
―
―
異
文
化
交
流
の
立
場
か
ら

昭
和
五
十
年
入
学
　
　
稲
賀
　
繁
美

異
文
化
摩
擦
と
武
道

モ
ロ
ツ
コ
の
ラ
バ
ト
に
指
導
に
出
向
い
た
、
パ
リ
在
住
の
日
本
人
空
手
師
範
（松

濤
会
）か
ら
伺

っ
た
話
が
あ
る
。
稽
古
の
最
初
に
道
場
の
正
面
に
向
か

っ
て
礼
を
し

よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
受
講
生
た
ち
の
拒
絶
に
あ

つ
た
。
自
分
た
ち
は
、
唯

一
ア

ッ
ラ
ー
の
神
に
対
し
て
は
額
ず
く
が
、
そ
れ
以
外
の
対
象
に
礼
を
す
る
こ
と
は
、

教
え
に
抵
触
す
る
の
だ
、
と
。
果
た
し
て
稽
古
場
の
神
棚
に

一
礼
す
る
の
と
、
ア

ッ
ラ
ー
の
神
を
礼
拝
す
る
の
が
、
同

一
の
行
為
な
の
か
否
か
、
こ
れ
は
面
倒
な
神

学
議
論
を
招
き
兼
ね
な
い
。
だ
が
こ
こ
に
は
、
武
道
の
海
外
振
興
が
直
面
す
る
ひ

と

つ
の
困
難
が
、
端
的
に
露
呈
し
て
い
る
。
果
た
し
て
日
本
の
習
慣
を
海
外
で
も

貫
徹
す
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
海
外
の
派
遣
先
で
は
、
地
元
の
宗
教

・
風
俗
に

配
慮
す
べ
き
な
の
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

似
た
よ
う
な
例
は
、
な
に
も
イ
ス
ラ
ー
ム
教
国
で
な
く
と
も
、
隣
国
の
韓
国
で

す
ぐ
に
も
体
験
で
き
る
。
韓
国
に
も
合
気
道
は
普
及
し
て
い
る
が
、
通
常
彼
の
地

の
体
育
大
学
で
は
、
体
育
館
で
靴
を
脱
が
な
い
。
い
わ
ば
土
足
の
ま
ま
道
場
に
上

が
り
込
み
、
泥
や
砂
の
感
触
を
味
わ
い
な
が
ら
稽
古
す
る
こ
と
に
な
る
。
道
場
を

神
聖
視
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
３
↓
靴
を
脱
ぐ
と
い
う
風
習
は
、
儒
教
国
で
あ
る
は
ず

の
韓
国
に
あ

つ
て
、
す
で
に
共
有
さ
れ
な
い
「特
殊
日
本
的
」
な
価
値
観
だ

っ
た
。

剣
道
の
世
界
で
も
、
韓
国
の
躍
進
が
著
し
い
が
、
８
■

年
に
李
虎
岩
が
大
韓
剣
道

会
長
に
提
起
し
た

「袴
に
関
す
る
建
議
書
」
の

一
件
が
あ
る
。
ソ
ウ

ル
大
学
校
の
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羅
永

一
教
授
も
報
告
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は

「古
典
的
で
偏
狭
な
日
本
美
」
の
象

徴
で
あ
る
日
本
の

「袴
」
着
用
を
や
め
、
韓
国
の
ズ
ボ

ン
た
る

「
パ
ジ
」
を
着
用

す
る
こ
と
こ
そ
、
「
日
本
剣
道
」
で
は
な
く

「
国
際
剣
道
」
を
追
求
す
る
う
え
で
、

相
応
し
い
選
択
だ
、
と
の
主
張
だ

っ
た
。
こ
こ
に
は
、
「
日
本
武
道
」
の
国
際
普
及

（即
ち
宗
主
国
に
よ
る

《
宣
教
》
）と
、
「
武
道
」
の
国
際
化
＝
《
脱
日
本
化
》
と
の

分
岐
点
が
見
え
て
い
る
。
「剣
道
」
は
好
き
だ
が
、
別
に
日
本
人
に
な
り
た
く
て
剣

道
を
や

っ
て
い
る
の
で
は
な

い
、
と
い
う
愛
好
者
も
多

い
。
そ
し
て
ふ
と
気
づ
け

ば
、
剣
道
防
具
や
竹
刀
の
生
産
主
体
は
、
既
に
台
湾
や
韓
国
に
ス
ピ
ン
ア
ウ
ト
し

て
い
る
。

阿
部
哲
也
氏
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
で

Ｈ
年
に
わ
た

っ
て
剣
道

の
指
導
に
携
わ

っ
て

き
た
。
そ
の
経
験
か
ら
、
近
年
、
海
外
に
お
け
る
武
道

の
指
導
に
お
い
て
、
文
化

摩
擦
と
形
容
で
き
る
問
題
が
噴
出
し
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
。
と
り
わ
け
日
本
側

指
導
者

に
対
し
て
、
現
地
側
か
ら
の
批
判
が
薫
し
く
、
日
本
人
指
導
者
排
斥
と
い

う
状
況
ま
で
発
生
し
て
い
る
の
に
、
阿
部
氏
は
強

い
危
機
感
を
表
明
し
た
。
得
て

し
て
日
本
人
指
導
者

の
技
術
説
明
は

（外
国
語
の
不
如
意
も
加
わ
り
）
論
理
的
明

晰
さ
に
欠
け
る
。
そ
れ
で
も
立
ち
合

い
で
日
本
人
が
勝

っ
て
い
る
な
ら
ま
だ
し
も
、

現
地
に
優
秀
な
弟
子
が
育

つ
と
、
日
本
人
範
士
が
負
け
る
よ
う
に
な

っ
て
、
権
威

が
失
墜
す
る
。
こ
こ
で
突
然

「
正
し
い
剣
道
」
な
る
も
の
が
登
場
し
、
「強

い
剣
道
」

を
糾
弾
す
る
論
調
が
現
れ
る
。
だ
が

「実
力
」
を
伴
わ
な

い
抽
象
的
な
精
神
論
は
、

説
得
力
を
欠
き
、
か
え

っ
て
日
本
人
指
導
者

へ
の
信
頼
を
損
な
う
だ
ろ
う
。

な し き 事 を 面 が 言  困 も ば 習  時 に 増 意  さ  海

け な つ  階
°

合 則  も

れ ぜ け  で そ か へ  の

ば そ る   
｀
 し  

｀
の   間

[I[[:翼県EI 脅曼iを t書曇: 憂
知 よ 嘆 体 に 言 る 師 地  様 れ け な  て こ の

｀
 り

な う も 拐1見 葉 場 範 の  の て れ い  同 と 激 無  出
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ま
ま
、
自
分
た
ち
の
意
図
が
そ
の
ま
ま
、
同

一
の
土
俵
に
立

っ
て
理
解

・
伝
達
さ

れ
た
も
の
、
と
素
朴
に
信
じ
て
し
ま
う
安
易
さ
に
あ
ろ
う
。

武
道
と
そ
の
言
語
的
説
明
の
ア
ポ
リ
ア

実
は
、
同
様
の
す
れ
違

い
は
、
至
る
と
こ
ろ
で
発
生
し
て
い
る
。
江
戸
時
代
初

期
以
来
、
武
芸
者
は
、
自
分
た
ち
の
言
葉
足
ら
ず
を
儒
学
者
や
禅
宗
の
僧
侶
、
あ

る
い
は
神
官
ら
の
学
識
に
よ

つ
て
補

っ
て
も
ら
う
場
合
が
多
か

っ
た
。
仏
教
用
語

の
不
動
心
、
無
心
、
無
我
、
あ
る
い
は
禅
語
の
剣
刃
上
と
い
っ
た
語
句
が
、
そ
の

な
か
で
選
択
さ
れ
た
。
だ
が
伝
書
に
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
語
彙
は
、
表
現
の
う
え

で
は
同

一
で
あ
ろ
う
と
も
、
拝
借
元
の
学
識
経
験
者
側
か
ら
眺
め
た
の
と
、
そ
こ

に
自
ら
の
体
感
を
投
影
し
た
武
芸
者
の
側
か
ら
見
た
の
と
で
は
、
そ
の
内
実
は
お

お
き
く
乖
離
し
て
い
た
こ
と
も
多
い
だ
ろ
う
。
反
対
に
、
武
道
関
係
の
書
物
の
英

訳
な
ど
を
見
る
と
、
日
本
語
原
文
で
は
単
な
る
技
法
上
の
解
説
に
過
ぎ
な
か

っ
た

文
章
が
、
明
ら
か
に
鈴
木
大
拙
流
の
禅
理
解
に
そ

っ
て
、
色
づ
け
ら
れ
て
（誤
）訳

さ
れ
て
い
る
例
に
頻
繁
に
お
目
に
か
か
る
。
そ
こ
に
は
、
訳
者
の
学
識
の
ひ
け
ら

か
し
、
あ
る
い
は
過
剰
解
釈
が
、
翻
訳
書
読
者
の
、
《
東
洋
の
神
秘
》

へ
の
期
待
の

地
平
に
も
あ
ら
か
じ
め
見
合

っ
て
い
て
、
相
互
に
増
幅
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
状
況

が
透
け
て
見
え
る
。
そ
の
端
的
な
例
が
、
阿
波
研
造
と
オ
イ
ゲ
ン

・
ヘ
リ
グ
ル
の

出
会
い
で
発
生
し
た
ら
し
い
こ
と
は
、　
つ
と
に
山
田
奨
治
氏
の
指
摘
し
た
と
こ
ろ

だ
。
暗
闇
の
な
か
で
２
本
の
矢
を
射
る
と
、
１
本
目
の
矢
筈
に
２
本
目
の
族
が
突

き
刺
さ

っ
た
。
こ
れ
を
見
て
、
『
弓
と
禅
』
の

ヘ
リ
グ
ル
は
、
無
我
の
射
、
「
そ
れ

が
射
た
」
の
実
現
と
見
た
が
、
阿
波
に
と

つ
て
は
、
こ
の

一
件
、
本
当
の
と
こ
ろ

は
自
分
の
武
器
を
自
分
で
壊
す
と
い
う
、
失
策
で
し
か
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。

近
代
武
道
の
極
桔

卓
越
し
た
師
匠
の
圧
倒
的
な
力
量
や
説
明
不
可
能
な
妙
技
を
、
次
世
代
は
な
ん

と
か
合
理
的
に
説
明
し
、
伝
達
可
能
な
も
の
に
定
式
化
し
よ
う
と
す
る
。
合
気
道

の
場
合
で
見
る
な
ら
、
開
祖
、
植
芝
盛
平
が
技
の
分
析
的
な
解
説
を
ま

つ
た
く
施

さ
ず
、
そ
の
日
の
気
分
で
稽
古
を

つ
け
た
の
に
対
し
、
そ
の
戦
前
か
ら
内
弟
子
に

準
ず
る
立
場
に
あ

っ
た
養
神
館

の
塩
田
剛
三
は
、
接
触
時
の
間
合

い
を
強
調
し
て

構裁】疇［れいい「いげ翡卸報場』は舞わ力ヽた嚇評醐身一は一制御型〔い

し
た
。
前
者
が
警
察
関
係
に
人
脈
を
広
げ
、
後
者
が

ハ
ワ
イ
支
部
の
発
展
に
寄
与

し
た
こ
と
か
ら
も
、
技
法
の
分
析
的
な
教
程
化
が
、
速
成
の
技
能
習
得
や
、
海
外

へ
の
普
及
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
欽
迎
さ
れ
た
様
子
が
推
察
で
き
る
。
だ
が
技
の

様
式
化
は
ま
た
形
骸
化
と
も
繋
が
り
や
す
い
。
そ
し
て
実
は
、
近
代
の
柔
道
、
剣

道
の
最
大
の
問
題
も
ま
た
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
分
析
敵

・
合
理
的

（な

い
し
よ
り

正
確
に
は
、
単
純
に
物
理
的

・
機
械
論
的
）
な
技
の
理
解
に
潜
ん
で
い
た
。

寒
川
恒
夫
、
早
稲
田
大
学
教
授
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
嘉
納
治
五
郎
の
柔
道
は
、

明
治

１６
年
に
文
部
省
が
剣
術
と
柔
術
の
体
操
正
科
と
し
て
の
適
不
適
を
諮
問
し

た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
翌
年
の
答
申
で
、
医
学
と
教
授
法
の
見
地
か
ら
、
柔

術
と
剣
術
は
体
操
正
科
と
し
て
不
適
と
の
結
論
が
示
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
不
適
と

判
断
さ
れ
た
問
題
点
を
民
潰
し
に
潰
す
こ
と
で
確
立
さ
れ
た
の
が
、
明
治

２２
年
に

嘉
納
の
提
唱
し
た
柔
道
体
育
法
だ

っ
た
。
こ
こ
で
投
げ
る
寸
前
で
と
め
る

「柔
道
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体
操
法
」
（掛
稽
古
）や
、
投
げ
を
目
的
と
す
る

「柔
道
体
育
法
乱
取
」
が
提
唱
さ

れ
る
。
関
節
技
を
と
も
な
う
投
げ
技
、
当
て
身
や
関
節
固
め
技
の
大
半
が
、
除
外

さ
れ
た
。
安
全
性
を
確
保
し
、
試
合
形
式
に
馴
染
む
技
法
に
限
定
す
る
こ
と
で
、

柔
道
は
見
事
に
西
欧
近
代
社
会
の
ス
ポ
ー
ツ
に
仲
間
入
り
で
き
る
種
目
と
な

っ
た
。

「乱
取
り
」
か
ら
排
除
さ
れ
た
危
険
な
柔
術
技
法
も

「柔
道
勝
負
法
」
に
温
存
さ

れ
て
は
い
た
が
、
こ
ち
ら
は
結
局
そ
の
後
、
競
技
柔
道
の
流
れ
の
な
か
で
衰
退
し

て
、
顧
み
ら
れ
な
く
な

っ
て
ゆ
く
。
そ
の
限
り
で
、
近
代
柔
道
と
は
、
明
治
の
教

育
界
の
要
請
に
そ
つ
て
洋
風
に
洗
練
さ
れ
た
、
す
こ
ぶ
る
バ
タ
臭
い
、
新
規
設
立

の
体
育
種
目
だ

つ
た
と
い
っ
て
間
違
い
な
い
。

危
機
に
直
面
し
て
の
思
考
停
止

さ
て
競
技
化
の
進
展
と
と
も
に
、
柔
道
や
剣
道
は
、
と
り
わ
け
第
２
次
世
界
大

戦
後
に
な

っ
て
国
際
的
な
飛
躍
を
遂
げ
た
。
国
際
柔
道
連
盟
は

【
鵠

一
年
に
設
立

さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
体
重
別
制
度
（３
８
）、
「有
効

・
効
果
」
の
導
入
含
８
０
、

国
際
柔
道
連
盟
に
よ
る
段
位
認
定
貧
８

じ
、
ブ

ル
ー
柔
道
着
の
導
入
含
３
Ｊ
な
ど

が
、
い
ず
れ
も
日
本
柔
道
連
盟
の
反
対
に
も
か
か
ら
わ
ず
可
決
さ
れ
て
現
在
に
至

っ
て
い
る
。
「有
効

・
効
果
」
な
ど
小
手
先
の
ポ
イ
ン
ト
稼
ぎ
が
競
技
の
中
心
と
な

り
、
ま
た
体
重
別
の
枠
内
で
の
筋
カ
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
が
励
行
さ
れ
る
な
ど
、
「柔
よ

く
剛
を
制
す
」
か
ら
は
程
遠
い
の
が
、
近
年
の
競
技
の
実
態
と
な

っ
て
い
る
。
そ

の
な
か
で
「見
事
な

一
本
」
の
再
評
価
な
ど
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
（村
田
直
樹
氏

講

道
館
）が
、
そ
も
そ
も
競
技
柔
道
の
出
発
点
と
な

っ
た

「投
げ
」
の
自
己
目
的
化
、

そ
し
て

「
一
本
」
至
上
主
義
が
、
な
ぜ

「投
げ
」
な
の
か
、
三

本
」
と
は
何
な
の

か
、
と
い
っ
た
問
い
か
け
を
、
か
え
っ
て
遠
ざ
け
る
思
考
停
止
を
招
い
て
い
る
。々

剣
道
の
場
合
に
も

「気
剣
体

一
致
の
有
効
打
突
」
と
い
う
言
葉
が
語
ら
な
私

が

（大
矢

稔

国
際
武
道
大
学
）、
試
合
の
な
か
で
こ
の
理
念
の
実
現
を
、
い
か
に
し

て
審
判
が
客
観
的
に
判
別
で
き
る
の
か
。
ま
さ
か
気
、
剣
、
体
そ
れ
ぞ
れ
に
何
ポ

イ
ン
ト
か
を
、
さ
ら
に
そ
の
三
者
の

「
一
致
」
に
何
ポ
イ
ン
ト
か
を
認
定
す
る
、

と
は
参
ら
ぬ
以
上
、
判
断
は
多
分
に
審
判
の
主
観
に
委
ね
る
ほ
か
な
い
。
フ

ェ
ン

シ
ン
グ
競
技
の
よ
う
に
、
剣
先
の
身
体

へ
の
接
触
の
先
後
を
電
気
で
測
定
す
る
こ

と
に
は
、
無
軌
道
な
太
刀
筋
で
ち
ょ
っ
と
触

っ
た
程
度
の
技
が
有
効
と
判
定
さ
れ

る
こ
と

へ
の
警
戒
か
ら
か
、
な
お
抵
抗
も
あ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
真
剣
で
の
駆

け
引
き
な
ら
ば
、
指

一
本
落
と
せ
ば
ま
ず
勝
負
は
着
く
し
、
手
首
の
動
脈
を
切
断

さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
致
命
傷
と
な
る
。
強
い
相
手
に
対
し
て
は
、
何
で
も
よ

い
か
ら
ま
ず
先
に
傷
を
負
わ
せ
る
の
が
先
決
、
と
す
る
秘
伝
書
も
あ
る
。
と
す
れ

ば

「
一
本
」
は
、
実
践
的
な
裏
打
ち
も
、
技
能
的
な
合
理
性
も
な
く
、
あ
く
ま
で

試
合
の
な
か
で
培
わ
れ
た
価
値
観
、
あ
る
い
は
美
意
識
と
し
て
し
か
説
明
で
き
な

い
限
界
を
も

つ
。
さ
ら
に
陣
居
の
姿
勢
か
ら
す
ぐ
に
打
ち
合
い
に
入
る
現
在
の
試

合
形
式
は
、
八
，九
歩
の
問
合
い
か
ら
相
手
を
見
据
え
て
間
合

い
を
詰
め
る
局
面
を
、

最
初
か
ら
脱
落
さ
せ
て
い
る
。
古
流
の
型
な
ど
を
多
少
稽
古
す
れ
ば
わ
か
る
と
お

り
、
こ
の
遠
間
か
ら
の
詰
め
に
は
、

心
技
体

い
ず
れ
も
大
変
な
充
実
が
要
求
さ
れ
る
。
現
在
の
竹
刀
剣
道
試
合
は
、

こ
の
重
要
な
局
面
を
捨
象
す
る

一
方
、
鍔
競
り
技
も
六
段
以
上
の
高
段
者
に
し
か

教
程
と
し
て
課
し
て
い
な
い
。
日
本
剣
道
型
の
稽
古
だ
け
で
、
こ
れ
ら
の
多
様
な

対
捌
き
を
体
得
し
て
い
る
剣
士
は
ご
く
少
数
だ
ろ
う
。
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翻

っ
て
柔
道
の

「
一
本
」
は
、
今
日
の
立
ち
技
で
は
、
レ
ス
リ
ン
グ
同
様
に
両

一肩
か
ら
同
時
に
落
ち
る
こ
と
を
判
定
基
準
と
し
て
お
り
、
そ
れ
に
影
響
さ
れ
て
、

投
げ
技
や
攻
防
そ
の
も
の
が
大
き
く
変
質
を
被

っ
て
い
る
。
も
ろ
手
刈
り
に
た
い

し
て
、
下
肢
を
堅
く
緊
張
さ
せ
て
後
ろ
に
投
げ
出
す
こ
と
で
凌
ぐ
、
レ
ス
リ
ン
グ

同
様
の

「剛
道
」
の
傾
向
。
投
げ
技
で
落
下
し
て
も
、
一肩
を
畳
に
付
け
な
い
た
め

に
、
あ
え
て
受
け
身
を
取
ら
ず
、
わ
ざ
と
う

つ
伏
せ
で
着
地
し
て
、
膝
を
痛
め
た

り
、
と
い
っ
た
本
末
転
倒
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
そ
も
そ
も
柔
術
で
あ
れ
ば
、
安

全
に
受
け
身
の
取
れ
る
投
げ
な
ど
、
実
践
的
に
は
無
意
味
で
あ
り
、
投
げ
の
あ
と

で
は
相
手
の
動
き
を
封
じ
込
め
る
た
め
に
、
固
め
技
に
移
行
し
、
関
節
の
脱
臼

・

骨
折
を
ま
ね
く
関
節
技
で
相
手
を
制
す
る
の
が
、
当
然
だ

っ
た
。
こ
う
し
て
み
れ

ば
、
柔
道
に
あ

つ
て
も
、
「投
げ
」
そ
し
て

「
一
本
勝
ち
」
は
、
試
合
の
規
則
の
な

か
で
し
か
意
味
を
も
ち
得
な
い
、
そ
の
限
り
で
あ
く
ま
で

「虚
構
」
と
し
て
の
目

標
で
あ
る
こ
と
が
、
再
確
認
さ
れ
る
。

武
道
本
質
論
の
陥
穿

こ
う
し
た
試
合
至
上
主
義
の
価
値
観
に
あ

つ
て
、
お
膝
下
の
権
威
が

「外
人
部

隊
」
の
実
力
に
よ

っ
て
揺
ら
ぎ
始
め
る
と
、
必
ず
出
現
す
る
の
が
、
「武
道
の
正
し

い
理
解
」
や
（日
本
）武
道
の
本
質
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。
だ
が
嘉
納
治
五
郎
の

精
神
に
戻
れ
と
号
令
を
掛
け
、
武
道
憲
章
（日
本
武
道
協
議
会

３
曽
）
の
精
神
を
貴

ぶ
と
い
っ
た
姿
勢
を
示
す
だ
け
で
は
、
身
内
の
内
通
者
（こ
れ
に
は
日
本
国
籍
者
以

外
も
当
然
含
ま
れ
る
）が
、
同

一
の
価
値
観
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
領

き
合
い
、
安
心
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
武
道
の
国
際
化
に
対
応
し
て
ゆ
く
に
は
、

あ
ま
り
に
不
十
分
だ
ろ
う
。
国
際
化
と
は
、
日
本
の
価
値
観
と
は
相
容
れ
な

い
価

値
観
と
の
対
峙

・
止
揚
を
含
む
過
程
だ
か
ら
だ
。
北
欧
出
身
者
と
お
手
合
わ
せ
を

し
て
、
と
ん
で
も
な
い
リ
ー
チ
の
パ
ン
チ
を
食
ら

つ
て
当
惑
し
た
り
、
あ
ま
り
の

腕
力
の
差
に
呆
れ
た
り
、
黒
ア
フ
リ
カ
出
身
者
の
跳
躍
力
に
驚
嘆
し
た
り
、
と
い

っ
た
体
験
か
ら
、
翻

っ
て
日
本
に
発
達
し
た
武
術
ヽ
術
理
を
考
え
直
し
て
は
、
ど

の

う
だ
ろ
う
。
以
下
、
基
本
的
論
点
を
手
短
に
復
習
す
る
に
止
め
る
が
、
５
点
ほ
ど

確
認
し
て
お
き
た
い
。

（１
）ま
ず
、
自
ら
の
正
統
性
を
声
高
に
叫
ぶ
の
は
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
正
統

性
が
外
部
か
ら
の
圧
力
に
よ

つ
て
危
機
に
瀕
し
た
場
合
の
、
反
動
的
保
身
あ
る
い

は
防
御
反
応
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

（２
）次
に
、
（日
本
）武
道
と
は
何
か
と
い
う
問
い
は
、
あ
く
ま
で
そ
れ
を
当
然
と

は
し
な
い
異
質
な
価
値
観
と
の
接
触
に
お
い
て
、
改
め
て
問
い
直
さ
れ
た
こ
と
を

忘
れ
ま
い
。
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
で
の
礼
の
拒
絶
や
、
韓
国
で
の
土
足
道
場
の
実
態
は
、

翻

っ
て
、
日
本
の
武
道
の
特
質
を
浮
き
彫
り
に
し
て
く
れ
る
、
貴
重
な
教
訓
で
あ

る
。
自
明
と
し
て
い
た
前
提
が
崩
さ
れ
た
と
き
に
、
そ
れ
に
感
情
的
に
反
発
す
る

の
で
は
な
く
、
そ
の
教
訓
を
手
掛
か
り
に
、
な
ぜ
道
場
で
神
棚
に
柏
手
を
打
ち
、

床
を
掃
き
清
め
る
の
か
を
問
い
直
し
、
そ
れ
を
納
得
で
き
る
言
葉
で
、
海
外
の
同

好
者
に
説
明
す
る
努
力
を
傾
け
る
と
こ
ろ
か
ら
、
国
際
化
は
始
ま
る
だ
ろ
う
。
ま

た
納
得
が
得
ら
れ
な
い
場
合
（イ
ス
ラ
ー
ム
圏
や
韓
国
で
神
道

へ
の
理
解
を
求
め

る
の
は
至
難
）、
力
ず
く
の
覇
権
主
義
で
同
意
を
取
り
付
け
る
の
は
、
「女
を
止
め

る
」
、
と
い
う
漢
字
の

「武
」
の
根
本
精
神
に
逆
ら
う
自
己
矛
盾
を
犯
す
こ
と
に
な

る
。
文
化
摩
擦
を
、
解
消
す
べ
き
障
害
と
見
る
替
わ
り
に
、
、
む
し
ろ
文
化
摩
擦
を
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お
手
合
わ
せ
と
し
て
楽
し
み
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
関
係
を
築
い
て
ゆ
く
こ
と
が
大

切
だ
ろ
う
。

（３
）文
化
は
越
境
す
れ
ば
、
必
然
的
に
変
質
し
て
ゆ
く
。
武
道
も
輸
出
商
品

・

輸
出
産
業
の
ひ
と

つ
と
見
る
な
ら
ば
、
輸
入
さ
き
で
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
消
費
さ

れ
、
利
用
さ
れ
る
か
は
、
予
測
を
越
え
る
。
生
産
者
側
が
製
造
物
責
任
を
問
わ
れ

る
北
米
式
の
文
化
土
壌
と
、
反
対
に
消
費
者
に
も
相
応
の
使
用
責
任
が
あ
る
と
す

る
欧
州
型
の
価
値
観
と
で
は
、
す
で
に
日
本
の
武
道
関
係
者
が
果
た
す
べ
き
責
任

も
異
質
と
な
る
。
そ
の
な
か
で
、
国
際
的
に
通
用
す
る

「武
道
」
と
は
別
に
、
日

本
固
有
の

「
日
本
武
道
」
を
再
定
義
す
る

《
内
向
き
志
向
》
も
あ
れ
ば
、
逆
に
発

祥
の
地
の
パ
テ
ン
ト
擁
護
と
そ
の

「
正
し
い
世
界
的
発
展
」
に
貢
献
す
る
こ
と
を

も

っ
て
使
命
と
す
る
、
「伝
道
師
二
心
向
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
い
ず
れ
も
が
、

既
得
権

へ
の
外
的
侵
害
に
対
し
て
自
己
防
御
に
こ
れ
務
め
る
立
場
な
ら
ば
、
そ
こ

に
は
家
元
の
社
会
学
を
見
て
取
る
必
要
が
あ
ろ
う
。　
　
　
　
　
　
・

（４
）な
か
で
も

「道
」
を
強
調
す
る
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
家
元
に
お
け
る
再
生

産
過
程
で
の
、
「術
」
の
次
元
の
形
骸
化
を
繕
う
お
題
目
で
し
か
な
い
こ
と
に
注
意

し
た

い
。
勝

つ
の
が
目
的
で
は
な
く
て
精
神
の
修
養
こ
そ
が
大
切
だ
、
と
い
っ
た

議
論
は
、
え
て
し
て
、
未
熟
な
技
の
言
い
訳
に
よ
る
、
空
虚
の
権
威
維
持
の
便
法

に
過
ぎ
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い
。
武
道
な
り
武
術
を
、
実
体
の
欠
如
し
た
神
秘

主
義
の
帳
の
内
に
隠
す
よ
う
な
選
択
は
、
合
理
的
な
説
明
を
省
略
し
た
、
居
丈
高

な
国
粋
主
義
の
覇
権
論
の
裏
返
し
で
し
か
あ
る
ま
い
。

（５
）む
し
ろ
異
文
化
を
言
う
な
ら
ば
、
異
文
化
と
切
り
結
ぶ
こ
と
で
、
そ
こ
か

ら
よ
り
高

い
境
地
を
磨

い
て
ゆ
く
機
会
と
し
た
い
。
武
道
、
武
術
と
は
、
け

２
し

て

一
部

の
人
間
が
国
の
宝
と
し
て
崇
め
奉
る
信
仰

の
対
象

で
は
な

い
。
む
し
ろ

「武
」
と
は
、
対
峙
す
る
両
者
あ
る
い
は
異
文
化
間
の
（身
体
的
あ
る

い
は
精
神
的
）

接
触
を
司
る
媒
体
で
あ
り
、
媒
介
と
し
て
の

「武
」
を
介
し
て
、
文
化
間
の
相
互

理
解
を
練

っ
て
ゆ
く
べ
き
な
の
だ
か
ら
。

創
立
５
０
周
年
を
迎
え
、
東
京
大
学
合
気
道
部
は
、
ド
イ
ツ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に

遠
征
と
う
か
が

っ
た
。
そ
れ
が
貴
重
な
交
流
の
機
会
と
な
る
こ
と
を
祈
り

つ
つ
、

も
し
も
拙
文
が
何
ら
か
の
お
役
に
立
て
る
な
ら
ば
幸

い
で
あ
る
。

＊
以
上
は
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

第

２３
回
国
際
研
究
集
会
　
『
二
十

一

世
紀
の
日
本
武
道

の
行
方
』

Ｎ
８

∞
年

■
月

１８
‐

２２
日
、
に
お
け
る
筆
者

の
発
言

を
要
約
し
た
も
の
。
最
後
の

一
文
の
み
を
、
『
赤
門
合
気
道
』
の
為
に
、
加
筆
し
た
。

皆
様
の
ご
批
判
を
お
待
ち
し
た

い
。

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
１
／
総
合
研
究
大
学
院
大
学
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