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■
「
ち
く
ま
評
論
入
門
」
解
説
―
―
読
解
問
題
へ
の
過
程

多
和
田
葉
子
「
国
境
を
越
え
る
こ
と
ば
」

14●
参
考

多
和
田
葉
子
『
エ
ク
ソ
フ
ォ
ニ
ー
―
―
母
語
の
外
へ
出
る
旅
』【914/T64/1

】（
北
野
高
校
図
書
館
に

他
多
数
あ
り
）

■
目
標

・
内
容
を
き
ち
ん
と
切
り
分
け
て
読
む
。

・
材
料
探
し
を
し
て
、
組
み
立
て
る
。

■
追
跡

①

あ
る
言
語
で
小
説
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
言
語
が
現
在
多
く
の
人
に
よ
っ
て
使
わ
れ
て
い
る

姿
を
な
る
べ
く
真
似
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
同
時
代
の
人
た
ち
が
美
し
い
と
信
じ
て
い
る
姿
を
な

ぞ
っ
て
み
せ
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
言
語
の
中
に
潜
在
し
な
が
ら
ま
だ
誰
も
見
た
こ

と
の
な
い
姿
を
引
き
出
し
て
見
せ
る
こ
と
の
方
が
重
要
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
言
語
表
現
の
可
能

性
と
不
可
能
性
と
い
う
問
題
に
迫
る
た
め
に
は
、
母
語
の
外
部
に
出
る
こ
と
が
一
つ
の
有
力
な
戦
略
に
な

る
。
も
ち
ろ
ん
、
外
に
出
る
方
法
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
外
国
語
の
中
に
入
っ
て
み
る
と
い
う
の
は
、
そ
の

う
ち
の
一
つ
の
方
法
に
過
ぎ
な
い
。

問
題
意
識
の
確
認
。
書
き
手
は
、
小
説
家
。｢

私
」
と
主
語
を
立
て
て
書
き
換
え
て
み
る
と
、

「
私
は
、
多
く
の
人
が
使
っ
て
い
る
こ
と
ば
を
マ
ネ
し
た
り
、
な
ぞ
っ
た
り
し
な
い
。
日
本
語
の
中
に

潜
在
し
て
い
る
け
れ
ど
、
ま
だ
誰
も
見
た
こ
と
の
な
い
新
し
い
日
本
語
表
現
を
引
き
出
し
て
見
せ
た
い
。

そ
の
た
め
に
は
―
―
い
っ
た
ん
、
日
本
語
の
外
へ
出
る
＝
外
国
語
の
中
に
入
る
―
―
外
国
語
で
創
作
し
て

み
る
、
と
い
う
手
が
あ
る
。」

や
っ
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
？

う
ま
く
い
く
だ
ろ
う
か
？

☆
〈
む
し
ろ
〉
は
不
等
号
。
出
て
き
た
ら
、
必
ず
、
何
と
何
の
比
較
か
、
ど
ち
ら
が
優
位
か
、
確
認
せ
よ
。

②

外
国
語
で
創
作
す
る
う
え
で
難
し
い
の
は
、
言
葉
そ
の
も
の
よ
り
も
、
偏
見
と
戦
う
こ
と
だ
ろ
う
。

外
国
語
と
の
つ
き
あ
い
は
、「
上
手
」「
下
手
」
と
い
う
基
準
で
計
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
人
が
ド
イ
ツ

に
も
日
本
に
も
た
く
さ
ん
い
る
。
日
本
語
で
芸
術
表
現
し
て
い
る
人
間
に
対
し
て
、「
日
本
語
が
と
て
も

お
上
手
で
す
ね
。」
な
ど
と
言
う
の
は
、
ゴ
ッ
ホ
に
向
か
っ
て
「
ひ
ま
わ
り
の
描
き
方
が
と
て
も
お
上
手

で
す
ね
。
」
と
言
う
よ
う
な
も
の
で
と
て
も
変
な
の
だ
が
、
ま
じ
め
な
顔
を
し
て
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う

人
が
結
構
い
る
。
創
作
者
が
外
国
人
だ
と
、
急
に
、「
上
手
」「
下
手
」
と
い
う
基
準
で
見
て
し
ま
う
ら
し

い
。こ

こ
で
い
う
偏
見
と
は
何
か
。「
外
国
人
の
創
作
を
、
言
葉
の
「
上
手
」「
下
手
」
と
い
う
基
準
で
計
ろ

う
と
す
る
こ
と
」。
英
語
な
ら
英
語
を
母
語
と
す
る
ネ
イ
テ
ィ
ブ
が
、
日
本
人
を
上
か
ら
目
線
で
見
る
。

ニ
ホ
ン
ジ
ン
に
し
て
は
、
オ
ジ
ョ
ウ
ズ
で
す
ネ
。
日
本
語
を
話
す｢

外
国
人
」
に
対
す
る
日
本
人
の
態
度

も
同
じ
。
日
本
語
で
著
述
を
す
る
外
国
人
は
た
く
さ
ん
い
る
が
、
著
述
の
中
味
よ
り
ま
ず
、「
お
、
日
本
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語
完
璧
じ
ゃ
ん
」
と
思
っ
て
し
ま
う
部
分
が
あ
る
の
で
は
？

ジ
ョ
ウ
ズ
か
ど
う
か
の
判
定
は
、
違
和
感
の
検
知
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
耳
が
「
訛

っ
て
い
る
」
と
感
じ
る
か
ど
う
か
。
「
訛
り
」
の
ま
っ
た
く
な
い
自
然
な
日
本
語
が
テ
レ
ビ
か
ら
聞
こ
え

て
く
る
。
画
面
を
見
て
、
そ
の
語
り
手
が
黒
人
や
白
人
だ
っ
た
と
知
っ
た
と
き
、
は
っ
、
と
す
る
、
そ
の

感
じ
。

③

日
本
人
が
外
国
語
と
接
す
る
時
に
は
特
に
そ
の
言
語
を
自
分
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
も
の

に
し
て
い
き
た
い
の
か
を
考
え
な
い
で
勉
強
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
う
。
す
る
と
、
上
手
い
、

下
手
だ
け
が
問
題
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
歴
史
的
背
景
も
あ
る
だ
ろ
う
。
特
に
英
語
や

フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
西
洋
の
言
語
は
、
日
本
社
会
の
内
部
で
の
階
級
差
別
の
道
具
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
。

英
語
が
下
手
だ
と
入
試
に
落
ち
て
一
流
大
学
に
行
け
な
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
も
っ
と
漠
然

と
し
た
「
階
級
意
識
」
の
演
出
に
外
国
語
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
今
で
も
あ
る
。
最
近
日
本
の
マ
ン
ガ
を
読

ん
で
い
た
ら
「
こ
の
フ
レ
ン
チ
・
レ
ス
ト
ラ
ン
は
メ
ニ
ュ
ー
も
す
べ
て
フ
ラ
ン
ス
語
の
み
、
高
級
な
客
し

か
相
手
に
し
な
い
。」
と
い
う
文
章
が
あ
っ
た
。
外
国
語
を
習
う
こ
と
、
留
学
す
る
と
い
う
こ
と
は
「
高

級
に
」
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
普
通
の
人
と
差
を
つ
け
て
、
国
内
で
階
級
を
上
へ
這
い
上
が
る
と
い
う
象
徴

的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
ら
し
い
。
し
か
も
、
誰
が
上
手
で
誰
が
下
手
か
と
い
う
こ
と
が
確
実
に
言
え
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
決
定
す
る
権
威
が
自
分
た
ち
で
は
な
く
、
ど
こ
か
「
外
部
の
上
の
方
」
に
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
権
威
は
日
本
で
抽
象
化
さ
れ
た
「
西
洋
人
」
の
偶
像
で
あ
り
、
そ
の
権
威
が
、

自
分
の
言
葉
が
「
上
手
」
か
ど
う
か
を
決
め
て
く
れ
る
、
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
（
家
元
制
度
的

な
発
想
と
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
）
読
解
問
題
１
植
民
地
的
な
発
想
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

家
元
制
度
で
は
師
匠
は
組
織
の
内
部
の
人
間
だ
し
、
抽
象
化
さ
れ
た
偶
像
で
は
な
く
一
応
血
の
通
っ
た
ひ

と
り
の
人
間
だ
か
ら
だ
。
抽
象
化
さ
れ
た
「
西
洋
人
」
を
権
威
機
関
と
し
て
崇
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
具

体
的
な
西
洋
出
身
の
個
人
を
無
視
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
実
際
に
生
き
て
い
る
生
身
の
西
洋
人
は
、

ト
ル
コ
系
ド
イ
ツ
人
、
韓
国
系
ド
イ
ツ
人
、
イ
ン
ド
系
イ
ギ
リ
ス
人
や
、
ベ
ト
ナ
ム
系
フ
ラ
ン
ス
人
、
ア

フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
、
日
系
ア
メ
リ
カ
人
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
そ
う

い
う
多
様
性
が
あ
っ
て
は
、「
西
洋
」
が
差
別
の
機
械
と
し
て
機
能
し
な
い
の
で
、
生
身
の
西
洋
人
は
無

視
し
、
自
分
の
頭
に
思
い
描
い
て
い
る
「
西
洋
人
」
像
を
保
持
す
る
と
い
う
よ
う
な
状
況
が
、
ご
く
最
近

ま
で
日
本
に
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

ど
う
だ
ろ
う
？

今
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？

上
の
方
に
あ
る
、
抽
象
化
さ
れ
た
「
西
洋
人
」
の
偶
像

と
い
う
権
威
―
―
そ
こ
へ
這
い
上
が
る
た
め
の
英
語
学
習
と
い
う
ス
テ
イ
タ
ス
。
―
―
も
し
あ
る
の
だ
と

し
た
ら
、
そ
れ
が
「
英
語
ビ
ジ
ネ
ス
」
を
駆
動
す
る
根
っ
こ
に
あ
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
英
語
ぺ

ら
ぺ
ら
幻
想
と
揶
揄
さ
れ
て
い
る
抽
象
的
な
（
劣
等
感
と
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
）
憧
れ
。
黒
船
以
来
の
、

辺
境
島
国
の
劣
等
（
列
島
？
）
感
Ｄ
Ｎ
Ａ
？

読
解
問
題
１

日
本
人
の
ど
の
よ
う
な
考
え
方
が
「
植
民
地
的
な
発
想
だ
と
言
え
る
」
の
か
。



- 3/9 -

多和田葉子「国境を越えることば」

☆
傍
線
部
を
延
長
し
、
順
に
☆
指
示
内
容
を
補
え
ば
い
い
。
材
料
を
探
し
、
構
文
を
決
め
、
組
み
立
て

る
。

（
１
）
材
料
探
し

「
そ
れ
は
…
…
植
民
地
的
な
発
想
だ
。」

と

は

？

「
そ
の
権
威
は
日
本
で
抽
象
化
さ
れ
た
「
西
洋
人
」
の
偶
像
で
あ
り
、
そ
の
権
威
が
、
自
分
の
言
葉
が

と

は

？

「
上
手
」
か
ど
う
か
を
決
め
て
く
れ
る
、
と
い
う
発
想
」

「
上
手
い
か
下
手
か
は
、
自
分
た
ち
で
は
な
く
、
ど
こ
か
「
外
部
の
上
の
方
」
に
あ
る
権
威
が
決
め
て

く
れ
る
」

「
西
洋
の
言
語
が
上
手
い
・
西
洋
に
留
学
す
る
」
＝
「
国
内
で
階
級
を
上
へ
這
い
上
が
る
と
い
う
象
徴

的
な
意
味
を
持
つ
」

（
２
）
構
文
決
め

そ
の
た
め
に
は
、「
植
民
地
的
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
解
き
ほ
ぐ
し
て
お
く
の
が
い
い
。
植
民
地

で
は
、
多
く
、
宗
主
国
（
支
配
す
る
国
）
の
言
語
が
操
れ
る
者
が
、
そ
の
国
内
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
階
層

と
な
る
。
例
え
ば
、
大
英
帝
国
（
英
語
）
→
イ
ン
ド
の
エ
リ
ー
ト
（
英
語
）
→
イ
ン
ド
の
民
衆
（
現
地
語
）

と
い
っ
た
関
係
だ
。
宗
主
国
と
植
民
地
を
媒
介
す
る｢

現
地
の
エ
リ
ー
ト
」
が
必
ず
存
在
す
る
。
か
れ
ら

は
、
宗
主
国
に
対
し
て
は
劣
等
感
を
、
現
地
の
大
衆
に
対
し
て
は
優
越
感
を
持
つ
。

「
材
料
」
の
中
に
も
、
Ａ
外
国
語
が
で
き
る
自
分
は
「
高
級
だ
」
／
Ｂ
で
も
、
そ
の
自
分
の
認
め
て
く

れ
る
の
は
西
洋
人
様
だ
、
と
い
っ
た
二
様
の
意
識
が
示
さ
れ
て
い
た
。

「
Ａ
と
考
え
る
一
方
、
Ｂ
と
考
え
る
。」
と
い
っ
た
形
が
考
え
ら
れ
る
。

【
解
答
例
１
】
西
洋
の
言
語
を
習
っ
た
り
、
留
学
し
た
り
す
る
こ
と
を
階
級
を
登
る
高
級
な
こ
と
と
考
え

る
一
方
、
自
分
の
西
洋
語
が
上
手
い
か
下
手
か
に
つ
い
て
決
め
て
く
れ
る
権
威
を
、
ど
こ
か
上
の
方
に
存

在
す
る
、
抽
象
化
さ
れ
た
西
洋
人
の
偶
像
に
求
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
。

｢

植
民
地
的
」
と
い
う
こ
と
ば
が
も
つ
、
ね
じ
れ
た
感
じ
を
出
す
に
は
、
優
越
感
／
劣
等
感
を
使
う
手

も
あ
る
。「
劣
等
感
」
は
本
文
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
る
。

【
解
答
例
２
】
西
洋
の
言
語
を
習
い
、
留
学
す
る
こ
と
に
階
級
的
な
優
越
感
を
感
じ
る
一
方
、
ど
こ
か
上

の
方
に
存
在
す
る
、
抽
象
化
さ
れ
た
西
洋
人
の
偶
像
に
対
し
て
権
威
と
同
時
に
劣
等
感
を
抱
き
、
自
分
の

西
洋
語
の
巧
拙
の
評
価
を
そ
の
権
威
に
委
ね
よ
う
と
す
る
屈
折
し
た
考
え
方
。

言
語
は
階
級
を
映
す
。
こ
と
ば
は
思
考
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
も
の
だ
か
ら
、
本
来
、
人
間
の
上
下
と
は

関
係
が
な
い
。
し
か
し
、
あ
る
こ
と
ば
は
、
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
所
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
習
得
さ
れ
る
か
ら
、
そ

の
こ
と
ば
は
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
政
治
的
布
置
を
表
現
す
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、
武
士
は
武
士
の

言
葉
、
商
人
は
商
人
の
言
葉
と
い
っ
た
よ
う
に
。
さ
ら
に
、
中
央
集
権
的
な
体
制
で
社
会
が
構
成
さ
れ
る
場
合
、
中
央
の
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言
葉
―
―
方
言
の
間
に
も
、
格
差
が
設
定
さ
れ
る
。

西
洋
の
宗
主
国
―
―
植
民
地
、
と
い
う
、
ま
っ
た
く
異
な
る
言
語
体
系
の
間
に
は
、
さ
ら
に
強
力
な
社
会
の
格
差
が
反

映
す
る
。

し
か
し
、
身
分
制
も
な
く
、
国
民
全
員
が
標
準
語
を
学
校
で
学
び
、
植
民
地
も
解
放
さ
れ
た
は
ず
の
現
在
、
こ
と
ば
に

階
級
性
が
反
映
さ
れ
る
な
ん
て
こ
と
は
、
も
う
な
い
の
で
は
？

―
―
い
え
い
え
。
そ
う
は
問
屋
が
…
…
。

●
参
考

田
中
克
彦
『
こ
と
ば
と
国
家
』【801/T5/2b

】（
北
野
高
校
図
書
館
）

④

も
う
二
十
年
以
上
も
前
に
な
る
が
、
ま
だ
日
本
に
住
ん
で
い
た
頃
、
ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン
セ
で
『
車
に

轢
か
れ
た
犬
』
と
い
う
映
画
を
見
た
。
日
本
で
暮
ら
す
西
ア
フ
リ
カ
か
ら
来
た
日
本
文
化
研
究
者
の
話
だ

が
、
彼
は
、
日
本
に
住
ん
で
い
る
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
に
は
「
ア
フ
リ
カ
に
は
餓
死
し
て
い
る
人
が
い
る
の

に
君
は
日
本
学
な
ん
か
や
っ
て
い
て
い
い
の
か
。
」
と
言
わ
れ
、
飲
み
屋
で
は
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
日
本
人
に

「
ア
フ
リ
カ
で
は
人
の
肉
を
食
う
っ
て
本
当
で
す
か
？
」
と
聞
か
れ
、
か
っ
と
な
っ
て
テ
ー
ブ
ル
を
ひ
っ

く
り
返
し
て
し
ま
う
。
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
る
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
よ
う
と
し
て
広
告
を
出
す
と
、
希
望
者

の
若
い
日
本
人
女
性
が
家
に
訪
ね
て
来
る
が
、
彼
が
ア
フ
リ
カ
人
で
あ
る
の
を
見
る
と
驚
い
て
走
っ
て
逃

げ
て
行
っ
て
し
ま
う
。

／
こ
の
シ
ー
ン
は
、
日
本
人
が
「
フ
ラ
ン
ス
語
」
と
い
う
も
の
に
背
負
わ
せ
て
い
る
屈
折
し
た
願
望
と
、

劣
等
感
か
ら
来
る
自
覚
症
状
の
な
い
不
安
を
鋭
く
照
ら
し
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
っ
た
。「
自
分
た
ち
は

ア
フ
リ
カ
と
同
じ
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
勝
手
に
野
蛮
人
と
見
な
し
て
い
た
ア
ジ
ア
の
人
間
で
あ
る
が
、
今

は
金
持
ち
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
お
金
で
高
い
授
業
料
を
払
っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
を
習
う
こ
と
で
、
野
蛮
人

で
は
な
い
こ
と
を
再
確
認
し
た
い
。
」
と
無
意
識
に
思
っ
て
い
る
の
に
、
よ
り
に
よ
っ
て
野
蛮
人
と
思
わ

れ
続
け
た
被
害
者
の
代
表
と
も
言
え
る
ア
フ
リ
カ
人
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
教
師
と
し
て
姿
を
現
し
た
の
で
、

あ
わ
て
て
逃
げ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
日
本
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
野
蛮
観
を
な
ぜ
か
そ

の
ま
ま
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

④
段
落
は
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
に
分
け
て
読
ん
だ
方
が
よ
い
。
☆
必
要
に
応
じ
て
、
形
式
段
落
を
さ
ら

に
分
け
よ
。
書
き
手
の
形
式
段
落
の
切
り
方
が
必
ず
し
も
適
切
だ
と
は
い
え
な
い
。
自
分
の
理
解
の
た
め

に
、
適
宜
切
り
、
印
を
入
れ
る
な
ど
す
る
と
い
い
。
特
に
〈
例
〉
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
〈
考
え
〉
の
部
分

は
、
そ
の
対
応
と
切
り
分
け
を
意
識
的
に
や
り
な
が
ら
読
む
方
が
い
い
。

「
西
ア
フ
リ
カ
か
ら
来
た
日
本
文
化
研
究
者
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
旧
植
民
地
出
身
の
研
究
者
な
の
だ
ろ

う
。
彼
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
が
使
え
る
。

日
本
に
住
ん
で
い
る
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
の
言
い
ぐ
さ
に
は
、
外
国
の
文
化
を
研
究
し
て
い
い
の
は
、
自

国
が
経
済
的
に
（
ま
た
文
化
的
に
）
充
分
満
ち
足
り
て
い
る
国
の
人
間
に
限
ら
れ
る
、
と
い
う
考
え
が
隠

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
な
ら
、
日
本
文
化
の
研
究
は
許
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
意
識
に

は
、
や
は
り
宗
主
国
（
支
配
・
先
進
）
―
―
植
民
地
（
被
支
配
・
発
展
途
上
）
と
い
う
図
式
が
反
映
さ
れ

て
い
る
。
か
つ
て
日
本
が
、
と
に
か
く
文
明
開
化
に
役
立
つ
知
識
と
技
術
を
最
優
先
し
て
輸
入
し
た
の
と
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似
て
い
る
。
ま
た
、
逆
に
、
西
洋
の
ま
な
ざ
し
が
、
異
国
情
緒
あ
ふ
れ
る
異
文
化
と
し
て
、
日
本
（
や
そ

の
他
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
や
…
）
を
研
究
し
た
の
と
同
じ
だ
。「
進
ん
で
い
る
」
西
洋
に
は
そ
の
「
権
利
」

が
あ
っ
た
わ
け
だ
。

日
本
人
に
よ
る
「
ア
フ
リ
カ
で
は
人
の
肉
を
食
う
の
か
」
発
言
は
、「
進
ん
で
い
る
」
日
本
（
ア
ジ
ア
）

―
―
「
遅
れ
て
い
る
」
ア
フ
リ
カ
と
い
う
意
識
の
反
映
。

こ
の
「
遅
れ
て
い
る
＝
野
蛮
な
」
ア
フ
リ
カ
意
識
が
、｢

逃
げ
出
し
た
」
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
、
と

筆
者
は
分
析
す
る
。
そ
の
「
ア
フ
リ
カ
＝
野
蛮
」
意
識
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
。
筆
者
の
答
え
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
が
ア
フ
リ
カ
を
野
蛮
と
考
え
る
見
方
を
な
ぞ
っ
た
も
の
。
い
つ
の
ま
に
か
、
日
本
人
は
、
対
ア

フ
リ
カ
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
位
置
に
自
分
を
置
い
て
い
た
の
だ
。

し
か
し
一
方
、
先
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
日
本
人
の
ア
タ
マ
に
は
、
西
洋
人
と
い
う
抽
象
的
な
権
威
が

残
っ
て
い
る
。
こ
と
ば
の
学
習
を
通
じ
て
、
お
そ
る
お
そ
る
西
洋
人
の
場
所
に
自
分
を
重
ね
よ
う
と
し
た

と
き
、
思
い
浮
か
べ
て
い
た
の
と
は
違
う
〈
顔
〉
が
現
れ
て
驚
い
た
。
こ
の
驚
き
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
し

て
の
自
分
の
顔
が
映
る
と
思
っ
て
鏡
を
見
た
ら
、
ア
フ
リ
カ
の
人
の
顔
が
映
っ
た
、
と
い
う
驚
き
で
あ
る
。

自
分
は
整
形
し
て
、
思
い
描
い
て
い
た
と
お
り
の
顔
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
た
ら
、
元
の
顔
が
映
っ
て

い
た
と
い
う
よ
う
な
。
こ
れ
が
、
筆
者
の
い
う
不
安
―
も
し
か
し
た
ら
自
分
は
ま
だ
劣
等
民
族
の
ま
ま
な

、
、
、
、

ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
不
安
の
イ
メ
ー
ジ
だ
。

／
こ
の
よ
う
な
妙
な
劣
等
感
は
、
経
済
成
長
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
は
し
た
が
、
消
え
て
な
く
な
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
日
本
人
が
野
蛮
人
で
は
な
い
理
由
は
、
革
靴
だ
け
が
文
明
な
の
で
は
な
く
足
袋
も
文
明
な

の
だ
と
い
う
単
純
な
理
由
か
ら
な
の
だ
が
、
そ
う
い
う
考
察
は
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
日
本
人
は
お
金

を
持
っ
て
い
る
か
ら
野
蛮
人
で
は
な
い
、
と
い
う
変
な
形
で
傷
を
癒
や
そ
う
と
し
て
い
た
時
代
に
、
わ
た

し
は
ま
さ
に
生
ま
れ
育
っ
た
こ
と
に
な
る
。

／
わ
た
し
が
ド
イ
ツ
に
移
住
し
た
一
九
八
〇
年
代
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
高
級
品
を
買
い
漁
っ
た
り
、

高
級
レ
ス
ト
ラ
ン
に
行
く
の
が
日
本
人
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
を
中
年
以
上
の
日
本
人
自
身
が
変
に
強
調
し

た
が
っ
た
の
は
、
そ
れ
で
潜
在
的
劣
等
感
の
巻
き
起
こ
す
ス
ト
レ
ス
が
解
消
さ
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
泡
立

つ
バ
ブ
ル
の
泡
銭
を
使
っ
て
贅
沢
し
て
楽
し
ん
だ
と
い
う
な
ら
分
か
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
の
買

い
物
熱
に
は
、
怨
み
を
金
で
晴
ら
す
と
い
う
よ
う
な
攻
撃
性
が
感
じ
ら
れ
た
。

黒
船
以
来
の
日
本
の
劣
等
感
は
、
日
露
戦
争
～
第
二
次
大
戦
ま
で
、
暴
力
の
拡
張
と
し
て
克
服
が
め
ざ

さ
れ
た
が
挫
折
、
戦
後
は
軍
事
を
捨
て
（
さ
せ
ら
れ
）
、
経
済
成
長
に
よ
る
克
服
を
め
ざ
し
た
。
実
体
の

伴
っ
た
経
済
成
長
は
一
九
七
〇
年
代
初
め
で
鈍
化
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
い
う
一
九
八
〇
年
代
の
ピ
ー
ク

は
、
い
わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
経
済
と
い
う
実
体
の
な
い
、
見
か
け
だ
け
の｢

円
」
の
膨
張
だ
っ
た
。

お
金
で
劣
等
感
を
晴
ら
す
こ
と
に
対
し
て
、
筆
者
は
冷
や
や
か
に
見
て
い
る
。
読
み
取
る
べ
き
な
の
は
、

①
日
本
人
に
は
ず
っ
と
続
く
、
西
洋
に
対
す
る
劣
等
感
が
あ
る
、
②
お
金
で
は
劣
等
感
を
晴
ら
し
き
れ
な

い
、
と
い
う
こ
と
だ
。

- 6/9 -

／
そ
の
結
果
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
を
外
か
ら
見
て
無
力
化
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
逃
し
て
し
ま
っ
た
だ

け
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
消
費
者
の
文
明
と
し
て
の
み
捉
え
自
分
た
ち
を
そ
の
一
部
で
あ
る
と
い

う
考
え
方
が
一
般
化
し
、
歴
史
が
消
し
ゴ
ム
の
カ
ス
に
な
っ
て
机
の
下
に
払
い
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ

う
な
気
が
す
る
。

筆
者
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
を
、（
日
本
と
い
う
）
外
か
ら
見
て
無
力
化
す
る
チ
ャ
ン
ス
」
が
あ

っ
た
、
と
考
え
て
い
る
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
」
は
悪
い
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
先
の
フ

ラ
ン
ス
人
の
ア
フ
リ
カ
へ
の
偏
見
な
ど
と
重
な
る
。

し
か
し
一
方
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
悪
い
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で

、
、

は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
長
い
間
に
蓄
積
し
た
「
歴
史
」
と
い
う
遺
産
が
含
ま
れ
て
い
る
。

文
化
、
芸
術
、
思
想
、
科
学
技
術
…
…
近
代
が
達
成
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
精
華
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
に

よ
っ
て
育
ま
れ
た
も
の
だ
。
夏
目
漱
石
が
言
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
文
明
は
、
自
ら
内
発
的
に
進
化
し
て
き

、
、
、
、

た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
人
権
」
と
い
う
考
え
方
ひ
と
つ
取
っ
て
も
、
そ
れ
が
王
政
か
ら
共
和
制
へ
、

さ
ま
ざ
ま
な
闘
い
を
経
て
獲
得
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
の
に
、
日
本
人
は
、「
消
費
者
の
文
明
」
の
部
分
だ
け
を
追
い
求
め
た
。
歴
史
な
ん
て
知
ら
ね
ー
よ
。

リ
ッ
チ
に
な
っ
て
、
好
き
な
も
の
を
買
う
。
そ
れ
が
一
等
国
の
証
と
い
う
も
ん
よ
。

／
た
と
え
ば
、
最
近
の
日
本
人
は
「
ア
ジ
ア
に
行
く
。」
な
ど
と
言
う
。
わ
た
し
な
ど
は
「
え
、
ど
う

い
う
意
味
？
」
と
驚
く
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
「
ア
ジ
ア
」
に
は
日
本
が
入
っ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
の
言
い

方
は
お
か
し
く
な
い
の
だ
そ
う
だ
。
ア
ジ
ア
を
地
理
的
、
歴
史
的
に
捉
え
ず
、
経
済
的
な
単
位
と
し
て
捉

え
て
い
る
ら
し
い
。

今
も
「
ア
ジ
ア
に
行
く
」
な
ん
て
い
う
の
か
し
ら
。
し
か
し
、〈
日
本
／
そ
の
他
の
ア
ジ
ア
ひ
と
ま
と

め
〉
と
い
っ
た
意
識
は
今
も
あ
り
そ
う
だ
。
こ
の
文
章
は
、
二
〇
〇
三
年
頃
に
書
か
れ
た
か
ら
、
ま
だ
、

飛
び
抜
け
て
経
済
大
国
の
日
本
／
そ
の
他
の
ア
ジ
ア
、
と
い
う
図
式
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
か
つ
て
日
本
が
誇
っ
た
家
電
メ
ー
カ
ー
が
、
ア
ジ
ア
の
企
業
に
買
収
さ
れ
る
な
ど
、
今
は

も
う
、
経
済
で
覇
を
唱
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

東
日
本
大
震
災
（2011

）
以
後
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
（2012

）、
リ
ニ
ア
新
幹
線
計
画
（2011

）、
東
京
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
決
定
（2013

）、
大
阪
万
博
決
定
（2018

）
は
、
敗
戦
後
の
、
東
京
タ
ワ
ー
、
新
幹
線
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
大
阪
万
博
と
い
う

経
済
成
長
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
正
確
に
な
ぞ
っ
て
い
る
。
歴
史
は
こ
の
よ
う
に
見
か
け
の
上
で
反
復
さ
れ
る
が
、
そ
の
動
因
は
経
済
に
し
か

な
い
。
こ
れ
は
、
あ
る
劣
等
感
や
不
安
を
抱
く
人
格
が
、
特
殊
な
成
功
体
験
に
依
存
し
、
そ
れ
を
（
も
は
や
適
合
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
）
反
復
し
よ
う
と
す
る
症
例
に
見
え
る
。

⑤

日
本
の
劣
等
感
を
取
り
上
げ
る
の
は
時
代
錯
誤
で
、
今
の
人
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
問
題
に
し
て
い

な
い
、
と
言
う
人
が
よ
く
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ぶ
の
は
単
に
楽
し
い
か
ら
、
パ
リ
に
行
く
の
は
買
い

た
い
も
の
が
あ
る
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
料
理
を
食
べ
る
の
は
単
に
美
味
し
い
か
ら
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
、
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も
う
劣
等
感
も
怨
み
も
ど
こ
に
も
な
い
、
何
も
難
し
い
こ
と
な
ど
考
え
る
必
要
は
な
い
の
だ
、
と
。
で
も
、

読
解
問
題
２
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
と
日
本
の
ね
じ
れ
た
国
粋
主
義
の
問
題
は
、
乗
り
越
え
ら
れ
た
か
の

よ
う
に
見
え
る
だ
け
で
、
実
際
に
は
手
つ
か
ず
の
ま
ま
一
万
円
札
の
下
に
埋
ま
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す

る
。
経
済
危
機
の
時
代
が
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
直
す
い
い
機
会
に
な
れ
ば
、
バ
ブ
ル
も
は
じ

け
が
い
が
あ
っ
た
と
い
う
も
の
だ
と
思
う
が
、
な
か
な
か
そ
う
も
い
か
な
い
よ
う
だ
。
バ
ブ
ル
が
は
じ
け

れ
ば
今
度
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
の
「
外
国
語
」
は
単
な
る
飾
り
で
あ
り
贅
沢
品
だ
か
ら
や
め
て
、
本
当

の
ビ
ジ
ネ
ス
に
役
立
つ
英
語
だ
け
や
っ
て
い
れ
ば
い
い
、
と
い
う
方
針
に
無
反
省
に
移
行
し
て
し
ま
う
傾

向
が
出
て
く
る
。
そ
れ
で
、
日
本
の
大
学
は
英
語
以
外
の
外
国
語
教
育
の
予
算
を
ど
ん
ど
ん
削
っ
て
い
る

ら
し
い
。

「
本
当
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
役
立
つ
英
語
だ
け
や
っ
て
い
れ
ば
い
い
」
っ
て
、
ほ
ん
と
う
に
そ
う
な
っ
て
い

る
。
英
語
の
所
を
、
日
本
語
に
置
き
換
え
れ
ば
、
次
期
指
導
要
領
の
掲
げ
る
「
現
代
の
国
語
」
の
考
え
方

と
重
な
る
。

フ
ラ
ン
ス
語
な
ん
て
い
ら
ね
え
よ
。
英
語
に
お
金
を
か
け
な
。
と
い
う
わ
け
で
、
英
語
産
業
は
、
肥
え

太
る
。
文
学
な
ん
て
、
い
い
か
ら
さ
。
来
月
か
ら
の
出
張
に
役
立
つ
英
語
を
レ
ッ
ス
ン
し
て
く
れ
よ
。
―

―
こ
の
よ
う
に
、
言
語
内
で
、
さ
ら
に
価
値
の
格
差
が
設
定
さ
れ
る
。
そ
の
基
準
は
、
そ
れ
で
儲
か
る
か
、

儲
か
ら
な
い
か
。

⑥

外
国
語
を
や
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
本
気
で
考
え
な
け
れ
ば
、
外
国
語
を
勉
強
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
逆
に
国
の
御
都
合
主
義
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
セ
ネ
ガ
ル
か
ら
の
帰
り
の

飛
行
機
の
中
で
、
エ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
出
し
て
く
れ
た
美
味
し
い
お
菓
子
を
食
べ
な
が
ら
、
わ
た
し
は

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

外
国
語
を
や
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
本
気
で
考
え
る
。
こ
の
「
外
国
語
」
の
部
分
に
も
、
他
の
さ
ま

ざ
ま
な
学
び
の
対
象
が
代
入
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
し
そ
の
と
き
に
、
そ
れ
で
儲
か
る
か
、
儲
か
ら
な
い
か
、

と
い
う
基
準
し
か
思
い
つ
か
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
た
い
へ
ん
不
幸
な
人
生
を
招
来
す
る
だ
ろ
う
。

「
儲
か
る
か
、
儲
か
ら
な
い
か
」
で
生
き
る
期
間
は
、
人
生
九
〇
年
時
代
の
う
ち
、
三
十
年
程
度
だ
。

日
本
に
も
、
そ
う
い
う
時
代
が
あ
り
、
そ
の
三
十
年
は
過
ぎ
た
。
筆
者
の
洞
察
を
具
体
的
な
希
望
に
転
換

す
る
時
代
が
来
て
い
る
と
考
え
た
方
が
い
い
。

読
解
問
題
２

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
と
日
本
の
ね
じ
れ
た
国
粋
主
義
の
問
題
」
が
「
実
際
に
は
手
つ

か
ず
の
ま
ま
」
に
な
っ
て
い
る
と
筆
者
が
考
え
る
の
は
な
ぜ
か
、
ま
と
め
さ
な
い
。

☆
な
ぜ
→
ど
の
よ
う
に
／
ど
ん
な
点
で
。「
ど
ん
な
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
筆
者
は
そ
う
考
え
る
の
か
」

と
問
い
を
変
換
し
よ
う
。

「
…
…
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
筆
者
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
と
日
本
の
ね
じ
れ
た
国
粋
主
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義
の
問
題
が
実
際
に
は
手
つ
か
ず
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。」

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
と
日
本
の
ね
じ
れ
た
国
粋
主
義
の
問
題
」
と
は
何
を
指
し
て
い
る
の
か
、
検

討
し
て
お
こ
う
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
」
が
出
て
く
る
の
は
、
④
段
落
。

「
そ
の
結
果
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
を
外
か
ら
見
て
無
力
化
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
逃
し
て
し
ま
っ
た
だ

け
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
消
費
者
の
文
明
と
し
て
の
み
捉
え
自
分
た
ち
を
そ
の
一
部
で
あ
る
と
い

う
考
え
方
が
一
般
化
し
、
歴
史
が
消
し
ゴ
ム
の
カ
ス
に
な
っ
て
机
の
下
に
払
い
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ

う
な
気
が
す
る
。」

こ
こ
が
該
当
部
分
だ
ろ
う
。「
日
本
の
ね
じ
れ
た
国
粋
主
義
」
と
は
何
か
。「
日
本
の
国
粋
主
義
」
な
ら
、

そ
れ
は
、
日
本
は
も
と
も
と
純
粋
に
そ
れ
と
し
て
す
ば
ら
し
い
国
な
の
だ
、
と
い
う
考
え
を
指
す
。
し
か

し
、
こ
こ
で
「
ね
じ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
消
費
者
の
文
明
と
し
て
の
み
捉
え
自

分
た
ち
を
そ
の
一
部
で
あ
る
」
と
考
え
る
や
り
方
を
指
す
だ
ろ
う
。
短
く
す
る
と
「
自
分
た
ち
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
文
明
の
一
部
だ
」
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
一
部
に
な
っ
た
か
ら
エ
ラ
イ
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
＝
消
費
者
の
文
明
。
日
本
＝
消
費
者
の
文
明
。
∴
日
本
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
。
…
…
と

い
う
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
（
ね
じ
れ
た
…
）
論
理
で
あ
る
。

●
材
料
探
し

（
し
た
こ
と
）

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
ア
ジ
ア
人
や
ア
フ
リ
カ
人
を
野
蛮
だ
と
思
っ
て
い
る
」

「
日
本
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
野
蛮
観
を
な
ぜ
か
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
た
」

「
日
本
人
は
お
金
を
持
っ
て
い
る
か
ら
野
蛮
人
で
は
な
い
、
と
い
う
変
な
形
で
傷
を
癒
や
そ
う
と
し
た
」

（
し
な
か
っ
た
こ
と
）

「
日
本
人
が
野
蛮
人
で
は
な
い
理
由
は
、
革
靴
だ
け
が
文
明
な
の
で
は
な
く
足
袋
も
文
明
な
の
だ
と
い
う

単
純
な
理
由
か
ら
な
の
だ
が
、
そ
う
い
う
考
察
は
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
を
外
か
ら
見
て
無
力
化
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
逃
し
て
し
ま
っ
た
」

「
歴
史
が
消
し
ゴ
ム
の
カ
ス
に
な
っ
て
机
の
下
に
払
い
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
」

（
具
体
的
な
現
れ
）

「
バ
ブ
ル
の
頃
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
高
級
品
を
買
い
漁
っ
た
り
、
高
級
レ
ス
ト
ラ
ン
に
行
く
の
が
日
本
人
ば

か
り
で
あ
る
こ
と
を
中
年
以
上
の
日
本
人
自
身
が
変
に
強
調
し
た
が
っ
た
」

「
最
近
の
日
本
人
は
「
ア
ジ
ア
に
行
く
。」
な
ど
と
言
う
。」

「
日
本
の
大
学
は
ヒ
ジ
ネ
ス
に
役
立
つ
英
語
以
外
の
外
国
語
教
育
の
予
算
を
ど
ん
ど
ん
削
っ
て
い
る
」

【
解
答
例
１
】
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
以
外
を
野
蛮
だ
と
見
な
す
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
日
本

人
は
、
自
分
た
ち
が
野
蛮
だ
と
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
劣
等
感
を
、
お
金
を
持
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
同

じ
に
な
っ
た
と
思
い
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
払
拭
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
い
ま
だ
に
、
お
金
を
使

う
こ
と
で
プ
ラ
イ
ド
を
保
っ
た
り
、
自
分
た
ち
は
ア
ジ
ア
の
一
員
で
は
な
い
と
考
え
た
り
、
お
金
も
う
け

に
役
立
つ
英
語
以
外
を
軽
視
す
る
現
象
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
劣
等
感
は
保
た

れ
た
ま
ま
と
思
わ
れ
る
か
ら
。



- 9/9 -

多和田葉子「国境を越えることば」

（
し
な
か
っ
た
こ
と
）
と
の
関
係
で
書
く
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
す
べ
き
だ
っ
た
の
に
、
し
な
か
っ
た

か
ら
、
ま
だ
残
っ
た
ま
ま
だ
、
と
い
う
道
筋
。
あ
え
て
、
前
半
を
同
形
に
す
る
な
ら
、

【
解
答
例
２
】
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
以
外
を
野
蛮
だ
と
見
な
す
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
日
本

人
は
、
自
分
た
ち
が
野
蛮
だ
と
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
劣
等
感
を
、
お
金
を
持
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
同

じ
に
な
っ
た
と
思
い
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
払
拭
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
本
来
は
、
日
本
に
は
日

本
の
独
自
の
文
明
が
あ
る
こ
と
を
大
切
に
し
、
ま
た
、
消
費
文
明
以
外
の
達
成
か
ら
も
学
び
、
そ
の
観
点

か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
を
乗
り
越
え
る
道
を
探
る
べ
き
だ
っ
た
の
に
、
そ
の
道
は
取
ら
ず
、
今
も

消
費
文
明
の
側
面
に
固
執
し
た
ま
ま
だ
か
ら
。

■
読
解
問
題

１

日
本
人
の
ど
の
よ
う
な
考
え
方
が
「
植
民
地
的
な
発
想
だ
と
言
え
る
」
の
か
。

２

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
と
日
本
の
ね
じ
れ
た
国
粋
主
義
の
問
題
」
が
「
実
際
に
は
手
つ
か
ず
の
ま

ま
」
に
な
っ
て
い
る
と
筆
者
が
考
え
る
の
は
な
ぜ
か
、
ま
と
め
さ
な
い
。

■
発
展
問
題

日
本
バ
ン
ザ
イ
、
日
本
す
ご
い
。
日
本
は
万
世
一
系
の
帝
の
国
だ
と
か
、
神
の
国
だ
と
か
、
単
一
民
族

単
一
言
語
の
国
だ
と
か
、
戦
争
中
に
唱
え
ら
れ
た
狂
信
的
な
国
粋
主
義
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
れ
も
ま
た
、
劣
等
感
の
裏
返
し
に
過
ぎ
な
い
。
明
治
以
降
、
た
く
さ
ん
の
国
か
ら
成
る
こ
の
列
島
を
、

、
、
、
、
、
、

一
つ
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
＝
ス
テ
ー
ト
に
作
り
替
え
る
た
め
の
ヒ
ス
ト
リ
ー
＝
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
制
作
の
果
て

が
、
あ
の
狂
信
的
な
天
皇
陛
下
バ
ン
ザ
イ
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
そ
の
道
も
ダ
メ
、
と
い
う
こ
と
は
実
証

済
み
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
こ
の
国
に
あ
る
の
は
米
国
へ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
だ
ろ
う
。

黒
船
も
米
国
、
咸
臨
丸
が
行
っ
た
の
も
米
国
、
真
珠
湾
も
米
国
、
原
爆
も
米
国
、
沖
縄
も
米
国
だ
。

し
か
し
、
筆
者
の
表
現
を
逆
手
に
取
る
と
、
ほ
ん
と
う
に
取
る
べ
き
道
も
ま
た
、「
実
際
に
は
手
つ
か

ず
の
ま
ま
一
万
円
札
の
下
に
埋
ま
っ
て
い
る
」
と
思
わ
れ
る
。
少
し
冷
静
に
な
れ
ば
、
そ
の
道
は
、
今
す

ぐ
に
で
も
実
現
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
何
の
た
め
に
こ
と
ば
を
学
ぶ
の
か
、
と
い

う
筆
者
の
問
い
か
け
に
も
通
じ
て
い
る
だ
ろ
う
。

筆
者
の
考
え
も
参
考
に
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
取
り
得
な
か
っ
た
が
、
そ
う
あ
る
べ
き
道
の
あ
り
方
を
考

え
、
論
じ
な
さ
い
。
こ
と
ば
の
学
び
に
つ
い
て
も
ふ
れ
な
さ
い
。

●
重
要
語｢

母
語
」
＝
国
籍
と
母
語
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
日
本
人
が
日
本
語
を
母
語
と
す
る
場
合

な
ど
は
母
語
と
母
国
語
は
一
致
す
る
。
し
か
し
、
日
本
語
を
母
語
と
し
な
が
ら
日
本
国
籍
を
持
た
な
い
場

、

合
も
あ
る
。
ま
た
、
政
治
的
・
地
理
的
独
立
国
家
を
持
た
な
い
言
語
も
あ
り
、
母
国
語
と
呼
べ
な
い
場
合

、

も
多
い
。
一
国
家
＝
一
言
語
は
全
く
の
幻
想
。


