
、
手
話
を
日
常
的
に
使
'
つ
ろ
う
者

の
感
覚
が
現
れ
て
く
る
。
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
対
す
る
反
動
か
ら
、
ろ

う
映
画
で
は
感
動
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
は
避
け
、
誇
張
の
き
い
た
コ
メ
デ

ィ
や
淡
々
と
し
た
ド
ラ
マ
を
扱
う
こ
と
が
多
い
。
夫
婦
喧
嘩
や
別
れ
話

な
ど
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
題
材
も
、
当
然
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
。
ま
た
、
ろ

う
映
画
で
し
ば
し
ば
滑
稽
に
儲
か
れ
る
ろ
う
者
の
姿
は
、
風
刺
と
な
っ

て
、
ブ
ラ
ッ
ク
の
あ
る
ユ
ー
モ
ア
を
提
供
す
る
。

ろ
う
映
画
の
映
像
は
、
視
覚
的
お
も
し
ろ
さ
へ
の
こ
だ
わ
り
が
強
い
。

映
像
の
リ
ズ
ム
を
作
り
出
す
た
め
の
動
き
の
強
調
ゃ
、
短
い
シ
ョ
ッ
ト

の
組
み
合
わ
せ
も
よ
く
見
ら
れ
、
唇
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
の
よ
う
な
、
音

を
読
ま
せ
る
映
像
も
登
場
す
る
。
手
話
は
常
に
言
葉
と
し
て
機
能
し
、
画

面
か
ら
は
み
だ
し
て
意
味
が
通
じ
な
く
な
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
音

や
音
楽
を
挿
入
す
る
時
に
は
、
音
そ
の
も
の
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
る
よ

う
な
入
れ
方
を
す
る
。
一
般
の
映
画
で
の
音
が
、
映
像
に
溶
け
込
ん
で

無
意
識
に
聞
か
れ
る
こ
と
が
多
い
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

日
本
の
代
表
的
な
ろ
う
映
画
と
し
て
は
、
東
京
在
住
の
ロ
パ

l
ト
・
ホ

ス
キ
ン
監
督
に
よ
る
『
ち
ぎ
り
あ
い
』
や
、
那
須
英
彰
監
督
に
よ
る
『
刻

は
流
れ
ゆ
く
ま
ま
に
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
は
耳
の
聞
こ
え
な
い
夫

婦
の
晴
一
喋
を
描
い
た
コ
メ
デ
ィ
で
、
聴
者
の
た
め
に
、
日
本
語
と
英
語

の
字
幕
と
音
楽
が
つ
く
。
後
者
は
、
女
優
と
な
っ
て
い
く
ろ
う
の
女
性

を
主
人
公
に
し
た
ド
ラ
マ
で
、
ろ
う
演
劇
の
影
響
が
強
く
見
ら
れ
る
。
原
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則
と
し
て
音
や
字
幕
は
つ
か
ず
、
聴
者
の
観
客
が
来
る
よ
う
な
上
映
会

で
は
、
声
優
が
手
話
に
よ
る
セ
リ
フ
を
実
演
す
る
。

日
本
の
ろ
う
文
化
の
表
象
と
し
て
は
、
ろ
う
演
劇
や
手
話
狂
言
の
方

が
、
歴
史
も
古
く
完
成
度
も
高
い
。
し
か
し
舞
台
で
の
公
演
は
、
見
に

来
る
人
の
数
と
種
類
に
限
界
が
あ
り
、
場
所
や
回
数
に
束
縛
さ
れ
ず
に

上
映
で
き
る
ろ
う
映
画
に
、
ろ
う
文
化
啓
蒙
の
期
待
が
か
け
ら
れ
て
い

る。
終
わ
り
に

ふ
つ
・
つ
の
聴
者
が
初
め
て
ろ
う
者
に
接
す
れ
ば
、
た
い
て
い
は
違
和

感
を
覚
え
る
。
し
か
し
障
害
者
を
差
別
し
て
は
い
け
な
い
と
の
思
い
か

ら
、
多
く
の
人
は
あ
え
て
違
い
を
意
識
し
な
い
よ
う
に
す
る
。
|
|
日
本

の
一
般
的
な
聴
者
の
行
動
を
こ
の
よ
う
に
評
し
た
意
見
が
あ
る
が
、
な

か
な
か
鋭
い
洞
察
だ
と
思
う
。

日
本
人
に
と
っ
て
、
多
数
派
と
違
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
は

ま
だ
ま
だ
強
い
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
は
、
多
数
派
と
の
違
い
は

個
性
と
し
て
積
極
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
国
民
性
の
問
題
も
あ

る
の
で
、
一
概
に
善
し
悪
し
を
言
う
つ
も
り
は
な
い
が
、
日
本
人
も
も

う
少
し
、
真
っ
正
面
か
ら
違
い
を
見
る
ゆ
と
り
を
、
持
っ
て
み
て
も
い

い
気
は
す
る
。
大
切
な
の
は
、
そ
の
違
い
を
相
手
に
も
自
分
に
も
気
詰

ま
り
な
も
の
に
し
な
い
で
、
自
然
に
受
け
と
め
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

見
て
見
ぬ
振
り
を
す
る
代
わ
り
に
違
い
に
関
心
を
持
っ
て
み
れ
ば
、
自

ず
と
自
分
の
姿
も
見
え
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
異
文
化
と
し
て
ろ
う
文

化
を
捉
え
た
時
、
今
ま
で
あ
た
り
ま
え
す
ぎ
て
見
え
て
い
な
か
っ
た
聴

文
化
と
い
う
も
の
に
も
気
づ
く
。
ろ
う
映
画
か
ら
感
じ
る
も
の
は
、
ろ

う
者
の
豊
か
な
視
覚
世
界
で
あ
る
と
同
時
に
、
，
聞
く
u

と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
。

今
で
こ
そ
普
及
し
て
い
る
が
、
も
と
も
と

ρ

和
食
a

と
い
う
言
葉
だ

っ
て
、
西
洋
と
い
う
異
文
化
に
ふ
れ
て
出
て
き
た
も
の
だ
っ
た
。
江
戸

時
代
に
は
、
，
食
事
'
と
い
え
ば
，
和
食
'
を
意
味
し
た
の
で
あ
っ
て
、

殊
更
に
そ
れ
が
日
本
的
な
も
の
だ
と
は
誰
も
思
わ
な
か
っ
た
。
極
端
な

例
か
も
し
れ
な
い
が
、
世
界
で
多
様
化
が
進
み
、
外
に
対
し
て
自
分
を

説
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
き
て
い
る
今
、
違
う
も
の
に
照
ら
し
合

わ
せ
て
自
己
を
言
葉
で
把
握
す
る
こ
と
の
意
義
は
、
ま
す
ま
す
大
き
く

な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

し
か
し
、
気
を
つ
け
た
い
の
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
考
え
て
い

く
と
き
に
も
、
あ
ま
り
に
も
単
一
的
な
捉
え
方
を
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

個
人
を
作
っ
て
い
る
の
は
、
幾
重
に
も
重
な
っ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

な
の
だ
。
日
本
文
化
と
ろ
う
文
化
と
女
性
文
化
に
同
時
に
属
す
る
こ
と

だ
っ
て
あ
る
。
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
つ
い
て
も
、
そ
の
す
べ
て
が
悪
い

と
は
思
わ
な
い
が
、
そ
の
陰
に
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
部
分
に
も
目
を

向
け
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
聴
者
の
作
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と

ろ
う
映
画
の
比
較
は
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
思
う
。
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マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
視
点
は
、
常
に
社
会
の
多
数
派
の
固
定
観
念
を
打

ち
砕
く
、
貴
重
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
を
、
多

数
派
の
基
準
で
，
逸
脱
d

と
捉
え
た
り
敬
遠
し
た
り
せ
ず
に
、
き
ち
ん

と
尊
重
で
き
る
余
裕
の
あ
る
社
会
に
し
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

註(
1
)

こ
の
論
文
で
は
、
ろ
う
を
文
化
と
捉
え
る
視
点
を
尊
重
し
、
聞
こ
え
る

人
を
，
健
聴
者
u

で
は
な
く

P

聴
者
u

と
表
現
す
る
。

(
2
)
岩
淵
紀
雄
『
喜
・
怒
・
哀
・
楽
そ
し
て
夢
|
聴
覚
障
害
者
か
ら
の
メ

ツ
セ
l
ジ
E
|
』
(
オ
リ
ジ
ン
社
、
一
九
九
二
年
)
十
三
ペ
ー
ジ
。

(
3
)
長
谷
川
洋
「
『
ろ
う
文
化
宣
言
』
、
『
ろ
う
文
化
を
語
る
』
を
読
ん
で
の

疑
問
」
『
現
代
思
想
』
二
十
四
巻
五
号
(
青
土
社
、
一
九
九
六
年
四
月
)

一
O
四
ペ
ー
ジ
。

(
4
)
栃
木
県
立
ろ
う
学
校
は
、
同
時
法
的
手
話
、
つ
ま
り
シ
ム
コ
ム
の
指
導

を
行
な
っ
た
が
、
日
本
の
ろ
う
学
校
の
中
で
は
例
外
的
な
存
在
だ
っ
た
。

今
で
も
日
本
の
ろ
う
教
育
は
基
本
的
に
口
話
主
義
を
と
っ
て
い
る
。

〈

5
)
木
村
晴
美
・
市
田
泰
弘
「
ろ
う
文
化
宣
言
」
『
現
代
思
想
』
二
十
三
巻

三
号
(
青
土
社
、
一
九
九
五
年
三
月
)
三
五
四

1
三
六
二
ペ
ー
ジ
。

(
6
)

一
九
九
八
年
一
月
の
時
点
で
、
聴
力
障
害
者
情
報
文
化
セ
ン
タ
ー
字
幕

制
作
共
同
機
構
が
出
し
て
い
る
数
字
で
あ
る
。

(
7
)
日
本
映
画
『
遥
か
な
る
甲
子
園
』
(
大
津
豊
監
督
、
大
映
、
一
九
九
O

年
〉
の
セ
リ
フ
よ
り
引
用
。
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