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●
は
じ
め
に

　

二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
、
留

学
の
た
め
に
訪
れ
た
テ
ヘ
ラ
ン
で
最
も

驚
か
さ
れ
た
の
は
、
イ
ラ
ン
女
性
の

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
な
装
い
と
化
粧
で

あ
る
。
若
い
女
性
た
ち
の
頭
か
ら
今
に

も
ず
り
落
ち
そ
う
に
な
り
、
髪
の
毛
の

大
部
分
が
露
出
す
る
な
ど
、
ヴ
ェ
ー
ル

（
ペ
ル
シ
ア
語
で
ヘ
ジ
ャ
ー
ブ
）
は
半

ば
形
骸
化
し
て
い
た
。
そ
の
洗
練
さ
れ

た
装
い
は
、「
自
分
自
身
の
ヴ
ェ
ー
ル
」

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
表
現
す

る
道
具
と
な
っ
て
い
た
。

　

イ
ラ
ン
で
は
外
国
人
で
あ
っ
て
も
、
女

性
は
ヴ
ェ
ー
ル
を
着
用
し
て
髪
と
体
の

線
を
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
つ
て

は
ほ
ん
の
少
し
出
て
い
る
だ
け
で
も
警

察
に
髪
の
毛
を
引
っ
張
ら
れ
、
注
意
を

受
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
今
、
と
り

わ
け
ノ
ウ
ル
ー
ズ
の
祝
賀
期
間
（
二
〇
一

〇
年
三
月
二
一
日
〜
四
月
二
日
）
以
降
、

女
性
と
若
者
に
対
す
る
規
制
が
強
化
さ

れ
て
い
る
。
警
察
は
毎
年
夏
に
な
る
と

取
り
締
ま
り
を
強
め
る
が
、
今
年
の
厳

し
さ
は
尋
常
で
は
な
い
。
ネ
イ
ル
ア
ー
ト

や
日
焼
け
し
た
肌
な
ど
は
注
意
を
受
け
、

高
い
罰
金
を
支
払
わ
さ
れ
る
と
い
う
。

　

本
稿
で
は
、
二
〇
〇
九
年
六
月
に
実

施
さ
れ
た
第
一
〇
期
大
統
領
選
挙
と
そ

の
後
の
混
乱
（
二
〇
〇
九
年
騒
擾
）
を

経
て
強
化
さ
れ
る
女
性
の
服
装
規
制

と
、
そ
の
根
拠
と
さ
れ
る
伝
統
的
な
社

会
規
範
、
そ
し
て
現
状
を
打
破
し
よ
う

と
す
る
女
性
た
ち
の
挑
戦
に
つ
い
て
概

観
す
る
。
そ
の
上
で
民
主
化
の
可
能
性

に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

●�

二
〇
〇
九
年
騒
擾
以
降
の
規
制
強
化

　

革
命
（
一
九
七
九
）
を
経
た
か
つ
て

の
イ
ラ
ン
で
は
異
性
間
の
交
遊
は
取
り

締
ま
り
の
対
象
と
な
り
、バ
ス
ィ
ー
ジ
ュ

（
革
命
防
衛
隊
の
動
員
部
門
。民
兵
組
織
）

や
コ
ミ
ー
テ
（
革
命
委
員
会
）
な
ど
に

捕
ま
る
と
厳
し
く
叱
ら
れ
た
と
聞
い
た

こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
筆
者
の
留
学
当

時
の
テ
ヘ
ラ
ン
で
は
、
通
り
を
歩
く
男

女
は
比
較
的
自
由
に
異
性
と
の
デ
ー
ト

を
楽
し
ん
で
い
た
。
だ
が
時
代
に
逆
行

す
る
か
の
よ
う
に
、
イ
ラ
ン
太
陽
暦
一
三

八
九
年
（
二
〇
一
〇
年
三

月
二
一
日
〜
二
〇
一
一
年

三
月
二
〇
日
）の
今
年
、「
イ

ス
ラ
ー
ム
的
な
道
徳
、
貞

節
」
か
ら
逸
脱
す
る
と
さ

れ
る
「
自
由
」
は
、
保
守

派
が
掌
握
す
る
治
安
維
持

軍
に
よ
っ
て
、
厳
し
い
取

り
締
ま
り
を
受
け
て
い
る
。

　

通
り
に
出
て
女
性
に
声

を
か
け
る
若
者
た
ち
は「
市

民
の
貞
節
や
名
誉
を
脅
か

す
迷
惑
者
」
な
ど
と
呼
ば

れ
る
。
彼
ら
を
取
り
締
ま

る
た
め
、
夏
を
前
に
公
園

や
遊
歩
道
で
の
警
察
官
に

よ
る
見
回
り
が
強
化
さ
れ

た
。
五
月
に
は
音
楽
ラ
イ
ブ
と
さ
れ
る

パ
ー
テ
ィ
ー
に
参
加
し
て
い
た
若
い
男
女

八
〇
名
が
テ
ヘ
ラ
ン
郊
外
の
別
荘
で
逮

捕
さ
れ
た
。
ア
ン
・
グ
ラ
音
楽
に
情
熱

を
傾
け
る
若
い
男
女
を
描
い
た
ゴ
バ
ー

デ
ィ
ー
監
督
の
映
画
「
ペ
ル
シ
ャ
猫
を
誰

も
知
ら
な
い
」（
二
〇
〇
九
）
に
も
描
か

れ
て
い
た
よ
う
に
、
国
家
は
西
洋
的
な

音
楽
に
打
ち
込
む
者
た
ち
を
「
悪
魔
崇

拝
者
」
と
宣
伝
し
攻
撃
し
て
き
た
。

　

若
い
男
性
が
好
む
髪
型
も「
西
洋
的
」

と
さ
れ
規
制
を
受
け
て
い
る
。
七
月
、

文
化
イ
ス
ラ
ー
ム
指
導
省
は
、
イ
ス

ラ
ー
ム
法
に
適
い
イ
ラ
ン
国
民
の
模
範

と
な
る
と
い
う
男
性
の
髪
型
を
発
表
し

イ
ラ
ン
女
性
の
挑
戦

ヴ
ェ
ー
ル
に
よ
る
自
己
表
現
と
民
主
化
の
可
能
性

山
﨑
和
美

― 特 集 ―
イランの民主化は

可能か
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た
。
髪
を
逆
立
て
た
り
、
頭
の
後
ろ
で

髪
を
束
ね
る
な
ど
、
若
者
の
間
で
流
行

し
て
い
る
ス
タ
イ
ル
は
「
退
廃
的
な
欧

米
文
化
の
象
徴
」
と
さ
れ
、
そ
れ
を
助

長
し
た
と
見
な
さ
れ
て
閉
鎖
に
追
い
込

ま
れ
た
理
髪
店
も
存
在
す
る
。

　

四
月
の
ナ
ッ
ジ
ャ
ー
ル
内
務
相
に
よ

る
「
貞
節
と
ヘ
ジ
ャ
ー
ブ
」
計
画
実
施

の
発
表
以
降
、
最
も
厳
し
い
規
制
を
受

け
て
い
る
の
は
若
い
女
性
た
ち
で
あ
る
。

ア
ラ
ム
＝
ア
ル
ホ
ダ
ー
師
が「
ヘ
ジ
ャ
ー

ブ
の
乱
れ
撲
滅
が
基
本
」「
ヘ
ジ
ャ
ー
ブ

の
乱
れ
は
政
治
的
逸
脱
」「
貞
節
と
ヘ

ジ
ャ
ー
ブ
は
文
化
的
問
題
」
な
ど
と
言

及
し
、ア
フ
マ
ド
・
ハ
ー
タ
ミ
ー
師
が「
貞

節
と
ヘ
ジ
ャ
ー
ブ
の
文
化
普
及
計
画
実

行
の
加
速
化
が
必
要
で
あ
り
、
国
民
は

こ
の
文
化
に
特
別
な
注
意
を
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
特
に
貞
節
が
重
要
」
と

述
べ
る
な
ど
、
保
守
派
の
イ
ス
ラ
ー
ム

法
学
者
に
よ
る
発
言
が
相
次
い
で
い
る
。

　

こ
の
計
画
に
基
づ
き
、
テ
ヘ
ラ
ン
州

治
安
維
持
軍
は
「
不
適
切
で
社
会
の
慣

習
か
ら
逸
脱
し
た
服
装
で
公
衆
の
面
前

に
現
れ
る
女
性
へ
の
注
意
、
指
導
と
誓

約
書
の
採
取
、
通
り
を
う
ろ
つ
く
厄
介

者
へ
の
注
意
・
逮
捕
」
を
実
施
し
た
。

空
港
警
察
は
服
装
の
乱
れ
た
旅
行
者
の

旅
行
継
続
を
空
港
で
阻
止
し
て
い
る
。

テ
ヘ
ラ
ン
大
学
な
ど
イ
ラ
ン
各
地
の
各

大
学
で
は
ヘ
ジ
ャ
ー
ブ
の
取
り
締
ま
り

が
行
わ
れ
て
い
る
。
服
装
が
乱
れ
て
い

る
と
、
規
律
委
員
会
か
ら
注
意
を
受
け
、

大
学
へ
の
入
構
禁
止
措
置
や
休
学
処
分
、

罰
金
な
ど
の
処
分
を
受
け
る
と
い
う
。

●
規
制
強
化
の
理
由

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
保
守
派
は
女
性
と

若
者
に
対
す
る
規
制
を
強
化
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
治
安
維
持
軍
は
、
既
に

昨
年
「
道
徳
的
安
全
計
画
」
を
行
っ
て

い
た
が
数
々
の
暴
動
の
た
め
目
立
た
な

か
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
。「
貞

節
と
ヘ
ジ
ャ
ー
ブ
」
計
画
は
二
〇
〇
六

年
一
月
に
決
定
さ
れ
て
い
た
と
す
る
報

道
も
あ
る
。確
か
に
、今
年
の
ノ
ウ
ル
ー

ズ
以
前
に
も
保
守
派
に
よ
る
発
言
は
存

在
し
た
。
し
か
し
幾
つ
か
の
事
例
を
除

い
て
「
貞
節
と
ヘ
ジ
ャ
ー
ブ
計
画
」
に

関
す
る
報
道
は
あ
ま
り
目
立
つ
も
の
で

は
な
い
。
計
画
が
存
在
し
た
と
し
て
も

従
来
は
徹
底
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言

え
よ
う
。
だ
が
今
年
の
ノ
ウ
ル
ー
ズ
以

降
、
極
端
な
ほ
ど
服
装
規
制
は
厳
し
く

な
り
、
そ
の
必
要
性
が
政
府
系
メ
デ
ィ

ア
で
盛
ん
に
宣
伝
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
理
由
づ
け
と
し
て
現
代
的
な
も

の
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
衛
星
放
送

な
ど
が
あ
る
。
保
守
派
は
こ
れ
ら
を
介

し
て
欧
米
の
「
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
」
が

イ
ス
ラ
ー
ム
法
的
に
望
ま
し
い
伝
統
的

な
社
会
規
範
を
侵
害
す
る
と
主
張
す

る
。
五
月
、
行
政
公
正
院
長
は
規
制
強

化
の
理
由
を
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
敵
が

様
々
な
方
法
を
駆
使
し
て
進
め
る
ソ
フ

ト
・
パ
ワ
ー
に
よ
る
道
徳
戦
争
に
対
抗

す
る
た
め
」
と
説
明
し
た
。
六
月
に
は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
監
視
す
る
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
警
察
を
創
設
す
る
と
い
う

計
画
が
発
表
さ
れ
た
。
二
〇
〇
九
年
の

第
一
〇
期
大
統
領
選
挙
後
、
ア
フ
マ

デ
ィ
ー
ネ
ジ
ャ
ー
ド
大
統
領
（
在
任
：

二
〇
〇
五
〜
）
の
再
選
に
反
発
す
る
改

革
派
の
活
動
家
た
ち
がTw

itter

やYou 
Tube

な
ど
を
活
用
し
人
々
を
動
員
し

た
こ
と
が
そ
の
背
景
に
は
あ
り
、
混
乱

が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、
国
家
に
よ
る

情
報
統
制
が
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
保
守
派
は
イ
ス
ラ
ー

ム
法
に
則
っ
た
伝
統
的
な
社
会
規
範

（
男
女
の
空
間
分
離
・
役
割
分
業
、
家

父
長
制
、
家
族
の
名
誉
、
道
徳
・
貞
節

な
ど
）
を
守
る
た
め
と
説
明
し
、
自
ら

の
行
為
を
正
当
化
し
て
き
た
。
保
守
派

が
守
り
た
い
と
す
る
伝
統
的
な
社
会
規

範
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な

の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
に
な
ぜ
女
性

の
ヴ
ェ
ー
ル
が
問
題
と
さ
れ
る
の
か
。

●�
男
女
の
空
間
分
離
・
役
割
分
業

と
い
う
規
範

　

桜
井
（
参
考
文
献
①
）
が
言
う
よ
う

に
、
イ
ラ
ン
な
ど
の
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会

に
は
「
男
女
の
空
間
分
離
・
役
割
分
業
」

と
い
う
規
範
が
存
在
す
る
。
高
校
ま
で

の
男
女
別
学
や
、
病
院
、
バ
ス
な
ど
で

の
男
女
分
離
は
有
名
な
話
で
あ
る
が
、

イ
ラ
ン
で
は
最
近
、
女
性
運
転
手
に
よ

る
女
性
専
用
タ
ク
シ
ー
、
男
性
の
立
ち

入
り
が
禁
止
さ
れ
る
公
園
、
銀
行
の
女

性
専
用
支
店
な
ど
が
登
場
し
た
。

　

ク
ル
ア
ー
ン
第
二
四
章
三
〇
節
と
三
一

節
は
、
男
女
と
も
に
貞
節
を
守
り
肌
の

露
出
を
慎
む
よ
う
定
め
る
。
特
に
女
性

に
ヴ
ェ
ー
ル
着
用
を
義
務
づ
け
る
根
拠

と
し
て
持
ち
出
さ
れ
る
の
は
、
第
二
四
章

三
一
節
の
規
定
で
あ
る
。
パ
ル
デ
（
女
性

と
社
会
を
隔
離
す
る
帳
）
や
ナ
ー
ム
ー

ス
（
女
性
が
身
内
以
外
の
男
性
と
接
触

す
る
こ
と
を
忌
避
す
る
伝
統
的
な
性
的

名
誉
規
範
）
と
い
っ
た
観
念
も
こ
う
し
た

教
え
に
基
づ
く
。
パ
ル
デ
の
ひ
と
つ
の
形

態
が
女
性
の
ヴ
ェ
ー
ル
だ
と
も
言
え
る
。

　

で
は
な
ぜ
、
女
性
を
公
の
場
か
ら
隔

離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
女
性

は
男
性
を
誘
惑
す
る
危
険
な
存
在
と
見

な
さ
れ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
立
場
か
ら

す
る
と
、
女
性
の
ヴ
ェ
ー
ル
は
、
男
性
の

視
線
を
避
け
性
的
虐
待
の
対
象
と
な
ら

な
い
よ
う
女
性
を
守
る
た
め
に
設
け
ら

れ
た
。
だ
が
西
洋
的
な
考
え
方
に
即
し

て
み
れ
ば
、
男
性
が
誘
惑
に
負
け
て
罪

を
犯
さ
な
い
よ
う
に
と
い
う
配
慮
は
む

し
ろ
男
性
を
擁
護
す
る
も
の
だ
と
言
え
、

現
代
社
会
に
合
致
す
る
と
は
言
い
難
い
。

　

男
女
の
空
間
分
離
は
役
割
分
業
と
い

う
規
範
と
結
び
つ
く
。
性
別
役
割
分
業

の
根
拠
と
さ
れ
る
ク
ル
ア
ー
ン
の
一
節
は
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第
四
章
三
四
節
で
あ
る
。
た
だ
し
、
家
族

の
中
で
男
が
女
を
管
理
す
べ
き
と
す
る
家

父
長
主
義
的
価
値
観
と
性
別
役
割
分
業

観
は
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
だ
け
に
見
ら
れ
る

特
異
な
現
象
で
は
な
く
、
日
本
や
西
洋

も
含
む
あ
ら
ゆ
る
文
化
圏
の
伝
統
社
会

に
共
通
し
て
存
在
し
て
き
た
。
世
界
中
で

こ
れ
ま
で
、
女
性
た
ち
は
識
字
能
力
を
身

に
つ
け
自
己
表
現
す
る
こ
と
を
通
し
て
こ

う
し
た
状
況
を
打
破
し
、
少
し
ず
つ
社
会

進
出
を
果
た
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

●
自
己
表
現
と
し
て
の
ヴ
ェ
ー
ル

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
に
よ
る
帝
国
主
義

の
時
代
、ヴ
ェ
ー
ル
は
「
オ
リ
エ
ン
ト
」

の
後
進
性
と
「
西
欧
の
進
歩
・
文
明
化
」

普
及
の
必
要
性
を
示
す
道
具
と
し
て
象

徴
的
に
用
い
ら
れ
た
。イ
ラ
ン
革
命（
一

九
七
九
）
後
に
着
用
が
強
制
さ
れ
た
女

性
の
ヴ
ェ
ー
ル
は
、頑
迷
な「
イ
ス
ラ
ー

ム
原
理
主
義
」
と
い
う
イ
ラ
ン
革
命
の

イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
。
こ
の

よ
う
な
背
景
の
下
、
欧
米
メ
デ
ィ
ア
の

宣
伝
も
あ
っ
て
、
ム
ス
リ
ム
女
性
と
り

わ
け
イ
ラ
ン
女
性
と
い
う
存
在
は
、
抑

圧
さ
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
だ

が
、
敬
虔
な
女
性
た
ち
が
し
っ
か
り
と

チ
ャ
ー
ド
ル
（
イ
ラ
ン
に
特
徴
的
な
ヘ

ジ
ャ
ー
ブ
。
半
円
形
で
頭
か
ら
被
り
体

全
体
を
覆
う
）
を
着
用
す
る
の
も
、
彼

女
た
ち
な
り
の
自
己
表
現
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。
西
洋
的
な
価
値
観
に
従
っ
て
現

地
の
実
情
を
知
る
こ
と
な
し
に
、

「
ヴ
ェ
ー
ル
着
用
＝
女
性
の
抑
圧
」
と

短
絡
的
に
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
。

　

イ
ラ
ン
革
命
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義

者
の
み
な
ら
ず
右
派
、
左
派
、
民
族
主

義
者
、
共
産
主
義
者
な
ど
の
多
様
な
集

団
が
一
致
団
結
し
て
、
パ
フ
ラ
ヴ
ィ
ー

朝
（
一
九
二
五
〜
一
九
七
九
）
の
独
裁

体
制
を
打
倒
し
た
「
イ
ラ
ン
型
大
衆
運

動
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
運
動
に

は
若
者
や
女
性
も
多
く
参
加
し
た
が
、

シ
ャ
ー
（
国
王
）
の
独
裁
打
倒
の
シ
ン

ボ
ル
と
し
て
女
性
た
ち
は
自
ら
選
択
し

て
チ
ャ
ー
ド
ル
を
纏
い
抗
議
デ
モ
に
参

加
し
た
。
近
代
化
と
欧
米
化
を
目
指
す

パ
フ
ラ
ヴ
ィ
ー
朝
が
上
か
ら
の
改
革
の

一
環
と
し
て
ヴ
ェ
ー
ル
を
禁
止
し
て
い

た
こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
る
。

　
『
ペ
ル
セ
ポ
リ
ス
』（
参
考
文
献
②
）

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
革
命
に
参
加

し
た
女
性
の
多
く
は
、
革
命
後
の

ヴ
ェ
ー
ル
強
制
と
い
う
結
果
を
予
期
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
国
王
打

倒
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
革
命
に
参
加

す
る
こ
と
が
「
格
好
い
い
」
も
の
と
し

て
女
性
や
若
者
た
ち
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
だ
が
イ
ス
ラ
ー
ム
共
和
党
が
政
権

を
握
り
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
者
の
統

治
」
体
制
が
確
立
さ
れ
て
い
く
と
と
も

に
革
命
は
「
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ー
ム
革

命
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
イ
ス

ラ
ー
ム
法
の
遵
守
が
義
務
づ
け
ら
れ
る

と
と
も
に
ヴ
ェ
ー
ル
が
強
制
さ
れ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
さ
ら
に
意
図
せ
ざ
る

結
果
が
生
じ
た
。一
般
に
女
性
が
ヴ
ェ
ー

ル
を
身
に
付
け
る
こ
と
で
男
女
の
空
間

分
離
が
保
た
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
た

め
、
娘
を
学
校
や
職
場
な
ど
公
的
な
場

所
に
出
す
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
な
い
親

が
増
加
し
た
の
で
あ
る
。
イ
ラ
ン
で
は

ヴ
ェ
ー
ル
の
着
用
が
女
性
の
社
会
進
出

を
促
し
た
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。

　

ハ
ー
タ
ミ
ー
前
大
統
領
（
在
任
：
一

九
九
七
〜
二
〇
〇
五
年
）
の
改
革
開
放

の
時
代
、
規
制
は
緩
ん
だ
。
都
市
部
の

富
裕
層
を
中
心
と
す
る
若
い
女
性
た
ち

は
ヴ
ェ
ー
ル
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
枠
内
に
は
あ
り
な
が
ら
も

可
能
な
限
り
お
洒
落
し
、
あ
る
い
は

ヴ
ェ
ー
ル
を
「
着
崩
す
」
こ
と
で
自
己

表
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
保
守
派
が

彼
女
た
ち
の
装
い
を
「
バ
ッ
ド
ヘ

ジ
ャ
ー
ビ
ー
」（
ヘ
ジ
ャ
ー
ブ
が
乱
れ

て
い
る
）
と
批
判
す
る
一
方
で
、
改
革

派
を
支
持
す
る
人
々
は
「
マ
ズ
ハ
ビ
ー

（
宗
教
的
）」「
ヘ
ズ
ボ
ッ
ラ
ー
（
イ
ス

ラ
ー
ム
体
制
を
熱
烈
に
支
持
す
る
）」

な
ど
と
形
容
し
て
彼
ら
に
反
発
す
る
。

●
女
性
た
ち
の
挑
戦

　
「
民
主
主
義
」
と
は
西
洋
由
来
の
「
近

代
性
」
の
ひ
と
つ
と
も
言
え
る
。「
近
代

性
」
と
遭
遇
し
そ
れ
を
取
り
入
れ
よ
う

と
し
た
時
に
、
既
存
の
伝
統
社
会
か
ら

反
発
を
受
け
た
場
合
人
々
は
ど
う
反
応

す
る
の
か
。
前
稿
（
参
考
文
献
④
）
で

述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
は

既
存
の
社
会
か
ら
の
反
発
を
か
わ
し
、

自
ら
の
理
想
に
近
づ
く
た
め
の
方
策
と

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
直
面
し
た
状
況
に

呼
応
し
な
が
ら
「
翻
訳
（
外
的
要
素
で

あ
る
近
代
的
な
制
度
や
思
想
を
既
存
の

制
度
や
伝
統
に
合
致
す
る
よ
う
変
化
さ

せ
て
採
用
す
る
こ
と
）」
な
ど
の
戦
略
を

採
る
。
イ
ラ
ン
の
場
合
に
は
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
な
ど
か
ら
齎
さ
れ
た
外
的
要
素
が
イ

ラ
ン
的
な
も
の
と
混
合
さ
れ
て
、
イ
ラ

ン
流
の
「
近
代
」
が
形
作
ら
れ
る
。
し

か
も
そ
れ
は
ひ
と
つ
で
は
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
の
局
面
に
応
じ
た
多
様
性
が
現
実

社
会
に
お
い
て
は
発
現
す
る
。

　

そ
の
多
様
性
の
一
例
が
イ
ラ
ン
女
性

た
ち
に
よ
る
ヴ
ェ
ー
ル
の
着
こ
な
し

だ
。
あ
る
い
は
「
ペ
ル
シ
ャ
猫
を
誰
も

知
ら
な
い
」
や
「
オ
フ
サ
イ
ド
・
ガ
ー

ル
ズ
」（
二
〇
〇
六
：
サ
ッ
カ
ー
の
試

合
を
観
戦
し
よ
う
と
奮
闘
す
る
女
性
た

ち
を
扱
う
）
な
ど
の
映
画
に
描
か
れ
る

女
性
や
若
者
た
ち
の
姿
で
あ
る
。
理
想

と
現
実
と
の
齟
齬
に
苦
悩
し
、
制
限
を

受
け
な
が
ら
も
、
そ
の
枠
内
で
可
能
な

限
り
自
ら
の
理
想
に
近
づ
こ
う
と
挑
戦

す
る
。
だ
が
イ
ス
ラ
ー
ム
法
上
、
女
性

に
不
利
な
規
定
が
多
い
の
も
事
実
だ
。

女
性
た
ち
の
挑
戦
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
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に
適
う
伝
統
的
な
社
会
規
範
に
反
す
る

と
し
て
、
歴
史
の
中
で
繰
り
返
し
攻
撃

を
受
け
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
攻
撃
を
か
わ
す
た
め
、
女

性
た
ち
は
苦
闘
の
末
に
様
々
な
戦
略
を

編
み
出
し
て
き
た
。
特
に
立
憲
革
命
（
一

九
〇
五
〜
一
九
一
一
）
の
時
代
、
女
性
た

ち
の
自
発
的
で
草
の
根
的
な
活
動
が
花

開
く
。
男
女
の
空
間
分
離
・
役
割
分
業

と
い
う
伝
統
的
な
規
範
の
中
で
、
女
性

の
自
己
表
現
や
教
育
は
タ
ブ
ー
と
さ
れ
、

旧
式
の
教
育
制
度
に
お
い
て
は
僅
か
な

例
を
除
き
原
則
と
し
て
女
性
に
教
育
は

許
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
米

仏
な
ど
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ー
の
女
子
校
や

ロ
シ
ュ
デ
ィ
ー
イ
ェ
校
（
新
し
い
教
授
法

に
よ
り
一
般
民
衆
の
識
字
教
育
を
実
施
）

な
ど
を
モ
デ
ル
に
、
一
九
世
紀
末
よ
り
女

性
た
ち
は
自
ら
私
立
女
子
校
を
創
る
。

だ
が
彼
女
ら
は
理
想
と
現
実
の
隔
絶
に

直
面
し
た
。
女
子
教
育
推
進
を
試
み
た

が
伝
統
的
な
社
会
規
範
に
阻
ま
れ
、
保

守
的
な
伝
統
主
義
者
か
ら
の
激
し
い
攻

撃
に
晒
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
女
子
教

育
の
正
当
性
を
訴
え
そ
の
推
進
を
図
ろ

う
と
様
々
な
戦
略
を
講
じ
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
女
性
に
教
育
が
必
要
な
の
か
、
あ

る
い
は
必
要
な
教
育
と
は
何
か
、
婦
人

雑
誌
な
ど
で
議
論
を
尽
く
す
中
で
、
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
近
代
合
理
主
義
を
論

拠
と
す
る
女
子
教
育
必
要
論
を
展
開
し

た
。
そ
れ
は
「
祖
国
の
進
歩
発
展
の
た

め
に
、
将
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
母
、

社
会
の
基
盤
で
あ
る
家
族
の
妻
・
主
婦

と
な
る
女
性
に
、
西
洋
由
来
の
近
代
的

な
衛
生
学
・
医
学
・
家
政
学
の
知
識
が

必
要
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

と
り
わ
け
伝
統
的
な
社
会
規
範
を
重

視
す
る
者
た
ち
か
ら
の
反
発
を
回
避
す

る
の
に
有
効
だ
っ
た
の
が
イ
ス
ラ
ー
ム

を
論
拠
と
す
る
議
論
で
あ
る
。
①
学
識

あ
る
女
性
を
示
す
象
徴
と
し
て
サ
キ
ー

ネ
（
第
三
代
イ
マ
ー
ム
・
フ
サ
イ
ン
の

娘
）
や
ゼ
イ
ナ
ブ
（
初
代
イ
マ
ー
ム
・

ア
リ
ー
の
娘
）
な
ど
の
聖
な
る
女
性
を

例
示
、
②
「
知
識
を
求
め
る
こ
と
は
よ

き
ム
ス
リ
ム
、
ム
ス
リ
マ
の
義
務
で
あ

る
」「
清
潔
は
宗
教
の
保
証
で
あ
る
」

な
ど
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
（
預
言
者
の
言
行

録
）
を
引
き
合
い
に
出
す
、
③
旧
式
の

マ
ク
タ
ブ
（
伝
統
的
初
等
教
育
機
関
）

と
違
い
新
方
式
の
女
子
校
は
男
女
の
空

間
分
離
が
徹
底
し
て
い
る
の
で
宗
教
的

に
望
ま
し
い
と
主
張
す
る
、
な
ど
の
戦

略
だ
。
こ
う
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
に
よ
る

理
論
武
装
は
、
山
岸
（
参
考
文
献
③
）

が
言
う
よ
う
な
現
代
の「
イ
ス
ラ
ー
ム
・

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
に
も
受
け
継
が
れ
て

い
る
よ
う
に
思
う
。

●
む
す
び
：
イ
ラ
ン
流
の
民
主
化

　

イ
ラ
ン
に
「
民
主
化
」
は
可
能
か
。

独
裁
政
権
や
王
制
が
多
い
中
東
、
イ
ス

ラ
ー
ム
諸
国
の
中
で
、
イ
ラ
ン
は
一
院
制

の
議
会
を
有
し
、
ハ
ー
タ
ミ
ー
政
権
を

誕
生
さ
せ
る
な
ど
、
民
衆
の
力
が
政
権

交
代
を
可
能
に
し
て
き
た
国
で
あ
る
。

最
高
指
導
者
が
行
政
・
軍
事
・
司
法
・

立
法
な
ど
あ
ら
ゆ
る
権
力
を
超
越
す
る

た
め
、
い
わ
ゆ
る
括
弧
つ
き
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
、
か
つ
て
の
イ
ラ
ン
は
イ
ス
ラ
ー

ム
と
の
両
立
を
目
指
す
「
民
主
主
義
国

家
」
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
騒
擾
が

起
こ
る
前
ま
で
は
、
老
若
男
女
み
な
熱

心
か
つ
気
軽
に
政
治
談
議
に
興
じ
て
い

た
よ
う
に
思
う
。
自
身
の
一
票
が
政
治
を

変
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
希
望
を

抱
い
た
イ
ラ
ン
の
人
々
、
特
に
女
性
た

ち
は
熱
心
に
選
挙
活
動
に
参
加
し
、
第
一

〇
期
大
統
領
選
挙
の
投
票
率
は
八
五
％

を
数
え
た
。
だ
が
二
〇
〇
九
年
騒
擾
以

降
、
強
権
化
す
る
国
家
に
よ
っ
て
、
人
々

の
声
は
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

イ
ラ
ン
流
の
「
民
主
化
」
は
西
洋
的

な
価
値
観
を
一
方
的
に
押
し
付
け
ら
れ

る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
イ
ラ

ン
の
人
々
自
ら
が
考
え
、
生
み
出
す
も

の
で
あ
る
べ
き
だ
。
イ
ス
ラ
ー
ム
と
近

代
性
の
両
立
を
目
指
し
て
改
革
を
模
索

し
て
き
た
過
去
の
知
識
人
た
ち
が
物
語

る
よ
う
に
、
そ
の
二
つ
は
必
ず
し
も
敵

対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
一
般
の

人
々
、
特
に
女
性
の
声
が
国
政
の
場
に

届
か
ず
、
多
様
な
意
見
が
許
容
さ
れ
る

こ
と
が
な
く
、
規
制
強
化
・
言
論
統
制

が
続
く
よ
う
な
ら
、
そ
の
実
現
は
不
可

能
だ
ろ
う
。

　

チ
ャ
ー
ド
ル
を
し
っ
か
り
と
被
る
女
性

も
ヴ
ェ
ー
ル
を
お
洒
落
に
着
崩
す
女
性

も
同
じ
イ
ラ
ン
女
性
で
あ
り
、
み
な
優
し

く
涙
も
ろ
い
人
情
家
で
、
日
本
人
か
ら

す
る
と
お
節
介
に
思
え
る
ほ
ど
親
切
で

あ
る
。
筆
者
は
そ
ん
な
彼
女
た
ち
を
愛

し
て
止
ま
な
い
。
困
難
な
状
況
に
置
か

れ
な
が
ら
も
強
く
逞
し
い
イ
ラ
ン
の
女

性
た
ち
が
ヴ
ェ
ー
ル
を
着
用
す
る
か
否

か
を
自
由
に
選
択
し
、
声
を
上
げ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
イ
ラ
ン
流
の
「
民
主

化
」
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
願
う
。

（
や
ま
ざ
き　

か
ず
み
／
中
東
調
査
会

　

研
究
員
）
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