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は
じ
め
に

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

『教
育
に
お
け
る
個
別
化
と
個
性
の
教
育
』
に
参
加
し
報
告
す
る
機
会
が

与
え
ら
れ
た
こ
と
を
、
大
き
な
喜
び
と
す
る
。
限
ら
れ
た
時
間
な
の
で
、
出
来
る
限
り
問
題

を
限
定
し
て
、
報
告
し
た
い
。
主
題
で
あ
る

「教
育
に
お
け
る
個
性
化
」
を
考
え
る
に
当
た

っ
て
、
ま
ず
、
私
の
教
育
を
と
ら
え
る
視
点
を
述
べ
、
「個
性
」
の
概
念
の
解
明
を
試
み
る
。

個
性
に
は
人
称
性
が
あ
る
こ
と
。．
そ
の
理
解
は
個
性
的
で
あ
る
こ
と
。
他
者
の
個
性
を
理
解

す
る
に
は
、
私
の
個
性
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
。
個
性
は
個
人
差
に
は
還
元
さ
れ
な
い
こ
と
。

個
人
差
と
区
別
さ
れ
る
個
性
の
内
容
は
何
か
と
い
う
こ
と
。
教
育
に
お
け
る
個
性
化
と
社
会

化
、
多
様
化
と

一
様
化
の
こ
と
。
日
本
の
社
会
化
は

一
様
化
で
あ

っ
た
こ
と
。
個
性
化
は
、



―

 
‐

「

・ 1暉71・ l ir___=コ■■■■■■■■■口
「

~'・  ~ ~~‐ ‐~―・=`―…―‐r事―■・"〒 甲-7:爾F

士

田

早

宏

1 多様化を通しての個性化 :ひ とつの視点

１
　
多
様
化
を
通
し
て
の
個
性
化

一
ひ
と
つ
の
視
点

（東
京
大
学
教
育
学
部
）

は
じ
め
に

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

『教
育
に
お
け
る
個
別
化
と
個
性
の
教
育
』
に
参
加
し
報
告
す
る
機
会
が

与
え
ら
れ
た
こ
と
を
、
大
き
な
喜
び
と
す
る
。
限
ら
れ
た
時
間
な
の
で
、
出
来
る
限
り
問
題

を
限
定
し
て
、
報
告
し
た
い
。
主
題
で
あ
る

「教
育
に
お
け
る
個
性
化
」
を
考
え
る
に
当
た

っ
て
、
ま
ず
、
私
の
教
育
を
と
ら
え
る
視
点
を
述
べ
、
「個
性
」
の
概
念
の
解
明
を
試
み
る
。

個
性
に
は
人
称
性
が
あ
る
こ
と
。
そ
の
理
解
は
個
性
的
で
あ
る
こ
と
。
他
者
の
個
性
を
理
解

す
る
に
は
、
私
の
個
性
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
。
個
性
は
個
人
差
に
は
還
元
さ
れ
な
い
こ
と
。

個
人
差
と
区
別
さ
れ
る
個
性
の
内
容
は
何
か
と
い
う
こ
と
。
教
育
に
お
け
る
個
性
化
と
社
会

化
、
多
様
化
と

一
様
化
の
こ
と
。
日
本
の
社
会
化
は

一
様
化
で
あ
っ
た
こ
と
。
個
性
化
は
、
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個
別
化
で
は
な
い
こ
と
。
日
本
に
お
け
る
幾
つ
か
の
具
体
的
問
題
に
触
れ
、
日
本
に
お
け
る

θ

「教
育
の
個
性
化
」
の
二
つ
の
意
味
、
個
性
を
豊
か
に
す
る
教
育
の
方
法
に
つ
い
て
考
え
、
　

ヱ

多
様
化
と
し
て
の
社
会
化
を
通
じ
て
の
個
性
化
の
可
能
性
を
考
え
て
み
た
い
。

個
性
の
教
育
と
研
究
に
は
、
教
育
者
と
研
究
者
に
個
性
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
、

こ
の
考
察
を
通
し
て
得
た
、
私
に
と
っ
て
の
ひ
と
つ
の
発
見
で
あ
っ
た
。

§
１
　
教
育
の
意
味
は
、
生
と
死
と
同
様
に
、
人
称
に
よ
っ
て
異
な
る

教
育
は
、
生
と
死
と
の
間
で
、
そ
し
て
、
人
間
と
人
間
と
の
間
で
、
営
ま
れ
る
。

生
と
死
は
、　
一
人
称
、
二
人
称
、
二
人
称
、
そ
し
て
普
遍
人
称
で
、
根
本
的
に
異
な
る
。

「私
が
生
ま
れ
る
」、
「あ
な
た
が
生
ま
れ
る
」、
「彼
が
／
誰
か
が
生
ま
れ
る
」、
「人
間
が
生

ま
れ
る
」
の
間
で
は
、
同
じ

「生
ま
れ
る
」
で
も
、
私
に
と
っ
て
は
、
根
本
的
に
異
な
る
事

態
で
あ
る
。
「死
ぬ
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る

（ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
、
Ｖ
・著
　
仲
沢

紀
雄
訳
、
『死
』
み
す
ず
董
房
、　
一
九
七
八
年
）。
そ
し
て
、
全
く
同
様
に
、
生
と
死
と
の
間

の
営
み
で
あ
る
教
育
も
、　
一
人
称
、
二
人
称
、
二
人
称
、
そ
し
て
普
遍
人
称
の
い
ず
れ
で
と

ら
え
る
か
で
、
「
私
に
と
っ
て
は
」
根
本
的
に
異
な
る
事
態
と
し
て
現
れ
る
。

§
２
　
教
育
は

「出
会
い
」
で
あ
り
、
「共
台
‐
で
あ
る

教
育
は
、
人
間
を
「外

へ
導
く
こ
と
」
貧
ａ
ｃ
８
お
Ｆ
Ｆ
鮮
し
で
あ
り
、
白
明
性
の
世
界
か

ら

「引
き
出
す
こ
と
」
で
あ
り
、
生
き
ら
れ
た
世
界
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
可

能
性
を
発
現
す
る
助
け
を
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
私
に
よ
る
他
者
の
教
育
、
そ
れ
は
、　
一
方

的
な
働
き
か
け
で
は
な
い
、
他
者
の
生
き
ら
れ
た
世
界
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
私
の

生
き
ら
れ
た
世
界
も
ま
た
変
化
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
教
育
で
は
、
「
私
が
教
え
る
こ
と
に

よ
り
他
者
を
育
て
る
こ
と
」
と
共
に

「私
が
教
え
る
こ
と
に
よ
り
私
が
育
つ
こ
と
」
と
が
同

時
に
起
こ
る
。
そ
の
意
味
で
、
教
育
は
「出
会
い
」
で
あ
る
、
と
も
言
え
る
。
ま
た
、
「共
に

育
ち
ま
し
ょ
う
」
［芦
田
恵
之
助
／
あ
し
だ
え
の
す
け

（
一
八
七
三
―

一
九
五

一
］
と
の
言
葉

に
ち
な
ん
で
、
「教
育
は

『共
育
』
で
あ
る
」
と
も
言
え
る
。

§
３
　

「個
性
」
概
念
の
理
解
は
、
理
解
の
立
場
の
明
瞭
化
を
求
め
る
。

と
こ
ろ
で
、
「教
育
の
個
性
化
」
を
考
え
る
に
は
、
「個
性
」
と
は
何
か
、
を
ま
ず
明
ら
か

に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「個
性
」
と
は
、
極
め
て
あ
い
ま
い
で
不
明

瞭
な
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
の
理
解
に
は
、
そ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
立
場
そ
の
も
の
　

・

を
ま
ず
明
瞭
化
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
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§
４
　

「個
性
」
に
は
人
称
性
が
あ
る

２

ま
ず
、
誰
の
個
性
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
が
問
題
と
な
る
。
初
め
に
述
べ
た
人
称

　

．

別
の

「個
性
」
を
区
別
し
て
、
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
我
、
汝
、
彼
、
人
間
、
の

「個

性
」
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

「個
性
」
は
、
私
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
仕

方
で
、
理
解
さ
れ
、
と
ら
え
ら
れ
る
。

§
５
　

「教
育
に
お
け
る
個
性
化
」
で
の

「個
性
」
は
誰
の
個
性
か

教
育
に
お
け
る
個
性
化
で
は
、
誰
が

「個
性
化
」
を
問
題
に
す
る
か
で
、
誰
の

「個
性
」

が
問
題
と
な
る
か
も
変
化
す
る
。

教
師
に
は
、
自
ら
が
教
え
る
子
供
の
、
「汝
」
と
し
て
の
個
性
と
、
教
え
る

「我
」
と
し
て

の
個
性
、
が
主
た
る
問
題
と
な
る
。
「自
分
の
個
性
を
し
っ
か
り
つ
か
ま
な
い
で
、
他
人
の
個

性
は
、
わ
か
る
も
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
ま
し
て
そ
れ
を
指
導
す
る
こ
と
な
ど
、
全
く
思

い
寄
ら
ざ
る
こ
と
で
す
。
」
と
は
、
日
本
の
指
導
的
な
教
育
実
践
者
で
あ
っ
た
芦
田
恵
之
助
の

言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
通
り
だ
と
す
れ
ば
、
教
師
に
は
ま
ず
、
自
己
の
個
性
を
十
分
に
省

み
把
握
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
、
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
例
え
ば
、
あ
る
国
全
体
の

「教
育
の
個
性
化
」
を
考
え
る
教
育
計
画
の
立
案
者
に

は
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
立
案
者
に
と
っ
て
、
「彼
」
の
個
性
、
あ
る
い
は

「人
間
」
の
個
性

一

般
、
が
問
題
と
な
る
。

客
観
的
な
研
究
を
め
ざ
す
心
理
学
研
究
者
ま
た
は
教
育
研
究
者
も
ま
た
、
自
己
の
「個
性
」

を
問
題
と
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
研
究
者
に
と
っ
て
の
、
「彼
」
の
個
性
あ

る
い
は

「
人
間
」
の
個
性

一
般
し
か
問
題
に
し
な
い
、
ぁ
る
い
は
、
で
き
な
い
。
し
か
し
、

教
育
研
究
者
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
が
、
も
し
教
育
の
生
き
た
現
実
に
具
体
的
に
、
少
し
で
も
迫

ろ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
教
師
と
子
供
に
と
っ
て
の
、
す
な
わ
ち
教
育
者
と
被
教
育
者
に

と
っ
て
の
、
「我
」
と

「汝
」
の
個
性
を
具
体
的
に
問
題
に
で
き
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
為
に
は
、
ま
ず
、
研
究
者
が
自
分
自
身
の
個
性
を
わ
か
る
必
要
が

あ
る
こ
と
に
な
る
。
個
性
の
理
解
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
、
教
師
と
研
究
者
に
提
起
す
る
。

§
６
　
「個
性
」
の
理
解
は
、
「色
」
の
理
解
が
個
性
的
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
個
性
的
で
あ

る

「個
性
と
は
何
か
」
の
具
体
的
な
理
解
は
、
そ
れ
自
体
、
個
性
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ

の
理
解
は
、
人
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
り
独
自
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
少
な
く
と
も
、
そ

　

”

れ
ぞ
れ
の

「私
」
の
理
解
は
、
「私
」
が
そ
れ
ぞ
れ
に
多
様
で
独
自
で
あ
る
こ
と
に
対
応
し
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て
、
多
様
で
独
自
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の
他
者
の
個
性
の

理
解
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
多
様
で
独
自
だ
か
ら
で
あ
る
。
「個
性
と
は
何
か
」
の
具
体
的
な
理

　

ヱ

解
は
、
そ
の
理
解
を
す
る
人
間
が
、
具
体
的
な
特
定
の
人
間
の
個
性
に
つ
い
て
す
る
具
体
的

な
理
解
と
、
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。

「個
性
と
は
何
か
」
の
理
解
を
巡
る
こ
の
事
情
は
、
あ
る
限
ら
れ
た
意
味
で
、
「色
と
は
何

か
」
の
理
解
を
巡
る
事
情
と
、
た
い
へ
ん
よ
く
似
て
い
る
。
多
様
で
豊
か
な
色
の
経
験
が
背

景
に
あ
る
色
彩
画
家
の
場
合
の

「色
」
の
具
体
的
な
概
念
と
、　
一
様
で
貧
し
い
色
の
経
験
し

か
な
い
者
の
場
合
の
、
あ
る
い
は
、
色
の
経
験
が
全
く
な
い
全
色
盲
者
あ
る
い
は
盲
目
者
の

場
合
の
、
「色
」
の
抽
象
的
な
概
念
と
で
は
、
同
じ

「色
」
の
概
念
で
も
、
相
互
に
根
本
的
に

異
な
る
で
あ
ろ
う
。

同
様
に
、
多
様
な
個
性
と
の
豊
か
な
交
わ
り
の
経
験
を
背
景
と
し
、
多
様
な
個
人
の
多
様

な
個
性
の
具
体
的
な
理
解
が
基
礎
に
あ
る

「個
性
」
の
概
念
と
、　
一
様
な
個
性
と
の
貧
し
い

交
わ
り
の
経
験
を
背
景
と
す
る

「個
性
」
の
概
念
と
で
は
、
相
互
に
全
く
異
な
る
。
例
え
ば
、

多
様
な
人
間
の
個
性
を
豊
か
に
理
解
し
て
い
る
作
家
、
例
え
ば
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
や
バ
ル

ザ
ッ
ク
の
「個
性
」
概
念
の
豊
か
な
理
解
と
、
単
に
辞
書
に
よ
る
定
義
に
従
っ
た
だ
け
の
「個

性
‐
概
念
の
込

‐―――的
理
解
、
あ
る
い
は
、
例
メ
ー
‘
‐‐
多
様
な
へ
‐――‐
ｌｉ
「
い
′ヽ
知
ら
な
い
平
川
な

子
供
に
よ
る

「個
性
」
概
念
の
貧
し
い
理
解
と
の
間
に
は
、
根
本
的
な
相
迪
が
あ
る
で
あ
ノソ

う
。
あ
る
具
体
的
な
人
物
を
と
ら
え
て
、
フ
）
の
人
の
個
性
」
と
言
っ
た
際
に
、
そ
こ
で
描
き

出
さ
れ
う
る
具
体
的
な
内
容
の
コ
ニ
か
さ
」
あ
る
い
は

「貧
し
さ
」、
そ
れ
が
、
そ
の
理
解
す

る
人
の
、
「個
性
」
概
念
の
理
解
の

コ
豆
か
さ
」
あ
る
い
は

「貧
し
さ
」
を
示
す
、
と
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
モ
っ
し
て
、
「個
性
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
、
あ
る
人
の
答
え

の
豊
か
さ
、
そ
の
理
解
の
豊
か
さ
は
、
そ
の
人
が
接
す
る
人
々
の
個
性
を
、
そ
の
人
が
ど
の

よ
う
に
豊
か
に
と
ら
え
て
い
る
か
に
、
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

§
７
　
特
定
の
他
者
の
個
性
を

「私
」
が
認
め
る
に
は
、
「私
」
に
も
個
性
が
必
要
と
さ
れ

２

つ

。

そ
の
特
定
の
他
者
の
個
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
そ
の
ほ
か
の
多
数
の
、

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
複
数
の
、
他
者
の
個
性
を
、
私
が
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
豊
か
な
個
性
は
、
豊
か
な
個
性
に
よ
っ
て
の
み
理
解
さ
れ
う
る
。
パ
ス

カ
ル
も
言
っ
て
い
る

「
人
は
精
神
が
豊
か
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
独
特
な
人
間
が
い
っ
そ
う

　

５

多
く
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
普
通
の
人
た
ち
は
、
人
々
の
間
に
違
い
の
あ
る
こ
と
に
気
づ
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か
な
い
」
亀
パ
ン
セ
Ｌ
と
。
精
神
の
貧
し
い
人
間
が
、
そ
の
豊
か
さ
に
お
い
て
、
自
己
の
精

δ

神
を
通
か
に
越
え
る
人
物
た
ち
の
個
性
を
と
ら
え
る
こ
と
は
、
極
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
。
人

　

ノ

間
は
、
自
分
自
身
の
器
量
に
合
わ
せ
て
し
か
、
他
者
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「燕
雀

い
ず
く
ん
ぞ
鴻
鵠
の
志
を
知
ら
ん
や
」
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
豊
か
な
個
性

を
理
解
す
る
に
は
、
理
解
せ
ん
と
す
る
者
に
、
そ
れ
を
理
解
す
る
に
相
応
し
い
個
性
の
豊
か

さ
が
求
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

§
８
　
個
性
は
個
人
差
に
は
還
元
さ
れ
な
い

個
性
は
個
人
差
に
還
元
す
る
で
あ
ろ
う
か
、
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、
そ
れ

を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
学
問
の
基
本
的
な
立
場
に
よ
り
異
な
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
説
明
科

学
の
立
場
を
と
る
な
ら

「還
元
さ
れ
る
」
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
理
解
科

学
の
立
場
な
ら
、
「
還
元
さ
れ
な
い
」
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
科
学
の
基
本
的
な
方
法
論

の
選
択
に
か
か
わ
る
問
題
が
、
こ
こ
に
あ
る
。

私
の
意
見
で
は
、
説
明
科
学
に
は

「個
性
」
の
概
念
は
な
じ
ま
な
い
。
「個
性
」
が
豊
か
に

と
ら
え
ら
れ
る
の
は
、
理
解
科
学
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
と
、
私
は
考
え
る
。
説
明
科
学
で

は
、
個
性
を
個
人
差
に
還
元
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
普
遍
的
法
則
性
を
求
め
る
説

§
９
　
個
人
差
と
区
別
さ
れ
る
個
性
と
は
何
か

で
は
、
個
人
差
と
は
区
別
さ
れ
る
、
個
性
と
は
何
か
。
あ
る
個
人
の
個
性
は
、
ど
こ
に
ど

の
よ
う
に
現
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

第

一
に
、
そ
の
個
人
が
自
分
に
適
し
て
い
な
い
も
の
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
を

「拒
否

す
る
」
と
こ
ろ
に
現
れ
る
、
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
エ
ッ
カ
ー
マ
ン
の

『ゲ
ー
テ
と
の
対

話
』
に

「個
性
と
い
う
も
の
が
も
つ
頑
な
な
性
質
、　
つ
ま
り
人
間
が
自
分
に
適
し
て
い
な
い

も
の
は
拒
否
す
る
と
い
う
こ
と
」
亀
ゲ
ー
テ
自
然
と
象
徴
』
高
橋
義
人
編
訳
、
前
田
富
士
男

訳
、
富
山
房
百
科
文
庫
、　
一
九
八
二
年
、
七
九
ペ
ー
ジ
。
）
［別
訳

「個
性
が
決
し
て
譲
歩
し

な
い
こ
と
、
ま
た
人
間
が
自
分
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
を
は
ね
つ
け
る
こ
と
」
（岩
波
文

庫
、
山
下
肇
訳
、
中
、　
一
七
四
ペ
ー
ジ
。
）］
と
い
う
ゲ
ー
テ
の
言
葉
が
あ
る
。

第
二
に
、
そ
の
個
人
が

「信
念
を
も
っ
て
行
う
決
定
」
の
中
に
現
れ
る
、
と
す
る
考
え
方

　

７

も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「私
と
い
う
も
の
の
個
性
は
、
私
の
も
ろ
も
ろ
の
信
念
に
基
づ
く
も
ろ

ら に |り |

で 従 不1
あ つ 学
る て で
° ｀

 11
規  

｀

定 llllll

す 人
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も
ろ
の
決
定

［
の
内
容
］
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
」
（ロ
ロ
扇
∽①
ュ
¨

嘲^
す
ｏ
●
ｏ
ヨ
８
ｏ
】ｏ
”
一８
】

”
のく
ｏ

，
〇
一〇
ｍ
く
こ

ヽ
マ
【”
けヽ中●
●
∽
ワ
〓
」す
〇
「い
ＨＯ
「
『
け【
”
●
∽
・ぴ
く
「
Ｏ
Ｆ
●
∽
０
”
●
】〇
●
・
●
・
卜Ｏ
Ｎ
）
レ⊂
い
ワヽ

フ
ッ
サ
ー
ル
の
考
え
方
が
そ
れ
で
あ
る
。

個
性
を
、
前
者
は
、
そ
の
個
人
が

「
否
定
す
る
」
と
こ
ろ
、
「
拒
否
す
る
こ
と
」
、
に
見
よ

う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
そ
の
個
人
が
積
極
的
に

コ
ロ
定
す
る
」
と
こ
ろ
、
「信
じ

て
決
定
す
る
こ
と
」
に
見
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
さ
ら
に
、
そ
の

個
人
が
、
何
ら
か
の
外
部
の
圧
力
に
抗
し
て
、
内
に
発
す
る
自
己
を
強
く
主
張
し
貫
こ
う
と

す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
個
性
を
認
め
る
と
い
う
点
で
は
両
者
が
共
通
し
て
い
る
、
と
も
考
え

ら
れ
る
。

第
二
に
、
す
べ
て
の
個
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
異
な
る
生
き
ら
れ
た
世
界
に
生
き
て
い
る
。

そ
の
生
き
ら
れ
た
世
界
に
お
い
て
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
個
人
は

「全
宇
宙
を
三
分
す
る
偉
大

な
分
割
を
す
る
」。
そ
の
分
割
を
す
る
あ
る
個
人
の
分
割
線
と
同
じ
分
割
線
を
も
つ
個
人
は
、

宇
宙
広
し
と
い
え
ど
も
、　
一
人
と
し
て
存
在
し
な
い
、
と
い
う
。
で
は
、
そ
の
分
割
線
と
は

何
か
。
そ
の
分
割
線
と
は

「
私
」
と

「非
―
私
」
の
間
の
分
割
線
で
あ
る
、
と
ウ
イ
リ
ア
ム
・

ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
書
い
て
い
た

（メ♂、二

”̈
ヨ

Ｆ
８
８

¨
日
Ｆ

「
『̈
月
』ｏ
一８

ｏ
」
「
貿
多
ｏ
一ｏ
”
メ

工
営
ン・留
Ｏ
ｃ
Ｐ

３
８
も
馬
認
ヽ

「
私
‐
と

‐非
―
私

‐
と
の
分
割
練
め
叩
　
側
に
お
い
了
、

す
べ
て
の
個
人
は
、
文
字
通
り
、
掛
け
替
え
の
な
い
個
性
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
は

誰
で
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
は
、
掛
け
替
え
が
な
く
、　
一
人

一
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
な
「
私
」

で
あ
り
、
「
個
性
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
だ
れ
か
が
、
そ
う
で
あ

る
と
認
め
る
と
認
め
な
い
と
に
拘
わ
ら
ず
、
原
理
的
に
そ
う
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

、
「′／
。第

四
に
、
以
上
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
Ｍ

・
ク
ン
デ
ラ
が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
私
に

は
刺
激
的
で
あ
る
。
Ｆ

・
カ
フ
カ
が
そ
の
小
説
に
お
い
て
、　
一
人
の

「
Ｋ
」
と
い
う
個
人
を

「
独
自
の
存
在
」
と
し
て
規
定
す
る
仕
方
は
、
そ
れ
ま
で
に
は
ま
っ
た
く
予
期
で
き
な
い
仕

方
で
あ

っ
た
、
と
ク
ン
デ
ラ
は
指
摘
す
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
Ｋ
の

「身
体
的
外
見
」
に

よ

っ
て
で
は
な
い
。
そ
の

「生
育
歴
」
に
よ

っ
て
で
も
な
い
。
か
れ
の

「名
前
」
に
よ

っ
て

で
も
な
い
。
か
れ
の

「記
憶
し
て
い
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
で
も
、
か
れ
の

「偏
愛
」
や

「
コ

ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
に
よ

っ
て
で
も
な
い
。
そ
の

「行
動
」
に
よ

っ
て
で
も
な
い
。
「
思
考
」
に

よ
っ
て
で
さ
え
も
な
い
。
付
言
す
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
事
柄
が
、
普
通
の
心
理
学
者
が
あ

　

９

る
個
人
の

「個
性
」
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
用
い
る
事
柄
で
あ
る
、
と
言
っ
て
も
よ

ヱ8
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1 多様化を通しての個性化 :ひ とつの視点

い
で
あ
ろ
う
。
が
、
カ
フ
カ
は
、
そ
れ
ら
と
は
根
本
的
に
異
な
る
問
い
を
発
す
る
。

つ
ま
り
、

「外
的
決
定
要
因
が
圧
倒
的
に
強
く
な

っ
た
結
果
、
内
的
動
機
の
意
味
が
も
は
や
な
く
な

っ

た
世
界
に
あ

っ
て
、
人
間
に
ど
ん
な
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
い
」
（Ｍ
・

ク
ン
デ
ラ
金
井
裕
／
浅
野
敏
夫
訳

『小
説
の
精
神
』
法
政
大
学
出
版
局
、　
一
九
九
〇
年
、
三

〇
―
三

一
ペ
ー
ジ
。
）
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
個
性
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間

の
実
存
的
問
題
を
生
ん
で
い
る
状
況
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
も
よ
く
知
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
人
間
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
生
き
て
お
り
、
彼
／
彼
女
に
と

っ
て
そ
こ
で
は
何
が
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
生
き
て

行
く
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
が
、
彼
／
彼
女
の
個
性
を
構
成
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
や
や
単
純
化
し
て
言
え
ば
、

「
そ
の
個
人
に
と
っ
て
、
ま
だ
為
す
こ
と
の
で
き
る
、
も

っ
と
も
大
切
な
物
事
が
、
そ
の
個

性
を
成
す
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
、
と
要
約
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
か
。
個
人
は
そ
れ

ぞ
れ
が
、
互
い
に
異
な
る
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の

「
ま
だ
為
す
こ
と
の
で
き
る
、
も

っ
と
も

大
切
な
物
事
」
を
も

っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
個
人
が
異
な
る
個
性
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
、
と
言

っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

個
性
の
理
解
に
つ
い
て
、
以
上
の
よ
う
な
幾

つ
か
の
立
場
の
ど
れ
を
採
用
Ｌ
て
み
て
も
、

そ
の
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
「個
性
」
の
い
わ
ゆ
る

「客
観
テ
ス
ト
」
は
不
可
能
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
、
共
通
の
次
元
を
幾

つ
か
設
け
、
多
次
元
的
な

テ
ス
ト
を
構
成
し
た
と
し
て
み
て
も
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
よ
う
に
第
二
者
的
な
視
点
か
ら
、

個
性
を
、
第
二
人
称
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
が
、
必
然
的
に
破
産
す
る
運
命
に

あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
あ
ざ
や
か
な
、
す
な
わ
ち
、
き
わ
だ

っ
た

一
定
の
独
自
性
を
も

つ
人
間
に
つ
い
て
述
べ

る
場
合
」
に
の
み

「
個
性
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
場
合
が
あ
る

（
ル
ビ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
著

秋
元
ほ
か
訳

『
一
般
心
理
学
の
基
礎
』
明
治
図
書
、
第
４
巻
、　
一
九
八
六
年
二
六
二
ペ
ー

こヽ
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は

「個
性
の
教
育
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
独
自
性
を
も
つ
人
間
の

教
育
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
に
独
自
性
を
も
つ
よ
う
に
育
て
る
教
育
、
と
い
う
意
味
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
私
は
、
「
個
性
」
を
す
べ
て
の
人
間
に
認
め
ら
れ
る
可
能
性
と
し

て
、
ま
た
、
す
べ
て
の
人
間
に
実
現
さ
れ
る
べ
き
可
能
性
と
し
て
、
広
く
考
え
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

２

§
１０
　
教
育
に
は
、
個
性
化
と
社
会
化
の
二
方
向
と
、
多
様
化
と

一
様
化
の
二
方
向
が
含
ま
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れ
る
。

い
か
な
る
社
会
に
お
い
て
も
、
教
育
に
は
、
個
性
化
と
社
会
化
と
い
う
、　
一
見
矛
盾
す
る

二
つ
の
方
向
性
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
第

一
に
、
教
育
は
、
個
人
が
、
そ
の
個
人

に
と
っ
て
の
真
に
独
自
な
可
能
性
を
実
現
し
、
個
性
を
解
放
す
る
よ
う
に
、
機
能
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
共
に
、
第
二
に
、
教
育
は
、
個
人
が
、
そ
の
生
き
る
社
会
の
な
か
で

社
会
の
一
員
と
し
て
他
者
と
共
に
生
き
て
行
く
可
能
性
を
保
証
す
る
よ
う
に
、
社
会
性
を
確

保
す
る
よ
う
に
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
と
社
会
の
教
育
は
、
そ
の
力
点
を
、
こ
の
二
つ
の
方
向
性
の
、　
つ
ま
り

個
性
化
と
社
会
化
の
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
置
く
二
つ
の
状
態
の
間
を
揺
れ
動
い
て
は
、
今
日

に
至
っ
て
い
る
、
と
も
言
え
る
。
同
様
に
、
人
間
の
、
個
人
と
し
て
の
、
多
様
化
を
求
め
る

方
向
と

一
様
化
を
求
め
る
方
向
の
間
を
揺
れ
動
い
て
は
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
、
と
も
言
え

る
。
そ
れ
は
、
社
会
全
体
が
、
人
間
の
在
り
方
の
、
多
様
性
を
許
容
で
き
る
、
あ
る
い
は
そ

れ
を
求
め
る
、
社
会
状
況
に
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
う
で
は
な
く
て
、　
一
様
化
を
求
め
る

社
会
状
況
に
あ
る
か
、
に
も
よ
る
。

世
界
の
多
種
多
様
な
社
会
の
中
に
は
、
人
間
が
そ
の
社
会
に
社
会
化
さ
れ
る
際
に
、　
一
様

化
を
、
つ
ま
り
、
他
者
と
同
じ
よ
う
に
な
る
こ
と
／
で
あ
る
こ
と
を
、
要
求
す
る
社
会
も
あ

る
。
し
か
し
ま
た
、
む
し
ろ
、
多
様
化
を
、
他
者
と
異
な
る
こ
と
を
、
要
求
す
る
社
会
も
あ

る
よ
う
だ
。
例
え
ば
、
軍
隊
社
会
に
お
け
る
新
兵
の
社
会
化
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
多

様
化
は
最
小
限
し
か
許
容
さ
れ
ず
、
少
な
く
と
も
各
役
割

ｏ
機
能
に
応
じ
た
兵
士
の
一
様
化

が
、
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
個
性
を
求
め
る
画
家
の
社
会
集
団
に
お
け

る
新
人
芸
術
家
の
社
会
化
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
画
家
と
し
て
の
個
性
の
多
様
化
が
最

大
限
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
高
度
産
業
社
会
で
は
、
そ
の
発
展
段
階
に
よ
っ
て
、
多
様

な
個
人
を
求
め
る
状
況
も
あ
れ
ば
、　
一
様
な
個
人
を
求
め
る
状
況
も
あ
る
よ
う
だ
。
そ
の
善

し
悪
し
は
、
に
わ
か
に
は
決
し
難
い
。

§
ｎ
　
日
本
に
お
け

「社
会
化
」
は
こ
れ
ま
で

「
一
様
化
」
に
よ
る
傾
向
が
強
か
っ
た

日
本
の
社
会
と
文
化
は
、
概
し
て

「
一
様
化
」
に
よ
る

「社
会
化
」
が
要
求
さ
れ
、
ま
た
、

そ
の
要
求
が
従
来
、
満
た
さ
れ
て
き
て
い
る
、
と
私
に
は
観
察
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
日
本
で
は
、　
一
般
的
に
言
う
と
、
社
会
集
団
の
中
で
、
他
か
ら
区
別
さ
れ
て
目

立
つ
こ
と
を
で
き
る
だ
け
避
け
て
、
な
る
べ
く
目
立
た
な
い
よ
う
に
生
き
て
行
く
こ
と
が
、

望
ま
し
い
と
さ
れ
る

「
一
様
化
」
へ
の
圧
力
と
傾
向
が
一
般
的
で
あ
る
、
と
よ
く
指
摘
さ
れ
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る
。
「
和
を
以
て
貴
し
と
為
す
」
と
い
う
思
想
、
「出
る
釘
は
打
た
れ
る
」
と
い
う
諺
な
ど
が
、

こ
う
し
た
状
況
と
事
情
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
日
本
の
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
制
服
着
用
を
学
則
と
し
て
定
め
、
そ
れ
を
強

制
す
る
学
校
が
、
公
立
、
私
立
を
問
わ
ず
、
多
い
こ
と
も
、
こ
の
こ
と
に
か
か
わ
り
が
あ
る

か
と
も
思
わ
れ
る
。
私
の
体
験
に
よ
れ
ば
、
米
国
で
は
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
他
と
は
区
別

さ
れ
る
自
己
の
独
自
性
を
表
面
に
押
し
出
し
、
強
く
自
己
主
張
す
る
こ
と
が
、
望
ま
し
い
と

さ
れ
る
、
多
様
性

へ
の
圧
力
と
傾
向
が
強
く
、　
一
般
的
で
も
あ
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ

る
。
米
国
で
は
、
例
え
ば
、
制
服
を
定
め
強
制
す
る
学
校
は
、
極
め
て
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ブ
ラ
ジ
ル
の
社
会
も
ま
た
米
国
と
同
様
に
多
様
化

へ
の
圧
力
が
強
く
、
「他
者
と
異
な
る
こ

と
」
に
皆
が
努
め
る
、
と
の
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
留
学
生
の
報
告
が
あ
る
。
ソ
ビ
エ
ト
社
会
で

は
、
こ
れ
ま
で
ど
う
で
あ

つ
た
ろ
う
か
。
ま
た
、
最
近
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
何
ら
か

の
変
化
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

§
‐２
　

「個
性
化
」
と

「
個
別
化
」
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

社
会
化
が

一
様
化
を
意
味
す
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
集
団
と
し
て
は
、
集
団
内
の

成
員
が

一
様
に
な
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
個
人
と
し
て
そ
の
集
団
内
の
大
多
数
の
他
者

と
同
じ
よ
う
に
な
る
こ
と
、
を
意
味
す
る
場
合
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、

社
会
化
が
多
様
化
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
る
。
他
者
と
は
異
な
る
独
自
な
存
在
と
な
る
こ
と

を
意
味
す
る
場
合
も
あ
る
。　
一
様
化
が
求
め
ら
れ
る
社
会
と
、
多
様
化
が
求
め
ら
れ
る
社
会

と
で
は
、
「社
会
化
」
の
意
味
も
、
「個
性
化
」
の
も
つ
意
味
も
、
基
本
的
に
、
異
な
る
で
あ

ス
で
つ
。

す
な
わ
ち
、　
一
様
化
が
求
め
ら
れ
る
社
会
で
は
、
「個
性
化
」
は
、
個
性
に
合
わ
せ
て

一
様

化
の
強
化
を
さ
ら
に
目
指
す
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
そ
の
社
会
が
、

そ
れ
ま
で
の
一
様
化
を
求
め
る
と
こ
ろ
か
ら
、
次
第
に
多
様
化
を
求
め
る
と
こ
ろ
へ
と
移
行

し
つ
つ
あ
る
よ
う
な
段
階
で
は
、
「個
性
化
」
は
、
個
性
を
尊
重
し
て
、
多
様
化
を
生
み
出
そ

う
と
す
る
こ
と
を
、
意
味
し
よ
う
。
具
体
的
な
典
型
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
、　
一
様
で
没
個

性
的
な
兵
隊
の
集
団
を
多
様
な
芸
術
家
の
集
団
に
育
て
上
げ
て
い
く
よ
う
な
場
合
を
想
像
す

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
基
本
的
に
多
様
化
が
求
め
ら
れ
る
社
会
で
は
、、
「個

性
化
」
は
、
既
に
多
様
な
個
性
を
さ
ら
に
個
性
化
し
て
、
多
様
化
を

一
層
進
め
よ
う
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
そ
の
社
会
が
、
そ
れ
ま
で
の
多
様
化
を
求
め

る
と
こ
ろ
か
ら

一
様
化
を
求
め
る
と
こ
ろ
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
段
階
で
は
、
「個
性
化
」
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は
、
多
様
な
個
性
に
合
わ
せ
て
教
育
す
る
こ
と
に
よ
り
、
―
―
あ
る
い
は
、
場
合
に
よ
っ
て

は
、
そ
れ
を
無
視
し
て
で
も
、
―
―
な
ん
と
か

一
様
性
を
も
た
ら
そ
う
と
目
指
す
こ
と
を
、

意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
多
様
な
個
性
か
ら
な
る
多
彩
な
芸
術
家
集
団
を

一
様
な

兵
隊
の
集
団
へ
と
訓
練
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
、
そ
の
具
体
的
な
典
型
例
と
し
て
、
想
像
す

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
例
え
ば
、
日
本
の
学
校
で
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
、
現
在
の
学
力
検
査
の
成
績
の
結

果
の
偏
差
値
に
指
導
を
対
応
さ
せ
る
―
―

「学
力
別
指
導
」
と
い
う
の
は
、
果
た
し
て
、
「個

性
化
」
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
指
導
の

「個

別
化
」
で
は
確
か
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
「個
性
化
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
、

こ
れ
ま
で
と
相
も
変
わ
ら
ぬ

「
一
様
化
」
の
さ
ら
な
る
強
化
と
い
う
意
味
を
、
本
質
的
に
は

も
っ
て
い
る
、
と
私
は
考
え
る
。

§
‐３
　
日
本
の
教
育
に
は
、
「教
育
の
個
性
化
」
と
関
連
し
て
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
か

ま
た
、
例
え
ば
、
今
日
の
日
本
で
は
、
子
供
の
学
力
を
と
ら
え
る
の
に
、
戦
前
に
は
広
く

行
わ
れ
て
い
た

「論
述
式
テ
ス
ト
」
は
主
観
的
な
評
価
し
か
で
き
な
い
と
見
な
さ
れ
る
場
合

が
多
い
。
そ
し
て
、
客
観
的
で
あ
る
と
称
さ
れ
る
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
輸
入
さ
れ
た
、　
い
わ
ゆ

る

「多
肢
選
択
方
式
テ
ス
ト
」
を
広
く
用
い
る
こ
と
が
、　
一
般
的
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
導
入
に
よ
っ
て
、
こ
の
傾
向
は
ま
す
ま
す
強
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

そ
れ
で
、
限
ら
れ
た
効
用
を
も
つ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
ぁ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
、
子

供
の
学
習
や
思
考
あ
る
い
は
性
格
の
個
性
を
、
教
師
や
研
究
者
が
と
ら
え
、
理
解
し
よ
う
と

い
う
な
ら
、
子
供
が
自
発
的
に
自
由
に
表
現
す
る
解
答
を
こ
そ
尊
重
し
、
そ
の
個
性
の
理
解

の
た
め
に
用
い
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「教
育
の
個
性
化
」
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
「
個

性
」
を
い
か
な
る
方
法
で
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
が
、
た
だ
ち
に
問
題
に
な
っ
て
く
る
こ

と
が
、
こ
こ
で
明
ら
か
と
な
る
。

日
本
の
教
育
に
お
け
る
、　
一
様
化
へ
の
傾
向
、
非
個
性
化
の
傾
向
は
、
社
会
問
題
と
も
な

っ
て
い
る
受
験
戦
争
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
上
級
学
校
へ
の
進
学
に
お
い
て
、
入
学
試
験

合
格
者
の
一
次
元
的
な
学
カ
テ
ス
ト
の
得
点
の
高
低
に
よ
る
、
全
国
で
一
様
な
、
あ
る
い
は

地
域
内
で
の
一
様
な
、
学
校
の
順
位
付
が
行
わ
れ
て
い
る
。
生
徒
の
一
次
元
的
順
位
付
け
も

行
わ
れ
る
。
日
本
の
学
歴
社
会
は
、　
一
面
で
は
、
そ
こ
に
出
発
点
を
も
っ
て
い
る
。
上
級
学

校
へ
の
進
学
の
選
抜
が
、
質
的
に
互
い
に
異
な
る
多
様
な
個
性
の
多
様
な
個
性
的
な
選
抜
と

は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
個
人
の
豊
か
な
個
性
の
開
花
へ
向
か
う
べ
き
「教
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育
の
個
性
化
」
か
ら
は
、
程
遠
い
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
ふ
と
想
起
さ
れ
る
の
は
、　
一
九

一
八
年
か
ら

一
九
二
二
年
に
か
け

て
行
わ
れ
た
、
日
本
の
代
表
的
な
教
育
実
践
者
、
芦
田
恵
之
助
と
友
納
友
次
郎
の
間
で
行
わ

れ
た

「自
由
選
題
論
争
」
（あ
る
い
は

「随
意
選
題
論
争
し

の
こ
と
で
あ
る
。
波
多
野
完
治

亀
こ
と
ば
の
心
理
と
教
育
』
小
学
館

一
九
九
〇
年
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
論
争
は

「
つ
づ
り
方

を
児
童
に
課
す
る
場
合
に
題
を
つ
け
て
あ
た
う
べ
き
か
、
あ
る
い
は
題
を
子
ど
も
の
随
意
に

ま
か
す
べ
き
か
」
と
い
う
、
表
面
的
に
は
極
め
て

「純
技
術
的
な
問
題
」
を
巡
っ
て
で
あ
っ

た
。
「
子
ど
も
の
随
意
に
ま
か
せ
る
」
「自
由
選
題
」
は
、
子
供
の
個
性
を
理
解
し
そ
れ
を
育

て
る
教
育
を
指
向
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「題
を
つ
け
て
あ
た
え
る
」
「非
自
由
選
題
」

を
主
張
す
る
友
納
氏
は
、
「
自
由
選
題
」
を
批
判
し
て
、
そ
れ
が
子
供
の
「個
性
の
み
を
云
々

し
て
類
性
を
見
な
い
」
（同
書
、
九
九
ペ
ー
ジ
）
と
書
い
て
い
た
こ
と
が
殊
に
注
目
さ
れ
る
。

子
ど
も
が
、
自
ら
書
き
た
い
と
思
う
題
を
自
ら
選
び
決
定
し
、
そ
れ
を
書
く
と
い
う

「自
由

選
題
／
随
意
選
題
」
は
、
教
師
が
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
子
供
の
個
性
と
出
会
い
、
そ
れ
を
理

解
し
育
て
る
方
法
と
し
て
優
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
、
ひ
と

り
ひ
と
り
の
子
供
が
生
き
て
い
る
世
界
、
そ
れ
ぞ
れ
が
拒
否
す
る
も
の
、
そ
れ
ぞ
れ
が
信
念

を
も
っ
て
決
定
す
る
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
可
能
性
を
、　
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
供
の

「個

性
」
を
、
教
師
が
尊
重
し
理
解
す
る
方
法
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
、
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
た
め
の
必
須
の
前
提
は
、
声
田
自
身
の
言
葉
に
も
あ
る
よ
う
に
、
教
師
が
自

ら
豊
か
な
個
性
を
も
ち
、
そ
れ
を
理
解
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
供
の
個
性
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
ぁ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

§
・４
　

「教
育
の
個
性
化
」
は
、
今
日
の
日
本
で
は
、
二
つ
の
意
味
を
も
ち
得
る

ま
た
、
例
え
ば
、
今
日
の
日
本
の
教
育
に
お
い
て
は
、
学
校
教
育
に
お
け
る

「
一
様
化
」

へ
の
強
い
圧
力
の
下
で
、
そ
れ
か
ら
逸
脱
す
る
子
供
た
ち
が
、
「登
校
を
拒
否
す
る
∵
」と
や

学
校
教
育
か
ら

「落
ち
こ
ぼ
れ
る
」
こ
と
な
ど
の
現
象
が
広
く
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
子
供

た
ち
は
、
「多
様
化
」
と
か

「個
性
化
」
と
か
い
う
積
極
的
な
評
価
を
受
け
る
よ
り
も
、
「社

会
化
の
失
敗
」
と
し
て
、
さ
ら
に
は
、
「反
社
会
化
」
と
し
て
、
否
定
的
な
評
価
を
受
け
る
こ

と
が
、　
一
般
的
で
あ
っ
た
。
「教
育
の
個
性
化
」
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
に
は
、

そ
う
し
た
現
象
が
広
ま
り

一
般
的
と
な
っ
た
と
い
う
状
況
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
そ
の
場
合
の

「教
育
の
個
性
化
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
あ
り

う
る
、
と
解
釈
さ
れ
る
。
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第

一
の
意
味
は
、
教
育
の
病
的
状
態
に
対
し
て
緊
急
に
求
め
ら
れ
て
い
る

「対
症
療
法
」

と
し
て
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
に
は
、
そ
の
事
態
に
対
す
る

「根
本
的
反
省
」
と
　

θ

し
て
の
意
味
で
あ
る
。

第

一
の

「対
症
療
法
」
の
原
理
と
し
て
の

「個
性
化
」
は
、
コ

様
化
」
と
い
う
原
理
を
基

本
的
に
は
そ
の
ま
ま
維
持
し
て
お
い
て
、
と
り
あ
え
ず
、
そ
の

「
一
様
化
」
か
ら
の
逸
脱
を
、

こ
れ
ま
で
と
は
異
な
り
、
そ
れ
な
り
に
一
応
は
許
容
す
る
た
め
の
、
「補
完
的
な
原
理
」
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
安
全
弁
と
し
て
、
あ
る
程
度
の
多
様
な
個
性
の
出
現
を
許
容
す
る
、

あ
る
い
は
、
期
待
す
る
原
理
で
あ
る
。

第
二
の

「根
本
的
反
省
」
の
原
理
と
し
て
の

「個
性
化
」
は
、
社
会
の

「
一
様
化
」
の
原

理
そ
の
も
の
へ
の
批
判
と
反
省
と
い
う
性
格
を
も
ち
、
個
性
の

「多
様
性
」
を
許
容
し
奨
励

す
る
、
多
様
な
個
性
か
ら
な
る
社
会
へ
の
移
行
と
い
う
、
社
会
そ
の
も
の
変
化
を
期
待
す
る

こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
、
今
日
、
教
育
の

「個
性
化
」
が
唱
え
ら
れ
る
場
合
、
果
た
し
て
、
そ
の

い
ず
れ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
、
必
ず
し
も
、
明
ら
か
で
な
い
。

§
‐５
　
一
人
ひ
と
り
の
個
性
を
豊
か
に
す
る
教
育
の
方
法

個
性
の
理
解
を
深
め
、
個
性
を
育
て
る
教
育
の
方
法
に
つ
い
て
一
言
し
よ
う
。

か
つ
て
、
斎
藤
喜
博

（さ
い
と
う
き
は
く
）
の
島
小
学
校
で
、
「
～
ち
ゃ
ん
式
間
違
い
」

と
、
「想
像
説
明
」
と
い
う
方
法
の
実
践
が
あ
っ
た
。
「
～
ち
ゃ
ん
式
間
違
い
」
と
は
、
教
室

で
の
子
供
の
間
違
い
を
、
そ
れ
を
犯
し
た
子
供
が
恥
じ
る
べ
き
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
教

室
の
文
化
の
た
め
に
、
い
わ
ば
先
駆
者
と
し
て
、
他
の
子
供
達
の
た
め
に
そ
の
間
違
い
を
、

自
ら
発
見
し
て
く
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
、
そ
の
発
見
者
で
あ
る
子
供
の
名
前
に
ち
な
ん
で
、

「
～
ち
ゃ
ん
式
間
違
い
」
と
名
づ
け
、
そ
の
教
室
の
共
有
財
産
と
す
る
、
と
い
う
実
践
で
あ

る
。
モ
つ
し
た
実
践
を
通
し
て
、
子
供
達
は
、
間
違
い
を
犯
す
こ
と
を
恐
れ
ず
自
己
を
大
胆

に
ま
た
自
由
に
表
現
す
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
自
己
を
解
放
す
る
こ
と
、
他
者
の
間
違

い
を
貶
め
ず
、
む
し
ろ
、
他
者
の
間
違
い
に
学
ぶ
こ
と
、
人
間
の
間
違
い
や
誤
り
の
も
つ
積

極
的
な
意
味
を
学
ぶ
。
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
互
い
の
個
性
を
重
ん
じ
る
こ
と
を
学
ぶ
。
ま

た
、
「想
像
説
明
」
と
は
、
他
者
の
発
表
し
た
答
え
の
背
景
に
あ
る
考
え
を
、
そ
の
他
者
に
代

わ
っ
て
、
想
像
し
て
説
明
す
る
こ
と
を
子
供
に
求
め
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
実
践
を
通
し
て
、

子
供
達
は
、
他
者
の
生
き
ら
れ
た
世
界
を
想
像
し
、
そ
の
思
考
を
辿
る
こ
と
を
学
ぶ
。
そ
し

　

・θ

て
、
み
ず
か
ら
の
世
界
を
拡
大
し
、
豊
か
に
し
、
自
己
と
他
者
と
の
異
同
を
具
体
的
に
学
ぶ
。
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そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
互
い
の
個
性
を
、
日
々
の
学
習
に
お
い
て
、
極
め
て
具
体
的
に
理
解

し
て
行
く
。
ま
た
、
教
師
も
、
自
己
と
子
供
達
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
豊
か
に
理
解
す
る

に
い
た
る
。
こ
れ
は
、
た
だ
単
に
、
た
っ
た

一
つ
の
正
解
に
向
け
て

一
直
線
に
、
学
級
の
全

員
が
急
ぎ
、
全
員
が
可
能
な
限
り
速
く
習
得
す
る
こ
と
の
み
を
重
視
す
る
授
業

［教
授
＝
学

習
］
の
在
り
方
、
貧
し
い

「
一
様
性
」

へ
の
教
育
と
は
、
根
本
的
に
異
な
る
、
と
言
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
こ
れ
を
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
豊
か
な
「多
様
性
を
通
し
て
の

一
様
性
」

へ
の
教
育
と
で
も
、
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
ｏ
こ
の
よ
う
な
実
践
の
現
実
を
み
る
と
、
個
性

化
と
社
会
化
は
、
必
ず
し
も
矛
盾
し
な
い
こ
と
が
、
見
え
て
来
る
。

§
‐６
　

「社
会
化
さ
れ
た
個
性
化
」

教
育
の
立
場
か
ら
は
、
極
端
な
個
性
化
に
よ
る
、
社
会
化
の
失
敗
あ
る
い
は
、
反
社
会
化

も
、
極
端
な
社
会
化
に
よ
る
個
性
の
圧
殺
あ
る
い
は
、
個
性
の
喪
失
も
、
現
代
の
社
会
で
は

理
想
と
は
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
つ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
個
性
化
に
よ
る
個

人
の
可
能
性
の
発
現
と
、
社
会
化
に
よ
る
個
人
の
社
会
適
応
、
さ
ら
に
は
、
そ
こ
か
ら
発
す

る
、
社
会
改
革

［社
会
変
革

・
社
会
革
命
］
と
の
、
全
体
的
調
和
が
、

一
つ
の
理
想
と
さ
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
、
社
会
と
個
人
の
い
ず
れ
を
優
先
す
る
か
は
、
国
に
よ
り
、
社

会
に
よ
り
、
文
化
に
よ
り
、
歴
史
に
よ
り
、
見
解
が
分
か
れ
る
所
で
あ
ろ
う
ぃ
こ
こ
に
は
、

国
際
交
流
に
お
け
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
社
会
の
個
性
の
理
解
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
問
題

は
、
教
師
と
子
供
の
個
性
の
理
解
の
問
題
と
、
構
造
的
に
は
重
な

っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
こ
こ
で
の
、
ひ
と
ま
ず
暫
定
的
な
比
較
的
穏
健
な
結
論
は
、
現
代
の
社
会
で

は
、
個
別
化
し
た
非
個
性
化
的
社
会
化
で
も
、
個
別
化
し
た
非
社
会
化
的
個
性
化
で
も
な
く

て
、
社
会
化
を
通
し
て
の

「社
会
化
さ
れ
た
個
性
化
」
３
８
】“
一】ぶ
ａ
Ｆ
Ｑ
【く
一０
」
”
一【ざ
け【ｏ
じ

あ
る
い
は

「個
性
化
さ
れ
た
社
会
化
」
（Ｆ
Ｑ
】く
一Ｑ
“
”
一い総
Ｑ
∽
８
】”
】中圏
け一ｏ
じ

が
求
め
ら
れ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
教
育
に
お
け
る
多
様
化
と

一
様
化
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
「多
様
化
を
通
じ
て
の

一

様
化
」
貧
Ｃ
ュ
ぞ

諄
８
ｓ
”

，
口
く
①
『∽【ぞ
じ

が
求
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
は
、
「和
し
て
同
ぜ
ず
」
（目
鶴
ヨ
ｏ
●
く
σ
二

●
２

８
ュ
Ｒ
ヨ
】ぞ
じ

と
い
う
言
葉
で
表
現

さ
れ
て
い
る
、
人
間
の
在
り
方
を
理
想
と
す
る
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
か
。

§
・７
　
個
性
の
教
育
に
は
、
教
育
者
の
豊
か
な
個
性
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
理

解
し
よ
う
と
す
る
研
究
者
に
も
ま
た
、
豊
か
な
個
性
が
必
要
と
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
仮
に
、
我
々
が
、
「社
会
化
さ
れ
た
個
性
化
」
で
あ
れ
「個
性
化
さ
れ
た
社
会
化
」
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で
あ
れ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「教
育
の
個
性
化
」
を
心
か
ら
望
む
と
し
よ
う
。
つ
ま
り
、
社
会

化
を
実
現
し
つ
つ
、
子
供
あ
る
い
は
被
教
育
者
の
個
性
を
尊
重
し
、
そ
れ
を
多
様
に
豊
か
に

　

解

育
て
る
こ
と
、
を
望
む
と
し
よ
う
。
す
る
と
、
そ
れ
は
、
以
下
の
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
教
育
者
が
、　
一
人

一
人
の
子
供
の
そ
れ
ぞ
れ
の
多
様
な
個
性
を
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
教
育
者
自
身
の
個
性
が
豊
か
に
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
教
育
者
自
身
が
、
自
ら
の
個
性
を
よ
く
理
解
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
教
育
者
を
取
り
囲
む
社
会
が
、
教
育
者
の
個
性
を
尊

重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
社
会
全
体
の
す
べ
て
の
人
々
が
、
教
育
者
を

含
め
て
、
人
間
の
個
性
を
豊
か
に
理
解
し
尊
重
す
る
よ
う
な
、
社
会
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。

日
本
で
は
、
現
在
、
社
会
全
体
が
、
現
在
の
一
様
化
へ
の
強
い
傾
向
か
ら
、
多
様
化
へ
の

移
行
を
す
る
段
階
に
到
達
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、　
一
様
化
さ
れ
た
テ
レ
ビ

と
マ
ン
ガ
に
支
配
さ
れ
た
日
本
の
文
化
の
在
り
様
か
ら
そ
こ
に
至
る
に
は
、
ま
だ
ま
だ
遠
い

道
程
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
、
現
在
の
私
の
率
直
な
感
想
で
あ
る
。

深
く
豊
か
な

「
文
学
教
育
」
に
、
そ
の
方
向
に
進
め
る
た
め
の
鍵
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
、

私
の
こ
こ
で
の
論
証
を
抜
き
に
し
た
暫
定
的
な
提
言
で
あ
る
。

最
後
に
付
言
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
露
わ
に
な

っ
て
来
た
こ
と
は
、
「教
育
に
お
け
る
個

性
化
」
の
問
題
の
背
後
に
は
、
「社
会
と
個
人
の
関
係
」
の
在
り
方
、
と
い
う
根
本
問
題
が
横

た
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
ぁ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
現
在
、
如
何
な
る

「社
会
と
個
人

の
関
係
」
の
な
か
に
生
き
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
将
来
、
如
何
な
る

「社
会
と
個
人
の
関
係
」

の
な
か
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
可
能
性
の
明
確
化
と
そ
の
可
能
性
の
選
択
の

決
定
と
い
う
大
き
な
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
深
く
論
じ
る
だ
け
の
用
意

が
現
在
の
私
に
は
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
、
残
さ
れ
た
大
き
な
問
題
と
し
て
こ
の
問
題
を

指
摘
す
る
こ
と
で
、
私
の
短
い
ス
ヶ
ッ
チ
風
の
問
題
提
起
の
た
め
の
報
告
を
終
え
る
こ
と
と

し
た
い
。
ご
静
聴
を
、
感
謝
す
る
。
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