
人
文
学
の
知
は
、
人
間
が
豊
か
な
想
像
力
と
創
造
性
を
も
っ
た
め
の
基
礎
体
力
と
な
る
。
博
物
館
・
美
術
館
は
、
文

化
財
を
通
じ
て
、
そ
の
基
礎
体
力
を
育
む
場
所
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
文
化
財
で
稼
ぐ
」
ご
と
が
国
家
戦
略
と
な
っ
た
。

文
化
財
は
、
商
品
と
な
っ
た
。
観
光
客
の
も
の
に
な
っ
た
。
博
物
館
・
美
術
館
は
、
集
客
で
き
る
文
化
財
の
展
示
を
求

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
ま
、
人
間
の
基
礎
体
力
が
奪
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

さ
て
、
本
書
の
編
者
で
あ
る
高
木
博
志
と
筆
者
は
、
文
化
財
を
稼
げ
る
か
ど
う
か
で
価
値
付
け
し
、
保
護
よ
り
も
活

用
を
優
先
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
生
じ
る
博
物
館
・
文
化
財
の
危
機
と
、
そ
れ
が
人
文
学
不
要
論
と
も
関
係
す
る
こ
と

を
考
え
る
た
め
、
二

0
一
八
年
―
一
月
一
七
日
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
人
文
研
ア
カ
デ
ミ
ー
ニ

0
一
八
「
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
博
物
館
と
文
化
財
の
危
機
ー
そ
の
商
品
化
、
観
光
化
を
考
え
る
」
を
開
催
し
た
。
報
告
は
、
二
人
の
他
、

小
泉
和
子
氏
と
久
留
島
浩
氏
、
司
会
は
原
田
敬
一
氏
に
お
願
い
し
た
。

当
日
は
、
会
場
の
収
容
人
数
を
遥
か
に
上
回
る
参
加
者
が
集
ま
り
、
こ
の
問
題
へ
の
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え
た
。

討
論
も
活
発
で
、
保
護
中
心
か
ら
保
存
・
活
用
へ
と
転
換
し
、
と
く
に
活
用
を
重
視
す
る
文
化
財
保
護
法
改
正
の
経
緯
、

文
化
財
を
活
用
す
る
こ
と
の
意
義
や
難
し
さ
、
歴
史
系
博
物
館
の
可
能
性
、
文
化
財
保
護
の
政
治
性
等
々
を
め
ぐ
っ
て

報
告
者
・
参
加
者
の
間
で
活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
本
書
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
ご
参
加
い
た
だ
い
た
岩
崎
奈
緒

ま
え
が
き
ー
博
物
館
と
文
化
財
の
危
機
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子
氏
、
國
賀
由
美
子
氏
に
も
執
筆
に
加
わ
っ
て
い
た
だ
き
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

以
下
、
本
書
が
読
者
に
発
信
し
た
い
こ
と
を
四
点
に
ま
と
め
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

発
信
し
た
い
第
一
の
点
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
大
き
な
動
機
と
な
っ
た
―

1
0
一
八
年
六
月
の
文
化
財
保
護

法
の
改
正
の
経
緯
と
、
問
題
点
に
つ
い
て
で
あ
る
（
第
一
．
―
-
章
）
。

博
物
館
の
観
光
拠
点
化
の
推
進
、
文
化
庁
の
組
織
改
革
と
京
都
移
転
、
そ
し
て
文
化
財
保
護
法
の
改
正
が
表
面
化
す

る
と
、
博
物
館
関
係
者
や
研
究
者
は
懸
念
を
表
明
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
文
化
財
保
護
法

は
改
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
経
緯
は
、
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

文
化
庁
は
、
過
疎
化
・
少
子
高
齢
化
等
に
よ
る
文
化
財
の
滅
失
や
散
逸
等
の
防
止
に
、
社
会
総
が
か
り
で
取
り
組
む

た
め
の
改
正
と
説
明
す
る
が
、
改
正
は
一
九
九

0
年
代
後
半
か
ら
二

0
年
余
り
か
け
て
進
め
ら
れ
た
観
光
振
興
策
の
到

達
点
で
あ
り
、
「
文
化
財
で
稼
ぐ
」
た
め
の
法
整
備
で
あ
っ
た
。
博
物
館
と
文
化
財
の
危
機
を
考
え
る
に
は
、
「
文
化
財

で
稼
ぐ
」
は
経
済
振
興
を
目
的
と
す
る
国
家
戦
略
で
あ
り
、
文
化
財
保
護
法
の
改
正
は
、
そ
の
施
策
で
あ
る
こ
と
を
、

ま
ず
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
文
化
庁
の
組
織
改
革
も
、
「
文
化
財
で
稼
ぐ
」
た
め
に
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
文
化
財

を
観
光
資
源
と
す
る
こ
と
は
、
ハ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
の
景
気
浮
揚
策
と
し
て
、
二
階
俊
博
運
輸
大
臣
（
当
時
）
が
主
唱

し
て
、
運
輸
省
で
観
光
振
興
策
が
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
、
小
泉
純
一
郎
政
権
の
と
き
そ
れ
が

本
格
化
し
、
民
主
党
政
権
時
代
も
含
め
て
、
国
家
戦
略
と
し
て
着
々
と
進
め
ら
れ
て
き
た
。
第
二
次
安
倍
晋
三
政
権
に

は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
（
第
一
章
）
。

博
物
館
関
係
者
・
研
究
者
が
声
を
上
げ
始
め
た
と
き
、
「
文
化
財
で
稼
ぐ
」
は
、
も
う
総
仕
上
げ
に
入
ろ
う
と
し
て

い
た
。
気
付
か
な
か
っ
た
の
か
。
気
付
い
て
い
た
が
声
を
上
げ
な
か
っ
た
の
か
。
文
化
財
保
護
法
改
正
ま
で
の
経
緯
を
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知
る
こ
と
は
、
博
物
館
関
係
者
・
研
究
者
に
対
す
る
厳
し
い
問
い
か
け
に
も
な
る
。

改
正
は
、
運
用
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
卒
む
。
そ
の
一
っ
が
文
化
財
保
護
の
仕
組
み
を
変
え
た
こ
と
で
あ

る
。
改
正
に
よ
っ
て
、
市
町
村
は
、
文
化
財
の
保
存
・
活
用
に
関
す
る
総
合
的
な
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画
を
作
成

し
、
国
の
認
定
を
申
請
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
地
方
の
文
化
財
行
政
を
強
化
す
る
た
め
と
さ
れ
る
が
、
は

た
し
て
、
膨
大
に
残
さ
れ
る
文
理
芸
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
財
を
カ
バ
ー
し
た
計
画
を
作
成
す
る
だ
け
の
人
員
と

体
力
を
持
つ
市
町
村
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
作
成
で
き
な
い
市
町
村
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
文
化
財
保
護

を
担
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
協
議
会
を
組
織
で
き
る
と
す
る
が
、

こ
の
協
議
会
に
は
、
当
該
地
域
と
何
の
関
わ
り
も
な
い
営
利
目
的
の
民
間
団
体
が
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
団
体

が
保
存
活
用
地
域
計
画
を
作
成
し
、
地
域
の
文
化
財
行
政
を
主
導
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
（
第
一
・
ニ
章
）
。

自
治
体
の
首
長
が
文
化
財
保
存
・
活
用
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
改
正
は
、

文
化
財
行
政
の
現
場
に
お
い
て
、
学
芸
員
を
は
じ
め
文
化
財
保
存
・
活
用
の
担
い
手
の
声
が
届
か
な
く
な
り
、
現
場
を

大
混
乱
さ
せ
か
ね
な
い
危
う
さ
を
持
っ
て
い
る
。
文
化
財
は
、
文
理
芸
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
持
つ
が
、
多
く
の
市

町
村
の
学
芸
員
の
専
門
分
野
は
、
た
と
え
ば
歴
史
・
美
術
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
る
。
必
要
な
人
材
を
配
置
す
る
た
め
の

手
当
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
で
、
総
合
的
な
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画
を
作
成
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
危
う
さ
を
持
つ
改
正
が
進
め
ら
れ
た
理
由
の
一
っ
は
、
学
芸
員
の
仕
事
や
博
物
館
・
美
術
館
な
ど
の
現
状

が
広
く
社
会
で
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
、
二

0
一
四
年
四
月
、
山
本
幸
三
地
方
創

生
大
臣
（
当
時
）
に
よ
る
「
一
番
が
ん
な
の
は
学
芸
員
。
普
通
の
観
光
マ
イ
ン
ド
が
全
く
な
い
。
こ
の
連
中
を
一
掃
し

な
い
と
」
と
、
い
う
発
言
で
あ
る
。
山
本
大
臣
の
発
言
は
、
学
芸
員
の
主
要
な
仕
事
が
文
化
財
の
保
存
・
調
査
・
展
示
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で
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
て
い
な
い
こ
と
な
ど
で
問
題
視
さ
れ
た
が
、
そ
う
い
う
理
解
は
山
本
大
臣
だ
け
の
も
の
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
学
芸
員
の
仕
事
は
、
社
会
で
認
知
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
認
識
を
ふ
ま
え
、
発
信
し
た
い
第
二
の
点
は
、
保
存
・
活
用
の
担
い
手
で
あ
る
学
芸
員
の
仕
事
や
、
文
化

財
行
政
の
現
状
に
つ
い
て
で
あ
る
（
第
三
章
）
。

学
芸
員
は
、
大
学
等
に
お
け
る
博
物
館
学
芸
員
養
成
課
程
に
お
い
て
規
定
の
単
位
を
取
得
し
て
資
格
を
得
る
。
養
成

の
充
実
の
た
め
取
得
単
位
数
は
増
え
、
大
学
も
専
任
教
員
の
確
保
・
配
置
に
努
め
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
が
、
取
得
単
位
の
増
加
に
対
応
し
、
専
任
教
員
を
確
保
で
き
る
大
学
は
多
く
な
い
。
大
学
の
授
業
に
現
職
の
学
芸
員

を
指
導
教
員
と
し
て
招
へ
い
で
き
る
が
、
公
務
員
の
場
合
、
出
講
ま
で
の
手
続
き
が
煩
雑
な
う
え
に
、
休
日
を
利
用
し

た
う
え
に
無
報
酬
と
い
っ
た
自
己
犠
牲
を
強
い
る
出
講
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
学
芸
員
は
限
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
学
芸
員
と
し
て
文
化
財
の
保
存
・
活
用
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
博
物
館
・
美
術
館
の
現
場
で
、
研
鑽

を
積
み
、
他
の
自
治
体
・
施
設
の
学
芸
員
を
は
じ
め
文
化
財
担
当
者
や
市
民
か
ら
信
頼
を
得
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

時
間
の
か
か
る
現
場
で
の
養
成
で
あ
る
が
、
ま
ち
づ
く
り
・
学
校
教
育
へ
の
支
援
等
々
、
学
芸
員
の
仕
事
は
肥
大
化
す

る
一
方
で
あ
る
。
そ
の
た
め
学
芸
員
の
重
要
な
業
務
で
あ
る
展
示
や
、
展
示
の
た
め
に
必
要
な
調
査
・
研
究
に
十
分
な

時
間
を
割
け
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
学
芸
員
は
、
研
究
職
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
。

学
芸
員
の
現
状
以
上
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
が
、
文
化
財
保
存
の
危
機
的
状
況
で
あ
る
。
文
化
財
を
活
用
す
る
に

は
、
ま
ず
保
存
し
、
未
来
に
継
承
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
劣
化
へ
の
対
応
・
修
覆
が
不
可

欠
で
あ
る
が
、
修
覆
技
術
や
資
材
の
継
承
は
危
機
的
状
況
に
あ
る
。
修
覆
の
経
費
は
、
高
額
に
な
る
こ
と
も
少
な
く
な

い
。
そ
れ
は
、
修
覆
に
は
、
高
度
な
技
術
と
、
特
別
な
資
材
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
い
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な
け
れ
ば
、
修
覆
の
経
費
も
安
価
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
ろ
う
。

文
化
財
の
活
用
と
は
、
劣
化
を
加
速
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
理
解
で
き
て
い
な
い
首
長
が
文
化
財
行
政

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
、
民
間
の
営
利
団
体
な
ど
が
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画
に
参
入
す
れ
ば
、
文
化
財
は

酷
使
さ
れ
、
や
が
て
滅
失
し
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
文
化
財
の
劣
化
を
防
ぎ
、
適
切
な
保
存
・
展
示
の
環
境
を

保
つ
必
要
が
あ
る
博
物
館
・
美
術
館
に
は
、
施
設
と
し
て
の
劣
化
が
進
ん
で
い
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。

文
化
庁
の
二

0
一
八
年
度
と
二

0
一
九
年
度
の
予
算
を
比
軟
す
る
と
、
文
化
財
等
を
活
用
し
て
地
域
の
魅
力
向
上
に

つ
な
が
る
事
業
を
展
開
・
整
備
し
、
地
域
の
活
性
化
を
も
た
ら
し
、
文
化
に
よ
る
「
国
家
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
」
の
強
化
、

「
観
光
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
」
の
飛
躍
的
持
続
的
拡
充
を
図
る
た
め
の
予
算
は
、
陣
物
館
等
の
活
動
の
充
実
の
た
め
の
予
算

が
減
額
さ
れ
る
な
か
、
突
出
し
て
増
額
さ
れ
て
い
る
（
第
一
章
）
。

現
状
を
ふ
ま
え
な
い
「
養
成
の
充
実
」
策
が
施
さ
れ
、
学
芸
員
の
職
場
環
境
な
ど
を
改
善
す
る
た
め
の
手
当
は
な
さ

れ
な
い
ま
ま
、
文
化
財
を
守
り
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画
な
ど
を
作
成
し
て
、
そ
の
経
費
は
自

分
た
ち
で
稼
ぎ
な
さ
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
文
化
財
も
ぬ
く
ぬ
く
と
し
た
環
境
で
大
切
に
守
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
身
を
粉
に
し
て
稼
ぎ
な
さ
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

文
化
庁
は
、
改
正
に
当
た
っ
て
、
過
疎
化
・
少
子
高
齢
化
等
に
よ
る
文
化
財
継
承
の
担
い
手
の
不
在
、
開
発
・
災
害

等
に
よ
る
滅
失
や
散
逸
等
、
文
化
財
が
危
機
的
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
、
と
す
る
。
こ
の
認
識
は
、
わ
た
し
た
ち
も
共

有
し
て
い
る
が
、
「
文
化
財
で
稼
ぐ
」
こ
と
が
国
家
戦
略
と
な
り
、
危
機
的
状
況
の
打
開
策
が
経
済
振
興
策
と
し
て
進

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
保
存
よ
り
も
稼
ぐ
た
め
の
活
用
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
が
大
い
に
懸
念
さ
れ
る
。

で
は
、
経
済
振
興
に
よ
ら
な
い
文
化
財
の
保
存
・
活
用
の
道
は
な
い
の
か
。
地
域
の
文
化
財
を
、
住
民
が
参
画
し
て
、

7
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未
来
に
継
承
す
る
に
は
、
ど
う
い
う
営
み
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

発
信
し
た
い
第
三
の
点
は
、
文
化
財
を
未
来
に
継
承
す
る
た
め
に
歴
史
系
博
物
館
が
で
き
る
こ
と
と
、
二
つ
の
実
践

例
を
通
じ
て
、
地
域
の
文
化
財
の
保
存
・
活
用
の
主
役
は
住
民
で
あ
る
が
、
そ
う
な
る
た
め
に
は
長
い
時
間
を
要
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
第
二
•
四
・
五
章
）
。

少
子
高
齢
化
が
進
む
地
域
社
会
に
お
い
て
住
民
が
生
き
続
け
て
い
く
上
で
、
文
献
史
料
、
人
々
の
記
憶
•
生
活
や
生

産
に
関
わ
る
も
の
な
ど
地
域
社
会
で
共
有
す
べ
き
記
憶
・
記
録
は
、
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
然
災
害
に
見
舞
わ

れ
た
人
び
と
が
、
災
害
前
の
生
活
を
取
り
戻
そ
う
と
努
力
す
る
と
き
、
写
真
ア
ル
バ
ム
や
日
記
、
手
紙
な
ど
の
個
人
や

家
の
記
憶
が
精
神
的
さ
さ
え
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
観
光
客
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ

け
が
文
化
財
な
の
で
は
な
い
。
個
人
の
ア
ル
バ
ム
や
日
記
な
ど
も
立
派
な
文
化
財
で
あ
る
。
日
本
の
博
物
館
で
も
っ
と

も
多
い
歴
史
系
博
物
館
に
は
、
こ
う
し
た
文
化
財
の
把
握
・
保
存
と
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
地
域
の
歴
史
を
展
示
で
示
す

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
地
域
が
人
間
の
生
き
る
場
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
必
要
な
営
み
で
あ
る
（
第
二
章
）
。

し
か
し
、
日
本
中
に
博
物
館
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
学
芸
員
は
い
な
い
。
専
門
家
を
招
く
お
金
も
な
い
。
な
ら
ば

住
民
を
育
て
よ
う
。
島
根
県
大
田
市
の
世
界
遺
産
「
石
見
銀
山
遺
跡
と
そ
の
文
化
的
景
観
」
の
構
成
資
産
で
あ
る
重
要

文
化
財
熊
谷
家
住
宅
は
、
家
財
調
査
で
目
覚
め
た
地
元
の
主
婦
が
、
資
格
の
な
い
「
学
芸
員
」
に
育
っ
た
現
場
で
あ
る
。

最
初
は
、
粗
大
ご
み
に
な
っ
て
い
た
家
財
の
掃
除
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
夏
の
暑
さ
も
、
冬
の
寒
さ
も
厭
わ
ず
、
黙
々

と
寸
法
・
材
質
・
用
途
を
調
べ
る
作
業
を
続
け
、
そ
の
成
果
を
住
民
の
前
で
発
表
し
、
熊
谷
家
住
宅
の
運
営
に
取
り
組

む
な
か
で
、
調
べ
る
こ
と
、
人
に
伝
え
る
こ
と
の
面
白
さ
を
知
っ
た
主
婦
た
ち
は
、
い
つ
し
か
地
域
の
文
化
財
保
存
・

活
用
の
担
い
手
に
育
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
学
芸
員
の
よ
う
に
課
程
に
則
っ
て
養
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
面
白
が
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る
う
ち
に
、
家
事
で
培
っ
た
能
力
が
、
文
化
財
保
存
・
活
用
の
担
い
手
と
し
て
開
花
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
主
婦
の
能

力
を
巧
み
に
引
き
出
し
た
の
が
、
日
本
家
具
室
内
意
匠
史
•
生
活
史
研
究
者
の
小
泉
和
子
氏
で
あ
る
。
そ
し
て
、
市
の

担
当
者
も
、
協
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
学
芸
員
と
は
少
々
趣
が
違
う
の
で
「
家
の
女
た
ち
」
と
名
付
け
ら
れ
た
地
域

の
文
化
財
保
存
・
活
用
の
担
い
手
は
、
住
民
・
研
究
者
・
行
政
の
担
当
者
が
タ
ッ
グ
を
組
む
こ
と
で
誕
生
し
た
の
で
あ

る
（
第
四
章
）
。

い
ま
石
見
銀
山
遺
跡
は
、
世
界
遺
産
登
録
当
初
の
賑
わ
い
を
失
っ
た
が
、
「
家
の
女
た
ち
」
は
元
気
で
あ
る
。
活
動
の

現
場
を
、
熊
谷
家
住
宅
か
ら
地
域
内
の
武
家
住
宅
、
そ
し
て
他
機
関
と
の
連
携
へ
と
広
げ
て
い
る
。
「
家
の
女
た
ち
」
が

誕
生
す
る
よ
う
な
文
化
財
の
保
存
・
活
用
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

住
民
・
研
究
者
・
行
政
の
担
当
者
が
協
力
し
、
人
を
育
て
て
い
る
現
場
は
、
兵
庫
県
尼
崎
市
に
も
あ
る
。
現
場
は
一

九
七
五
年
に
設
立
さ
れ
た
市
立
地
域
研
究
史
料
館
。
博
物
館
・
美
術
館
で
は
な
く
、
地
域
の
歴
史
に
関
す
る
文
書
・
記

録
類
、
歴
史
的
公
文
書
を
保
存
・
公
開
す
る
文
書
館
で
あ
る
。
文
化
財
と
言
っ
て
も
、
所
蔵
品
は
地
味
な
文
献
史
料
や
、

写
真
・
チ
ラ
シ
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
職
員
の
多
く
は
、
歴
史
学
を
学
ん
だ
研
究
者
で
は
あ
る
が
、
学
芸
員
で
は
な
い
。

設
立
の
目
的
は
、
「
地
域
の
歴
史
を
住
民
の
も
の
に
、
歴
史
学
を
市
民
の
も
の
に
」
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
開
館
か

ら
一
五
年
ほ
ど
は
、
そ
の
目
的
を
ほ
と
ん
ど
果
た
せ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
歴
史
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
市
民
に
、
ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
の
歴
史
学
の
方
法
・
成
果
を
助
言
・
指
導
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
地

域
の
歴
史
は
住
民
の
も
の
に
な
ら
な
い
こ
と
に
気
付
い
た
職
員
は
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
重
視
し
、
多
種
多
様
な
市
民
の

歴
史
へ
の
関
心
に
向
き
合
う
こ
と
に
し
た
。
こ
の
地
道
な
活
動
を
続
け
た
こ
と
で
、
市
民
も
、
職
員
も
育
て
、
育
て
ら

れ
、
地
域
の
文
化
財
の
保
存
・
活
用
の
担
い
手
と
な
る
住
民
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
職
員
も
、
ま
ち
づ
く
り
な

，
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ど
に
協
力
す
る
た
め
の
ス
キ
ル
を
向
上
さ
せ
た
。
そ
れ
は
、
職
員
↓
市
民
の
還
元
型
か
ら
、
職
員
札
市
民
と
い
う
循
環

型
活
用
へ
の
転
換
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
現
場
に
、
職
員
以
外
の
研
究
者
も
加
わ
る
こ
と
で
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の

歴
史
学
と
、
市
民
の
歴
史
学
の
融
合
が
始
ま
っ
て
い
る
。
集
客
で
き
る
文
化
財
を
も
た
な
い
研
究
史
料
館
の
活
動
は
、

経
済
振
興
を
も
た
ら
さ
な
い
が
、
研
究
史
料
館
は
、
い
ま
確
実
に
、
尼
崎
市
民
の
財
産
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
尼
崎
市

も
、
四

0
年
以
上
か
け
て
、
市
民
と
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
独
自
の
専
門
家
を
育
て
た
の
で
あ
る
（
第
五
章
）
。

自
治
体
史
編
纂
で
、
た
く
さ
ん
の
古
文
書
が
活
用
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
後
、
滅
失
・
散
逸
し
た
例
が
多
く
あ
る
。
そ

れ
は
、
所
蔵
者
・
住
民
不
在
の
活
用
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画
の
作
成
等
で
は
、
「
住
民

の
意
見
の
反
映
に
努
め
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
熊
谷
家
住
宅
や
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
の
例
か
ら
知
ら
れ
る

よ
う
に
、
住
民
が
文
化
財
の
保
存
・
活
用
に
意
見
を
述
べ
、
ま
た
そ
の
担
い
手
に
な
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
地
域

の
住
民
に
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
行
政
の
担
当
者
、
場
所
、
そ
し
て
長
い
時
間
を
必
要
と
す
る
が
、
今
回
の
文
化
財

保
護
法
の
改
正
に
は
、
そ
の
覚
悟
が
み
え
な
い
。
手
当
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
住
民
不
在
の
文
化
財
の
活
用
は
、
一
時

的
な
経
済
振
興
を
も
た
ら
し
た
と
し
て
も
、
文
化
財
の
滅
失
・
散
逸
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
書
は
、
博
物
館
と
文
化
財
の
危
機
を
脱
す
る
た
め
の
解
決
策
を
提
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
博
物
館
と
文
化
財
が

危
機
に
あ
る
現
状
認
識
を
共
有
し
、
問
題
提
起
を
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果
を
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
危
機
は
、
多
く
の
博
物
館
・
美
術
館
関
係
者
や
研
究
者
に
は
共
有
さ
れ
て
い
よ
う
が
、
こ
の

共
有
の
輪
を
市
民
に
も
広
げ
る
必
要
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
文
化
財
を
活
用
し
て
、
地
域
が
賑
わ
っ
て

く
れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
行
政
や
市
民
の
声
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。
し
か
し
、
即
効
性
あ
る
賑
わ
い
を
期
待
す
る
経
済

振
興
の
た
め
の
文
化
財
の
活
用
は
、
滅
失
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
ほ
ど
文
化
財
を
劣
化
さ
せ
る
。
文
化
財
を
保
存
し
、
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未
来
へ
継
承
す
る
こ
と
を
優
先
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
や
る
べ
き
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
（
第
二
•
―
―
―
•
四
・
五
章
）
。

「
文
化
財
で
稼
ぐ
」
が
経
済
振
興
を
目
的
と
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
と
な
っ
た
が
（
第
一
章
）
、
そ
こ
に
は
政
治
性
も

備
わ
っ
て
い
る
。
発
信
し
た
い
第
四
の
点
は
、
文
化
財
に
付
与
さ
れ
る
政
治
性
で
あ
る
（
第
六
章
）
。

近
代
に
入
っ
て
文
化
財
保
護
が
国
家
戦
略
と
し
て
展
開
す
る
の
は
、
立
憲
制
に
向
け
て
、
文
化
財
・
美
術
・
歴
史
と

い
っ
た
固
有
の
「
伝
統
文
化
」
が
「
一
等
国
」
に
は
不
可
欠
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
文
化
財
や
美
術
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
表
象
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
天
皇
制
の
維
持
と
関
わ
っ
て
、
秘
匿
さ
れ
た
皇
室
財
産
系
文
化
財
が
、
国
民

に
開
か
れ
た
文
化
財
よ
り
も
優
位
と
み
な
す
構
造
が
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
。

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
後
、
文
化
財
の
戦
後
改
革
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
後
方
に
退
い
た
感
が
あ
っ
た
こ
う
し
た

文
化
財
が
も
つ
政
治
性
は
、
近
年
再
び
表
出
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
も
っ
と
も
わ
か
り
や
す
い
例
が
世
界
遺

産
で
あ
る
。
世
界
遺
産
は
、
国
民
国
家
が
自
国
・
自
民
族
の
優
越
さ
を
競
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
表
現
で
あ
る
が
、
い

ま
、
国
・
地
域
を
挙
げ
て
世
界
遺
産
の
候
補
を
発
掘
し
、
政
治
的
思
惑
に
よ
っ
て
推
薦
順
位
が
決
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
歴
史
の
真
正
性
よ
り
も
、
神
話
や
物
語
が
優
先
さ
れ
る
日
本
遺
産
は
、
神
話
と
史
実
を
峻
別
し
、
史
実
を
重
視

す
る
歴
史
学
の
戦
後
改
革
の
積
み
重
ね
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
い
ま
そ
れ
が
世
界
遺
産
で
も
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
史
実
で
は
な
い
「
仁
徳
天
皇
陵
古
墳
」
の
呼
称
で
世
界
遺
産
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

博
物
館
と
文
化
財
の
危
機
を
考
え
る
に
は
、
「
文
化
財
で
稼
ぐ
」
が
、
こ
う
し
た
政
治
性
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る

こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

科
学
で
は
、
デ
ー
タ
の
ね
つ
造
や
改
ざ
ん
は
厳
し
い
非
難
に
さ
ら
さ
れ
る
。
し
か
し
、
い
ま
文
化
財
に
物
語
や
神
話

を
付
与
し
て
も
、
史
実
で
な
く
て
も
、
「
文
化
財
で
稼
ぐ
」
た
め
で
あ
れ
ば
日
本
や
地
域
を
代
表
す
る
遺
産
と
な
り
う
る
。
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遺
産
と
い
う
お
墨
付
き
を
得
た
こ
と
で
、
史
実
よ
り
も
、
そ
れ
を
支
持
す
る
行
政
・
市
民
の
声
は
大
き
く
な
り
、
文
化

財
保
存
活
用
地
域
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
が
加
速
す
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。
い
ま
、
「
史
実
」
を
重
ん
じ

る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
歴
史
学
は
、
危
機
に
あ
る
。
そ
し
て
、
歴
史
で
は
負
の
側
面
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
が

（
第
ニ
・
六
章
）
、
文
化
財
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
発
揚
の
手
段
と
化
し
た
と
き
、
負
の
側
面
は
消
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

文
化
・
芸
術
、
文
化
財
は
、
稼
ぐ
た
め
の
資
源
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
先
ん
じ
て
知
的
財
産
を
生
み
出
し
、
稼
ぐ
資
源

と
さ
れ
た
国
立
大
学
は
、
文
化
・
芸
術
、
文
化
財
の
ミ
ラ
イ
で
あ
る
（
第
一
章
）
。
そ
し
て
、
文
化
・
芸
術
、
文
化
財
の

い
ま
は
、
国
民
の
ミ
ラ
イ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
民
は
、
基
礎
体
力
が
な
く
て
も
稼
ぎ
続
け
、
稼
が
な
け
れ
ば
保
護
さ

れ
な
い
と
い
う
ミ
ラ
イ
で
あ
る
。
博
物
館
・
美
術
館
、
そ
し
て
文
化
財
の
危
機
は
、
他
人
事
で
は
な
い
。

末
筆
な
が
ら
執
筆
者
を
代
表
し
て
、
人
文
書
院
の
井
上
裕
美
さ
ん
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
井
上
さ
ん
か
ら
は
、
本

書
が
読
者
に
活
用
さ
れ
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
ご
提
案
と
、
博
物
館
と
文
化
財
の
危
機
を
も
た
ら
し
た
現
状
を
め
ぐ
る

意
義
深
い
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
井
上
さ
ん
は
、
執
筆
者
以
外
で
、
こ
の
危
機
感
を
共
有
で
き
た
一
人
で
す
。

ま
た
、
本
書
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
は
、
二

0
一
九
年
度
京
都
大
学
総
長
裁
量
経
費
「
文
理
芸
融
合
の
た
め
の
人
的
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
形
成
」
か
ら
助
成
を
戴
い
た
こ
と
に
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

―1
0
二
0
年
一
月

岩

城

卓

二
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