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国
立
大
の
人
文
社
会
系
学
部
の
見

直
し
が
波
紋
を
呼
ん
で
い
る
が
、
人

文
社
会
系
学
問
の
な
か
で
も
、
理
系

と
の
融
合
で
新
し
い
展
開
を
見
せ
る

研
究
者
が
い
る
。
東
大
の
亀
田
達
也

教
授
だ
。
社
会
心
理
学
と
い
う
枠
を

越
え
、
人
間
の
社
会
行
動
に
関
す
る

問
い
を
隣
接
領
域
の
先
端
研
究
者
と

の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
紐
解
い
て

い
く
。
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
内
容

と
と
も
に
、
人
文
社
会
系
学
問
の
可

能
性
に
つ
い
て
う
か
が
っ
た
。

人
間
の
社
会
行
動
は

合
理
性
を
持
っ
て
い
る

　
　

先
生
は
、
社
会
心
理
学
の
な
か
で

も
、
ど
ん
な
観
点
か
ら
研
究
さ
れ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
？

亀
田　

僕
は
も
と
も
と
人
間
の
社
会

行
動
に
興
味
が
あ
る
ん
で
す
が
、
必

ず
し
も
社
会
心
理
学
と
い
う
一
つ
の

デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
な
か
で
研
究
し
て

い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
文
系
・

理
系
の
枠
に
も
関
係
し
ま
す
が
、
人

間
の
社
会
行
動
は
と
て
も
複
雑
な
現

象
で
、
そ
れ
を
理
解
す
る
に
は
一
つ

の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
だ
け
で
見
る
に
は

到
底
無
理
が
あ
る
か
ら
で
す
。
僕
の

専
門
分
野
と
し
て
は
、
社
会
心
理
学

と
い
う
よ
り
「
行
動
科
学
」
と
言
っ

た
ほ
う
が
い
い
で
し
ょ
う
。

　

普
通
の
社
会
心
理
学
の
発
想
で
は
、

「
人
間
の
社
会
行
動
に
は
い
ろ
い
ろ

な
問
題
が
あ
る
」
と
考
え
る
こ
と
が

多
い
で
す
が
、
多
く
の
生
物
の
行
動

が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、「
人
間
の

社
会
行
動
と
い
う
の
は
、
適
応
的
で

合
理
性
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
観

点
か
ら
僕
は
考
え
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
を
「
進
化
・
適
応
の
メ

タ
理
論
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　
　

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
研
究
を

さ
れ
て
い
ま
す
か
？

亀
田　

３
つ
ほ
ど
焦
点
を
あ
て
て
い

ま
す
が
、
ま
ず
１
つ
目
は
「
正
義
」

の
話
で
す
。

　

例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
予
備

選
で
サ
ン
ダ
ー
ス
が
人
々
の
共
感
を

呼
ん
だ
発
言
に
「
格
差
」
の
問
題
が

あ
り
ま
す
が
、
我
々
は
ど
う
も
格
差

が
あ
る
状
態
は
正
し
く
な
い
と
い
う

気
持
ち
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

実
は
格
差
の
問
題
は
、「
富
の
分

配
の
正
義
」
と
い
う
倫
理
学
や
社
会

哲
学
の
中
心
的
な
問
題
で
す
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の

ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
「
正
義
論
」

が
有
名
で
す
。
彼
は
「
ど
の
よ
う
な

富
の
分
配
の
仕
方
が
社
会
的
に
正
義

と
い
え
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
哲

学
的
な
思
考
実
験
か
ら
考
え
て
い
き

ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
人
々
は

格
差
が
大
き
い
社
会
よ
り
も
最
低
限

の
生
活
を
保
証
す
る
社
会
を
選
ぶ
と

推
論
さ
れ
、
そ
れ
が
社
会
正
義
に
か

な
っ
て
い
る
と
結
論
付
け
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
１
９
７
０
年
代
に
出
た
話

な
ん
で
す
が
、
本
当
に
人
々
は
そ
の

よ
う
に
考
え
る
の
か
を
調
べ
て
み
ま

し
た
。
行
動
的
な
選
択
実
験
を
行
っ

て
、
そ
の
間
に
視
線
計
測
や
Ｍ
Ｒ
Ｉ

を
用
い
た
脳
画
像
計
測
な
ど
を
行
い

ま
す
。
そ
の
結
果
、
ロ
ー
ル
ズ
の
主

張
は
あ
な
が
ち
嘘
で
は
な
く
、
人
々

は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
差
を
越
え
て
、

最
低
限
の
生
活
を
保
証
す
る
社
会
を

望
ん
で
い
る
、
あ
る
い
は
、
少
な
く

と
も
気
に
か
け
て
い
る
こ
と
が
分

か
っ
た
の
で
す
。

　
　

こ
の
結
果
は
何
を
意
味
し
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
？

亀
田　

倫
理
学
や
哲
学
は「
～
べ
き
」

の
学
問
で
す
。
人
間
は
こ
う
生
き
る

べ
き
、
社
会
は
こ
う
構
成
さ
れ
る
べ

き
、
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て

心
理
学
は
「
～
で
あ
る
」
の
学
問
で

す
。
人
間
は
こ
の
よ
う
な
行
動
を
す

人文系の問いを
理科系の手法で探る
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る
、
こ
の
よ
う
な
心
理
傾
向
を
持
つ
、

と
し
ま
す
。「
～
で
あ
る
」
か
ら
「
～

べ
き
」
は
導
け
な
い
と
い
う
の
が
基

本
的
な
議
論
で
す
が
、
人
間
が
生
き
、

社
会
を
作
る
上
で
、
こ
の
２
つ
は
切

れ
て
は
い
け
な
い
。
つ
な
げ
る
作
業

を
き
ち
ん
と
考
え
る
こ
と
が
必
要
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　

２
つ
目
は
ど
の
よ
う
な
研
究
で
し 

ょ
う
か
？

亀
田　
「
共
感
性
」
に
つ
い
て
で
す
。

共
感
性
は
複
雑
で
多
層
な
現
象
で
す
。

原
始
的
な
レ
ベ
ル
で
は
、
あ
る
人
が

に
こ
っ
と
す
る
と
、
他
の
人
も
に

こ
っ
と
す
る
、
表
情
の
模
倣
現
象
が

あ
り
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
、
我
々
の

脳
の
な
か
に
は
、
他
の
人
の
行
動
を

鏡
的
に
映
し
て
し
ま
う
ミ
ラ
ー

ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
い
う
仕
組
み
が
あ
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
う
一
つ
上
の

レ
ベ
ル
に
な
る
と
、あ
る
個
体
が「
痛

い
」
と
感
じ
る
と
、他
の
個
体
も
「
痛

い
」
と
反
応
す
る
と
い
う
情
動
伝
染

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
他
の
動
物

種
に
も
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
も
っ
と
上
の
レ
ベ
ル
に

な
る
と
、
遠
く
で
苦
し
ん
で
い
る
ア

フ
リ
カ
の
人
た
ち
や
シ
リ
ア
の
人
た

ち
に
共
感
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン

と
い
う
動
作
系
や
情
動
伝
染
で
は
無

理
で
、
も
う
少
し
想
像
力
を
働
か
せ

な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

　

こ
の
高
次
の
共
感
現
象
は
、
人
間

に
か
な
り
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
る

は
ず
で
す
。
実
は
、
そ
れ
は
ロ
ー
ル

ズ
に
近
い
話
で
、
人
文
系
の
倫
理
や

哲
学
が
考
え
て
き
た
よ
う
な
共
感
性

の
あ
り
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

だ
と
し
た
ら
、
我
々
が
共
感
と

い
っ
て
い
る
い
く
つ
も
の
シ
ス
テ
ム

が
ど
の
よ
う
な
形
で
動
い
て
い
て
、

相
互
作
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

知
る
の
が
大
事
な
こ
と
で
す
。

　

そ
こ
で
、
他
の
人
の
痛
み
を
見
た

と
き
に
ど
の
よ
う
な
情
動
が
動
く
の

か
、
自
律
神
経
系
反
応
や
視
線
、
脳

活
動
、
情
報
探
索
行
動
な
ど
い
ろ
い

ろ
な
指
標
を
取
る
こ
と
で
、
い
く
つ

も
の
レ
ベ
ル
の
共
感
性
の
質
や
量
を

調
べ
、
人
間
の
共
感
性
の
仕
組
み
を

探
る
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
す
。

　
　

３
つ
目
は
ど
の
よ
う
な
研
究
で
し 

ょ
う
か
？

亀
田　

集
団
の
知
恵
で
あ
る
「
集
合

知
」
に
関
心
が
あ
り
ま
す
。
シ
ン
プ

ル
な
例
で
言
う
と
、
素
人
の
勝
手
な

判
断
を
た
だ
単
純
に
統
計
的
に
平
均

し
て
あ
げ
た
ほ
う
が
、
エ
キ
ス
パ
ー

ト
の
判
断
よ
り
も
良
く
な
る
と
い
う

現
象
で
す
。
例
え
ば
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン

の
従
兄
で
あ
る
ゴ
ル
ト
ン
と
い
う
学

者
の
研
究
が
あ
り
ま
す
。
牡
牛
の
体

重
当
て
コ
ン
テ
ス
ト
で
、
全
て
の
素

人
の
判
断
の
平
均
値
を
出
す
と
、
ほ

と
ん
ど
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
正
解
に
近

く
、
牛
を
扱
う
専
門
業
者
よ
り
も
良

か
っ
た
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
人
々
が
相
互
作
用

す
る
な
か
で
集
団
の
知
恵
が
生
ま
れ

る
場
合
も
あ
れ
ば
、
生
ま
れ
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
。
で
は
、
ど
ん
な
場

合
に
生
ま
れ
て
、
ど
ん
な
場
合
に
生

ま
れ
な
い
の
か
。
か
つ
、
ど
の
よ
う

な
条
件
が
そ
ろ
う
と
集
団
の
知
恵
は

生
ま
れ
る
の
か
。
集
団
の
知
恵
の
ア

ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
探
る
と
い
う
こ
と
を

や
っ
て
い
ま
す
。

　

数
理
モ
デ
ル
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
使
っ
て
調
べ

る
ほ
か
、
ヒ
ト
と
ア
リ
と
の
比
較
実

験
を
行
い
ま
す
。
こ
の
実
験
で
は
、

ヒ
ト
よ
り
も
ア
リ
の
ほ
う
が
環
境
の

変
化
に
集
団
と
し
て
対
応
で
き
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
ヒ
ト

は
他
の
行
動
を
気
に
す
る
レ
ベ
ル
が

強
く
、
空
気
を
読
む
。
こ
の
こ
と
が

環
境
の
変
化
へ
の
対
応
を
遅
ら
せ
る

●視点・インタビュー
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場
合
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

人
文
系
は
役
立
つ
？

位
相
が
変
わ
る
と
変
わ
る

　
　

な
ぜ
こ
れ
ら
の
こ
と
を
調
べ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
？

亀
田　

ど
の
テ
ー
マ
も
、
も
と
も
と

は
人
文
社
会
系
の
学
問
だ
と
思
い
ま

す
。
僕
は
文
学
部
に
い
る
の
で
、
人

文
学
が
数
千
年
の
歴
史
の
な
か
で
積

み
重
ね
て
き
た
知
恵
を
、
意
思
決
定

科
学
や
脳
科
学
、
経
済
学
な
ど
の
知

識
を
使
っ
て
、
い
か
に
知
恵
と
知
識

を
つ
な
げ
る
か
と
い
う
こ
と
を
や
っ

て
い
ま
す
。
人
文
系
の
問
い
を
理
系

的
な
手
法
で
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
僕
自
身
が

理
系
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
使
う
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
研
究
者
た

ち
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
大
事
な
こ

と
は
あ
り
ま
す
か
？

亀
田　

自
分
の
や
っ
て
い
る
こ
と
を

相
手
の
視
点
か
ら
見
る
こ
と
で
す
。

　

僕
自
身
は
、
人
文
社
会
系
の
問
い

を
理
科
系
の
研
究
者
の
知
識
を
使
っ

て
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
彼
ら
の
目
か
ら
見
た
ら
メ

リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

で
す
か
ら
、
彼
ら
の
立
場
に
立
っ

て
自
分
の
研
究
を
再
解
釈
し
、
彼
ら

の
知
り
た
い
問
題
と
し
て
戻
す
と
い

う
こ
と
を
き
ち
ん
と
や
ら
な
い
と
い

け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
ま
で
で
き
て
は
じ
め
て
「
文

理
融
合
」
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　
　

人
文
社
会
系
の
見
直
し
の
動
き
を

ど
の
よ
う
に
見
て
い
ま
す
か
？

亀
田　

人
文
系
ピ
ン
チ
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
ピ
ン
チ
は
チ
ャ
ン
ス
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
な
ど

世
界
の
多
く
の
大
学
で
文
系
の
学
問

が
ク
ロ
ー
ズ
さ
れ
て
き
て
い
る
印
象

が
あ
り
ま
す
が
、
日
本
は
ま
だ
良
い

ほ
う
で
、
人
文
学
は
批
判
さ
れ
る
け

れ
ど
捨
て
ら
れ
な
い
状
態
で
す
か
ら
、

チ
ャ
ン
ス
だ
と
思
い
ま
す
。

　

僕
は
比
較
的
恵
ま
れ
て
い
て
、
文

科
省
や
日
本
学
術
振
興
会
か
ら
、
人

文
社
会
系
の
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
エ
ッ

ジ
の
学
問
と
し
て
選
ば
れ
て
サ
ポ
ー

ト
を
受
け
て
い
ま
す
。
あ
る
意
味
責

任
の
あ
る
立
場
で
、
一
つ
の
モ
デ
ル

ケ
ー
ス
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。

　
　

役
立
た
な
い
学
問
は
い
ら
な
い
と

い
う
議
論
が
あ
り
ま
す
が
、
役
立
つ
学

問
し
か
な
く
な
る
と
、
一
面
的
な
考
え

方
し
か
で
き
な
く
な
る
危
険
性
は
な
い

で
し
ょ
う
か
？

亀
田　

適
応
の
話
に
戻
し
て
考
え
て

み
る
と
、
例
え
ば
、
純
度
の
高
い
脂

肪
と
糖
が
含
ま
れ
る
チ
ョ
コ
レ
ー
ト

は
、
進
化
時
間
で
考
え
た
ら
食
べ
た

ほ
う
が
有
利
で
す
が
、
歴
史
文
化
時

間
で
考
え
た
ら
、
日
本
の
よ
う
な
栄

養
の
高
い
リ
ッ
チ
な
社
会
で
は
あ
ま

り
食
べ
な
い
ほ
う
が
い
い
と
さ
れ
ま

す
。
一
方
、
ハ
イ
キ
ン
グ
で
遭
難
し

か
か
っ
た
と
き
に
は
食
べ
た
ほ
う
が

い
い
で
す
よ
ね
。

　

つ
ま
り
、
同
じ
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
対

す
る
合
理
的
な
行
動
と
い
う
の
は
、

時
間
の
レ
ベ
ル
が
違
う
と
変
わ
っ
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

文
学
部
の
学
問
は
、
実
時
間
で
考

え
た
ら
役
立
た
な
い
と
言
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
歴
史
文
化
時

間
や
進
化
時
間
で
考
え
た
ら
役
立
つ

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

社
会
に
お
け
る
大
学
の
役
割
は
、

い
ま
こ
こ
の
問
題
を
解
く
と
い
う
こ

と
も
あ
る
け
れ
ど
、
も
う
少
し
長
尺

で
、
人
類
史
レ
ベ
ル
や
日
本
の
歴
史

レ
ベ
ル
で
見
る
位
相
も
あ
る
は
ず
で

す
。
全
て
一
つ
の
時
間
軸
だ
け
で
見

て
し
ま
う
の
は
、
と
て
も
危
う
い
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
　

人
文
社
会
系
を
残
す
に
は
、
新
し

い
人
文
社
会
分
野
を
作
る
と
い
う
気
概

も
大
切
で
し
ょ
う
か
。

亀
田　

文
学
部
の
学
問
は
大
き
く
分

け
る
と
、
哲
学
・
史
学
・
文
学
・
行

動
科
学
に
な
り
ま
す
が
、
や
は
り
大

本
流
は
「
哲
史
文
」
だ
と
思
い
ま
す
。

行
動
科
学
は
新
し
く
で
き
た
「
鬼
っ

子
」
の
よ
う
な
も
の
で
、
で
も
だ
か

ら
こ
そ
哲
史
文
の
本
流
に
対
し
て
恐

れ
ず
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
言
え
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
哲
史
文
の
研
究
者
が
偉
い

と
思
う
の
は
、「
こ
れ
ま
で
つ
な
が
っ

て
き
た
伝
統
を
い
か
に
次
世
代
に
つ

な
い
で
い
く
か
が
大
事
な
ん
だ
」
と

言
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
確
か
に
、

そ
の
よ
う
な
意
味
も
あ
る
と
思
い
ま

す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
立
場
が
あ
り
得
る
わ

け
で
す
が
、
や
る
べ
き
こ
と
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
分
野
で
、「
な
ぜ
こ
れ
が

大
事
な
の
か
」
を
真
剣
に
ア
ピ
ー
ル

す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
そ

の
と
き
、「
い
ま
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
に

役
立
つ
か
」
と
い
う
こ
と
は
決
し
て

言
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

環
境
変
動
に
対
応
で
き
る

バ
ッ
フ
ァ
を
持
つ

　
　

高
校
の
進
路
指
導
で
、
４
年
後
の

就
職
を
見
据
え
た
指
導
を
す
る
こ
と
に

つ
い
て
ど
う
思
い
ま
す
か
？

亀
田　

企
業
か
ら
の
視
点
で
考
え
る

と
、
全
て
同
じ
タ
イ
プ
の
人
間
ば
か

り
採
用
し
た
ら
ど
う
な
る
の
か
と
い

う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
生
物
の
適
応

の
話
で
、
ロ
ー
カ
ル
・
マ
キ
シ
マ
ム

と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
て
、
い
ろ
い

ろ
な
適
応
を
し
て
い
く
際
に
、
局
所

的
に
一
番
い
い
と
こ
ろ
で
や
っ
て
し

ま
う
と
、
少
し
環
境
が
変
わ
っ
た
だ

け
で
、
あ
っ
と
い
う
間
に
死
ん
で
し

ま
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
環
境
変
動
に
対

し
て
内
部
的
に
対
応
で
き
る
バ
ッ

フ
ァ
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
い
な

い
と
危
う
い
と
思
い
ま
す
。

　
　

多
様
化
し
た
高
校
生
を
ど
う
導
い

て
あ
げ
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
。

亀
田　

生
物
の
適
応
で
普
通
に
考
え

た
ら
、
就
職
に
合
わ
せ
て
平
均
的
な

と
こ
ろ
で
染
ま
っ
て
い
く
と
思
い
ま

す
が
、
問
題
は
、
適
応
と
い
う
の
は

ど
こ
が
生
存
す
る
か
「
ば
ら
つ
き
」

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
環
境
の

変
化
は
予
測
で
き
な
い
で
す
か
ら
、

事
前
に
そ
の
ば
ら
つ
き
を
ど
う
組
み

込
む
の
か
は
読
め
ま
せ
ん
。
基
本
的

に
は
平
均
に
な
る
の
は
間
違
っ
て
い

な
い
と
思
い
ま
す
が
、
平
均
だ
け
で

は
な
い
の
で
、
こ
の
「
だ
け
で
は
な

い
」
を
ど
こ
ま
で
読
み
切
れ
る
の
か

が
あ
る
意
味
、
才
覚
だ
と
思
い
ま
す
。

　
　

い
ま
の
東
大
生
の
様
子
は
ど
の
よ

う
に
映
っ
て
い
ま
す
か
？

亀
田　

や
は
り
潜
在
力
は
高
い
で
す

が
、
平
均
的
な
レ
ベ
ル
で
ど
う
勝
負

す
る
か
に
懸
け
て
き
た
学
生
た
ち
で

す
か
ら
、
冒
険
し
な
い
学
生
が
多
い

で
す
。
な
の
で
「
リ
ス
ク
を
取
れ
」

と
は
言
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
何
も

バ
ッ
フ
ァ
が
な
く
リ
ス
ク
を
取
る
の

は
無
謀
で
す
。
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
し
な

が
ら
リ
ス
ク
を
取
る
こ
と
が
基
本
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
は
あ
る
程
度
、
教

育
で
な
ん
と
か
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
で
は
「
リ
ス
ク
は
取
る
な
」

と
い
う
こ
と
が
多
い
気
が
し
ま
す
が
、

リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
し
な
が
ら
リ
ス
ク
を

取
る
と
い
う
訓
練
を
し
た
ほ
う
が
い

い
と
思
い
ま
す
。

　
　

高
校
生
の
進
路
選
び
に
対
し
て
ア

ド
バ
イ
ス
を
お
願
い
し
ま
す
。

亀
田　

僕
が
こ
こ
に
い
る
の
は
運
の

よ
う
な
も
の
で
す
。
も
と
も
と
理
科

系
志
望
だ
っ
た
の
が
文
転
し
て
、
外

交
官
、
弁
護
士
、
ユ
ン
グ
派
臨
床
家

な
ど
と
目
標
が
変
わ
り
、
心
理
学
を

は
じ
め
ま
し
た
。
心
理
学
の
な
か
で

も
消
去
法
で
社
会
心
理
を
選
び
ま
し

た
が
、
入
っ
て
す
ぐ
に
後
悔
し
ま
し

た
。
僕
は
そ
の
後
悔
を
一
生
か
け
て

直
し
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　

あ
る
程
度
、
や
り
直
し
は
き
き
ま

す
。
進
路
は
狭
く
決
め
な
い
ほ
う
が

い
い
で
し
ょ
う
ね
。
大
学
の
制
度
が

ゆ
る
や
か
な
ら
ば
、
自
己
検
閲
や
自

主
規
制
を
あ
ま
り
か
け
な
い
で
、
欲

望
に
忠
実
な
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま

す
。
そ
の
時
点
で
や
り
た
い
こ
と
を

や
っ
た
ほ
う
が
い
い
で
し
ょ
う
。

　

た
だ
、「
自
分
探
し
」
は
勧
め
ま

せ
ん
。
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
若

い
と
き
は
、
自
分
の
な
か
に
回
答
を

求
め
て
も
回
答
な
ん
て
あ
る
わ
け
が

な
い
か
ら
で
す
。
知
識
や
経
験
が
限

ら
れ
て
い
る
か
ら
、
自
分
が
何
を
知

り
た
い
か
な
ん
て
わ
か
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。
だ
と
し
た
ら
、
外
に
出
た

ほ
う
が
い
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を

し
て
い
く
う
ち
に
面
白
い
も
の
が
見

つ
か
り
ま
す
。
面
白
い
と
思
っ
た
ら

や
れ
ば
い
い
の
で
す
。

●視点・インタビュー


