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１

外
国
人
と
い
う
意
識
－
ア
メ
リ
カ
と

日
本
の
差

　
今
年
、
ア
メ
リ
カ
で
最
大
の
イ
ベ
ン
ト
は
大
統
領

選
挙
。
確
か
に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
あ
り
私
も
実
は
楽

し
み
に
し
て
い
る
が
、
所
詮
そ
れ
は
七
月
の
二
週
間

だ
け
の
こ
と
。
そ
れ
に
引
き
換
え
大
統
領
選
挙
は
、

二
月
に
始
ま
っ
た
各
候
補
者
を
絞
り
込
む
予
備
選
挙

や
党
員
集
会
か
ら
十
一
月
の
一
般
選
挙
ま
で
、
ほ
ぼ

一
年
に
及
ぶ
。
新
聞
や
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
食
い

入
る
毎
日
が
続
い
て
い
る
。
そ
ん
な
折
、
民
主
党
全

国
委
員
会
か
ら
一
通
の
封
書
が
届
い
た
。
開
け
て
み

る
と
、
や
は
り
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
の
政
策
を
問
う

ア
ン
ケ
ー
ト
と
党
員
へ
の
勧
誘
だ
。
以
前
に
も
地
元

選
出
の
共
和
党
下
院
議
員
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
が
あ
っ

た
の
を
は
じ
め
、
赴
任
一
年
後
あ
た
り
か
ら
同
様
の

も
の
が
何
回
も
送
ら
れ
て
き
て
い
た
の
で
見
当
が
つ

い
た
の
だ
。
「
し
か
し
な
ぜ
選
挙
権
の
な
い
私
に
」

と
い
う
疑
問
を
最
初
は
感
じ
た
が
、
考
え
て
み
れ
ば

い
ろ
い
ろ
な
人
種
や
民
族
の
人
々
が
住
む
ア
メ
リ
カ

だ
。
外
国
人
を
名
前
だ
け
で
識
別
す
る
の
が
難
し
い

の
か
も
し
れ
な
い
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
く
む
し
ろ
、

そ
こ
に
住
む
人
を
必
要
な
場
合
以
外
、
外
国
人
と
し

て
区
別
す
る
意
識
が
存
在
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

「
実
際
に
選
挙
は
で
き
な
く
て
も
、
あ
な
た
も
居
住

者
と
し
て
意
見
を
述
べ
る
資
格
が
あ
る
」
と
言
わ
れ

て
い
る
の
だ
、
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
日
本
を
見
て
い
て
思
う
こ

と
が
二
つ
あ
る
。
ま
ず
、
日
常
生
活
の
中
で
さ
え
、

「
外
国
」
と
か
「
国
際
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
内
と
外
、
日
本
人
と
そ
れ
以
外
の
人
々

を
は
っ
き
り
分
け
て
考
え
て
は
い
な
い
か
と
い
う
こ

と
。
私
た
ち
が
「
日
本
人
」
と
い
う
場
合
、
「
日
本

列
島
に
住
む
単
一
の
民
族
」
や
、
「
日
本
語
と
い
う

単
一
の
言
葉
を
使
う
人
々
」
な
ど
、
単
純
な
条
件
設

定
で
、
か
つ
排
他
的
に
「
自
分
た
ち
０
　
属
す
る
グ
ル
ー

プ
」
を
思
い
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、

そ
れ
以
外
が
「
外
国
人
」
。
自
分
た
ち
の
領
域
外
の

「
外
国
」
と
い
う
意
識
が
、
そ
う
い
う
「
外
国
人
」

た
ち
と
の
関
係
を
つ
く
り
あ
げ
て
し
ま
う
。
単
に
言

葉
や
文
化
が
違
う
だ
け
の
人
同
士
の
関
係
を
「
国
際

交
流
」
と
い
う
よ
う
に
。
本
来
は
、
国
と
い
う
壁
な

ど
意
識
し
な
い
一
人
の
人
と
人
と
の
関
係
、
互
い
の

考
え
や
そ
の
文
化
的
な
背
景
を
共
有
す
る
こ
と
で
あ

る
は
ず
な
の
に
。
ま
た
二
つ
目
と
し
て
、
そ
う
し
た

観
念
の
中
で
生
活
し
て
い
る
私
た
ち
は
、
外
国
人
に

対
し
て
特
別
の
意
識
を
も
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
慣
れ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
「
あ
ま
り
か
か
わ

り
た
く
な
い
」
か
、
か
か
わ
る
と
す
れ
ば
「
何
か
特

別
な
こ
と
を
し
て
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
思
っ

て
い
る
こ
と
。
そ
れ
か
ら
、
自
分
た
ち
の
周
り
に
外

国
人
が
増
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
覚
悟
で
き
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
と
は
全
く
逆
の
境
遇
を
私
は
今
こ
こ
で
感
じ

て
い
る
。
私
の
仕
事
の
場
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で

は
、
私
は
単
に
そ
こ
で
働
い
て
い
る
人
。
日
本
人
で

あ
る
こ
と
に
そ
ん
な
に
大
き
な
意
味
は
な
い
し
、
ま

し
て
外
国
人
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
暮

ら
し
の
場
で
あ
る
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
グ
リ
ニ
ッ
チ

で
は
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
に
と
っ
て
私
た

ち
家
族
は
隣
人
で
あ
る
。
「
外
国
人
」
と
し
て
よ
り

も
ま
ず
「
隣
人
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

　
こ
の
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
歴

史
や
環
境
の
違
い
が
あ
る
の
で
、
日
本
に
お
い
て
今

す
ぐ
に
、
外
国
人
を
特
別
に
意
識
し
な
い
よ
う
に
し

よ
う
と
い
っ
て
も
無
理
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
分



か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
人
と
外
国
人
を
厳
然
と

区
別
す
る
法
制
度
が
存
在
す
る
こ
と
も
理
解
し
て
い

る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
「
外
国
人
」
と
い
う
こ

と
の
前
に
「
隣
人
」
と
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
は
で

き
る
と
思
う
。
ま
た
、
そ
う
し
た
隣
人
が
増
え
る
こ

と
は
、
高
度
に
産
業
化
し
た
日
本
、
特
に
横
浜
の
よ

う
な
大
都
市
で
は
必
然
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て

日
本
人
も
多
様
性
を
許
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
と
い
う
覚
悟
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

２
－
多
様
性
の
中
で
の
外
国
人

　
　
「
ア
メ
リ
カ
は
こ
う
だ
」
と
私
か
自
信
を
も
っ
て

言
い
切
れ
る
の
は
「
多
様
性
の
国
」
と
い
う
こ
と
だ
。

さ
ま
ざ
ま
な
人
種
や
民
族
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
多

く
の
言
語
が
使
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
が
表
現
さ

れ
、
多
様
な
宗
教
が
存
在
す
る
。
富
め
る
者
と
そ
う

で
な
い
者
と
の
格
差
は
大
き
い
し
、
地
域
に
よ
る
違

い
も
千
差
万
別
。

　
こ
こ
で
は
ま
ず
、
「
ア
メ
リ
カ
人
の
多
様
性
」
を

見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
外
国
人

の
環
境
を
全
般
的
に
考
え
て
み
た
い
。

　
一
九
九
五
年
の
商
務
省
国
勢
調
査
局
の
報
告
は
、

現
在
の
「
ア
メ
リ
カ
人
」
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
表

現
し
て
い
る
。
一
応
解
釈
は
付
け
る
が
、
原
文
か
ら

そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
感
じ
取
っ
て
ほ
し
い
。
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（
多
く
の
言
語
が
話
さ
れ
て
い
る
）

①
ｌ
人
種
・
民
族
の
多
様
性

　
　
「
ア
メ
リ
カ
人
」
と
い
う
時
、
そ
れ
を
一
言
で
表

現
す
る
こ
と
は
ま
ず
で
き
な
い
。
い
ろ
い
ろ
な
人
た

ち
が
、
そ
れ
こ
そ
世
界
中
か
ら
や
っ
て
来
た
人
た
ち

が
ア
メ
リ
カ
人
を
構
成
し
て
い
る
か
ら
だ
。
ま
た
、

そ
の
多
様
化
が
進
ん
で
い
る
（
表
－
１
）
。

②
‐
移
民
社
会

　
ア
メ
リ
カ
は
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
号
以
来
移
民
の
国
で

あ
る
。
今
世
紀
に
入
っ
て
一
九
九
〇
年
ま
で
に
、
三

千
八
百
万
人
の
移
民
が
入
国
し
た
。
こ
の
結
果
、
一

九
九
〇
年
の
全
人
口
二
億
四
千
九
百
万
人
の
内
二
千

万
人
、
八
％
が
ア
メ
リ
カ
以
外
の
生
ま
れ
と
な
っ
た
。

　
ま
た
一
九
九
二
年
に
は
、
九
七
・
四
万
人
の
移
民

の
内
一
一
・
七
万
人
が
難
民
法
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
、
抽
選
に
よ
り
永
住
権
を
与
え
る
と
い

う
制
度
も
あ
る
。
移
民
実
績
の
少
な
い
国
を
対
象
に

年
間
五
万
五
千
人
に
永
住
権
申
請
資
格
を
与
え
て
い

る
。
昨
年
は
三
百
六
十
八
人
の
日
本
人
も
当
選
し
た
。

今
年
も
地
域
別
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
二
万
三
千
九
百
十

人
、
ア
フ
リ
カ
二
万
六
百
二
十
三
人
、
ア
ジ
ア
七
千

百
八
十
七
人
な
ど
の
募
集
枠
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
政
策
に
ア
メ
リ
カ
の
理
念
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

③
－
多
言
語
環
境

　
一
九
九
〇
年
の
五
歳
以
上
の
人
口
の
内
、
英
語
以

外
の
言
語
を
家
庭
で
話
す
人
は
三
千
百
八
十
万
人
、

一
四
％
だ
っ
た
。
そ
の
五
四
％
が
ス
ペ
イ
ン
語
を
話

す
人
た
ち
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
（
五
・
三
％
）
、
ド
イ

ツ
語
（
四
・
九
％
）
、
イ
タ
リ
ア
語
（
四
・
一
％
）
、

中
国
語
（
三
・
九
％
）
と
続
く
。
ま
た
、
そ
の
人
た

ち
の
内
四
四
％
が
英
語
を
あ
ま
り
よ
く
話
さ
な
い
と

一
　
特
集
・
外
国
人
に
開
か
れ
た
都
市
を
目
指
し
て
＠
外
国
人
で
は
な
く
て
隣
人

い
う
数
字
も
あ
る
。

　
以
上
が
現
代
ア
メ
リ
カ
人
の
概
括
的
な
姿
だ
。
冒

頭
の
「
外
国
人
を
識
別
で
き
な
い
」
、
あ
る
い
は

「
区
別
し
な
い
」
根
本
が
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
と
い

え
る
。
全
般
的
に
と
ら
え
た
場
合
の
、
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
外
国
人
の
環
境
－
多
様
性
の
中
に
い
る
外
国

人
－
を
理
解
し
て
も
ら
え
る
と
思
う
。

３
－
意
識
さ
れ
な
い
二
つ
の
特
別
な
社
会

　
ア
メ
リ
カ
は
い
う
ま
で
も
な
く
広
い
国
だ
。
今
述

べ
た
ば
か
り
の
外
国
人
の
環
境
も
、
細
か
く
見
て
い

け
ば
当
て
は
ま
ら
な
い
所
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
外
国
人
が
多
く
働
き
、
住
む
場
所
は
あ
る
程

度
限
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
都

市
圏
に
は
領
事
館
に
在
留
届
け
を
し
て
い
る
日
本
人

が
五
万
人
お
り
、
こ
れ
は
全
米
最
大
だ
。
こ
の
大
都

市
圏
の
中
に
は
、
も
ち
ろ
ん
私
の
仕
事
の
場
で
あ
る

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
、
暮
ら
し
の
場
で
あ
る
グ
リ
ニ
ッ

チ
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
両
方
と
も
、
や
は
り

外
国
人
が
「
意
識
さ
れ
な
い
」
環
境
だ
。

①
－
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
シ
テ
ィ
｜
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
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移
民
と
し
て
入
国
し
た
人
達
の
多
く
は
、
仕
事
を

求
め
て
大
都
市
に
集
ま
っ
て
く
る
。
一
九
九
四
年
に

は
八
十
万
人
の
移
民
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
七
割
近
く

が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
フ
ロ
リ
ダ
、

テ
キ
サ
ス
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
、
イ
リ
ノ
イ
の
六

州
に
居
住
し
た
。
ま
た
、
三
七
％
、
三
十
万
人
が
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
都
市
圏
を
は
じ
め
、
こ
の
六
州
を

中
心
と
す
る
表
－
２
の
大
都
市
圏
に
集
中
す
る
。

　
そ
の
上
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
世
界
で
最
も
ビ
ジ
ネ
ス



が
集
積
す
る
都
市
。
私
た
ち
の
よ
う
な
駐
在
員
の
存

在
が
そ
の
多
様
性
に
一
層
拍
車
を
か
け
て
い
る
。
こ

の
結
果
、
「
外
国
人
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
な

い
」
と
先
に
述
べ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
状
況
が
現
出

す
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
所
か

ら
や
っ
て
来
た
多
く
の
人
た
ち
が
創
る
コ
ス
モ
ポ
リ

タ
ン
シ
テ
ィ
で
あ
ろ
う
。
一
九
九
〇
年
に
は
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
市
人
口
の
二
八
％
以
上
が
外
国
生
ま
れ
と
な
っ

た
。
逆
説
的
だ
が
、
こ
う
い
う
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
最

早
ア
メ
リ
カ
で
は
な
い
と
い
う
人
た
ち
も
結
構
い
る

（
表
－
３
）
。

　
な
お
、
こ
う
し
た
環
境
の
中
で
は
、
行
政
な
ど
公

に
よ
る
外
国
人
の
た
め
の
制
度
や
サ
ー
ビ
ス
は
ま
ず

見
出
せ
な
い
。
後
に
述
べ
る
移
民
の
た
め
の
Ｅ
Ｓ
Ｌ

と
、
旅
行
者
向
け
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
関
係
す
る
と

思
わ
れ
る
く
ら
い
だ
。
む
し
ろ
同
胞
・
同
系
の
社
会

に
お
い
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る

か
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
事
例
が
多

い
と
思
わ
れ
る
。

②
－
確
立
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
－
グ
リ
ニ
ッ
チ

　
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
グ
リ
ニ
ッ
チ
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
か
ら
北
東
に
四
十
五
キ
ロ
、
列
車
で
四
十
五
分
ほ

ど
の
所
に
あ
る
町
。
横
浜
の
新
四
区
を
合
わ
せ
た
よ

り
も
少
し
広
い
百
二
十
五
平
方
キ
ロ
に
ほ
ぼ
六
万
人

が
住
ん
で
い
る
。
一
六
四
〇
年
に
開
拓
者
が
、
先
住

民
の
人
々
か
ら
土
地
を
買
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
ア
メ

リ
カ
で
は
最
も
歴
史
の
あ
る
町
の
一
つ
だ
が
、
現
在

は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
仕
事
を
持
つ
人
た
ち
の
ベ
ッ
ド

タ
ウ
ン
に
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
宅
地
の

区
画
に
町
の
厳
し
い
規
制
が
働
い
て
い
る
た
め
、
人

口
が
急
増
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
戸
数
は
一
万

五
千
八
百
と
い
わ
れ
、
そ
。
の
殆
ど
が
二
戸
建
て
で
か

な
り
の
ゆ
と
り
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
所
得
が
高
い
こ
と
も
こ
の
町
の
特
徴
の
一

つ
で
あ
る
。
全
米
で
平
均
所
得
が
最
を
高
い
コ
ネ
テ
ィ

カ
ッ
ト
州
の
中
で
も
、
最
も
高
い
レ
ベ
ル
の
平
均
所

得
を
示
す
。
こ
れ
が
財
政
状
況
に
反
映
さ
れ
て
い
る

の
か
、
公
共
施
設
も
大
変
よ
く
整
っ
て
い
る
。
別
に

豪
華
な
文
化
ホ
ー
ル
な
ど
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

町
民
専
用
の
ビ
ー
チ
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
ゴ
ル
フ
場
、

そ
れ
に
自
然
豊
か
な
公
園
と
い
っ
た
も
の
だ
。

　
私
は
、
こ
の
グ
リ
ニ
ッ
チ
に
確
立
さ
れ
た
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
日
本
で
考
え
て
い

た
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
は
何
か
違
う
よ
う
だ
。
こ

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
は
、
明
確
な
意
思
と
そ
こ
に
住

む
人
＝
町
民
共
通
の
目
的
が
存
在
す
る
。
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
環
境
や
安
全
は
自
分
た
ち
で
守
る
と
い
う
意

思
。
ま
た
良
好
な
環
境
や
安
全
な
状
態
に
よ
っ
て
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
維
持
し
、
自
分
た

ち
の
財
産
を
維
持
す
る
と
い
う
目
的
だ
。
そ
し
て
こ

の
意
思
と
目
的
の
実
行
は
、
納
税
と
い
う
一
種
の
契

約
関
係
に
よ
っ
て
町
政
府
に
委
任
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
し
町
政
府
が
代
行
す
る
仕
事
に
も
限
り
が
あ
る
の

で
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
町
民
も
個
々
人
の
自
発
的
な

意
志
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
支
え
る
仕
事
に
協
力
、
参

加
す
る
。
つ
ま
り
、
「
自
分
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

は
自
分
た
ち
で
守
る
」
と
い
う
、
共
通
で
は
あ
る
が

本
は
個
々
人
の
基
本
的
な
権
利
主
張
に
由
来
す
る
意

思
、
そ
し
て
そ
の
発
露
と
し
て
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が

こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
確
か
な
も
の
に
し
て
い
る
よ

う
に
思
う
。
私
は
こ
の
辺
り
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
本
質
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　
昨
年
、
先
に
記
し
た
町
民
専
用
の
ビ
ー
チ
を
め
ぐ
っ

て
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
た
。
隣
町
に
住
む
学
生
が
、
こ

の
ビ
ー
チ
へ
の
立
ち
入
り
を
断
ら
れ
た
の
を
き
っ
か

け
に
、
「
海
辺
は
万
人
の
も
の
」
と
し
て
そ
の
一
般

開
放
を
求
め
た
も
の
だ
。
し
か
し
、
そ
こ
は
町
が
五

十
年
前
に
購
入
し
て
以
来
、
町
が
独
自
に
管
理
、
運

営
し
、
町
民
に
開
放
し
て
い
る
。
一
九
九
二
年
の
ハ

リ
ケ
ー
ン
で
一
帯
が
大
被
害
を
蒙
っ
た
時
も
、
連
邦

と
州
政
府
の
資
金
支
援
を
断
り
、
町
の
財
政
と
町
民

の
協
力
で
復
旧
費
を
ま
か
な
っ
た
そ
う
だ
。
そ
し
て

毎
年
十
五
ド
ル
と
い
う
使
用
料
も
町
民
は
納
得
し
て

負
担
し
て
い
る
。
訴
訟
は
継
続
中
だ
が
、
町
と
町
民

の
「
今
の
よ
い
環
境
を
保
つ
た
め
に
は
自
分
た
ち
で

守
る
」
意
思
は
固
い
。
閉
鎖
的
に
映
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
私
も
こ
れ
に
心
底
同
調
す
る
も
の
が
あ
る
。

　
こ
の
環
境
の
中
で
、
私
た
ち
は
や
は
り
「
外
国
人
」

と
意
識
さ
れ
ず
に
暮
ら
し
て
い
る
。
も
し
か
し
た
ら

多
少
は
意
識
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
何

よ
り
も
「
隣
人
」
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と

い
う
実
感
が
大
き
い
。
そ
れ
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で

「
意
識
さ
れ
な
い
」
の
と
は
違
っ
て
、
私
た
ち
を
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
迎
え
入
れ
、
私
た
ち
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
一
員
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
グ
リ
ニ
ッ
チ
の
人
た

ち
の
自
然
な
考
え
方
と
行
動
に
よ
る
も
の
だ
と
思
う
。

も
ち
ろ
ん
外
国
人
が
身
近
に
い
て
当
然
と
い
う
認
識

が
前
提
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
確
立
さ
れ
た
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
で
こ
そ
外
国
人
も
自
然
に
暮
ら
し
て
い
け
る

の
で
は
な
い
か
。

４
－
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
の
外
国
人

　
私
の
八
歳
に
な
る
息
子
理
一
は
、
グ
リ
ニ
ッ
チ
の

公
立
小
学
校
に
通
っ
て
い
る
。
こ
の
小
学
校
を
含
め

て
グ
リ
ニ
ッ
チ
に
は
、
小
・
中
・
高
合
わ
せ
て
九
つ

の
公
立
学
校
が
あ
る
。
児
童
・
生
徒
の
数
は
、
全
部

で
約
七
千
人
。
そ
の
中
に
は
、
主
に
英
語
以
外
の
言

表－3　ニューヨーク市の人種・民族上の構成割合（1990）写真－１　小学校も多様性社会の一例。理一（右端のクラスで）
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語
を
話
す
子
た
ち
が
一
六
％
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
の

数
は
三
十
九
言
語
に
な
る
と
い
う
。
十
年
前
に
は
一

一
％
だ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
年
々
増
え
る
傾
向
に
あ

る
よ
う
だ
（
写
真
－
１
）
。
こ
う
い
う
子
た
ち
の
た
め

に
、
す
べ
て
の
公
立
学
校
で
E
S
L
(
E
n
g
l
i
s
h

a
s
a

S
e
c
o
n
d
L
a
n
g
u
a
g
e
)
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
理
一

も
当
初
か
ら
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
。
自
分
の
ク

ラ
ス
が
、
通
常
の
読
み
・
書
き
の
授
業
を
行
っ
て
い

る
時
に
、
Ｅ
Ｓ
Ｌ
の
子
だ
け
集
め
ら
れ
、
会
話
の
初

歩
か
ら
丁
寧
に
教
え
て
く
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
永
住

権
を
持
っ
て
い
て
、
こ
れ
か
ら
ず
っ
と
ア
メ
リ
カ
で

生
活
し
て
い
こ
う
と
い
う
子
た
ち
が
主
流
で
、
本
来

そ
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
生

活
し
て
い
く
の
に
一
番
大
切
な
手
段
を
身
に
つ
け
さ

せ
よ
う
と
い
う
も
の
だ
。
こ
う
い
う
サ
ー
ビ
ス
に
私

た
ち
駐
在
員
の
子
弟
も
分
け
隔
て
な
く
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
る
。
た
だ
、
理
一
は
二
年
ほ
ど
で
修
了
し
て
、

今
は
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
子
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
通
常
の

授
業
を
受
け
て
い
る
が
、
Ｅ
Ｓ
Ｌ
を
終
え
な
い
う
ち

に
帰
国
し
て
し
ま
う
子
た
ち
も
い
る
と
の
こ
と
。
現

に
か
つ
で
、
私
た
ち
の
よ
う
に
何
年
か
後
に
必
ず
帰
っ

て
し
ま
う
家
族
、
特
に
早
く
帰
国
す
る
傾
向
に
あ
る

日
本
人
駐
在
員
の
子
弟
に
Ｅ
Ｓ
Ｌ
を
受
け
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
議
論
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。

幸
い
結
果
的
に
は
、
一
時
的
に
し
ろ
同
じ
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
暮
ら
す
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
Ｅ
Ｓ
Ｌ
は
町
に
よ
っ
て
大
人
向
け
の
も
の
も
行
わ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
本
来
外
国
人
の
た
め
の
サ
ー

ビ
ス
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
他
に
も
外
国
人
の
た
め

の
特
別
の
制
度
や
サ
ー
ビ
ス
は
グ
リ
ニ
ッ
チ
に
も
見

当
た
ら
な
い
。
こ
の
点
で
も
外
国
人
は
特
に
意
識
、

区
別
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
例
え
ば
、
町
の
図
書
館

に
N
e
w
c
o
m
e
r
s
　
c
o
m
m
u
n
i
t
y

A
n
s
w
e
r
s
と
い
う
、

生
活
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
必
要
な
情
報
を
提
供
す

る
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
外
国
人
だ
け
で
は

な
く
、
新
し
く
引
っ
越
し
て
来
た
人
の
た
め
に
設
け

ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
外
国
人
の
た
め
に
特
別
の
こ
と
が

行
わ
れ
て
い
な
く
て
も
、
特
に
不
便
を
感
じ
る
こ
と

は
な
い
。
試
し
に
、
私
同
様
駐
在
員
と
し
て
ス
ペ
イ

ン
か
ら
来
て
い
て
、
同
じ
町
に
住
む
家
族
に
こ
の
こ

と
を
聞
い
て
み
た
が
、
や
は
り
不
便
は
感
じ
て
い
な

い
様
子
。
む
し
ろ
「
外
国
人
の
た
め
に
特
別
な
」
と

い
う
こ
と
自
体
不
思
議
に
感
じ
た
よ
う
だ
っ
た
。
そ

れ
は
、
私
た
ち
も
そ
う
だ
が
、
「
隣
人
」
と
し
て
普

通
に
扱
わ
れ
、
実
際
に
「
隣
人
」
と
付
き
合
手
中
で
、

多
く
の
困
難
も
解
決
さ
れ
て
い
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
。

特
に
親
し
く
し
て
い
る
家
族
－
彼
ら
も
何
代
か
前
に

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
や
っ
て
来
た
人
た
ち
の
子
孫
だ

が
－
に
は
、
言
語
や
教
育
、
生
活
の
細
々
し
た
こ
と

か
ら
、
余
暇
を
い
っ
し
ょ
に
過
ご
す
こ
と
な
ど
ま
で
、

あ
ら
ゆ
る
こ
と
で
家
族
ぐ
る
み
助
け
ら
れ
て
い
る
。

今
で
は
、
私
は
町
の
子
供
サ
ッ
カ
ー
教
室
で
、
妻
の

祐
子
は
小
学
校
で
、
そ
れ
ぞ
れ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参

加
し
て
い
る
く
ら
い
な
の
で
、
一
応
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
一
員
に
な
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い

る
（
写
真
－
２
、
３
）
。

５
一
外
国
あ
る
い
は
国
際
と
い
う
壁

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
郊
外
に
暮
ら
す
日
本
の
女
性
た
ち

が
、
そ
の
経
験
を
綴
っ
た
文
集
が
あ
る
。
生
活
に
基

づ
く
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
、
日
米
の
比
較
が
な
さ
れ
る

な
ど
、
日
本
人
の
考
え
方
、
感
じ
方
を
ア
メ
リ
カ
の

人
た
ち
に
知
っ
て
も
ら
い
、
そ
し
て
も
し
か
し
た
ら

理
解
し
て
も
ら
う
の
に
と
て
も
役
立
つ
も
の
だ
と
思

特
集
・
外
国
人
に
開
か
れ
た
都
市
を
目
指
し
て
＠
外
国
人
で
は
な
く
て
隣
人

う
。
た
だ
そ
の
中
に
、
一
ヵ
所
気
に
な
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
。
巻
頭
の
各
執
筆
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
中

に
、
「
も
し
気
軽
に
参
加
で
き
る
月
に
一
回
程
度
の

国
際
交
流
の
場
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
参
加
し
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
問
が
あ
り
、
七
四
％

の
人
が
「
は
い
」
と
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は

何
か
奇
妙
な
感
じ
を
覚
え
た
。

　
　
「
今
そ
こ
に
い
て
、
な
ん
で
国
際
交
流
の
場
が
必

要
な
ん
で
す
か
。
人
と
人
と
の
つ
き
あ
い
に
、
ま
た

そ
の
中
で
お
互
い
の
考
え
を
共
有
し
た
り
、
文
化
的

な
刺
激
を
得
た
い
と
思
う
時
に
、
な
ぜ
国
際
な
ん
で

す
か
。
多
分
そ
う
い
う
時
に
相
手
の
『
外
国
人
』
は
、

あ
な
た
を
日
本
そ
の
も
の
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
国

と
国
の
結
び
付
き
と
い
う
よ
う
な
、
そ
ん
な
大
げ
さ

な
も
の
で
は
な
く
て
、
あ
な
た
と
今
そ
こ
に
い
る
人

が
話
を
し
た
り
、
同
じ
一
つ
の
こ
と
を
一
緒
に
す
る

だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
で
す
か
」
と
い
う
よ
う
な
こ

と
を
感
じ
た
。
も
ち
ろ
ん
問
う
人
も
そ
ん
な
に
深
く

考
え
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
。
た
だ
そ
こ
は

や
は
り
、
「
国
際
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
時
の
壁
、

今
こ
こ
に
住
ん
で
い
る
の
に
自
分
た
ち
以
外
を
「
外

国
人
」
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
壁
を
感
じ
る
。

　
横
浜
が
「
外
国
人
に
開
か
れ
た
都
市
」
を
目
指
す

と
き
、
私
は
い
く
つ
か
の
こ
と
を
頭
に
お
い
て
お
き

た
い
と
思
う
。
身
近
に
外
国
人
が
増
え
る
こ
と
は
、

横
浜
の
よ
う
な
高
度
に
産
業
化
し
た
都
市
に
あ
っ
て

は
必
然
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
日
常
レ
ベ

ル
で
多
様
性
を
許
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ

と
。
そ
の
時
、
「
外
国
」
や
「
国
際
」
と
い
う
言
葉

を
使
っ
て
い
て
は
理
解
不
能
に
な
る
こ
と
。
そ
し
て
、

「
外
国
人
で
は
な
く
て
隣
人
」
と
い
う
環
境
を
醸
し

出
す
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
在
り
方
と

大
切
さ
を
今
こ
こ
で
も
っ
と
吸
収
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
Λ
経
済
局
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
事
務
所
副
所
長
▽

写真一２

異文化を共有する試み。

理一のクラスでは、俳句の

リズムを用いた詩（もちろ

ん英語）の創作を行った。

日本語訳とその清書は、祐

子が協力。

写真－３

地元紙に載った神戸地震

の時の支援活動。左端が

祐子。
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