
一　

報
告
の
課
題

�　
「
日
本
人
」「
日
本
人
の
た
め
の
教
育
」
を
問
い
直
す
こ
と

　

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
東
京
学
芸
大
学
の
佐
藤
と
申
し
ま
す
。

　

私
の
話
は
、
今
の
水
野
さ
ん
の
お
話
と
は
全
く
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
が

違
い
ま
す
の
で
、
焦
点
が
定
ま
っ
て
い
く
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
発

題
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
で
あ
る
エ

ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
教
育
を
考
え
て
い
く
と
き
に
、
民
族
的
少

数
者
の
教
育
と
い
う
視
点
を
強
調
し
て
い
く
だ
け
で
は
日
本
人
の
優
位
性

が
強
ま
り
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
日
本

人
の
枠
組
み
が
固
定
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
意
識

を
持
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
の
話
は
、
日
本
人
の
た
め
の
教
育
に

こ
だ
わ
り
、
そ
れ
が
一
体
何
で
あ
っ
た
か
を
海
外
に
あ
る
日
本
人
学
校
や

補
習
校
の
教
育
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
説
明
（
八
ペ
ー
ジ
）
に
あ
る
よ
う
な
海
外
観
、
民
族

観
、
さ
ら
に
は
国
際
化
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
日
本
人
学
校
な
り
補
習
校
の
教

育
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
は
じ
め
に
、
日
本
人
学
校
や
補
習
校
に
つ
い
て
、
た
ぶ
ん
皆
様

は
あ
ま
り
な
じ
み
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、
簡
単
に
説
明
を
し
て

お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
海
外
で
生
活
す
る
日
本
国
籍
を
持
っ
た
小
・
中

学
生
段
階
の
子
ど
も
た
ち
は
、
約
五
万
二
〇
〇
〇
人
に
の
ぼ
り
ま
す
。
そ

の
子
ど
も
た
ち
が
日
本
の
教
育
を
受
け
る
場
と
し
て
、
全
日
制
の
日
本
人

学
校
と
土
曜
日
の
み
開
校
し
て
い
る
補
習
校
が
あ
り
ま
す
。
日
本
人
学
校

は
四
九
カ
国
に
八
二
校
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
週
日
の
月
曜
日
か
ら
金
曜

日
ま
で
は
現
地
の
学
校
に
行
き
土
曜
日
だ
け
集
ま
っ
て
き
て
日
本
の
教
育

を
受
け
る
補
習
校
が
世
界
五
六
カ
国
に
一
八
八
校
開
校
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
多
く
は
ア
メ
リ
カ
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
日
本
人
学
校
と
補
習
校
は
、
日
本
人
の
た
め
の
、
さ
ら
に
は
日
本

人
に
す
る
た
め
の
教
育
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
教
育
を
通

し
て
、
ど
の
よ
う
に
日
本
人
と
い
う
枠
が
つ
く
ら
れ
、
そ
の
枠
の
中
で
ど

の
よ
う
に
し
て
日
本
人
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
か
を
ま
ず
考
え
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。
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つ
い
で
、
一
九
九
〇
年
以
降
、
海
外
子
女
教
育
を
取
り
巻
く
環
境
と
、

そ
の
教
育
の
内
在
的
な
変
化
を
お
い
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
人
と
い

う
枠
や
日
本
人
に
な
る
こ
と
が
虚
構
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
そ
れ

を
ど
の
よ
う
に
脱
構
築
で
き
る
か
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。
そ
の

変
化
と
は
、
国
際
結
婚
に
よ
る
子
ど
も
や
日
本
国
籍
を
持
た
な
い
子
ど
も

が
就
学
す
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
出
て
き
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
海
外
勤
務

者
の
中
に
日
本
人
学
校
や
補
習
校
を
選
択
せ
ず
に
別
の
選
択
を
模
索
す
る

動
き
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
日
本
人
学
校
、
補
習
校
と
も
日
本
に
帰
国

す
る
た
め
の
教
育
の
場
と
し
て
機
能
し
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
す
。

こ
う
し
た
変
化
は
、
当
然
、
そ
れ
ま
で
の
枠
組
み
を
こ
わ
す
こ
と
に
な
る

た
め
、
矛
盾
も
出
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
を
丹
念
に
み

て
い
く
こ
と
で
、
今
ま
で
前
提
に
し
て
き
た
日
本
人
と
い
う
枠
や
日
本
人

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
何
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
ど
う
相
対
化

で
き
る
か
に
つ
い
て
問
題
提
起
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

�　

関
係
性
の
組
み
替
え
の
可
能
性
を
探
る
こ
と

　

し
か
も
、
そ
う
し
た
課
題
は
、「
関
係
性
」
を
組
み
替
え
て
い
く
と
い
う

こ
と
に
結
び
つ
い
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、
外
国
人
学
校
の
問
題
は
、
制
度

上
の
問
題
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
根
底
に
は
文
化
の
権
力
関
係
と
い
う
問

題
が
あ
り
、
そ
の
問
題
を
避
け
て
通
れ
ま
せ
ん
。
現
実
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ

と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
従
属
的
な
関
係
を
ど
う
組
み
替
え
る
か
と
い
う
議
論

が
必
要
で
す
。

　

私
が
専
門
に
し
て
い
る
異
文
化
間
教
育
は
、
そ
う
し
た
文
化
の
権
力
関

係
を
問
題
に
し
て
お
り
、
権
力
関
係
を
組
み
替
え
て
多
文
化
共
生
社
会
を

い
か
に
実
現
す
る
か
を
課
題
に
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
現
実
の
見
え
な

い
文
化
間
の
権
力
関
係
を
把
握
し
て
、
そ
れ
を
共
生
に
向
け
た
関
係
へ
と

組
み
替
え
て
い
く
た
め
の
実
践
を
課
題
に
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ

ま
で
関
係
性
の
と
ら
え
方
が
一
面
的
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
共
生
」

と
い
う
言
葉
で
、
現
実
を
覆
っ
て
い
る
一
面
的
な
関
係
を
隠
蔽
し
て
し
ま

う
危
険
性
も
あ
り
ま
す
。
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
側
か
ら
一
方
的
に
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
を
と
ら
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

差
異
や
多
様
性
を
前
提
に
し
て
、
そ
こ
に
自
由
と
平
等
を
認
め
つ
つ
、

対
話
を
通
し
て
新
し
い
関
係
を
つ
く
り
上
げ
、
そ
の
結
果
と
し
て
新
し
い

価
値
を
つ
く
り
上
げ
る
よ
う
な
実
践
、
そ
れ
が
教
育
に
な
る
わ
け
で
す
が
、

そ
う
し
た
教
育
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め

の
政
策
、
制
度
や
組
織
の
あ
り
方
、
さ
ら
に
は
具
体
的
な
実
践
の
あ
り
方

に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
と
共
に
考
え
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

二　
「
国
民
教
育
」
の
場
と
し
て
の
日
本
人
学
校

�　
「
日
本
国
籍
」
を
も
っ
た
子
ど
も
の
救
済

　

前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
ま
ず
は
、
日
本
人
と
い
う
枠
が
ど
の

よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
水
野
さ
ん
の
話
の
中
に

も
出
て
き
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
日
本
人
学
校
は
戦
前
に
も
あ
り
ま
し
た
。

日
本
が
傀
儡
国
家
と
し
て
つ
く
り
上
げ
た
満
州
や
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
台
湾
、

朝
鮮
半
島
に
、
数
多
く
の
日
本
人
学
校
が
あ
っ
た
の
で
す
。
た
だ
、
今
回

は
、
私
が
こ
れ
ま
で
テ
ー
マ
に
し
て
き
た
戦
後
に
限
定
し
て
考
え
て
い
く

こ
と
に
し
ま
す
。

　

一
九
六
〇
年
以
前
に
は
、
戦
前
か
ら
の
移
民
、
戦
後
間
も
な
く
出
て
い
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っ
た
人
な
ど
、
多
様
な
層
の
人
が
世
界
各
地
に
す
ん
で
い
ま
し
た
し
、
そ

う
し
た
多
様
な
子
ど
も
の
教
育
の
場
と
し
て
、
各
地
で
細
々
と
学
校
が
つ

く
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
戦
後
の
経
済
復
興
が
本
格
化
す
る
一
九

六
〇
年
代
ぐ
ら
い
か
ら
、
日
本
人
学
校
、
補
習
校
と
い
う
形
で
、
日
本
国

家
の
補
助
を
受
け
て
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ど
の
時
点
で
日
本

人
学
校
、
補
習
校
の
開
校
と
し
た
か
を
調
べ
る
と
、
国
家
の
補
助
が
開
始

さ
れ
た
年
と
す
る
学
校
が
大
半
で
す
。
こ
う
し
た
学
校
は
、
ま
さ
に
日
本

国
籍
を
持
っ
た
子
ど
も
の
教
育
の
場
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
の
で
す
。
し
か
も
、
日
本
へ
の
帰
国
を
前
提
に
し
た
日
本
国
籍
を
も
つ

子
ど
も
の
教
育
の
場
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

れ
以
外
の
子
ど
も
は
排
除
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

し
か
も
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
、
日
本
国
内
で
も
、
海
外
で
生
活
す
る

子
ど
も
の
教
育
を
、
日
本
国
家
と
し
て
責
任
を
も
つ
べ
き
だ
と
い
う
声
が

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
私
は
、

海
外
・
帰
国
子
女
が
新
聞
や
雑
誌
に
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
表
象

さ
れ
て
き
た
か
を
ず
っ
と
追
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
一
番
初
め
の
記

事
は
、
一
九
七
五
年
の
『
文
藝
春
秋
』
と
い
う
雑
誌
に
、
北
代
淳
二
さ
ん

が
執
筆
し
た
「
拝
啓
永
井
文
部
大
臣
殿　

教
育
棄
民
―
年
間
三
〇
〇
〇
人

の
帰
国
子
女
の
こ
と
を
考
え
て
く
だ
さ
い
」
で
し
た
。
つ
ま
り
、
海
外
で

生
活
す
る
子
ど
も
を
「
棄
民
」、
捨
て
去
ら
れ
た
民
と
表
現
し
、
国
家
に
対

し
て
そ
う
し
た
子
ど
も
の
救
済
を
求
め
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
国
家
政
策
と

し
て
、
日
本
国
民
で
あ
る
子
ど
も
の
教
育
を
国
家
が
保
障
す
る
の
は
当
然

だ
と
い
う
論
理
で
す
。

�　
「
日
本
人
」
の
た
め
の
国
民
教
育

　

一
九
七
〇
年
代
に
、
日
本
は
海
外
投
資
の
自
由
化
に
踏
み
切
り
ま
す
。

海
外
勤
務
者
が
ふ
え
、
帯
同
す
る
子
ど
も
も
急
増
し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、

日
本
人
学
校
と
補
習
校
は
、
海
外
勤
務
者
の
子
ど
も
に
限
定
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
し
か
も
、
日
本
政
府
か
ら
公
式
に
派
遣
さ
れ
た
日
本
の
教

師
に
よ
っ
て
、
日
本
語
で
日
本
の
教
科
書
を
使
っ
た
授
業
が
展
開
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
国
民
教
育
と
し
て
定
着
す
る
よ
う
に
な
り
、
公
的
性
格
が

付
与
さ
れ
ま
し
た
。
海
外
で
唯
一
の
、
日
本
人
を
つ
く
る
た
め
の
場
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
後
、
児
島
さ
ん
か
ら
南
米
の
話
が
出
て
き
ま
す
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
や

ペ
ル
ー
な
ど
で
は
、
移
民
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
日
本
人
学
校
が
あ
り

ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
海
外
勤
務
者
の
日
本
人
学
校
と
区
別
さ
れ
て
、
性

格
の
違
う
日
本
語
学
校
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
日
本
人
を
つ
く
る
た
め
の
場
と
し
て
、
日
本
人
学
校
や
補
習

校
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
う
し
た
学
校
が
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代

に
か
け
て
数
多
く
つ
く
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、

誰
が
日
本
人
で
あ
る
か
と
い
う
枠
を
つ
く
り
あ
げ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
ま
す
。

三　

海
外
子
女
教
育
の
構
造
的
特
徴
―
―
ア
メ
リ
カ
と
途
上
国

　

一
九
七
〇
年
以
前
は
、
日
本
は
戦
後
の
「
贖
罪
」
意
識
が
強
く
、
声
高

に
日
本
人
の
育
成
、
し
か
も
世
界
の
中
で
活
躍
す
る
国
家
的
な
日
本
人
の

育
成
を
強
く
主
張
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
一
九
七

〇
年
代
の
急
速
な
経
済
成
長
に
よ
り
自
信
を
回
復
し
た
日
本
は
、
世
界
の
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中
で
対
等
に
活
躍
で
き
る
日
本
人
の
育
成
が
国
家
的
な
課
題
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。
一
九
七
四
年
の
中
教
審
以
降
、
日
本
の
国
際
化
戦
略
は
、
す
べ

て
世
界
で
活
躍
で
き
る
日
本
人
の
育
成
で
あ
り
、
そ
の
先
兵
と
し
て
海
外

子
女
教
育
を
明
確
に
位
置
づ
け
た
の
で
す
。
世
界
の
国
々
と
の
対
比
の
中

で
、
日
本
人
と
日
本
人
性
（
日
本
人
の
内
実
）
を
新
し
く
つ
く
る
必
要
が

あ
り
、
そ
の
場
が
日
本
人
学
校
と
補
習
校
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

し
か
も
、
日
本
人
学
校
と
補
習
校
の
つ
く
ら
れ
方
に
も
特
徴
が
あ
り
ま

す
。
ア
メ
リ
カ
に
は
補
習
校
、
発
展
途
上
国
に
は
日
本
人
学
校
を
つ
く
っ

て
い
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
日
本
の
対
外
観
、
あ
る
い
は
民
族
観
が
非
常
に

強
く
反
映
し
て
い
ま
す
。
大
雑
把
な
く
く
り
で
言
い
ま
す
と
、
ア
メ
リ
カ

は
一
体
化
の
対
象
で
あ
り
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
承
認
を
常
に
求
め

て
き
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
に
は
今
、
大
体
二
万
人
の
子
ど
も
た
ち
が
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
日
本
人
学
校
は
二
校
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
シ
カ
ゴ
）
し
か

あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
の
数
も
八
〇
〇
人
ぐ
ら
い
で
す
。
そ
の
ほ
か
は
す
べ

て
現
地
校
に
依
存
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
現
地
校
に
依
存
し
つ
つ
、
日
本

人
で
あ
る
こ
と
を
忘

れ
な
い
よ
う
に
す
る

た
め
に
補
習
校
を
つ

く
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

一
方
で
、
ア
ジ
ア

を
中
心
に
し
た
途
上

国
に
は
、
日
本
人
学

校
を
つ
く
り
上
げ
て

き
ま
し
た
。
こ
の
こ

と
は
、
途
上
国
を
差
異
化
の
対
象
と
し
て
と
ら
え
て
き
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
は
一
体
化
の
対
象
で
あ
り
、
途
上
国
は
差
異
化
の

対
象
に
す
る
と
い
う
対
外
観
が
強
く
反
映
し
て
い
ま
す
。
海
外
子
女
教
育

の
仕
組
み
そ
の
も
の
の
中
に
、
こ
の
対
外
観
が
入
り
込
ん
で
い
る
と
同
時

に
、
日
本
人
学
校
や
補
習
校
は
そ
れ
ら
を
強
化
す
る
役
割
を
担
っ
て
き
ま

し
た
。

四　
「
日
本
人
」
の
育
成
と
い
う
役
割

�　
「
他
国
」、「
他
民
族
」
の
他
者
化

　

で
は
、
こ
う
し
た
対
外
観
の
も
と
で
、
ど
の
よ
う
な
日
本
人
を
つ
く
る

こ
と
が
課
題
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。「
日
本
人
で
あ
る
こ
と
」「
日
本
人

に
な
る
こ
と
」
を
仮
に
こ
こ
で
は
、「
日
本
人
性
」
と
表
現
し
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。「
日
本
人
性
」
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
日
本
人
の
特
殊
性
を
主
張
す
る
日
本
人
論
を
意
味
す

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
異
文
化
間
教
育
の
領
域
で
最
近
議
論

が
開
始
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
異
文
化
間
教
育
学
会
の
来
年
度
の
特
定
課

題
の
研
究
テ
ー
マ
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日
本
語
教
育
の
世
界
な

ど
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
同
化
的
な
実
践
を
相
対
化
し
よ
う
い
う
動
き
が
み

ら
れ
ま
す
が
、
教
育
の
場
で
も
、
こ
れ
ま
で
自
明
視
し
て
き
た
日
本
人
や

日
本
人
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
改
め
て
問
い
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

そ
の
際
、
こ
の
「
日
本
人
性
」
と
い
う
概
念
が
有
効
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、「
白
人
性
（
ホ
ワ
イ
ト
ネ
ス
）」
の
研
究
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
研
究
は
グ
ラ
ン
ト
ら
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
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だ
明
確
な
定
義
が
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
、

「
白
人
性
」
と
い
う
の
は
、
歴
史
的
、
社
会
的
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。「
白
人
」
と
い
う
概
念
が
ど
う
い
う
よ
う
に
歴
史
的
に
つ

く
ら
れ
て
、
誰
を
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
て
、
誰
を
排
除
し
て
き
た
か

と
い
う
こ
と
で
す
。「
白
人
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
生
成
さ
れ
る
過
程
に

お
い
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
い
っ
た
ん
つ
く
ら
れ
る
と
、「
白
人
」
と
い

う
も
の
の
中
身
が
見
え
な
い
ま
ま
だ
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
「
日
本
人
性
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。「
日
本
人
性
」
と
い
う
の
は
、
歴
史
的
、
社
会
的
な
構
成
物
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、「
日
本
人
性
」
と
い
う
の
は
、
日
本
人
と

い
う
く
く
り
を
固
定
化
さ
せ
て
、
そ
の
優
位
性
で
あ
る
と
か
、
独
自
性
で

あ
る
と
か
と
い
う
も
の
を
つ
く
り
上
げ
て
い
く
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
日
本

人
の
内
実
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
し
て
の
特
徴

と
い
う
よ
り
も
、
他
者
と
の
関
係
の
中
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
構
成
物

に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
国
際
化
の
中
で
意
図
的
に
つ
く
り
あ
げ
た
日
本
人
像
で

あ
り
、
そ
れ
を
本
質
主
義
化
し
て
き
ま
し
た
。

　

日
本
人
学
校
や
補
習
校
は
、
そ
う
し
た
「
日
本
人
性
」
の
形
成
と
密
接

に
関
連
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
は
、
日
本

国
内
に
お
い
て
は
他
国
や
他
民
族
と
の
出
会
い
は
目
に
見
え
る
形
で
は
あ

ら
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
海
外
子
女
教
育
で
は
、
い
ち
早
く
他
国
で
あ
る

と
か
他
民
族
と
出
会
い
、
そ
の
差
異
化
の
必
要
性
を
痛
感
し
、
他
国
、
他

民
族
を
他
者
化
す
る
こ
と
で
、
日
本
人
を
つ
く
り
上
げ
て
き
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

�　

国
家
人
材
と
し
て
の
海
外
の
子
ど
も

　

し
か
も
、
海
外
の
子
ど
も
た
ち
は
、
日
本
の
国
家
人
材
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
て
、「
金
の
卵
」
と
さ
え
言
わ
れ
ま
し
た
。
日
本
が
海
外
進
出
を
し

て
い
く
た
め
の
重
要
な
人
材
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
国
家
の
経
済
を
担
う
日

本
人
の
育
成
が
海
外
子
女
教
育
に
期
待
さ
れ
、
強
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

も
と
で
そ
の
教
育
が
構
想
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
つ
く
ら
れ
た

「
日
本
人
性
」
と
は
、
国
際
化
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
国
際
性
を
身
に
つ
け
た

日
本
人
、
具
体
的
に
は
個
性
的
で
、
自
信
を
持
ち
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
に
秀
で
た
日
本
人
で
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
集
団
主
義
」「
均
一
性
」

と
い
っ
た
当
時
の
日
本
人
論
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
内
実
と
は
大
き
く
か
け

離
れ
て
い
ま
し
た
。
一
種
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

�　

日
本
人
学
校
に
お
け
る
「
日
本
人
性
」
の
再
生
産

　

国
家
戦
略
と
し
て
、
国
益
の
た
め
に
活
躍
で
き
る
日
本
人
を
育
成
し
て

い
く
こ
と
が
、
日
本
人
学
校
や
補
習
校
に
期
待
さ
れ
ま
し
た
。
敗
戦
国
と

し
て
の
逆
境
を
克
服
し
、
世
界
の
列
強
の
中
で
対
等
に
競
争
し
て
い
く
に

は
、
新
し
い
日
本
人
を
育
成
す
る
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
ま
で

と
違
う
人
間
像
が
目
指
さ
れ
た
た
め
、
常
に
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
強
調
し
、
そ
れ
を
固
定
化
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

確
認
の
場
が
、
日
本
人
学
校
な
り
補
習
校
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
か
も
、
そ
の
た
め
に
は
、
他
国
や
他
民
族
と
の
出
会
い
を
実
践
の
中
で

意
識
的
に
つ
く
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
仕
掛
け
を
明
確
に
つ
く
り
あ
げ
た
の
が
日
本
人
学
校
で
す
。
日
本
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人
学
校
は
、
日
本
国
内
と
ほ
ぼ
同
じ
教
育
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
海

外
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
い
か
し
て
、
現
地
素
材
を
教
材
化
し
た
り
、
現

地
校
と
交
流
し
た
り
、
さ
ら
に
は
現
地
語
を
学
習
し
た
り
す
る
な
ど
の
実

践
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
「
現
地
理
解
教
育
」
と
呼
び
ま
し
た
。
今
の

「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
み
た
い
な
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
実
践
は
、「
現
地
」
や
「
現
地
人
」
を
他
者
化
す
る
こ
と
で
、
自

分
た
ち
の
立
場
を
明
確
に
し
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、「
日
本
」
対
「
現
地
」

と
い
う
二
項
対
立
の
枠
組
み
の
中
で
、
日
本
や
日
本
人
と
い
う
枠
を
固
定

し
、
か
つ
そ
の
優
位
性
を
強
調
し
て
き
ま
し
た
。
ア
ジ
ア
地
域
の
日
本
人

学
校
の
子
ど
も
た
ち
の
作
文
を
読
む
と
、
そ
の
特
徴
が
見
い
だ
せ
ま
す
。

例
え
ば
、
現
地
の
人
た
ち
を
見
て
か
わ
い
そ
う
だ
と
思
っ
た
、
小
さ
い
子

ど
も
た
ち
が
一
生
懸
命
働
い
て
い
る
姿
を
見
て
感
動
し
た
と
い
っ
た
内
容
、

あ
る
い
は
、
現
地
の
人
間
が
全
く
出
て
こ
な
い
で
現
地
の
自
然
が
き
れ
い

だ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
作
文
が
非
常
に
多
い
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
現

地
を
差
異
化
の
対
象
に
し
て
、
日
本
の
優
位
性
を
訴
え
る
も
の
に
な
っ
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、「
日
本
」
対
「
所
在
国
」
と
い
う
二
項
対
立
の
枠

組
み
を
も
と
に
し
た
実
践
が
小
学
校
一
年
生
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、

そ
の
枠
が
強
い
も
の
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
必
ず
日
本
や
日
本

人
の
優
位
性
を
強
調
し
て
い
く
も
の
で
す
。
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
実
践
を
強
く
規
定
し

て
い
た
わ
け
で
す
。
日
本
人
学
校
で
は
こ
う
い
う
実
践
が
一
九
六
〇
年
代

の
後
半
ぐ
ら
い
か
ら
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
日
本
人
学
校
の
所
在
国
と
の
間
に
、
一
面
的
な
関
係
が

つ
く
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
単
一
の
日
本
文
化
、
つ
ま
り
自

分
た
ち
の
枠
を
固
定
し
、
そ
の
枠
か
ら
異
な
る
文
化
を
眺
め
、
味
わ
い
、

そ
し
て
理
解
に
努
め
る
と
い
う
基
本
的
な
姿
勢
が
、
日
本
人
学
校
の
現
地

理
解
教
育
の
実
践
を
通
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
私
が
所
属
し
て

い
る
国
際
教
育
セ
ン
タ
ー
は
、
一
九
七
五
年
に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
が
、
も

と
も
と
は
海
外
子
女
教
育
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
し
た
。
海
外
子
女
教

育
セ
ン
タ
ー
で
、
海
外
の
日
本
人
学
校
に
赴
任
し
帰
国
し
た
先
生
方
に
、

派
遣
中
の
実
践
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
て
い
た
だ
き
、
毎
年
刊
行
し
て
き
ま
し

た
が
、
そ
れ
ら
を
見
て
い
く
と
、
現
地
理
解
教
育
の
実
践
に
は
一
定
の
特

徴
が
見
て
取
れ
ま
す
。
現
地
理
解
教
育
の
視
点
は
、
常
に
日
本
と
対
比
す

る
と
い
う
構
図
の
た
め
、
現
地
や
現
地
の
人
を
他
者
化
す
る
こ
と
で
、
日

本
人
の
枠
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
固
定
化
し
、
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
促

す
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
一
九
六
〇
年
代
か
ら
ず
っ
と
続
い
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
派
遣
教
員
の
任
期
が
原
則
三
年
で
あ

り
、
派
遣
期
間
中
に
そ
う
し
た
問
題
に
気
づ
く
こ
と
な
く
帰
国
し
、
ま
た

新
し
く
教
員
が
派
遣
さ
れ
る
と
い
う
教
員
派
遣
シ
ス
テ
ム
も
大
き
く
影
響

し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
人
学
校
の
実
践
を
通

し
て
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
再
生
産
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

五　

海
外
子
女
教
育
に
お
け
る
変
化
と
矛
盾
の
露
呈

　

以
上
の
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
、
日
本
人

と
い
う
枠
が
明
確
に
な
り
、
そ
の
枠
の
も
と
で
特
徴
的
な
日
本
人
を
つ
く
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り
あ
げ
て
き
ま
し
た
。
い
ま
だ
、
そ
の
基
本
的
な
性
格
は
変
わ
り
ま
せ
ん

が
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
海
外
子
女
教
育
に
変
化
が
お
き
始
め
ま
し

た
。
そ
し
て
、
そ
の
変
化
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
の
前
提
が
崩
れ
、
矛
盾
が

少
し
ず
つ
あ
ら
わ
れ
始
め
て
い
ま
す
。

�　

日
本
人
学
校
の
変
化

　

一
つ
は
、
日
本
人
学
校
の
変
化
で
す
。
日
本
企
業
の
海
外
進
出
は
、
こ

れ
ま
で
北
米
が
中
心
で
し
た
が
、
急
速
に
ア
ジ
ア
地
域
、
特
に
中
国
、
ベ

ト
ナ
ム
へ
と
そ
の
中
心
を
移
行
さ
せ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
上
海
日

本
人
学
校
で
は
一
年
に
二
〇
〇
人
ぐ
ら
い
子
ど
も
の
数
が
ふ
え
て
い
る
の

は
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
地

域
で
も
、
日
本
人
学
校
が
あ
っ
て
も
、
現
地
校
で
あ
る
と
か
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー
ル
を
選
択
す
る
親
が
ふ
え
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
。
日
本
人
学
校
が
こ
れ
ま
で
目
指
し
て
き
た

「
日
本
人
性
」
の
育
成
に
対
し
て
限
界
を
感
じ
始
め
て
い
る
人
た
ち
が
出

て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
従
前
通
り
の
日
本
人
学
校
に
対
す
る
、

あ
る
種
の
拒
否
、
否
定
と
見
て
と
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
論
理
的
に
や

や
飛
躍
か
も
し
れ
な
い
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
視
点
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ト
ラ

ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
視
点
を
も
つ
人
た
ち
が
出
て
き
て
い
る
よ
う
に
も
思

い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
ア
ジ
ア
地
域
を
中
心
に
し
て
国
際
結
婚
の
子
ど
も
が
増
加

し
て
き
て
い
ま
す
。
か
つ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
日
本
人
学
校
で
、
国
際
結

婚
に
よ
る
子
ど
も
が
入
学
を
拒
否
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
日
本
人
学
校
で
は
そ
う
し
た
子
ど
も
が
増
加
し
て
い
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
人
と
い
う
枠
を
固
定
し
、
そ
れ
以
外
の
人
を
排

除
し
て
き
た
日
本
人
学
校
に
対
す
る
挑
戦
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
う
し
た
問
題
は
、
他
の
多
く
の
日
本
人
学
校
で
も
あ
っ
た
問
題
で
す
。

海
外
勤
務
者
の
、
し
か
も
帰
国
を
前
提
に
し
た
子
ど
も
だ
け
を
受
け
入
れ
、

そ
れ
以
外
は
排
除
す
る
と
い
う
日
本
人
学
校
の
基
本
的
な
構
造
に
破
綻
が

生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
国
際
結
婚
の
子
ど
も
の
入
学
拒
否
が
影

を
ひ
そ
み
始
め
た
の
は
、
そ
の
数
が
ふ
え
始
め
た
か
ら
で
す
。
国
籍
条
項

の
変
化
、
つ
ま
り
親
の
ど
ち
ら
か
が
日
本
国
籍
で
あ
れ
ば
い
い
と
い
っ
た

変
化
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
が
特
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
タ
イ
、

台
湾
な
ど
の
ア
ジ
ア
地
域
の
日
本
人
学
校
で
急
速
に
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
日
本
人
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
つ
き
つ
け
ま
す
。
同

じ
日
本
国
籍
を
持
っ
て
い
て
も
、
日
本
人
学
校
に
入
れ
な
い
日
本
人
が
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
し
た
子
ど
も
の
入
学
を
認
め
る
と
い
う
こ
と

は
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
実
践
が
必
要
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
ア

ジ
ア
を
中
心
に
し
た
日
本
人
学
校
の
中
に
は
、
日
本
の
教
科
書
に
は
な
い

自
主
教
材
を
つ
く
っ
て
、
教
え
て
み
よ
う
と
い
う
動
き
も
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
ア
ジ
ア
を
差
異
化
の
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ

こ
に
生
き
る
一
員
と
し
て
、
そ
こ
で
承
認
を
求
め
る
よ
う
な
実
践
が
出
て

き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
国
語
科
で
は
な
く
て
、
日
本
語
教
育
が

教
育
課
程
に
正
式
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

�　

補
習
校
の
変
化

　

そ
し
て
、
補
習
校
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ア

メ
リ
カ
の
日
本
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
日
本
へ
の
求
心
的
な
シ
ン
ボ
ル
と
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し
て
補
習
校
が
位
置
付
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
日
本
の
象
徴
的
な
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
、
補
習
校
が
位
置
付
け
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
機
能
低

下
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
言
う
と
、
ア
メ
リ
カ
の
大
都
市
部
を
中
心
に

し
て
、
補
習
校
に
通
う
子
ど
も
た
ち
が
激
減
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、

補
習
校
の
持
っ
て
い
る
「
公
」
と
し
て
の
位
置
付
け
が
低
下
し
て
き
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、
補
習
校
に
は
、
海
外
勤
務
者
の
子
ど
も

だ
け
で
な
く
、
長
期
滞
在
・
永
住
者
の
子
ど
も
た
ち
が
多
く
就
学
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
補
習
校
の
教
育
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
両
者
の
対
立
が

顕
在
化
し
て
き
ま
し
た
。
学
校
運
営
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
に
も
対
立
の

構
図
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
今
ま
で
は
日
本
へ
の
帰
国

を
前
提
に
し
た
日
本
人
を
育
成
す
る
こ
と
が
補
習
校
の
役
割
で
あ
り
、
み

ん
な
が
そ
れ
に
向
け
て
一
丸
に
な
り
努
力
し
て
き
ま
し
た
。
い
わ
ば
、
価

値
の
一
元
化
が
当
然
と
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
弱
体
化
し
て
き
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

�　
「
共
同
性
」
の
綻
び
と
「
日
本
人
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
揺
る
ぎ

　

そ
れ
は
、
共
同
性
と
い
う
も
の
に
ほ
こ
ろ
び
が
出
て
き
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
共
同
性
な
ど
と
い
う
と
難
し
い
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
が
、
国

家
や
企
業
の
支
え
、
逆
に
言
え
ば
縛
り
が
弱
体
化
し
て
き
た
こ
と
で
、
あ

る
一
定
の
価
値
に
向
け
て
み
ん
な
が
一
生
懸
命
や
ろ
う
と
い
う
一
元
的
な

価
値
が
弱
体
化
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
背
景
に
は
、「
私
事
化

（
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
タ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）」
が
進
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

今
ま
で
に
な
い
よ
う
な
状
況
が
補
習
校
の
中
で
起
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
帰
国
後
の
た
め
と
い
う
価
値
に
揺
る

ぎ
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
日
本
人
を
つ
く
る
か
と

い
う
合
意
が
崩
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
日
本
人
学
校
、
補
習
校
と
も
に
「
日
本
人
」
と
い

う
単
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
揺
る
ぎ
始
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ

ま
で
前
提
に
し
て
い
た
単
一
性
の
中
の
「
内
な
る
差
異
性
」
と
い
う
も
の

が
、
顕
在
化
し
て
い
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
本
質
主
義
的

な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
揺
ら
ぎ
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
日
本
の
世
界

的
な
位
置
の
変
化
と
と
も
に
、
日
本
人
の
優
位
性
を
前
提
に
し
た
本
質
主

義
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
が
揺
る
ぎ
始
め
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
海
外
子
女
教
育
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
変
化
と
そ
こ
か
ら
派
生

す
る
矛
盾
が
、
今
ど
ん
ど
ん
出
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

六　
「
日
本
人
」「
日
本
人
性
」
の
相
対
化
の
可
能
性

　

こ
う
し
た
変
化
は
、
海
外
子
女
教
育
が
今
ま
で
前
提
に
し
て
き
た
こ
と

を
問
い
直
す
契
機
に
な
り
う
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
現
実

に
は
様
々
な
矛
盾
と
な
っ
て
生
じ
る
た
め
で
す
。
こ
れ
ま
で
自
明
視
し
て

き
た
日
本
人
、
日
本
人
に
な
る
た
め
の
教
育
を
再
考
す
る
契
機
に
な
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
ら
を
ま
ず
は
可
視
化
し
、
議
論
の
俎
上
に
の
せ
、

そ
れ
を
ど
う
こ
え
て
い
く
か
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

後
の
二
部
の
議
論
に
も
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、

問
題
提
起
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
解
決
の
方
向
に
つ
い
て
は
二
部
の

ほ
う
に
議
論
を
回
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
つ
は
、「
自
文
化
中
心
主
義
」
の
問
題
へ
の
気
づ
き
だ
ろ
う
と
思
う
ん

で
す
。
自
国
の
文
化
を
自
明
の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
を
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つ
く
り
上
げ
る
と
い
う
二
分
法
が
こ
れ
ま
で
海
外
子
女
教
育
を
支
配
し
て

き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
自
文
化
は
容
易
に
理
解
で
き
る
、
自
分
た
ち
の

文
化
は
均
質
で
あ
り
、
理
解
可
能
な
の
だ
と
い
う
よ
う
な
一
種
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
を
強
化
し
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、「
自
文
化
」
と
言
え
ば
日
本
、

「
異
文
化
」
と
言
え
ば
非
日
本
と
い
う
通
念
が
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の

後
、
児
島
さ
ん
の
ほ
う
か
ら
報
告
が
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
本

に
滞
在
す
る
他
文
化
出
身
者
に
と
っ
て
は
、
日
本
の
文
化
こ
そ
が
異
文
化

で
す
が
、
そ
の
こ
と
自
体
を
見
え
な
く
し
て
し
ま
い
ま
す
。
日
本
人
学
校
、

補
習
校
の
中
に
も
、
そ
う
い
う
状
況
が
急
速
に
出
て
き
ま
し
た
。
日
本
人

学
校
や
補
習
校
に
い
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
顕
在
化
し
、
可
視
化
さ
れ
る
こ

と
で
、
初
め
て
「
自
文
化
中
心
主
義
」
の
問
題
に
気
づ
い
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
海
外
子
女
教
育
で
も
、
こ
の
自
文
化
中
心
主
義
を
い
か
に
の
り
こ

え
る
か
が
議
論
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

第
二
は
、
他
者
化
す
る
側
の
問
題
性
の
自
覚
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
難
し
い
言
い
方
で
す
が
、
所
在
国
の
人
を
前
に
し
た
と
き
の
常
識

的
知
識
や
何
々
人
と
い
っ
た
言
葉
に
隠
さ
れ
た
あ
る
種
の
潜
在
的
な
印
象

な
ど
が
、
現
地
人
と
い
う
枠
を
生
成
・
再
生
産
し
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

そ
れ
が
教
育
実
践
に
お
い
て
も
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
子
ど
も
へ
の
差
別
・
偏

見
を
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た

実
践
に
内
在
す
る
問
題
を
ど
う
自
覚
し
て
い
く
か
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま

す
。
こ
の
他
者
化
す
る
側
の
自
覚
が
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
教
育
を
構
想
し

て
い
く
際
に
、
不
可
欠
な
視
点
と
な
り
ま
す
。
単
な
る
共
生
を
唱
え
る
の

で
も
、
多
様
性
や
差
異
を
認
め
て
も
お
互
い
に
関
わ
り
を
も
た
な
い
分
離

型
の
実
践
や
お
互
い
に
関
わ
り
は
あ
る
も
の
の
そ
こ
に
対
等
な
関
係
が
つ

く
ら
れ
な
い
従
属
的
な
関
係
で
も
な
い
よ
う
な
新
た
な
試
み
が
必
要
で
す
。

そ
の
た
め
に
も
他
者
化
す
る
側
の
問
題
性
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

第
三
は
、
選
び
取
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
多
元
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
獲
得
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
質
主
義
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ

の
懐
疑
が
、
そ
れ
を
可
能
に
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
ご
自
身
が
中
国
帰
国
者

で
あ
る
大
久
保
明
男
さ
ん
は
、「
中
国
日
裔
青
年
」
と
い
う
概
念
を
出
し
て

い
ま
す
。
中
国
帰
国
者
の
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
方
、
新
し

い
文
化
を
創
造
す
る
主
体
と
い
う
主
張
を
し
て
い
ま
す
。
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

な
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
表
現
し
て
い
ま
す
が
、
国
籍
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で

は
な
く
、
新
し
い
枠
の
も
と
で
、
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
自
分
が

選
び
取
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
大
久
保
さ
ん
は
表
現
し
て
い
ま
す
。

私
は
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
を
中
心
に
し
て
日
本
の
子
ど
も
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
を
や
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
も
同
様
の
こ
と
が
お
き
て
い
ま
す
。
ロ

サ
ン
ゼ
ル
ス
の
補
習
校
（
あ
さ
ひ
学
園
）
の
子
ど
も
た
ち
の
中
に
は
、
日

本
人
で
も
あ
る
し
、
ア
メ
リ
カ
人
で
も
あ
る
と
い
う
子
ど
も
が
出
て
き
て

い
ま
す
。
私
が
、「
君
は
日
本
人
な
の
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
人
な
の
」

と
い
う
よ
う
な
質
問
を
す
る
と
、「
わ
か
ら
な
い
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と

に
こ
だ
わ
る
の
」
と
、
逆
に
質
問
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

要
す
る
に
戦
略
的
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
選
び
取
る
と
い
う
こ
と
で

す
。「
ア
メ
ラ
ジ
ア
ン
」
と
い
う
言
葉
を
お
聞
き
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
か
。
ア
メ
リ
カ
人
を
父
に
、
ア
ジ
ア
人
を
母
に
持
つ
人
た
ち
を
、「
ア
メ

ラ
ジ
ア
ン
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
マ
ー
フ
ィ
・
重
松
さ
ん
が
、『
ア
メ
ラ

ジ
ア
ン
の
子
供
た
ち
』
と
い
う
本
を
書
い
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に
大
久
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保
さ
ん
と
同
じ
よ
う
な
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
と
い
う
の
は
、

人
種
や
民
族
と
い
っ
た
古
い
分
類
や
境
界
を
超
え
る
シ
ン
ボ
ル
だ
と
み
な

す
考
え
は
、
そ
れ
を
本
質
化
す
る
危
険
は
あ
る
が
、
ア
メ
ラ
ジ
ア
ン
の
存

在
と
い
う
の
は
、
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
概
念
を
発
達
さ
せ
る
こ
と

に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
す
ご
く
大
事

な
こ
と
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
日
本
人
で
あ
る
と
か
「
日
本
人
性
」
と
い

う
も
の
に
対
す
る
重
要
な
問
題
提
起
を
し
て
い
る
し
、
新
し
い
方
向
性
を

そ
こ
か
ら
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

マ
ー
フ
ィ
・
重
松
さ
ん
は
、「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
で
あ
る
こ
と
は
、
単
に
違

い
を
賞
賛
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
個
人
が
困
難
で
苦
痛
に
満
ち
た
選
択

に
直
面
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
は
境
界
を
超
え
て

い
く
の
で
、
そ
う
い
う
境
界
の
上
に
し
が
み
つ
こ
う
と
す
る
人
た
ち
か
ら

は
、
い
つ
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
日
本
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

は
今
で
も
人
々
の
生
活
を
脅
か
す
存
在
だ
と
み
な
す
よ
う
な
拒
絶
に
も
遇

っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
種
的
な
特
徴
や
、
そ
こ

か
ら
生
ず
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
人
間
を
限
定
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な

い
と
い
う
主
張
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
で
す
べ
て
を
語
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
今
後
の
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
つ
の
姿
と

い
う
も
の
を
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
日
本
の
学
校
教
育
の
中
で
こ
う
い
う
よ
う
な
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
教
育
が
果
た
し
て
可
能
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
そ

う
い
う
よ
う
な
方
向
性
に
持
っ
て
い
く
と
す
れ
ば
、
ど
う
い
う
実
践
を
し

て
い
け
ば
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
し
て
提
起
で
き
る
と
思
い
ま

す
。

　

第
四
は
、
関
係
性
を
組
み
替
え
る
た
め
の
実
践
の
あ
り
方
で
す
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
、
児
島
さ
ん
か
ら
問
題
提
起
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

学
校
の
日
常
的
な
実
践
を
問
い
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
キ
ー
に
な

る
の
が
、
国
際
理
解
教
育
と
い
う
実
践
で
す
。
日
本
人
学
校
、
補
習
校
で

も
最
近
、「
現
地
理
解
」
か
ら
「
国
際
理
解
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
そ
の
方
向
性
と
し
て
文
化
の
権
力
関
係

に
注
目
し
、
そ
れ
ま
で
の
理
解
の
枠
に
依
存
し
な
い
、
新
し
い
枠
を
つ
く

れ
る
よ
う
な
動
き
が
少
し
ず
つ
出
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
社
会

的
な
差
や
経
済
的
な
格
差
を
抜
き
に
し
た
単
な
る
異
文
化
理
解
は
、
現
状

の
枠
を
固
定
す
る
だ
け
で
す
が
、
力
の
関
係
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
実
践
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
、
そ
う
し
た
実
践
は
、
権
力

関
係
の
枠
組
み
を
変
え
る
た
め
抵
抗
に
あ
う
こ
と
も
事
実
で
す
が
、
日
本

人
学
校
で
は
、
多
様
な
実
践
の
輪
が
広
が
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

そ
ろ
そ
ろ
時
間
で
す
の
で
私
の
問
題
提
起
を
ま
と
め
て
終
わ
り
に
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
日
本
人
学
校
、
補
習
校
が
、
日
本
人
や
「
日
本
人
性
」

と
い
う
も
の
を
一
九
六
〇
年
代
に
つ
く
り
上
げ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
明
ら

か
に
つ
く
ら
れ
た
構
成
物
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
も
、
そ
れ
を

本
質
主
義
化
す
る
よ
う
な
仕
掛
け
が
学
校
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
現
実
の
変
化
の
中
で
矛
盾
が
出
て
き
た
。
そ
の
矛
盾
を
丹
念
に

読
み
取
っ
て
い
く
中
で
、
多
文
化
化
し
た
日
本
の
教
育
の
方
向
性
を
見
出

し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
視
点
が
最
後
に
提
案
し

た
四
つ
で
す
。

　

ち
ょ
っ
と
舌
足
ら
ず
で
す
が
、
こ
の
四
つ
の
問
題
を
ま
た
後
ほ
ど
討
論

の
中
で
、
こ
れ
ら
が
日
本
の
学
校
と
ど
う
結
び
つ
い
て
い
く
の
か
と
い
う
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こ
と
を
踏
ま
え
て
議
論
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

以
上
で
発
題
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
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専
門
は
異
文
化
間
教
育
学
。
文
化
間
移
動
と
い
う
も
と
で
生
活
し
、
学
び
、
成
長
す

る
子
ど
も
が
そ
の
移
動
の
過
程
で
経
験
す
る
摩
擦
、
そ
し
て
適
応
過
程
で
の
ス
ト
ラ
テ

ジ
ー
を
と
ら
え
る
こ
と
に
焦
点
を
あ
て
て
研
究
を
進
め
て
い
る
。
研
究
テ
ー
マ
と
し
て

は
、
海
外
で
生
活
す
る
子
ど
も
、
帰
国
し
た
子
ど
も
、
外
国
籍
の
子
ど
も
の
異
文
化
接

触
、
異
文
化
適
応
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
新
た
な
教

育
シ
ス
テ
ム
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
な
ど
の
開
発
研
究
も
行
っ
て
い
る
。
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