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﹇
海
の
こ
と
ば
、
陽
の
こ
と
ば
﹈

海
の
眺
望
は
美
し
い
ば
か
り
で
は
な
い
。
深
く
自
在
な
変
貌
を
拡
げ
る
。

そ
の
繊
細
な
メ
タ
モ
ル
こ
そ
が
魅
力
的
な
の
だ
。
心
癒
す
、
静
謐
を
見
せ
、

と
き
に
暴
力
的
に
世
界
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
。
ま
こ
と
に
悩
ま
し
い
が
そ
れ
こ

そ
が
美
の
根
幹
だ
。
海
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
繋
ぎ
、
あ
る
ゆ
る
も
の
を
遠
ざ
け
る
。

倉くら
も
と
し
ゅ
う

本

修

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル  

 

東
京
生
ま
れ
、
75
年
以
降
6
千
余
冊
の
単
行
本
を
装
幀
。

88
年
、
装
幀
事
務
所
を
設
立
。
造
本
装
幀
コ
ン
ク
ー
ル
文

芸
部
門
な
ど
で
多
数
受
賞
。
独
ラ
イ
プ
チ
ヒ
﹇
世
界
で
最

も
美
し
い
本
展
﹈
な
ど
招
待
出
品
。
作
品
集
『
ミ
シ
ョ
ー

魔
法
の
国
に
て
』『
一
本
の
指
も
ま
た
立
っ
て
い
る
』

『Brim
 over again

』『
美
し
い
動
物
園
』『
芸
術
の
ル
ー

ル
』
な
ど
。



巻頭言

1

私
は
二
〇
一
四
年
一
〇
月
か
ら
二
〇
一
六
年
三
月
ま
で
総
合
人
間
学
部
長
・
大

学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
長
を
務
め
た
。
定
年
後
国
際
高
等
教
育
院
に
雇
用
さ

れ
、
二
〇
二
一
年
三
月
に
退
職
し
た
。
研
究
科
長
に
な
る
前
に
半
年
ほ
ど
副
研
究

科
長
を
し
て
い
た
の
で
、
振
り
返
る
と
七
年
ほ
ど
続
け
て
管
理
業
務
に
携
わ
っ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
は
当
初
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
。

研
究
科
長
に
選
出
さ
れ
る
人
は
、
そ
れ
以
前
に
諸
委
員
会
の
委
員
長
等
を
務
め

る
の
が
ふ
つ
う
だ
。
管
理
業
務
の
経
験
を
十
分
積
ん
だ
人
に
研
究
科
長
の
重
責
を

担
っ
て
も
ら
お
う
。
教
授
会
で
の
選
挙
結
果
を
長
年
見
て
い
る
と
、
そ
の
よ
う
な

教
授
会
構
成
員
の
意
思
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
と
て
も
合
理
的
な
判
断

だ
と
思
う
。
こ
の
判
断
基
準
に
照
ら
す
と
、
私
自
身
は
選
出
の
条
件
を
ま
っ
た
く

満
た
し
て
い
な
か
っ
た
。
委
員
会
の
委
員
長
を
し
た
経
験
は
皆
無
で
あ
っ
た
し
、

学
部
や
研
究
科
の
仕
組
み
に
つ
い
て
の
知
識
も
乏
し
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
管
理
業

務
に
伴
う
書
類
仕
事
が
大
の
苦
手
だ
っ
た
。
自
分
が
管
理
職
に
就
く
こ
と
な
ど
想

像
す
ら
す
る
こ
と
な
く
教
員
生
活
を
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
予
想
に
反
し

て
白
羽
の
矢
が
立
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
管
理
業
務
の
年
月
が
始
ま

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
文
字
ど
お
り
意
外
な
展
開
だ
っ
た
。

管
理
業
務
未
経
験
の
ま
ま
研
究
科
長
に
就
任
し
た
私
は
、
管
理
業
務
に
関
す
る

熟
達
を
さ
ほ
ど
問
わ
れ
な
い
仕
事
を
自
分
の
任
期
中
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
し
よ
う

と
考
え
た
。
そ
れ
が
学
部
、
研
究
科
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
問
題
だ
っ
た
。
一
九

九
〇
年
代
前
半
に
人
間
・
環
境
学
研
究
科
（
以
下
人
環
）、
総
合
人
間
学
部
（
以

下
総
人
）
が
設
立
さ
れ
て
か
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
語

ら
れ
、
実
践
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
よ
く
知
っ
て
い
た
の
だ
が
、
得
心
の
い
く
答

え
に
出
会
っ
た
感
じ
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
大
学
院
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

分
野
で
の
専
門
家
を
育
て
る
組
織
と
い
う
こ
と
で
あ
る
程
度
了
解
で
き
る
の
だ
が
、

学
部
の
場
合
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
総
人
と
は
何
か
、
総
人
は
四
年
間
で
い
っ
た

い
ど
の
よ
う
な
学
生
を
育
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
こ
う
い
う
根
本
的
な
問
い

が
宙
吊
り
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
ず
っ
と
し
て
い
た
。
実
際
、
学
生
た
ち
と

少
し
突
っ
込
ん
だ
話
を
す
る
と
、
必
ず
こ
こ
ぞ
と
ば
か
り
こ
う
し
た
問
い
と
い
う

か
不
満
が
噴
出
す
る
の
だ
っ
た
。

総
人
で
は
多
様
な
分
野
の
専
門
家
か
ら
成
る
教
員
集
団
が
教
育
に
あ
た
っ
て
い

る
。
個
々
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
見
れ
ば
ま
ち
が
い
な
く
質
の
高
い
教
育
が
行
わ
れ

て
い
る
の
だ
が
、
学
生
た
ち
が
求
め
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
を
束
ね
る
学
部
教
育

全
体
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
だ
。
多
様
な
分
野
の
教
育
全
体
を
い
っ
た
い
ど
の
よ
う

な
言
葉
で
括
っ
た
ら
よ
い
の
か
。
こ
れ
は
な
か
な
か
の
難
問
だ
。
最
終
的
な
解
に

は
行
き
着
き
そ
う
に
な
い
が
、
少
し
歩
を
進
め
る
く
ら
い
な
ら
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。
そ
う
考
え
た
私
は
、
学
部
創
設
以
来
の
先
人
た
ち
の
努
力
を
参
照
し
な
が

ら
、
教
養
教
育
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
は
ど
う
か
と
思
い
つ
い
た
。

私
の
理
解
で
は
、
教
養
教
育
と
は
、
学
術
の
専
門
家
で
あ
る
教
員
と
学
生
と
の

間
に
あ
る
知
的
な
落
差
を
動
力
と
し
て
展
開
す
る
教
育
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
知
的
落
差
は
、
学
生
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
学
術
の
圧
倒
的
な
面
白
さ
と
し
て

経
験
さ
れ
る
。
ま
っ
た
く
考
え
も
し
な
か
っ
た
世
界
が
自
分
の
目
の
前
に
広
が
る
。

こ
の
驚
き
、
こ
の
尽
き
ざ
る
興
味
が
、
教
養
教
育
の
中
心
で
あ
る
。
人
環
の
教
員

は
、
全
員
教
養
教
育
の
担
当
者
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
得
難
い
資
源
を
学
部
教
育
を

束
ね
る
理
念
と
し
て
活
か
さ
な
い
手
は
な
い
。
こ
う
し
た
発
想
か
ら
、
研
究
科
長

在
任
中
に
い
く
つ
か
の
具
体
的
な
提
案
を
し
た
。
い
ず
れ
も
教
養
教
育
と
い
う
理

念
か
ら
導
出
さ
れ
た
新
た
な
仕
組
み
の
提
案
で
あ
っ
た
。
提
案
内
容
の
中
に
は
、

そ
の
後
学
部
や
大
学
院
で
制
度
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
も
あ
る
と
聞
く
。
私
個

人
に
と
っ
て
は
大
変
あ
り
が
た
い
話
だ
が
、
肝
心
な
の
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
問

題
で
あ
る
。
総
人
や
人
環
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
ぜ

ひ
検
討
を
重
ね
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

意
外
な
展
開
の
は
じ
ま
り

高
橋　

由
典

Y
oshinori T

A
K

A
H

A
SH

I

［
京
都
大
学
名
誉
教
授
］
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対
談　

佐
野
宏
×
萩
生
翔
大

対　　談

司
会　

細
見
和
之

質
疑
応
答
参
加　

土
屋
徹
・
菅
利
恵
・
池
田
寛
子
・
小
林
哲
也

細
見　

研
究
科
の
公
開
講
座
と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
そ
れ
ぞ

れ
講
演
さ
れ
て
い
る
佐
野
宏
先
生
と
萩
生
翔
大
先
生
の
お
二
人

に
、
こ
こ
で
は
対
談
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の
対
談
の
あ

と
で
、
土
屋
先
生
、
菅
先
生
、
池
田
先
生
、
小
林
先
生
か
ら
質

問
な
り
、
感
想
な
り
を
出
し
て
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ

て
も
議
論
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
佐
野
先
生
と
萩

生
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

●
宇
宙
と
人
間
の
筋
肉

佐
野　

ま
ず
私
の
ほ
う
か
ら
お
尋
ね
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
宇

宙
環
境
に
適
応
す
る
身
体
と
い
う
中
で
、
少
し
気
に
な
っ
て
い

る
こ
と
で
す
が
、
宇
宙
の
中
に
行
く
と
人
間
の
筋
肉
の
働
き
が

変
化
す
る
こ
と
に
な
る
ん
で
す
か
。

萩
生　

そ
う
で
す
。
地
球
の
環
境
で
は
重
力
の
影
響
に
よ
り
体

が
重
さ
を
持
ち
ま
す
の
で
、
筋
を
働
か
せ
て
そ
の
重
さ
に
対
し

て
常
に
抵
抗
力
を
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と
を
行
っ
て
い
ま
す
。

で
す
の
で
、
こ
う
し
て
座
っ
て
い
る
時
も
、
立
っ
て
い
る
時
も

常
に
力
を
出
し
て
い
る
状
態
で
す
が
、
宇
宙
に
行
く
と
そ
の
力

を
継
続
的
に
出
す
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
抵
抗
力
を
出

し
て
い
る
筋
が
使
わ
れ
ず
、
萎
縮
し
て
い
き
ま
す
。
地
上
だ
と
、

例
え
ば
病
気
に
な
っ
て
病
院
で
寝
た
き
り
の
状
態
で
す
。
そ
う

い
う
こ
と
が
宇
宙
で
は
常
に
起
こ
り
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
も
う
一
つ
は
、
例
え
ば
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
目
の
前

に
あ
る
飲
み
物
を
取
っ
た
り
す
る
場
合
、
地
球
で
の
動
き
方
と

は
や
は
り
違
い
ま
す
。
宇
宙
で
真
っ
す
ぐ
前
に
手
を
伸
ば
そ
う

と
思
っ
た
ら
、
お
そ
ら
く
手
は
斜
め
上
方
向
に
動
い
て
し
ま
い

ま
す
。
そ
れ
は
地
上
で
は
手
を
真
っ
す
ぐ
伸
ば
し
た
時
に
、
手

の
重
さ
に
よ
っ
て
下
に
手
が
落
ち
る
こ
と
を
脳
が
理
解
し
た
上

で
手
を
動
か
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
点
で
は
、
ど
の
よ
う

に
筋
を
制
御
す
る
の
か
と
い
う
面
も
、
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

佐
野　

結
局
、
人
間
は
こ
の
環
境
の
中
で
脳
が
記
憶
す
る
動
き

を
常
に
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
か
ね
。

萩
生　

ま
さ
に
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
人
の
運
動

は
、
環
境
と
必
ず
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
目
の

前
の
コ
ッ
プ
を
摑
む
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
運
動
で
も
、
目
か

ら
入
っ
て
き
た
コ
ッ
プ
の
情
報
が
環
境
情
報
と
な
っ
て
、
そ
れ

に
向
か
っ
て
ど
う
運
動
す
る
か
と
い
う
運
動
の
指
令
を
脳
が
出

力
し
ま
す
。
感
覚
情
報
と
運
動
指
令
の
変
換
と
い
う
作
業
を
脳

が
常
に
や
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
運
動
を
制
御
す
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

佐
野　

た
と
え
ば
宇
宙
空
間
に
出
る
と
、
も
と
も
と
重
力
１
の

状
態
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
の
で
、
つ
い
脳
が
パ
ニ
ッ
ク
を
起
こ

し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
よ
ね
。
変
換
し
て
制
御
で
き
る
と
い
う

点
で
は
、
や
っ
ぱ
り
人
間
の
身
体
に
蔵
さ
れ
て
い
る
シ
ス
テ
ム

と
い
う
か
、
能
力
の
問
題
だ
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

萩
生　

環
境
に
常
に
適
応
す
る
、
運
動
学
習
能
力
と
言
わ
れ
て

い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
人
の
運
動
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
能

力
で
、
実
際
、
先
生
が
今
日
、
朝
起
き
ら
れ
て
、
大
学
に
来
ら

れ
る
中
で
も
必
ず
運
動
学
習
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
分
か
り
や

す
い
例
と
し
て
、
例
え
ば
使
い
慣
れ
た
パ
ソ
コ
ン
の
操
作
だ
と

問
題
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
他
の
方
の
パ
ソ
コ
ン
で
マ
ウ
ス
を

動
か
し
た
際
に
画
面
上
の
矢
印
カ
ー
ソ
ル
が
進
み
過
ぎ
て
し

ま
っ
た
り
、
逆
に
あ
ま
り
進
ま
な
か
っ
た
り
と
い
う
こ
と
を
経

験
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
何
度
も
使
っ

て
い
る
と
迷
い
な
く
動
か
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
が
ま
さ
に
運
動
学
習
で
、
目
で
見
た
矢
印

カ
ー
ソ
ル
の
感
覚
情
報
と
そ
れ
を
ど
う
動
か
す
か
と
い
う
運
動

指
令
の
変
換
が
上
手
く
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
こ

う
し
た
小
さ
い
運
動
学
習
が
、
日
常
的
に
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
宇
宙
で
起
こ
る
運
動
学
習
も
重
力
に
関
す
る
感
覚
情
報

と
運
動
の
出
力
と
の
変
換
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
で
、
ベ
ー
ス

の
考
え
方
は
一
緒
で
す
が
、
圧
倒
的
に
違
う
な
と
私
が
感
じ
て

い
る
の
は
、
視
覚
と
運
動
の
関
係
性
の
変
換
は
地
球
環
境
で
日

常
的
に
起
こ
り
得
る
こ
と
で
あ
っ
て
脳
が
想
定
し
て
い
る
こ
と

「宇宙、万葉集、言霊」

佐野　宏 萩生　翔大

Hiroshi SANO
人間・環境学研究科教授
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Shota HAGIO
人間・環境学研究科講師
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で
あ
る
一
方
で
、
急
激
に
重
力
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
を
脳
は

ま
っ
た
く
想
定
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

佐
野　

そ
う
で
す
ね
。

萩
生　

そ
れ
が
起
こ
っ
た
時
に
何
が
生
じ
る
の
か
、
運
動
の
制

御
な
ど
身
体
の
基
礎
的
な
能
力
が
ど
う
変
わ
っ
て
い
く
の
か
と

い
う
と
こ
ろ
が
宇
宙
研
究
の
面
白
い
と
こ
ろ
か
と
思
い
ま
す
。

ま
っ
た
く
予
想
で
き
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
魅
力
が
あ
り
ま
す
。

●
重
力
と
身
体

佐
野　

わ
れ
わ
れ
が
普
段
重
力
の
あ
る
生
活
を
し
て
い
る
と
、

当
た
り
前
の
よ
う
に
、
生
ま
れ
て
か
ら
い
ま
に
至
る
ま
で
の
経

験
の
蓄
積
が
あ
る
わ
け
で
す
け
ど
も
、
こ
れ
は
人
間
の
本
来
の

持
っ
て
い
る
能
力
、
環
境
に
適
応
す
る
と
い
う
内
在
的
な
能
力

と
し
て
そ
う
な
っ
て
い
て
、
仮
に
重
力
が
〇
・
五
だ
っ
た
ら

〇
・
五
の
生
活
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
。

萩
生　

１
Ｇ
と
い
う
重
力
が
少
し
増
え
た
り
減
っ
た
り
し
た
だ

け
で
、
今
の
生
活
と
か
、
体
の
構
造
と
か
も
お
そ
ら
く
変
わ
っ

て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
今
、
私
た
ち
ヒ
ト
の
身
体
は

地
上
に
対
し
て
鉛
直
方
向
に
真
っ
す
ぐ
伸
び
た
構
造
を
し
て
い

ま
す
が
、
お
そ
ら
く
重
力
が
大
き
く
な
る
と
、
い
ま
の
構
造
だ

と
負
荷
が
か
か
り
過
ぎ
る
の
で
、
二
本
の
足
で
立
つ
の
で
は
な

く
、
四
足
動
物
の
よ
う
に
4
つ
の
足
で
力
を
分
散
さ
せ
る
構
造

の
方
が
適
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
生
活
や
文
化

に
ま
で
影
響
し
ま
す
。
本
当
に
こ
の
１
Ｇ
と
い
う
の
は
絶
妙
な

重
力
だ
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。

佐
野　

細
胞
が
耐
え
ら
れ
る
重
力
と
い
う
こ
と
に
関
わ
っ
て
重

力
１
Ｇ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
形
に
一
番
適
し
て
い
る
環
境

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
か
。

萩
生　

そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

佐
野　

そ
こ
で
私
の
問
題
と
も
少
し
関
わ
っ
て
き
ま
す
が
、
環

境
と
身
体
、
人
間
と
い
う
関
係
で
い
く
と
、
文
学
の
世
界
で
す

と
、
言
語
と
そ
の
場
、
表
現
と
理
解
の
場
が
あ
り
ま
す
。
学
生

な
ん
か
が
言
う
「
空
気
を
読
む
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、

「
空
気
」
と
い
う
の
は
一
種
の
文
脈
で
す
ね
、
そ
の
文
脈
に
合

わ
せ
た
語
彙
の
選
択
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
結
局
そ
の
場
に
合

わ
せ
て
語
彙
が
選
ば
れ
て
い
く
。
そ
れ
に
慣
れ
て
き
ま
す
と
、

結
局
コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
予
測
で
こ
れ
を
言
っ
た
ら
こ
う
だ
と

い
う
連
想
が
働
い
て
し
ま
う
。
一
種
学
習
が
な
さ
れ
て
、
そ
の

環
境
で
だ
け
使
え
る
語
彙
と
い
う
も
の
が
形
成
さ
れ
て
く
る
。

枕
詞
な
ん
か
す
ご
く
特
徴
的
で
、
普
通
、
高
校
の
授
業
だ
と
和

歌
に
し
か
使
い
ま
せ
ん
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
古
い
と

こ
ろ
だ
と
散
文
の
中
の
普
通
の
地
の
文
に
も
枕
詞
が
出
て
く
る
、

も
と
も
と
は
あ
る
言
葉
を
引
き
出
す
た
め
の
美
称
形
容
詞
み
た

い
な
も
の
で
す
か
ら
。
と
こ
ろ
が
だ
ん
だ
ん
和
歌
専
用
語
彙
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
、
和
歌
以
外
で
は
使
え
な
く
な
っ
て
い
っ
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
こ
れ
な
ん
か
は
結
局
環

境
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
こ
に
飼
い
慣
ら
さ
れ
て

し
ま
っ
た
結
果
、
ほ
か
に
は
適
用
で
き
な
い
も
の
に
な
っ
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
が
現
象
と
し
て
あ
る
。
こ
れ
も
や
っ
ぱ
り
環

境
が
牽
引
し
て
し
ま
っ
て
、
環
境
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
ら
れ
て

い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
、
歴
史
的
に
見
る
と
結
構
た
く

さ
ん
出
て
く
る
。

そ
こ
で
僕
な
ん
か
先
生
の
話
を
伺
っ
て
い
て
気
に
な
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
言
語
の
場
合
は
日
常
会
話
の
中
で

言
語
が
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
て
、
こ
れ
も
ま
た
親
か
ら
教
え
て
も

ら
う
以
外
に
学
習
の
方
法
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
最
終
的

に
は
歌
で
使
う
も
の
、
散
文
で
使
う
も
の
、
あ
る
い
は
法
律
で

使
う
も
の
と
分
か
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
、
日
本
語

の
場
以
外
の
日
本
語
は
存
在
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
環
境

の
内
に
あ
っ
て
は
で
す
ね
。
外
国
に
行
け
ば
話
は
別
な
の
で
す

け
れ
ど
も
、
日
本
語
の
中
に
あ
る
限
り
は
、
日
本
語
と
い
う
の

が
そ
の
全
て
で
、
そ
の
場
を
作
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
気
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
宇
宙
空
間
と
い
う
０
Ｇ
の

世
界
で
、
宇
宙
空
間
が
好
む
身
体
と
い
う
の
は
形
を
想
像
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
１
Ｇ
の
世
界
の
変
化

形
と
し
て
重
力
が
小
さ
い
と
こ
ろ
だ
と
こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ

る
と
い
う
こ
と
は
分
か
る
ん
で
す
け
ど
、
宇
宙
空
間
の
重
力
が

な
い
世
界
で
、
そ
の
身
体
の
形
、
姿
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も

の
が
最
も
理
想
的
か
と
問
わ
れ
た
ら
な
ん
と
お
答
え
に
な
る
で

し
ょ
う
。

萩
生　

ま
っ
た
く
重
力
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
環
境
で
す
か
。

月
な
ど
は
地
上
の
６
分
の
１
程
度
の
少
し
重
力
の
あ
る
環
境
で

す
が
、
ま
っ
た
く
な
い
環
境
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
な
る

と
、
今
こ
の
地
上
で
は
、
重
力
に
よ
っ
て
上
か
下
か
ど
ち
ら
か

が
分
か
る
と
い
う
、
絶
対
的
な
位
置
関
係
が
あ
る
の
で
、
真
っ

す
ぐ
体
が
鉛
直
方
向
に
伸
び
て
い
っ
て
、
そ
こ
か
ら
手
足
が
出

て
い
っ
て
い
る
構
造
が
合
理
的
だ
と
は
思
い
ま
す
が
、
宇
宙
に

行
く
と
そ
う
い
う
絶
対
的
な
指
標
が
な
く
な
っ
て
、
全
て
自
分

中
心
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
ど
ち
ら
の
方
向
に
も
手
を
伸
ば

し
や
す
い
し
、
ど
ち
ら
の
方
向
に
も
足
を
伸
ば
し
や
す
い
。
足

も
お
そ
ら
く
歩
行
と
し
て
の
機
能
が
必
要
な
い
の
で
、
手
の
よ

う
に
色
々
な
も
の
を
掴
む
こ
と
が
で
き
た
り
と
い
っ
た
、
そ
う

い
う
よ
う
に
適
応
し
て
い
く
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

佐
野　

と
い
う
こ
と
は
、
球
体
の
よ
う
な
も
の
で
、
手
が
い
っ

ぱ
い
あ
る
よ
う
な
形
な
ん
で
す
か
。

萩
生　

手
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
制
御
が
難
し
く
な
る
の
で
、
そ

う
い
う
意
味
で
は
今
の
手
の
数
は
巧
緻
な
作
業
を
す
る
上
で
最

適
化
さ
れ
た
も
の
か
な
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
で
も

や
は
り
、
手
を
伸
ば
し
に
く
い
方
向
と
か
、
あ
と
は
、
見
に
く

い
方
向
が
あ
り
ま
す
ね
。
自
分
の
前
し
か
見
え
な
い
の
で
…
…
。

０
Ｇ
だ
と
お
そ
ら
く
、
動
き
や
す
い
方
向
と
か
、
そ
う
い
う
も

の
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
し
て
い
ま
す
。

●
運
動
記
憶
と
運
動
学
習

佐
野　

私
な
ん
か
は
重
力
の
な
い
世
界
に
は
そ
も
そ
も
生
物
は

存
在
し
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
逆
に
思
っ
て
し
ま
う
。
重

力
が
あ
る
か
ら
皆
集
ま
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
重

力
の
な
い
世
界
は
集
ま
り
よ
う
が
な
い
か
ら
、
結
局
宇
宙
空
間

に
生
物
が
い
な
い
と
い
う
の
は
、
重
力
が
な
い
か
ら
な
の
か
な

と
ち
ょ
っ
と
思
っ
て
み
た
ん
で
す
ね
。
宇
宙
空
間
の
中
で
体
を

維
持
し
て
い
く
と
い
う
の
は
今
後
大
き
な
問
題
に
な
る
と
思
う

ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
は
地
球
環
境
の
延
長
線
上
に
あ
る
０
Ｇ
空
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間
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

萩
生　

そ
う
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

佐
野　

そ
の
中
で
人
体
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
動
く
か
、
ど
う
い

う
ふ
う
な
変
化
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
ん

だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
の
そ
の
、
宇
宙
へ
行

き
っ
き
り
じ
ゃ
な
く
て
、
宇
宙
へ
行
っ
た
り
地
球
へ
戻
っ
て
来

た
り
す
る
と
な
っ
て
く
る
と
、
や
っ
ぱ
り
脳
も
賢
く
な
っ
て
き

て
、
こ
の
時
は
こ
う
す
る
と
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
て
い
っ
て
し
ま

う
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
よ
ね
。

萩
生　

記
憶
と
、
先
ほ
ど
先
生
が
文
脈
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
関

わ
っ
て
き
ま
す
。
環
境
と
か
文
脈
は
運
動
の
記
憶
に
大
き
く
関

係
し
て
い
ま
す
。
環
境
の
入
力
と
運
動
の
出
力
と
の
関
係
性
を

運
動
記
憶
と
し
て
学
習
す
る
と
い
う
お
話
を
先
ほ
ど
し
ま
し
た

が
、
運
動
記
憶
と
い
う
の
は
脳
の
中
に
あ
る
記
憶
の
箱
に
入
れ

る
と
い
う
、
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
私
た
ち
は
捉
え
る
の
で
す

が
、
一
つ
の
箱
に
は
一
つ
の
記
憶
し
か
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
ん
で
す
。

佐
野　

そ
う
な
ん
で
す
か
。

萩
生　

じ
ゃ
あ
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
色
々
な
こ
と
を
私
た
ち

は
覚
え
ら
れ
る
の
か
。
違
う
箱
を
使
う
に
は
、
文
脈
を
変
え
る

と
い
う
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、
バ
ス
ケ
ッ

ト
ボ
ー
ル
で
リ
ン
グ
に
シ
ュ
ー
ト
す
る
際
に
、
ま
っ
た
く
同
じ

姿
勢
で
周
り
に
い
る
人
も
同
じ
で
、
同
じ
体
育
館
で
と
い
う
具

合
に
、
厳
密
に
周
囲
の
環
境
が
統
制
さ
れ
て
い
た
ら
、
使
え
る

箱
は
一
つ
で
す
。
箱
の
中
に
は
運
動
の
記
憶
を
一
つ
し
か
保
存

で
き
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
環
境
が
変
わ
っ
た
り
、
自
分
の

手
の
動
か
し
方
が
若
干
変
わ
っ
た
り
す
る
だ
け
で
記
憶
の
箱
を

増
や
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
や
っ
て
色
々
な
動
き
を
し
た
り
、

色
々
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
運
動
を
覚
え
た
り
と
い
う

こ
と
が
、
た
く
さ
ん
運
動
を
覚
え
る
と
い
う
こ
と
に
繋
が
っ
て

い
る
。
宇
宙
で
覚
え
た
運
動
と
い
う
の
は
宇
宙
と
い
う
文
脈
の

中
の
記
憶
の
箱
に
入
れ
ら
れ
、
地
球
で
覚
え
た
運
動
と
い
う
の

は
地
球
と
い
う
文
脈
の
中
で
箱
に
入
れ
ら
れ
ま
す
の
で
、
そ
う

い
う
意
味
で
は
、
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
、
宇
宙
で
は
宇
宙
の

箱
か
ら
記
憶
を
引
き
出
し
、
地
球
で
は
地
球
の
箱
か
ら
記
憶
を

引
き
出
す
と
い
う
こ
と
が
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。

佐
野　

も
う
い
ま
は
自
由
に
な
り
ま
し
た
が
、
海
外
で
生
活
し

て
き
た
人
が
昔
は
数
が
少
な
か
っ
た
わ
け
で
、
そ
う
い
う
人
は

違
う
世
界
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
感

じ
に
な
る
ん
で
す
ね
。

萩
生　

ま
さ
に
そ
う
で
す
。

佐
野　

そ
う
い
う
こ
と
は
、
遺
伝
的
に
後
世
に
は
繋
が
ら
な
い

ん
で
す
か
。

萩
生　

そ
の
情
報
で
す
か
。

佐
野　

え
え
。

萩
生　

基
本
的
に
は
覚
え
た
記
憶
自
体
は
伝
わ
ら
な
い
と
は
思

い
ま
す
。
た
だ
、
記
憶
が
脳
に
保
存
さ
れ
る
の
は
実
際
に
箱
が

あ
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
脳
内
の
神
経
細
胞
の
集
団
に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
に
記
憶
が
上
手
く
組
み
込
ま
れ

て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
作
り
方
と
か
、
構

造
な
ど
に
関
連
し
て
、
何
ら
か
の
情
報
が
伝
わ
る
可
能
性
は
あ

る
か
と
思
い
ま
す
。

佐
野　

あ
あ
、
な
る
ほ
ど
。
と
い
う
こ
と
は
、
宇
宙
時
代
に

な
っ
て
き
て
、
複
数
人
の
人
が
宇
宙
に
行
く
よ
う
に
な
っ
て
、

そ
う
い
う
記
憶
を
持
っ
て
帰
っ
て
く
る
と
し
て
、
長
い
ス
パ
ン

で
見
る
と
進
化
が
違
う
形
に
な
っ
て
い
く
可
能
性
は
あ
る
。

萩
生　

そ
の
可
能
性
は
あ
り
ま
す
。

佐
野　

逆
に
重
力
が
大
き
く
な
っ
た
場
合
の
変
化
の
可
能
性
は

な
い
ん
で
す
か
。
重
力
の
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
の
計
測
器
が

あ
っ
て
、
重
力
の
強
い
場
所
、
要
す
る
に
密
度
の
大
き
い
場
所

と
、
密
度
の
小
さ
い
場
所
で
は
重
力
の
違
い
が
あ
る
ん
だ
と
、

昔
、
地
学
で
習
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
違
い
と
い
う
の
は

そ
れ
ほ
ど
大
き
な
変
化
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
か
。
重
力
の
高

い
地
域
に
お
住
い
の
人
と
、
重
力
の
軽
い
地
域
に
お
住
ま
い
の

方
で
、
な
ん
か
性
格
と
か
人
間
性
に
変
わ
り
が
あ
る
の
か
ど
う

か
、
そ
ん
な
の
な
い
で
す
か
。

萩
生　

人
間
性
に
ま
で
大
き
な
影
響
が
出
て
く
る
か
は
分
か
ら

な
い
で
す
が
、
運
動
の
制
御
自
体
は
変
わ
り
ま
す
ね
。

佐
野　

あ
あ
、
そ
う
で
す
か
。

萩
生　

は
い
。
や
は
り
例
え
ば
ボ
ー
ル
を
投
げ
る
運
動
一
つ
に

し
て
も
、
今
、
地
上
で
ボ
ー
ル
を
投
げ
て
い
る
よ
う
な
形
で
宇

宙
で
運
動
す
る
と
、
ボ
ー
ル
は
上
の
方
向
に
進
ん
で
い
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
ボ
ー
ル
が
下
に
落
ち
る
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
て

投
げ
ま
す
の
で
。
そ
う
い
う
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
脳
は
計
算
し

て
い
る
の
で
、
重
力
の
環
境
が
少
し
違
う
だ
け
で
、
そ
の
辺
り

の
記
憶
と
い
う
の
は
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
も
し
重
力
場
に
地
域

差
が
あ
る
と
し
た
ら
、
運
動
制
御
に
地
域
差
が
あ
る
と
は
思
い

ま
す
。

佐
野　

じ
ゃ
あ
重
力
の
大
き
い
と
こ
ろ
で
練
習
し
て
い
る
や
つ

は
球
が
上
に
い
っ
て
し
ま
う
し
、
重
力
の
小
さ
い
と
こ
ろ
で
練

習
し
て
い
る
子
は
み
ん
な
バ
ウ
ン
ド
し
ち
ゃ
う
可
能
性
が
あ
る

わ
け
で
す
ね
。

ヒトは、視覚や前庭覚（頭部の回転や傾き、重⼒などを知覚）・固有感覚（関節の動き
などを知覚）といった感覚器から常に身体と環境の情報を得ている。こうした感覚情報
に基づき、筋を働かせて必要な運動を作り出すための知識を獲得しているため、思い通
りに運動することができる。地球と重⼒の異なる宇宙環境で運動するためには、地球で
獲得した知識を更新する必要がある。
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萩
生　

宇
宙
飛
行
士
の
方
が
よ
く
言
わ
れ
る
の
が
、
宇
宙
か
ら

地
球
に
帰
っ
て
き
て
し
ば
ら
く
し
た
後
も
、
階
段
を
上
っ
た
り

と
か
、
障
害
物
を
ま
た
い
だ
り
と
い
う
運
動
に
す
ご
く
違
和
感

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
の
足
が
ど
れ
く
ら
い
の
重
さ

だ
か
ら
、
ど
れ
く
ら
い
の
力
で
足
を
挙
げ
な
い
と
い
け
な
い
と

か
、
重
力
が
変
化
す
る
と
、
そ
の
辺
り
の
関
係
性
が
変
わ
っ
て

き
ま
す
。

●
止
っ
て
い
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
例

佐
野　

な
る
ほ
ど
。
そ
れ
っ
て
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
が
止
ま
っ
て

い
る
時
に
そ
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
が
動
い
て
ゆ
く
と
想
定
し
て

し
ま
う
感
覚
で
す
よ
ね
。

萩
生　

近
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

佐
野　

階
段
と
は
角
度
が
ち
ょ
っ
と
違
う
の
で
、
普
段
動
い
て

い
る
感
覚
で
い
く
と
、
な
ん
か
同
じ
階
段
な
の
に
違
う
気
が
し

て
、
う
ま
く
上
が
れ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
う
ち
に
上
が
り

き
っ
ち
ゃ
っ
た
り
、
降
り
き
っ
ち
ゃ
っ
た
り
が
あ
り
ま
す
け
れ

ど
、
あ
の
違
和
感
が
た
ぶ
ん
よ
く
似
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

そ
う
い
う
環
境
に
適
応
し
た
運
動
の
仕
方
に
慣
れ
て
い
る
。

萩
生　

そ
う
で
す
ね
。

佐
野　

単
に
段
差
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
結
局
シ
チ
ュ
エ
ー

シ
ョ
ン
と
し
て
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
に
乗
る
と
い
う
文
脈
が
あ
る

か
ら
脳
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
体
を
制
御
し
て
い
こ
う
と
す
る
の

に
、
止
ま
っ
て
い
る
と
、
突
然
困
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

萩
生　

そ
こ
に
は
も
う
一
つ
大
事
な
運
動
の
能
力
が
関
与
し
て

い
ま
す
。
予
測
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

佐
野　

予
測
ね
。

萩
生　

私
た
ち
は
外
界
の
情
報
を
常
に
予
測
し
て
運
動
し
て
い

ま
す
。
例
え
ば
、
宅
配
便
の
業
者
の
方
に
家
の
前
で
重
い
荷
物

を
ぱ
っ
と
渡
さ
れ
た
ら
お
そ
ら
く
手
が
下
に
一
瞬
ス
ト
ン
と
下

が
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
た
と
え
荷
物
を
受
け
取
る
準
備
が
で
き

て
い
た
と
し
て
も
、
相
手
の
運
動
を
正
確
に
予
測
で
き
な
か
っ

た
か
ら
で
す
。
で
も
、
た
と
え
ば
重
た
い
辞
書
を
自
分
の
右
手

か
ら
左
手
に
載
せ
る
と
、
左
手
は
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
下
が
ら

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
自
分
が
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
運

動
し
て
、
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
辞
書
が
置
か
れ
る
の
か
を
予
測

で
き
る
か
ら
で
す
。
同
じ
よ
う
な
例
に
く
す
ぐ
り
が
あ
り
ま
す
。

他
人
に
く
す
ぐ
ら
れ
る
と
す
ご
く
く
す
ぐ
っ
た
い
と
感
じ
ま
す

が
、
自
分
で
く
す
ぐ
る
と
感
じ
な
い
。
こ
れ
も
ま
っ
た
く
同
じ

で
、
自
分
の
動
き
は
予
測
で
き
る
の
で
、
く
す
ぐ
っ
た
い
と
い

う
感
覚
は
む
し
ろ
減
ら
さ
れ
ま
す
。
逆
に
予
測
で
き
な
い
と
ど

う
い
う
状
況
が
来
る
か
分
か
ら
な
い
の
で
、
自
分
で
く
す
ぐ
る

時
よ
り
も
感
覚
が
す
ご
く
敏
感
に
な
る
。
そ
う
い
う
予
測
と
い

う
能
力
で
い
ろ
ん
な
状
況
も
説
明
で
き
た
り
し
て
、
さ
っ
き
の

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
例
も
そ
う
で
す
。
停
止
し
て
い
る
エ
ス
カ

レ
ー
タ
ー
を
階
段
の
よ
う
に
降
り
た
と
し
て
も
、
最
後
な
ん
か

ち
ょ
っ
と
つ
ま
ず
い
た
み
た
い
な
感
じ
に
な
る
。

佐
野　

あ
あ
、
そ
う
そ
う
。

萩
生　

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
に
乗
っ
た
状
態
を
背
景
と
し
て
、
エ

ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
記
憶
が
出
て
く
る
。
分
か
っ
て
い
て
も
、
そ

れ
を
ベ
ー
ス
に
脳
は
予
測
し
ち
ゃ
う
の
で
、
不
意
に
つ
ま
ず
い

て
し
ま
う
。
意
図
し
な
い
行
動
が
出
て
く
る
と
い
う
あ
た
り
が
、

運
動
の
す
ご
く
面
白
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

佐
野　

そ
う
す
る
と
僕
た
ち
は
日
常
生
活
を
予
測
だ
ら
け
の
運

動
で
生
き
て
い
る
ん
で
す
か
。

萩
生　

ま
さ
に
そ
う
で
す
。

佐
野　

と
い
う
こ
と
は
、
予
測
し
て
運
動
と
い
う
の
を
学
習
し

て
い
く
の
で
、
場
面
場
面
の
記
憶
は
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
ん

で
す
か
、
こ
の
状
況
だ
っ
た
ら
こ
う
だ
と
い
う
よ
う
に
。

萩
生　

そ
う
で
す
。
文
脈
と
記
憶
の
箱
が
セ
ッ
ト
で
す
。

佐
野　

記
憶
セ
ッ
ト
と
し
て
予
測
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。

●
脳
に
よ
る
予
測
の
修
正

萩
生　

実
は
脳
と
い
う
の
は
予
測
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
と

き
に
運
動
を
変
え
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
具
体
的
に
言
う
と
、

例
え
ば
転
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
次
は
転
ば
な
い
よ
う
運
動
を
修

正
す
る
必
要
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
も
し
脳
が
転
ぶ
と
い
う

こ
と
を
予
測
し
て
い
て
そ
の
結
果
転
ん
だ
の
だ
と
し
た
ら
、
運

動
の
修
正
は
起
こ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
野
球
で
ボ
ー
ル
を
投

げ
て
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
ミ
ッ
ト
か
ら
右
に
逸
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ

れ
が
予
測
し
て
い
な
か
っ
た
結
果
と
し
て
逸
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、

逸
れ
な
い
よ
う
に
感
覚
と
運
動
の
関
係
性
を
修
正
し
ま
す
が
、

脳
が
逸
れ
る
こ
と
を
予
測
し
て
い
た
場
合
は
、
運
動
の
修
正
は

起
こ
り
ま
せ
ん
。
脳
の
予
測
と
い
う
の
は
本
当
に
大
事
な
機
能

で
、
こ
う
い
う
状
況
が
起
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
分
か
っ
て
い

る
意
識
的
な
予
測
と
は
ま
た
違
う
次
元
に
あ
り
ま
す
。
潜
在
下

で
起
き
て
い
る
こ
と
な
の
で
、
そ
こ
が
す
ご
く
面
白
い
で
す
ね
。

佐
野　

じ
ゃ
あ
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
悪
い
ピ
ッ
チ
ャ
ー
は
や
っ

ぱ
り
予
測
が
悪
い
ん
で
す
ね
。

萩
生　

ま
さ
に
そ
う
で
す
ね
。

佐
野　

非
常
に
経
験
的
に
よ
く
分
か
る
話
で
す
ね
。
な
る
ほ
ど

な
あ
。
予
測
だ
ら
け
な
の
か
。
そ
う
す
る
と
、
脳
の
予
測
が

あ
っ
て
、
経
験
し
な
が
ら
予
測
に
合
わ
せ
て
体
が
動
い
て
い
く

わ
け
で
す
ね
。
宇
宙
空
間
に
行
く
と
予
測
が
不
可
能
だ
か
ら
、

ど
う
し
て
も
混
乱
し
て
し
ま
っ
て
、
そ
こ
で
修
正
を
行
お
う
と

す
る
。
と
こ
ろ
が
修
正
す
る
に
も
ま
っ
た
く
抵
抗
が
な
か
っ
た

ら
、
そ
の
部
分
の
能
力
は
衰
え
て
い
っ
て
し
ま
う
。
僕
、
こ
こ

が
気
に
な
る
ん
で
す
け
ど
、
使
わ
な
か
っ
た
ら
休
ん
で
い
る
だ

け
な
ん
だ
か
ら
、
衰
え
る
必
要
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
ど
う

し
て
衰
え
て
い
く
の
で
す
か
。

萩
生　

基
本
的
に
体
と
い
う
の
は
常
に
一
定
の
状
態
で
は
な
く

て
、
代
謝
し
て
変
わ
っ
て
い
ま
す
の
で
、
例
え
ば
筋
に
し
て
も
、

使
わ
な
か
っ
た
ら
合
成
と
分
解
の
バ
ラ
ン
ス
が
変
わ
る
こ
と
で

萎
縮
し
衰
え
て
い
き
ま
す
。
寝
た
き
り
に
な
っ
て
歩
か
な
く

な
っ
た
り
す
る
場
合
も
そ
う
で
す
。
加
齢
に
よ
る
筋
の
萎
縮
も
、

高
齢
者
に
な
る
か
ら
筋
が
衰
え
る
と
い
う
要
因
だ
け
で
は
な
く
、

や
は
り
年
々
使
わ
な
く
な
る
か
ら
萎
縮
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
記
憶
の
面
で
も
、
使
わ
な
い
と
少
し
ず
つ
忘
れ
て

い
っ
て
し
ま
う
運
動
の
記
憶
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
忘
れ
る
こ

と
で
次
の
新
し
い
記
憶
が
入
っ
て
き
や
す
か
っ
た
り
、
い
ろ
ん

な
状
況
に
適
応
で
き
る
状
態
を
作
れ
る
と
い
う
側
面
も
あ
り
ま

す
。
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佐
野　

な
る
ほ
ど
。
使
わ
な
い
と
消
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
と

環
境
の
中
の
体
と
い
う
在
り
方
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
環
境
が
身

体
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
か
ね
。

萩
生　

そ
う
で
す
ね
。

佐
野　

元
々
一
〇
〇
の
能
力
の
う
ち
の
二
〇
し
か
使
っ
て
い
な

い
ん
だ
と
い
う
議
論
で
は
な
く
て
、
環
境
が
必
要
な
二
〇
を
生

み
出
し
て
い
く
よ
う
に
働
き
か
け
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
な

ん
で
す
か
ね
。

萩
生　

本
当
に
環
境
が
全
て
の
要
因
で
あ
る
、
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

佐
野　

と
い
う
こ
と
は
、
ず
っ
と
ま
ん
べ
ん
な
く
体
を
動
か
し

て
い
る
人
は
、
年
を
と
っ
て
も
身
体
能
力
の
衰
え
も
少
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

萩
生　

ま
さ
に
そ
の
通
り
で
す
。

●
宇
宙
研
究
の
未
来

佐
野　

使
わ
な
い
と
だ
め
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
非
常
に
よ
く

分
か
り
ま
し
た
。
宇
宙
時
代
、
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る

中
で
の
脳
と
体
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
宇
宙
と
い
う
環
境
の
デ
ー

タ
を
目
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
総
体
的
に
よ
く
分
か
る

と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

萩
生　

そ
う
で
す
ね
。

佐
野　

と
こ
ろ
で
宇
宙
飛
行
士
の
人
に
具
体
的
に
何
を
聞
く
ん

で
す
か
。

萩
生　

聞
く
と
い
っ
て
も
実
験
を
通
じ
て
で
す
ね
。

佐
野　

ど
う
い
う
実
験
を
す
る
ん
で
す
か
。

萩
生　

い
ま
主
に
や
っ
て
い
る
の
は
、
見
た
目
で
は
分
か
ら
な

い
運
動
制
御
の
情
報
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
歩
き
方
や
立

ち
方
が
ど
う
変
わ
る
と
か
、
そ
う
い
う
情
報
と
い
う
よ
り
、
脳

が
ど
う
や
っ
て
そ
れ
ら
の
運
動
を
生
み
出
し
て
い
る
の
か
、
そ

の
部
分
に
迫
り
た
い
な
と
い
う
思
い
で
測
定
し
て
い
ま
す
。
運

動
中
に
脳
を
パ
ッ
と
開
け
て
中
を
見
る
こ
と
は
な
か
な
か
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
ま
ず
比
較
的
簡
便
な
方
法
と
し
て
、
皮
膚
表
面

に
電
極
を
貼
っ
て
そ
の
下
に
あ
る
筋
の
活
動
を
計
測
し
ま
す
。

一
つ
の
筋
だ
け
で
は
な
く
て
、
複
数
の
筋
の
活
動
、
足
や
体
幹

周
り
な
ど
、
運
動
中
に
い
ろ
い
ろ
計
測
し
て
い
き
ま
す
。
そ
こ

か
ら
そ
の
信
号
を
分
析
す
る
こ
と
で
解
析
的
に
脳
が
ど
う
や
っ

て
運
動
を
生
み
出
し
て
い
る
の
か
を
推
定
し
、
そ
の
過
程
が
宇

宙
に
行
く
と
ど
う
変
わ
る
の
か
を
調
べ
て
い
ま
す
。

佐
野　

な
る
ほ
ど
。
そ
れ
で
将
来
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
て
い
く
ん
で
す
か
。

萩
生　

将
来
的
に
は
宇
宙
に
行
っ
た
り
地
球
に
戻
っ
た
り
と
い

う
行
き
来
が
起
こ
っ
た
り
し
ま
す
ね
。
例
え
ば
、
月
面
開
発
や

火
星
進
出
計
画
と
か
に
な
る
と
宇
宙
飛
行
士
も
何
年
と
い
う
ス

パ
ン
で
宇
宙
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
火
星
に
は
火

星
の
重
力
環
境
が
あ
っ
て
、
月
に
は
月
の
重
力
環
境
が
あ
り
ま

す
の
で
、
宇
宙
飛
行
士
は
様
々
な
重
力
環
境
で
運
動
制
御
を
変

え
な
が
ら
運
動
し
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
状
況
が
起
き
て
き

ま
す
。
今
は
ま
ず
は
現
象
と
し
て
、
地
球
で
は
ど
の
よ
う
に
運

動
を
生
み
出
し
て
い
て
、
宇
宙
で
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
変
わ

る
の
か
と
い
う
情
報
を
、
実
験
を
通
し
て
集
め
て
い
ま
す
。
宇

宙
に
行
く
前
に
運
動
記
憶
を
事
前
に
地
球
で
作
っ
た
り
で
き
れ

ば
、
宇
宙
で
適
応
す
る
期
間
が
短
く
な
り
ま
す
の
で
、
月
に
着

い
た
瞬
間
に
作
業
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
か
、
そ
う
い
う
と

こ
ろ
に
繋
が
れ
ば
と
い
う
思
い
で
研
究
を
し
て
い
ま
す
。

佐
野　

僕
は
さ
っ
き
の
お
年
寄
り
の
話
で
い
う
と
、
遊
園
地
の

「
び
っ
く
り
ハ
ウ
ス
」
っ
て
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
あ
れ
の

場
合
、
最
初
か
ら
傾
い
て
い
る
け
ど
真
っ
す
ぐ
に
な
っ
て
い
る

か
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
あ
あ
い
う
い
ま
ま
で
予
測
で
き
な

い
よ
う
な
環
境
に
身
を
置
く
と
、
た
と
え
ば
認
知
症
患
者
の
能

力
の
改
善
に
も
繋
が
る
可
能
性
が
あ
っ
た
り
し
ま
せ
ん
か
。

萩
生　

今
実
施
し
て
い
る
宇
宙
飛
行
士
を
対
象
と
し
た
研
究
は
、

地
上
の
高
齢
者
と
か
、
疾
患
が
あ
る
方
と
か
、
色
々
な
と
こ
ろ

に
応
用
可
能
で
す
。
例
え
ば
高
齢
者
に
な
っ
て
、
こ
う
い
う
ふ

う
に
機
能
が
衰
え
て
き
ま
す
よ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
程
度
予
測

で
き
れ
ば
、
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
衰
え
を
予
防
す
る
運
動
の

仕
方
や
知
識
を
提
供
し
た
り
、
あ
と
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
で
幅
広
く
応
用
で
き
る
研
究
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

佐
野　

分
か
り
ま
し
た
。
貴
重
な
お
話
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

●
言
語
世
界
と
現
実
世
界

細
見　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
は
、

主
に
萩
生
先
生
に
対
し
て
佐
野
先
生
が
質
問
し
て
い
た
だ
く
形

の
進
行
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
ど
う
で
し
ょ
う
、
萩
生
先
生
の

ほ
う
か
ら
、
何
か
佐
野
先
生
の
ほ
う
に
質
問
な
り
意
見
な
り
を

出
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
も
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
。

萩
生　

佐
野
先
生
の
お
話
し
を
お
聞
き
し
て
一
番
共
通
す
る
な

と
思
っ
た
と
こ
ろ
が
、
現
実
世
界
と
言
語
世
界
の
存
在
に
関
し

て
で
す
。
言
語
世
界
と
い
う
の
は
抽
象
的
な
世
界
と
い
う
よ
う

な
イ
メ
ー
ジ
で
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

脳は、身体にある膨⼤な数の筋を、いくつかの筋のまとまりを単位として働かせること
で、運動の制御を簡略化していると考えられている。こうした筋のまとまりとして表現
された運動の知識は、筋シナジーと呼ばれている。宇宙⾶⾏⼠を対象とした運動や筋活
動（脳から筋への指令を反映）の測定を通して、宇宙滞在前後の筋シナジーの変化を定
量することで、脳が宇宙環境にどのように運動を適応させるのかを明らかにするための
研究を実施している。
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佐
野　

言
語
世
界
は
本
当
に
抽
象
的
な
も
の
で
、
現
実
世
界
に

対
し
て
は
裏
面
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
す
ね
。
脳
の
中
に
あ
る

も
の
で
す
。

萩
生　

現
実
世
界
で
の
事
象
を
、
言
語
世
界
を
通
し
て
時
間
を

超
え
て
伝
え
て
い
く
。
そ
し
て
時
が
た
つ
と
そ
の
言
葉
か
ら
ま

た
現
実
世
界
を
引
き
出
し
て
く
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
ね
。

佐
野　

は
い
、
そ
の
と
お
り
で
す
。

萩
生　

そ
れ
っ
て
ま
さ
に
人
が
運
動
で
や
っ
て
い
る
こ
と
と
す

ご
く
似
て
い
る
な
と
思
い
ま
し
た
。

佐
野　

そ
う
で
す
か
。

萩
生　

実
際
さ
っ
き
の
記
憶
な
ん
か
も
、
具
体
的
に
は
脳
内
の

神
経
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
符
号
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
け
ど
、

記
憶
の
箱
な
ん
て
い
う
考
え
方
は
本
当
に
抽
象
的
な
も
の
で
、

そ
れ
を
い
つ
で
も
引
き
出
せ
る
よ
う
な
関
係
と
い
う
の
は
な
ん

だ
か
す
ご
く
共
通
し
て
い
る
な
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
あ

と
、
言
語
世
界
に
出
来
事
が
凍
結
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な

表
現
を
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
凍
結
さ
れ
た
も
の
は
凍

結
さ
れ
て
い
る
の
で
、
他
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
変
わ
ら
な
い

と
い
う
考
え
方
で
し
ょ
う
か
。

佐
野　

そ
う
で
す
ね
。
ア
イ
ヌ
の
ユ
ー
カ
ラ
（
叙
事
詩
）
の
よ

う
に
宗
教
的
に
守
ら
れ
て
い
る
も
の
も
ほ
か
に
あ
り
ま
す
け
れ

ど
、
基
本
的
に
は
あ
る
定
式
を
持
っ
た
形
が
テ
キ
ス
ト
と
し
て

保
存
さ
れ
て
い
て
、
雨
ご
い
す
る
と
き
に
は
こ
の
文
言
で
も
っ

て
神
に
祈
る
と
雨
が
降
る
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
あ

る
種
呪
術
的
な
も
の
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

そ
う
い
う
言
葉
の
世
界
と
現
実
世
界
を
ど
う
も
昔
の
人
は
等
価

値
的
で
、
い
わ
ば
写
像
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る

ん
で
す
ね
。
現
実
世
界
が
失
わ
れ
た
あ
と
も
言
語
世
界
の
も
の

を
口
に
す
る
と
そ
れ
が
現
実
世
界
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
く
る
と

い
う
発
想
を
ど
う
も
持
っ
て
い
る
ら
し
く
て
、
そ
れ
が
応
用
さ

れ
る
形
で
日
本
の
文
学
の
い
ろ
ん
な
お
話
の
中
で
オ
マ
ー
ジ
ュ

だ
っ
た
り
パ
ロ
デ
ィ
ー
だ
っ
た
り
に
現
れ
る
の
で
す
ね
。
元
の

話
を
知
っ
て
い
る
人
な
ら
、
そ
れ
が
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
し
て

く
る
の
で
、
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
楽
し
い
と
い
う
話
に
な
る
ん

で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
っ
て
結
局
、
そ
の
言
葉
に
記
憶
さ
れ
て
い

る
も
の
と
現
実
の
世
界
の
も
の
と
二
層
構
造
に
な
っ
て
い
る
っ

て
こ
と
を
脳
が
ず
っ
と
知
っ
て
い
る
と
い
う
か
、
分
か
っ
て
い

る
状
態
が
あ
っ
て
、
も
の
を
そ
の
ま
ま
も
の
と
し
て
見
ず
に
、

そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
を
常
に
見
よ
う
と
す
る
。
ど
う
も
日
本

人
は
こ
う
い
う
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

漢
字
一
つ
と
っ
て
も
、
音
と
訓
が
二
種
類
あ
り
ま
す
ね
。
読
み

方
が
多
層
的
で
一
つ
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
の
さ

ま
ざ
ま
な
見
方
を
す
る
と
い
う
の
は
す
ご
く
日
本
人
に
多
い
感

じ
が
す
る
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
も
た
ぶ
ん
通
底
し
て
い
る

の
で
す
が
、
授
業
で
面
白
お
か
し
く
言
う
ん
で
す
け
れ
ど
、

「
草
生
え
る
」
っ
て
ご
存
じ
で
す
？

萩
生　

は
い
、
分
か
り
ま
す
。

佐
野　

ブ
ロ
グ
と
か
、「（
笑
）」
っ
て
い
う
と
こ
ろ
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
て
い
く
ん
で
す
け
ど
。

萩
生　

「
ｗ
」
で
す
よ
ね
。

佐
野　

「
ｗ
」
に
な
っ
て
、「
ワ
ー
ル
ド
・
ワ
イ
ド
・
ウ
ェ
ブ
」

が
流
行
っ
た
と
き
に
は
「
ｗ
ｗ
ｗ
」
に
な
っ
て
と
い
う
ふ
う
に

増
え
て
い
く
。
で
、
あ
る
時
、
い
つ
だ
っ
た
か
な
、
パ
ソ
コ
ン

通
信
か
な
ん
か
の
何
年
号
だ
っ
た
か
、
確
認
す
る
と
、「
ｗ
」

だ
っ
た
ら
偶
数
個
の
「>

」
が
あ
る
は
ず
な
ん
で
す
け
ど
、
途

中
で
奇
数
個
に
な
る
ん
で
す
よ
。
つ
ま
り
ｗ
を
押
さ
な
い
で
半

角
の
ｖ
ば
っ
か
り
押
し
た
や
つ
が
い
る
ん
で
す
け
ど
ね
、
そ
う

す
る
と
そ
れ
が
草
み
た
い
に
見
え
る
の
で
、「
草
生
え
る
」
と

か
「
大
草
原
」
だ
と
か
、
全
部
象
形
文
字
化
し
て
し
ま
っ
て
い

る
ん
で
す
ね
。

も
と
も
と
は
「
笑
う
」
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
な
ん
だ
け
ど
、

だ
ん
だ
ん
文
字
表
記
が
変
わ
っ
て
い
っ
て
、
あ
る
環
境
の
中
で

の
状
況
語
な
の
で
す
け
ど
も
、
そ
の
文
末
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
を
表

す
要
素
と
し
て
は
変
わ
ら
な
い
の
で
、
学
生
に
は
「
草
生
え

る
」
っ
て
日
本
語
史
上
最
も
長
い
終
助
詞
だ
っ
て
話
し
て
い
る

ん
で
す
。
で
も
そ
う
い
う
一
つ
の
も
の
を
複
数
に
見
る
、
写
像

し
て
い
ろ
ん
な
も
の
に
見
立
て
て
い
く
と
い
う
の
が
ど
う
も
日

本
語
の
中
で
は
す
ご
く
多
様
に
存
在
し
て
い
て
、
先
ほ
ど
の
話

で
言
う
と
、
予
測
し
ち
ゃ
う
ん
で
す
ね
。
そ
の
言
葉
が
何
を
意

味
す
る
か
と
い
う
、
コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
予
測
と
言
う
ん
で
す
け

ど
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
繋
が
っ
て
い
く
ん
だ
ろ
う
と
い

う
の
を
常
に
模
索
す
る
。

言
葉
っ
て
い
つ
も
何
か
を
引
き
寄
せ
て
き
た
り
、
何
か
と
結

び
つ
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
和

歌
だ
っ
た
り
物
語
だ
っ
た
り
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
な
る
と
、

あ
る
重
力
の
バ
イ
ア
ス
み
た
い
な
も
の
が
か
か
っ
て
し
ま
っ
て
、

そ
の
中
で
揃
お
う
と
す
る
。
自
由
運
動
が
許
さ
れ
な
く
な
っ
て

し
ま
う
の
で
、
お
ま
え
は
駄
目
だ
っ
て
排
除
さ
れ
る
も
の
も
あ

れ
ば
、
お
ま
え
は
い
い
っ
て
引
き
寄
せ
て
し
ま
う
も
の
も
あ
っ

て
、
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
言
葉
が
選
ば
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
こ

の
働
き
は
す
ご
く
て
、
僕
た
ち
は
言
語
場
と
言
う
ん
で
す
け
れ

ど
、
言
語
場
が
要
求
す
る
言
葉
の
種
類
と
い
う
の
が
常
に
存
在

し
て
い
ま
す
。
一
方
で
言
葉
自
体
は
単
独
で
置
い
て
お
く
と
勝

手
に
何
か
と
結
び
つ
こ
う
と
努
力
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
が
違
う

ん
で
す
よ
。
使
わ
な
い
と
消
失
す
る
と
い
う
よ
り
、
存
在
し
て

い
る
限
り
に
お
い
て
は
何
か
と
結
び
つ
い
て
い
こ
う
と
す
る
。

本
当
に
使
わ
な
い
と
死
語
に
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
け
ど
、
比
較

的
発
達
す
る
も
の
を
内
在
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
言
葉
の
場
合

は
あ
る
ん
で
す
。

●
互
い
の
研
究
の
共
通
点

佐
野　

今
日
お
話
を
聞
い
て
い
て
特
に
思
っ
た
の
は
、
環
境
と

い
う
か
、
場
に
よ
っ
て
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、

純
粋
に
実
体
的
な
身
体
と
か
言
葉
と
い
う
も
の
の
能
力
と
い
う

よ
り
、
も
う
少
し
場
の
影
響
、
環
境
と
の
関
係
と
い
う
の
を
考

え
な
い
と
い
け
な
い
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
僕
も
と
て

も
不
思
議
だ
っ
た
の
は
、
宇
宙
空
間
に
あ
る
と
脳
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
そ
の
も
の
が
変
更
さ
れ
て
い
く
と
い
う
の
は
、
結
局
、
わ
れ

わ
れ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
見
る
と
き
と
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
を
見
る

と
き
の
見
方
の
違
い
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

萩
生　

そ
う
で
す
ね
。

佐
野　

僕
の
子
ど
も
が
ま
だ
小
さ
い
頃
の
こ
と
で
す
が
、
私
は
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福
岡
に
い
た
の
で
す
け
れ
ど
、
東
京
に
出
張
す
る
っ
て
な
っ
た

と
き
に
、
テ
レ
ビ
で
た
ま
た
ま
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
の
番
組
が
あ
っ

て
、
東
京
タ
ワ
ー
が
倒
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
ん
で
す
。

お
父
さ
ん
こ
れ
か
ら
東
京
行
っ
て
く
る
わ
っ
て
出
か
け
よ
う
と

し
た
ら
、
息
子
が
い
ま
行
っ
た
ら
あ
か
ん
と
言
う
わ
け
で
す
よ
。

い
ま
怪
獣
が
来
て
い
る
と
い
う
話
。
い
や
、
東
京
タ
ワ
ー
の
と

こ
に
行
か
へ
ん
か
ら
っ
て
出
張
に
出
か
け
た
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
た
。
子
ど
も
に
と
っ
て
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
ド
キ
ュ
メ
ン

ト
の
区
別
が
な
い
か
ら
、
ど
ち
ら
も
同
時
進
行
し
て
い
る
。
そ

の
発
想
の
仕
方
と
、
今
日
お
話
し
に
な
っ
て
い
る
脳
と
そ
の
予

測
の
在
り
方
、
記
憶
の
箱
の
在
り
方
と
い
う
の
は
非
常
に
よ
く

似
て
い
る
。
文
脈
だ
と
か
文
体
だ
と
か
僕
た
ち
は
言
う
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
そ
の
働
き
の
中
で
ど
ん
な
ふ
う
に
結
び
つ
い
て
変

化
し
て
い
く
の
か
。
対
象
は
違
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く

追
い
か
け
て
い
る
も
の
は
同
じ
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
。

萩
生　

本
当
に
意
外
な
ほ
ど
に
共
通
点
が
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

佐
野　

最
初
は
ね
、
宇
宙
と
聞
い
た
か
ら
、
万
葉
集
と
か
古
事

記
な
ん
か
だ
と
天
地
創
造
神
話
と
い
う
の
が
あ
る
。
宇
宙
が
、

世
界
が
出
来
上
が
っ
て
く
る
。
古
事
記
の
中
で
す
ご
く
面
白
い

神
様
が
い
る
ん
で
す
。
天
地
初
め
て
發ひ

ら

け
し
と
き
と
い
う
場
面

で
、
ウ
マ
シ
ア
シ
カ
ビ
ヒ
コ
ジ
と
い
う
神
が
い
る
ん
で
す
。
こ

れ
っ
て
な
ん
の
神
様
か
分
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
け
ど
、
ど
う

も
上
下
関
係
を
決
定
し
て
い
る
。
天
が
上
に
あ
っ
て
土
が
下
に

く
る
と
い
う
の
が
常
識
の
よ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
日
本
書

紀
に
は
き
れ
い
な
も
の
が
上
に
い
っ
て
濁
っ
た
も
の
が
下
に
い

く
っ
て
書
い
て
あ
る
。
で
も
、
古
事
記
に
は
そ
う
い
う
明
確
な

規
定
が
な
い
の
で
、
ど
っ
ち
が
上
か
下
か
分
か
ら
な
い
。
ウ
マ

シ
ア
シ
カ
ビ
ヒ
コ
ジ
と
い
う
の
が
生
ま
れ
て
、
天
と
地
が
、
上

下
に
分
か
れ
る
と
い
う
文
脈
に
な
っ
て
い
た
り
し
ま
す
。
そ
ん

な
話
を
し
て
宇
宙
に
結
び
付
け
よ
う
か
な
と
思
た
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
そ
う
や
っ
て
す
り
寄
る
よ
り
は
、
ま
っ
た
く
別
次
元
で

お
話
を
し
た
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
と
思
っ
て
、
や
っ
て
み
た
ん
で

す
よ
。

で
も
、
意
外
な
ほ
ど
に
共
通
点
が
多
い
こ
と
に
気
が
付
い
て

し
ま
っ
て
、
お
互
い
に
類
推
が
届
い
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
っ

て
、
そ
れ
は
な
ん
な
の
だ
ろ
う
、
人
間
の
考
え
る
こ
と
っ
て
あ

ん
ま
り
変
わ
ら
な
い
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
た
り
も
す
る

ん
だ
け
ど
、
た
だ
、
人
間
に
関
わ
る
現
象
を
や
る
限
り
は
や
っ

ぱ
り
ど
こ
か
で
類
推
的
な
も
の
っ
て
あ
る
ん
で
す
か
ね
。
結
局
、

脳
と
身
体
と
い
う
の
と
、
脳
と
言
葉
と
い
う
の
を
や
っ
て
い

く
っ
て
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
結
果
的
に
ど
こ
か
で
類
似
性
が
あ

る
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
を
ま
ざ
ま
ざ
と
知
っ
た
、
そ
う
い
う
感

じ
が
し
ま
し
た
。
私
な
ん
か
は
言
葉
の
能
力
な
の
か
場
の
影
響

な
の
か
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

萩
生
さ
ん
の
場
合
で
い
く
と
、
脳
の
能
力
な
の
か
、
環
境
の
影

響
な
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
ね
。

萩
生　

そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
ら
の
関
係
性
が
気
に
な
り
ま
す
ね
。

佐
野　

萩
生
さ
ん
も
私
の
書
い
た
も
の
を
読
ま
れ
る
と
、
何
に

興
味
を
持
っ
て
、
何
を
探
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
お
分
か
り

い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
し
、
私
も
読
ん
で
い
て
大
変
よ
く
分

か
り
ま
し
た
。
い
や
、
な
ん
か
、
意
外
だ
っ
た
で
す
ね
。

細
見　

確
か
に
、
脳
の
機
能
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
で
し
ょ
う

し
、
非
常
に
抽
象
化
す
る
と
情
報
理
論
と
い
う
か
、
膨
大
な
数

の
情
報
を
絞
っ
て
い
く
際
の
手
続
き
の
こ
と
で
す
ね
。
理
論
の

形
と
し
て
は
同
じ
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
の
か
と
い
う
感
じ

も
し
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
編
集
委
員
の
み
な
さ
ん
か
ら
質
問

な
り
感
想
な
り
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
編
集
委
員
と
の
質
疑
応
答

土
屋　

土
屋
で
す
。
私
は
生
物
学
に
興
味
が
あ
る
の
で
そ
の
視

点
か
ら
で
、
あ
ま
り
今
回
の
お
話
の
内
容
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
か

も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
も
そ
も
人
間
自
体
が
す
ご
く
特
殊
な
存

在
な
の
か
な
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。
脳
の
機
能
と
か
、
い

ろ
い
ろ
な
も
の
を
含
め
て
、
か
な
り
変
わ
っ
た
こ
と
を
や
っ
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
体
の
仕
組
み
も
そ
う
で
す
ね
、
と
て

も
精
密
な
仕
組
み
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
複
雑
な
こ
と

を
や
っ
て
い
る
人
間
が
高
等
で
、
単
細
胞
の
バ
ク
テ
リ
ア
な
ど

を
下
等
と
言
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
バ
ク
テ
リ
ア
な
ど
の
ほ

う
が
実
は
環
境
変
化
に
強
か
っ
た
り
し
ぶ
と
か
っ
た
り
し
ま
す
。

人
間
は
酸
素
濃
度
が
少
し
変
わ
っ
て
も
生
き
て
は
ゆ
け
な
い
し
、

そ
れ
こ
そ
深
海
で
作
業
し
た
ら
、
戻
っ
た
と
き
に
は
し
ば
ら
く

は
圧
を
少
し
ず
つ
下
げ
て
慣
ら
さ
な
い
と
駄
目
だ
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
だ
か
ら
、
高
度
に
な
っ
た
が
ゆ
え
に
環
境
の
変
化
に

は
弱
く
な
っ
た
と
考
え
る
と
、
宇
宙
に
行
こ
う
と
す
る
と
き
に

は
、
人
間
は
す
ご
く
大
変
な
生
き
物
な
の
で
は
な
い
か
な
と
思

い
ま
す
。
萩
生
先
生
の
宇
宙
の
話
で
、
筋
肉
と
か
脳
の
話
を
さ

れ
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
、
宇
宙
に
行
く
と
き
に
一
番
問
題
に

な
る
の
は
寒
さ
で
は
な
く
て
放
射
線
だ
と
思
い
ま
す
。
宇
宙
で

な
ん
と
か
運
動
の
制
御
は
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
放
射
線

に
曝
さ
れ
て
は
生
き
て
ゆ
け
な
く
な
る
こ
と
が
も
う
一
つ
す
ご

く
大
き
な
壁
な
の
か
な
と
私
は
思
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
、

ど
う
で
し
ょ
う
か
。

萩
生　

先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
、
宇
宙
進
出
の
大
き
な
問
題

の
第
一
が
宇
宙
放
射
線
で
、
第
二
が
重
力
の
問
題
と
い
う
く
ら

い
、
生
命
に
か
か
わ
る
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
そ
れ
が

運
動
と
ど
う
リ
ン
ク
し
て
く
る
の
か
、
ま
だ
は
っ
き
り
と
は
分

か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

菅　

菅
と
申
し
ま
す
。
対
談
を
非
常
に
面
白
く
伺
い
ま
し
た
。

萩
生
先
生
に
ち
ょ
っ
と
聞
い
て
み
た
い
な
と
思
い
ま
し
た
の
は
、

運
動
能
力
と
か
、
そ
れ
か
ら
運
動
に
関
す
る
脳
の
働
き
が
重
力

で
大
き
く
変
わ
る
と
い
う
話
で
し
た
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
感

情
と
か
語
彙
の
選
択
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
も
宇
宙
に
行
く

と
変
わ
っ
た
り
す
る
の
か
な
と
い
う
の
が
気
に
な
り
ま
し
た
。

色
を
見
る
、
知
覚
の
感
覚
、
色
を
見
た
り
、
そ
れ
か
ら
、
き
わ

め
て
感
覚
的
な
と
こ
ろ
で
も
い
い
で
す
し
、
ま
た
感
情
が
宇
宙

に
行
く
と
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
か
、
そ
う
い
っ
た
現
象

が
い
ま
ま
で
報
告
さ
れ
た
り
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い

う
内
面
的
な
も
の
に
関
し
て
宇
宙
空
間
に
よ
っ
て
何
か
が
変

わ
っ
た
と
い
っ
た
事
例
を
ご
存
じ
で
し
た
ら
教
え
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

萩
生　

は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
は
こ
こ
で
は
私
か
ら
は
言
え
な

い
で
す
が
、
た
だ
、
感
情
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
形
成
さ
れ
る
か
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と
い
う
の
は
、
や
は
り
感
覚
か
ら
の
情
報
や
、
自
分
が
運
動
を

通
し
て
ど
う
外
界
に
働
き
か
け
る
か
と
い
っ
た
こ
と
が
ベ
ー
ス

に
な
っ
て
き
ま
す
の
で
、
運
動
が
変
わ
る
と
感
情
が
変
わ
る
と

い
う
、
そ
う
い
う
関
係
性
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

細
見　

た
と
え
ば
南
極
大
陸
の
基
地
で
ず
っ
と
い
る
と
き
の
人

間
関
係
に
お
け
る
難
し
さ
と
較
べ
て
、
宇
宙
空
間
に
な
っ
た
と

き
に
根
本
的
に
違
う
こ
と
が
起
き
る
の
か
と
か
、
そ
う
い
っ
た

こ
と
も
な
か
な
か
面
白
い
問
題
で
す
ね
。

池
田　

池
田
で
す
。
最
後
ま
で
楽
し
く
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
言
葉
の
作
り
出
す
宇
宙
と
、
は
る
か
か
な
た
の
宇
宙
と

い
う
の
が
響
き
あ
う
感
じ
が
し
て
、
文
学
が
私
の
専
門
な
ん
で

す
け
れ
ど
、
と
て
も
興
味
深
く
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
質
問
で
す
が
、
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
通
し
て
、

宇
宙
に
行
く
体
験
も
こ
の
地
上
で
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
そ
の
時
に
宇
宙
を
体
験
し
た
と
い
う
気
持
ち
を
抱
か

せ
る
た
め
に
は
何
が
欠
か
せ
な
い
か
と
い
う
の
を
、
萩
生
先
生

に
ち
ょ
っ
と
お
聞
き
し
て
み
た
い
ん
で
す
。

萩
生　

今
の
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
技
術
は
視
覚
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
変
え
る
こ
と
が
主
で
す
が
、
た
だ
、
重
力
を
知
覚

し
て
い
る
セ
ン
サ
ー
が
耳
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
セ
ン
サ
ー
が

視
覚
系
と
リ
ン
ク
し
て
い
た
り
、
さ
ら
に
、
体
の
重
さ
を
感
じ

る
セ
ン
サ
ー
も
視
覚
系
と
リ
ン
ク
し
て
い
た
り
と
い
う
こ
と
が

あ
る
の
で
、
一
種
の
浮
遊
感
の
よ
う
な
も
の
を
視
覚
的
に
与
え

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
他
の
セ
ン
サ
ー
を
だ
ま
す
こ
と
は
可
能

か
な
と
は
思
い
ま
す
。
ま
た
、
現
代
は
、
ハ
プ
テ
ィ
ク
ス
〔
触

覚
学
〕
の
時
代
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

接
触
、
触
覚
な
ど
を
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
組
み
込
ん

で
体
験
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
が
発
展
し
た
ら
、
も
う
少
し
宇

宙
に
行
っ
た
感
覚
を
体
験
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。

小
林　

大
変
興
味
深
い
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
比
喩
的
な
、
漠
然
と
し
た
質
問
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
ん
で
す
が
、「
記
憶
の
場
所
」
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
言
語
に
関
し
て
は
、
や
っ
ぱ
り
脳
で
処
理
し
て
い

る
、
記
憶
の
場
所
は
脳
に
あ
る
と
い
う
の
が
イ
メ
ー
ジ
し
や
す

い
と
思
う
の
で
す
。
運
動
機
能
と
か
に
関
し
て
は
、
神
経
間
が

接
続
し
て
い
る
と
考
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
筋
肉
に
記
憶
さ
れ

て
い
る
と
考
え
る
の
が
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、

や
っ
ぱ
り
結
局
脳
で
処
理
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
よ
い
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
あ
た
り
を
萩
生
先
生
、
佐
野
先
生
に
お
訊
ね

し
た
く
思
い
ま
す
。

萩
生　

記
憶
と
い
う
の
は
、
脳
の
一
つ
の
場
所
に
あ
る
と
い
う

よ
り
も
、
階
層
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い

ま
す
。
筋
そ
の
も
の
に
は
運
動
の
記
憶
媒
体
は
な
い
の
で
、
筋

に
は
運
動
を
記
憶
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
脊
髄
と
い
う
背

骨
の
中
に
あ
る
神
経
器
官
に
あ
る
運
動
神
経
細
胞
が
筋
と
セ
ッ

ト
に
な
っ
て
い
て
、
こ
の
運
動
神
経
細
胞
が
周
囲
の
細
胞
と
繋

が
る
こ
と
で
も
記
憶
が
保
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
が
階
層
的

に
は
一
番
低
い
部
分
で
あ
っ
て
、
手
足
の
運
動
を
複
数
あ
る
筋

の
働
き
と
ど
の
よ
う
に
リ
ン
ク
さ
せ
る
の
か
と
い
う
情
報
が
保

持
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
手
足
を
ど
の
よ
う
に
動
か
し
て
、

あ
る
環
境
の
中
で
巧
み
に
運
動
す
る
の
か
と
い
う
記
憶
は
、
高

次
な
脳
の
中
で
保
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
階
層
的
な
構

造
の
中
で
運
動
が
保
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

細
見　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
で
は
佐
野
先
生
、
結
び
の

言
葉
も
含
め
て
お
願
い
し
ま
す
。

佐
野　

難
し
い
で
す
ね
。
小
林
先
生
の
ご
質
問
に
つ
い
て
、
先

に
答
え
て
お
き
た
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
文
学
の
世
界
、
特
に

古
典
文
学
の
世
界
の
中
に
あ
る
記
憶
と
い
う
の
は
、
テ
キ
ス
ト

に
落
と
し
込
ま
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
多
く
の
場
合
、

そ
の
物
語
や
説
話
の
叙
事
の
中
に
指
標
語
と
い
う
マ
ー
カ
ー
に

な
る
語
彙
が
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
い
わ
ば
ス
イ
ッ
チ
に

な
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
と
、
全
体
が
あ
る
種

の
身
体
性
を
伴
っ
て
復
元
さ
れ
て
く
る
と
い
う
構
図
に
な
っ
て

い
る
の
で
、
一
か
ら
一
〇
ま
で
全
部
記
憶
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
の
で
す
ね
。
固
有
名
詞
だ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
特
殊
な

枕
詞
だ
っ
た
り
が
持
っ
て
い
る
記
憶
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、

こ
れ
は
折
口
信
夫
な
ん
か
は
ラ
イ
フ
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
な
ん
て

言
い
方
を
し
て
呼
ん
で
い
る
も
の
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
記

憶
が
失
わ
れ
る
と
単
な
る
形
式
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
意
味
が

失
わ
れ
て
し
ま
う
。
古
今
集
以
降
は
特
に
そ
う
い
う
傾
向
が
強

く
な
り
ま
す
け
れ
ど
、
古
代
の
上
代
の
中
に
あ
っ
て
は
ま
だ
生

き
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
最
後
に
ま
と
め
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
で
す
が
、
最
初

「
宇
宙
と
令
和
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
万
葉
集
で
話
し
て
く
れ
と

言
わ
れ
た
と
き
は
、
令
和
の
元
号
の
話
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う

話
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
ず
い
ぶ
ん
使
い
古
し
て
し
ま
っ
て
い

て
、
い
ま
さ
ら
と
い
う
気
が
し
て
い
た
か
ら
、
じ
ゃ
あ
言
霊
の

話
で
も
し
ま
す
と
言
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
考
え
て
い
た
言

霊
と
い
う
の
で
答
え
た
の
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
先
ほ
ど
も
申
し

ま
し
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
、
全
然
分
野
も
違
い
ま
す
し
、

や
っ
て
い
る
こ
と
も
違
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
意
外
に
共
通
項

と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
構
造
的
な
共
通
項
と
い
う
の
が
結
構
あ

る
の
が
見
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
特
に
環
境
に
対
す
る
、
私
た

ち
で
い
え
ば
言
語
場
に
対
す
る
、
あ
る
い
は
文
体
に
対
す
る
認

識
の
仕
方
と
、
そ
の
中
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
言
葉
が
動
き
回
っ

て
い
る
の
か
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
発
達
し
て
き
た
の
か
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
人
間
の
身
体
に
つ
い
て
も
、
ス
パ
ン
は
違
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
進
化
の
過
程
と
す
れ
ば
、
長
い
歴
史
が
あ
り
ま

す
し
、
言
語
に
関
し
て
も
文
学
の
中
に
歴
史
が
存
在
し
て
い
て
、

環
境
と
そ
こ
に
働
く
も
の
、
そ
し
て
そ
こ
に
お
け
る
発
達
、
そ

し
て
歴
史
と
い
う
も
の
が
、
実
は
お
互
い
の
、
萩
生
さ
ん
と
私

の
分
野
で
は
、
共
通
し
て
存
在
す
る
要
素
だ
っ
た
ん
だ
な
と
い

う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
い
う
機
会
で
も
な
い
と
、

話
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
て
、

刺
激
的
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

細
見　

で
は
こ
こ
で
閉
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
佐
野
先
生
、

萩
生
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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2020年度　人間・環境学研究科報告

二
〇
二
〇
年
度 

人
間
・
環
境
学
研
究
科
報
告

人
間
・
環
境
学
研
究
科　

現
役
生
・
修
了
生
の
受
賞
者
一
覧

 

＊
学
年
等
は
受
賞
時
の
も
の

共
生
人
間
学
専
攻

稲
葉
翔
太
（
修
士
二
年
）
第
71
回
関
西
社
会
学
会
大
会
関
西
社
会
学
会
大
会
奨
励
賞
「「
自
己
責

任
論
」
に
加
担
す
る
当
事
者
―
解
釈
困
難
な
語
り
を
手
掛
か
り
に
他
者
を
理
解
す
る
―
」

髙
木
佑
透
（
修
士
二
年
）
第
40
回
「
地
方
の
時
代
」
映
像
祭
市
民
・
学
生
・
自
治
体
部
門
優
秀
賞

『
僕
と
オ
ト
ウ
ト
』（
編
集
・
監
督 
髙
木 

佑
透
、
製
作 

池
谷
、
音
楽ichi_yo

）

小
嶋
ち
ひ
ろ
（
二
〇
二
〇
年
博
士
取
得
）
二
〇
二
〇
年
日
本
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
協
会
奨
励
賞

‘W
ithin and W

ithout the City W
all: T

he T
heatricality of M

arital Relations in 
T

hom
as D

ekker and John W
ebster’s W

estw
ard H

o (1604)’. Shakespeare Studies, 
vol. 58 [2020] pp. 1–19

細
井
太
智
（
修
士
二
年
）・
太
上
直
人
（
修
士
一
年
）・
小
野
雄
大
（
修
士
一
年
）
国
際
会
議

IJCA
I-PRICA

I 2020 

競
技
会A

N
A

C 2020 T
he 2nd International W

erew
olf A

I 
Com

petition

プ
ロ
ト
コ
ル
部
門　

第
3
位
入
賞
「
人
狼
ゲ
ー
ム
の
Ａ
Ｉ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
『
人

狼
知
能
』
の
開
発
」

共
生
文
明
学
専
攻

古
川
大
悟
（
博
士
三
年
）
萬
葉
学
会
奨
励
賞
「「
助
動
詞
マ
シ
の
意
味
」（『
国
語
国
文
』
第
八
十

八
巻
一
号
、
平
成
三
十
一
年
一
月
）
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
上
代
助
動
詞
研
究
」

相
関
環
境
学
専
攻

小
野
田
光
貴
（
博
士
一
年
）
公
益
社
団
法
人
日
本
化
学
会
第
10
回
Ｃ
Ｓ
Ｊ
化
学
フ
ェ
ス
タ2020 

優
秀
ポ
ス
タ
ー
発
表
賞
「
イ
リ
ジ
ウ
ム
錯
体
触
媒
を
用
い
た
含
窒
素
複
素
環
上
の
メ
チ
ル
基
に

お
け
る
ア
ル
コ
ー
ル
に
よ
る
ア
ル
キ
ル
化
反
応
」

丁
在
瑛
（
博
士
二
年
）
公
益
社
団
法
人
日
本
化
学
会
第
10
回
Ｃ
Ｓ
Ｊ
化
学
フ
ェ
ス
タ2020 

優
秀

ポ
ス
タ
ー
発
表
賞
「
イ
リ
ジ
ウ
ム
触
媒
を
用
い
る
環
境
調
和
性
に
優
れ
た
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
誘

導
体
の
合
成
反
応
」

任
亜
丹
（
博
士
二
年
）
第
３
回
関
西
電
気
化
学
研
究
会
関
西
電
気
化
学
奨
励
賞 ‘Investigation 

of the cation m
ixing effect in LiN

iO
2  during the oxygen ebolution reaction’

高
見
大
地
（
博
士
一
年
）
第
39
回
固
体
・
表
面
光
化
学
討
論
会 

優
秀
発
表
賞
「
担
持
ロ
ジ
ウ
ム

触
媒
に
よ
る
可
視
・
近
赤
外
光
照
射
下
で
の
メ
タ
ン
ド
ラ
イ
リ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
反
応
」

杉
谷
美
里
（
修
士
一
年
）
第
39
回
光
が
か
か
わ
る
触
媒
化
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

優
秀
ポ
ス
タ
ー
賞

「
可
視
・
近
赤
外
光
の
集
光
を
利
用
し
た
ド
ラ
イ
リ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
」

藤
田
正
海
（
修
士
二
年
）
第
30
回
キ
ャ
ラ
ク
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
講
習
会 

優
秀
ポ
ス
タ
ー
賞
「
エ

チ
レ
ン
の
水
素
化
反
応
の
触
媒
活
性
に
対
す
る
白
金
ナ
ノ
粒
子
の
表
面
再
構
成
の
影
響 

― 

Ｘ

Ａ
Ｓ 

そ
の
場
観
察
に
よ
る
検
討
―
」

山
守
瑠
奈
（
博
士
三
年
）
第
11
回
（
令
和
２
（2020

）
年
度
）
日
本
学
術
振
興
会
育
志
賞
「
海
洋

の
岩
盤
環
境
に
お
け
る
共
生
を
介
し
た
生
物
多
様
性
創
出
機
構
の
解
明
」

長
澤
耕
樹
（
修
士
二
年
）
日
本
植
物
分
類
学
会
第
20
回
大
会
口
頭
発
表
賞
「
火
山
性
強
酸
性
土
壌

に
お
け
る
ヤ
マ
タ
ヌ
キ
ラ
ン
の
分
布
決
定
要
因 

―
現
地
調
査
と
栽
培
実
験
に
基
づ
くpH

と

A
l3+

の
影
響
評
価
―
」

三
木
綾
乃
（
修
士
二
年
）
日
本
植
物
分
類
学
会
第
20
回
大
会
口
頭
発
表
賞
「
超
苦
鉄
質
土
壌
に
お

け
る
ア
キ
ノ
キ
リ
ン
ソ
ウ
の
平
行
的
な
土
壌
適
応
に
関
わ
るM

g
2+

輸
送
体
遺
伝
子
」

増
田
和
俊
（
修
士
一
年
）
第
68
回
日
本
生
態
学
会
大
会
最
優
秀
ポ
ス
タ
ー
賞
「
後
氷
期
の
気
候
温

暖
化
が
引
き
起
こ
し
た
分
布
末
端
集
団
の
孤
立
化
―
ゼ
ン
テ
イ
カ
群
で
の
事
例
―
」

高
見
大
地
（
博
士
一
年
）
日
本
化
学
会
第
１
０
１
春
季
年
会
（2021

）「
学
生
講
演
賞
」「
担
持
ロ

ジ
ウ
ム
触
媒
に
よ
る
光
熱
変
換
型
メ
タ
ン
ド
ラ
イ
リ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
反
応
」

教
員
の
活
躍

相
関
環
境
学
専
攻

田
村
類（
名
誉
教
授
）N

. M
. E

m
anuel M

edal “R
esearch on C

hem
ical C

om
plexity 

Phenom
ena: D

iscovery of Superparam
agnetic O

rganic Radical Soft M
aterials 

and A
pplication to T

heranostic M
etal-Free M

agnetic N
anom

edicine”

山
本
旭（
助
教
）2020 PC

C
P H

O
T

 A
rticles “Structural C

haracterization of 
M

olybdenum
-D

initrogen C
om

plex as K
ey Interm

ediate tow
ard A

m
m

onia 
Form

ation by D
ispersive X

A
FS Spectroscopy”
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現
役
生
・
修
了
生
二
〇
二
〇
年
度
受
賞
研
究
か
ら

み
な
さ
ん
は
ホ
ー
ム
レ
ス
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
ど
の
よ
う

な
人
を
想
像
し
ま
す
か
。
一
般
的
に
は
、
路
上
で
生
活
さ
れ
て

い
る
方
、
テ
ン
ト
や
小
屋
な
ど
を
建
て
て
生
活
さ
れ
て
い
る
方

（
野
宿
者
）
を
想
像
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
学
術

的
に
は
安
定
し
た
居
住
を
確
保
で
き
て
い
な
い
人
を
指
す
言
葉

と
し
て
、
ホ
ー
ム
レ
ス
は
用
い
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
ホ
ー
ム
レ

ス
は
あ
く
ま
で
も
状
態
を
指
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
点

か
ら
ホ
ー
ム
レ
ス
ネ
ス
（hom

elessness

）
と
い
う
言
葉
が

使
わ
れ
た
り
も
し
ま
す
。
二
〇
二
一
年
の
厚
生
労
働
省
の
発
表

で
は
、
日
本
に
現
在
も
三
八
二
四
人
の
野
宿
者
が
い
ま
す
。
こ

の
数
字
は
、
厚
生
労
働
省
の
発
表
の
中
で
野
宿
者
数
が
一
番
多

か
っ
た
二
〇
〇
三
年
の
二
五
二
九
六
人
か
ら
だ
い
ぶ
少
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
私
の
関
心
は
数
字
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
人
々
が
な
ぜ
路
上
に
と
ど
ま
り
続
け
る
の
か
に
あ
り
ま
す
。

私
は
お
ひ
と
り
の
元
野
宿
者
の
方
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
調

査
を
行
な
っ
て
き
ま
し
た
。
私
の
調
査
協
力
者
で
あ
る
Ａ
さ
ん

は
、
六
十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
野
宿
を
始
め
ら
れ
た
方
で
、
十
数

年
間
野
宿
を
続
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
Ａ
さ
ん
は
病
の
悪
化
を

き
っ
か
け
と
し
て
野
宿
を
続
け
て
死
ぬ
か
、
生
活
保
護
を
受
け

て
生
き
る
か
と
い
う
選
択
の
中
で
、
生
活
保
護
を
受
け
ま
し
た
。

日
本
に
は
、
も
と
も
と
貧
困
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
人
々
に
対

し
て
、
そ
の
貧
困
を
自
業
自
得
と
し
て
「
自
己
責
任
」
化
す
る

傾
向
が
あ
り
ま
す
。「
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援
等
に
関
す

る
特
別
措
置
法
」、「
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
」
な
ど
包
摂
政

策
が
充
実
す
る
中
で
、
野
宿
を
脱
す
る
方
途
が
あ
る
も
の
の
路

上
に
と
ど
ま
り
続
け
る
人
々
は
、
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
、
包

摂
政
策
を
利
用
し
な
い
見
捨
て
ら
れ
る
べ
き
存
在
と
し
て
み
な

さ
れ
ま
す
。
結
果
、
路
上
に
と
ど
ま
る
人
々
は
、
よ
り
厳
し
い

「
自
己
責
任
」
の
ま
な
ざ
し
に
さ
ら
さ
れ
ま
す
（
詳
細
に
つ
い

て
は
北
川
由
紀
彦
（
二
〇
一
九
）「
日
本
の
ホ
ー
ム
レ
ス
研
究

は
何
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
の
か
―
―
そ
の
動
向
と
論
点
」

『
理
論
と
動
態
』
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
）。
し
か
し
、
こ
の
「
自

己
責
任
」
と
い
う
ま
な
ざ
し
は
他
者
に
よ
る
野
宿
者
に
つ
い
て

の
説
明
で
あ
っ
て
、
野
宿
者
当
人
が
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
い
生

き
て
い
る
／
き
た
の
か
は
改
め
て
説
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
ま
し
た
。

二
〇
一
八
年
に
出
さ
れ
た
「
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
に
関
す
る

基
本
方
針
」（
厚
生
労
働
省
）
で
は
、
課
題
と
し
て
野
宿
期
間

の
長
期
化
や
脱
却
後
に
再
び
野
宿
生
活
に
戻
っ
て
し
ま
う
人
々

の
存
在
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
じ
る
の
は
、

野
宿
者
の
抱
え
て
い
る
課
題
を
研
究
者
が
捉
え
損
な
い
、
ま
た

そ
の
成
果
を
参
照
し
組
み
立
て
ら
れ
る
政
策
も
、
野
宿
者
の
抱

え
て
い
る
課
題
を
捉
え
損
な
っ
て
い
る
た
め
だ
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。
野
宿
者
の
路
上
に
と
ど
ま
る
理
由
に
つ
い
て
研
究
し

た
先
行
研
究
で
は
、
野
宿
者
の
言
葉
に
優
先
し
て
研
究
者
の
言

葉
が
語
ら
れ
て
い
た
た
め
に
課
題
を
捉
え
損
な
っ
た
の
だ
と
私

は
考
え
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
野
宿
者
を
取
り
巻
く
研
究
に

お
い
て
も
社
会
に
流
通
す
る
「
他
者
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
野

宿
者
」
と
い
う
構
図
が
温
存
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
研
究
者
が
デ
ー
タ
か
ら
自
身
の
解
釈

（
研
究
者
の
言
葉
）
を
展
開
す
る
前
に
、
デ
ー
タ
か
ら
理
解
で

き
る
こ
と
（
野
宿
者
の
言
葉
）
を
整
理
す
る
余
地
が
あ
る
と
い

う
の
が
私
の
行
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

例
え
ば
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
の
会
話
は
、
お
互
い
に
発
し
た

言
葉
が
理
解
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
私

が
研
究
を
行
な
っ
て
い
る
上
で
、
今
で
も
頭
か
ら
離
れ
な
い
言

葉
が
出
て
き
た
会
話
の
事
例
を
参
照
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
言
葉

と
は
、「
そ
ん
な
ん
聞
い
た
っ
て
、
雑
魚
の
話
聞
い
た
っ
て
ダ

メ
だ
よ
」
と
、
自
身
（
雑
魚
）
の
話
を
聞
い
て
も
ダ
メ
だ
と
評

価
す
る
Ａ
さ
ん
の
言
葉
で
す
。
こ
れ
は
Ａ
さ
ん
が
、
私
に
対
し

て
ご
自
身
の
生
活
史
を
語
る
際
に
出
て
き
た
言
葉
で
し
た
。
私

は
こ
の
言
葉
を
受
け
て
、
こ
ち
ら
と
し
て
は
す
ご
く
勉
強
に

な
っ
て
お
り
、
生
活
史
の
語
り
を
得
ら
れ
る
こ
と
自
体
が
貴
重

な
の
だ
と
、
Ａ
さ
ん
の
生
活
史
の
語
り
に
対
す
る
私
の
評
価
を

行
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
そ
れ
は
恥
ず
か
し
い
か
ら
み
ん
な
は

語
ら
な
い
の
だ
と
Ａ
さ
ん
は
生
活
史
の
語
り
が
貴
重
で
あ
る
と

い
う
私
の
評
価
に
対
す
る
説
明
を
行
い
ま
し
た
。

上
記
の
会
話
場
面
に
お
い
て
、
私
と
Ａ
さ
ん
が
相
手
の
発
言

を
評
価
や
説
明
と
し
て
理
解
し
、
適
切
に
相
手
に
も
理
解
可
能

な
か
た
ち
で
応
答
し
て
い
る
た
め
に
会
話
が
成
立
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

受
賞
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
発
表
で
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
可

能
な
も
の
の
分
析
を
十
分
に
行
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
発
表
で
は
、

私
自
身
の
関
心
で
あ
る
「
自
己
責
任
論
」
に
引
き
寄
せ
て
デ
ー

タ
の
解
釈
を
行
い
ま
し
た
。
今
と
な
っ
て
は
会
話
の
よ
う
な
相

互
行
為
に
お
い
て
、
当
人
が
課
題
を
既
に
呈
示
し
て
い
る
こ
と

に
着
目
す
べ
き
だ
っ
た
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
し
て
い
る
と
、
解
釈
が
困
難
に
な
る
よ
う
な
語
り
や

一
見
矛
盾
す
る
よ
う
な
言
動
と
い
っ
た
「
課
題
」
と
出
会
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
課
題
が
生
じ
る
場
面
の
周
辺
で

は
、
研
究
者
だ
け
で
な
く
、
野
宿
者
自
身
も
ま
た
課
題
を
感
じ

て
お
り
、
野
宿
者
当
人
に
よ
っ
て
研
究
者
に
も
理
解
可
能
な
か

た
ち
で
課
題
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の

場
面
に
着
目
し
、
当
人
の
課
題
に
着
目
す
る
こ
と
こ
そ
、
野
宿

の
長
期
化
や
再
野
宿
化
を
防
ぐ
こ
と
に
つ
な
が
る
と
私
は
考
え

ま
す
。

関西社会学会　奨励賞

『自己責任論』に加担する当事者
――解釈困難な語りを手掛かりに他者
を理解する――

稲葉　渉太 
Shota INABA

京都⼤学⼤学院人間・環境学研究科博⼠課程 1 年（日本学術振興会 特別研
究員（DC1））
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現役生・修了生2020年度受賞研究から

私
は
大
倉
得
史
先
生
（
発
達
心
理
学
）
の
研
究
室
に
所
属
し

て
お
り
、
障
害
学
と
質
的
心
理
学
を
専
門
に
し
て
お
り
ま
す
。

大
き
な
研
究
テ
ー
マ
は
「〈
私
〉
に
と
っ
て
の
障
害
・
障
害
者

と
は
何
か
」、
具
体
的
に
研
究
し
て
い
る
こ
と
は
「
知
的
障
害

者
の
き
ょ
う
だ
い
が
障
害
の
あ
る
弟
と
共
に
あ
る
こ
と
」
に
な

る
で
し
ょ
う
か
。

・
映
画
に
つ
い
て　

映
画
「
僕
と
オ
ト
ウ
ト
」

私
が
「〈
私
〉
に
と
っ
て
の
障
害
・
障
害
者
と
は
何
か
」
と

い
う
問
い
を
抱
き
始
め
た
の
は
、
二
〇
一
六
年
夏
に
知
的
障
害

者
施
設
の
津
久
井
や
ま
ゆ
り
園
に
て
殺
傷
事
件
が
起
こ
っ
た
時

で
す
。
私
に
は
重
度
の
知
的
障
害
の
あ
る
弟
が
い
ま
す
。
私
は

地
元
の
香
川
県
を
離
れ
て
京
都
に
住
ん
で
い
ま
す
が
、
弟
と
は

今
で
も
と
て
も
仲
が
良
く
、
私
が
帰
省
す
る
た
び
に
弟
は
私
に

抱
き
つ
い
て
く
る
ほ
ど
で
す
。

仲
の
良
い
、
障
害
の
あ
る
弟
が
い
る
な
ら
、
さ
ぞ
か
し
悲
し

ん
だ
り
、
怒
り
が
湧
い
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ

う
。
し
か
し
私
は
事
件
を
聞
い
た
時
、
感
情
が
全
く
湧
い
て
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
心
の
空
間
の
中
に
、
丸
い
真
空
の
球
が
浮
か

ん
で
い
る
よ
う
な
感
じ
。
と
に
か
く
何
も
分
か
ら
な
い
。
何
も

分
か
ら
な
い
何
か
が
、
自
分
の
心
の
中
に
浮
か
ん
で
い
る
。

「
障
害
っ
て
、
障
害
者
っ
て
、
そ
も
そ
も
何
な
の
さ
。」

こ
の
問
い
に
対
す
る
向
き
合
い
方
は
様
々
あ
る
で
し
ょ
う
。

医
学
を
学
び
、
知
的
障
害
の
発
生
す
る
脳
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
研

究
し
、
そ
の
原
因
を
突
き
止
め
、
治
療
法
を
開
発
す
る
。
あ
る

い
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
健
常
者
に
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た

こ
の
社
会
に
存
在
す
る
「
障
害
」
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
無

く
そ
う
と
尽
力
す
る
。
障
害
学
で
は
前
者
を
「
障
害
の
個
人
モ

デ
ル
」、
後
者
を
「
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
」
と
呼
び
ま
す
。
し

か
し
私
の
問
い
は
「〈
私
〉
に
と
っ
て
の
障
害
・
障
害
者
と
は

何
か
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
こ
で
の
〈
私
〉
と
は
、
一
個

人
、
一
人
の
人
間
の
よ
う
な
意
味
で
す
。
一
人
の
人
間
と
し
て
、

〈
私
〉
は
、〈
あ
な
た
〉
は
、
障
害
・
障
害
者
と
ど
う
向
き
合
い
、

共
に
生
き
て
い
く
の
か
。
そ
の
実
存
的
な
問
い
を
自
ら
に
突
き

付
け
た
時
、
最
も
身
近
な
「
障
害
者
」
で
あ
る
弟
と
、
そ
の
弟

を
見
つ
め
る
自
分
自
身
に
、
徹
底
的
に
向
き
合
っ
て
み
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

そ
の
過
程
が
刻
ま
れ
た
映
画
が
「
僕
と
オ
ト
ウ
ト
」
で
す
。

私
は
映
画
監
督
の
池
谷
薫
さ
ん
の
主
宰
す
る
元
町
プ
ロ
ダ
ク

シ
ョ
ン
に
所
属
し
、
池
谷
さ
ん
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
を
受
け
な
が

ら
本
作
を
制
作
し
ま
し
た
。
本
作
は
二
〇
二
一
年
十
月
よ
り
劇

場
公
開
が
決
定
し
て
お
り
、
配
給
・
宣
伝
も
学
生
主
体
の
上
映

委
員
会
を
結
成
し
て
行
っ
て
お
り
ま
す
。
紙
幅
の
関
係
も
あ
り

ま
す
の
で
、
映
画
や
上
映
委
員
会
に
つ
い
て
の
詳
細
は
「
僕
と

オ
ト
ウ
ト
」
で
検
索
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
京
大
前
総
長
の
山

極
壽
一
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
熱
く
美
し
い
レ
ビ
ュ
ー
は
必
見

で
す
。

・�

研
究
に
つ
い
て　

「
知
的
障
害
者
の
き
ょ
う
だ
い
が
障
害
の

あ
る
弟
と
共
に
あ
る
こ
と
」

「〈
私
〉
に
と
っ
て
の
障
害
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
私

自
身
に
突
き
つ
け
て
臨
ん
だ
映
画
で
描
か
れ
た
も
の
は
、
い
わ

ば
「
知
的
障
害
者
の
き
ょ
う
だ
い
が
障
害
の
あ
る
弟
と
共
に
あ

る
こ
と
」
で
し
た
。
私
は
そ
れ
を
さ
ら
に
描
い
て
い
く
に
あ
た

り
、
映
画
で
表
現
す
る
の
が
難
し
い
、
言
葉
だ
か
ら
こ
そ
描
け

る
「
実
感
」
を
、
現
象
学
や
精
神
分
析
の
影
響
を
受
け
た
質
的

心
理
学
研
究
法
で
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
記
述
や
語
り
合
い
法
で
描

こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
前
者
は
大
倉
先
生
の
指
導
教
官
だ
っ
た

鯨
岡
峻
先
生
、
後
者
は
大
倉
先
生
の
確
立
さ
れ
た
研
究
法
で
す
。

一
般
的
な
発
達
心
理
学
の
質
的
調
査
で
は
、
具
体
的
な
行
動

を
何
回
し
た
の
か
と
い
っ
た
、
客
観
的
に
測
定
し
や
す
い
行
動

を
中
心
に
調
査
し
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
で
は
描
く
側
が
確
か
に

掴
ん
で
い
る
そ
の
場
の
雰
囲
気
や
、
描
か
れ
る
側
か
ら
感
じ
ら

れ
る
こ
こ
ろ
の
動
き
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
よ

う
な
「
感
じ
」
を
捉
え
る
た
め
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
記
述
や
語
り
合

い
法
で
は
、
ま
ず
描
く
側
の
主
観
を
メ
タ
的
に
見
つ
め
て
い
き

ま
す
。
す
る
と
そ
の
「
感
じ
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

の
か
、
少
し
ず
つ
言
葉
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん

簡
単
な
こ
と
で
は
な
く
、
初
め
は
自
分
に
し
か
分
か
ら
な
い
よ

う
な
記
述
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
間

身
体
的
な
「
感
じ
」
を
描
き
出
す
こ
と
を
諦
め
ず
、
他
者
と
了

解
可
能
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
へ
と
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

そ
れ
は
従
来
の
発
達
観
、
人
間
観
を
問
い
直
す
こ
と
の
で
き
る

学
知
と
な
り
ま
す
。「
知
的
障
害
者
の
き
ょ
う
だ
い
が
障
害
の

あ
る
弟
と
共
に
あ
る
こ
と
」
を
描
き
出
し
、
障
害
の
あ
る
人
と

の
「
共
に
生
き
て
い
く
形
」
に
一
つ
の
答
え
を
提
示
す
る
こ
と

で
、「
障
害
と
は
何
か
」、「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
大
き
な

問
い
に
対
す
る
答
え
に
少
し
で
も
近
づ
き
た
い
で
す
。

総
人
は
学
際
的
な
学
部
で
す
し
、
専
門
や
卒
業
論
文
の
テ
ー

マ
を
決
め
る
際
に
は
と
て
も
悩
む
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ

は
自
分
と
向
き
合
う
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
り
ま
す
。
人
に
言
っ
て

も
理
解
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
昔
か
ら
ち
ょ
っ
と

引
っ
か
か
っ
て
い
る
「
何
か
」。
総
人
・
人
環
は
そ
の
よ
う
な

「
こ
こ
ろ
の
さ
さ

く
れ
」
と
向
き
合

え
る
最
高
の
場
所

だ
と
思
い
ま
す
。

第40回「地方の時代」映像祭 市民・学生・自治体部
門優秀賞映画

「僕とオトウト」

髙木　佑透 
Yuto TAKAGI

京都⼤学⼤学院人間・環境学研究科共生人間学専攻修⼠課程 2 年
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現役生・修了生2020年度受賞研究から

私
の
専
門
領
域
は
、
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
花

開
い
た
イ
ギ
リ
ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
演
劇
で
す
。
こ
の
時
代
の
演

劇
と
い
え
ば
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
有
名
で
す
が
、
私
はcity 

play

と
い
う
ロ
ン
ド
ン
を
舞
台
と
し
た
演
劇
ジ
ャ
ン
ル
に
注

目
し
研
究
し
て
い
ま
す
。
市
井
の
人
々
の
活
躍
を
描
くcity 

play

は
主
に
ロ
ン
ド
ン
の
町
中
で
上
演
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

観
劇
に
は
日
常
か
ら
の
逃
避
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
か
と
思

い
ま
す
が
、
当
時
の
観
客
は
、
自
分
の
日
常
が
演
劇
化
さ
れ
た

舞
台
を
、
日
常
空
間
と
重
な
る
劇
場
で
観
劇
し
て
い
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。

ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
は
「
世
界
劇
場
」
と
い
う
考
え
方
が
広

が
っ
た
時
代
で
し
た
。
こ
の
世
界
は
舞
台
で
人
間
は
み
な
役
者

だ
と
い
う
意
識
が
浸
透
し
て
い
た
の
で
す
。
私
は
、
そ
の
よ
う

な
時
代
に
お
け
るcity play

の
観
劇
体
験
に
興
味
を
持
ち
、

研
究
を
続
け
て
き
ま
し
た
。city play

に
対
す
る
こ
れ
ま
で

の
批
評
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
政
治
、
文
化
、
経
済
体
制
に
対
す
る

作
品
の
批
判
的
態
度
の
分
析
が
主
で
、city play

の
表
象
す

る
日
常
に
は
注
意
が
向
け
ら
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で

私
の
研
究
で
は
、city play

の
日
常
の
表
象
を
テ
ー
マ
に
、

日
常
が
ど
の
よ
う
に
演
劇
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
の
か
、
反

対
に
日
常
の
演
劇
化
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
日
常
の
演
劇
性
が

浮
か
び
上
が
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。

日
本
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
協
会
で
奨
励
賞
を
受
賞
し
た
論
文
は
、

city play

の
一
つW

estw
ard H

o (1604)

と
い
う
作
品
に
お

け
る
日
常
の
演
劇
性
の
表
象
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
す
。
本

作
品
の
あ
ら
す
じ
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
市
民
妻
が
火
遊
び
で
男
性

と
郊
外
へ
繰
り
出
す
も
の
の
結
局
は
貞
節
を
守
り
、
追
い
か
け

て
き
た
夫
と
ロ
ン
ド
ン
に
帰
る
と
い
う
も
の
で
す
。
市
民
夫
婦

の
ど
た
ば
た
劇
が
郊
外
へ
の
移
動
と
重
ね
合
わ
せ
て
描
か
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
従
来
の
批
評
で
は
、
こ
の
二
つ
の
要
素
は

別
々
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
観
客
の
観
劇
体
験
に
沿
っ
た

統
一
的
な
分
析
が
欠
け
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
夫

婦
の
移
動
の
表
象
を
当
時
の
不
貞
に
ま
つ
わ
る
迷
信
と
関
連
づ

け
て
分
析
し
、W

estw
ard H

o

の
描
く
市
民
夫
婦
の
演
劇
性

を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

本
作
品
で
は
、
妻
に
浮
気
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
夫

の
不
安
が
描
か
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
不
貞
の
モ
チ
ー
フ
は
、

当
時
の
演
劇
作
品
で
盛
ん
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は

不
貞
の
構
造
に
潜
む
演
劇
的
な
構
図
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま

で
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
不
貞
の
演
劇
的
構
図
は
、
不
貞
を

疑
う
夫
が
妻
を
監
視
す
る
と
い
う
、
夫
を
観
客
の
立
場
に
置
く

も
の
で
す
。
し
か
し
私
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て

い
な
い
も
う
一
つ
の
不
貞
の
演
劇
的
構
図
を
指
摘
し
ま
し
た
。

当
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
は
、
寝
取
ら
れ
男
、
つ
ま
り
妻
に
浮
気
さ

れ
た
夫
の
額
に
は
山
羊
の
よ
う
な
角
が
生
え
る
と
い
う
迷
信
が

存
在
し
ま
し
た
。
こ
の
迷
信
は
演
劇
的
に
見
れ
ば
、
妻
を
監
視

す
る
立
場
で
あ
っ
た
は
ず
の
夫
が
、
知
ら
な
い
う
ち
に
妻
に

「
寝
取
ら
れ
男
（cuckold

）」
と
い
う
不
名
誉
な
役
を
押
し
付

け
ら
れ
る
構
図
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ば
か
り
か
額
の
角
は
、

夫
が
公
の
見
世
物
に
さ
れ
る
危
険
性
す
ら
あ
る
こ
と
を
表
し
て

い
る
の
で
す
。

本
論
で
は
、W

estw
ard H

o

に
お
い
て
こ
の
寝
取
ら
れ
男

の
演
劇
性
が
夫
婦
の
空
間
移
動
の
表
象
を
通
し
て
表
現
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
本
作
品
の
市
民
妻
は
、
こ

の
寝
取
ら
れ
男
の
演
劇
性
を
反
映
し
た
演
劇
的
主
体
性
を
発
揮

す
る
こ
と
で
、
夫
の
監
視
の
目
を
逃
れ
て
ロ
ン
ド
ン
か
ら
郊
外

へ
と
繰
り
出
し
ま
す
。
妻
は
自
ら
考
え
出
し
た
プ
ロ
ッ
ト
（
遠

方
に
預
け
て
い
る
子
供
が
病
気
に
な
っ
た
な
ど
）
に
沿
っ
て
演

技
す
る
こ
と
で
家
を
、
そ
し
て
ロ
ン
ド
ン
を
出
る
こ
と
に
成
功

す
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
何
も
知
ら
な
い
夫
を
プ
ロ
ッ
ト
に

巻
き
込
ん
で
必
要
な
役
割
を
演
じ
さ
せ
る
の
で
す
。

ま
た
寝
取
ら
れ
男
の
演
劇
性
で
は
、
監
視
す
る
立
場
に
い
た

は
ず
の
夫
が
公
共
の
目
に
晒
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
見
る
／
見
ら
れ
る
関
係
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
もW

estw
ard 

H
o

で
は
舞
台
空
間
を
使
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
家
を
出

て
か
ら
の
妻
の
移
動
は
、
外
部
の
目
の
届
か
な
い
空
間
の
移
動

と
し
て
表
現
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
最
終
目
的
地
の
郊
外
で
、
妻

は
つ
い
に
観
客
の
目
も
届
か
な
い
楽
屋
裏
の
空
間
へ
と
移
動
し

て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
の
直
後
、
妻
を
追
い
か
け
て
き
た
夫
が

舞
台
に
登
場
す
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
夫
は
、
目
の
届
か
な
い

空
間
で
起
き
た
妻
の
不
貞
（
実
際
は
濡
れ
衣
）
が
広
ま
れ
ば
自

分
が
寝
取
ら
れ
男
と
し
て
公
の
笑
い
物
に
な
る
と
い
う
こ
と
を

認
識
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
奇
し
く
も
夫
が
舞
台
で

観
客
の
目
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
き
な
の
で
す
。

W
estw

ard H
o

は
、
普
段
は
隠
さ
れ
て
い
る
夫
婦
間
の
演

劇
性
を
演
劇
な
ら
で
は
の
手
法
で
巧
み
に
浮
き
彫
り
に
し
て
い

ま
す
。
夫
婦
の
見
る
／
見
ら
れ
る
関
係
が
ふ
と
し
た
瞬
間
に
変

容
す
る
可
能
性
を
観
客
の
体
験
に
沿
っ
て
示
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
にcity play

は
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
滑
稽
で
し

か
し
切
実
な
日
常
を
映
し
出
し
て
い
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

今
後
も
観
客
の
生
き
た
現
実
と
個
々
のcity play

作
品
と
の

相
互
作
用
を
見
出
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

日本シェイクスピア協会奨励賞

Within and Without the City Wall: 
The Theatricality of Marital 
Relations in Thomas Dekker and 
John Webster’s Westward Ho (1604)

小嶋　ちひろ 
Chihiro OJIMA

三重⼤学教養教育院准教授
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現役生・修了生2020年度受賞研究から

近
年
で
は
「
人
工
知
能
」
と
言
え
ば
万
能
の
ツ
ー
ル
の
よ
う

に
思
わ
れ
が
ち
で
す
。

果
た
し
て
、
人
工
知
能
を
使
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で

し
ょ
う
か
？
ま
た
、
本
当
に
万
能
な
の
で
し
ょ
う
か
？

私
た
ち
は
、
研
究
開
発
を
す
る
上
で
「
使
う
道
具
は
理
解
し

て
か
ら
使
う
」
よ
う
意
識
を
し
て
き
ま
し
た
。
近
年
の
人
工
知

能
研
究
は
「
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
の
装
置
に
何
か
デ
ー
タ
を
入

れ
た
ら
う
れ
し
い
結
果
が
返
っ
て
き
た
」
と
い
う
も
の
が
多
い

気
が
し
て
い
ま
す
。
当
然
、
技
術
の
恩
恵
を
受
け
る
と
い
う
意

味
で
は
そ
う
し
た
手
法
が
有
効
で
あ
る
と
い
う
の
も
分
か
り
ま

す
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
大
学
院
生
と
い
う
小
さ
な
研
究
者
で

も
あ
る
の
で
す
。
自
身
が
使
う
道
具
は
、
可
能
な
限
り
そ
の
中

身
を
知
っ
て
か
ら
使
う
の
が
マ
ナ
ー
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
同
様
な
態
度
と
し
て
、
数
学
で
言
え
ば
「
証
明
で
き
な
い

定
理
は
使
う
な
」
の
感
覚
と
似
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

私
た
ち
は
元
々
、
研
究
室
内
の
「
勉
強
会
（
通
称
：

H
A

LU

）」
の
メ
ン
バ
ー
で
し
た
。
勉
強
会
の
中
で
、
開
発
を

通
じ
て
学
べ
る
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
と
考
え
、
今
回
の
大
会
に

出
場
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

私
た
ち
が
出
場
し
た
国
際
会
議 IJCA

I-PRICA
I2020 

競

技
会 A

N
A

C2020 T
he 2nd International W

erew
olf A

I 
Com

petition 

で
は
、「
人
工
知
能
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
人
狼

ゲ
ー
ム
を
プ
レ
イ
さ
せ
る
」
と
い
う
の
が
テ
ー
マ
で
し
た
。
競

技
会
で
は
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
開
発
者
の
指
示
を
一
切
受
け
る

こ
と
な
く
、
ゲ
ー
ム
を
プ
レ
イ
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

競
技
会
に
は
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
同
士
が
人
工
の
言
語
で
会
話
す
る

「
プ
ロ
ト
コ
ル
部
門
」
と
人
間
の
言
語
で
会
話
す
る
「
自
然
言

語
処
理
部
門
」
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
前
者
の
エ
ー
ジ
ェ
ン

ト
を
開
発
し
て
出
場
し
ま
し
た
。

予
選
で
は
世
界
中
か
ら
提
出
さ
れ
た
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
か
ら
勝

率
が
高
い
上
位
15
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
選
出
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

決
勝
で
は
15
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
よ
る
再
戦
を
し
、
順
位
が
決
定

さ
れ
ま
す
。
こ
の
結
果
、
私
た
ち
は
世
界
三
位
を
受
賞
し
ま
し

た
。
人
狼
ゲ
ー
ム
は
「
不
完
全
情
報
ゲ
ー
ム
」
と
呼
ば
れ
る

ゲ
ー
ム
の
ジ
ャ
ン
ル
に
含
ま
れ
、
他
の
プ
レ
イ
ヤ
が
行
っ
た
意

思
決
定
の
内
容
の
真
偽
は
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
、
元
も
子
も
な
い
こ
と
を
言
う
と
今
回
の
受
賞
は
「
運

が
良
か
っ
た
」
か
ら
で
き
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
私
た
ち
は
開
発
段
階
で
、
大
き
く
確
率
に
左
右
さ

れ
る
こ
と
は
百
も
承
知
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
私
た
ち
が
と
っ

た
戦
略
は
「
少
し
で
も
勝
率
を
上
げ
る
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。

そ
こ
に
は
大
き
く
二
つ
の
策
略
が
あ
り
ま
し
た
。
一
つ
目
は
、

「
戦
況
の
分
析
」
で
す
。
例
え
ば
、
じ
ゃ
ん
け
ん
大
会
に
参
加

す
る
際
に
、
事
前
に
「
今
日
は
チ
ョ
キ
を
出
す
人
ば
っ
か
り
だ

よ
」
と
聞
い
て
い
れ
ば
、「
そ
れ
じ
ゃ
あ
グ
ー
を
出
す
よ
う
に

し
よ
う
」
と
な
る
は
ず
で
す
。
当
然
、
グ
ー
や
パ
ー
を
出
す
人

も
い
る
は
ず
で
す
が
、
チ
ョ
キ
を
出
す
確
率
が
高
い
の
で
あ
れ

ば
そ
れ
に
合
っ
た
戦
略
を
採
る
の
が
最
善
で
し
ょ
う
。
二
つ
目

は
「
人
工
知
能
の
弱
さ
を
突
く
」
こ
と
で
す
。
近
年
の
人
工
知

能
は
「
パ
タ
ー
ン
認
識
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
主
流
で
す
。
例

え
ば
、
赤
く
て
丸
い
リ
ン
ゴ
の
画
像
を
た
く
さ
ん
用
意
し
、
学

習
を
さ
せ
る
こ
と
で
計
算
機
が
り
ん
ご
の
画
像
に
お
け
る
パ

タ
ー
ン
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
「
青
り
ん

ご
」
や
「
変
な
形
の
り
ん
ご
」
の
よ
う
な
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
物

体
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、「
必
ず

し
も
セ
オ
リ
ー
通
り
で
は
な
い
戦
略
」
を
採
る
こ
と
で
他
の

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
か
く
乱
さ
せ
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。

今
回
出
場
し
た
世
界
大
会
を
通
じ
て
、
私
た
ち
は
近
年
の

「
人
工
知
能
に
む
や
み
や
た
ら
に
デ
ー
タ
を
放
り
込
ん
で
、
欲

し
い
結
果
を
得
る
だ
け
の
研
究
風
潮
」
の
見
つ
め
な
お
し
、
そ

し
て
「
自
身
が
扱
う
も
の
に
対
し
て
深
い
理
解
を
し
よ
う
と
す

る
姿
勢
」
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
開
発
メ

ン
バ
ー
で
あ
る
太
上
く
ん
と
小
野
く
ん
は
こ
の
後
修
了
し
て
就

職
、
私
は
（
感
染
症
の
影
響
で
延
期
に
な
っ
て
い
ま
す
が
）
外

国
で
研
究
留
学
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
プ
ロ
ト
コ

ル
部
門
に
関
し
て
の
開
発
は
二
〇
二
一
年
度
の
大
会
を
以
っ
て

一
旦
休
止
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
個
人
と
し
て
は
、

メ
イ
ン
の
「
画
像
認
識
」
に
関
す
る
研
究
を
続
け
な
が
ら
、
次

は
学
外
の
友
人
と
と
も
に
「
自
然
言
語
処
理
部
門
」
で
の
優
勝

を
目
指
し
て
い
ま
す
。（
こ
の
自
然
言
語
処
理
部
門
の
チ
ー
ム

で
は
二
〇
二
〇
年
度
フ
ァ
イ
ナ
リ
ス
ト
、
二
〇
二
一
年
度
世
界

三
位
を
受
賞
し
ま
し
た
。）

人
間
・
環
境
学
研
究
科
（
も
ち
ろ
ん
総
合
人
間
学
部
も
）
で

は
「“
幅
”
広
い
分
野
の
知
識
」
を
身
に
着
け
る
チ
ャ
ン
ス
が

与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
京
都
大
学
の
学
生
と
し
て
、

そ
し
て
一
大
学
院
生
と
い
う
小
さ
な
研
究
者
と
し
て
、
ト
レ
ー

ド
オ
フ
と
も
思
え
る
「“
深
い
”
高
度
な
専
門
性
」
も
身
に
着

け
る
こ
と
も
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
京
都
大
学
で
も
特
に

自
由
な
人
間
・
環
境
学
研
究
科
の
学
風
の
下
で
「“
幅
”
広
い

分
野
の
知
識
」
を
学
ん
で
い
く
中
で
、「
こ
れ
だ
！
」
と
思
っ

た
ら
絶
対
に
離
さ
ず
に
、「“
深
”
堀
り
」
し
て
み
る
こ
と
を
お

す
す
め
し
ま
す
。
日
本
最
高
レ
ベ
ル
の
教
員
た
ち
が
み
な
さ
ん

の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
自
分
か

ら
行
か
な
い
と
何
も
与
え
て
く
れ
な
い
の
が
唯
一
の
厳
し
い
と

こ
ろ
な
の
で
す
が
。

国際会議 IJCAI-PRICAI2020の競技会 ANAC2020
（11th Automated Negotiating Agents Competition）
においてプロトコル部門：世界3位

研究者としての“人工知能”に対する
深い理解の重要性
−私たちの受賞研究について−
細井　太智 
Taichi HOSOI

共生人間学専攻　数理情報論分野 修⼠課程 2 年・HALU 代表
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現役生・修了生2020年度受賞研究から

鰯
雲
を
赤
く
染
め
る
夕
焼
け
を
見
あ
げ
る
。
人
影
が
な
い
こ

と
を
確
か
め
て
マ
ス
ク
を
外
し
、
秋
の
香
り
を
吸
い
込
む
。
脳

裡
に
浮
か
ぶ
の
は
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
な
い
世
界
。
月
を
眺
め
な

が
ら
宴
に
興
じ
、
た
め
ら
い
な
く
旅
に
出
て
紅
葉
を
楽
し
む
二

〇
二
一
年
の
秋
も
あ
り
え
た
だ
ろ
う
に
―
―
ど
う
し
て
そ
の
世

界
が
実
現
せ
ず
、
こ
の
世
界
が
実
現
し
た
の
か
。
反
実
仮
想
と

は
原
理
的
に
、
い
ま
の
現
実
世
界
を
、
起
こ
り
う
る
（
起
こ
り

え
た
）
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。

愛
す
る
人
を
亡
く
し
た
家
持
は
、
萬
葉
集
で
次
の
よ
う
に

詠
っ
た
。

出
で
て
行
く
道
知
ら
ま
せ
ば
あ
ら
か
じ
め
妹
を
留
め
む
関

も
置
か
ま
し
を
（
巻
三
・
四
六
八
）

［
あ
の
世
へ
と
旅
立
っ
て
ゆ
く
道
が
わ
か
っ
て
い
れ
ば
、

彼
女
を
引
き
留
め
る
関
所
を
置
い
た
の
に
…
…
。］

道
が
わ
か
っ
て
い
て
彼
女
を
引
き
留
め
ら
れ
る
と
い
う
仮
想

的
な
事
態
と
、
道
な
ど
わ
か
ら
ず
引
き
留
め
ら
れ
な
い
と
い
う

現
実
事
態
が
対
比
さ
れ
る
構
造
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
可
能
性
と

可
能
性
の
比
較
が
な
さ
れ
て
い
る
。
論
理
上
は
、「
あ
の
世
へ

の
道
を
知
っ
て
い
る
（
ゆ
え
に
関
を
置
け
る
）
可
能
性
」
と

「
道
を
知
ら
な
い
（
ゆ
え
に
関
を
置
け
な
い
）
可
能
性
」
の
二

つ
が
想
定
さ
れ
る
。
前
者
は
当
然
な
が
ら
現
実
世
界
に
は
実
現

せ
ず
、
後
者
が
実
現
し
て
い
る
。
前
者
の
可
能
性
は
決
し
て
実

現
な
ど
し
え
な
い
と
了
解
し
な
が
ら
も
、
前
者
が
実
現
し
て
く

れ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
、
な
ぜ
後
者
が
実
現
し
た
の
か
と
考
え

る
の
が
、
反
実
仮
想
の
基
本
構
造
で
あ
る
。
文
法
的
に
言
い
直

せ
ば
、
助
動
詞
マ
シ
は
「
対
象
事
態
を
可
能
性
の
一
つ
と
し
て

提
示
し
、
別
の
可
能
性
と
比
較
す
る
」
こ
と
を
本
義
と
す
る
。

む
ろ
ん
、
こ
こ
で
言
う
「
可
能
性
」
と
は
「
実
現
可
能
」
の
意

で
は
な
く
、
論
理
上
想
定
さ
れ
う
る
「
可
能
的
」
事
態
と
い
う

意
味
で
あ
る
。

上
代
で
は
「
関
も
置
か
ま
し
を
」
の
よ
う
に
、
マ
シ
に
よ
っ

て
提
示
さ
れ
る
事
態
が
「
実
現
さ
れ
て
ほ
し
か
っ
た
可
能
性
」

に
対
応
す
る
。
と
こ
ろ
が
時
代
が
下
る
と
や
や
異
な
る
例
が
見

ら
れ
る
。

「
こ
の
風
い
ま
し
ば
し
止
ま
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
潮
上
り
て

残
る
と
こ
ろ
な
か
ら
ま
し
。
神
の
助
け
お
ろ
か
な
ら
ざ
り

け
り
。」（
源
氏
物
語
・
明
石
）

［
も
し
こ
の
風
が
も
う
し
ば
ら
く
止
ま
な
か
っ
た
ら
、
高

潮
が
来
て
全
て
さ
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
神

の
お
助
け
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。］

や
は
り
反
実
仮
想
で
あ
る
が
、
マ
シ
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る

事
態
は
「
実
現
さ
れ
ず
に
済
ん
で
よ
か
っ
た
可
能
性
」
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
先
に
見
た
よ
う
な
や
り
き
れ
な
い
思
い
の
表
明
で

は
な
く
、
む
し
ろ
安
堵
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

例
は
上
代
に
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。
マ
シ
の
用
法
が
拡
張
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

い
か
に
せ
ま
し
、
迎
へ
や
せ
ま
し
と
思
し
乱
る
。（
源
氏

物
語
・
松
風
）

［
ど
う
し
よ
う
か
、
迎
え
取
ろ
う
か
取
る
ま
い
か
、
と
思

い
乱
れ
な
さ
る
。］

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
反
実
仮
想
で
は
な
い
が
、
可
能
性
の
比
較

と
い
う
枠
組
み
に
包
摂
さ
れ
る
。「
い
か
に
せ
ま
し
」
は
想
定

さ
れ
る
複
数
の
選
択
肢
の
比
較
検
討
で
あ
り
、「
迎
へ
や
せ
ま

し
」
は
迎
え
に
行
く
か
行
か
な
い
か
と
い
う
二
つ
の
可
能
性
の

比
較
検
討
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
古
代
日
本
語
の
マ
シ
は
、
一

貫
し
て
「
対
象
事
態
を
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
提
示
し
、
別
の

可
能
性
と
比
較
す
る
」
こ
と
を
本
義
と
す
る
。
そ
の
中
で
上
代

の
用
例
は
「
実
現
さ
れ
て
ほ
し
か
っ
た
可
能
性
」
の
提
示
に
偏

在
す
る
の
で
あ
る
。

古
代
日
本
語
に
は
ム
・
マ
シ
・
ベ
シ
を
は
じ
め
と
し
て
、
広

義
の
推
量
を
担
う
助
動
詞
が
き
わ
め
て
多
様
に
存
在
し
て
い
る
。

各
助
動
詞
の
意
味
用
法
を
細
分
化
し
て
記
述
す
る
研
究
は
十
分

に
進
め
ら
れ
た
が
、
助
動
詞
相
互
の
関
係
を
体
系
的
に
説
明
し

う
る
モ
デ
ル
は
未
だ
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
マ
シ
は
こ
れ
ま
で
、

「（
ム
が
現
実
に
あ
り
う
る
事
態
を
推
量
す
る
の
に
対
し
）
事
実

に
反
す
る
事
態
を
仮
想
す
る
」
な
ど
と
説
明
さ
れ
が
ち
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
マ
シ
が
事
態
を
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
、
す
な

わ
ち
相
対
化
し
て
提
示
す
る
助
動
詞
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単

純
な
意
志
推
量
作
用
を
表
す
ム
と
は
全
く
質
を
異
に
す
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
本
研
究
は
古
代
日
本
語
助
動
詞
の
体
系
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
の
第
一
歩
で
あ
る
。

上
代
に
あ
っ
て
、
反
実
仮
想
す
る
主
体
は
何
よ
り
も
目
の
前

の
「
不
可
能
」
を
見
て
い
た
。「
関
を
置
け
な
い
」
現
実
を
直

視
し
て
、「
関
を
置
け
た

0

0

0

な
ら
」
と
い
う
「
可
能
」
を
仮
想
す

る
。
こ
れ
は
可
能
表
現
史
に
も
関
わ
る
視
点
で
あ
ろ
う
。「
不

可
能
」
を
見
る
こ
と
で
、
反
転
的
に
「
可
能
」
が
生
じ
た
と
い

う
こ
と
が
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
や
り
き
れ
な
い
現
実
を
直

視
す
る
こ
と
が
、
可
能
の
始
ま
り
で
あ
る
と
し
た
ら
―
―
。

夕
焼
け
を
背
に
し
て
、
ま
た
歩
み
出
す
。
古
代
日
本
語
助
動

詞
の
世
界
は
秋
の
香
り
の
よ
う
に
豊
饒
で
あ
る
。
そ
の
解
明
に

向
け
、
末
永
く
歩
み
を
続
け
て
ゆ
き
た
い
。

第13回萬葉学会奨励賞

「助動詞マシの意味」をはじめとする
上代の文における句の相関およびそれ
に関わる助動詞の研究

古川　大悟 
Daigo FURUKAWA

京都⼤学人間・環境学研究科博⼠後期課程 3 年
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現役生・修了生2020年度受賞研究から

こ
の
度
、
二
〇
二
〇
年
度
第
三
回
関
西
電
気
化
学
研
究
会
に

お
い
て
奨
励
賞
を
頂
き
、
大
変
光
栄
に
思
い
ま
す
。
本
研
究
を

進
め
る
に
あ
た
り
、
内
本
喜
晴
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
研
究
室

の
方
々
な
ら
び
に
関
係
各
位
に
ご
助
力
い
た
だ
き
、
厚
く
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。
今
回
の
受
賞
を
励
み
と
し
て
今
後
も
研
究
活

動
に
邁
進
し
て
い
く
所
存
で
す
。
受
賞
対
象
と
な
っ
た
発
表
題

目
「Investigation of the cation m

ixing effect in 
LiN

iO
2  during the oxygen evolution reaction

」
の
内
容

に
つ
い
て
、
解
説
い
た
し
ま
す
。

十
八
世
紀
以
降
の
産
業
革
命
に
よ
り
、
人
類
の
生
産
力
は
上

昇
し
ま
し
た
が
、
一
方
で
化
石
燃
料
の
大
量
使
用
に
よ
り
、
二

酸
化
炭
素
な
ど
の
温
室
効
果
ガ
ス
や
有
害
物
質
が
増
加
し
て
き

て
、
環
境
問
題
は
ま
す
ま
す
深
刻
化
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

一
九
七
〇
年
代
の
第
二
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
効
率
的
な
利
用
が
世
界
的
に
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。
環
境
問
題
へ
の
関
心
の
高
ま
り
や
炭
素
を
含
む
化
石
燃

料
の
枯
渇
に
よ
り
、
持
続
可
能
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
必
要
性
が
叫

ば
れ
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
風
力
エ
ネ

ル
ギ
ー
、
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

広
く
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。
水
素
は
、
地
球
上
に
豊
富
な
資
源

で
あ
り
、
重
量
エ
ネ
ル
ギ
ー
密
度
が
最
も
高
い
こ
と
か
ら
、
電

気
と
化
学
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
変
換
す
る
た
め
の
有
望
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
キ
ャ
リ
ア
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
水
素
社
会

を
構
築
す
る
た
め
に
は
、
効
率
的
で
環
境
に
や
さ
し
い
水
素
製

造
法
を
見
つ
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。

水
素
は
、
様
々
な
原
料
か
ら
作
ら
れ
て
お
り
、
天
然
ガ
ス
、

Ｌ
Ｐ
Ｇ
、
ナ
フ
サ
、
石
油
残
渣
と
い
っ
た
炭
化
水
素
の
水
蒸
気

改
質
も
し
く
は
製
鉄
プ
ロ
セ
ス
や
食
塩
水
の
電
解
プ
ロ
セ
ス
中

に
発
生
す
る
副
生
ガ
ス
か
ら
生
産
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
水

素
製
造
法
は
大
量
生
産
が
見
込
め
な
い
ば
か
り
か
、
製
造
過
程

で
二
酸
化
炭
素
が
生
成
し
て
し
ま
う
の
で
、
水
素
社
会
の
ビ

ジ
ョ
ン
に
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。CO

2

フ
リ
ー
の
水
素
製
造
法
を

見
つ
け
る
た
め
、
我
々
の
研
究
室
で
は
ア
ル
カ
リ
水
電
解
に
注

目
し
て
い
ま
す
。
水
の
電
気
分
解
に
よ
る
水
素
製
造
は
、
二
酸

化
炭
素
の
生
成
が
な
い
ク
リ
ー
ン
な
手
法
で
す
。
実
用
的
な
技

術
と
し
て
ア
ル
カ
リ
水
電
解
法
は
、20–30%

 K
O

H

溶
液
を

電
解
質
に
使
用
し
、
隔
壁
を
介
し
て
ア
ノ
ー
ド
と
カ
ソ
ー
ド
が

配
置
さ
れ
、
電
解
に
よ
っ
て
水
素
を
製
造
し
ま
す
。
水
分
解
に

よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
水
素
は
、
化
学
結
合
に
よ
っ
て
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
蓄
え
る
こ
と
が
で
き
、
燃
料
電
池
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

変
換
で
酸
素
と
結
合
す
る
と
、
さ
ら
に
電
力
に
変
換
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

ア
ル
カ
リ
水
電
解
は
、
貴
金
属
を
使
用
し
な
い
比
較
的
安
価

な
材
料
で
電
解
シ
ス
テ
ム
を
構
築
で
き
、
大
規
模
な
水
素
製
造

を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
現
状
で
は
、
カ
ソ
ー
ド
で

の
水
素
製
造
に
対
し
て
ア
ノ
ー
ド
で
の
酸
素
発
生
反
応
が
遅
い

た
め
に
効
率
が
悪
く
な
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
電
解
槽

全
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
を
改
善
す
る
に
は
、
高
効
率
な
酸
素

発
生
触
媒
の
開
発
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
高
性
能
で
高
寿
命
な

触
媒
の
設
計
は
今
後
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ

れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
酸
素
発
生
反
応
に
お
け
る
未
知
の
吸

着
・
脱
吸
着
中
間
体
を
含
む
極
め
て
複
雑
な
反
応
過
程
は
、
ま

だ
解
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
酸
素
発
生
反
応
の
本
質
的
な
反
応

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
は
、
高
性
能
で
高
寿
命
な
触
媒
を
設
計
す

る
た
め
の
基
本
で
あ
り
、
今
後
も
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

本
研
究
で
は N

i 

系
触
媒
の
一
つ
で
あ
る LiN

iO
2

の
物
性
に

お
け
る
触
媒
特
性
を
調
べ
ま
し
た
。
本
研
究
に
お
け
る
“
カ
チ

オ
ン
ミ
キ
シ
ン
グ
”
と
は
、LiN

iO
2

層
状
岩
塩
型
酸
化
物
に
お

け
る
、Li

サ
イ
ト
－N

i

サ
イ
ト
間
の
ミ
キ
シ
ン
グ
を
指
し
て

い
ま
す
。
薬
剤
を
用
い
た
種
々
の
焼
成
条
件
で
カ
チ
オ
ン
ミ
キ

シ
ン
グ
の
程
度
が
異
な
る
触
媒
を
作
り
ま
し
た
。
放
射
光
と
呼

ば
れ
る
強
い
Ｘ
線
を
用
い
た
解
析
に
よ
り
、
作
製
し
た
触
媒
の

Li

とN
i

の
占
有
率
、
つ
ま
り
触
媒
の
カ
チ
オ
ン
ミ
キ
シ
ン
グ

の
レ
ベ
ル
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
触
媒
の
酸
素
発
生

反
応
活
性
を
電
気
化
学
測
定
に
よ
り
調
べ
た
結
果
、
カ
チ
オ
ン

ミ
キ
シ
ン
グ
量
を
増
加
さ
せ
る
と
、
結
晶
か
ら
の Li

脱
離
を

抑
制
で
き
、
耐
久
性
が
向
上
す
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
本

研
究
に
よ
り
、
図
１
に
示
す
よ
う
に
、
酸
素
発
生
反
応
中
に

Li +

が
結
晶
か
ら
脱
離
す
る
こ
と
が
触
媒
が
劣
化
し
た
原
因
だ

と
い
う
知
見
が
得
ら
れ
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、Li +

の
溶
出

を
防
ぐ
材
料
設
計
がLi 

含
有
金
属
酸
化
物
を
酸
素
発
生
反
応

触
媒
と
し
て
活
用
す
る
た
め
に
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
こ
の
研
究
は
現
在
、
論
文
に
な
り
ま
し
た
の
で

（http://dx.doi.org/10.1002/celc.202001207

）、
興
味
を
お

持
ち
の
方
は
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

2020年度第3回関西電気化学研究会奨励賞

酸素発生反応における Li-Ni 系複合金
属酸化物触媒のカチオンミキシングの
解明

任　亜丹 
Yadan REN

京都⼤学人間・環境学研究科相関環境学専攻博⼠課程 3 年

図１　酸素発生反応における Li の脱離
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現役生・修了生2020年度受賞研究から

吉
田
寿
雄
研
究
室
を
二
〇
二
一
年
に
修
了
い
た
し
ま
し
た
藤

田
で
す
。
こ
の
度
は
、
私
が
大
学
院
生
時
代
に
行
っ
て
い
た
研

究
を
執
筆
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
心
よ
り
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
最
近
何
か
と
話
題
に
な
っ
て
い
る
触
媒
に
つ
い
て
で

す
が
、
そ
の
種
類
は
分
子
触
媒
や
固
体
触
媒
な
ど
と
い
く
つ
か

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
中
で
も
私
は
固
体
触
媒
と
呼
ば

れ
る
昔
な
が
ら
の
触
媒
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
ま
し
た
。
固
体

触
媒
は
化
成
品
の
大
量
合
成
な
ど
で
も
用
い
ら
れ
る
物
質
で
、

少
量
の
金
属
で
簡
単
な
反
応
を
起
こ
す
の
に
向
い
て
は
い
る
も

の
の
、
実
は
そ
の
過
程
で
ど
の
よ
う
な
反
応
が
起
こ
っ
て
い
る

の
か
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
も
の
も
多
い
で
す
。
例
え
ば
、
私

が
主
に
研
究
し
て
い
た
白
金
触
媒
も
そ
の
一
つ
で
、
今
回
の
研

究
で
は
白
金
触
媒
を
用
い
た
水
素
化
反
応
な
ど
の
水
素
ガ
ス
を

流
通
さ
せ
る
反
応
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
部
を
解
明
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
ア
ル
ミ
ナ
の
上
に
白
金
金
属
ナ
ノ

粒
子
を
載
せ
た
触
媒
に
水
素
ガ
ス
を
流
通
さ
せ
る
と
白
金
ナ
ノ

粒
子
の
表
面
の
構
造
が
変
化
す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ

の
実
験
は
、
大
型
放
射
光
施
設SPring-8

で
行
わ
れ
、
最
新

の
設
備
を
用
い
て
既
報
の
手
法
に
よ
り
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
の
解

析
を
行
う
こ
と
で
、
白
金
ナ
ノ
粒
子
の
表
面
に
吸
着
す
る
水
素

原
子
の
定
量
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
定
容
法
と

呼
ば
れ
る
従
来
の
方
法
で
は
ア
ル
ミ
ナ
に
も
水
素
原
子
が
吸
着

し
て
し
ま
う
た
め
、
白
金
金
属
だ
け
に
吸
着
し
た
水
素
原
子
を

正
確
に
定
量
す
る
こ
と
は
困
難
で
し
た
が
、
今
回
の
放
射
光
を

用
い
た
実
験
で
は
白
金
金
属
に
の
み
吸
着
し
た
水
素
原
子
を
計

測
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
白
金
ナ
ノ
粒
子
の
表
面
の
構
造
が

変
化
す
る
こ
と
ま
で
突
き
止
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
発
見
が
何
の
役
に
立
つ
の
か
と
疑
問
に
思
わ
れ
る
方
も

多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
固
体
触
媒
を
用
い
た
反
応
は
、
先
程

も
申
し
上
げ
ま
し
た
通
り
工
業
的
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
も

の
の
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
も
の
が
多
い

で
す
。
そ
の
た
め
、
本
研
究
の
結
果
が
そ
う
い
っ
た
触
媒
反
応

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
の
足
掛
か
り
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
白
金
ナ
ノ
粒
子
を
用
い
た
エ
チ
レ
ン
の
水
素
化
反
応

は
ど
ん
な
白
金
表
面
の
構
造
を
し
て
い
て
も
同
じ
活
性
を
示
す

構
造
鈍
感
反
応
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
は

今
ま
で
様
々
な
考
察
が
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
の
研
究
で

得
ら
れ
た
結
果
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
エ
チ
レ
ン
の
水
素
化
反

応
は
反
応
中
に
白
金
表
面
に
水
素
原
子
が
吸
着
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
最
終
的
に
同
じ
表
面
構
造
に
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
に
起

こ
る
現
象
で
あ
る
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ

は
あ
く
ま
で
可
能
性
の
一
つ
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ

う
に
本
研
究
の
結
果
が
従
来
で
は
行
き
止
ま
り
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
た
研
究
に
も
新
た
な
切
り
口
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
。

こ
こ
か
ら
は
、
大
学
院
で
既
に
研
究
を
行
っ
て
い
る
、
あ
る

い
は
進
学
を
し
た
い
と
考
え
て
い
る
後
輩
に
向
け
て
書
か
せ
て

く
だ
さ
い
。
現
在
、
私
は
触
媒
の
研
究
か
ら
離
れ
、
自
動
車
で

使
わ
れ
る
エ
ン
ジ
ン
部
品
の
試
作
品
が
き
ち
ん
と
量
産
に
も
適

応
で
き
る
か
設
計
図
な
ど
の
検
討
を
行
う
言
わ
ば
生
産
技
術
と

呼
ば
れ
る
職
種
で
働
い
て
い
ま
す
。
一
見
す
る
と
、
分
野
外
で

し
か
も
、
研
究
職
で
も
な
い
の
に
大
学
院
を
修
了
し
て
も
意
味

が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
決
し
て
そ
ん

な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

研
究
し
て
い
く
た
め
に
は
実
験
の
計
画
を
立
て
、
実
験
を
行

い
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
照
ら
し
合
わ
せ
、
再
度
改
善
の
た
め

に
考
察
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
連
の
流
れ
を

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
と
呼
び
ま
す
が
、
社
会
に
出
て
も
こ
の
サ

イ
ク
ル
を
回
し
な
が
ら
仕
事
を
行
う
こ
と
が
多
い
で
す
。
例
え

ば
、
工
場
の
稼
働
効
率
の
改
善
業
務
で
は
、
不
良
品
が
発
生
す

る
原
因
を
検
討
し
、
該
当
す
る
工
程
に
手
を
加
え
、
再
度
ど
の

く
ら
い
改
善
さ
れ
た
か
考
察
す
る
力
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
技
術

職
に
限
ら
ず
、
営
業
や
企
画
と
い
っ
た
文
系
職
で
も
こ
の
サ
イ

ク
ル
を
う
ま
く
回
す
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
日
々
の
研
究
報
告
や
学
会
の
発
表
な
ど
で
培
っ
た
プ

レ
ゼ
ン
技
術
な
ど
も
役
に
立
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
試
作
品

の
設
計
図
の
改
善
を
提
案
す
る
際
、
製
造
や
研
究
員
と
い
っ
た

異
な
る
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
人
に
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
の
か

わ
か
り
や
す
く
説
明
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
適

切
な
言
葉
で
説
明
す
る
技
術
や
わ
か
り
や
す
い
資
料
作
り
の
技

術
が
必
要
に
な
る
の
で
す
。
ま
た
、
こ
れ
も
顧
客
に
商
品
を
提

案
す
る
よ
う
な
営
業
の
仕
事
で
も
必
要
な
ス
キ
ル
に
な
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

大
学
院
で
は
専
門
知
識
を
身
に
着
け
る
こ
と
が
最
大
の
目
的

な
の
で
す
が
、
実
際
に
大
学
院
を
修
了
し
て
社
会
に
出
て
み
る

と
、
専
門
知
識
そ
の
も
の
よ
り
も
そ
れ
を
身
に
着
け
る
過
程
の

方
が
大
切
だ
っ
た
と
わ
か
り
ま
し
た
。
研
究
が
う
ま
く
い
か
ず

悩
む
経
験
や
最
先
端
の
研
究
を
学
ぶ
経
験
は
必
ず
あ
な
た
を
成

長
さ
せ
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。
も
し
、
興
味
が
あ
れ
ば
大
学
院

で
研
究
を
し
て
み
る
の
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

第30回キャラクタリゼーション講習会 優秀ポスター賞

エチレンの水素化反応の触媒活性に対
する白金ナノ粒子の表面再構成の影響
―XAS その場観察による検討―
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現役生・修了生2020年度受賞研究から

ウ
ニ
と
い
う
単
語
を
聞
い
て
、
思
い
浮
か
べ
る
も
の
は
何
で

し
ょ
う
か
？　

恐
ら
く
、
多
く
の
場
合
は
食
べ
物
と
し
て
の
ウ

ニ
を
想
像
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
高
級
食
材

と
し
て
私
た
ち
の
食
卓
に
運
ば
れ
る
ウ
ニ
た
ち
は
、
実
は
海
の

生
態
系
で
と
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
そ
の
最

も
代
表
的
な
も
の
は
「
藻
類
食
者
」
と
し
て
の
働
き
で
、
ウ
ニ

た
ち
は
コ
ン
ブ
や
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
な
ど
の
海
藻
類
を
旺
盛
に
食
べ

ま
す
。
一
方
で
私
が
注
目
し
て
い
る
の
が
、
硬
い
岩
盤
を
掘
る

「
穿
孔
者
」
と
し
て
の
ウ
ニ
の
働
き
で
す
。

ウ
ニ
は
握
る
と
痛
い
で
す
よ
ね
。
寿
司
の
話
で
は
な
く
て
、

殻
の
話
で
す
。
そ
れ
は
、
ウ
ニ
が
強
靭
な
棘
を
持
っ
て
い
る
故

で
す
。
こ
の
棘
と
海
藻
を
大
量
に
食
べ
る
鋭
い
歯
を
使
っ
て
、

一
部
の
ウ
ニ
は
岩
を
削
っ
て
巣
穴
を
掘
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

ウ
ニ
の
巣
穴
は
半
球
状
を
し
て
い
て
、
比
較
的
柔
ら
か
い
岩
盤

の
海
岸
に
、
時
に
非
常
に
高
密
度
に
掘
ら
れ
ま
す
（
図
1
ａ
）。

そ
し
て
、
こ
の
巣
穴
は
た
だ
そ
こ
に
穴
が
空
い
て
ウ
ニ
が
入
っ

て
い
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
ず
、
ウ
ニ
の
巣
穴
は
そ
の
巣
穴
を
作
っ
た
穿
孔
ウ
ニ
が
死

ん
で
し
ま
っ
た
後
も
、
構
造
と
し
て
そ
こ
に
残
り
ま
す
。
そ
う

し
た
穴
は
と
て
も
貴
重
な
隠
れ
家
な
の
で
、
巣
穴
を
掘
ら
な
い

ウ
ニ
（
二
次
利
用
ウ
ニ
）
に
利
用
さ
れ
ま
す
。
二
次
利
用
ウ
ニ

は
元
々
巣
穴
を
掘
っ
て
い
た
ウ
ニ
と
は
違
い
、
身
体
が
巣
穴
に

ぴ
っ
た
り
と
フ
ィ
ッ
ト
し
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
巣
穴
の
中
に
空

間
が
で
き
ま
す
。
こ
の
狭
い
空
間
は
、
磯
に
住
む
小
さ
な
生
物

た
ち
に
と
っ
て
は
鋭
い
ウ
ニ
の
棘
に
守
ら
れ
た
安
全
な
環
境
で
、

魚
類
、
貝
類
、
甲
殻
類
な
ど
の
様
々
な
小
さ
な
生
物
が
住
み
つ

き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
巣
穴
を
利
用
し
た
居
候
生
活
を
「
住
み

込
み
共
生
」
と
呼
び
ま
す
。
ウ
ニ
を
巣
穴
か
ら
引
っ
張
り
出
し

て
住
み
込
み
共
生
者
を
数
え
て
み
る
と
、
な
ん
と
そ
の
個
体
数

は
外
の
環
境
の
約
三
倍
に
も
の
ぼ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
二
次
利
用
ウ
ニ
の
住
み
込
み
共
生
者
の
中
に
は
ウ
ニ

の
巣
穴
に
し
か
住
ま
な
い
種
も
居
ま
す
。
ウ
ニ
の
巣
穴
の
特
異

的
な
共
生
者
の
代
表
、
貝
類
の
ハ
ナ
ザ
ラ
は
、
巻
貝
の
系
統
に

あ
り
な
が
ら
完
全
に
巻
き
を
失
っ
た
笠
型
の
貝
殻
を
持
ち
ま
す

（
図
1
ｂ
－
ｃ
）。
こ
の
笠
型
の
貝
殻
は
、
貝
の
背
丈
を
低
く
し

て
、
狭
い
巣
穴
の
中
で
ス
ム
ー
ズ
に
動
く
た
め
だ
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
そ
の
う
え
、
こ
の
ハ
ナ
ザ
ラ
は
ウ
ニ
と
の
共
生
に
特
化

し
た
行
動
も
発
達
し
て
お
り
、
宿
主
と
な
る
ウ
ニ
を
ど
こ
ま
で

も
追
い
か
け
て
い
く
こ
と
が
出
来
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
ウ
ニ

は
巣
穴
を
介
し
て
磯
の
生
態
系
を
支
え
、
共
生
者
に
特
別
な
進

化
を
促
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
（Y

am
am

ori &
 

K
ato 2017, M

arine Biology

）。

ウ
ニ
の
共
生
者
の
探
索
は
、
ま
だ
ま
だ
続
き
ま
す
。
上
記
の

研
究
は
和
歌
山
県
や
高
知
県
な
ど
の
温
帯
域
で
行
い
ま
し
た
が
、

私
は
亜
熱
帯
域
の
南
西
諸
島
で
も
巣
穴
の
調
査
を
行
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
中
で
、
ガ
ン
ガ
ゼ
モ
ド
キ
と
い
う
死
サ
ン
ゴ
の
隙
間

に
住
む
有
毒
ウ
ニ
を
調
べ
た
と
き
に
、
そ
の
体
表
に
不
自
然
な

こ
ぶ
が
出
来
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
ぶ
の
中

に
は
ガ
ン
ガ
ゼ
タ
マ
エ
ボ
シ
と
い
う
、
漂
流
物
や
底
生
生
物
の

殻
な
ど
に
付
着
し
て
生
活
す
る
エ
ボ
シ
ガ
イ
類
（
甲
殻
類
）
の

仲
間
が
根
を
下
ろ
す
よ
う
に
付
着
し
て
い
ま
し
た
（
図
2
）。

こ
の
こ
ぶ
は
「
ゴ
ー
ル
」
と
呼
ば
れ
る
、
寄
生
／
共
生
者
が
身

を
守
る
た
め
に
宿
主
の
体
の
一
部
を
改
変
し
た
構
造
で
す
。
こ

の
エ
ボ
シ
ガ
イ
に
つ
い
て
詳
し
く
調
べ
て
み
る
と
、
な
ん
と

ゴ
ー
ル
を
作
る
だ
け
で
な
く
、
ゴ
ー
ル
周
辺
に
有
毒
な
棘
を
密

集
さ
せ
、
自
ら
の
周
囲
を
鉄
壁
の
要
塞
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。
他
者
の
体
で
な
ん
て
勝
手
な
こ
と
を
。
さ
ら
に

遺
伝
子
を
解
析
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
ウ
ニ
に
つ
く
エ
ボ
シ
ガ
イ

は
カ
ニ
類
に
つ
く
種
類
か
ら
進
化
し
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
り
、
本
種
は
ウ
ニ
と
の
共
生
生
活
に
伴
っ
て
、
ゴ
ー
ル
形
成

能
力
な
ど
の
様
々
な
機
能
を
獲
得
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た

（Y
am

am
ori &

 K
ato 2020, iScience

）。

私
は
こ
れ
ま
で
ウ
ニ
を
取
り
巻
く
共
生
系
を
色
々
な
角
度
か

ら
研
究
し
て
き
ま
し
た
が
、
ま
だ
ま
だ
報
告
出
来
て
い
な
い
成

果
が
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
新
し
い
発
見
は
続
い
て
い
く

と
思
い
ま
す
。
本
記
事
を
読
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
皆
さ
ん
も
、

海
に
行
か
れ
た
際
に
は
是
非
、
ウ
ニ
の
巣
穴
を
覗
い
て
み
て
下

さ
い
。
き
っ
と
、
面
白
い
生
物
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

第11回日本学術振興会育志賞

ウニの巣穴における「住み込み共生系」
と共生者の進化の研究

山守　瑠奈 
Luna YAMAMORI
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図 1　 ウニの巣穴と、巣穴に特異的に住み込み共生する巻貝の
ハナザラ．a，岩盤に穿たれた多数のウニの巣穴；b，ウ
ニの巣穴に共生する 2 匹のハナザラ；c，横から撮影した
ハナザラ

図 2　 有毒ウニの体表にゴールを形成するガンガゼタマエボシ．
a，ガンガゼモドキ；b，CTスキャンによるウニの殻とゴー
ルの断面画像；c，ゴールを形成されたウニの殻を次亜塩
素酸で漂白したもの；d，ガンガゼタマエボシ
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現役生・修了生2020年度受賞研究から

生
物
の
進
化
を
も
た
ら
す
力
に
自
然
選
択
が
あ
る
。
自
然
選

択
が
働
く
と
、
適
応
度
（=

生
涯
で
残
す
子
の
数
の
期
待
値
）

を
高
め
る
形
質
、
つ
ま
り
、
持
っ
て
い
る
と
生
存
や
生
殖
に
有

利
に
な
る
形
質
を
司
る
遺
伝
変
異
の
集
団
中
に
お
け
る
割
合
が

高
く
な
る
。
一
方
で
、
適
応
に
関
与
す
る
形
質
を
支
配
し
て
い

な
い
中
立
的
な
遺
伝
子
は
、
自
然
選
択
の
影
響
を
受
け
ず
、
偶

然
の
作
用
で
集
団
中
の
割
合
が
決
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
物

の
ゲ
ノ
ム
に
は
自
然
選
択
の
影
響
を
受
け
る
領
域
と
中
立
領
域

が
混
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
異
な
る
遺
伝
構
造
を
示
す
こ
と

が
あ
る
。

自
然
選
択
が
そ
こ
に
生
育
す
る
植
物
に
対
し
強
く
働
く
環
境

の
ひ
と
つ
に
、
超
苦
鉄
質
土
壌
が
あ
る
。
超
苦
鉄
質
土
壌
は

M
g

2+

や
重
金
属
を
過
剰
に
含
み
、
さ
ら
に
乾
燥
し
や
す
い
と

い
う
特
徴
を
も
つ
た
め
、
そ
の
よ
う
な
環
境
で
も
生
育
で
き
る

特
殊
な
植
物
が
分
布
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
植
物
の
一
つ
に
キ

ク
科
の
多
年
性
植
物
、
ア
キ
ノ
キ
リ
ン
ソ
ウ
が
あ
る
。
通
常
は

林
床
な
ど
の
湿
っ
た
日
陰
に
み
ら
れ
る
（
以
下
、
森
林
型
）
が
、

超
苦
鉄
質
土
壌
に
生
育
す
る
も
の
（
超
苦
鉄
質
型
）
も
ま
れ
に

い
る
。
超
苦
鉄
質
型
は
森
林
型
に
比
べ
、
乾
燥
に
耐
え
る
た
め

に
狭
葉
化
し
て
お
り
、
ま
た
は
る
か
に
早
い
時
期
に
開
花
す
る
。

北
海
道
に
は
超
苦
鉄
質
土
壌
が
島
状
に
分
布
し
て
お
り
、
各
地

の
超
苦
鉄
質
地
帯
で
生
態
的
に
類
似
し
た
超
苦
鉄
質
型
が
現
れ

て
い
る
（
図
１
）。
両
生
態
型
は
、
数
十
メ
ー
ト
ル
と
い
う
近

い
距
離
に
生
育
し
て
い
る
こ
と
か
ら
受
粉
な
ど
に
よ
る
中
立
な

遺
伝
子
流
動
が
起
き
う
る
一
方
、
各
土
壌
か
ら
自
然
選
択
を
受

け
て
適
応
的
な
個
体
が
選
択
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

う
し
た
背
景
か
ら
、
超
苦
鉄
質
地
帯
の
内
外
に
生
育
す
る
ア
キ

ノ
キ
リ
ン
ソ
ウ
の
ゲ
ノ
ム
構
造
は
領
域
に
よ
っ
て
異
な
る
遺
伝

構
造
を
も
つ
可
能
性
が
想
定
さ
れ
た
。

そ
こ
で
修
士
課
程
で
の
研
究
で
は
、
二
つ
の
生
態
型
間
で
土

壌
の
種
類
に
対
応
し
た
非
中
立
な
遺
伝
変
異
が
存
在
す
る
の
か
、

そ
の
非
中
立
変
異
は
各
地
の
超
苦
鉄
質
型
に
共
通
し
て
存
在
す

る
の
か
、
中
立
な
ゲ
ノ
ム
領
域
と
遺
伝
構
造
が
異
な
っ
て
い
る

の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
本
研
究
で
は
超

苦
鉄
質
土
壌
に
はM

g
2+

が
過
剰
に
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
適
応

候
補
遺
伝
子
と
し
てM

g
2+

輸
送
体
遺
伝
子
に
着
目
し
た
。
塩

基
配
列
を
分
析
し
た
結
果
、M

g
2+

輸
送
体
遺
伝
子
の
上
流
領

域
に
構
造
変
異
が
存
在
し
、
さ
ら
に
そ
の
領
域
が
超
苦
鉄
質
型

と
森
林
型
の
集
団
で
、
地
域
を
越
え
、
土
壌
の
種
類
が
同
じ
場

所
に
共
通
し
て
分
化
し
て
い
る
と
分
か
っ
た
。
ま
た
こ
の
候
補

遺
伝
子
は
、
森
林
型
の
集
団
で
は
祖
先
型
ホ
モ
接
合
に
、
超
苦

鉄
質
型
で
は
派
生
型
ホ
モ
接
合
に
偏
り
、
土
壌
の
種
類
に
応
じ

た
構
造
を
示
し
た
。
い
っ
ぽ
う
中
立
的
な
遺
伝
子
に
お
け
る
遺

伝
構
造
は
、
土
壌
の
種
類
に
関
係
な
く
地
理
的
に
近
い
集
団
同

士
で
類
似
し
て
お
り
、
単
純
な
地
理
構
造
を
示
し
た
（
図
２
参

照
。
適
応
遺
伝
子
は
、
北
と
南
と
い
う
異
な
る
地
域
に
あ
り
な

が
ら
も
、
生
育
し
て
い
る
土
壌
の
種
類
が
同
じ
も
の
同
士
で
対

立
遺
伝
子
頻
度
が
類
似
し
て
い
る
。
一
方
中
立
遺
伝
子
は
、
土

壌
の
種
類
に
関
係
な
く
、
同
じ
地
域
に
あ
る
も
の
同
士
で
対
立

遺
伝
子
頻
度
が
類
似
し
て
い
る
）。
こ
の
よ
う
に
地
域
に
よ
っ

て
中
立
領
域
の
対
立
遺
伝
子
頻
度
が
異
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
ア

キ
ノ
キ
リ
ン
ソ
ウ
の
超
苦
鉄
質
型
は
「
地
質
の
島
」
ご
と
に
派

生
し
た
、
つ
ま
り
平
行
進
化
を
し
た
こ
と
、
そ
し
て
本
種
が
超

苦
鉄
質
土
壌
に
進
出
す
る
際
、M

g
2+

輸
送
体
遺
伝
子
が
各
地

で
自
然
選
択
を
受
け
、
平
行
的
な
土
壌
適
応
に
共
通
し
て
関
与

し
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
遺
伝
構
造
は
中
立
遺
伝
子
（
地
理
構
造
を

示
す
）
と
適
応
候
補
遺
伝
子
（
土
壌
の
種
類
に
応
じ
た
構
造
を

示
す)

で
異
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
察

す
る
に
は
、
遺
伝
子
流
動
の
下
で
選
択
が
起
き
た
際
の
ゲ
ノ
ム

分
化
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
選
択
が
働
か
な
い
と
き
、
遺

伝
子
流
動
に
よ
り
集
団
間
で
の
遺
伝
的
分
化
は
妨
げ
ら
れ
て
い

る
が
、
選
択
が
及
ぶ
と
特
定
の
ゲ
ノ
ム
領
域
だ
け
が
顕
著
に
高

い
集
団
間
分
化
を
示
す
。
自
然
選
択
に
よ
る
分
化
が
ゲ
ノ
ム
全

体
に
及
ば
な
い
理
由
と
し
て
組
換
え
の
効
果
が
考
え
ら
れ
る
。

組
換
え
が
起
こ
る
と
遺
伝
子
間
の
連
鎖
が
断
ち
切
ら
れ
、
同
じ

染
色
体
上
で
も
独
立
し
た
多
型
パ
タ
ー
ン
を
示
す
。
ア
キ
ノ
キ

リ
ン
ソ
ウ
は
他
殖
性
の
生
物
で
あ
る
た
め
組
換
え
が
起
こ
り
や

す
い
。
組
み
換
え
に
よ
っ
て
、
土
壌
適
応
に
関
わ
る
遺
伝
子
群

以
外
の
ゲ
ノ
ム
領
域
は
、
適
応
遺
伝
子
と
連
鎖
し
て
い
な
が
ら

も
特
定
の
型
へ
の
偏
り
が
起
き
ず
、
土
壌
の
種
類
と
関
連
し
な

い
遺
伝
構
造
を
示
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。

日本植物分類学会口頭発表賞

超苦鉄質土壌におけるアキノキリンソ
ウの平行的な土壌適応に関わる Mg2+

輸送体遺伝子
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現役生・修了生2020年度受賞研究から

全
て
の
生
物
は
種
が
生
存
し
、
子
孫
を
残
す
の
に
適
し
た
環

境
条
件
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
条
件
を
満
た
す
場
所
は
、

時
代
と
と
も
に
大
き
く
移
り
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、

約
二
六
〇
万
年
前
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
第
四
紀
は
寒
冷
期

と
温
暖
期
が
数
万
年
単
位
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
北
半

球
に
分
布
す
る
温
帯
性
生
物
は
寒
冷
期
に
は
分
布
を
南
に
縮
小

さ
せ
、
温
暖
期
に
は
分
布
を
北
へ
拡
大
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の

よ
う
な
気
候
変
動
に
対
応
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か

し
、
気
候
変
動
が
ど
の
程
度
種
の
分
布
に
影
響
を
与
え
た
か
に

つ
い
て
は
未
解
明
な
点
が
多
く
研
究
の
余
地
が
あ
り
ま
す
。
過

去
に
生
物
が
辿
っ
た
歴
史
を
直
接
調
べ
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
の
歴
史
は
痕
跡
と
し
て
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
刻
ま
れ
て
い
ま

す
。
従
っ
て
生
物
の
遺
伝
的
特
性
を
調
べ
る
こ
と
で
、
そ
の
種

が
辿
っ
て
き
た
歴
史
の
一
部
を
推
定
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

本
研
究
で
は
ゼ
ン
テ
イ
カ
と
い
う
植
物
を
対
象
と
し
て
、
Ｄ
Ｎ

Ａ
の
変
異
情
報
を
用
い
た
遺
伝
分
析
と
環
境
デ
ー
タ
を
用
い
た

古
分
布
予
測
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
寒
冷
期
と
温
暖
期
の

ど
ち
ら
が
種
の
遺
伝
的
特
性
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を

検
証
し
ま
し
た
。

ゼ
ン
テ
イ
カ
は
冷
温
帯
～
高
山
帯
に
分
布
す
る
多
年
生
草
本

で
す
。
別
名
ニ
ッ
コ
ウ
キ
ス
ゲ
と
も
呼
ば
れ
、
ユ
リ
の
よ
う
な

黄
色
く
大
き
な
花
は
夏
山
を
彩
る
こ
と
で
も
有
名
で
す
。
本
種

は
極
東
ロ
シ
ア
・
中
国
東
部
・
朝
鮮
半
島
と
、
日
本
で
は
北
海

道
か
ら
京
都
府
と
島
根
県
隠
岐
の
島
に
分
布
し
ま
す
。
東
日
本

で
は
分
布
密
度
が
高
く
、
山
地
性
草
原
や
海
岸
斜
面
に
大
集
団

を
形
成
す
る
一
方
で
、
西
日
本
で
は
分
布
密
度
が
低
く
、
樹
木

の
入
り
込
め
な
い
岩
壁
に
小
集
団
が
辛
う
じ
て
生
き
残
っ
て
い

る
の
み
で
す
。
特
に
分
布
南
端
の
京
都
の
集
団
は
近
隣
集
団
か

ら
直
線
距
離
で
六
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
地
理
的
に
隔
離
さ
れ
、

分
布
西
端
の
隠
岐
の
集
団
に
至
っ
て
は
海
を
隔
て
て
二
〇
〇
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
隔
離
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ゼ
ン
テ
イ
カ

は
熟
し
た
果
実
が
裂
け
る
こ
と
で
直
径
六
～
七
ミ
リ
の
種
子
が

散
布
さ
れ
る
と
い
う
重
力
散
布
の
性
質
を
持
つ
た
め
、
分
布
を

急
激
に
拡
大
さ
せ
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
植
物
で
す
。
従
っ
て
、

現
在
の
ゼ
ン
テ
イ
カ
の
特
徴
的
な
分
布
パ
タ
ー
ン
を
考
慮
す
る

と
、
そ
の
遺
伝
的
特
性
に
は
過
去
の
気
候
変
動
の
影
響
が
強
く

表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
本
種
を
研
究
対
象
と
し
ま

し
た
。

ま
ず
、
遺
伝
分
析
を
行
う
た
め
マ
イ
ク
ロ
サ
テ
ラ
イ
ト
領
域

と
い
う
進
化
的
に
中
立
な
遺
伝
子
座
を
用
い
て
、
国
内
の
分
布

域
か
ら
網
羅
的
に
収
集
し
た
四
一
集
団
七
三
七
個
体
の
遺
伝
子

型
を
決
定
し
、
集
団
間
の
関
係
性
を
調
べ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

北
海
道
・
東
北
・
中
部
・
近
畿
・
京
都
・
隠
岐
と
い
う
六
つ
の

地
域
集
団
が
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
次
に
、
地
域

集
団
ご
と
の
遺
伝
的
多
様
性
を
計
算
し
ま
し
た
。
遺
伝
的
多
様

性
は
一
集
団
当
た
り
ど
れ
だ
け
多
様
な
ア
レ
ル
を
持
つ
か
を
表

す
指
標
で
、
集
団
が
過
去
に
経
験
し
た
個
体
数
増
減
の
影
響
が

反
映
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
分
析
の
結
果
、
分
布
の
中
心

で
あ
る
東
北
・
中
部
で
は
遺
伝
的
多
様
性
が
高
く
、
分
布
末
端

の
京
都
・
隠
岐
で
は
遺
伝
的
多
様
性
が
低
い
傾
向
が
見
ら
れ
ま

し
た
。
こ
れ
は
分
布
の
中
心
地
域
で
は
長
期
間
安
定
し
て
集
団

が
維
持
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
分
布
末
端
地
域
で
は
過
去
に

個
体
数
が
大
き
く
減
少
す
る
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
を
経
験
し
た
可

能
性
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
各
地
域
集
団
の
過
去
の
個

体
数
変
動
を
推
定
し
た
と
こ
ろ
、
分
布
末
端
地
域
で
は
個
体
数

が
大
き
く
減
少
し
た
こ
と
、
特
に
京
都
で
は
約
五
千
年
前
以
降

の
温
暖
期
に
個
体
数
減
少
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
生
態
ニ
ッ
チ
モ
デ
リ
ン
グ
で
古
分
布
予
測
を
行
い
ま

し
た
。
生
態
ニ
ッ
チ
モ
デ
リ
ン
グ
と
は
分
布
位
置
情
報
と
環
境

デ
ー
タ
か
ら
あ
る
種
の
分
布
確
率
を
推
定
す
る
解
析
方
法
で
す
。

本
研
究
で
は
現
在
、
温
暖
期
（
約
六
千
年
前
）
及
び
寒
冷
期

（
約
二
万
年
前
）
と
い
う
各
時
代
の
（
推
定
さ
れ
た
）
気
温
・

降
水
量
等
を
環
境
デ
ー
タ
と
し
、
分
布
予
測
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
寒
冷
期
か
ら
温
暖
期
に
か
け
て
平
均
気
温
が
七
度

上
昇
す
る
こ
と
で
、
分
布
適
地
が
南
で
減
少
し
、
分
布
末
端
集

団
が
孤
立
し
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
復
元
さ
れ
た

過
去
の
分
布
確
率
と
遺
伝
分
析
の
比
較
相
関
解
析
を
行
っ
た
と

こ
ろ
、
ゼ
ン
テ
イ
カ
の
現
在
の
遺
伝
的
多
様
性
は
温
暖
期
の
影

響
を
強
く
受
け
て
い
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
結
果
は
寒
冷
期
が
現
在
の
遺
伝
的
特
性
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
と
さ
れ
る
、
温
帯
性
樹
木
で
行
わ
れ
た
多
く
の
先
行

研
究
と
異
な
る
も
の
で
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ゼ
ン
テ
イ
カ

は
寒
冷
気
候
に
比
較
的
強
い
た
め
高
緯
度
地
域
で
多
様
性
を
大

き
く
失
わ
な
か
っ
た
こ
と
や
、
明
る
い
環
境
を
好
む
草
本
で
あ

る
た
め
温
暖
な
低
緯
度
地
域
で
広
葉
樹
と
の
種
間
競
争
に
負
け

て
集
団
が
隔
絶
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
分
布
末
端
集
団
は
ユ
ニ
ー
ク
な
遺
伝
的
特
性
を
持
ち

な
が
ら
も
、
今
後
の
気
候
温
暖
化
に
よ
っ
て
は
分
布
適
地
が
さ

ら
に
減
少
し
最
終
的
に
は
絶
滅
に
至
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま

す
。
本
研
究
で
得
ら
れ
た
知
見
は
こ
の
よ
う
な
貴
重
な
集
団
を

後
世
に
残
す
た
め
の
保
全
戦
略
の
策
定
に
も
役
立
つ
と
考
え
て

い
ま
す
。

第68回日本生態学会大会　ポスター賞 
植物個体群分野 最優秀賞

後氷期の気候温暖化が引き起こした分
布末端集団の孤立化 
―ゼンテイカ群での事例―

増田　和俊 
Kazutoshi MASUDA

人間・環境学研究科相関環境学専攻修⼠課程 2 年
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現役生・修了生2020年度受賞研究から

こ
の
度
、
日
本
化
学
会 

第
一
〇
一
回
春
季
年
会
（
二
〇
二

一
）
学
生
講
演
賞
を
頂
き
、
大
変
光
栄
に
思
い
ま
す
。
本
研
究

を
進
め
る
に
あ
た
り
吉
田
先
生
、
山
本
先
生
を
は
じ
め
と
す
る

研
究
室
の
皆
様
、
関
係
者
の
皆
様
に
は
大
変
ご
助
力
い
た
だ
き

ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
今
回
の
受

賞
を
励
み
に
今
後
も
よ
り
良
い
研
究
を
目
指
し
て
い
く
所
存
で

す
。
受
賞
対
象
に
な
っ
た
発
表
題
目
「
担
持
ロ
ジ
ウ
ム
触
媒
に

よ
る
光
熱
変
換
型
メ
タ
ン
ド
ラ
イ
リ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
反
応
」
の

内
容
に
つ
い
て
、
解
説
い
た
し
ま
す
。

近
年
、
増
加
す
る
大
気
中
の
二
酸
化
炭
素
濃
度
や
化
石
資
源

の
枯
渇
が
問
題
視
さ
れ
始
め
、
世
界
的
に
二
酸
化
炭
素
の
排
出

量
削
減
が
目
指
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
解
決
策
と
し
て
、
二
酸

化
炭
素
を
未
使
用
炭
素
資
源
と
捉
え
て
、
他
の
有
用
化
合
物
に

変
換
す
る
た
め
の
技
術
開
発
が
切
望
さ
れ
て
お
り
、
二
酸
化
炭

素
の
資
源
化
技
術
が
精
力
的
に
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。
メ
タ
ン

ド
ラ
イ
リ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
反
応
（CO

2  + CH
4  

→ 2CO
 + 

2H
2

）
も
そ
の
一
つ
で
す
。
こ
の
反
応
は
二
酸
化
炭
素
と
メ
タ

ン
か
ら
一
酸
化
炭
素
と
水
素
を
生
成
す
る
反
応
で
あ
り
、
生
成

物
で
あ
る
一
酸
化
炭
素
と
水
素
の
混
合
ガ
ス
は
合
成
ガ
ス
と
呼

ば
れFischer-T

ropsch

法
に
よ
り
燃
料
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な

ど
の
原
料
に
な
り
ま
す
。
二
酸
化
炭
素
を
削
減
し
つ
つ
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
夢
の
よ
う
な
技
術
で
す
が
、
こ

の
反
応
の
実
用
化
に
は
様
々
な
課
題
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
が
こ

の
反
応
を
十
分
に
進
行
さ
せ
る
た
め
に
は
触
媒
存
在
下
で
八
〇

〇
度
程
度
の
高
温
が
必
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
反

応
の
進
行
に
必
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
化
石
燃
料
由
来
の
熱
エ
ネ

ル
ギ
ー
で
賄
っ
て
し
ま
え
ば
化
石
燃
料
を
消
費
し
燃
焼
に
よ
っ

て
二
酸
化
炭
素
を
排
出
し
て
し
ま
い
ま
す
。
も
し
こ
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
太
陽
光
エ
ネ
ル
ギ
ー
か

ら
得
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
燃
料
の
消
費
や
燃
焼
に
よ
る
二
酸

化
炭
素
の
排
出
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
、
よ
り
効
率
的
な
二

酸
化
炭
素
の
資
源
化
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
我
々
の
研

究
室
で
は
太
陽
光
の
利
用
を
目
指
し
た
可
視
・
近
赤
外
光
照
射

下
で
の
メ
タ
ン
ド
ラ
イ
リ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
反
応
の
研
究
を
行
っ

て
き
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
に
ロ
ジ
ウ
ム
を

ナ
ノ
粒
子
と
し
て
担
持
さ
せ
た
触
媒
（Rh/A

l2 O
3

）
が
可

視
・
近
赤
外
光
照
射
に
よ
っ
て
メ
タ
ン
ド
ラ
イ
リ
フ
ォ
ー
ミ
ン

グ
反
応
に
高
い
活
性
を
示
す
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
触
媒
は
活
性
点
で
あ
る
ロ
ジ
ウ
ム
ナ
ノ
粒
子
が
光
を
吸
収

す
る
こ
と
で
高
温
化
し
反
応
を
進
行
さ
せ
る
光
熱
変
換
触
媒
と

し
て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
可
視
・
近
赤
外

光
照
射
下
で
の
ロ
ジ
ウ
ム
ナ
ノ
粒
子
の
温
度
は
明
ら
か
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
局
所
的
な
温
度
を
測
定
す
る
方
法
と
し
て
Ｘ
線

吸
収
分
光
法
（X

A
S

）
の
活
用
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
本
研
究
で
は
、
大
型
放
射
光
施
設SPring-8

に
て
可

視
・
近
赤
外
光
照
射
下
メ
タ
ン
ド
ラ
イ
リ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
反
応

中
の
触
媒
に
つ
い
て
、
時
間
分
解
能
の
高
いD

ispersive 
X

A
S

（D
X

A
S

）
を
連
続
し
て
測
定
す
る
こ
と
に
よ
り
ミ
リ

秒
単
位
の
温
度
の
測
定
を
試
み
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
光
の
点

灯
／
消
灯
に
伴
い
急
激
に
変
化
す
る
ロ
ジ
ウ
ム
ナ
ノ
粒
子
の
温

度
を
測
定
す
る
こ
と
に
初
め
て
成
功
し
ま
し
た
（
図
１
）。
可

視
・
近
赤
外
光
照
射
に
よ
り
ロ
ジ
ウ
ム
ナ
ノ
粒
子
は
急
速
に
加

熱
さ
れ
光
照
射
開
始
か
ら
お
よ
そ
一
五
秒
で
三
五
〇
度
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
暗
中
で
の
触
媒
活
性
と
の
比

較
か
ら
担
持
ロ
ジ
ウ
ム
触
媒
が
光
熱
変
換
触
媒
と
し
て
機
能
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
担
持
さ
せ
て
い
る
ロ

ジ
ウ
ム
ナ
ノ
粒
子
の
粒
子
径
が
大
き
い
触
媒
で
は
小
さ
い
触
媒

に
比
べ
て
可
視
・
近
赤
外
光
照
射
下
で
の
温
度
が
高
く
な
る
こ

と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
粒
子
径
に
よ
る
温
度
の
違
い
は
ロ

ジ
ウ
ム
ナ
ノ
粒
子
か
ら
気
相
へ
の
熱
伝
達
や
熱
放
射
な
ど
の
熱

の
散
逸
過
程
や
吸
熱
反
応
で
あ
る
メ
タ
ン
ド
ラ
イ
リ
フ
ォ
ー
ミ

ン
グ
反
応
の
進
行
に
よ
る
違
い
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

本
成
果
は
光
照
射
下
で
の
触
媒
反
応
に
新
た
な
知
見
を
与
え

る
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
今
後
は
ロ
ジ
ウ
ム
ナ
ノ
粒
子
か

ら
の
熱
の
散
逸
過
程
で
ど
の
過
程
が
支
配
的
か
を
明
ら
か
に
し
、

光
照
射
に
よ
り
効
率
的
に
活
性
点
を
加
熱
す
る
こ
と
が
で
き
る

触
媒
設
計
を
行
い
、
よ
り
高
効
率
に
メ
タ
ン
ド
ラ
イ
リ
フ
ォ
ー

ミ
ン
グ
反
応
を
進
行
さ
せ
る
触
媒
を
開
発
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
ま
た
、X

A
S

の

性
質
上
今
回
の
測
定
で
は
触
媒
厚

さ
方
向
の
平
均
の
温
度
し
か
得
る

こ
と
が
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の

た
め
、
測
定
で
き
な
か
っ
た
光
照

射
面
の
表
面
温
度
や
酸
化
ア
ル
ミ

ニ
ウ
ム
と
の
温
度
差
に
つ
い
て
深

さ
分
解X

A
S

やX
RD

な
ど
他

の
測
定
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で

明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

日本化学会第101回春季年会学生講演賞

担持ロジウム触媒による光熱変換型 
メタンドライリフォーミング反応

高見　大地 
Daichi TAKAMI

京都⼤学⼤学院人間・環境学研究科相関環境学専攻博⼠課程 2 年

図 1．触媒であるロジウムナノ粒子の温度の測定
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ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
視
座
か
ら
百
年
を
振
り
返
る
～
イ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ア
ラ
ブ
世
界
～

座談会

岡
：
本
日
は
、
二
〇
一
五
年
に
本
研
究
科
に
特
定
講
師
と
し
て
着
任
し
、
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
よ

り
専
任
講
師
に
な
ら
れ
た
パ
ッ
ラ
ヴ
ィ
・
バ
ッ
テ
先
生
を
お
迎
え
し
、
イ
ン
ド
近
現
代
史
が
ご
専

門
の
バ
ッ
テ
先
生
を
中
心
に
、
池
田
寛
子
先
生
と
私
の
三
人
で
座
談
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
池

田
先
生
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
学
、
と
く
に
詩
が
ご
専
門
、
私
は
現
代
ア
ラ
ブ
文
学
と
パ
レ
ス
チ
ナ

問
題
が
専
門
で
、
人
文
学
と
い
う
点
以
外
、
共
通
点
が
な
い
三
人
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
、
イ
ン
ド
、
ア
ラ
ブ
世
界
、
こ
れ
ら
三
つ
の
地
域
を
貫
い
て
い
る
の
が
、
大
英
帝
国
に

よ
る
植
民
地
支
配
の
歴
史
で
す
。

本
誌
は
二
〇
二
二
年
春
刊
行
で
す
が
、
百
年
前
の
一
九
二
〇
年
前
後
、
中
東
世
界
で
は
第
一
次

世
界
大
戦
で
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
破
れ
、
英
仏
が
東
地
中
海
の
ア
ラ
ブ
世
界
を
植
民
地
分
割
し
ま
し

た
。
一
九
二
二
年
、
パ
レ
ス
チ
ナ
で
は
国
連
委
任
統
治
と
い
う
名
の
英
国
に
よ
る
植
民
地
支
配
が

始
ま
り
、
一
九
世
紀
末
か
ら
英
国
の
軍
事
占
領
下
に
あ
っ
た
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
一
九
一
九
年
、
独

立
を
求
め
て
全
人
民
が
蜂
起
し
、
一
九
二
二
年
に
名
目
的
な
独
立
は
得
る
も
の
の
英
軍
の
駐
留
は

続
き
ま
す
。

同
時
期
、
英
国
支
配
下
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
独
立
戦
争
（
一
九
一
九
－
二
一
）
が
起
こ
り
、

現
代
に
続
く
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
が
生
ま
れ
ま
す
。
イ
ン
ド
も
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
自
治
権

が
与
え
ら
れ
る
も
、
エ
ジ
プ
ト
同
様
、
名
ば
か
り
の
も
の
で
、
独
立
運
動
が
活
発
に
な
っ
て
い
き

ま
す
。

東
ア
ジ
ア
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
朝
鮮
で
は
日
本
か
ら
の
独
立
を
求
め
る
声
が
広
が
り
（
三
・
一

運
動
）、
世
界
各
地
で
人
々
が
、
自
由
と
平
等
を
求
め
、
声
を
上
げ
闘
う
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な

歴
史
の
同
時
代
性
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
展
開
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
本
座
談
会
で
は
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ

ア
ル
の
視
点
か
ら
、
こ
れ
ら
三
地
域
に
つ
い
て
、
と
く
に
バ
ッ
テ
先
生
か
ら
イ
ン
ド
の
状
況
に
つ

い
て
詳
し
く
お
話
を
う
か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
植
民
地
主
義
の
観
点
に
絡
め
な
が
ら
、
自
己
紹
介
を
お
願
い
し
ま
す
。

バ
ッ
テ
：
日
本
で
は
八
月
一
五
日
と
い
う
と
誰
も
が
終
戦
記
念
日
を
想
起
し
ま
す
が
、
日
本
か
ら

お
よ
そ
六
〇
〇
〇
㎞
西
に
離
れ
た
イ
ン
ド
の
場
合
、
こ
の
日
は
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
支
配
か
ら
の
独

立
記
念
日
で
、
厳
密
に
言
え
ば
印
パ
分
離
・
独
立
の
日
に
当
た
り
ま
す
。
そ
し
て
今
年
二
〇
二
一

年
は
、
英
領
イ
ン
ド
統
治
終
焉
の
一
九
四
七
年
か
ら
七
五
周
年
目
を
迎
え
る
記
念
式
典
が
首
都

ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
の
ラ
ー
ル
・
キ
ラ
ー
（「
赤レ

ッ
ド
・
フ
ォ
ー
ト

い
城
塞
」）
で
お
こ
な
わ
れ
、
つ
い
先
日
、
私
も
自
身

の
毎
夏
の
恒
例
行
事
と
し
て
式
典
の
ラ
イ
ブ
・
ス
ト
リ
ー
ミ
ン
グ
を
研
究
室
の
Ｐ
Ｃ
で
見
て
い
ま

し
た
。

私
の
研
究
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
は
、
約
一
世
紀
間
に
わ
た
る
イ
ン
ド
独
立
運
動
史
で
す
。
従
来
の

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
独
立
の
父
」
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
指
導
下
で
実
施
さ
れ
た
国
内
の
運
動

に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
当
て
る
も
の
で
す
が
、
私
の
関
心
は
こ
れ
に
留
ま
ら
ず
、
独
立
運
動
の
地
球
大

ポストコロニアルの視座から百年を振り返る
〜インド、アイルランド、アラブ世界〜

パ
ッ
ラ
ヴ
ィ
・
バ
ッ
テ
｜Pallavi Bhatte

一
九
七
二
年
生
ま
れ
。

人
間
・
環
境
学
研
究
科
共
生
文
明
論
歴
史

文
化
社
会
論
講
座
・
講
師
。

専
門
は
イ
ン
ド
の
近
現
代
史
。

池
田　

寛
子
｜H

iroko IK
ED

A

一
九
七
二
年
生
ま
れ
。

人
間
・
環
境
学
研
究
科
共
生
文
明
論
歴
史

文
化
社
会
論
講
座
・
教
授
。

専
門
は
英
文
学
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
学
。

岡　

真
理
｜M

ari O
K

A

一
九
六
〇
年
生
ま
れ
。

人
間
・
環
境
学
研
究
科
共
生
文
明
論
講
座

比
較
文
明
論
講
座
・
教
授
。

専
門
は
、
現
代
ア
ラ
ブ
文
学
、
パ
レ
ス
チ

ナ
問
題
。
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ポストコロニアルの視座から百年を振り返る～インド、アイルランド、アラブ世界～

の
展
開
、
す
な
わ
ち
多
く
の
国
々
と
地
域
を
巻
き
込
ん
で
繰
り

広
げ
ら
れ
た
文
字
ど
お
り
の
グ
ロ
ー
バ
ル
、
そ
し
て
ト
ラ
ン
ス

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
独
立
運
動
の
様
相
に
あ
り
ま
す
。
よ
り
広
い
文

脈
で
は
、「
民
族
・
社
会
運
動
」「
思
想
的
越
境
」「
移
民
史
」

「
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
史
」「
二
〇
世
紀
史
」

「
記コ

メ
モ
レ
ー
シ
ョ
ン

念
顕
彰
」
が
研
究
上
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。

池
田
：
私
は
大
学
で
英
文
学
を
専
攻
し
ま
し
た
が
、
英
文
学
史

の
片
隅
に
収
め
ら
れ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
文
学
に
惹
か
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
一
九
世
紀
末
以
降
の
英
語
に
よ
る
作
品
を

中
心
に
読
ん
で
き
ま
し
た
が
、
そ
の
背
後
に
は
古
く
か
ら
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
語
で
紡
が
れ
て
き
た
神
話
や
伝
説
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

語
の
語
り
の
伝
統
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
も

学
び
始
め
ま
し
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
興
味
を
持
っ
た
最
初
の

き
っ
か
け
は
、
学
部
の
時
の
英
文
学
史
の
授
業
で
教
授
か
ら

「
イ
ギ
リ
ス
で
妖
精
が
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
頃
に
も
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
妖
精
は
生
き
延
び
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
を

聞
い
た
こ
と
で
す
。
三
回
生
の
時
に
イ
ギ
リ
ス
と
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
を
一
人
旅
し
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
よ
り
長
く
滞
在
し
ま
し
た
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
妖
精
は
い
ま
し
た
か
、
と
聞
か
れ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
人
懐
っ
こ
い
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
人
た
ち
が
妖
精

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
い
ま
す
。
田
舎
の
パ
ブ
で
は

人
々
が
歌
い
、「
物
語
」
を
語
っ
て
く
れ
る
人
の
多
い
国
で
し

た
が
、
経
済
的
な
急
成
長
を
遂
げ
て
、
国
そ
の
も
の
は
ず
い
ぶ

ん
変
わ
り
ま
し
た
。

現
在
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
国
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
独
立
し
て
い

ま
す
が
、
一
九
二
二
年
ま
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
一
部
で
し
た
。
二

〇
二
二
年
に
ど
の
よ
う
に
一
〇
〇
周
年
が
演
出
さ
れ
る
の
か
が

注
目
さ
れ
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
植
民
地
化
と
は
、

何
よ
り
ま
ず
物
理
的
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
制
圧
し
、
そ
の
土
地

を
イ
ギ
リ
ス
の
も
の
に
す
る
こ
と
で
す
。
精
神
的
に
も
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
を
イ
ギ
リ
ス
化
し
、
合
併
し
よ
う
と
す
る
同
化
政
策
が

取
ら
れ
、
こ
れ
が
一
三
世
紀
初
め
頃
か
ら
お
よ
そ
七
〇
〇
年
間

続
き
ま
し
た
。
清
教
徒
革
命
以
降
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
国
と
な
っ

た
イ
ギ
リ
ス
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
信
奉
す
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を

改
宗
す
る
必
要
も
感
じ
る
こ
と
に
な
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
弾

圧
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
支
配

を
確
立
、
徹
底
す
る
た
め
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
英
語
化
も
推

し
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

本
日
は
と
り
わ
け
イ
ン
ド
の
言
語
状
況
に
つ
い
て
バ
ッ
テ
先

生
か
ら
た
く
さ
ん
お
話
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
を
楽
し

み
に
し
て
ま
す
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
土
着
の
言
葉
と
い
え
ば
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
語
で
す
が
、
イ
ン
ド
で
は
複
数
の
言
語
が
せ
め
ぎ

合
っ
て
い
ま
す
ね
。

岡
：
現
代
世
界
は
、
近
代
五
〇
〇
年
に
わ
た
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な

植
民
地
主
義
の
歴
史
の
上
に
成
り
立
っ
て
お
り
、
私
た
ち
は
依

然
、
植
民
地
主
義
の
歴
史
的
遺
構
の
な
か
で
生
き
て
い
る
―
―

そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
」
の
世
界
認
識
で
す

が
、
バ
ッ
テ
先
生
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
観
点
か
ら
見
た
イ

ン
ド
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

バ
ッ
テ
：
イ
ン
ド
の
「
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
の
問
題

を
考
え
て
み
ま
す
と
、
単
に
大
英
帝
国
の“Jew

el in the 
Crow

n”

と
し
て
の
観
点
だ
け
で
は
語
り
尽
く
す
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
大
英
帝
国
だ
け
で
な
く
、
英
国
に
よ
る
イ
ン
ド
支
配

の
前
史
、
あ
る
い
は
英
国
の
支
配
の
歴
史
と
共
に
あ
っ
た
他
の

西
欧
諸
国
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
）
の
海
外

拡
張
と
植
民
地
事
業
と
の
関
わ
り
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
か
ら
見
た
場
合
の
「
ゴ
ア
の
解
放
」、

ポ
ル
ト
ガ
ル
か
ら
見
れ
ば
「
ゴ
ア
へ
の
侵
攻
」
と
い
う
ポ
ル
ト

ガ
ル
領
イ
ン
ド
の
解
放
／
維
持
を
め
ぐ
る
問
題
で
す
。「
忘
れ

ら
れ
た
独
立
闘
争
」
と
も
言
わ
れ
る
こ
の
政
治
問
題
の
公
的
な

解
決
は
、
英
国
支
配
か
ら
の
独
立
達
成
以
降
三
〇
年
近
く
を
経

た
一
九
七
四
年
の
こ
と
で
し
た
。
と
は
い
え
、「
八
月
一
五
日

の
独
立
」
に
特
別
大
き
な
シ
ン
パ
シ
ー
を
持
た
な
い
ゴ
ア
州
の

人
々
が
い
る
の
も
事
実
で
す
。

こ
の
よ
う
に
過
去
へ
の
向
き
合
い
方
に
温
度
差
が
あ
っ
た
り
、

人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
と
り
わ
け
言
語
・
宗
教
・
文
化

的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
方
が
旧
宗
主
国
と
の
関
係
の
歴

史
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
イ
ン
ド
亜
大
陸
内
の
み

な
ら
ず
、
世
界
に
散
ら
ば
る
イ
ン
ド
人
・
イ
ン
ド
系
デ
ィ
ア
ス

ポ
ラ
の
場
合
も
同
様
で
す
。

岡
：
独
立
後
も
、
喉
に
刺
さ
っ
た
小
骨
の
よ
う
に
残
さ
れ
た
植

民
地
の
飛
び
地
と
い
う
問
題
。
香
港
問
題
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ

で
す
ね
。
歴
史
的
文
脈
は
異
な
り
ま
す
が
、
キ
ュ
ー
バ
に
お
け

る
ア
メ
リ
カ
の
租
借
地
で
米
軍
基
地
が
置
か
れ
て
い
る
グ
ァ
ン

タ
ナ
モ
も
、
い
ま
だ
キ
ュ
ー
バ
に
返
還
さ
れ
ず
、
九
・
一
一
以

降
は
、「
テ
ロ
リ
ス
ト
」
容
疑
者
が
拘
留
さ
れ
、
人
権
の
番
外

地
と
し
て
現
在
な
お
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

池
田
先
生
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

池
田
：
脱
植
民
地
化
以
降
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
、
イ
ギ
リ
ス

の
支
配
下
で
迫
害
さ
れ
て
き
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
大
き
な
力

を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
で
は
中
立
の

立
場
を
取
り
、
国
際
的
に
は
孤
立
し
、
経
済
的
に
は
低
迷
を
続

け
ま
し
た
。
Ｅ
Ｕ
と
の
緊
密
な
関
係
を
結
ん
で
き
た
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
は
、
目
下
多
く
の
移
民
を
受
け
入
れ
、
民
族
的
な
多
様
化

が
進
ん
で
い
ま
す
。
二
〇
一
七
年
か
ら
二
〇
二
〇
年
ま
で
の
首

相
で
あ
り
現
在
の
副
首
相
レ
オ
・
バ
ラ
ッ
カ
ー
氏
の
父
親
は
、

バ
ッ
テ
先
生
の
故
郷
の
イ
ン
ド
の
出
身
で
す
。
移
民
の
子
の
首

相
就
任
は
日
本
で
は
な
か
な
か
起
こ
り
そ
う
に
は
な
く
、
ま
た
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
も
少
し
前
で
あ
れ
ば
起
こ
り
え
な
か
っ
た
こ

と
で
す
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
今
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
独
立
後
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
絶
対
的
な
力
を
持
ち
続

け
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
地
位
の
低
下
は
著
し
く
、
ま
た
、
女

性
の
社
会
的
地
位
は
向
上
し
て
き
ま
し
た
。
独
立
直
後
は
家
父

長
的
社
会
が
保
た
れ
、
公
務
員
の
男
女
が
結
婚
す
る
と
女
性
の

方
が
仕
事
を
辞
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ほ
ど
、
女
性
は
家

庭
に
、
と
い
う
風
潮
が
あ
り
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
支
配
に
よ
っ
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ポストコロニアルの視座から百年を振り返る～インド、アイルランド、アラブ世界～

て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
自
由
は
抑
圧
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
イ

ギ
リ
ス
か
ら
独
立
す
れ
ば
す
ぐ
に
平
等
で
個
人
の
自
由
が
尊
重

さ
れ
る
社
会
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

岡
：
中
東
世
界
の
場
合
、
独
立
は
新
た
な
抑
圧
の
始
ま
り
を
意

味
し
ま
し
た
。
体
制
の
如
何
を
問
わ
ず
、
多
く
の
国
が
独
裁
国

家
と
な
り
ま
す
。
一
〇
年
前
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
に
端
を
発
す
る
一

連
の
革
命
が
ア
ラ
ブ
世
界
に
瞬
時
に
燃
え
広
が
っ
た
の
も
、
国

民
が
「
パ
ン
と
自
由
と
人
間
の
尊
厳
」
を
奪
わ
れ
て
い
る
と
い

う
状
況
が
こ
の
地
域
で
何
十
年
と
続
い
て
い
た
か
ら
で
す
。

チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
、
リ
ビ
ア
な
ど
、
独
裁
者
を
放
逐
し

た
国
も
あ
り
ま
す
が
、
シ
リ
ア
は
内
戦
と
な
り
、
何
十
万
と
い

う
市
民
が
殺
さ
れ
、
国
民
の
半
数
が
故
郷
を
追
わ
れ
、
四
分
の

一
が
国
外
難
民
と
な
っ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
と
思
い
ま
す
。

池
田
：
脱
植
民
地
化
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
国
ご
と
に
違
い
ま

す
が
、
共
通
項
と
い
う
べ
き
現
象
の
一
つ
に
「
英
語
化
」
が
あ

り
ま
す
ね
。
脱
植
民
地
化
を
経
て
多
く
の
国
が
英
語
を
公
用
語

と
定
め
て
い
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
の
一
つ
の
帰
結
で

す
。ア

イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
英
語
が
日
常
的
に
話
さ
れ
て
い
る
の
で

す
が
、
実
は
第
一
公
用
語
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
で
す
。
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
語
は
た
い
へ
ん
微
妙
な
立
場
に
あ
り
ま
す
。
英
語
は
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
の
経
済
的
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
て
き
ま
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｕ
か
ら
脱
退
し
た
現
在
、
Ｅ
Ｕ
圏
で
英
語
話
者

が
最
も
多
い
国
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
す
。
他
方
、
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
語
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
象
徴
と
し
て
保

護
さ
れ
て
い
ま
す
。
義
務
教
育
に
お
い
て
も
必
修
教
科
、
大
学

入
試
に
も
必
要
な
場
合
が
多
い
の
で
す
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て

皆
が
流
暢
に
話
せ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
す
。

日
本
に
お
け
る
英
語
に
少
し
似
て
い
ま
す
。

岡
：
英
米
よ
り
学
費
が
安
い
と
い
う
こ
と
で
、
か
つ
て
、
ダ
ブ

リ
ン
の
大
学
に
留
学
し
て
、
英
語
と
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
・
ダ
ン
ス

を
も
の
に
し
て
き
た
学
生
が
い
ま
し
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
の

話
者
は
ど
れ
く
ら
い
、
い
る
の
で
す
か
？

池
田
：
日
常
的
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
で
暮
ら
し
て
い
る
人
た
ち

は
い
ま
す
が
、
人
口
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
し
か
い
な
い
と
い

わ
れ
ま
す
。
現
在
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
各
地
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語

使
用
地
区
と
認
定
さ
れ
て
い
る
地
域
が
あ
り
、
そ
こ
に
住
む
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
語
話
者
は
過
疎
化
に
伴
い
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
を
使
用
し
た
ネ
ッ
ト
上
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
国
境
も
な
く
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
交
流
は
盛
ん

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
言
語
と
し
て
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
は
英

語
と
全
く
違
い
ま
す
。
英
文
学
よ
り
長
い
と
さ
れ
る
一
五
世
紀

以
上
の
文
学
的
伝
統
を
有
し
て
お
り
、
読
者
が
限
ら
れ
る
と
い

う
悩
み
を
抱
え
な
が
ら
も
、
今
で
も
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
で
詩
や

小
説
が
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
に
深
い
愛

着
を
抱
く
人
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
言
語
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の

世
界
観
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

語
は
目
に
見
え
な
い
世
界
を
内
在
さ
せ
た
言
葉
だ
と
い
わ
れ
ま

す
。
た
と
え
ば
、
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
は
英
語
で
はLadybird

で

す
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
で
はbóín D

é

と
い
っ
て
、「
神
さ

ま
の
小
さ
な
牛
」 
を
意
味
す
る
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

神
々
の
い
る
別
世
界
を
前
提
に
し
た
名
前
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ

ま
す
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
異
界
伝
説
の
宝
庫
で
す
。

岡
：
ま
さ
に
妖
精
の
世
界
で
す
ね
。

バ
ッ
テ
：
私
は
時
折
、
日
本
人
学
生
か
ら
「
イ
ン
ド
で
は
、

い
っ
た
い
誰
が
、
ま
た
ど
の
く
ら
い
の
人
数
が
英
語
を
話
す
の

か
？
」
と
質
問
さ
れ
ま
す
。
シ
ン
プ
ル
な
質
問
で
す
が
、
こ
れ

に
答
え
る
こ
と
は
そ
う
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
ら
ゆ
る
角

度
か
ら
の
検
討
や
考
察
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

二
〇
一
一
年
の
統
計
に
よ
る
と
、
英
語
を
第
一
言
語
か
つ
母

語
と
す
る
の
は
二
五
万
六
千
人
、
第
二
言
語
は
八
三
〇
〇
万
人
、

第
三
言
語
は
四
六
〇
〇
万
人
と
の
こ
と
で
す
。

一
八
五
七
年
に
起
き
た
「
セ
ポ
イ
の
反
乱
」
と
も
呼
ば
れ
る
、

イ
ン
ド
大
反
乱
の
後
、
イ
ギ
リ
ス
が
イ
ン
ド
支
配
を
確
立
し
て

思
い
知
ら
さ
れ
た
こ
と
は
、
多
様
な
文
化
・
言
語
を
持
つ
数
百

万
の
民
に
対
す
る
統
治
の
困
難
さ
で
し
た
。
そ
う
し
た
な
か
、

イ
ン
ド
の
教
育
面
に
新
た
な
転
機
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
一
八

三
五
年
の
英
語
教
育
法
の
土
台
づ
く
り
に
影
響
を
与
え
た
政
治

家
の
ト
マ
ス
・
マ
コ
ー
リ
ー
で
す
。
教
育
政
策
の
一
環
か
ら
、

政
府
に
よ
る
教
育
面
へ
の
援
助
は
す
べ
て
、
英
語
の
使
用
と
西

洋
式
学
問
を
採
用
す
る
学
校
と
大
学
の
維
持
に
向
か
い
ま
し
た
。

ま
た
こ
の
方
針
は
「
新
た
な
反
乱
が
惹
き
起
こ
さ
れ
る
の
で

は
？
」
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
官
僚
側
の
恐
怖
感
や
懸
念
に

も
対
応
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。
マ
コ
ー
リ
ー
に
と
っ
て

は
、
英
語
を
媒
介
と
し
て
「
有
用
な
知
」
を
あ
ま
た
の
イ
ン
ド

人
に
授
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
そ
れ
は
イ
ン
ド
古
来
の
学

問
や
在
地
語
の
発
展
よ
り
も
重
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ

た
わ
け
で
す
。
結
果
的
に
、
マ
コ
ー
リ
ー
の
決
定
で
、
ご
く
少

数
の
イ
ン
ド
人
だ
け
が
教
育
を
受
け
る
対
象
に
な
り
ま
し
た
。

イ
ン
ド
人
全
体
に
教
育
を
授
け
た
場
合
、
植
民
地
政
府
の
財
源

を
超
過
し
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
こ
う
し
て
、
英
語
は
一
部
の

エ
リ
ー
ト
の
み
が
得
ら
れ
る
「
特
権
」
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の

意
味
で
イ
ン
ド
に
お
け
る
英
語
の
歴
史
は
、
帝
国
の
ポ
リ
テ
ィ

ク
ス
と
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
植
民
地
支
配
の
歴
史
を
想
起
さ
せ

る
も
の
で
も
あ
り
、
権
力
と
抵
抗
、
侵
攻
と
併
合
、
服
従
と
そ

の
脱
却
に
ま
つ
わ
る
議
論
を
喚
び
起
こ
す
も
の
で
あ
り
続
け
て

い
ま
す
。

た
だ
し
現
在
の
イ
ン
ド
で
は
、
英
語
と
英
国
の
イ
ン
ド
支
配

の
歴
史
を
分
け
て
考
え
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
も
事
実
で

す
。
と
い
う
の
も
、
イ
ン
ド
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
次
い
で
最

多
の
英
語
話
者
を
擁
す
る
国
で
あ
る
こ
と
を
誇
っ
て
も
い
る
か

ら
で
す
。
こ
の
大
規
模
な
英
語
話
者
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
イ
ン
ド

は
グ
ロ
ー
バ
ル
世
界
の
「
恩
恵
」
を
享
受
で
き
る
ユ
ニ
ー
ク
な

地
位
を
得
て
い
る
わ
け
で
す
。
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池
田
：
英
語
化
に
よ
る
「
恩
恵
」
と
い
う
点
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
も
同
じ
で
す
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
ア
メ
リ
カ
の
多
数
の
Ｉ
Ｔ

企
業
の
誘
致
に
成
功
し
、
一
時
は
ケ
ル
テ
ィ
ッ
ク
・
タ
イ
ガ
ー

と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
経
済
的
繁
栄
を
遂
げ
ま
し
た
が
、
そ
の
一

つ
の
要
因
と
し
て
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
と
お
り
、
Ｅ
Ｕ

圏
で
最
も
英
語
話
者
の
多
い
国
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。

バ
ッ
テ
：
英
語
の
話
者
数
の
話
に
戻
る
と
、
約
一
三
億
人
と
い

う
人
口
規
模
で
見
る
な
ら
、
英
語
を
母
語
と
す
る
人
た
ち
は
ご

く
一
握
り
で
、
流
暢
に
操
れ
る
人
は
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と

さ
れ
ま
す
。

イ
ン
ド
に
お
け
る
英
語
の
位
置
づ
け
や
役
割
に
つ
い
て
補
足

す
る
と
、
公
用
語
の
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
は
南
イ
ン
ド
で
は
や
や
受

け
容
れ
難
い
存
在
で
あ
り
、
そ
の
反
面
、
英
語
は
イ
ン
ド
国
内

の
南
北
問
題
に
起
因
す
る
複
雑
な
感
情
を
起
こ
さ
せ
な
い
言
語

と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

イ
ン
ド
に
お
け
る
英
語
は
、
中
央
政
府
と
各
州
を
結
び
つ
け

る
政
治
面
の
言
語
と
し
て
役
割
を
担
い
、
と
り
わ
け
ヒ
ン

デ
ィ
ー
語
が
通
じ
な
い
地
域
で
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
経
済
界
の

主
要
言
語
で
あ
り
、
教
育
面
も
同
様
で
す
。
ほ
ぼ
全
土
に
お
い

て
、
い
わ
ゆ
る
名
門
大
学
や
私
立
学
校
の
授
業
で
用
い
ら
れ
、

卒
業
生
の
三
分
の
一
は
英
語
を
話
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
英
語

に
よ
る
出
版
物
も
影
響
力
を
も
ち
、
学
術
界
、
特
に
理
系
分
野

で
顕
著
で
す
。

ま
た
イ
ン
ド
人
の
多
く
は
、
英
語
の
文
学
作
品
、
特
に
イ
ン

ド
人
に
よ
る
作
品
の
熱
烈
な
愛
好
者
で
あ
り
、
英
語
の
ラ
ジ

オ
・
Ｔ
Ｖ
番
組
・
音
楽
・
映
画
・
劇
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。

宗
教
・
階
層
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
領
域
で
も
、
英
語
の
能
力
は
重

視
さ
れ
て
い
ま
す
。

岡
：
中
東
世
界
の
場
合
、
植
民
地
支
配
が
言
語
面
で
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
だ
っ
た
マ
グ
レ
ブ

（
西
ア
ラ
ブ
）
地
方
で
す
ね
。
と
り
わ
け
一
三
〇
年
に
わ
た
り

フ
ラ
ン
ス
に
支
配
さ
れ
た
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
は
、
知
識
人
の
著

述
言
語
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
し
た
。
カ
テ
ブ
・
ヤ
シ
ン
は
独
立
戦

争
期
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を
代
表
す
る
作
家
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス

支
配
か
ら
解
放
を
求
め
る
彼
の
作
品
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
し
か

書
か
れ
え
な
い
と
い
う
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
ま
し
た
。
一
九
一

三
年
に
エ
ジ
プ
ト
で
刊
行
さ
れ
た
ム
ハ
ン
マ
ド
・
フ
セ
イ
ン
・

ヘ
イ
カ
ル
の
『
ゼ
イ
ナ
ブ
』
が
一
般
に
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
書
か

れ
た
最
初
の
長
編
小
説
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア

で
最
初
の
ア
ラ
ビ
ア
語
小
説
が
書
か
れ
た
の
は
独
立
後
一
〇
年

以
上
た
っ
た
一
九
七
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
東
ア
ラ
ブ

世
界
と
は
実
に
半
世
紀
以
上
も
の
開
き
が
あ
り
ま
す
。

バ
ッ
テ
先
生
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
民
族
言
語
、
少
数
言
語
の

状
況
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

バ
ッ
テ
：
イ
ン
ド
で
も
少
数
言
語
や
方
言
が
消
滅
の
危
機
に
曝

さ
れ
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
の
理
由
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
部
族

が
日
々
の
生
き
残
り
の
た
め
、
よ
り
支
配
的
な
言
語
、
す
な
わ

ち
、
英
語
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
、
ベ
ン
ガ
ル

語
、
テ
ル
グ
語
、
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
、
タ
ミ
ル
語
な
ど
を
選
択

し
つ
つ
あ
る
か
ら
で
す
。

一
方
、
文
化
的
、
精
神
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
す
る

た
め
に
、
地
域
ぐ
る
み
で
少
数
言
語
の
保
護
を
口
承
で
お
こ
な

う
取
り
組
み
も
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
少
数
言
語
と
し
て
は
、

ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
語
族
の
ゴ
ー
ン
デ
ィ
ー
語
、
シ
ナ
・
チ
ベ
ッ
ト
語

族
の
マ
ニ
プ
リ
語
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
般
に
部
族
の

諸
言
語
は
文
字
を
持
つ
伝
統
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
最
近

で
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
を
採
用
し
た
り
、
周
辺
地
域
の
文

字
を
借
り
る
こ
と
も
試
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
少
数
」
言
語
と
言
っ
て
も
、
一
三
億
人
超
の
人
口
を
擁
す

る
イ
ン
ド
は
、
世
界
の
他
の
地
域
と
比
べ
て
特
殊
な
ケ
ー
ス
も

あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
に
属
す

ビ
リ
ー
語
や
、
オ
ー
ス
ト
ロ
・
ア
ジ
ア
語
族
の
ム
ン
ダ
語
派
に

属
す
サ
ン
タ
ル
語
は
、
五
〇
〇
万
人
以
上
の
話
者
が
い
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
二
〇
一
一
年
の
統
計
に
よ
る
と
、
一
万
人
以
上

の
話
者
を
持
つ
言
語
は
二
七
〇
言
語
と
言
わ
れ
、
そ
の
な
か
で

英
語
を
母
語
と
し
て
使
用
す
る
話
者
の
総
数
は
上
か
ら
四
四
番

目
に
位
置
し
ま
す
。
ま
た
憲
法
が
公
式
認
め
て
い
る
の
は
、
二

二
言
語
と
な
っ
て
い
ま
す
。

岡
：
イ
ン
ド
の
紙
幣
に
は
、
イ
ン
ド
の
一
七
の
言
語
で
額
面
が

印
刷
さ
れ
て
い
る
の
で
す
よ
ね
。

中
東
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
言
語
で
す
が
、
シ
リ
ア
出
身
で
、
ド

イ
ツ
在
住
の
ジ
ャ
ン
・
ド
ス
ト
と
い
う
ク
ル
ド
人
の
作
家
が
い

ま
す
。
ほ
ん
の
数
キ
ロ
北
で
生
ま
れ
て
い
た
ら
、
自
分
は
ト
ル

コ
人
と
さ
れ
ト
ル
コ
語
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
、
と
語
っ

て
い
ま
す
。
一
〇
〇
年
前
の
植
民
地
分
割
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ

た
ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
の
現
状
で
す
（
ト
ル
コ
で
は
長
ら
く
、
ク

ル
ド
語
と
い
う
言
語
の
存
在
そ
れ
自
体
が
否
定
さ
れ
て
い
ま
し

た
）。
ド
ス
ト
は
母
語
の
ク
ル
ド
語
で
著
述
す
る
傍
ら
、
自
作

を
ア
ラ
ビ
ア
語
に
翻
訳
し
て
も
い
ま
す
。
ア
ラ
ビ
ア
語
は
自
分

に
と
っ
て
母
語
と
同
じ
よ
う
に
大
切
な
「
乳
母
の
言
語
」
だ
と

彼
は
言
い
ま
す
。

ア
ラ
ビ
ア
語
は
ア
ラ
ブ
世
界
の
主
要
言
語
で
す
が
、
イ
ス
ラ

エ
ル
で
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
言
語
に
な
り
ま
す
。
一
九
四
八
年
に
、

七
〇
万
人
以
上
の
パ
レ
ス
チ
ナ
人
を
民
族
浄
化
す
る
こ
と
で
建

国
さ
れ
、「
ユ
ダ
ヤ
人
の
民
族
国
家
」
と
自
己
規
定
す
る
イ
ス

ラ
エ
ル
で
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
が
国
語
で
す
。
し
か
し
、
総
人
口

の
二
割
は
民
族

浄
化
に
抗
い
故

国
に
と
ど
ま
っ

た
パ
レ
ス
チ
ナ

人
で
す
。
彼
ら

は
母
語
で
あ
る

ア
ラ
ビ
ア
語
と

ヘ
ブ
ラ
イ
語
の

バ
イ
リ
ン
ガ
ル

で
す
。
母
語
の

ア
ラ
ビ
ア
語
で

200ルピー紙幣（画像提供：バッテ・パッラヴィ）
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著
述
す
る
作
家
が
大
半
で
す
が
、
ア
ン
ト
ン
・
シ
ャ
ン
マ
ー
ス
、

サ
イ
ィ
ド
・
カ
シ
ュ
ー
ア
は
、
敢
え
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
言
語
で

あ
る
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
著
述
し
ま
し
た
。
彼
ら
は
パ
レ
ス
チ
ナ
人

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
共
生
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
人

と
し
て
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
著
述
す
る
こ
と
で
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
文

学
が
「
ユ
ダ
ヤ
人
文
学
」
と
同
義
で
あ
る
現
状
を
、
パ
レ
ス
チ

ナ
人
を
含
む
二
民
族
文
学
と
し
て
の
「
イ
ス
ラ
エ
ル
文
学
」
に

開
こ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、「
ユ
ダ
ヤ
国
家
」

で
は
な
い
二
民
族
共
生
国
家
と
し
て
の
イ
ス
ラ
エ
ル
を
希
求
し

た
わ
け
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
二
人
と
も
合
衆
国
へ
の
移
住
を

余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
植
民
地
主
義
が
強
制
す
る
支
配
者
の
言
語
と

個
々
の
人
間
が
ど
の
よ
う
な
関
係
性
を
生
き
る
か
は
多
種
多
様

と
言
え
ま
す
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
が
む
し
ろ
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
言
語
で
す
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
で
著
述
す
る
作
家
は

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

池
田
：
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
で
執
筆
し
て
も
読
者
が
限
ら
れ
る
の

で
、
目
下
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
文
学
が
非
常
に
栄
え
て
い
る
、
と

は
言
い
に
く
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
た
い
へ
ん
高
い

評
価
を
得
て
い
る
作
家
、
詩
人
は
い
ま
す
。
私
の
学
生
時
代
に

は
京
都
大
学
で
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
詩
人
ヌ
ー
ラ
・
ニ
ゴ
ー
ノ
ル

の
朗
読
会
が
開
か
れ
、
そ
こ
で
私
は
詩
人
の
朗
読
を
聞
き
ま
し

た
。
そ
の
時
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
も
全
く
分
か
ら
ず
、
作
品
の

価
値
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
の
ち
に
彼
女

の
詩
を
真
剣
に
読
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で

詩
人
に
再
会
し
、
彼
女
の
詩
を
訳
し
て
日
本
で
出
版
す
る
こ
と

に
も
な
り
ま
し
た
。
ニ
ゴ
ー
ノ
ル
の
詩
は
ま
ず
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

の
英
語
詩
人
た
ち
に
注
目
さ
れ
、
英
訳
さ
れ
、
優
れ
た
英
語
の

詩
と
し
て
日
の
目
を
見
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ

か
ら
多
く
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
、
世
界
中
で
読
ま
れ
て
い
ま
す
。

ニ
ゴ
ー
ノ
ル
の
作
品
の
題
材
は
、
主
に
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
土
着

の
民
話
や
信
仰
で
す
。
す
で
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
に
も
忘
れ
ら

れ
て
い
る
よ
う
な
古
い
素
材
を
現
代
的
な
設
定
で
語
り
直
し
、

伝
統
に
新
し
い
息
吹
を
吹
き
込
み
、
驚
く
べ
き
作
品
世
界
を
作

り
上
げ
て
い
ま
す
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
一
時
期
、
女
性
が
詩

人
に
な
る
の
は
タ
ブ
ー
で
あ
る
と
い
う
、
考
え
ら
れ
な
い
よ
う

な
偏
見
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
ニ
ゴ
ー
ノ
ル
は
そ
の
偏
見
を
打

ち
崩
し
ま
し
た
。
現
在
は
女
性
詩
人
た
ち
が
英
語
、
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
語
を
問
わ
ず
大
活
躍
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
イ
ン
ド
で
は
女
性
作
家
の
活
躍
が
目
覚
ま
し
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
受
賞
に
つ
い
て
話
題
に
な
っ
て
い

た
よ
う
に
思
い
ま
す
が
。

バ
ッ
テ
：
一
つ
は
ブ
ッ
カ
ー
賞
に
三
度
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
、

ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
児
童
文
学
賞
を
受
賞
し
た
ア
ニ
タ
ー
・
デ
サ
イ

の
『
ぼ
く
の
村
が
消
え
る
』1

で
す
。
こ
の
作
品
は
か
つ
て
私
も

中
・
高
校
生
時
分
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
や
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
諸
作

品
と
と
も
に
学
び
、
成
長
を
助
け
て
く
れ
た
作
品
で
す
。
Ｂ
Ｂ

Ｃ
の
Ｔ
Ｖ
シ
リ
ー
ズ
で
実
写
化
も
さ
れ
ま
し
た
。
続
い
て
は
、

ピ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
ァ
ー
賞
と
Ｐ
Ｅ
Ｎ
／
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
賞
に
輝

い
た
ジ
ュ
ン
パ
・
ラ
ヒ
リ
の
『
そ
の
名
に
ち
な
ん
で
』2

で
す
。

こ
の
作
品
も
映
画
化
さ
れ
、
日
本
で
も
劇
場
公
開
さ
れ
た
こ
と

を
知
っ
て
い
る
人
も
多
い
は
ず
で
す
。
彼
女
の
作
品
の
多
く
に

は
、
ロ
ン
ド
ン
生
ま
れ
ア
メ
リ
カ
育
ち
と
い
う
彼
女
自
身
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
示
す
よ
う
な
、
イ
ン
ド
系
移
民
・
デ
ィ

ア
ス
ポ
ラ
の
精
神
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
置
か
れ
た
環
境
を
め
ぐ

る
諸
問
題
が
投
影
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
最
近
話
題
の
映
画

作
品
と
し
て
、
現
代
イ
ン
ド
の
教
育
事
情
を
扱
っ
た
「
ヒ
ン

デ
ィ
・
ミ
デ
ィ
ア
ム
」
と
そ
の
続
編
「
ア
ン
グ
レ
ズ
ィ
・
ミ

デ
ィ
ア
ム
」
が
あ
り
ま
す3

。「
ア
ン
グ
レ
ズ
ィ
」
と
は
ヒ
ン

デ
ィ
ー
語
で
「
英
語
」
を
意
味
し
ま
す
。

1　

 

ア
ニ
タ
ー
・
デ
サ
イ
（
一
九
三
七
－
）『
ぼ
く
の
村
が
消
え
る
』

国
土
社
、
一
九
八
四
年
（A

nita D
esai, A

 V
illage by the 

Sea, 1982

）

2　

 

ジ
ュ
ン
パ
・
ラ
ヒ
リ
（
一
九
六
七
－
）『
そ
の
名
に
ち
な
ん
で
』

新
潮
社
、
二
〇
〇
四
年
（Jhum

pa Lahiri, T
he N

am
esake, 

2003

）

3　

 “H
indi M

edium
”directed by Saket Chaudhary, 2017, 

“A
ngrezi M

edium
” directed by H

om
i A

dajania, 2020.

池
田
：
イ
ン
ド
系
移
民
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
精
神
、
と
い
う
言

葉
か
ら
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
移
民
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
あ
る
い

は
エ
グ
ザ
イ
ル
の
精
神
、
と
い
う
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
歴
史
を
語

る
際
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
思
い
出
し
ま
す
。

か
つ
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
非
常
に
貧
し
い
国
で
、
自
国
で
職

を
得
ら
れ
な
か
っ
た
人
た
ち
が
主
に
は
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ

に
移
住
し
ま
し
た
。
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
に
は
そ
う
い
っ
た
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
人
が
た
く
さ
ん
乗
船
し
て
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い

ま
す
ね
。
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
・
ダ
ン
ス
の
シ
ー
ン
も
あ
り
ま
す
。

岡
先
生
の
学
生
さ
ん
も
こ
れ
を
見
ら
れ
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で

ダ
ン
ス
を
習
お
う
と
思
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
か
ら
出
て
行
く
人
た
ち
を
送
る
際
に
は
「
通
夜
」
が
営

ま
れ
、
二
度
と
会
え
な
い
の
が
前
提
で
し
た
。
移
民
を
乗
せ
た

船
は
、
沈
む
こ
と
ま
で
は
想
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
棺
桶
船

と
呼
ば
れ
た
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
に
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
移
民

の
子
孫
が
多
く
、
そ
の
数
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
内
の
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
人
の
数
を
は
る
か
に
超
え
ま
す
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
の
祖

先
を
も
つ
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
や
政
治
家
も
少
な
く
な
い
で
す

が
、
最
も
有
名
な
の
は
ジ
ョ
ン
・
Ｆ
・
ケ
ネ
デ
ィ
、
ロ
ナ
ル

ド
・
レ
ー
ガ
ン
、
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で

し
ょ
う
か
。
今
は
事
情
が
変
わ
っ
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
移
民
を

受
け
入
れ
る
国
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ア
ラ
ブ
世
界
と
言
え
ば
「
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」
は
重
い
言
葉
だ

と
思
い
ま
す
が
。

岡
：
そ
の
と
お
り
で
す
。
先
ほ
ど
も
述
べ
た
と
お
り
、
ユ
ダ
ヤ

国
家
の
建
国
に
伴
う
民
族
浄
化
に
で
七
〇
万
人
以
上
の
パ
レ
ス

チ
ナ
人
が
暴
力
的
に
故
郷
を
追
わ
れ
難
民
と
な
り
ま
し
た
。
そ

の
エ
グ
ザ
イ
ル
の
経
験
を
ア
ラ
ビ
ア
語
の
小
説
作
品
に
結
晶
化

し
た
の
が
、
ガ
ッ
サ
ー
ン
・
カ
ナ
フ
ァ
ー
ニ
ー4

で
す
。
彼
は
そ
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の
ペ
ン
の
力
ゆ
え
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
諜
報
機
関
に
よ
っ
て
三

六
歳
の
若
さ
で
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

パ
レ
ス
チ
ナ
人
が
難
民
化
し
て
か
ら
、
す
で
に
七
〇
年
以
上
。

依
然
、
ヨ
ル
ダ
ン
や
レ
バ
ノ
ン
な
ど
周
辺
ア
ラ
ブ
諸
国
の
難
民

キ
ャ
ン
プ
で
暮
ら
し
て
い
る
者
た
ち
も
大
勢
い
ま
す
が
、
七
〇

年
と
い
う
歳
月
の
あ
い
だ
に
、
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
離
散
は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
で
は
北
米
で
、
デ
ィ

ア
ス
ポ
ラ
・
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
詩
人
や
小
説
家
た
ち
が
英
語
で
、

パ
レ
ス
チ
ナ
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
を
著
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
シ
リ
ア
人
作
家
ラ
フ
ィ
ク
・
シ
ャ
ミ
の
ド
イ
ツ
語
作

品
は
、
多
数
、
日
本
語
に
訳
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
彼
は
独
裁
体

制
下
の
故
国
か
ら
ド
イ
ツ
に
亡
命
し
た
エ
グ
ザ
イ
ル
の
作
家
で

す
。
二
〇
一
一
年
以
降
の
内
戦
で
、
何
百
万
と
い
う
シ
リ
ア
人

が
国
外
難
民
と
な
り
、
ド
イ
ツ
に
定
住
し
た
人
た
ち
も
い
ま
す
。

ジ
ュ
ン
パ
・
ラ
ヒ
リ
が
ア
メ
リ
カ
を
舞
台
に
移
民
の
経
験
を
英

語
で
描
い
て
い
る
よ
う
に
、
あ
と
何
年
か
し
た
ら
、
こ
れ
ら
の

シ
リ
ア
人
難
民
の
中
か
ら
、
ド
イ
ツ
語
で
ド
イ
ツ
社
会
に
難
民

と
し
て
生
き
る
経
験
を
文
学
作
品
と
し
て
綴
る
作
家
が
生
ま
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

4　

 

ガ
ッ
サ
ー
ン
・
カ
ナ
フ
ァ
ー
ニ
ー
（Ghassan K

anafani,

一

九
三
六
－
一
九
七
二
年
）『
ハ
イ
フ
ァ
に
戻
っ
て
／
太
陽
の
男

た
ち
』
河
出
文
庫
、
二
〇
一
七
年
。

池
田
：
英
語
以
外
に
も
植
民
地
支
配
は
様
々
な
も
の
を
残
し
ま

し
た
ね
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
地
理
的
に
イ
ギ
リ
ス
に
近
い
た
め
、

イ
ギ
リ
ス
か
ら
取
り
入
れ
た
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ

れ
で
も
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
ら
し
さ
へ
の
こ
だ
わ
り
は
随
所
に
認
め

ら
れ
、
郵
便
ポ
ス
ト
の
形
は
イ
ギ
リ
ス
と
全
く
同
じ
、
色
だ
け

が
緑
と
い
う
の
が
典
型
的
な
例
で
す
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
文

化
や
ス
ポ
ー
ツ
の
面
で
も
イ
ギ
リ
ス
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け

て
き
ま
し
た
が
、
あ
え
て
古
来
の
伝
統
的
な
ダ
ン
ス
や
ス
ポ
ー

ツ
を
復
興
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
新
た
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
伝
統

と
し
て
そ
れ
ら
を
再
創
造
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
多
く
な
さ
れ

て
き
ま
し
た
。

イ
ン
ド
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
遠
い
で
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
文
化

的
影
響
は
強
く
残
り
ま
し
た
ね
。
詳
し
く
教
え
て
い
た
だ
け
ま

す
か
。

バ
ッ
テ
：
言
語
以
外
の
遺
産
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
古
典
文
学
の

象
徴
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
劇
作
品
と
イ

ン
ド
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
少
し
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

当
時
の
総
督
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
ヘ
ー
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
の
支
援
と

保
護
の
も
と
、
一
七
七
五
年
に
カ
ル
カ
ッ
タ
劇
場
が
開
設
さ
れ
、

以
後
一
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
り
、
カ
ル
カ
ッ
タ
で
は
イ
ギ
リ
ス

劇
場
が
次
々
に
設
立
さ
れ
、
イ
ン
ド
の
イ
ギ
リ
ス
知
識
人
、
高

官
、
商
人
、
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
員
に
娯
楽
を
提
供
す
る

場
と
し
て
機
能
し
ま
し
た
。
イ
ン
ド
の
貴
族
層
、
ベ
ン
ガ
ル
人
、

エ
リ
ー
ト
層
た
ち
も
刺
激
を
受
け
、
イ
ギ
リ
ス
演
劇
に
対
し
て

強
く
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
演
劇
を
通
じ
た
民
族
主

義
的
テ
ー
マ
が
一
八
五
〇
年
代
後
期
に
出
現
す
る
と
、
ベ
ン
ガ

ル
知
識
人
も
自
分
た
ち
の
た
め
の
劇
場
に
出
入
り
し
ま
し
た
。

紛
れ
も
な
く
一
九
世
紀
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
人

は
「
文
明
化
の

使
命
」
の
も
と

に
教
育
事
業
を

展
開
し
て
い
ま

し
た
が
、
そ
こ

に
は
教
育
の
一

環
と
し
て
イ
ギ

リ
ス
の
古
典
も

自
ず
と
含
ま
れ

る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
た
と

え
ば
、
シ
ェ
イ

ク
ス
ピ
ア
の
三

大
悲
劇
は
公
立

校
の
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
に
組
み
込

ま
れ
、
現
在
も
そ
う
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
勢
力
が
イ
ン
ド
の
地
を

去
っ
た
後
も
、「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
」
は
イ
ン
ド
に
留
ま
り
続

け
た
わ
け
で
す
。

ま
た
教
育
現
場
の
み
な
ら
ず
、
映
画
業
界
で
も
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
は
人
気
を
誇
っ
て
い
ま
す
。『
マ
ク
ベ
ス
』『
ハ
ム
レ
ッ

ト
』『
オ
セ
ロ
ー
』
の
翻
案
作
品
と
し
て
、
そ
の
単
語
の
頭
文

字
を
活
か
し
た
『
マ
ク
ブ
ー
ル
』、『
オ
ム
カ
ラ
』、『
ハ
イ
デ

ル
』
が
製
作
さ
れ
ま
し
た5

。
こ
れ
ら
は
イ
ン
ド
の
地
域
社
会
や

文
化
に
根
ざ
し
た
も
の
で
す
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
今
日
、
こ

れ
ら
の
作
品
を
鑑
賞
し
た
ら
、
登
場
人
物
、
テ
ー
マ
、
プ
ロ
ッ

ト
が
イ
ン
ド
固
有
の
地
域
性
や
社
会
情
勢
を
反
映
し
、
同
時
に

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
帰
属
、
祖
国
、
平

和
と
い
っ
た
普
遍
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
鮮
や
か
に
描
き
出
し
て
い

る
こ
と
に
驚
く
こ
と
と
思
い
ま
す
。

英
語
が
政
府
の
方
針
、
す
な
わ
ち
「
上
か
ら
の
方
針
」
と
し

て
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
の
な
か
に
は
こ
れ

と
は
逆
に
「
下
か
ら
の
受
容
」
が
見
ら
れ
た
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま

す
。
イ
ギ
リ
ス
生
ま
れ
の
打
球
戯
、
ク
リ
ケ
ッ
ト
で
す
。

5　

“M
aqbool”

（
二
〇
〇
三
），“O

m
kara”

（
二
〇
〇
六
），

“H
aider”

（
二
〇
一
四
）directed by V

ishal Bhardw
aj.

岡
：
そ
う
言
え
ば
、
イ
ン
ド
の
作
家
、
ム
ン
シ
ー
・
プ
レ
ー
ム

チ
ャ
ン
ド
の
短
編
集
『
厳
寒
の
夜
』6

所
収
の
作
品
に
、
主
人
公

が
友
達
と
ク
リ
ケ
ッ
ト
の
試
合
の
観
戦
に
行
く
と
い
う
話
が
あ

り
ま
し
た
。

6　

 

ム
ン
シ
ー
・
プ
レ
ー
ム
チ
ャ
ン
ド
（M

unshi Prem
chand,

一
八
八
〇
－
一
九
三
六
）『
厳
寒
の
夜
―
―
プ
レ
ー
ム
チ
ャ
ン

ド
短
編
集
』
日
本
ア
ジ
ア
文
学
協
会
、
一
九
九
〇
年
。

バ
ッ
テ
：
ク
リ
ケ
ッ
ト
は
一
七
〇
〇
年
代
初
期
に
イ
ギ
リ
ス
人

兵
士
と
水
兵
に
よ
り
導
入
さ
れ
、
そ
の
際
は
ほ
ぼ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
の
会
員
制
の
娯
楽
で
あ
り
、
文
字
通
り
と
も
に
楽
し
む
「
倶

楽
部
」
で
し
た
が
、
一
八
四
八
年
に
転
機
を
迎
え
ま
す
。
イ
ン

ド
に
亡
命
し
て
き
た
パ
ー
ル
シ
ー
（
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
）
の

（左から）Maqbool（2003）、Omkara（2006）、Haider（2014） 
（画像提供：バッテ・パッラヴィ）



28

ポストコロニアルの視座から百年を振り返る～インド、アイルランド、アラブ世界～

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
ク
リ
ケ
ッ
ト
・
ク
ラ
ブ
を

組
織
し
た
こ
と
で
す
。
次
い
で
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
な
か
に
も
競
技
人
口
が
増
え
て
く
る
と
、
一
八
六
六
年

に
ボ
ン
ベ
イ
・
ユ
ニ
オ
ン
が
結
成
さ
れ
、
以
後
は
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
主
体
の
ク
ラ
ブ
も
相
次
い
で
出
現
し
ま
す
。

英
領
イ
ン
ド
が
公
式
に
国
際
ク
リ
ケ
ッ
ト
評
議
会
（
Ｉ
Ｃ

Ｃ
）
に
加
盟
し
た
の
は
、
一
九
二
六
年
の
こ
と
で
す
。
今
日
、

ク
リ
ケ
ッ
ト
は
イ
ン
ド
の
文
化
に
と
っ
て
不
可
欠
な
国
民
的
ス

ポ
ー
ツ
と
な
っ
て
お
り
、
全
国
民
を
結
び
つ
け
る
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
ま
す
。
か
つ
て
の
イ
ン
ド
民
族
運
動
期
に
も
、

ク
リ
ケ
ッ
ト
は
民
族
意
識
の
高
揚
に
寄
与
し
ま
し
た
。
知
識
人

に
よ
っ
て
イ
ン
ド
国
民
会
議
派
が
設
立
さ
れ
る
か
な
り
以
前
に

も
、
若
者
た
ち
は
自
分
た
ち
が
平
等
に
扱
っ
て
も
ら
え
る

「
フ
ィ
ー
ル
ド
」
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

イ
ン
ド
に
お
け
る
ク
リ
ケ
ッ
ト
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
の

歴
史
と
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
こ
と
も
事
実
で
す
が
、
あ
る

種
の
「
宗
教
」
と
見
な
し
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い

う
の
も
、
ク
リ
ケ
ッ
ト
大
国
の
イ
ン
ド
が
隣
国
の
パ
キ
ス
タ
ン
、

あ
る
い
は
旧
宗
主
国
の
イ
ギ
リ
ス
と
の
試
合
と
な
る
と
、「
絶

対
に
負
け
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
緊
張
感
が
国
を
覆
い
、
国

の
あ
ら
ゆ
る
シ
ス
テ
ム
が
一
時
的
に
麻
痺
す
る
ほ
ど
、
国
民
の

関
心
と
熱
狂
は
そ
の
試
合
に
向
か
い
ま
す
。
最
近
の
話
題
と
し

て
は
、
今
年
八
月
に
開
催
さ
れ
た
国
際
試
合
に
お
い
て
、
イ
ン

グ
リ
ッ
シ
ュ
・
ク
リ
ケ
ッ
ト
の
「
聖
地
」
と
も
い
う
べ
き
ス
タ

ジ
ア
ム
「
ロ
ー
ド
・
ク
リ
ケ
ッ
ト
・
グ
ラ
ウ
ン
ド
」
で
イ
ン
ド

が
五
〇
年
ぶ
り
に
イ
ギ
リ
ス
を
打
ち
負
か
し
、
私
も
日
本
か
ら

試
合
の
行
方
を
注
視
し
て
い
ま
し
た
。
イ
ン
ド
の
ク
リ
ケ
ッ
ト

へ
の
熱
狂
は
テ
レ
ビ
の
影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
す
。

イ
ン
ド
国
営
放
送
の
ド
ゥ
ー
ル
ダ
ル
シ
ャ
ン
（D

oordarshan

）

は
こ
れ
ま
で
長
期
に
わ
た
り
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
試
合
の
放
送
権
を
独
占

し
て
い
ま
し
た
が
、
イ
ン
ド
の
テ
レ
ビ
市
場
が
民
間
に
も
開
放

さ
れ
る
と
、
瞬
く
間
に
八
〇
〇
以
上
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ
て
、

し
か
も
二
〇
言
語
で
放
送
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て

こ
れ
ら
の
放
送
権
を
め
ぐ
っ
て
は
、
一
種
の
「
経
済
戦
争
」
と

も
い
う
べ
き
現
象
も
見
ら
れ
、
放
送
権
を
め
ぐ
り
数
億
ド
ル
を

か
け
て
放
送
局
間
で
争
わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
競
争
に
あ

ら
ゆ
る
関
連
産
業
が
巻
き
込
ま
れ
、
ク
リ
ケ
ッ
ト
経
済
が
膨
張

を
続
け
て
い
ま
す
。

ま
た
人
々
を
つ
な
ぐ
機
会
と
し
て
の
ク
リ
ケ
ッ
ト
と
い
う
観

点
で
は
、
イ
ン
ド
の
プ
レ
ミ
ア
・
リ
ー
グ
（
Ｉ
Ｐ
Ｌ
）
に
世
界

中
か
ら
選
手
が
ス
カ
ウ
ト
さ
れ
て
集
め
ら
れ
ま
す
。
今
年
の
例

で
は
十
一
ヶ
国
か
ら
一
二
八
名
の
選
手
が
ド
ラ
フ
ト
指
名
さ
れ
、

そ
こ
に
は
イ
ギ
リ
ス
本
国
出
身
の
選
手
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
現
在
で
も
、
ク
リ
ケ
ッ
ト
と
は
本
来
イ
ギ
リ
ス
人
性

（Englishness

）
を
反
映
す
る
流
儀
、
服
装
な
ど
の
ス
タ
イ
ル
、

優
雅
な
身
の
こ
な
し
、
上
流
気
取
り
な
ど
と
同
義
で
、
あ
る
種

の
高
尚
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
面
が
イ
ギ
リ
ス
で
は
ご
く

僅
か
に
残
存
し
て
い
る
の
も
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が

ら
、
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
Ｉ
Ｐ
Ｌ
の
事
例
は
、
か
つ
て
の
植
民

地
の
支
配
・
被
支
配
の
歴
史
を
塗
り
替
え
つ
つ
あ
る
と
言
え
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

岡
：
先
ほ
ど
イ
ン
ド
に
亡
命
し
て
き
た
パ
ー
ル
シ
ー
に
つ
い
て

言
及
さ
れ
ま
し
た
が
、
英
国
の
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
「
ク
イ
ー
ン
」

の
ボ
ー
カ
ル
、
フ
レ
デ
ィ
・
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
の
両
親
は
、
西
イ

ン
ド
出
身
の
パ
ー
ル
シ
ー
で
、
フ
レ
デ
ィ
は
英
国
の
保
護
国

だ
っ
た
ザ
ン
ジ
バ
ル
生
ま
れ
、
イ
ン
ド
を
経
て
英
国
に
移
民
し

て
い
ま
す
。「
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
・
ラ
プ
ソ
デ
ィ
」
が
フ
レ
デ
ィ
な

く
し
て
生
ま
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
ポ
ス
ト
コ

ロ
ニ
ア
ル
の
産
物
と
言
え
ま
す
ね
。
サ
ル
マ
ン
・
ラ
シ
ュ
デ
ィ7

も
イ
ン
ド
出
身
の
ム
ス
リ
ム
で
す
し
、
植
民
地
の
文
化
や
出
身

者
も
、
宗
主
国
の
文
化
や
社
会
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
ま

す
ね
。
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サ
ル
マ
ン
・
ラ
シ
ュ
デ
ィ
（Salm

an Rushdie,

一
九
四
七
－
）、

代
表
作
に
『
真
夜
中
の
子
ど
も
た
ち
（
上
・
下
）』
岩
波
文
庫
、

二
〇
二
〇
年
、『
悪
魔
の
詩
』
新
泉
社
、
一
九
九
〇
年
。

バ
ッ
テ
：
イ
ン
ド
か
ら
イ
ギ
リ
ス
へ
の
文
化
的
影
響
と
し
て
す

ぐ
に
思
い
つ
く
の
は
、
ス
パ
イ
ス
、
紅
茶
、
カ
レ
ー
な
ど
食
文

化
面
で
の
影
響
で
す
が
、
今
回
は
あ
え
て
一
般
に
そ
れ
ほ
ど
知

ら
れ
て
い
な
い
側
面
と
し
て
、
こ
こ
で
も
ス
ポ
ー
ツ
の
事
例
を

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
お
話
し
た
ク
リ
ケ
ッ
ト
が
も
と
も
と
英
国
発
祥
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、
イ
ン
ド
経
由
で
イ
ギ
リ
ス
に
も
た
ら
さ
れ

た
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
は
、「
モ
ダ
ン
・
ポ
ロ
」
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。
馬
に
乗
り
な
が
ら
打マ

レ
ッ
ト

球
槌
を
持
っ
て
お
こ
な
う
ホ
ッ
ケ
ー

の
よ
う
な
競
技
で
す
。
一
八
五
〇
年
代
な
か
ば
、
現
在
の
ア
ッ

サ
ム
地
方
を
旅
行
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
人
の
茶
栽
培
家
が
、
マ

ニ
プ
ー
リ
の
王
子
た
ち
が
こ
の
競
技
に
励
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を

目
撃
し
、
そ
れ
を
東
イ
ン
ド
会
社
の
騎
兵
隊
に
紹
介
し
ま
し
た
。

あ
る
マ
ニ
プ
ー
ル
王
朝
の
王
室
年
代
記
（
三
三
－
一
八
九
七
）

に
よ
る
マ
ニ
プ
ー
ル
州
と
、
そ
の
競
技
は
「
サ
ゴ
ル
・
カ
ン

ジ
ェ
イ
」8

と
呼
ば
れ
、
文
字
通
り
に
訳
せ
ば
「
王
た
ち
の
競

技
」
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
紀
元
三
三
年
頃
に
誕
生
し
、
マ
ニ

プ
ー
ル
州
の
イ
ン
パ
ー
ル
が
そ
の
発
祥
地
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

イ
ン
パ
ー
ル
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
激
戦
地
の
ひ
と
つ
と
し

て
日
本
人
に
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
地
域
で
あ
り
、
ス
バ
ス
・

チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ボ
ー
ス
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
イ
ン
ド
国
民
軍
も

日
本
兵
と
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
と
戦
い
、
多
く
の
命
が
失
わ
れ
た

悲
劇
の
場
所
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
私
は

二
〇
一
九
年
二
月
に
戦
跡
踏
査
に
参
加
し
、
現
地
の
人
々
の
声

や
「
記
憶
」
を
こ
の
目
で
確
か
め
て
き
ま
し
た
。

ポ
ロ
の
話
題
に
戻
り
ま
す
と
、
一
八
五
四
年
頃
、
東
イ
ン
ド

会
社
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
所
有
者
た
ち
が
マ
ニ
プ
ー
リ
人
と

と
も
に
試
合
に
参
加
し
、
競
技
ル
ー
ル
を
学
ん
だ
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
な
お
こ
の
時
期
は
、
第
二
次
ビ
ル
マ
戦
争
の
直

後
で
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
後
の
一
八
五
七
年
に
は
イ
ン
ド
大
反

乱
が
勃
発
す
る
な
ど
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
官
僚
た
ち
に
と
っ
て

は
最
も
憂
慮
す
べ
き
時
代
状
況
で
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
が
過

ぎ
た
一
八
五
九
年
、
ア
ッ
サ
ム
で
は
東
イ
ン
ド
会
社
の
会
員
制

ク
ラ
ブ
で
あ
る
シ
ル
チ
ャ
ル
・
カ
ン
ジ
ェ
イ
・
ク
ラ
ブ9

が
設
立

さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
後
の
一
〇
年
間
に
、
マ
ニ
プ
ー
ル
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の
人
々
の
伝
統
的
競
技
は
イ
ン
ド
全
土
に
普
及
し
、
さ
ら
に
海

を
わ
た
っ
て
イ
ギ
リ
ス
に
ま
で
伝
わ
り
ま
し
た
。
ロ
ン
ド
ン
で

は
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
階
級
の
遊
戯
と
し
て
定
着
し
、
そ
れ
が
も

と
で
ハ
ー
リ
ン
ガ
ム
・
ク
ラ
ブ10

の
結
成
に
至
り
ま
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
モ
ダ
ン
・
ポ
ロ
が
形
作
ら
れ
た

わ
け
で
す
。
現
在
こ
の
ス
ポ
ー
ツ
は
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
な
ど
、

お
よ
そ
七
〇
ヶ
国
で
親
し
ま
れ
、
互
い
に
競
い
合
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
の
一
方
、
マ
ニ
プ
ー
ル
の
人
々
に
と
っ
て
の

ポ
ロ
は
競
技
に
留
ま
ら
ず
、
自
然
と
人
間
を
調
和
さ
せ
る
貴
重

な
伝
統
文
化
で
あ
り
、
積
極
的
に
後
世
に
残
す
べ
き
遺
産
と
し

て
も
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
背
景
に
は
、
イ
ギ

リ
ス
が
イ
ン
ド
支
配
を
終
え
た
後
に
、
か
つ
て
マ
ニ
プ
ー
ル
王

朝
と
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
経
済
的
支
援
の
対
象
で
あ
っ
た
ポ
ロ
が

イ
ン
ド
国
内
の
政
治
状
況
の
変
動
と
混
乱
の
な
か
で
翻
弄
さ
れ
、

そ
の
伝
統
の
存
続
が
脅
か
さ
れ
た
歴
史
が
あ
る
か
ら
で
す
。
現

在
で
は
、
女
性
の
社
会
的
地
位
の
向
上
や
意
識
の
高
ま
り
も
相

ま
っ
て
、
現
地
の
女
性
チ
ー
ム
の
目
覚
ま
し
い
活
躍
が
国
内
外

の
注
目
を
浴
び
、
二
〇
一
八
年
に
は
こ
れ
を
題
材
と
し
た
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
作
品“D

aughters of the Polo God”

が

制
作
さ
れ
た
こ
と
も
補
足
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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池
田
：
今
日
は
イ
ン
ド
に
関
す
る
映
画
を
い
ろ
い
ろ
教
え
て
い

た
だ
け
て
嬉
し
い
で
す
。
見
た
い
映
画
が
増
え
ま
し
た
。
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
映
画
と
言
え
ば
、
植
民
地
主
義
か
ら
の
脱
出
が
も
た

ら
し
た
深
い
傷
を
扱
っ
た
も
の
が
目
立
ち
ま
す
。
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
は
独
立
に
際
し
て
南
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
国
と
北
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
の
二
つ
に
分
断
さ
れ
た
結
果
、
一
九
六
〇
年
代
終
わ
り

に
「
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
紛
争
」
が
勃
発
し
、
武
力
闘
争
や
テ
ロ

で
多
く
の
命
が
奪
わ
れ
ま
し
た
。
基
本
的
に
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
島
の
分
断
に
抗
っ
て
統
一
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
求
め
る
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ス
ト
と
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
イ
ギ
リ
ス
へ
の
残
留
を
望

む
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
の
対
立
で
す
。
宗
派
と
し
て
は
カ
ト
リ
ッ
ク

と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
抗
争
に
な
り
ま
す
。
こ
の
紛
争
が
ブ
レ

グ
ジ
ッ
ト11

を
め
ぐ
っ
て
再
燃
す
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
て
い
ま
す
。

11　

 Brexit

と
表
記
さ
れ
る
。Britain

とexit

の
二
つ
の
英
単
語

を
組
み
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
造
語
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
欧
州
連
合

（
Ｅ
Ｕ
）
か
ら
の
離
脱
を
意
味
す
る
。
二
〇
一
六
年
六
月
二
三

日
の
国
民
投
票
で
僅
差
で
離
脱
が
支
持
さ
れ
、
二
〇
二
〇
年
一

月
三
一
日
に
正
式
に
Ｅ
Ｕ
か
ら
離
脱
、
目
下
大
き
な
変
動
の
只

中
に
あ
る
。

岡
：
カ
ン
ヌ
映
画
祭
グ
ラ
ン
プ
リ
の
ケ
ン
・
ロ
ー
チ
監
督
の

「
麦
の
穂
を
揺
ら
す
風
」12

は
、
ま
さ
に
そ
の
悲
劇
を
描
い
た
作

品
で
し
た
ね
。
独
立
と
分
断
と
い
う
点
で
は
、
イ
ン
ド
と
パ
キ

ス
タ
ン
も
そ
う
で
す
ね
。
印
パ
分
離
独
立
の
悲
劇
に
つ
い
て
は
、

ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
作
家
サ
ア
ー
ダ
ッ
ト
・
ハ
サ
ン
・
マ
ン
ト
ー
を

主
人
公
に
し
た
、
ナ
ン
デ
ィ
タ
・
ダ
ス
監
督
の
映
画
「
マ
ン

ト
ー
」13

（
二
〇
一
八
）
が
記
憶
に
新
し
い
で
す
が
、
私
は
学
生

時
代
、
ク
リ
シ
ャ
ン
・
チ
ャ
ン
ダ
ル
の
短
編
集
『
ペ
シ
ャ
ー
ワ

ル
急
行
』14

を
読
み
ま
し
た
。
表
題
作
は
、
印
パ
分
離
独
立
の
際

に
生
起
し
た
凄
惨
な
暴
力
を
、
鋼
鉄
で
で
き
た
走
る
列
車
の
視

点
か
ら
物
語
っ
た
非
常
に
印
象
的
な
作
品
で
、
ぜ
ひ
、
多
く
の

方
に
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
名
作
で
す
。

バ
ッ
テ
：
た
と
え
ば
先
ほ
ど
紹
介
し
た
映
画
「
ハ
イ
デ
ル
」
は
、

故
郷
に
戻
っ
た
大
学
生
の
主
人
公
が
行
方
不
明
の
父
親
を
捜
し

求
め
る
と
こ
ろ
か
ら
話
が
始
ま
り
ま
す
。
作
品
の
着
想
源
は
、

一
九
九
五
年
に
実
際
に
起
っ
た
カ
シ
ミ
ー
ル
人
行
方
不
明
事
件

で
、
こ
れ
は
印
パ
分
離
独
立
直
後
か
ら
現
在
ま
で
続
い
て
い
る

「
カ
シ
ミ
ー
ル
紛
争
」
に
そ
の
原
因
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
す
。

ま
た
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
カ
シ
ミ
ー
ル
出
身
で
ア
メ
リ
カ
在
住
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
脚
本
家
・
作
家
バ
シ
ャ
ラ
ト
・
ピ
ー
ル
の

小
説
『
外
出
禁
止
令
の
夜
』15

に
も
基
づ
い
て
い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
映
画
の
エ
ン
ド
ロ
ー
ル
が
流
れ
る
前
に
、
次
の

よ
う
な
教
訓
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
流
れ
ま
す
。
過
去
二
〇
年
の
間

に
、
カ
シ
ミ
ー
ル
紛
争
に
よ
っ
て
数
千
人
が
命
を
落
と
し
た
こ

と
や
、
近
年
で
は
状
況
が
や
や
緩
和
し
た
結
果
、
一
九
九
五
年

に
四
二
〇
万
人
だ
っ
た
観
光
客
が
、
映
画
が
封
切
ら
れ
る
前
年

の
二
〇
一
三
年
に
は
一
億
四
千
万
人
に
増
加
し
た
こ
と
、
主
要

部
分
の
撮
影
が
何
の
政
治
的
混
乱
も
な
く
実
施
さ
れ
た
こ
と
な

ど
で
す
。

12　

 “T
he W

ind T
hat Shakes the Barley”, directed by K

en 
Loach, 2006

（
カ
ン
ヌ
国
際
映
画
祭
パ
ル
ム
・
ド
ー
ル
賞
受

賞
）

13　

 “M
anto” directed by N

andita D
as, (2018)

14　

 

ク
リ
シ
ャ
ン
・
チ
ャ
ン
ダ
ル
（K

rishan Chander,

一
九
一

四
－
一
九
七
七
年
）『
ペ
シ
ャ
ー
ワ
ル
急
行
』
め
こ
ん
、
一
九

八
六
年
。

15　

 Basharat Peer (1977–), Curfew
ed N

ight: A
 Frontline 

M
em

oir of Life, Love and W
ar in K

ashm
ir, 2008.

岡
：
バ
ッ
テ
先
生
、
貴
重
な
お
話
を
い
ろ
い
ろ
と
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
中
東
世
界
で
も
、
ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
、
パ
レ

ス
チ
ナ
、
西
サ
ハ
ラ
な
ど
依
然
、
植
民
地
状
態
と
分
断
、
そ
れ

に
対
す
る
抵
抗
と
闘
争
が
続
い
て
い
ま
す
。
一
九
七
五
年
か
ら

一
六
年
に
わ
た
っ
て
続
い
た
レ
バ
ノ
ン
内
戦
、
そ
し
て
一
〇
年

前
の
一
連
の
ア
ラ
ブ
革
命
と
シ
リ
ア
内
戦
、
ア
ラ
ブ
世
界
に
お

け
る
こ
れ
ら
の
問
題
の
淵
源
は
み
な
、
植
民
地
支
配
の
歴
史
に

あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

話
は
尽
き
ま
せ
ん
が
、
本
日
の
座
談
会
、
こ
れ
を
も
っ
て
ひ

と
ま
ず
幕
引
き
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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二
〇
二
一
年
に
日
本
語
で
刊
行
さ
れ
た
哲
学
者
の
モ
ノ
グ
ラ

フ
と
し
て
、
大
き
な
収
穫
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
著
作
で
あ

る
。
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ジ
ル
ベ
ー

ル
・
シ
モ
ン
ド
ン
（Gilbert Sim

ondon,

一
九
二
四
－
一
九

八
九
）
の
思
想
は
、
そ
の
個
体
化
論
と
技
術
論
に
よ
り
、
ド
ゥ

ル
ー
ズ
や
ス
テ
ィ
グ
レ
ー
ル
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
で

と
り
わ
け
知
ら
れ
る
。
本
書
の
特
徴
は
、
こ
う
し
た
哲
学
者
へ

の
影
響
関
係
を
一
旦
括
弧
に
入
れ
、
シ
モ
ン
ド
ン
の
テ
ク
ス
ト

に
徹
底
し
て
内
在
的
な
読
解
を
施
す
こ
と
で
、
彼
の
思
想
の

「
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
」
を
引
き
出
そ
う
と
努
め
て
い
る
点
に
あ
る
。

本
書
の
考
察
の
中
心
と
な
る
の
は
、
一
九
五
七
年
に
博
士
主

論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
た
『
形
態
と
情
報
の
概
念
に
照
ら
し
た

個
体
化
』
で
あ
る
。
こ
の
「
個
体
化
論
」
の
基
本
構
造
を
解
明

す
る
た
め
に
、
博
士
副
論
文
『
技
術
的
対
象
論
』（
一
九
五
八

年
）
や
論
文
・
草
稿
な
ど
、
多
く
の
リ
ソ
ー
ス
が
投
入
さ
れ
て

い
る
。

ま
ず
考
察
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
の
は
、「
関
係
が
存
在
の

身
分
を
持
ち
、
そ
の
諸
項
と
同
時
的
で
あ
る
」（
四
三
頁
）
こ

と
を
主
張
す
る
「
関
係
の
実
在
論
」
で
あ
る
。
シ
モ
ン
ド
ン
の

こ
の
着
想
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
数
学
的
な
関
係
性
を

基
に
し
た
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
実
在
論
に
結
び
付
け
ら
れ
て
き
た

が
、
著
者
は
む
し
ろ
中
世
の
普
遍
論
争
と
の
つ
な
が
り
に
着
目

す
る
。
そ
の
上
で
、
あ
る
領
域
に
お
け
る
関
係
を
、
他
領
域
と

の
「
働
き
に
お
け
る
比
例
の
一
致
」
に
よ
っ
て
（
個
別
性
と
差

異
を
重
視
し
つ
つ
）
発
見
す
る
「
類
比
」
の
認
識
論
的
・
方
法

論
的
意
義
が
解
明
さ
れ
る
。
次
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
彼

の
存
在
論
的
着
想
と
し
て
有
名
な
「
前
個
体
的
実
在
」
の
身
分

で
あ
る
。
著
者
は
前
個
体
的
実
在
に
対
し
、
二
つ
の
オ
ー
ダ
ー

（
極
小
方
向
の
極
限
、
及
び
「
自
然
」
と
も
呼
ば
れ
る
極
大
方

向
の
極
限
）
か
ら
な
る
下
位
区
分
を
設
け
、
そ
の
仮
説
的
性
格

を
指
摘
し
て
い
る
。
続
く
「
ト
ラ
ン
ス
ダ
ク
シ
ョ
ン
」
に
対
す

る
考
察
は
、
関
係
の
実
在
論
と
認
識
論
を
つ
な
ぐ
点
で
本
書
の

要
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
は
、「
発
明
」
に
お
い
て
環
境
と

技
術
的
存
在
は
、
一
方
が
他
方
を
引
き
起
こ
す
の
で
は
な
く
相

互
に
条
件
付
け
合
う
、
と
い
う
彼
の
技
術
論
が
参
照
さ
れ
る
こ

と
で
、
環
境
と
技
術
的
存
在
の
間
に
働
く
「
循
環
的
因
果
」
と

し
て
の
「
同
時
性
」
が
取
り
出
さ
れ
て
い
る
（
一
六
〇
－
三

頁
）。
こ
の
幅
を
も
っ
た
「
同
時
」
こ
そ
、
本
段
落
最
初
の
引

用
に
お
け
る
「
同
時
」
の
意
味
で
あ
り
、
ま
た
人
間
の
心
的
作

動
の
領
域
（
認
識
論
）
と
機
械
の
物
理
的
作
動
の
領
域
（
存
在

論
）
の
類
比
的
関
係
を
証
し
立
て
る
も
の
で
も
あ
る
。
か
く
し

て
、
あ
る
領
域
の
個
体
化
の
「
範
例
」
か
ら
出
発
し
て
「
類

比
」
を
用
い
て
別
の
領
域
へ
移
行
す
る
よ
う
に
し
て
思
考
を
進

め
て
い
く
、
彼
の
「
類
比
的
範
例
主
義
」
と
し
て
の
哲
学
に
お

い
て
、
発
明
は
そ
の
探
究
姿
勢
を
規
定
す
る
「
範
例
の
範
例
」

と
し
て
の
側
面
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
著
者
は
本
論
の
結
論
部

で
、
こ
の
〈
循
環
的
因
果
と
し
て
の
同
時
性
〉
を
シ
モ
ン
ド
ン

哲
学
の
一
つ
の
核
心
に
据
え
、
補
論
で
は
そ
れ
が
精
神
－
社
会

的
な
水
準
に
あ
る
倫
理
の
場
面
に
も
関
わ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。

カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
、
様
々
な
探
究
を
あ
る
課

題
に
一
括
で
き
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
大
き
な
成
果
で
あ
る
と
述
べ

て
い
た
が
、
著
者
が
提
示
す
る
〈
循
環
的
因
果
と
し
て
の
同
時

性
〉
と
い
う
概
念
も
ま
た
、
本
書
の
成
果
を
集
約
す
る
よ
う
な

優
れ
た
研
究
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
最
後
に
少
し
指

摘
し
て
お
こ
う
。
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ッ
ク
で
な
い
円
環
的
な
時
間
と

い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
そ
の
も
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
を
引
く
ま
で
も
な

く
、
今
や
そ
れ
ほ
ど
珍
し
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う

な
中
で
シ
モ
ン
ド
ン
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
そ
れ
を
「
因

果
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
だ
が
実
の
と

こ
ろ
、
個
体
化
論
の
中
で
循
環
的
因
果
に
相
当
す
る
議
論
が
登

場
す
る
の
は
、
生
命
的
個
体
化
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、「
因
果

性
」
の
問
題
を
含
む
筈
の
物
理
学
的
個
体
化
の
と
こ
ろ
で
は
な

い
。
と
す
る
な
ら
、
著
者
の
取
り
出
し
た
こ
の
〈
循
環
的
因
果

と
し
て
の
同
時
性
〉
と
い
う
概
念
が
物
理
学
の
領
域
で
い
か
に

働
い
て
い
る
の
か
を
示
す
こ
と
は
、
こ
の
概
念
の
範
例
性
を
示

す
上
で
重
要
な
試
金
石
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
評
者
は
、
シ
モ
ン
ド
ン
の
類
比
的
範
例
主
義

を
著
者
自
身
に
遂
行
し
て
も
ら
う
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
彼
の

特
異
で
優
れ
た
形
而
上
学
の
風
景
を
堅
実
な
読
解
に
よ
っ
て
示

す
、
と
い
う
困
難
な
仕
事
を
果
た
し
た
著
者
に
、
こ
の
風
景
の

一
部
と
な
り
、
そ
れ
を
よ
り
豊
か
に
し
て
い
く
よ
う
望
む
こ
と

を
、
誰
も
過
大
な
要
求
と
は
思
わ
な
い
筈
で
あ
る
。

＊
宇
佐
美
達
朗
さ
ん
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
人
間
・
環
境
学
研

究
科
博
士
後
期
課
程
修
了
、
同
年
同
月
博
士
号
取
得
。
現
在
、

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
（
Ｐ
Ｄ
）。

宇
佐
美
達
朗
＝
著

評
者
・
中
村
大
介
（
豊
橋
技
術
科
学
大
学
総
合
教
育
院
准
教
授
）

『
シ
モ
ン
ド
ン
哲
学
研
究
―
関
係
の
実
在
論

の
射
程
』

法
政
大
学
出
版
局�

定
価　

四
、九
五
〇
円

二
〇
二
一
年
二
月
刊　

二
九
二
頁
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本
書
は
、「
生
」
―
―
と
り
わ
け
、「
生
死
（la vie la 

m
ort

）」
―
―
の
問
題
を
軸
に
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
思
想
形

成
を
考
察
し
た
論
考
で
あ
る
。「
生
死
」
と
い
う
用
語
は
一
九

七
五
－
七
六
年
度
の
『
生
死
』
講
義
に
登
場
す
る
術
語
だ
が
、

著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
術
語
は
、
死
と
の
関
係
の
な
か
で
自
己

を
解
体
し
な
が
ら
も
存
続
す
る
よ
う
な
生
の
持
続
を
問
題
に
し

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
生
と
死
の
混
交
と
い
う

モ
チ
ー
フ
は
一
九
六
七
年
の
『
声
と
現
象
』
の
な
か
に
す
で
に

そ
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
晩
年
に
い
た
る
数
々
の

著
作
・
論
考
に
も
一
貫
し
て
読
み
取
ら
れ
る
―
―
こ
の
よ
う
な

見
通
し
の
も
と
、
知
覚
と
時
間
、
細
胞
と
遺
伝
子
、
翻
訳
と
正

義
、
民
主
主
義
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ピ
ッ
ク
を
経
由
し
て
デ
リ

ダ
が
「
生
死
」
を
い
か
に
思
考
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
追
跡
す

る
こ
と
が
、
本
書
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
と
な
る
。

概
略
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
第
一
部
「「
生
死
」

概
念
の
形
成　

一
九
六
七
－
一
九
八
〇
年
」
で
は
、
精
神
分
析

受
容
や
生
命
科
学
と
の
関
係
か
ら
デ
リ
ダ
が
「
生
死
」
を
主
題

化
し
た
経
緯
が
検
討
さ
れ
る
。
ま
ず
、「
リ
ズ
ム
」
と
い
う
主

題
を
中
心
に
、
生
の
欲
動
と
死
の
欲
動
の
拮
抗
と
し
て
の
時
間

が
一
九
六
〇
年
代
の
フ
ロ
イ
ト
論
に
即
し
て
抽
出
さ
れ
（
第
一

章
）、
一
九
七
五
－
一
九
七
六
年
度
の
『
生
死
』
講
義
で
も
、

ジ
ャ
コ
ブ
の
『
生
命
の
論
理
』
に
依
拠
し
て
、
こ
の
生
と
死
の

拮
抗
が
絶
え
ず
外
へ
と
開
か
れ
て
い
く
生
命
と
し
て
思
考
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
第
二
章
）。
そ
し
て
、「
自
由
エ

ネ
ル
ギ
ー
」
と
「
拘
束
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
の
対
を
ブ
ロ
イ

ア
ー
と
は
逆
の
意
味
で
捉
え
た
フ
ロ
イ
ト
の
身
振
り
を
論
じ
た

一
九
八
〇
年
代
の
フ
ロ
イ
ト
論
に
も
、「
生
死
」
の
問
題
が
形

を
変
え
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
（
第
三
章
）。
第

二
部
「
生
死
概
念
の
展
開　

一
九
八
〇
－
二
〇
〇
三
年
」
で
は
、

生
と
死
の
関
係
が
翻
訳
や
正
義
、
民
主
主
義
へ
と
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
く
過
程
が
検
討
さ
れ
る
。
ま
ず
、
デ
リ
ダ
の
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
解
釈
が
取
り
あ
げ
ら
れ
、
一
方
で
、
完
全
な
意
味
伝
達
が
不

可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
テ
ク
ス
ト
が
新
た
な
意
味
を
纏
う
と
い

う
「
生
き
延
び
」
の
問
題
が
一
九
七
〇
年
代
の
「
生
死
」
を
翻

訳
論
の
文
脈
で
語
り
直
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
方
で
『
法
の

力
』
に
見
ら
れ
る
正
義
論
が
、
予
定
調
和
的
な
目
的
を
あ
ら
か

じ
め
設
定
す
る
こ
と
な
く
、
絶
え
ず
変
革
を
求
め
る
よ
う
な
運

動
性
を
問
題
に
し
て
い
る
点
で
、「
生
き
延
び
」
の
問
題
を
引

き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
第
四
章
）。
こ
う

し
た
解
体
と
変
革
の
両
義
性
は
晩
年
の
民
主
主
義
論
に
も
活
か

さ
れ
て
お
り
、
デ
リ
ダ
が
民
主
主
義
の
な
か
に
非
民
主
的
な
政

体
に
転
化
す
る
よ
う
な
自
己
破
壊
的
な
危
険
性
を
読
み
取
る
と

同
時
に
、
よ
り
善
い
方
向
へ
と
無
限
に
漸
進
す
る
よ
う
な
民
主

主
義
の
改
善
可
能
性
を
見
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
（
第
五

章
）。こ

の
よ
う
に
著
者
は
、「
生
死
」
と
い
う
観
点
か
ら
一
貫
し

て
デ
リ
ダ
の
思
想
を
読
み
解
き
、
こ
の
概
念
が
精
神
分
析
や
生

命
科
学
、
正
義
や
民
主
主
義
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
く
過
程
を

考
察
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
著
者
は
、
フ
ロ
イ
ト
や
ジ
ャ
コ
ブ
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
さ
ら
に
ラ
プ
ラ
ン
シ
ュ
や
ム
フ
な
ど
多
様
な
文

脈
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、「
生
死
」
を
め
ぐ
る
デ
リ
ダ
の
思
想

形
成
を
丁
寧
に
論
じ
て
お
り
、
こ
う
し
た
文
献
学
的
な
態
度
か

ら
も
本
書
の
成
果
は
高
い
水
準
に
達
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

疑
問
点
を
ひ
と
つ
だ
け
挙
げ
て
お
く
。
本
書
の
タ
イ
ト
ル
で

あ
る
「
生
の
力
を
別
の
仕
方
で
思
考
す
る
こ
と
」
の
「
生
」
を

著
者
は
「
生
死
」
や
「
生
き
延
び
」
に
結
び
つ
け
て
考
察
し
て

い
る
が
、
で
は
「
力
（force

）」
は
ど
う
な
る
の
か
。
別
の
仕

方
で
思
考
さ
れ
な
い
「
力
」
と
別
の
仕
方
で
思
考
さ
れ
る

「
力
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
著
者
は
デ

リ
ダ
が
ニ
ー
チ
ェ
的
な
「
諸
力
の
差
異
」
を
受
け
継
い
だ
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
彼
が
い
か
な

る
「
力
」
の
概
念
を
斥
け
、
そ
れ
に
代
わ
る
「
力
」
の
概
念
を

い
か
に
思
考
し
た
の
か
に
関
す
る
踏
み
込
ん
だ
考
察
が
必
要
な

の
で
は
な
い
か
。
本
書
の
試
み
は
デ
リ
ダ
が
「
生
」
を
「
力
」

と
し
て
捉
え
る
に
い
た
っ
た
過
程
を
問
題
に
す
る
も
の
で
も
あ

る
だ
け
に
、
こ
う
し
た
考
察
は
避
け
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

と
は
い
え
、
二
〇
一
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
『
生

死
』
講
義
を
い
ち
は
や
く
取
り
あ
げ
、
ま
と
ま
り
あ
る
視
点
を

提
示
し
て
い
る
点
は
大
き
な
寄
与
で
あ
る
。
こ
の
講
義
の
な
か

に
上
述
の
論
点
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
も
あ
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
、
本
書
は
今
後
参
照
さ
れ
る
べ
き

貴
重
な
成
果
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

＊
吉
松
覚
さ
ん
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
人
間
・
環
境
学
研
究
科

博
士
後
期
課
程
修
了
、
同
年
同
月
博
士
号
取
得
。
現
在
は
日

本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
（
Ｒ
Ｐ
Ｄ
）。

吉
松
覚
＝
著

評
者
・
松
田
智
裕
（
国
立
情
報
学
研
究
所
情
報
学
プ
リ
ン
シ
プ
ル
研
究
系
特
任
研
究
員
）

『
生
の
力
を
別
の
仕
方
で
思
考
す
る
こ
と　

ジ
ャッ
ク・デ
リ
ダ
に
お
け
る
生
死
の
問
題
』

法
政
大
学
出
版
局�

定
価　

四
、〇
〇
〇
円

二
〇
二
一
年
二
月
刊　

二
八
六
頁
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十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
の
ウ
ィ
ー
ン
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ー=

ハ
ン
ガ
リ
ー
二
重
帝
国
の
首
都
と
し
て
多

彩
な
人
材
を
あ
つ
め
、
世
界
の
最
先
端
を
い
く
学
問
と
芸
術
を

花
開
か
せ
た
。
し
か
も
こ
の
都
市
文
化
の
ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ

は
、
生
物
学
や
医
学
な
ど
の
科
学
と
、
文
学
・
芸
術
と
が
、
論

壇
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
カ
フ
ェ
で
の
文
化
談
義
を
つ
う
じ
て
互

い
に
影
響
を
与
え
あ
っ
て
い
た
こ
と
だ
。
と
り
わ
け
、
人
の
心

や
文
化
の
病
を
診
断
し
て
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
よ
う
と

し
た
精
神
医
学
は
、
因
習
を
打
破
し
て
人
間
の
内
面
の
探
究
に

向
か
っ
て
い
た
芸
術
家
た
ち
に
と
っ
て
無
視
で
き
な
い
理
論
的

な
参
照
先
で
あ
っ
た
。
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
学
も
、
そ
の
有

力
な
ひ
と
つ
で
あ
る
。

本
書
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
知
の
交
差
」
に
着
目
し
て
ウ
ィ
ー

ン
世
紀
末
芸
術
を
捉
え
返
し
、
美
術
や
建
築
な
ど
の
言
説
や
作

品
に
、
い
か
に
精
神
医
学
の
影
響
が
見
ら
れ
る
か
、
ま
た
芸
術

の
が
わ
が
そ
の
科
学
的
言
説
と
い
か
に
渡
り
合
っ
た
か
を
論
じ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
二
十
世
紀
の
近

代
芸
術
に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
ウ
ィ
ー
ン

の
芸
術
モ
デ
ル
ネ
を
、
根
幹
の
と
こ
ろ
で
駆
動
さ
せ
て
い
た
も

の
が
精
神
医
学
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
果
敢
な
試

み
で
も
あ
る
。

扱
う
対
象
は
絵
画
・
建
築
・
服
飾
・
人
形
と
ひ
ろ
い
射
程
に

及
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
こ
の
時
代
が
「
総
合
芸
術
作
品
」
を

モ
ッ
ト
ー
に
、
統
一
的
な
様
式
の
も
と
に
諸
芸
術
の
統
合
を
め

ざ
し
て
い
た
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
よ
う
。
絵
画
で
は
ま
ず
グ

ス
タ
フ
・
ク
リ
ム
ト
の
描
く
女
性
像
が
俎
上
に
の
ぼ
る
。
彼
の

絵
に
は
、
体
型
や
ポ
ー
ズ
の
点
で
理
想
美
を
大
き
く
逸
脱
し
た

女
性
の
身
体
像
が
登
場
す
る
が
、
そ
れ
は
精
神
医
学
で
「
ヒ
ス

テ
リ
ー
」
や
「
神
経
衰
弱
」
の
女
性
患
者
に
つ
い
て
記
述
さ
れ

る
症
状
と
た
し
か
に
符
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ク
リ
ム
ト
が

ウ
ィ
ー
ン
大
学
講
堂
の
た
め
に
描
い
た
「
学
部
の
絵
」
の
ス

キ
ャ
ン
ダ
ル
は
有
名
だ
が
、
画
中
の
人
物
像
が
「
病
ん
だ
身

体
」
と
し
て
批
判
さ
れ
た
の
は
故
な
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の

だ
。
建
築
に
目
を
転
じ
る
と
、
ク
リ
ム
ト
が
会
長
を
つ
と
め
た

芸
術
家
団
体
「
分
離
派
」
の
拠
点
で
あ
る
分
離
派
館
と
い
う
展

示
空
間
が
ま
ず
問
題
と
な
る
。
外
観
こ
そ
特
徴
的
な
金
色
の
装

飾
を
ま
と
っ
て
い
た
も
の
の
、
構
造
的
に
は
近
代
的
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
建
築
の
原
点
と
も
い
え
る
白
い
壁
で
囲
ま
れ
た
ホ
ワ
イ
ト

キ
ュ
ー
ブ
型
の
建
物
で
あ
り
、
こ
の
芸
術
の
館
は
、
神
経
を
疲

れ
さ
せ
る
都
市
の
喧
騒
か
ら
逃
げ
込
む
「
避
難
所
」
と
し
て
の

役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
こ
こ
で
の
白
い
壁
は
、
同

じ
建
築
家
が
設
計
し
た
ウ
ィ
ー
ン
郊
外
の
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
も

通
じ
る
。
か
く
し
て
美
術
館
と
病
院
建
築
は
と
も
に
静
謐
な
白

さ
に
包
ま
れ
、
神
経
衰
弱
ぎ
り
ぎ
り
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
た
ち
の
た

め
の
癒
し
の
場
と
な
っ
て
い
た
の
だ
。
飾
り
気
の
な
い
、
ま
っ

さ
ら
な
白
壁
―
―
じ
つ
は
、
こ
の
装
飾
を
極
力
排
し
た
建
築
デ

ザ
イ
ン
は
、
世
紀
転
換
期
の
ウ
ィ
ー
ン
で
論
争
の
的
と
な
っ
た

「
装
飾
」
の
是
非
と
い
う
問
題
と
も
関
わ
っ
て
い
た
。
装
飾
と

は
、
ウ
ィ
ー
ン
の
特
殊
な
文
化
風
土
に
お
い
て
は
、
フ
ロ
イ
ト

理
論
で
い
う
「
性
欲
動
」、
つ
ま
り
人
間
の
根
源
的
な
性
的
欲

望
が
発
現
し
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
装
飾
反

対
派
は
、
装
飾
と
は
性
欲
動
を
文
化
が
抑
え
込
む
こ
と
に
失
敗

し
た
淫
ら
な
も
の
で
あ
る
と
し
、
逆
に
装
飾
肯
定
派
は
、
そ
の

性
欲
動
を
芸
術
に
昇
華
し
た
も
の
が
装
飾
で
あ
る
と
し
た
の
で

あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
装
飾
芸
術
が
精
神
分
析
の
つ
よ
い
影

響
の
も
と
で
議
論
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

一
方
、
本
書
の
第
Ⅲ
部
で
扱
う
画
家
オ
ス
カ
ー
・
コ
コ
シ
ュ

カ
の
人
形
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
精
神
分
析
を
介
在
さ

せ
て
肖
像
画
と
い
う
絵
画
芸
術
の
主
観
主
義
的
な
一
面
を
浮
か

び
あ
が
ら
せ
る
。
コ
コ
シ
ュ
カ
は
失
っ
た
恋
人
の
身
代
わ
り
と

し
て
人
形
を
作
ら
せ
、
そ
れ
を
心
理
学
用
語
を
も
ち
い
て

「
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
」
と
呼
ん
だ
。
こ
れ
を
モ
デ
ル
に
絵
画
を

描
く
こ
と
で
モ
チ
ー
フ
の
人
形
に
生
気
を
吹
き
込
も
う
と
す
る

が
、
や
が
て
人
物
を
「
肖
像
す
る
」
行
為
に
ひ
そ
む
主
観
（
自

己
）
投
影
と
い
う
心
理
作
用
を
画
家
み
ず
か
ら
自
覚
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
、
と
著
者
は
結
論
す
る
の
だ
。
素
描
の
読
解
な
ど

先
行
研
究
の
引
用
が
説
得
力
を
欠
く
と
こ
ろ
も
一
部
に
見
受
け

ら
れ
る
が
、
膨
大
な
文
献
を
渉
猟
し
て
の
論
述
の
積
み
上
げ
は

積
年
の
研
鑽
を
う
か
が
わ
せ
る
力
技
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ウ
ィ
ー
ン
の
世
紀
末
文
化
を
語
る
う
え
で
、
従
来
の
文
化

論
・
芸
術
論
の
枠
を
超
え
た
、
画
期
的
な
研
究
と
し
て
、
長
く

読
み
継
が
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

＊
古
川
真
宏
さ
ん
は
、
二
〇
一
八
年
三
月
に
人
間
・
環
境
学
研

究
科
博
士
後
期
課
程
を
研
究
指
導
認
定
退
学
、
二
〇
二
〇
年

一
月
に
博
士
号
取
得
。
現
在
は
大
阪
成
蹊
大
学
芸
術
学
部
ほ

か
非
常
勤
講
師
。
四
月
か
ら
、
関
西
学
院
大
学
文
学
部
准
教

授
。

古
川
真
宏
＝
著

評
者
・
香
川
檀
（
武
蔵
大
学
人
文
学
部
教
授
）

『
芸
術
家
と
医
師
た
ち
の
世
紀
末
ウ
ィ
ー
ン

―
―
美
術
と
精
神
医
学
の
交
差
』

み
す
ず
書
房�

定
価　

四
、九
五
〇
円

二
〇
二
一
年
三
月
刊　

二
八
七
頁
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日
本
映
画
の
な
か
で
「
団
地
」
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
き

た
の
だ
ろ
う
か
。
団
地
に
住
ん
だ
経
験
が
あ
る
人
で
も
な
い
人

で
も
、
団
地
は
日
常
生
活
の
な
か
で
幾
度
と
な
く
目
に
し
て
き

た
一
般
的
な
風
景
の
一
部
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
疑
問
に
た

ど
り
着
く
こ
と
は
簡
単
な
よ
う
で
実
は
難
し
い
。
本
書
は
戦
後

日
本
の
背
景
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
団
地
を
歴
史
化
し
、
前
景

化
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
映
画
に
お
け
る
団
地
表
象
の
特
徴
を

は
じ
め
て
学
術
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
映
画
学

書
で
あ
る
。

今
井
氏
は
一
〇
〇
本
以
上
の
「
団
地
映
画
」
の
分
析
を
通
じ

て
、
各
時
代
の
日
本
社
会
で
生
み
出
さ
れ
た
支
配
的
な
「
団

地
」
言
説
と
、
同
時
代
の
映
画
で
描
写
さ
れ
た
団
地
表
象
の
役

割
と
の
あ
い
だ
に
横
た
わ
る
“
ズ
レ
”
に
注
目
す
る
。
団
地
映

画
を
読
み
直
す
こ
と
が
重
要
な
の
は
、
各
時
代
の
団
地
に
関
す

る
支
配
的
言
説
に
対
し
て
、
団
地
映
画
は
そ
の
言
説
か
ら
一
定

の
距
離
を
と
る
よ
う
な
団
地
描
写
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
映

画
が
支
配
的
言
説
に
対
す
る
「
批
評
性
」
を
獲
得
し
て
い
た
か

ら
だ
と
今
井
氏
は
強
調
す
る
。

一
九
五
五
年
、
都
市
部
に
お
け
る
住
宅
不
足
を
背
景
に
し
て

日
本
住
宅
公
団
（
現
在
の
“
Ｕ
Ｒ
”）
が
設
立
さ
れ
、
全
国
各

地
に
近
代
的
な
住
空
間
を
提
供
す
る
団
地
建
設
ラ
ッ
シ
ュ
が
始

ま
り
、
高
度
成
長
期
の
中
間
層
の
生
活
基
盤
を
下
支
え
し
た
。

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
で
上
下
水
道
が
完
備
さ
れ
た
２
Ｄ
Ｋ
の

居
住
空
間
、
そ
し
て
近
く
に
駅
や
商
店
街
が
あ
る
よ
う
な
機
能

的
な
住
環
境
は
、
都
市
部
の
中
間
層
に
と
っ
て
憧
れ
と
羨
望
の

的
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
ア
は
「
団
地
族
」
な
る
用
語
を
作
っ
て
団

地
居
住
者
の
特
別
感
を
あ
お
っ
た
。

し
か
る
に
今
井
氏
に
よ
る
と
、“
憧
れ
言
説
”
時
代
の
一
九

六
〇
年
代
前
半
に
製
作
さ
れ
た
団
地
映
画
で
は
、
団
地
生
活
は

意
外
に
も
農
村
や
下
町
の
価
値
観
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
否

定
的
に
描
か
れ
て
い
た
。『
喜
劇　

駅
前
団
地
』（
久
松
静
児
、

一
九
六
一
）
で
は
、
団
地
建
設
に
よ
る
農
地
売
却
で
土
地
成
金

が
生
ま
れ
る
な
か
、
主
要
登
場
人
物
の
青
年
男
性
は
団
地
へ
の

入
居
を
拒
否
し
、
こ
れ
ま
で
通
り
農
業
を
続
け
る
選
択
を
す
る
。

ま
た
、
山
田
洋
次
監
督
の
デ
ビ
ュ
ー
作
『
下
町
の
太
陽
』（
一

九
六
三
）
に
お
い
て
、
主
人
公
の
勤
労
女
性
が
、
団
地
に
夫
婦

で
住
む
こ
と
を
夢
見
て
い
る
上
昇
志
向
の
強
い
“
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
”
か
ら
プ
ロ
ポ
ー
ズ
さ
れ
る
。
し
か
し
女
性
は
、「
き
れ
い

な
部
屋
の
中
で
い
い
服
着
て
お
茶
を
入
れ
た
り
編
み
物
し
た
り

す
る
こ
と
が
女
の
幸
せ
と
思
え
な
い
」
と
主
張
し
て
プ
ロ
ポ
ー

ズ
を
拒
否
し
、
工
場
で
地
道
に
働
く
男
性
と
結
婚
を
決
断
す
る

と
こ
ろ
で
映
画
は
終
わ
る
。
今
井
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
“
団
地

拒
否
”
の
テ
ー
マ
を
、
単
に
物
語
の
あ
ら
す
じ
レ
ベ
ル
の
分
析

だ
け
で
な
く
、
団
地
が
ど
の
よ
う
に
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
さ
れ
、
撮

影
さ
れ
、
編
集
さ
れ
て
い
る
か
な
ど
映
画
学
的
な
分
析
を
加
え

る
こ
と
で
、
よ
り
説
得
力
の
あ
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

団
地
言
説
と
団
地
表
象
と
の
“
ズ
レ
”
は
、
そ
の
後
の
映
画

で
も
繰
り
返
さ
れ
た
。
そ
の
一
部
を
紹
介
す
る
と
、
一
九
七
〇

年
に
は
じ
ま
っ
た
日
活
ロ
マ
ン
ポ
ル
ノ
第
一
弾
『
団
地
妻　

昼

下
が
り
の
情
事
』
の
ヒ
ッ
ト
に
よ
っ
て
、
男
女
の
性
的
役
割
を

固
定
化
す
る
「
団
地
妻
」
の
言
説
が
メ
デ
ィ
ア
で
流
布
し
た
が
、

約
二
〇
年
に
わ
た
っ
て
製
作
さ
れ
た
映
画
「
団
地
妻
シ
リ
ー

ズ
」
に
お
い
て
は
そ
の
言
説
と
異
な
り
、
多
様
で
自
由
な
女
性

主
人
公
た
ち
が
描
か
れ
て
い
た
（
第
５
章
）。
ま
た
、
一
九
九

〇
年
代
以
降
、
昭
和
三
〇
年
代
を
懐
か
し
む
“
昭
和
ノ
ス
タ
ル

ジ
ア
”
ブ
ー
ム
の
一
環
と
し
て
団
地
言
説
も
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク

な
傾
向
を
帯
び
る
。
し
か
し
同
時
期
の
団
地
映
画
は
そ
の
ブ
ー

ム
を
相
対
化
す
る
よ
う
に
、
団
地
家
族
の
紐
帯
の
危
機
や
、
父

親
の
居
場
所
の
消
滅
と
い
っ
た
テ
ー
マ
が
描
か
れ
た
。（
第
8

章
）。
そ
し
て
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
団
地
の
老
朽
化
と
居
住

者
の
減
少
お
よ
び
高
齢
化
に
よ
っ
て
閑
散
と
し
た
団
地
風
景
が

全
国
に
目
立
ち
は
じ
め
る
と
、
団
地
が
ホ
ラ
ー
映
画
ジ
ャ
ン
ル

の
舞
台
と
し
て
も
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
（『
ク
ロ
ユ
リ
団
地
』

（
二
〇
一
三
）、
第
9
章
）。

著
者
に
導
か
れ
て
団
地
映
画
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

団
地
映
画
は
、
団
地
生
活
者
が
毎
日
の
生
活
に
追
わ
れ
る
な
か

で
意
識
下
に
押
し
込
め
て
き
た
不
安
や
ス
ト
レ
ス
、
そ
し
て
過

密
空
間
で
長
期
的
に
集
団
生
活
を
行
う
こ
と
に
伴
う
ミ
ク
ロ
レ

ベ
ル
の
“
居
心
地
の
悪
さ
”
を
象
徴
的
に
顕
在
化
さ
せ
て
き
た

こ
と
が
明
確
に
な
る
。
著
者
が
結
尾
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
団

地
映
画
は
一
種
の
「
日
常
生
活
批
判
」
の
役
割
を
果
た
し
て
い

た
の
で
あ
り
、
本
書
は
私
た
ち
の
日
常
生
活
の
な
か
に
潜
ん
で

い
る
ミ
ク
ロ
な
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
気
が
付
く
た
め
の
レ
ッ
ス
ン

書
だ
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

＊
今
井
瞳
良
さ
ん
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
人
間
・
環
境
学
研
究

科
博
士
課
程
修
了
、
同
年
同
月
博
士
号
取
得
。
現
在
、
山
形

県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
講
師
。

今
井
瞳
良
＝
著

評
者
・
板
倉
史
明
（
神
戸
大
学
大
学
院
国
際
文
化
学
研
究
科
　
准
教
授
）

『
団
地
映
画
論
―
―
居
住
空
間
イ
メ
ー
ジ
の

戦
後
史
』

水
声
社�

定
価　

四
、四
〇
〇
円

二
〇
二
一
年
三
月
刊　

三
二
〇
頁
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本
書
は
二
〇
一
九
年
三
月
に
京
都
大
学
か
ら
博
士
（
人
間
・

環
境
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
論
文
に
加
筆
修
正
の
上
、
刊

行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
女
子
修
道
院

寄
宿
学
校
の
盛
衰
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
、
女
子
中
等
教
育
史
研
究

に
一
石
を
投
じ
る
意
欲
作
で
あ
る
。
こ
の
中
で
著
者
は
、
女
子

修
道
院
寄
宿
学
校
に
ま
つ
わ
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
実
証
的
に

ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
唱
え
て
い
く
。
こ
こ
で
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ

プ
と
は
、
一
つ
に
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
や
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
ら
男
性

の
文
豪
に
よ
る
文
学
作
中
で
描
か
れ
る
よ
う
な
、
沈
鬱
で
神
秘

的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
想
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、

信
仰
と
強
く
結
び
つ
き
、「
そ
れ
ゆ
え
に
」
知
的
レ
ベ
ル
で

劣
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
点
で
、
女
子
中
等
教
育
の
公
教
育

化
が
実
現
し
て
い
く
ま
で
の
通
過
点
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
後
者
は
、
女
子
中
等
教
育
が
政
治
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
通

り
「
教
会
の
膝
の
上
か
ら
ユ
ニ
ヴ
ェ
ル
シ
テ
の
腕
の
中
へ
」
移

譲
し
た
と
い
う
、
女
子
リ
セ
・
コ
レ
ー
ジ
ュ
を
誕
生
さ
せ
た
カ

ミ
ー
ユ
・
セ
ー
法
（
一
八
八
〇
）
を
最
大
の
転
換
点
と
見
な
す

従
前
の
歴
史
認
識
を
拠
り
所
と
し
て
い
る
。

本
書
の
概
要
を
紹
介
し
よ
う
。
全
体
は
序
章
と
五
つ
の
章
か

ら
成
る
本
論
、
終
章
で
構
成
さ
れ
る
。
第
一
章
で
は
、
女
子
修

道
院
寄
宿
学
校
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
相
次
ぐ
閉
鎖
を
経
て
再

興
し
て
い
く
流
れ
が
整
理
さ
れ
る
。
国
家
に
よ
る
公
的
支
援
の

欠
如
や
社
会
の
要
請
を
背
景
に
、
女
子
修
道
院
寄
宿
学
校
は
第

二
帝
政
下
で
女
子
教
育
の
主
翼
を
担
う
ま
で
に
な
る
。

第
二
章
で
は
、
女
子
教
育
修
道
会
を
代
表
す
る
ウ
ル
ス
ラ
会

と
聖
心
会
に
残
さ
れ
る
貴
重
な
史
料
を
も
と
に
、
女
子
修
道
院

寄
宿
学
校
で
の
教
育
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
重
要
な
の
は
、

必
ず
し
も
知
育
が
軽
視
さ
れ
た
り
、「
良
妻
賢
母
」
育
成
の
み

に
終
始
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
続

く
第
三
章
で
は
、
女
子
修
道
院
寄
宿
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育

の
占
め
る
重
要
性
が
、
修
道
会
史
料
や
実
際
に
教
育
を
受
け
た

娘
の
日
記
な
ど
か
ら
複
合
的
に
論
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
女
子
教

育
と
宗
教
と
の
強
い
結
び
つ
き
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
よ
る

社
会
の
キ
リ
ス
ト
教
化
の
強
力
な
手
段
に
も
な
っ
て
い
た
点
で
、

第
三
共
和
政
下
の
世
俗
化
政
策
の
布
石
と
な
っ
た
こ
と
が
示
さ

れ
る
。

第
四
章
と
第
五
章
が
扱
う
の
は
、
第
二
帝
政
か
ら
第
三
共
和

世
に
か
け
て
女
子
教
育
の
非
宗
教
モ
デ
ル
が
模
索
さ
れ
て
い
く

時
期
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
、
カ
ミ
ー
ユ
・
セ
ー
法
成
立
以
前

の
過
渡
期
の
状
況
を
、
女
子
教
育
の
世
俗
化
政
策
に
着
手
し
た

公
教
育
大
臣
デ
ュ
リ
ュ
イ
の
改
革
を
軸
に
整
理
し
て
い
る
。
改

革
に
お
け
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
皇
后
ウ
ジ
ェ
ニ
ー
の
果
た
し

た
役
割
を
明
確
に
し
つ
つ
、
第
二
帝
政
期
に
は
す
で
に
女
子
教

育
と
教
会
権
力
と
の
切
り
離
し
が
目
指
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
す

る
。
第
五
章
で
は
、
第
三
共
和
政
の
反
教
権
主
義
政
策
と
し
て
、

カ
ミ
ー
ユ
・
セ
ー
法
を
旗
印
に
女
子
中
等
教
育
の
公
教
育
化
が

進
め
ら
れ
る
経
緯
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
女
子
修
道
会

寄
宿
学
校
が
政
教
分
離
法
（
一
九
〇
五
）
成
立
に
よ
り
撤
退
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
ま
で
、
宗
教
教
育
を
前
面
に
出
し
て
女
子
リ

セ
・
コ
レ
ー
ジ
ュ
に
抗
し
つ
つ
、
様
々
な
学
校
拡
充
策
を
講
じ

な
が
ら
存
続
を
図
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
先
行
研
究
の
空
白
地
帯
に
あ
っ
た

女
子
修
道
院
寄
宿
学
校
を
主
軸
に
据
え
る
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス

の
女
子
教
育
が
強
固
に
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
紐
づ
け
ら
れ
て
い
っ

た
歴
史
的
経
緯
を
解
明
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
国
家
と
教

会
と
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
闘
争
を
中
心
に
組
み
立
て
ら
れ
が
ち
な
研

究
状
況
に
対
し
、
そ
の
前
提
と
な
る
女
子
教
育
と
宗
教
と
の
紐

帯
そ
の
も
の
を
分
析
の
俎
上
に
載
せ
、
そ
の
構
築
と
解
体
を
軸

に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
複
雑
な
様
相
を
読
み
解
く
こ
と
の
重
要
性

を
提
起
し
て
い
る
。
本
書
は
そ
の
意
味
で
、
フ
ラ
ン
ス
女
子
教

育
史
研
究
の
進
展
に
貢
献
す
る
ば
か
り
か
、
宗
教
を
盾
に
女
性

の
教
育
が
著
し
く
制
限
さ
れ
る
と
い
っ
た
、
現
在
進
行
形
の
問

題
を
考
え
る
上
で
も
多
く
の
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
ま
た
、
評

者
は
公
的
な
史
料
が
十
分
で
な
い
（
半
）
私
的
な
領
域
で
の
教

育
の
史
的
解
明
に
挑
む
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
を
改
め
て
実
感
し

た
。分

析
対
象
の
内
外
に
広
く
目
配
り
し
な
が
ら
論
が
展
開
さ
れ

る
た
め
、
女
子
教
育
全
体
の
動
向
説
明
に
紙
幅
を
割
い
た
分
、

弱
体
化
す
る
女
子
修
道
院
寄
宿
学
校
に
つ
い
て
の
叙
述
に
物
足

り
な
さ
を
感
じ
る
な
ど
、
部
分
的
に
屋
台
骨
の
ぐ
ら
つ
き
も
み

ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
本
書
の
功
績
を
い
さ
さ
か
も
削
ぐ

も
の
で
は
な
い
。
第
二
章
で
採
用
さ
れ
た
、
女
子
教
育
と
男
子

教
育
と
を
対
置
さ
せ
両
者
の
差
異
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
視
点

や
、「
上
か
ら
の
」
制
度
史
に
市
井
の
女
性
の
声
が
紡
ぐ
「
下

か
ら
の
」
社
会
史
を
接
合
さ
せ
て
い
く
研
究
手
法
が
今
後
の
筆

者
の
研
究
で
ま
す
ま
す
開
花
し
て
い
く
こ
と
を
楽
し
み
に
し
た

い
。

＊
山
内
由
賀
さ
ん
は
、
二
〇
一
七
年
三
月
に
人
間
・
環
境
学
研

究
科
博
士
後
期
課
程
を
研
究
指
導
認
定
退
学
、
二
〇
一
九
年

三
月
に
博
士
号
取
得
。
現
在
、
神
戸
大
学
、
神
戸
女
子
大
学
、

佛
教
大
学
、
立
命
館
大
学
非
常
勤
講
師
。

山
内
由
賀
＝
著

評
者
・
井
岡
瑞
日
（
大
阪
総
合
保
育
大
学
児
童
保
育
学
部
講
師
）

『
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
女
子
修
道

院
寄
宿
学
校
』

春
風
社�

定
価　

三
、六
〇
〇
円

二
〇
二
一
年
三
月
刊　

二
五
六
頁
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こ
れ
ま
で
研
究
対
象
と
し
て
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ

と
が
な
か
っ
た
日
本
の
近
代
刺
繍
―
―
明
治
か
ら
太
平
洋
戦
争

前
ま
で
の
約
五
〇
年
間
の
刺
繍
―
―
に
つ
い
て
、
現
存
作
品
を

網
羅
的
に
調
査
し
た
う
え
で
、
そ
の
魅
力
を
伝
え
る
一
方
、
日

欧
交
流
史
の
視
点
を
も
っ
て
包
括
的
に
考
察
し
た
意
欲
的
な
論

考
で
あ
る
。

徳
川
幕
府
の
終
焉
に
と
も
な
う
呉
服
全
般
の
需
要
の
激
変
や

廃
仏
毀
釈
の
風
潮
の
な
か
で
、
刺
繍
の
職
人
た
ち
は
一
気
に
仕

事
を
失
い
新
た
な
販
路
を
求
め
た
。
日
本
の
近
代
刺
繍
は
、
明

治
維
新
と
い
う
変
革
期
を
経
て
海
外
へ
の
輸
出
を
主
眼
と
し
て

制
作
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
多
く
が
海
外
に
あ

り
、
調
査
研
究
の
障
害
と
な
っ
て
い
た
。
著
者
は
、
国
内
は
も

と
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
九
か
国
一
八
の
施
設
に
、
ト
ル
コ
宮
殿

群
な
ど
、
海
外
所
在
の
作
品
に
つ
い
て
も
悉
皆
的
な
調
査
を
実

施
し
て
研
究
基
盤
と
な
る
国
内
外
五
二
九
件
の
作
例
を
集
積
し
、

そ
れ
ら
の
情
報
を
も
と
に
、
制
作
・
販
路
・
西
洋
に
お
け
る
流

通
と
受
容
な
ど
様
々
な
角
度
か
ら
近
代
刺
繍
に
つ
い
て
検
討
し
、

「
刺
繍
〈
ぬ
い
〉
の
近
代
」
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試

み
る
。

本
書
は
全
六
章
と
巻
末
の
資
料
編
か
ら
な
る
。
刺
繍
史
を
概

観
し
、
近
代
刺
繍
成
立
の
背
景
を
考
察
す
る
「
第
一
章　

刺
繡

史
の
中
の
近
代
」。
貿
易
関
係
資
料
と
現
存
作
品
か
ら
輸
出
刺

繍
の
変
遷
と
実
態
に
つ
い
て
、
国
内
需
要
も
あ
わ
せ
て
考
察
す

る
「
第
二
章　

輸
出
刺
繡
の
諸
相
」。
近
代
刺
繍
に
か
か
わ
る

商
人
・
絵
師
・
職
人
に
加
え
て
そ
の
技
術
教
育
ま
で
、
制
作
の

現
場
に
つ
い
て
詳
述
す
る
「
第
三
章　

近
代
刺
繡
の
担
い
手
―

分
業
が
生
み
出
し
た
近
代
の
刺
繡
」。
五
〇
件
以
上
リ
ス
ト

ア
ッ
プ
し
た
各
機
関
へ
の
問
い
合
わ
せ
か
ら
始
め
た
と
い
う
海

外
所
在
の
刺
繍
作
品
に
つ
い
て
の
調
査
報
告
「
第
四
章　

欧
州

に
残
る
日
本
刺
繡
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」「
付
論　

ト
ル
コ
に
残
る

日
本
の
刺
繡
」
は
、
各
作
品
の
検
討
は
も
と
よ
り
、
在
欧
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
来
歴
か
ら
近
代
刺
繍
の
流
通
に
も
迫
ろ
う
と
す
る

意
欲
的
な
論
考
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
作
品
調
査
を
踏
ま

え
て
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
や
マ
ネ
な
ど
同
時
代
の
絵
画
作
品
か
ら

西
洋
で
の
受
容
実
態
を
考
察
す
る
「
第
五
章　

描
か
れ
た
刺

繡
」。
最
後
の
「
第
六
章　

刺
繡
作
品
に
見
る
日
欧
交
流
」
で

は
、
高
島
屋
写
真
帖
図
案
や
現
存
作
品
か
ら
、
日
欧
相
互
の
影

響
関
係
を
論
じ
て
い
る
。

著
者
は
学
生
時
代
に
京
都
で
日
本
刺
繍
と
出
会
い
、
研
究
の

空
白
地
帯
で
あ
っ
た
近
代
の
刺
繍
を
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
一
〇

年
以
上
と
い
う
。
評
者
は
、
近
世
の
東
西
交
流
史
研
究
の
一
環

と
し
て
、
更
紗
に
つ
い
て
長
崎
貿
易
や
近
世
の
輸
入
工
芸
品
の

受
容
と
い
う
視
点
で
興
味
を
持
ち
続
け
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る

形
で
輸
出
漆
器
の
問
題
に
も
関
わ
っ
て
き
た
。
輸
出
漆
器
の
場

合
、
南
蛮
貿
易
か
ら
日
蘭
貿
易
の
時
代
、
引
き
続
い
て
近
代
ま

で
、
時
代
や
注
文
主
に
対
応
し
な
が
ら
変
化
し
て
い
く
状
況
を

追
跡
す
る
こ
と
が
可
能
で
、
更
紗
や
輸
出
漆
器
に
つ
い
て
い
え

ば
、
工
芸
史
や
貿
易
史
の
先
行
研
究
に
助
け
ら
れ
る
こ
と
も
多

か
っ
た
。
し
か
し
、
工
芸
研
究
の
な
か
で
も
層
が
薄
い
分
野
で
、

ま
し
て
維
新
時
に
劇
的
な
変
化
を
遂
げ
、
近
世
以
前
を
対
象
と

し
た
先
行
研
究
を
利
用
す
る
の
が
難
し
い
近
代
刺
繍
を
テ
ー
マ

と
す
る
こ
と
自
体
、
著
者
の
熱
意
と
行
動
力
を
も
っ
て
し
て
も

簡
単
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

本
書
に
つ
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、「
資
料
1　

国
内
外
刺
繡

コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

調
査
結
果
」「
資
料
2　

刺
繡
作
品
一
覧
」

「
資
料
3　

近
代
刺
繡
家
列
伝
」「
資
料
4　

聞
き
取
り
調
査
記

録
」「
資
料
5　

刺
繡
関
連
年
表
」
と
い
う
、
著
者
が
国
内
外

で
渉
猟
し
た
一
七
〇
頁
に
お
よ
ぶ
近
代
刺
繍
に
関
す
る
情
報
で

あ
る
。
実
証
的
、
多
角
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
本
資
料
は
、
今
後

近
代
刺
繍
研
究
に
必
須
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

本
書
は
、
近
代
刺
繍
を
、
近
年
注
目
を
集
め
つ
つ
あ
る
超
絶

技
巧
の
明
治
工
芸
と
し
て
の
魅
力
を
紹
介
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

美
術
（
工
芸
）
史
、
貿
易
史
、
東
西
交
流
史
と
い
っ
た
幅
広
い

フ
ィ
ー
ル
ド
で
地
道
に
情
報
を
積
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

副
題
で
あ
る
「
輸
出
刺
繍
の
日
欧
交
流
史
」
に
相
応
し
い
内
容

と
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
近
代
刺
繍
の
芸
術
作
品
と
し
て
の

魅
力
は
、
こ
の
判
型
で
は
伝
わ
り
づ
ら
い
点
は
否
め
な
い
。
興

味
を
持
た
れ
た
方
に
は
、
参
考
文
献
に
挙
が
っ
て
い
る
展
覧
会

図
録
な
ど
を
参
照
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
た
い
。
評
者
の
興

味
分
野
か
ら
は
、
劇
的
な
変
化
を
遂
げ
た
と
は
い
え
近
世
か
ら

近
代
へ
連
続
す
る
刺
繍
の
側
面
に
つ
い
て
の
考
察
を
期
待
し
た

い
こ
と
が
ひ
と
つ
。「
獅
子
図
刺
繍
額
」
の
よ
う
に
各
章
に
分

散
し
て
扱
わ
れ
た
作
品
や
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
纏
ま
っ
た
か
た

ち
で
読
ん
で
み
た
い
と
い
う
感
想
が
ひ
と
つ
。
今
後
さ
ら
な
る

著
者
の
活
躍
に
期
待
し
た
い
。

＊
松
原
史
さ
ん
は
、
二
〇
一
五
年
三
月
人
間
・
環
境
学
研
究
科

博
士
課
程
単
位
取
得
・
研
究
指
導
認
定
退
学
。
二
〇
一
八
年

七
月
博
士
号
取
得
。
現
在
、
北
野
天
満
宮
北
野
文
化
研
究
所

室
長
、
立
命
館
大
学
ほ
か
非
常
勤
講
師
。

松
原
史
＝
著

評
者
・
勝
盛
典
子
（
香
雪
美
術
館
・
中
之
島
香
雪
美
術
館
　
館
長
）

『
刺
繍
〈
ぬ
い
〉
の
近
代　

輸
出
刺
繍
の
日

欧
交
流
史
』

思
文
閣
出
版�

定
価　

八
、二
五
〇
円

二
〇
二
一
年
三
月
刊　

三
九
四
頁+

カ
ラ
ー
口
絵
八
頁
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韻
律
論
の
華
や
か
な
り
し
頃
が
懐
か
し
い
。「
詩
は
音
楽
に

憧
れ
る
」
は
、「
文
は
人
な
り
」
と
同
様
、
よ
く
知
ら
れ
た
格

言
で
あ
っ
た
。
詩
の
調
べ
の
美
し
さ
の
秘
密
を
解
き
明
か
す
の

が
韻
律
論
で
、
文
学
を
志
す
者
は
こ
れ
に
通
暁
し
て
い
る
と
思

い
込
ん
で
い
た
―
私
事
に
わ
た
り
恐
縮
だ
が
、
半
世
紀
近
く
も

前
の
こ
と
、
大
学
に
入
学
す
る
や
、
英
語
の
必
修
ク
ラ
ス
で
英

詩
と
出
会
い
、
ま
た
、
た
ま
た
ま
耳
に
し
た
衝
撃
的
な
「
詩
は

舌
の
快
楽
」
と
い
う
言
葉
が
、
そ
の
後
の
私
の
人
生
を
決
定
づ

け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
詩
に
心
惹
か
れ
、
当
時
の
教
養
部
英
語

教
室
に
集
っ
た
詩
を
専
門
と
す
る
先
生
方
に
導
か
れ
、
二
回
生

時
に
は
、
英
詩
の
代
表
作
を
せ
っ
せ
と
筆
写
し
、
韻
律
分
析

（scansion

）
に
余
念
が
な
か
っ
た
―
詩
が
文
学
を
代
表
し
、

皆
、
そ
の
よ
う
に
文
学
に
親
し
ん
で
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
た

が
、
実
際
は
、
違
っ
た
。
私
は
少
数
派
で
、
同
学
の
士
に
出
会

う
こ
と
は
、
今
も
っ
て
、
ま
れ
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
つ
い
に
、
出
会
っ
た
の
だ
。
松
波
君
と
の
出
会
い

は
、
私
に
は
、
ド
イ
ツ
語
と
英
語
と
い
う
違
い
は
あ
れ
、
嬉
し

い
限
り
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
紹
介
し
た
い
彼
の
快
著
は
ド
イ
ツ

詩
の
韻
律
論
に
ま
つ
わ
る
専
門
書
、
い
わ
ゆ
る
、
モ
ノ
グ
ラ
フ

で
あ
る
。
実
際
、
博
士
論
文
に
基
づ
く
も
の
で
、
一
般
向
け
と

は
と
て
も
言
え
な
い
。
し
か
し
、
言
葉
の
魅
力
に
取
り
つ
か
れ

た
人
に
は
、
ぜ
ひ
、
ご
一
読
願
い
た
い
。
い
や
、
読
ま
ね
ば
な

ら
な
い
。

詩
に
は
リ
ズ
ム
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
リ
ズ
ム
は
、
言
語
自

体
に
内
在
す
る
本
質
的
言
語
特
性
の
体
現
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
一
言
で
リ
ズ
ム
と
言
っ
て
も
、
言
語
特
性
の
違
い
に
よ
り

そ
の
表
れ
が
異
な
る
。
例
え
ば
、
日
本
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
は
音

節
数
に
基
づ
く
リ
ズ
ム
、
我
ら
が
英
語
、
ド
イ
ツ
語
は
強
勢
の

強
弱
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
詩
は
音
量
の
長
短
に
、
基
づ
く
と

さ
れ
る
。
し
か
し
、
稀
に
、
文
化
的
影
響
力
が
言
語
特
性
を
凌

ぐ
と
い
う
こ
と
が
起
き
る
。
実
際
、
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
の
公
用

語
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
詩
に
お
い
て
は
、
文
化
的
規
範
と
し
て
の

ギ
リ
シ
ア
詩
の
影
響
は
絶
大
で
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
を
は
じ
め
、

ロ
ー
マ
の
詩
人
た
ち
は
、
自
ら
の
言
語
に
、
自
己
と
異
な
る
、

規
範
と
す
べ
き
ギ
リ
シ
ア
詩
の
響
き
を
強
要
し
、
な
ん
と
、
そ

の
獲
得
に
成
功
し
た
。

ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
西
洋
古
典
文

学
の
影
響
力
は
圧
倒
的
で
あ
り
、
そ
の
創
作
原
理
は
「
創
造
的

模
倣
」（creative im

itation

）
と
呼
ば
れ
、
現
在
も
て
は
や

さ
れ
る
独
り
よ
が
り
の
「
独
創
性
」
と
は
違
っ
て
、
規
範
に
基

づ
き
創
意
を
発
揮
す
る
。
そ
の
規
範
は
、
詩
の
リ
ズ
ム
に
あ
っ

て
は
、
ギ
リ
シ
ア
詩
や
ラ
テ
ン
詩
に
基
づ
く
も
の
と
な
る
が
、

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
例
え
ば
、
英
語
の
言
語
特
性
が
、

規
範
と
な
る
西
洋
古
典
語
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。
と
い

う
わ
け
で
、
強
勢
に
よ
る
リ
ズ
ム
の
英
詩
で
は
、
用
語
は
そ
の

ま
ま
規
範
と
な
る
ギ
リ
シ
ア
詩
の
も
の
を
引
き
継
ぎdactylic

と
呼
ん
で
も
、
実
際
は
、
強
弱
弱
調
の
こ
と
で
あ
り
、
本
来
の

ギ
リ
シ
ア
詩
に
お
け
る
長
短
短
調
と
は
ず
い
ぶ
ん
と
味
わ
い
が

違
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、「
創
造
的
模
倣
」
が
発
揮
さ
れ
る
の
は
用

語
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
ラ
テ
ン
詩
が
ギ
リ
シ
ア
詩
の
響
き
を
自

己
の
も
の
と
し
た
よ
う
に
、
英
詩
に
お
い
て
も
ま
た
、
古
典
詩

の
響
き
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
企
て
が
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
た
。

英
国
ル
ネ
サ
ン
ス
期
を
代
表
す
る
詩
人Sir Philip Sidney

（1554–86

）
やT

hom
as Cam

pion

（1567–1620
）
の
試
み

が
名
高
い
が
、
残
念
な
が
ら
、
思
い
通
り
の
成
果
は
残
せ
な

か
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
野
望
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
末
期
に

な
っ
て
も
完
全
に
は
消
え
去
る
こ
と
な
く
、
例
え
ば
、Robert 

Bridges

（1844–1930

）
に
よ
っ
て
、
再
度
、
挑
ま
れ
る
こ
と

に
な
る
。
一
方
で
、
彼
の
同
窓
生
で
あ
っ
たGerard M

anley 

H
opkins

（1844–1889

）
は
、
英
詩
の
リ
ズ
ム
は
強
勢
に
基

づ
く
と
い
う
確
信
か
ら
、
独
自
のsprung rhythm

を
創
始

し
、
英
詩
史
に
新
生
面
を
切
り
開
い
た
。

英
詩
の
専
門
家
と
し
て
英
語
の
リ
ズ
ム
は
基
本
的
に
強
勢
に

基
づ
く
（accentual

）
と
信
じ
て
い
た
私
は
、
同
じ
ゲ
ル
マ

ン
語
派
に
属
す
る
ド
イ
ツ
詩
も
事
情
は
同
様
で
あ
る
と
安
易
に

思
い
込
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
私
は
、
ド
イ
ツ
に
、
英
国
よ
り

も
は
る
か
に
刺
激
的
な
、
古
典
詩
と
の
格
闘
が
あ
っ
た
こ
と
を

単
に
知
ら
ず
に
、
著
者
の
批
判
す
る
「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
」

（
十
頁
）
な
言
説
に
安
住
し
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
の
だ
。
し
か

も
、
そ
れ
は
英
詩
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
著
者
に
よ
れ
ば
、

「
異
言
語
の
原
理
の
移
植
、
音
韻
原
理
の
改
造
」（
十
八
頁
）
に

よ
っ
て
、
古
典
詩
の
響
き
を
ド
イ
ツ
語
に
お
い
て
再
現
す
る
こ

と
に
、
苦
心
の
上
、
見
事
に
成
功
し
た
と
い
う
の
だ
。

本
書
が
主
題
的
に
取
り
上
げ
る
詩
人
はJohann H

einrich 
V

oß

（1751–1826

）
で
あ
る
。
と
い
っ
て
、
西
洋
文
学
に
詳

し
い
人
に
も
決
し
て
馴
染
み
の
あ
る
名
前
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

彼
は
、
そ
の
ホ
メ
ロ
ス
翻
訳
に
お
い
て
、
ヘ
ク
サ
メ
タ
と
呼
ば

れ
る
西
洋
古
典
詩
で
は
お
な
じ
み
の
叙
事
詩
に
用
い
ら
れ
る
詩

形
の
味
わ
い
を
ド
イ
ツ
語
に
導
入
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
し

か
も
、
そ
の
功
績
を
、
そ
の
後
の
権
威
あ
る
批
評
家
た
ち
の
多

く
は
過
小
評
価
し
た
―
そ
れ
も
、「
テ
キ
ス
ト
の
文
言
そ
の
も

の
に
直
接
当
た
る
こ
と
を
し
な
い
」（
八
頁
）
で
だ
。
著
者
の

批
判
の
舌
鋒
は
鋭
い
―
フ
ォ
ス
の
詩
文
を
舐
め
る
よ
う
に
味

わ
っ
た
と
い
う
実
感
が
著
者
に
は
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
本
書
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
は
何
と
い
っ
て
も
「
オ
リ

ジ
ナ
ル
を
超
え
る
」
と
題
さ
れ
た
第
三
章
に
お
け
る
、
も
と
の

ギ
リ
シ
ア
詩
に
お
け
る
味
わ
い
と
比
較
し
な
が
ら
、
フ
ォ
ス
が
、

「
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
超
え
」
て
い
く
実
相
を
、
詩
文
に
即
し
て
著

者
が
紐
解
い
て
見
せ
る
手
際
の
見
事
さ
に
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
を

強
弱
ア
ク
セ
ン
ト
言
語
と
決
め
つ
け
る
こ
と
な
く
、
ド
イ
ツ
語

の
可
能
性
に
賭
け
た
ひ
た
向
き
な
詩
人
の
姿
に
は
、
著
者
自
身

の
、
詩
の
理
解
に
か
け
た
熱
情
と
相
ま
っ
て
、
読
み
手
の
胸
に

迫
り
く
る
も
の
が
あ
る
。
本
書
を
専
門
家
の
み
な
ら
ず
広
く
文

学
研
究
を
志
す
若
人
に
推
薦
す
る
所
以
で
あ
る
。

＊
松
波
列
さ
ん
は
、
二
〇
一
七
年
三
月
人
間
・
環
境
学
研
究
科

博
士
後
期
過
程
修
了
、
二
〇
一
九
年
九
月
博
士
号
取
得
。
現

在
、
京
都
大
学
ほ
か
非
常
勤
講
師
。

松
波
烈
＝
著

評
者
・
桂
山
康
司
（
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
教
授
）

『
ド
イ
ツ
語
の
ヘ
ク
サ
メ
タ
』

松
籟
社�

定
価　

三
、三
〇
〇
円

二
〇
二
一
年
三
月
刊　

一
六
〇
頁
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こ
の
た
び
、「
皇
太
子
の
千
田
」
と
渾
名
さ
れ
る
著
者
が
、

そ
の
博
士
論
文
を
も
と
に
し
た
本
書
を
公
刊
し
た
こ
と
は
、
専

門
を
同
じ
く
す
る
評
者
に
と
っ
て
も
、
洵
に
心
う
れ
し
い
こ
と

で
あ
る
。

王
権
の
世
襲
が
始
ま
っ
て
よ
り
こ
の
か
た
、
そ
の
安
定
的
な

継
承
を
目
的
と
し
て
で
き
た
の
が
、
次
な
る
帝
王
を
後
継
指
名

し
て
お
く
儲ち

ょ

貳じ

（
皇
太
子
）
の
制
度
で
あ
っ
た
。
前
近
代
中
国

に
お
い
て
皇
帝
制
度
を
補
完
す
る
重
要
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

意
外
に
も
従
来
の
研
究
に
お
い
て
皇
太
子
そ
の
も
の
に
焦
点
を

絞
っ
た
も
の
は
少
な
く
、
そ
の
意
味
で
本
書
は
中
国
史
研
究
に

新
た
な
地
平
を
開
く
意
欲
作
と
い
え
る
。

著
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一
口
に
「
皇
太
子
」
と
い
っ
て

も
、
秦
漢
時
代
に
成
立
し
て
よ
り
、
魏
晋
南
北
朝
を
経
て
隋
唐

に
い
た
る
ま
で
、
王
朝
ご
と
に
異
な
る
国
制
の
も
と
で
、
種
々

の
マ
イ
ナ
ー
チ
ェ
ン
ジ
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
を
、

丁
寧
に
史
料
を
引
用
し
つ
つ
、
懇
切
に
説
明
し
て
ゆ
く
姿
勢
に

は
、
著
者
の
実
直
な
人
柄
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

ま
ず
第
一
章
、
も
と
も
と
皇
太
子
の
教
導
役
と
さ
れ
た
太
子

師
傅
・
賓
友
の
任
命
件
数
が
、
西
晋
時
代
に
拡
大
す
る
原
因
を

考
察
す
る
。
貴
族
制
の
時
代
に
あ
っ
て
、
名
誉
職
化
し
た
当
該

官
職
を
名
声
あ
る
士
大
夫
に
兼
官
さ
せ
る
こ
と
で
、
朝
廷
の
支

持
基
盤
を
固
め
る
意
図
を
指
摘
す
る
。
漢
代
に
は
帝
室
内
の
問

題
で
あ
っ
た
皇
位
継
承
が
、
魏
晋
に
も
な
る
と
外
戚
や
関
係
勢

力
を
広
く
巻
き
込
ん
だ
派
閥
抗
争
へ
と
複
雑
化
し
、
そ
こ
で
太

子
を
取
り
巻
く
東
宮
官
が
重
視
・
利
用
さ
れ
て
い
く
と
い
う
論

旨
は
明
快
で
あ
る
。

第
二
章
で
は
皇
太
子
の
正
当
性
を
象
徴
す
る
儀
礼
の
「
釈せ

き

奠て
ん

」
に
注
目
し
、
南
北
朝
で
は
恒
常
的
な
戦
乱
に
よ
り
、
万
一

の
時
の
皇
帝
の
ス
ペ
ア
と
し
て
皇
太
子
が
重
視
さ
れ
、
監
国
な

ど
に
先
ん
じ
て
釈
奠
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
唐

代
に
な
る
と
、「
歯し

冑ち
ゅ
うの

礼
」
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
。
こ
れ
は
皇
太
子
が
長
幼
の
序
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
を
百
官

に
顕
示
す
る
意
味
を
も
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
釈
奠
と
歯
冑

に
は
い
ず
れ
も
皇
位
継
承
者
と
し
て
の
資
質
を
百
官
に
ア
ピ
ー

ル
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。

唐
代
に
特
有
の
太
子
号
の
追
贈
や
太
子
廟
に
着
目
す
る
第
三

章
・
第
四
章
で
は
、
皇
太
子
位
が
唐
代
に
お
い
て
官
爵
化
し
て

ゆ
く
過
程
と
、
皇
帝
の
兄
弟
を
手
篤
く
祭
る
「
悌
」
の
実
践
と

い
う
観
点
で
一
連
の
動
き
を
理
解
す
る
。
先
行
研
究
が
、
評
者

も
含
め
て
礼
制
ば
か
り
に
気
を
取
ら
れ
て
い
た
の
を
、
著
者
は

そ
の
枠
組
み
を
超
え
た
視
野
で
、
こ
の
結
論
を
導
き
出
し
て
い

る
こ
と
は
評
価
す
べ
き
だ
。

第
五
章
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
っ
た
。
皇
位
継
承
過
程
で
重

視
さ
れ
た
「
監
国
」
が
「
権
勾
当
軍
国
事
」
へ
と
置
き
換
わ
っ

て
ゆ
く
さ
ま
を
分
析
す
る
本
章
で
、
著
者
は
「
監
国
」
の
定
義

を
明
確
に
は
示
し
て
お
ら
ず
、
史
料
上
の
「
監
国
」
の
字
句
を

そ
の
判
断
基
準
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
憲
宗
以

降
「
勾
当
」
と
「
監
国
」
を
区
別
せ
ず
用
い
て
い
る
史
料
が
見

ら
れ
る
ほ
か
、『
册
府
元
龜
』
の
監
国
項
に
は
「
監
国
」
と
は

明
記
さ
れ
な
い
も
の
ま
で
含
ま
れ
る
。
そ
の
史
料
蒐
集
基
準
な

ど
に
今
少
し
踏
み
込
む
べ
き
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
ま
た
、

文
宗
以
降
の
立
太
子
が
崩
御
間
際
の
発
詔
の
み
で
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
事
実
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
と
「
監
国
」
の
実

施
が
な
く
な
る
こ
と
と
は
無
関
係
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、

文
宗
末
に
立
太
子
さ
れ
た
陳
王
は
、
詔
に
よ
り
太
子
指
名
さ
れ

た
も
の
の
冊さ

く

立り
つ

儀
礼
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
武
宗
擁
立
劇

に
お
け
る
宦
官
仇
士
良
ら
の
動
き
は
、
①
潁
王
（
武
宗
）
を
迎

え
、
②
文
宗
の
遺
詔
を
矯
め
て
陳
王
の
太
子
監
国
を
中
止
し
、

潁
王
を
皇
太
弟
に
立
て
、
③
少
陽
院
に
赴
き
、
④
東
宮
の
思
賢

殿
で
百
官
と
謁
見
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
、
②
に
よ
り
立
太
子

さ
れ
て
い
た
陳
王
を
無
力
化
し
、
③
④
に
よ
り
潁
王
の
正
統
性

を
担
保
せ
ん
す
る
動
き
は
、「
権
勾
当
軍
国
事
」
の
効
用
と
い

う
よ
り
は
、
監
国
で
き
る
（
立
太
子
儀
礼
を
経
た
）
皇
太
子
の

不
在
に
起
因
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
背

後
に
う
ご
め
く
宦
官
の
分
析
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

著
者
は
結
論
に
、
こ
う
し
た
皇
太
子
の
変
容
は
、
宋
代
以
降

の
い
わ
ゆ
る
「
君
主
独
裁
制
」
に
向
か
う
変
化
の
一
端
と
し
て

認
識
で
き
、
近
世
の
皇
帝
制
度
は
、
魏
晋
南
北
朝
隋
唐
の
い
わ

ゆ
る
中
世
に
お
い
て
、
徐
々
に
醸
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
巨
視
的
展
望
を
示
し
て
い
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
五
代
か
ら

宋
へ
の
接
続
部
分
（
す
な
わ
ち
、
唐
末
か
ら
北
宋
真
宗
朝
ま
で

の
皇
太
子
不
在
の
お
よ
そ
百
年
間
）
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い

の
は
惜
し
い
。
ま
た
、
全
体
を
通
し
て
少
々
残
念
な
の
は
、
基

礎
的
な
訓
読
の
誤
り
が
少
な
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
著
者
が
こ
れ
か
ら
の
研
究
生
活
の
中
で

一
つ
一
つ
解
明
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
し
、
本
書
に
触
発
さ
れ
た

も
の
が
、
皇
位
継
承
や
皇
太
子
位
に
関
す
る
研
究
を
展
開
し
、

ま
す
ま
す
こ
の
分
野
の
研
究
を
盛
ん
に
し
て
く
れ
る
こ
と
だ
ろ

う
。
本
書
の
真
価
は
そ
こ
に
あ
る
。

＊
千
田
豊
さ
ん
は
、
二
〇
一
九
年
三
月
人
間
・
環
境
学
研
究
科

博
士
後
期
課
程
修
了
、
同
年
同
月
博
士
号
取
得
。
現
在
、
大

手
前
大
学
非
常
勤
講
師
。

千
田
豊
＝
著

評
者
・
猪
俣
貴
幸
（
立
命
館
大
学
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
、
京
都
外
国
語
大
学
非
常
勤
講
師
）

『
唐
代
の
皇
太
子
制
度
』

京
都
大
学
学
術
出
版
会�

定
価　

三
、二
〇
〇
円

二
〇
二
一
年
三
月
刊　

二
一
〇
頁
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あ
る
哲
学
者
を
中
心
に
据
え
た
学
術
的
テ
キ
ス
ト
は
、
ど
の

よ
う
に
書
か
れ
う
る
か
。
典
型
は
、
一
次
文
献
に
こ
だ
わ
り
、

そ
の
体
系
性
や
論
証
の
当
否
を
吟
味
す
る
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。

そ
の
際
、
影
響
関
係
や
二
次
文
献
に
目
配
せ
し
つ
つ
も
、
主
要

な
「
登
場
人
物
」
は
必
要
最
小
限
に
絞
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置

づ
け
（
配
役
）
を
整
理
す
る
の
が
、
論
旨
と
構
図
を
明
確
に
し
、

主
役
を
引
き
立
て
る
う
え
で
の
セ
オ
リ
ー
だ
ろ
う
。

本
書
は
、
副
題
の
通
り
、
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
哲
学
者
の

ひ
と
り
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
を
中
心
的
に
扱
う
著
作
で
あ
る
。

著
者
の
独
自
性
は
、
主
題
の
通
り
「
信
仰
」
と
「
想
像
力
」
を

鍵
概
念
と
し
、
デ
ュ
ー
イ
の
宗
教
哲
学
に
光
を
当
て
る
こ
と
で
、

そ
の
哲
学
像
全
体
を
更
新
す
る
点
に
あ
る
。

こ
う
紹
介
す
る
と
本
書
も
ま
た
典
型
的
な
哲
学
者
研
究
の
書

で
あ
る
と
思
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
実
際
に
読
め
ば
、
本
書
の
異

彩
さ
は
す
ぐ
に
明
ら
か
に
な
る
。
本
書
で
は
導
入
と
序
論
、
終

章
を
除
い
た
本
論
八
章
す
べ
て
に
お
い
て
、
タ
イ
ト
ル
ロ
ー
ル

た
る
デ
ュ
ー
イ
の
登
場
シ
ー
ン
は
限
ら
れ
、
同
等
か
そ
れ
以
上

の
紙
幅
が
「
ゲ
ス
ト
」
に
割
か
れ
る
。
そ
の
人
選
の
多
彩
さ
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
配
役
も
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
み
、
各
々

が
「
斬
ら
れ
役
」
な
ど
の
類
型
に
収
ま
ら
な
い
複
雑
な
魅
力
を

放
つ
。

こ
う
し
た
「
セ
オ
リ
ー
」
外
の
ス
タ
イ
ル
は
、
も
ち
ろ
ん
意

識
的
に
選
ば
れ
て
い
る
。
著
者
は
デ
ュ
ー
イ
を
、
現
在
に
至
る

大
衆
社
会
が
史
上
は
じ
め
て
成
立
し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
生

き
、
先
人
や
同
時
代
の
知
識
人
と
の
影
響
関
係
の
な
か
で
自
身

の
思
想
を
紡
ぎ
つ
づ
け
た
「
時
代
の
集
合
知
」
と
捉
え
る
。
ゆ

え
に
こ
そ
、
本
書
は
各
章
で
ト
ピ
ッ
ク
と
キ
ャ
ス
ト
を
入
れ
替

え
た
群
像
劇
を
展
開
し
つ
つ
も
、
全
体
を
通
じ
て
こ
れ
以
外
に

は
な
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
見
事
に
「
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
＝
知

識
人
」
デ
ュ
ー
イ
の
姿
を
描
き
切
っ
て
い
る
。

八
章
に
わ
た
る
群
像
劇
は
二
部
構
成
だ
が
、
気
に
な
っ
た
章

か
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
評
者
と
し
て
は
、
Ｗ
・
リ
ッ
プ
マ

ン
の
「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
」
論
に
お
け
る
デ
ュ
ー
イ
誤
読
を
指

摘
し
、
理
路
を
と
き
ほ
ぐ
す
こ
と
で
彼
が
陥
っ
た
隘
路
を
突
破

す
る
小
気
味
よ
い
第
二
章
、
デ
ュ
ー
イ
を
「
悪
し
き
楽
観
主

義
」
と
す
る
人
口
に
膾
炙
し
た
旧
来
の
イ
メ
ー
ジ
を
相
手
ど
り
、

建
国
の
政
治
家
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
を
も
参
照
し
な
が
ら
鮮
や
か

に
一
変
さ
せ
る
第
八
章
を
ま
ず
推
し
た
い
。

た
だ
本
書
の
真
価
は
、
各
章
の
反
復
と
共
鳴
に
こ
そ
あ
る
。

ど
の
順
で
あ
れ
読
み
通
し
、
再
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
得

ら
れ
な
い
読
書
体
験
を
提
供
す
る
一
冊
で
あ
る
こ
と
は
重
ね
て

強
調
し
た
い
。
以
下
で
は
、
本
書
全
体
を
よ
り
滋
味
深
く
味
わ

う
た
め
の
手
が
か
り
を
二
点
提
示
し
よ
う
。

一
点
目
は
、
多
彩
な
キ
ャ
ス
ト
陣
の
な
か
で
と
く
に
注
目
す

べ
き
「
系
譜
」
だ
。
本
書
の
複
数
章
に
登
場
す
る
、
デ
ュ
ー
イ

（
一
八
五
九
－
一
九
五
二
）
か
ら
一
世
代
後
の
リ
ッ
プ
マ
ン

（
一
八
八
九
－
一
九
七
四
）、
さ
ら
に
も
う
一
世
代
後
の
Ｄ
・

ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
（
一
九
一
四
－
二
〇
〇
四
）
で
あ
る
。
哲
学

研
究
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
の
両
名
と
関
係

づ
け
な
が
ら
デ
ュ
ー
イ
を
読
む
こ
と
で
、
読
者
は
「
各
々
の
時

代
に
対
峙
す
る
知
識
人
」
像
を
立
体
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
点
目
は
、
こ
の
「
知
識
人
」
の
実
践
例
こ
そ
が
、
序
論
で

提
示
さ
れ
、
本
書
を
貫
く
デ
ュ
ー
イ
の
宗
教
論
に
ほ
か
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。
な
ぜ
本
書
は
デ
ュ
ー
イ
と
い
う
「
典
型
的

な
近
代
の
自
然
主
義
哲
学
者
」
の
宗
教
論
に
着
目
す
る
の
か
。

端
的
な
回
答
は
、
ま
さ
し
く
彼
が
当
代
き
っ
て
の
自
然
主
義
者

と
し
て
、
宗
教
に
お
け
る
「
超
自
然
的
な
説
明
の
一
切
を
拒

む
」
か
ら
だ
。

か
つ
て
は
宗
教
こ
そ
が
個
々
人
を
結
び
つ
け
、
社
会
単
位
で

の
共
同
性
・
公
共
性
の
感
覚
を
担
保
し
た
。
と
こ
ろ
が
デ
ュ
ー

イ
の
時
代
に
は
、
自
然
科
学
を
戴
い
て
産
業
化
さ
れ
た
近
代
社

会
が
出
現
す
る
。
宗
教
は
か
つ
て
の
権
能
を
失
い
、
孤
立
し
た

人
々
は
大
規
模
化
・
複
雑
化
し
た
社
会
を
漂
っ
て
い
た
。

デ
ュ
ー
イ
は
そ
こ
で
知
識
人
と
し
て
の
役
割
を
果
た
そ
う
と
す

る
。
そ
れ
は
、
過
去
か
ら
連
な
る
「
知
的
遺
産
」
に
「
ど
ん
な

改
訂
や
放
棄
が
必
要
か
」
を
提
示
す
る
こ
と
だ
。
彼
は
ま
さ
し

く
「
信
仰
」
の
よ
う
な
宗
教
的
語
彙
を
制
度
的
宗
教
か
ら
切
り

離
し
、
心
理
学
を
は
じ
め
と
し
た
当
時
の
科
学
的
知
見
を
動
員

し
な
が
ら
再
記
述
・
改
訂
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

残
る
問
い
は
次
だ
。
当
時
の
デ
ュ
ー
イ
の
営
為
か
ら
、
現
在

の
私
た
ち
は
何
を
学
べ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
時
代
の
課
題
を

受
け
て
の
「
改
訂
」
は
、
そ
の
ま
ま
現
在
も
効
力
を
も
つ
わ
け

で
は
あ
る
ま
い
。
さ
ら
に
は
、
そ
も
そ
も
「
知
識
人
」
と
い
う

あ
り
方
自
体
が
今
日
に
お
い
て
成
立
す
る
だ
ろ
う
か
。

本
書
は
前
者
の
問
い
に
対
し
て
も
理
論
的
な
応
答
を
な
し
う

る
。
こ
こ
で
は
後
者
の
問
い
に
対
し
て
の
み
評
者
な
り
の
応
答

を
示
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
デ
ュ
ー
イ
な
ら
ぬ
著
者
自
身
の

営
為
を
指
摘
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
本
書
に
数
多
く
登
場

す
る
固
有
名
に
は
、
現
代
の
日
本
語
詩
人
で
あ
る
最
果
タ
ヒ
や

漫
画
家
の
ヤ
マ
シ
タ
ト
モ
コ
ま
で
も
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
各
章

冒
頭
の
註
な
ど
で
は
、
著
者
が
影
響
を
受
け
、
そ
し
て
与
え
た

で
あ
ろ
う
者
た
ち
の
名
が
分
野
を
越
え
て
連
ね
ら
れ
て
い
る
。

同
時
代
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
引
き
継
ぐ
「
知
的
遺
産
」
を

改
訂
・
放
棄
し
な
が
ら
何
ら
か
の
こ
と
ば
を
紡
ご
う
と
す
る
者

た
ち
の
連
帯
は
、
こ
う
し
て
明
示
さ
れ
、
具
現
化
し
て
い
く
。

少
な
く
と
も
評
者
は
、
こ
の
振
る
舞
い
そ
の
も
の
に
著
者
の

「
信
仰
」
を
見
、
そ
し
て
自
ら
の
希
望
を
新
た
に
し
た
。

＊
谷
川
嘉
浩
さ
ん
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
人
間
・
環
境
学
研
究

科
博
士
後
期
課
程
修
了
、
同
年
同
月
博
士
号
取
得
。
現
在
、

京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
学
部
デ
ザ
イ
ン
科
特
任
講
師
ほ
か
。

谷
川
嘉
浩
＝
著

評
者
・
朱ち

ゅ

喜ひ

哲ち
ょ
る

（
大
阪
大
学 

社
会
技
術
共
創
研
究
セ
ン
タ
ー 

招
へ
い
教
員
）

『
信
仰
と
想
像
力
の
哲
学
―
―
ジ
ョ
ン
・

デ
ュ
ー
イ
と
ア
メ
リ
カ
哲
学
の
系
譜
』

勁
草
書
房�

定
価　

五
七
〇
〇
円

二
〇
二
一
年
二
月
刊　

三
五
一
頁
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本
書
は
、
認
知
言
語
学
に
お
い
て
研
究
が
こ
れ
ま
で
体
系
的

に
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
文
字
論
、
す
な
わ
ち
認
知
文
字
論
を

打
ち
立
て
た
大
作
で
あ
る
。
認
知
言
語
学
は
二
〇
世
紀
後
半
に

ア
メ
リ
カ
西
海
岸
で
生
ま
れ
た
理
論
言
語
学
の
一
分
野
で
あ
る
。

し
か
し
、
認
知
言
語
学
で
は
、
主
に
、
語
や
文
の
意
味
を
研
究

す
る
意
味
論
や
語
を
組
み
合
わ
せ
て
文
に
す
る
過
程
や
仕
組
み

を
研
究
す
る
統
語
論
を
中
心
に
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ

に
対
し
て
、
統
語
論
よ
り
も
よ
り
ミ
ク
ロ
な
視
点
を
も
つ
、
語

の
形
成
法
を
研
究
す
る
形
態
論
、
音
の
言
語
内
で
の
体
系
を
研

究
す
る
音
韻
論
、
言
語
音
の
調
音
位
置
・
調
音
方
法
や
音
響
的

分
析
、
聴
覚
の
仕
組
み
な
ど
を
研
究
す
る
音
声
学
を
、
認
知
言

語
学
の
枠
組
み
で
扱
っ
た
研
究
は
多
く
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な

流
れ
の
な
か
、
本
書
の
よ
う
に
、
文
字
論
ま
で
認
知
言
語
学
の

枠
組
み
の
中
で
体
型
立
て
て
論
じ
た
も
の
は
、
管
見
で
は
、
世

界
的
に
見
て
も
珍
し
い
。
書
評
者
が
研
究
し
て
い
る
エ
ジ
プ
ト

語
言
語
学
で
は
、
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
の
一
部
の
文
字
の
使
用
法
に

つ
い
て
、
メ
タ
フ
ァ
ー
や
メ
ト
ニ
ミ
ー
な
ど
認
知
意
味
論
を
使

用
し
て
分
析
す
る
も
の
は
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
し
か
し
、
本

書
は
、
あ
る
特
定
の
文
字
の
あ
る
特
定
の
現
象
を
認
知
言
語
学

的
に
分
析
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
は
異
な
り
、
世
界
の
全
て

の
文
字
に
つ
い
て
適
用
で
き
る
よ
う
な
る
べ
く
一
般
性
を
持
た

せ
た
画
期
的
な
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
提
示
す
る
。

本
書
が
提
示
す
る
認
知
文
字
論
の
核
と
な
る
の
は
「
拡
張
記

号
モ
デ
ル
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
認
知
文
法
の
創
設
者
の
ロ
ナ

ル
ド
・
ラ
ネ
カ
ー
の
「
記
号
モ
デ
ル
」
を
拡
張
し
た
も
の
で
あ

る
。
ラ
ネ
カ
ー
の
モ
デ
ル
で
は
、
言
語
の
記
号
と
し
て
の
性
質

を
唱
え
る
た
め
に
、
音
韻
極
と
意
味
極
を
設
定
し
た
（
こ
れ
は
、

チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
Ｐ
Ｆ
と
Ｌ
Ｆ
の
対
立
に
似
て
い
る
）。
こ
れ

に
対
し
て
、
⿊
田
の
拡
張
記
号
モ
デ
ル
は
、
文
字
の
記
号
と
し

て
の
性
質
を
表
す
た
め
に
、
音
韻
極
と
意
味
極
に
、
書
記
極
を

追
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
⿊
田
は
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
、
古
代

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
楔
形
文
字
、
そ
し
て
漢
字
な
ど
世
界
の
様
々

な
文
字
体
系
に
つ
い
て
、
楔
形
文
字
の
ト
ー
ク
ン
か
ら
の
発
生

な
ど
歴
史
的
知
識
を
踏
ま
え
な
が
ら
概
観
し
た
後
、
こ
の
拡
張

記
号
モ
デ
ル
を
用
い
て
漢
字
を
分
析
す
る
。
分
析
方
法
と
し
て

は
、
後
漢
の
許
慎
が
表
し
た
『
説
文
解
字
』
に
お
け
る
六
書
と

呼
ば
れ
る
文
字
の
六
分
類
、
す
な
わ
ち
、
象
形
・
指
事
・
形

声
・
会
意
・
転
注
・
仮
借
を
用
い
な
が
ら
、
漢
字
を
中
心
に
、

ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
や
楔
形
文
字
に
お
け
る
同
類
の
現
象
に
も
視
野

を
広
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
象
を
拡
張
記
号
モ
デ
ル
で
説
明
し

て
い
く
。
中
に
は
、「
木
」、「
林
」、「
森
」
な
ど
の
重
複
型
会

意
な
ど
「
複
数
性
」
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
か
ら
拡
張
事
例
と
し
て

生
じ
、
意
味
的
に
も
よ
り
抽
象
化
し
た
ケ
ー
ス
な
ど
、
一
見
文

字
固
有
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
様
々
な
現
象
が
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
よ
う
な
現
象
の
多
く
が
、
文
法
化
な
ど
言
語
変
化

一
般
に
見
ら
れ
る
プ
ロ
セ
ス
と
類
似
す
る
こ
と
を
本
書
は
指
摘

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
文
字
に
特
有
の
変
化
に
関
し
て
は
、
意

味
極
と
音
韻
極
だ
け
の
音
声
言
語
と
異
な
り
、
書
記
極
が
追
加

さ
れ
、
さ
ら
に
複
雑
に
な
っ
た
文
字
言
語
の
、
音
声
言
語
と
の

違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
本
書
は
分
析
し
て
い
る
。
文
字
の

変
化
や
多
義
性
な
ど
で
見
ら
れ
る
様
々
な
現
象
は
、
音
声
言
語

と
同
様
、
メ
ト
ニ
ミ
ー
、
メ
タ
フ
ァ
ー
、
シ
ネ
ク
ド
キ
、
類
像

性
、
ス
キ
ー
マ
と
拡
張
事
例
、
構
文
化
、
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
シ
フ

ト
、
ト
ラ
ジ
ェ
ク
タ
ー
と
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
、
前
景
化
、
メ
ン
タ

ル
ス
ペ
ー
ス
、
概
念
ブ
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
な
ど
、
認
知
言
語
学
で

用
い
ら
れ
て
い
る
理
論
的
道
具
で
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
そ
う
い
っ
た
認
知
言
語
学
に
お
け
る
理
論
的
道
具
を
用
い

た
文
字
現
象
の
分
析
が
本
書
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。

本
書
の
大
変
優
れ
た
点
の
一
つ
は
、
様
々
な
文
字
に
お
け
る

類
型
の
変
化
や
、
現
代
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
、
旺
盛
な

文
字
ベ
ー
ス
の
創
造
的
言
語
活
動
に
よ
る
新
た
な
文
字
用
法
の

創
造
が
、
文
法
化
理
論
で
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
文
法
化
・
語
彙

化
・
構
文
変
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
認
知
プ
ロ
セ

ス
を
経
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
見
抜
い
た
こ
と
で
あ
る
。
文
法

化
と
は
、
英
語
のbe going to

「
～
し
に
行
っ
て
い
る
」
が
、

未
来
時
制
の
標
識
へ
と
変
化
し
、
さ
ら
に
口
語
で
はgonna

に
な
っ
た
よ
う
に
、
内
容
語
の
機
能
語
へ
の
変
化
、
そ
し
て
、

音
韻
的
縮
約
が
生
じ
、
句
が
語
に
、
語
が
接
辞
に
、
と
レ
ベ
ル

が
変
化
す
る
言
語
変
化
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ス
ラ
ン
グ

の
「（
笑
）」
は
、
書
記
極
と
音
韻
極
の
縮
減
、
お
よ
び
、
意
味

極
の
抽
象
化
を
と
も
な
う
「
ｗ
」
に
変
化
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が

重
複
的
会
意
と
し
て
迂
言
法
的
に
「
草
」
に
変
化
し
た
。
こ
の

原
因
は
、
書
記
極
に
お
け
る
ｗ
ｗ
ｗ
と
草
原
に
生
え
る
草
の
視

覚
的
類
似
性
か
ら
で
あ
る
と
本
書
は
説
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

憂ゆ
う

鬱う
つ

や
理ア

ル
カ
デ
ィ
ア

想
郷
な
ど
の
ル
ビ
、
愛あ

げ

は
夜
姫
や
月る

な

な
ど
の
、
い
わ
ゆ

る
「
キ
ラ
キ
ラ
ネ
ー
ム
」
に
つ
い
て
も
、
本
書
は
、
拡
張
記
号

モ
デ
ル
で
そ
の
よ
う
な
複
雑
な
読
み
方
の
認
知
プ
ロ
セ
ス
を
分

析
し
て
い
る
。

日
本
語
は
、
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
・
漢
字
・
ロ
ー
マ
字
な

ど
、
様
々
な
文
字
種
を
混
合
す
る
、
世
界
で
も
希
有
な
複
雑
な

文
字
体
系
を
有
す
る
。
さ
ら
に
、
日
本
語
は
、
ル
ビ
な
ど
の
印

刷
文
化
、
ア
ス
キ
ー
ア
ー
ト
や
ネ
ッ
ト
ス
ラ
ン
グ
な
ど
、
文
字

を
使
っ
た
新
し
い
表
現
が
日
々
創
造
さ
れ
て
い
る
豊
か
な
文
字

文
化
を
持
つ
。
本
書
は
古
代
の
楔
形
文
字
・
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
・

漢
字
の
成
り
立
ち
か
ら
現
代
日
本
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
文
字

文
化
ま
で
、
認
知
文
字
論
と
い
う
新
し
い
理
論
を
用
い
て
体
系

的
に
分
析
し
た
大
作
で
あ
る
。
本
書
の
よ
う
に
、
認
知
言
語
学

の
枠
組
み
で
文
字
の
様
々
な
現
象
を
統
一
的
に
分
析
し
た
も
の

は
、
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
を
研
究
し
て
い
る
評
者
の
管
見
で
は
皆
無

で
あ
る
。
海
外
の
研
究
者
に
も
本
書
を
薦
め
た
い
の
で
、
ぜ
ひ

本
書
の
英
訳
を
出
版
し
た
い
。

＊
⿊
田
一
平
さ
ん
は
、
二
〇
一
六
年
三
月
人
間
・
環
境
学
研
究

科
博
士
課
程
単
位
認
定
退
学
、
二
〇
二
〇
年
三
月
博
士
号
取

得
。
現
在
、
京
都
大
学
ほ
か
非
常
勤
講
師
。

黒
田
⼀
平
＝
著

評
者
・
宮
川
創
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
助
教
）

『
⽂
字
と
⾔
語
の
創
造
性 

六
書
か
ら
ネ
ッ
ト
ス
ラ
ン
グ
ま
で
』

京
都
大
学
学
術
出
版
会�

定
価　

四
、四
〇
〇
円

二
〇
二
一
年
三
月
刊　

三
二
八
頁
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人環図書

人
環
図
書
　
― 

教
員
自
ら
が
語
る
新
著 

―

日
本
語
研
究
と
言
語
理
論
か
ら
見
た
言
語
類
型
論

窪
薗
晴
夫
、
野
田
尚
史
、
プ
ラ
シ
ャ
ン
ト 

パル
デ
シ
、
松
本
曜
編

開
拓
社　

二
〇
二
一
年
二
月

本
書
は
国
立
国
語
研
究
所
で

二
〇
一
六
年
か
ら
行
わ
れ
て
き

た
対
照
言
語
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
集
大
成
の
一
つ
と
し
て
出
版

さ
れ
た
論
文
集
で
あ
る
。
各
論

文
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
発
足
以
来
、

毎
年
開
催
さ
れ
て
き
たProsody and Gram

m
ar Festa

と

い
う
全
体
会
議
で
発
表
さ
れ
た
も
の
の
一
部
で
あ
り
、
第
一
部

は
、
と
り
た
て
や
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
い
っ
た
日
本
語
に
特
徴
的
だ

と
考
え
ら
れ
が
ち
な
現
象
を
類
型
論
の
中
に
位
置
づ
け
て
考
察

す
る
論
文
か
ら
な
り
、
第
二
部
は
、
生
成
文
法
や
認
知
言
語
学
、

最
適
性
理
論
と
い
っ
た
言
語
理
論
と
類
型
論
の
関
係
そ
の
も
の

を
問
題
と
す
る
論
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

話
者
人
口
こ
そ
多
い
も
の
の
、
世
界
の
言
語
学
の
中
で
日
本

語
が
対
象
と
な
る
こ
と
は
そ
う
多
く
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
日

本
語
を
研
究
す
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
、
日

本
語
の
研
究
と
は
何
を
す
る
こ
と
な
の
か
と
い
う
根
本
的
な
問

い
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、
基
本
的
に
は
英
語
の

研
究
か
ら
生
ま
れ
た
言
語
理
論
を
使
っ
て
他
の
言
語
の
研
究
を

す
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
妥
当
性
が
あ
る
の
か
と
い
う
、
理
論

言
語
学
な
ら
で
は
の
原
理
的
な
悩
み
も
あ
る
。
本
書
収
録
の
各

論
文
は
、
記
述
を
重
視
す
る
類
型
論
と
い
う
枠
組
み
に
位
置
づ

け
た
と
き
に
ど
の
よ
う
な
日
本
語
の
姿
が
見
え
て
く
る
の
か
、

言
語
理
論
と
類
型
論
を
接
続
す
る
と
き
に
ど
の
よ
う
な
利
点
や

問
題
点
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
向
き
合
う
も
の
で
あ
り
、

日
本
語
の
研
究
や
理
論
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
展

望
を
示
し
て
い
る
。

個
別
言
語
の
丹
念
な
記
述
や
そ
こ
か
ら
の
理
論
化
は
言
語
学

に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
研
究
が
ど
の
よ
う
な
射

程
の
も
と
で
な
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
も
ま
た
不
可
欠
で
あ

る
こ
と
を
、
類
型
論
と
い
う
分
野
は
改
め
て
考
え
さ
せ
て
く
れ

る
。（
守
田
貴
弘
）

［
A
五
判　

三
二
八
頁
］　

四
、四
〇
〇
円

文
化
冷
戦
と
科
学
技
術
―
ア
メ
リ
カ
の
対
外
情
報
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
ア
ジ
ア

土
屋
由
香
著

京
都
大
学
学
術
出
版
会　

二
〇
二
一
年
二
月

日
本
学
術
振
興
会
・
二
〇
二
〇
年
度
科
研
成
果
公
開
促
進

費
・
課
題
番
号
＃20H

P5241

科
学
技
術
が
「
文
化
の
一

部
」
で
あ
る
な
ど
と
主
張
す
る

と
、
理
系
の
先
生
か
ら
お
叱
り

を
受
け
て
し
ま
い
そ
う
だ
が
、

本
書
は
、
科
学
技
術
が
い
か
に

冷
戦
期
の
国
際
社
会
と
共
振
し
、

ア
メ
リ
カ
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の
技
術
援
助
を
受
け
た
国
々
の
文

化
を
形
成
し
た
か
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
筆
者
は
ア
ー
カ
イ
ブ

を
使
っ
た
実
証
歴
史
学
の
手
法
と
ア
メ
リ
カ
文
化
史
を
学
び
、

ア
メ
リ
カ
の
文
化
外
交
・
広
報
外
交
を
研
究
し
て
き
た
。
し
か

し
今
か
ら
十
年
余
り
前
に
、
あ
る
転
機
が
訪
れ
た
。
い
わ
ゆ
る

狭
義
の
「
文
化
」
だ
け
で
は
な
く
、
科
学
技
術
を
「
文
化
」
と

し
て
と
ら
え
る
と
、
冷
戦
は
ど
の
よ
う
に
見
え
る
だ
ろ
う
か
。

そ
の
時
抱
い
た
疑
問
へ
の
一
応
の
回
答
が
、
本
書
で
あ
る
。
前

半
（
一
～
四
章
）
は
、
ア
メ
リ
カ
の
推
進
す
る
「
ア
ト
ム
ズ
・

フ
ォ
ー
・
ピ
ー
ス
」（
平
和
の
た
め
の
原
子
力
）
が
外
国
、
特

に
ア
ジ
ア
の
政
治
家
・
技
術
者
・
留
学
生
た
ち
に
ど
う
受
け
止

め
ら
れ
た
の
か
と
い
う
テ
ー
マ
を
中
心
に
展
開
す
る
。
し
か
し
、

太
平
洋
の
核
実
験
が
ア
メ
リ
カ
の
核
・
原
子
力
の
イ
メ
ー
ジ
低

下
を
も
た
ら
し
、
原
子
力
が
も
は
や
「
夢
の
技
術
」
で
は
な
く

な
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
対
外
情
報
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
今
の
言
葉
で

は
「
広
報
外
交
」）
の
中
心
は
、
医
療
や
宇
宙
開
発
な
ど
の
分

野
へ
と
シ
フ
ト
し
て
行
く
。
後
半
（
五
～
七
章
）
で
は
、
医
療

援
助
船
「
ホ
ー
プ
号
」
や
ア
メ
リ
カ
初
の
有
人
宇
宙
飛
行
計
画

「
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
計
画
」
に
焦
点
を
当
て
、
こ
れ
ら
が
自
由
・

博
愛
・
公
開
性
な
ど
ア
メ
リ
カ
の
「
文
化
的
」
特
徴
を
表
す
も

の
と
し
て
喧
伝
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
限
界
に
つ
い
て
も

論
じ
て
い
る
。
外
交
史
と
文
化
史
、
科
学
と
政
治
を
架
橋
す
る

研
究
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。（
土
屋
由
香
）

［
A
五
判
上
製　

三
五
〇
頁
］　

三
、五
二
〇
円

An Anthropology of Ba: Place and Perform
ance 

C
o-em

erging
K

A
JIM

A
R

U
 G

aku, C
aitlin C

oker, K
A

ZA
M

A
 

K
azuhiro

編

京
都
大
学
学
術
出
版
会&

T
rans Pacific Press

二
〇
二
一
年
三
月
出
版

人
社
未
来
形
発
信
ユ
ニ
ッ

ト
の
支
援
企
画
と
し
て
出
版

さ
れ
た
論
集
。
従
来
様
々
な

ア
ク
タ
ー
を
包
摂
す
る
容
器

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
場
所

を
論
じ
て
き
た
人
類
学
的
場

所
論
や
空
間
論
に
対
し
て
、
そ
れ
自
体
が
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
を

持
ち
人
々
の
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
場
所
を
捉
え

る
た
め
の
概
念
と
し
て
「
場
」
を
提
起
し
、
場
所
と
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
の
共
創
的
関
係
性
を
描
き
出
し
て
い
ま
す
。

執
筆
陣
は
人
環
文
化
人
類
学
分
野
で
研
鑽
を
積
み
現
在
中

堅
・
若
手
研
究
者
と
し
て
活
躍
す
る
文
化
人
類
学
者
で
す
。
本

書
で
は
暗
⿊
舞
踏
や
秋
田
県
の
民
謡
大
会
と
い
っ
た
日
本
の
事

例
か
ら
、
ポ
ー
ン
ペ
イ
島
の
儀
礼
的
祭
宴
、
ト
ル
コ
の
一
大
民

族
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
、
オ
セ
ア
ニ
ア
の
太
平
洋
ア
ー
ト
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
、
北
イ
ン
ド
の
チ
ベ
ッ
ト
難
民
芸
能
集
団
、
ジ
ャ
マ

イ
カ
の
ラ
ス
タ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
人
々
が

集
ま
る
イ
ギ
リ
ス
の
グ
ラ
ス
ト
ン
ベ
リ
ー
と
い
っ
た
、
グ
ロ
ー

バ
ル
で
多
彩
な
事
例
か
ら
、
様
々
な
「
場
」
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
の
あ
り
か
た
が
描
き
出
さ
れ
ま
す
。

「
場
」
は
日
本
語
由
来
の
概
念
で
す
が
、
東
洋
対
西
洋
と

い
っ
た
陳
腐
な
対
立
を
持
ち
だ
し
た
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

本
書
を
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
が
「
場
」
的
側
面
を
持
っ
て
い
る
こ

と
、
自
身
を
含
め
誰
も
が
「
場
」
と
と
も
に
／
の
な
か
で
生
き

て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
手
掛
か
り
と
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
嬉

し
い
で
す
。（
梶
丸
岳
）

［
菊
判
並
製　

二
〇
四
頁
］　

三
、五
二
〇
円
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フ
ー
コ
ー
研
究

小
泉
義
之
、
立
木
康
介
編

岩
波
書
店　

二
〇
二
一
年
三
月

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス

講
義
』
を
読
む

佐
藤
嘉
幸
、
立
木
康
介
編

水
声
社　

二
〇
二
一
年
三
月

二
〇
一
七
年
四
月
か
ら
二
〇
二
〇
年
三
月
に
か
け
て
京
都
大

学
人
文
科
学
研
究
所
を
拠
点
と
し
て
行
わ
れ
た
共
同
研
究

（「
フ
ー
コ
ー
研
究
：
人
文
科
学
の
再
批
判
と
新
展
開
」）
の
成

果
と
な
る
書
籍
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
哲

学
者
の
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
亡
く
な
っ
て
は
や
四
〇
年
近

く
が
た
つ
が
、
そ
の
著
作
は
い
ま
だ
多
く
の
人
に
読
ま
れ
つ
づ

け
て
い
る
。
た
と
え
ば
最
近
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
人
間

の
生
が
政
治
的
な
賭
け
金
と
し
て
前
景
化
す
る
な
か
で
、
フ
ー

コ
ー
の
提
唱
し
た
生
政
治
概
念
に
あ
ら
た
め
て
注
目
が
集
ま
っ

た
。フ

ー
コ
ー
と
い
え
ば
、『
狂
気
の
歴
史
』『
言
葉
と
物
』『
監

獄
の
誕
生
』
と
い
っ
た
主
著
が
有
名
だ
が
、
一
方
で
彼
は
、
一

九
六
九
年
に
フ
ラ
ン
ス
最
高
の
教
育
機
関
と
も
言
わ
れ
る
コ

レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
教
授
に
選
出
さ
れ
る
と
、
翌
七

〇
年
か
ら
死
去
す
る
八
四
年
ま
で
毎
年
多
様
な
テ
ー
マ
を
講
じ
、

「
教
師
」
と
し
て
も
名
声
を
博
し
た
。
生
前
の
著
作
に
は
結
実

す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
多
く
の
ア
イ
デ
ア
を
含
む
本
講
義
の
講

義
録
は
、
一
九
九
七
年
に
刊
行
が
始
ま
り
二
〇
一
五
年
に
完
結

し
た
。
上
述
の
共
同
研
究
は
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
て
フ
ー
コ
ー

関
連
の
資コ

ー
パ
ス

料
体
が
一
通
り
出
揃
っ
た
後
に
開
始
さ
れ
た
も
の
と

し
て
は
、
世
界
初
と
言
っ
て
も
よ
い
大
規
模
な
フ
ー
コ
ー
研
究

と
な
る
。
そ
の
充
実
し
た
成
果
（
と
熱
気
）
が
詰
め
込
ま
れ
た

両
書
を
ぜ
ひ
手
に
取
っ
て
、
哲
学
、
文
学
、
政
治
学
、
精
神
医

学
、
社
会
学
、
西
洋
古
典
学
な
ど
、
多
面
的
な
角
度
か
ら
光
を

あ
て
ら
れ
た
新
た
な
フ
ー
コ
ー
像
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た

だ
き
た
い
。（
武
田
宙
也
）

［
A
五
判　

五
九
〇
頁
］　

一
七
、六
〇
〇
円

［
A
五
判　

三
八
六
頁
］　

六
、六
〇
〇
円

Schellings Freiheitsschrift–M
ethode, System

, 
Kritik

T
hom

as Buchheim
, T

hom
as Frisch und N

ora C. 
W

achsm
ann

編

M
ohr Siebeck　

二
〇
二
一
年
四
月

ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
精
華
、

シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
人
間
的
自
由

の
本
質
』
を
巡
る
今
日
の
研
究

の
到
達
点
の
一
つ
を
示
す
大
部

の
論
文
集
。
本
書
所
収
の
二
十

三
篇
は
、
ド
イ
ツ
研
究
振
興
協

会
（
Ｄ
Ｆ
Ｇ
）
の
助
成
に
よ
る
積
年
の
国
際
的
共
同
研
究
が
結

実
し
た
も
の
で
あ
る
。
拙
論 “Schelling und Spinoza über 

m
enschliche Freiheit”

は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ

る
「
自
由
」
の
定
義
を
殆
ど
そ
の
儘
踏
襲
し
つ
つ
も
、
ス
ピ
ノ

ザ
流
の
決
定
論
に
抗
し
て
、
人
間
の
自
由
を
擁
護
す
る
立
場
を

取
り
え
た
理
由
を
探
り
、
以
て
そ
の
自
由
論
に
お
け
る
独
自
の

理
路
の
闡
明
を
試
み
た
。（
安
部
浩
）

［
一
七
×
二
五
・
一
㎝　

五
〇
三
頁
］　

九
九
ユ
ー
ロ

中
国
農
漁
村
の
歴
史
を
歩
く

太
田
出
著

京
都
大
学
学
術
出
版
会　

二
○
二
一
年
四
月

本
書
は
、
筆
者
が
大
学
院
生

時
代
か
ら
取
り
組
ん
で
き
た

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
成
果
を

取
り
入
れ
な
が
ら
、
中
国
の
農

漁
村
の
一
般
庶
民
の
歴
史
を
描

き
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
般
に
文
献
史
料
は
文
字
を
駆
使
で
き
る
知
識
人
層
の
手
に
な

る
も
の
で
あ
り
、
非
文
献
の
世
界
に
生
き
る
一
般
庶
民
の
生
活

に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
ペ
ー
ジ
を
割
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

本
書
の
構
成
は
、
第
一
章
／
地
域
社
会
論
と
は
何
か
、
第
二

章
／
太
湖
流
域
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
系
譜
、
第
三

章
／
歴
史
学
者
と
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
実
践
、
第
四
章
／
華

南
農
村
を
歩
く
、
第
五
章
／
村
の
な
か
の
村
の
名
残
、
第
六
章

／
水
上
に
暮
ら
す
人
々
、
第
七
章
／
近
現
代
の
水
上
世
界
と
今

も
な
お
生
き
続
け
る
“
伝
統
”、
第
八
章
／
近
現
代
中
国
の
政

治
と
日
本
住
血
吸
虫
病
、
第
九
章
／
近
現
代
中
国
の
日
本
住
血

吸
虫
病
と
語
ら
れ
る
血
防
、
第
一
○
章
／
現
代
中
国
の
輸
入
性

血
吸
虫
病
と
「
一
帯
一
路
」
構
想
、
と
な
っ
て
お
り
、
写
真
や

図
表
を
多
数
掲
載
し
た
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

周
知
の
と
お
り
、
近
年
中
国
は
急
速
な
勢
い
で
経
済
的
な
成

長
を
遂
げ
て
お
り
、
都
市
も
農
村
も
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
上

海
万
博
以
降
と
で
は
大
き
く
変
貌
し
て
い
る
。
一
方
で
、
経
済

的
な
格
差
も
広
が
り
、
農
村
は
や
や
取
り
残
さ
れ
、
今
も
ま
だ

貧
困
に
あ
え
ぐ
人
び
と
が
少
な
く
な
い
。
本
書
で
は
、
実
際
に

中
国
の
農
漁
村
を
歩
く
な
か
で
、
農
漁
民
に
正
面
か
ら
向
き
合

い
、
彼
ら
の
歴
史
と
現
状
を
克
明
に
書
き
残
そ
う
と
し
た
も
の

で
あ
る
。
近
現
代
中
国
の
歴
史
と
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な

か
で
、
彼
ら
が
政
治
や
経
済
の
変
化
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
、

い
か
に
自
ら
の
生
活
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
読
み

と
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
（
太
田
出
）。

［
四
六
判　

二
九
七
頁
］
一
、八
○
○
円
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小
説
読
解
入
門
―
「
ミ
ド
ル
マ
ー
チ
」
教
養
講
義

廣
野
由
美
子
著

中
央
公
論
新
社　

二
○
二
一
年
四
月

本
書
は
、
二
〇
〇
五
年
に
上

梓
し
た
『
批
評
理
論
入
門
―

「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」

解
剖
講
義
』
の
姉
妹
編
で
あ
る
。

前
回
は
、
メ
ア
リ
・
シ
ェ
リ
ー

の
一
人
称
小
説
『
フ
ラ
ン
ケ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
』
を
具
体
例
と
し
て
用
い
な
が
ら
、
第
一
部
で
は

「
小
説
技
法
」
に
つ
い
て
十
五
の
観
点
か
ら
、
第
二
部
で
は

「
批
評
理
論
」
に
つ
い
て
十
三
の
観
点
か
ら
解
説
し
た
。
今
回

は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
三
人
称
小
説
『
ミ
ド
ル
マ
ー

チ
』
を
具
体
例
と
し
て
、
第
一
部
で
は
「
小
説
技
法
」
に
つ
い

て
前
と
は
別
の
十
五
の
観
点
か
ら
、
第
二
部
で
は
「
教
養
」
の

十
一
部
門
を
挙
げ
て
各
観
点
か
ら
解
説
し
た
。
両
書
は
共
通
の

コ
ン
セ
プ
ト
で
貫
か
れ
、
相
互
補
完
的
な
役
割
を
果
た
し
つ
つ
、

小
説
の
分
析
方
法
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
本
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
の
内
幕
を
述
べ
さ
せ
て

い
た
だ
く
。
前
著
は
、
私
が
京
都
大
学
に
着
任
し
て
間
も
な
く

総
合
人
間
学
部
で
行
っ
た
講
義
を
も
と
に
、
ま
と
め
た
。
今
回

は
、
出
来
立
て
の
本
を
も
と
に
、
定
年
退
職
が
そ
う
遠
く
も
な

い
現
在
、
同
講
義
で
話
を
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
姉
妹

編
二
冊
を
と
お
し
て
、
私
の
本
に
最
も
「
濃
厚
に
」
接
し
て
く

れ
た
の
は
、
総
合
人
間
学
部
の
受
講
生
た
ち
で
あ
る
。
新
書
は

五
時
間
ほ
ど
あ
れ
ば
読
め
る
が
、
授
業
で
は
（
前
期
に
第
一
部
、

後
期
に
第
二
部
を
扱
い
、
一
年
か
け
て
講
義
し
て
い
る
の
で
）

四
十
数
時
間
ほ
ど
、
学
生
は
私
の
話
に
つ
き
合
っ
て
く
れ
て
い

る
わ
け
だ
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
―
―
教
科
書
は
原
書
テ
キ
ス

ト
な
の
で
、
学
生
に
は
私
の
本
を
読
ま
せ
て
は
い
な
い
が
―
―

ど
ん
な
読
者
よ
り
も
、
ま
ず
は
彼
ら
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。（
廣
野
由
美
子
）

［
新
書
判　

二
七
三
頁
］　

九
九
○
円

大
航
海
時
代
の
群
像:

エ
ン
リ
ケ
・
ガ
マ
・
マ
ゼ
ラ
ン

（
世
界
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
人
47
）

合
田
昌
史
著

山
川
出
版
社　

二
〇
二
一
年
五
月大

航
海
時
代
は
日
本
・
ア
メ

リ
カ
銀
の
流
通
に
よ
る
経
済
の

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
観
点
か

ら
近
代
世
界
へ
の
端
緒
と
み
な

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
時
代

の
動
因
と
し
て
経
済
は
過
大
に

評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
海
上
拡
大
が
国
家
の
財
政
に
大

き
な
影
響
を
与
え
る
ほ
ど
儲
か
る
事
業
と
な
っ
た
の
は
、
開
幕

か
ら
約
七
〇
年
経
た
頃
か
ら
で
あ
る
。
本
書
で
は
代
表
的
な
担

い
手
と
し
て
三
名
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
、
す
な
わ
ち
王
族
の
エ
ン

リ
ケ
お
よ
び
下
層
貴
族
の
ヴ
ァ
ス
コ
・
ダ
・
ガ
マ
と
マ
ゼ
ラ
ン

を
と
り
あ
げ
、
中
世
的
世
界
の
延
長
上
に
あ
る
時
代
と
し
て
の

側
面
を
描
出
し
た
。
手
掛
か
り
と
し
た
の
は
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー

ド
、
マ
グ
リ
ブ
と
騎
士
修
道
会
で
あ
る
。
か
つ
て
マ
グ
リ
ブ
は

イ
ベ
リ
ア
半
島
の
戦
士
階
級
に
と
っ
て
社
会
的
昇
進
の
機
会
を

も
た
ら
す
場
で
あ
っ
た
。
そ
の
西
部
モ
ロ
ッ
コ
へ
の
進
出
は
ポ

ル
ト
ガ
ル
が
先
行
し
、
セ
ウ
タ
総
督
エ
ン
リ
ケ
は
モ
ロ
ッ
コ
軍

拡
に
執
着
す
る
貴
族
層
の
代
弁
者
と
な
っ
た
。
一
五
世
紀
末
、

ア
ジ
ア
・
ア
メ
リ
カ
へ
進
出
が
な
さ
れ
た
後
も
、
マ
グ
リ
ブ
に

お
け
る
戦
い
は
強
化
さ
れ
た
。
新
た
に
ス
ペ
イ
ン
が
参
入
し
、

両
王
室
内
に
十
字
軍
熱
が
再
燃
し
た
こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
っ

た
。
こ
の
頃
、
十
字
軍
精
神
の
器
、
騎
士
修
道
会
が
海
上
拡
大

の
重
要
な
担
い
手
と
な
っ
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
遠
征
隊
と
海
外

領
諸
拠
点
の
要
職
は
騎
士
修
道
会
員
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い

た
。
同
会
に
庇
護
さ
れ
た
ガ
マ
が
英
雄
へ
の
道
を
辿
っ
た
の
と

対
照
的
に
、
同
会
と
縁
が
な
か
っ
た
マ
ゼ
ラ
ン
は
王
宮
で
軽
ん

ぜ
ら
れ
た
が
、
ス
ペ
イ
ン
に
移
る
と
同
会
で
昇
進
し
遠
征
隊
の

総
司
令
と
な
っ
た
。
コ
ン
キ
ス
タ
ド
ー
レ
ス
の
な
か
に
も
新
大

陸
と
マ
グ
リ
ブ
を
股
に
か
け
る
者
が
い
た
。（
合
田
昌
史
）

［
A
五
変
判　

一
二
〇
頁
］　

八
八
〇
円

政
策
と
規
範

佐
野
亘
、
松
元
雅
和
、
大
澤
津
著

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

二
〇
二
一
年
五
月

マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
の

『
こ
れ
か
ら
の
「
正
義
」
の
話

を
し
よ
う
』
な
ど
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
少
し
前
か
ら
政
治
哲

学
や
倫
理
学
の
議
論
を
実
際
の

社
会
問
題
に
当
て
は
め
る
試
み

が
増
え
て
い
ま
す
。
た
だ
そ
の
多
く
は
表
面
的
な
単
な
る
「
機

械
的
当
て
は
め
」
に
終
わ
り
が
ち
で
、
実
際
に
政
策
づ
く
り
に

悩
ん
で
い
る
ひ
と
た
ち
に
は
い
ま
い
ち
ピ
ン
と
こ
な
い
も
の
で

し
た
。
簡
単
に
い
え
ば
「
Ａ
の
理
論
を
Ｘ
の
問
題
に
応
用
す
る

と
…
…
の
結
論
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
現
場
と

し
て
は
「
そ
り
ゃ
そ
う
だ
け
ど
…
…
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
や

す
か
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
応
用
す
る
に
し
て
も
、
応
用
方
法

そ
の
も
の
が
明
確
に
確
立
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、

実
際
に
は
、
な
ん
と
な
く
思
い
付
き
で
、
都
合
の
よ
い
と
こ
ろ

だ
け
て
き
と
う
に
当
て
は
め
て
み
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
や

す
か
っ
た
と
い
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
「
理
論
」
の
勉
強
は
大
切

な
の
で
す
が
、
そ
れ
を
現
実
に
応
用
す
る
こ
と
自
体
に
も
ほ
ん

と
う
は
適
切
な
理
論
が
必
要
に
な
る
は
ず
で
、
に
も
か
か
わ
ら

ず
そ
の
点
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
こ
で
本
書
で
は
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
公
共
政
策
を
考
え
る
う

え
で
規
範
理
論
を
学
ぶ
こ
と
が
必
要
な
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ

か
ら
て
い
ね
い
に
説
明
し
た
う
え
で
、「
理
論
を
現
実
に
応
用

す
る
と
は
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
」
と
い
う
と
こ
ろ

ま
で
理
解
し
て
も
ら
う
よ
う
に
考
え
て
書
き
ま
し
た
。
執
筆
者

は
わ
た
し
を
含
め
て
三
名
な
の
で
す
が
、
わ
た
し
は
と
も
か
く
、

あ
と
の
ふ
た
り
は
、
理
論
を
現
実
に
応
用
す
る
こ
と
の
難
し
さ

と
お
も
し
ろ
さ
を
身
に
染
み
て
わ
か
っ
て
い
る
ひ
と
た
ち
で
、

そ
の
迫
力
と
い
う
か
、
切
実
さ
は
読
者
に
よ
く
伝
わ
る
の
で
は
、

と
自
負
し
て
い
ま
す
。（
佐
野
亘
）

［
A
五
判　

二
八
二
頁
］　

三
、〇
八
〇
円
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消
え
た
ヤ
マ
と
在
日
コ
リ
ア
ン
―
丹
波
篠
山
か
ら
考
え
る

細
見
和
之
、
松
原
薫
、
川
西
な
を
恵
著

岩
波
書
店　

二
〇
二
一
年
五
月

私
の
出
身
地
で
現
在
も
暮
ら

し
て
い
る
丹
波
篠
山
市
に
お
け

る
在
日
コ
リ
ア
ン
の
足
跡
を
掘

り
起
こ
し
た
も
の
。

丹
波
篠
山
は
戦
前
か
ら
戦
後

に
か
け
て
硅
石
の
発
掘
を
中
心

に
鉱
山
産
業
が
栄
え
、
そ
こ
に
は
多
く
の
朝
鮮
人
が
労
働
力
と

し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
た
（「
ヤ
マ
」
は
鉱
山
を
指
す
地
元
の

言
葉
で
あ
る
）。
戦
後
は
、
そ
の
家
族
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
民

族
教
育
が
不
可
欠
と
な
り
、
民
族
学
校
の
開
設
か
ら
民
族
学
級

の
設
置
に
い
た
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
歴
史
が
丹
波
篠
山
市
の
公
的
な
記
録
に
は

い
っ
さ
い
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
私
自
身
、
四
〇
歳
で
帰
郷
す
る

ま
で
じ
つ
は
知
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
か
ら
歴
史
の
掘
り

起
こ
し
、
大
事
な
地
点
へ
の
銘
板
設
置
な
ど
を
地
元
の
ひ
と
た

ち
と
続
け
て
き
た
。
三
人
の
執
筆
者
は
そ
の
メ
ン
バ
ー
。
市
民

活
動
の
成
果
と
し
て
も
大
事
だ
と
考
え
て
い
る
。（
細
見
和
之
）

［
四
六
判
、
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト　

八
八
頁
］　

六
八
八
円

男
女
共
学
の
成
立
―
受
容
の
多
様
性
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
―

小
山
静
子
、
石
岡
学
編
著

六
花
出
版　

二
〇
二
一
年
六
月

戦
前
日
本
の
学
校
制
度
に
お

い
て
、
中
等
・
高
等
教
育
は
完

全
な
男
女
別
学
で
あ
り
、
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
自
体
も
全
く
異
な
る

差
別
的
な
構
造
で
あ
っ
た
。

戦
後
、
日
本
の
学
校
教
育
は

「
男
女
共
学
」
が
原
則
と
さ
れ
た
。
制
度
的
に
男
女
平
等
が
実

現
し
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
が
、
果
た
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て

本
当
に
教
育
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
は
解
体
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。「
男
女
共
学
」
に
よ
っ
て
何
が
変
わ
り
、
何
が
変

わ
ら
な
か
っ
た
の
か
。
本
書
は
、
各
地
の
新
制
高
校
に
お
け
る

男
女
共
学
の
あ
り
よ
う
を
歴
史
的
に
検
討
し
、
こ
の
問
い
へ
の

解
答
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
各
地
に
お
け
る
男
女
共
学
の
展
開
は
、
実

に
多
様
で
あ
っ
た
。
本
書
は
、
足
か
け
約
十
年
に
わ
た
っ
て
継

続
し
た
科
研
費
課
題
研
究
に
よ
る
成
果
で
あ
り
、
北
海
道
か
ら

鹿
児
島
ま
で
全
国
十
一
の
地
域
に
つ
い
て
十
名
の
執
筆
陣
に
よ

る
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
は
と
て
も
一

人
で
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
そ
の
こ
と
自
体

に
本
書
の
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
自
負
し
て
い
る
。

ま
た
、
本
書
は
歴
史
研
究
で
は
あ
る
が
、
全
体
を
貫
く
「
教

育
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
と
は
何
な
の
か
」
と
い
う
問
題

関
心
は
、
今
日
で
も
極
め
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
で
あ
る
。

学
生
の
男
女
比
が
不
均
衡
な
こ
の
京
都
大
学
に
お
い
て
、
そ
れ

は
全
く
他
人
事
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
学
校
教
育
に
関
わ

る
者
全
員
が
、
こ
の
問
題
の
「
当
事
者
」
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
、
是
非
と
も
多
く
の
人
が
本
書
を
手
に
取
り
、
関
心
を
も
っ

て
ご
一
読
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
興
味
本

位
で
い
ろ
い
ろ
な
地
域
の
「
男
女
共
学
」
の
よ
う
す
を
知
る
だ

け
で
も
、
読
み
物
と
し
て
十
分
に
面
白
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を

付
け
加
え
て
お
き
た
い
。（
石
岡
学
）

［
A
五
判　

三
三
六
頁
］　

三
、三
〇
〇
円

教
育
福
祉
の
社
会
学
―
〈
包
摂
と
排
除
〉
を
超
え
る
メ
タ
理
論

倉
石
一
郎
著

明
石
書
店　

二
〇
二
一
年
六
月

本
書
は
、
著
者
が
様
々
な
場

に
書
き
散
ら
か
し
て
き
た
教
育

に
お
け
る
〈
包
摂
と
排
除
〉
に

関
わ
る
論
稿
を
集
め
、
あ
る
程

度
全
体
の
整
合
を
と
っ
て
一
書

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
自
分
な

り
に
打
ち
出
し
た
概
念
・
ア
イ
デ
ア
は
、
①
包
摂
と
排
除
の
同

心
円
モ
デ
ル
、
②
包
摂
と
排
除
の
入
れ
子
構
造
論
、
③
包
摂
そ

の
一
歩
手
前
、
④
創
発
的
包
摂
の
四
つ
で
あ
り
、
章
の
順
を

追
っ
て
こ
れ
ら
を
説
き
進
め
て
い
る
。

同
心
円
モ
デ
ル
と
は
、
貧
困
や
格
差
に
心
痛
め
何
と
か
そ
れ

を
テ
ク
ニ
カ
ル
に

4

4

4

4

4

4

解
消
し
よ
う
と
す
る
善
意
の

4

4

4

政
策･

制
度
が

陥
り
が
ち
な
発
想
を
概
念
化
し
た
も
の
で
あ
る
。（
序
章
）。
②

以
下
の
概
念
は
こ
の
同
心
円
モ
デ
ル
を
批
判
的
に
乗
り
越
え
よ

う
と
す
る
企
図
か
ら
し
ぼ
り
出
し
た
。
第
一
章
で
は
、
悪
と
し

て
の
排
除
の
あ
と
に
善
た
る
包
摂
が
や
っ
て
く
る
、
と
い
う
自

明
化
さ
れ
た
時
間
的
・
価
値
的
序
列
を
揺
さ
ぶ
る
べ
く
、
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
教
育
の
具
体
例
か
ら
、
包
摂
の
中
に
排
除
が
、
排
除

の
中
に
包
摂
が
す
で
に
入
れ
子
構
造
と
な
っ
て
種
と
し
て
宿
さ

れ
、
そ
れ
が
実
体
化
す
る
様
を
例
証
し
た
。
第
二
章
は
ニ
ク
ラ

ス
・
ル
ー
マ
ン
の
包
摂
／
排
除
論
を
手
が
か
り
に
、
両
者
の
表

裏
一
体
性
の
議
論
を
さ
ら
に
突
き
詰
め
、
も
は
や
問
題
は
包
摂

4

4

4

4

4

4

4

4

を
立
ち
上
げ
る
こ
と
に
は
な
く

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、「
平
凡
で
な
い
マ
シ
ー
ン
」

と
し
て
の
人
間
存
在
の
受
け
止
め
に
あ
る
と
論
じ
た
。
第
三
章

は
ル
ー
マ
ン
の
議
論
を
受
け
、「
包
摂
そ
の
一
歩
手
前
」
の
姿

を
、
在
日
朝
鮮
人
生
徒
を
描
い
た
ビ
デ
オ
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

か
ら
読
み
取
っ
た
。
第
四
章
で
は
、
同
心
円
モ
デ
ル
で
如
何
と

も
し
が
た
い
パ
タ
ナ
リ
ズ
ム
を
克
服
す
る
議
論
と
し
て
、
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
自
身
を
包
摂
の
主
体
と
位
置
づ
け
る
創
発
的
包
摂
の

視
点
を
提
起
し
、
戦
後
日
本
の
教
育
を
め
ぐ
る
「
必
要
の
政

治
」
の
事
例
か
ら
そ
の
有
効
性
を
例
証
し
た
。
第
五
章
で
は
米

国
映
画
の
問
題
作
『
プ
レ
シ
ャ
ス
』
を
手
が
か
り
に
創
発
的
包

摂
の
主
体
像
を
肉
づ
け
た
。
第
六
章
は
新
自
由
主
義
色
が
強
ま

る
二
一
世
紀
的
秩
序
の
中
で
教
育
と
家
庭
を
め
ぐ
る
綱
引
き
を
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論
じ
た
。

各
章
別
々
の
機
会
に
書
か
れ
た
の
で
書
物
と
し
て
の
統
一
性

は
弱
い
が
、
底
流
に
あ
る
問
題
意
識
の
一
貫
性
を
読
み
取
っ
て

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。（
倉
石
一
郎
）

［
A
五
判　

二
一
二
頁
］　

二
、五
三
〇
円

Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｒ
の
理
念
と
現
実
―
理
念
編　

言
語
政
策
か
ら
の
考
察

西
山
教
行
、
大
木
充
編
著

く
ろ
し
お
出
版　

二
〇
二
一
年
八
月

Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｒ
の
理
念
と
現
実
―
現
実
編　

教
育
現
場
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト

西
山
教
行
、
大
木
充
編
著

く
ろ
し
お
出
版　

二
〇
二
一
年
八
月

本
書
は
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｒ
（『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
共
通
参
照
枠
』）
の

教
育
現
場
へ
の
導
入
と
言
語
政
策
か
ら
の
考
察
を
め
ぐ
る
論
集

で
、
二
〇
一
九
年
三
月
に
本
学
に
て
開
催
さ
れ
た
国
際
研
究
集

会
「
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｒ
の
理
念
と
現
実
」
の
成
果
を
中
心
と
し
て
、
そ

れ
を
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
数
年
来
、
大
学
入
試
へ
の
民
間
試
験
の
導
入
を
め
ぐ
る

一
連
の
騒
動
の
な
か
で
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｒ
が
英
語
の
さ
ま
ざ
ま
な
民
間

テ
ス
ト
を
位
置
づ
け
る
国
際
基
準
で
あ
り
、
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｒ
の
お
墨

付
き
が
あ
れ
ば
た
ち
ど
こ
ろ
に
各
種
試
験
の
導
入
に
問
題
が
な

い
か
の
よ
う
な
言
説
が
流
布
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
は
す
べ

て
外
国
語
能
力
の
評
価
や
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｒ
を
め
ぐ
る
妄
想
に
す
ぎ
な

い
。Ｃ

Ｅ
Ｆ
Ｒ
と
は
欧
州
評
議
会
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
組

織
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
外
国
語
教
育
、
学
習
、
評
価
の
改
善
の
指

標
と
し
て
作
成
し
た
資
料
で
あ
り
、
英
語
だ
け
で
は
な
く
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
言
語
に
開
か
れ
た
装
置
で
あ
る
。
そ
し
て
欧

州
統
合
の
観
点
か
ら
市
民
や
学
生
の
流
動
性
を
高
め
、
相
互
理

解
を
う
な
が
す
と
い
う
政
治
的
文
脈
に
外
国
語
教
育
・
学
習
を

位
置
づ
け
る
も
の
で
、
複
数
言
語
を
運
用
す
る
欧
州
市
民
を
養

成
す
る
教
育
を
構
想
し
て
い
る
。
こ
れ
は
複
言
語
主
義
と
呼
ば

れ
、
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｒ
の
推
進
す
る
重
要
な
理
念
と
な
っ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｒ
は
国
際
社
会
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
は

い
え
、
日
本
の
英
語
教
育
を
め
ぐ
る
騒
動
で
も
議
論
さ
れ
た
共

通
参
照
レ
ベ
ル
、
い
わ
ゆ
る
Ａ
1
か
ら
Ｃ
2
ま
で
の
六
段
階
の

能
力
基
準
だ
け
注
目
を
集
め
、
複
言
語
主
義
な
ど
の
理
念
は
置

き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
。

本
書
は
こ
の
よ
う
な
動
向
に
焦
点
を
当
て
、
言
語
政
策
か
ら

教
室
へ
い
た
る
課
題
の
解
明
を
試
み
る
。（
西
山
教
行
）

［
A
五
判　

二
四
〇
頁
］、［
A
五
判　

二
三
二
頁
］

各
三
、三
〇
〇
円

イ
マ
ジ
ナ
リ
ー
キ
ュ
ー
ブ
パ
ズ
ル
３
Ｈ
＝
６
Ｔ

立
木
秀
樹 

考
案
・
解
説

株
式
会
社
イ
メ
ー
ジ
ミ
ッ
シ
ョン
木
鏡
社　

二
〇
二
一
年
八
月

立
方
体
と
同
じ
よ
う
に
、
直

交
す
る
三
方
向
か
ら
見
て
正
方

形
に
見
え
る
立
体
（
イ
マ
ジ
ナ

リ
ー
キ
ュ
ー
ブ
と
名
付
け
ま
し

た
）
に
興
味
を
持
ち
は
じ
め
た

の
は
十
年
以
上
前
で
す
。
数
学

的
に
調
べ
る
だ
け
で
な
く
、
オ

ブ
ジ
ェ
を
作
っ
た
り
、
パ
ズ
ル

に
し
た
り
、
小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
の
教
材
と
し
て
使
っ
た
り
、

こ
の
面
白
さ
を
一
般
の
人
に
伝
え
た
い
と
思
い
、
さ
ま
ざ
ま
な

活
動
を
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
パ
ズ
ル
は
、
十
年
前
に
京
都
大
学
総
合
博
物
館
シ
ョ
ッ

プ
で
商
品
化
し
て
い
た
だ
い
た
木
製
パ
ズ
ル
の
普
及
版
で
す
。

木
製
パ
ズ
ル
は
手
触
り
や
見
た
目
も
よ
く
、
パ
ズ
ル
と
し
て
最

高
で
し
た
が
、
量
産
に
は
向
か
ず
博
物
館
シ
ョ
ッ
プ
の
み
で
の

販
売
で
し
た
。
今
回
は
、
博
物
館
シ
ョ
ッ
プ
や
時
計
台
シ
ョ
ッ

プ
は
も
ち
ろ
ん
、A

m
azon

な
ど
で
も
入
手
可
能
で
す
。

パ
ズ
ル
を
解
く
こ
と
自
体
が
楽
し
い
で
す
が
、
私
の
狙
い
は
、

そ
の
奥
に
あ
る
数
学
に
気
が
つ
き
、
数
学
を
楽
し
ん
で
も
ら
う

こ
と
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
パ
ズ
ル
は
立
方
体
の
箱
に
二
種
類
の

立
体
を
詰
め
る
も
の
で
す
が
、
本
当
に
解
け
て
い
る
と
い
う
確

証
は
、
人
間
の
視
覚
や
感
覚
で
は
な
く
、
数
学
的
な
証
明
で
の

み
得
ら
れ
る
は
ず
で
す
。
説
明
書
の
裏
面
に
は
、
そ
の
こ
と
の

中
学
生
に
も
分
か
る
よ
う
な
証
明
や
、
こ
の
二
種
類
の
立
体
が

な
す
空
間
充
填
構
造
の
説
明
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
読

ん
で
、
さ
ら
に
興
味
を
も
っ
て
私
の
ネ
ッ
ト
ペ
ー
ジ
も
見
て
く

れ
れ
ば
…
と
い
う
の
が
私
の
目
論
見
で
す
が
、
そ
う
な
ら
な
く

て
も
、
パ
ズ
ル
を
楽
し
ん
で
、
箱
に
九
個
の
立
体
が
対
称
的
に

入
っ
て
い
る
姿
を
な
が
め
る
だ
け
で
も
、
数
学
的
セ
ン
ス
が
身

に
つ
く
と
思
っ
て
い
ま
す
。（
立
木
秀
樹
）

［
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
（
Ａ
Ｂ
Ｓ
樹
脂
、
ア
ク
リ
ル
、
Ｐ
Ｅ
Ｔ
）］

二
、七
五
〇
円
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感銘を受けた3点

安
部
浩
（
哲
学
）

1
．
保
田
與
重
郎
、『
萬
葉
集
の
精
神
―
そ
の
成
立
と
大
伴
家

持
』「

い
き
も
の
と
し
て
の
思
想
」
と
保
田
は
言
う
。
人
麻
呂
の

高
市
皇
子
挽
歌
を
繰
り
返
し
誦
す
る
中
に
、
こ
の
言
の
深
意
が

ゆ
く
り
な
く
見
え
て
き
た
。「
思
想
と
は
い
き
た
い
の
ち
の
何

も
の
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
か
を
生
む
點
で
、
神
の
も
の
で
あ

る
」。

2
．「
聖
徳
太
子
と
法
隆
寺
」
展
（
於
・
奈
良
国
立
博
物
館
）

幼
少
の
頃
か
ら
幾
度
と
な
く
詣
で
て
き
た
法
隆
寺
金
堂
。
だ

が
内
陣
は
常
に
暗
闇
の
帳
に
覆
わ
れ
、
見
通
し
難
い
。
そ
の
全

容
を
本
展
覧
会
で
初
め
て
具
に
目
の
当
た
り
に
す
る
。
何
と
峻

厳
に
し
て
高
雅
な
空
間
で
あ
ろ
う
。

3
．
黛
敏
郎
、「
金
閣
寺
」

岩
城
宏
之
の
指
揮
に
よ
る
本
邦
初
演
の
録
音
を
聴
く
。
こ
れ

を
機
に
三
島
の
原
作
も
再
読
。
金
閣
を
焼
く
「
行
為
」
へ
の
無

私
の
跳
躍
を
経
て
、
恩
寵
の
如
く
齎
さ
れ
る
生
の
意
欲
。
原
作

の
掉
尾
に
見
え
る
右
の
主
題
が
歌
劇
台
本
で
は
省
か
れ
て
い
る

こ
と
に
、
画
龍
点
睛
を
欠
く
憾
み
を
禁
じ
得
な
い
。
だ
が
黛
の

筆
に
な
る
底
籠
る
拉
鬼
の
響
き
と
無
明
の
歌
の
調
べ
は
緊
迫
し

た
力
に
満
ち
て
い
る
。

吉
田
純
（
社
会
学
）

・
太
田
愛
『
彼
ら
は
世
界
に
は
な
れ
ば
な
れ
に
立
っ
て
い
る
』

（
角
川
書
店
、
二
〇
二
〇
年
）

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
形
式
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
の

苦
い
幻
滅
へ
と
収
束
し
て
ゆ
く
寓
話
、
そ
し
て
か
す
か
に
残
さ

れ
る
「
人
の
奇
跡
」
へ
の
希
望
。「
人
が
よ
り
よ
い
世
界
を
願

い
、
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
時
、
そ
こ
に
は
長
く
困
難
な

歳
月
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
…
…
人
の
奇
跡
は
時
間
の
軸
の
中

に
あ
る
の
だ
。」

・
映
画
『
デ
ュ
ー
ン 

砂
の
惑
星
』Part 1

（
ド
ゥ
ニ
・
ヴ
ィ

ル
ヌ
ー
ヴ
監
督
、
二
〇
二
一
年
）

学
生
時
代
に
親
し
ん
だ
フ
ラ
ン
ク
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
原
作
の
、

政
治
劇
・
貴
種
流
離
譚
・
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
ス
ロ
マ
ー
ン
・
環
境

Ｓ
Ｆ
と
い
っ
た
多
層
性
の
魅
力
が
、
縮
減
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

映
像
の
一
貫
し
た
流
れ
と
し
て
き
わ
め
て
忠
実
に
再
現
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
印
象
的
。

・
歌
劇
『
夕
鶴
』（
岡
田
利
規
演
出
、
鈴
木
優
人
指
揮
、
二
〇

二
一
年
一
〇
月
三
〇
日
、
東
京
芸
術
劇
場
）

夫
・
与
ひ
ょ
う
（
与
儀
巧
）
に
見
切
り
を
つ
け
た
ヒ
ロ
イ
ン

つ
う
（
小
林
沙
羅
）
の
別
離
は
、
私
た
ち
が
住
む
こ
の
現
実
の

世
界
全
体
と
の
別
離
で
も
あ
り
、
私
た
ち
は
彼
女
に
象
徴
さ
れ

る
何
か
が
去
っ
て
不
在
の
ま
ま
の
世
界
を
今
も
生
き
て
い
る
と

い
う
現
実
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
原
作
の
民
話
的
世
界
の
再
現
で

は
な
い
、
現
代
劇
と
し
て
の
岡
田
利
規
演
出
は
、
そ
の
意
味
か

ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
自
然
な
印
象
。

佐
野
亘
（
公
共
政
策
学
）

毎
年
、
こ
の
原
稿
執
筆
の
時
期
に
な
る
と
、
な
ん
と
な
く
緊

張
し
ま
す
。

・
武
田
百
合
子
『
あ
の
頃
―
単
行
本
未
収
録
エ
ッ
セ
イ
集
』

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
こ
の
ひ
と
の
文
章
が
い
ち
ば
ん
好
き
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
単
行
本
未
収
録
の
文
章
が
読
め
る
の
が
あ
ま
り

に
う
れ
し
く
て
、
一
気
に
読
ん
で
し
ま
う
の
が
も
っ
た
い
な
く
、

毎
晩
少
し
ず
つ
ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
読
み
ま
し
た
。

・
庄
野
潤
三
『
エ
イ
ヴ
ォ
ン
記
』

エ
イ
ヴ
ォ
ン
と
い
う
名
前
の
バ
ラ
の
花
（
な
ど
）
を
く
れ
る

ご
近
所
の
ひ
と
の
話
と
、
孫
の
フ
ー
ち
ゃ
ん
の
話
と
、
著
者
の

お
気
に
入
り
の
短
編
小
説
の
紹
介
の
話
が
、
バ
ラ
バ
ラ
な
ま
ま
、

ひ
と
つ
の
文
章
の
な
か
で
語
ら
れ
て
い
て
、
も
の
す
ご
く
不
思

議
な
感
じ
で
す
が
、
と
て
も
心
地
よ
い
で
す
。

・
増
田
俊
也
『
木
村
政
彦
は
な
ぜ
力
道
山
を
殺
さ
な
か
っ
た
の

か
』

感
銘
を
受
け
た
3
点

木
村
政
彦
は
戦
前
に
活
躍
し
た
史
上
最
強
の
柔
道
家
で
、
戦

後
は
プ
ロ
柔
道
や
プ
ロ
レ
ス
に
「
転
向
」
し
た
ひ
と
で
す
。
戦

後
も
引
き
続
き
猛
烈
に
強
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
木
村
が
な

ぜ
力
道
山
に
負
け
た
の
か
、
と
い
う
問
い
が
タ
イ
ト
ル
に
な
っ

て
い
ま
す
。
登
場
人
物
が
い
ず
れ
も
破
天
荒
で
魅
力
的
で
、
知

ら
な
か
っ
た
こ
と
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る
の
が
楽
し
い
の
で
す

が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
「
戦
後
の
日
本
っ
て
何
だ
っ
た
の
か
」

と
か
い
ろ
い
ろ
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

細
見
和
之
（
ド
イ
ツ
思
想
）

①
発
見
さ
れ
た
、
金
時
鐘
さ
ん
の
詩
稿
ノ
ー
ト

こ
の
夏
、
在
日
朝
鮮
人
の
詩
人
、
金
時
鐘
さ
ん
が
一
九
四
九

年
に
日
本
に
渡
っ
て
こ
ら
れ
て
か
ら
綴
ら
れ
て
き
た
詩
稿
ノ
ー

ト
八
冊
が
見
つ
か
っ
た
。
発
見
者
は
金
時
鐘
さ
ん
ご
本
人
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
刊
行
直
前
に
途
絶
し
、
原
稿
ま
で
散
逸

し
て
し
ま
っ
て
い
た
幻
の
第
三
詩
集
『
日
本
風
土
記
Ⅱ
』
に
収

録
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
作
品
で
、
こ
れ
ま
で
未
発
見
に
と
ど

ま
っ
た
九
篇
も
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ノ
ー
ト
の
最
初
の

ほ
う
に
は
ハ
ン
グ
ル
書
き
の
詩
や
文
章
も
丁
寧
な
字
体
で
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
詩
稿
ノ
ー
ト
を
も
と
に
金
時
鐘
さ
ん
の
表
現

の
原
点
を
問
い
直
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
引
っ
越

し
を
繰
り
返
し
、
さ
ら
に
は
吹
田
事
件
と
の
か
か
わ
り
で
警
察

に
持
ち
物
を
持
ち
去
ら
れ
、
詩
稿
ノ
ー
ト
の
類
い
は
す
べ
て
紛

失
し
て
し
ま
っ
た
と
語
っ
て
い
た
の
が
金
時
鐘
さ
ん
だ
っ
た
。

こ
の
「
発
見
」
に
は
お
そ
ら
く
フ
ロ
イ
ト
的
な
事
態
が
大
い
に

関
わ
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

②
二
〇
年
前
の
Ｎ
Ｓ
Ｐ
の
復
活
コ
ン
サ
ー
ト

中
学
か
ら
高
校
に
か
け
て
よ
く
聴
い
て
い
た
日
本
の
フ
ォ
ー

ク
グ
ル
ー
プ
Ｎ
Ｓ
Ｐ
。
自
宅
に
あ
っ
た
彼
ら
の
レ
コ
ー
ド
を
研

究
室
に
持
ち
込
ん
で
、
ポ
ー
タ
ル
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
か
け
て
み

た
。
す
る
と
に
わ
か
に
気
に
な
っ
て
、Y

outube

で
検
索
し

て
み
る
と
、
リ
ー
ダ
ー
の
天
野
滋
さ
ん
は
二
〇
〇
五
年
ご
ろ
に

亡
く
な
り
（
さ
す
が
に
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
聞
い
て
い
た
よ
う
な

気
が
す
る
）、
さ
ら
に
中
村
貴
之
さ
ん
も
最
近
亡
く
な
っ
て
い

た
の
だ
っ
た
。
い
ま
で
は
平
賀
和
人
さ
ん
た
だ
ひ
と
り
な
の

だ
っ
た
（
Ｎ
Ｓ
Ｐ
は
こ
の
三
人
の
グ
ル
ー
プ
）。
い
っ
た
ん
休

止
状
態
に
は
い
っ
て
い
た
彼
ら
が
二
〇
〇
二
年
か
ら
復
活
コ
ン
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サ
ー
ト
を
続
け
て
い
て
、
そ
の
模
様
が
何
本
かY

outube

に

ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
最
初
の
東
京
で
の
コ
ン
サ
ー
ト
で

は
最
後
か
ら
二
番
目
の
曲
「
歌
は
世
に
つ
れ
」
で
、
歌
の
途
中

で
天
野
滋
さ
ん
が
感
無
量
の
涙
で
歌
え
な
く
な
っ
て
い
る
の

だ
っ
た
。
歌
を
歌
う
な
ら
（
私
は
一
〇
年
前
か
ら
曲
作
り
を
し

て
、
バ
ン
ド
で
演
奏
も
し
て
い
る
の
だ
が
）
あ
ん
な
ふ
う
に
感

情
が
あ
ふ
れ
る
ぐ
ら
い
歌
っ
て
ゆ
き
た
い
も
の
だ
と
思
っ
た
。

③
低
温
調
理
器
と
し
て
の
電
気
炊
飯
器

安
い
肉
で
絶
妙
な
ロ
ー
ス
ト
ビ
ー
フ
を
作
っ
て
み
せ
よ
う
と
、

オ
ー
ブ
ン
で
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
み
た
。
そ
こ
そ
こ
の
も
の
は
で

き
る
の
だ
が
、
安
定
し
て
作
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
火
が

入
り
す
ぎ
て
固
く
な
っ
た
り
、
時
間
が
足
り
な
く
て
血
が
し
た

た
る
状
態
で
あ
っ
た
り
…
。
肉
の
形
状
・
分
量
と
の
関
係
が
微

妙
な
の
だ
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
、
電
気
炊
飯
器
を
低
温
調
理
器

と
し
て
使
う
方
法
を
知
っ
て
か
ら
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
し
に
理
想

的
な
ロ
ー
ス
ト
ビ
ー
フ
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

室
温
に
戻
し
た
肉
を
ま
ず
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
で
マ
リ
ネ
し
、
塩

と
胡
椒
を
ま
ぶ
し
、
さ
ら
に
す
り
下
ろ
し
た
ニ
ン
ニ
ク
を
塗
り

た
く
る
。
三
〇
分
ラ
ッ
プ
で
包
ん
で
お
い
て
、
フ
ラ
イ
パ
ン
で

六
面
を
焼
き
、
そ
れ
を
ラ
ッ
プ
で
も
う
一
度
包
ん
で
か
ら
、

ジ
ッ
プ
ロ
ッ
ク
に
入
れ
て
空
気
を
し
っ
か
り
と
抜
く
。
こ
こ
か

ら
が
電
気
炊
飯
器
の
登
場
。
炊
飯
器
の
下
に
皿
を
置
き
、
ジ
ッ

プ
ロ
ッ
ク
を
入
れ
、
六
〇
度
ぐ
ら
い
の
お
湯
を
ジ
ッ
プ
ロ
ッ
ク

の
肉
が
埋
ま
る
だ
け
注
ぎ
、
さ
ら
に
重
し
と
し
て
皿
を
上
に
置

く
。
炊
飯
器
の
蓋
を
閉
じ
、
二
十
五
分
程
度
「
保
温
」
状
態
に

設
定
し
て
お
く
。
二
十
五
分
た
っ
た
と
こ
ろ
で
炊
飯
器
か
ら
取

り
出
し
、
冷
め
る
ま
で
置
い
て
お
く
。
あ
ま
り
厚
く
切
ら
な
い

こ
と
も
お
い
し
く
食
べ
る
こ
つ
。
百
グ
ラ
ム
二
百
円
し
な
い

ス
ー
パ
ー
の
塊
肉
で
十
分
お
い
し
い
も
の
が
で
き
ま
す
。

山
川
曉
（
博
物
館
文
化
財
分
野
）

歴
史
文
化
社
会
論
講
座
に
は
、
京
都
国
立
博
物
館
で
開
講
す

る
科
目
が
あ
り
ま
す
。
担
当
教
員
は
博
物
館
の
研
究
員
で
す
。

マ
ニ
ア
ッ
ク
な
気
質
も
重
な
っ
て
、
博
物
館
や
専
門
と
す
る
染

織
品
関
係
の
世
界
に
閉
じ
籠
っ
て
し
ま
い
が
ち
な
私
で
す
が
、

こ
の
不
穏
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
渦
中
、
自
身
の
感
覚
が
揺
れ
動

い
た
瞬
間
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
た
。

■
鑑
真
和
上
像

唐
招
提
寺
が
所
蔵
す
る
、
あ
ま
り
に
も
名
高
い
奈
良
時
代
の

肖
像
彫
刻
を
、
特
別
展
「
鑑
真
和
上
と
戒
律
の
あ
ゆ
み
」（
三

月
二
十
七
日
～
五
月
十
六
日
）
で
博
物
館
に
お
迎
え
し
ま
し
た
。

和
上
が
着
用
す
る
袈
裟
は
、
人
が
捨
て
て
顧
み
な
い
汚
れ
た
生

地
を
拾
い
集
め
て
継
ぎ
合
わ
せ
、
雑
巾
の
よ
う
に
運
針
を
施
し

補
強
し
た
糞
掃
衣
（
ふ
ん
ぞ
う
え
）
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で

す
。
無
数
に
描
か
れ
る
小
さ
な
針
目
に
和
上
に
寄
せ
る
製
作
者

た
ち
の
心
情
が
示
さ
れ
る
よ
う
で
、
幾
度
も
展
示
室
に
足
を
運

び
見
入
り
ま
し
た
。

■
山
道
に
菊
桐
紋
と
枝
垂
桜
模
様
段
替
唐
織
打
敷

な
ん
と
も
長
い
作
品
名
で
す
が
。
段
替
わ
り
に
文
様
を
織
り

出
し
た
唐
織
と
い
う
生
地
で
で
き
た
「
打
敷
」
と
呼
ば
れ
る
染

織
品
で
す
。
博
物
館
が
受
託
管
理
す
る
高
台
寺
の
所
蔵
品
で
、

二
か
年
に
亘
っ
て
修
理
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
九
月
、
そ
の
完

成
記
念
記
者
発
表
が
高
台
寺
の
本
堂
で
催
さ
れ
、
所
縁
の
地
で
、

安
定
し
た
状
態
の
作
品
に
再
会
し
ま
し
た
。
打
敷
と
は
仏
前
の

机
に
掛
け
る
テ
ー
ブ
ル
ク
ロ
ス
で
す
が
、
俗
人
か
ら
寄
進
さ
れ

た
衣
服
を
再
構
成
し
て
製
作
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

一
枚
も
高
台
寺
を
開
創
し
た
豊
臣
家
関
係
者
の
衣
服
の
仕
立
て

替
え
で
す
。
拝
観
者
も
な
く
静
か
な
高
台
寺
で
、
こ
の
唐
織
を

身
に
着
け
た
人
物
を
偲
び
ま
し
た
。

■
東
福
寺
方
丈
か
ら
の
景
観

十
一
月
、
ご
近
所
の
東
福
寺
に
作
品
調
査
に
伺
い
ま
し
た
。

入
宋
僧
ゆ
か
り
の
袈
裟
を
研
究
す
る
私
に
と
っ
て
、
東
福
寺
の

開
山
で
あ
る
円
爾
に
は
ひ
と
し
お
の
思
い
入
れ
が
あ
り
ま
す
。

調
査
の
合
間
に
昼
食
と
な
り
、
方
丈
の
東
側
に
あ
る
部
屋
を
使

わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
窓
の
下
は
通
天
橋
へ
と
続
く
渓
谷
。

偃
月
橋
が
近
く
に
見
え
ま
す
。
こ
の
景
観
を
円
爾
も
目
に
し
た

の
で
し
ょ
う
か
。
歴
史
都
市
・
京
都
に
在
る
幸
い
を
実
感
す
る

ひ
と
と
き
で
し
た
。

柴
山
桂
太
（
経
済
思
想
）

1
．
小
川
三
夫
『
技
を
伝
え
、
人
を
育
て
る 

棟
梁
』（
文
春
文

庫
）昨

夏
、
あ
る
雑
誌
の
企
画
で
宮
大
工
の
小
川
三
夫
氏
に
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
。「
法
隆
寺
の
鬼
」
と
呼
ば
れ
た
昭
和
の
大

名
工
、
西
岡
常
一
氏
の
弟
子
と
し
て
薬
師
寺
西
塔
の
再
建
な
ど

に
関
わ
り
、
現
在
は
鵤
工
舎
の
代
表
と
し
て
後
進
の
育
成
に
注

力
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
事
前
準
備
に
小
川
氏
の
本

を
立
て
続
け
に
読
ん
だ
が
、
自
ら
の
経
験
か
ら
絞
り
出
さ
れ
た

言
葉
の
強
度
と
素
直
さ
に
何
度
も
心
打
た
れ
た
。『
宮
大
工
と

歩
く
奈
良
の
古
寺
』（
文
春
新
書
）
と
合
わ
せ
て
、
記
憶
に
残

る
読
書
体
験
と
な
っ
た
。

2
．
五
百
旗
頭
真
監
修
『
評
伝　

福
田
赳
夫
』（
岩
波
書
店
）

福
田
赳
夫
に
は
、
同
時
代
の
田
中
角
栄
と
比
べ
て
地
味
な
宰

相
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
。
福
田
派
か
ら
小
泉
純
一

郎
が
出
た
こ
と
も
あ
っ
て
、「
新
自
由
主
義
右
派
」
の
元
祖
と

見
な
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
だ
が
本
書
を
読
ん
で
イ
メ
ー
ジ
が

変
わ
っ
た
。
大
蔵
省
時
代
に
高
橋
財
政
を
支
え
、
戦
時
中
は
汪

兆
銘
政
権
の
財
政
顧
問
を
務
め
、
戦
後
は
政
界
随
一
の
財
政
家

と
し
て
不
動
の
地
位
を
築
い
た
福
田
は
、（
佐
久
間
象
山
の
薫

陶
を
受
け
た
）
漢
学
者
の
祖
父
に
漢
籍
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た

大
教
養
人
で
も
あ
っ
た
。
善
悪
両
面
で
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
か
っ

た
、
昭
和
時
代
の
典
型
的
な
エ
リ
ー
ト
政
治
家
だ
っ
た
と
言
え

よ
う
。

3
．
シ
ョ
シ
ャ
ナ
・
ズ
ボ
フ
『
監
視
資
本
主
義
』（
野
中
香
方

子
訳
、
東
洋
経
済
新
報
社
）

グ
ー
グ
ル
や
ア
マ
ゾ
ン
に
代
表
さ
れ
る
米
国
の
ビ
ッ
ク
・

テ
ッ
ク
企
業
を
、
個
人
情
報
を
無
断
で
搾
取
し
て
利
益
を
あ
げ

て
い
る
と
非
難
す
る
声
は
以
前
か
ら
あ
っ
た
。
本
書
が
ひ
と
味

違
う
の
は
、
新
興
デ
ジ
タ
ル
企
業
の
支
配
を
、
近
代
化
論
や
資

本
主
義
論
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
で
位
置
づ
け
直
し
た
こ
と
に

あ
る
。
今
後
十
年
は
こ
の
分
野
で
基
本
文
献
と
見
な
さ
れ
る
こ

と
が
確
実
な
、「
デ
ジ
タ
ル
資
本
主
義
」
解
剖
の
書
。

勝
又
直
也
（
中
世
ヘ
ブ
ラ
イ
文
学
）

最
近
視
聴
し
た
、
お
気
に
入
り
の
配
信
ド
ラ
マ
を
紹
介
す
る
。

・T
he Shrink N

ext D
oor

（A
pple T

V
+, 2021

）【
英
語
】

コ
メ
デ
ィ
だ
と
思
っ
て
観
た
ら
面
白
く
な
く
て
期
待
外
れ
と

い
う
意
見
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
精
神
科
医
と
患
者
の
危
険
な

関
係
性
を
描
い
た
、
と
て
も
悲
し
い
話
。
途
中
で
胸
糞
悪
く

な
っ
て
観
る
の
を
止
め
た
く
な
る
が
、
そ
れ
だ
け
演
者
の
演
技

が
上
手
だ
と
い
う
こ
と
。
ま
た
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
登
場
人
物
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た
ち
の
「
ユ
ダ
ヤ
性
」
の
扱
わ
れ
方
も
よ
い
。「
ユ
ダ
ヤ
人
だ

か
ら
」
と
か
、「
ユ
ダ
ヤ
人
な
の
に
」
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま

彼
ら
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
だ
け
。
バ
ル
・
ミ
ツ
バ
や
ペ
サ
ハ
の

セ
デ
ル
も
、
ご
く
自
然
に
描
く
。
米
国
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の

一
つ
の
「
成
熟
し
た
」
あ
り
方
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

・Shtisel

（yes O
h; N

etflix, 2013–2020

）【
ヘ
ブ
ラ
イ
語
】

私
自
身
も
十
年
間
過
ご
し
た
エ
ル
サ
レ
ム
の
一
角
で
、
前
近

代
的
な
暮
ら
し
を
続
け
る
超
正
統
派
（
ハ
レ
デ
ィ
ー
ム
）
の
ユ

ダ
ヤ
人
を
描
い
た
有
名
な
作
品
。
現
代
の
日
本
に
生
き
る
我
々

か
ら
見
た
ら
正
反
対
と
も
い
え
る
、
厳
格
な
ユ
ダ
ヤ
教
の
戒
律

に
基
づ
く
生
き
方
や
考
え
方
に
つ
い
て
、
実
際
に
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
う
い
う
彼
ら
だ
が
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
家
庭
や
仕
事
の
こ
と
で
悩
ん
だ
り
す
る
「
普
通
」

の
人
間
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
我
々
と
何
ら
変
わ
り
は
な
い
と

い
う
こ
と
に
も
気
づ
か
さ
れ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
超
正
統
派

ユ
ダ
ヤ
人
社
会
を
（
や
や
否
定
的
に
）
描
い
たU

northodox

（N
etflix, 2020

）
よ
り
も
、
こ
ち
ら
の
方
が
お
勧
め
。

・O
m

m
 H

aroun

（Shahid, 2020

）【
ア
ラ
ビ
ア
語
】

ク
ウ
ェ
ー
ト
で
作
ら
れ
た
ド
ラ
マ
で
、
中
東
の
架
空
の
村
に

住
む
ユ
ダ
ヤ
人
女
性
が
主
人
公
。
も
ち
ろ
ん
、
話
を
盛
り
上
げ

る
た
め
に
、
ム
ス
リ
ム
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
男
女
が
恋
に
落
ち
、
家

族
同
士
が
揉
め
て
、
二
人
は
駆
け
落
ち
を
す
る
、
と
い
っ
た

「
ト
ラ
ブ
ル
」
も
描
か
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
我
々
に
と
っ
て

は
、
こ
の
小
さ
な
村
で
は
、
ム
ス
リ
ム
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
も
、
キ

リ
ス
ト
教
徒
も
、
ご
く
普
通
に
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
の
方
が
印
象
的
。
村
で
何
か
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
る
と
、
イ

ス
ラ
ー
ム
の
イ
マ
ー
ム
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
ラ
ビ
、
キ
リ
ス
ト
教
の

神
父
が
一
緒
に
や
っ
て
き
て
解
決
す
る
。
中
世
の
ア
ラ
ブ
社
会

で
も
、
様
々
な
隣
人
た
ち
が
こ
の
よ
う
に
自
然
な
形
で
一
緒
に

暮
ら
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
想
像
が
膨
ら
む
。

小
倉
紀
蔵
（
韓
国
思
想
）

韓
国
の
李
御
寧
先
生
と
い
え
ば
名
著
『
縮
み
志
向
の
日
本

人
』
で
日
本
で
も
有
名
だ
が
、
三
年
前
か
ら
こ
の
先
生
の
人
生

を
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
し
て
聴
き
取
る
作
業
を
し
て
い

る
。
そ
の
お
話
か
ら
三
点
。
一
九
三
四
年
生
ま
れ
の
先
生
が
併

合
植
民
地
朝
鮮
で
経
験
し
た
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
目
は
、
国
民

学
校
に
は
い
っ
て
身
体
検
査
と
い
う
も
の
を
受
け
て
驚
い
た
こ

と
。
自
分
の
こ
の
か
ら
だ
は
親
か
ら
も
ら
っ
た
大
事
な
も
の
な

の
に
、
学
校
が
「
検
査
」
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
二
つ

目
は
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
。
朝
鮮
で
は
、
清
潔
に
し
す
ぎ
る
と
福

が
来
な
い
と
い
う
。
だ
が
日
本
人
は
掃
除
ば
か
り
す
る
。
木
箱

な
ど
の
も
の
も
、
朝
鮮
製
は
分
厚
く
て
重
い
が
、
日
本
製
は
す

べ
て
軽
く
て
薄
く
て
き
ち
ん
と
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
き
ち
ん
と

し
た
も
の
を
見
る
と
「
日
本
的
」
と
思
っ
た
と
い
う
。
三
つ
目

は
姉
の
便
箋
。
当
時
、
朝
鮮
の
女
学
生
た
ち
は
み
な
、
初
恋
を

し
た
ら
き
れ
い
な
便
箋
に
恋
文
と
い
う
の
を
書
い
て
み
た
い
と

い
う
夢
を
持
っ
て
い
た
。
だ
が
先
生
の
姉
は
恋
文
を
書
く
年
頃

に
な
る
ま
え
に
突
然
、
親
に
命
じ
ら
れ
て
見
知
ら
ぬ
ひ
と
と
結

婚
し
て
し
ま
っ
た
。「
年
頃
の
娘
は
挺
身
隊
に
連
れ
て
行
か
れ

る
」
と
い
う
噂
話
が
あ
っ
た
か
ら
、
親
が
姉
を
守
っ
た
の
だ
。

姉
が
家
を
去
っ
た
あ
と
、
先
生
が
そ
っ
と
姉
の
机
の
ひ
き
だ
し

を
開
け
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
き
れ
い
な
便
箋
が
、
一
枚
も
使

わ
れ
ぬ
ま
ま
残
さ
れ
て
あ
っ
た
。
か
つ
て
先
生
が
日
本
の
講
演

で
こ
の
話
を
す
れ
ば
、
高
齢
の
日
本
人
女
性
は
み
な
泣
い
た
、

と
い
う
。

小
林
哲
也
（
ド
イ
ツ
文
学
・
精
神
史
）

1
．K

laus V
ondung: D

ie A
pokalypse in D

eutschland.

ゼ
ミ
で
購
読
し
た
一
冊
。
一
九
八
八
年
出
版
。
キ
リ
ス
ト
教
に

お
け
る
「
黙
示
録
」
が
近
・
現
代
の
ド
イ
ツ
に
い
か
に
活
き
て

い
る
か
を
考
察
す
る
書
。「
黙
示
録
的
」
で
あ
る
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
を
方
法
論
的
に
問
い
な
が
ら
、「
千
年
王
国
論
」、

「
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
」、「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
い
っ
た
関
連
概
念
も

思
想
史
的
に
整
理
す
る
議
論
に
大
い
に
啓
発
さ
れ
た
。
院
生
が

真
面
目
に
取
り
組
み
、
内
容
を
汲
み
取
っ
て
い
く
様
に
も
感
心

し
た
。

2
．『
秘
密
の
祈
り
』
二
〇
〇
七
年
、
イ
ス
ラ
エ
ル
映
画
。

ネ
ッ
ト
で
視
聴
。
ラ
ビ
の
娘
と
し
て
学
識
を
尊
び
な
が
ら
、
女

性
で
あ
る
が
ゆ
え
に
学
識
で
社
会
的
自
己
実
現
が
阻
ま
れ
て
い

る
主
人
公
が
、
自
ら
に
目
覚
め
て
い
く
過
程
を
描
く
。
も
っ
と

紹
介
さ
れ
る
べ
き
映
画
。

3
．
ス
ー
ザ
ン
・
バ
ッ
ク
＝
モ
ー
ス
『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ハ
イ
チ
―

普
遍
史
の
可
能
性
に
向
け
て
』（
法
政
大
学
出
版
局
）。
原
書
は

二
〇
〇
九
年
、
邦
訳
は
二
〇
一
七
年
出
版
。「
世
界
史
」
の
視

点
が
西
洋
中
心
主
義
的
で
あ
る
と
い
う
批
判
は
数
多
い
が
、
本

書
は
単
に
認
識
を
云
々
す
る
の
で
は
な
く
、「
普
遍
史
の
可
能

性
」
を
実
践
的
に
考
察
し
、
現
実
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

仁
井
田
千
絵
（
ア
メ
リ
カ
映
画
史
）

・
京
都
南
座
の
顔
見
世

東
京
か
ら
京
都
へ
引
っ
越
し
た
こ
と
と
、
コ
ロ
ナ
渦
に
よ
る

様
々
な
自
粛
が
重
な
っ
た
こ
と
で
、
二
年
ぶ
り
の
舞
台
観
劇
と

な
っ
た
。
歌
舞
伎
座
に
比
べ
る
と
客
席
数
も
少
な
く
小
ぶ
り
な

せ
い
か
、
二
階
席
の
後
ろ
の
席
で
も
舞
台
が
近
く
見
え
た
。
感

染
対
策
の
た
め
、
客
席
か
ら
の
掛
け
声
が
な
い
の
に
は
少
し
戸

惑
っ
た
が
（
声
が
入
る
は
ず
の
間
の
微
妙
な
沈
黙
）、
慣
れ
て

し
ま
う
と
違
和
感
な
く
観
劇
で
き
て
し
ま
う
。
長
唄
や
三
味
線

奏
者
の
マ
ス
ク
姿
（
着
物
と
同
じ
色
の
ロ
ン
グ
・
マ
ス
ク
で
お

洒
落
）、
ロ
ビ
ー
で
す
れ
違
う
芸
妓
さ
ん
の
マ
ス
ク
姿
（
紐
を

耳
に
か
け
て
い
な
い
の
に
ち
ゃ
ん
と
顔
の
上
に
と
ま
っ
て
い

る
）
に
も
感
銘
を
受
け
た
。

・
シ
ン
・
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
劇
場
版

九
〇
年
代
の
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
版
に
始
ま
り
、
二
〇
〇
〇
年
代

の
劇
場
版
で
大
ヒ
ッ
ト
し
た
庵
野
秀
明
監
督
の
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ

オ
ン
・
シ
リ
ー
ズ
。
世
代
的
に
は
ド
ン
ピ
シ
ャ
で
あ
る
に
も
か

か
ら
わ
ら
ず
、
不
思
議
と
今
ま
で
全
く
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

映
画
の
完
結
版
が
公
開
さ
れ
た
の
を
機
に
、
ア
マ
ゾ
ン
・
プ
ラ

イ
ム
と
ネ
ッ
ト
フ
リ
ッ
ク
ス
を
駆
使
し
て
過
去
二
十
五
年
間
の

テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
版
、
劇
場
版
を
一
気
に
鑑
賞
（
予
習
と
し
て

Y
ouT

ube

の
解
説
動
画
も
い
く
つ
か
見
た
）。
突
っ
込
み
ど
こ

ろ
も
多
か
っ
た
が
、
な
ん
だ
か
ん
だ
言
っ
て
最
後
に
シ
ン
ジ
君

が
大
人
に
な
っ
た
姿
に
は
ホ
ッ
と
し
た
。

・
吉
田
南
キ
ャ
ン
パ
ス

京
大
に
着
任
し
て
か
ら
ず
っ
と
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
だ
っ
た
た

め
、
キ
ャ
ン
パ
ス
は
も
の
す
ご
く
静
か
だ
っ
た
（
パ
ン
プ
ス
の

靴
を
履
い
て
歩
い
て
い
る
と
ヒ
ー
ル
の
音
が
響
い
て
気
に
な
る

た
め
、
履
く
の
を
や
め
て
し
ま
っ
た
ぐ
ら
い
だ
）。
対
面
授
業

が
始
ま
れ
ば
さ
ぞ
騒
が
し
く
な
る
の
だ
ろ
う
、
逆
に
静
か
な
の

は
今
の
う
ち
だ
け
と
思
っ
て
い
た
が
、
い
ざ
秋
か
ら
対
面
授
業

が
始
ま
っ
て
も
静
か
な
ま
ま
。
自
転
車
だ
け
が
容
赦
な
く
キ
ャ
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感銘を受けた3点

ン
パ
ス
内
を
疾
走
し
て
い
る
（
轢
か
れ
そ
う
で
怖
い
）。
コ
ロ

ナ
禍
で
マ
ス
ク
を
つ
け
て
い
る
か
ら
静
か
な
の
か
、
そ
れ
と
も

マ
ス
ク
を
外
し
て
も
静
か
な
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
在
の

キ
ャ
ン
パ
ス
の
静
け
さ
と
落
ち
着
き
に
感
銘
を
受
け
た
。

菅
利
恵
（
ド
イ
ツ
演
劇
）

・『
戦
争
と
平
和
』
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
（
全
六
巻
）

四
月
か
ら
遠
距
離
通
勤
に
な
っ
た
。
体
は
き
つ
い
が
良
い
こ

と
も
あ
り
、
読
書
の
時
間
が
で
き
た
。
読
み
残
し
て
い
た
長
編

を
い
く
つ
か
読
了
。
な
か
で
も
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
遠
距
離
通
勤

に
ぴ
っ
た
り
の
作
家
だ
。
毎
回
電
車
が
楽
し
み
に
な
る
く
ら
い

に
面
白
く
、
か
と
い
っ
て
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
ほ
ど
で

は
な
い
。『
戦
争
と
平
和
』
は
、
望
月
哲
男
訳
が
出
そ
ろ
っ
た

と
こ
ろ
。
ど
こ
か
「
人
間
的
」
な
戦
場
の
描
写
も
興
味
深
く
、

人
生
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
筆
致
に
感
銘
を
受
け
た
。
た
だ
、

超
え
ら
れ
な
い
壁
も
。
大
好
き
な
登
場
人
物
の
死
も
、
み
ご
と

な
流
れ
に
説
得
さ
れ
て
泣
き
な
が
ら
受
け
入
れ
た
の
だ
が
、
カ

ナ
リ
ア
の
よ
う
に
歌
う
少
女
に
用
意
さ
れ
た
未
来
に
だ
け
は
、

「
そ
れ
は
な
い
」
と
思
っ
た
。

・『
刑
事
コ
ロ
ン
ボ
』
シ
リ
ー
ズ

子
ど
も
た
ち
が
、
テ
レ
ビ
で
某
人
気
探
偵
ア
ニ
メ
を
見
る
。

楽
し
み
を
邪
魔
し
た
く
は
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
時
々
「
あ

ま
り
に
も
子
ど
も
だ
ま
し
だ
」
と
思
う
。
も
っ
と
本
格
的
な
推

理
も
の
を
知
れ
ば
卒
業
し
て
く
れ
る
か
な
…
と
、『
刑
事
コ
ロ

ン
ボ
』
を
借
り
る
こ
と
に
し
た
。
私
自
身
、
真
面
目
に
観
る
の

は
初
め
て
。
毎
回
「
一
線
を
超
え
た
」
人
の
悪
あ
が
き
を
え
ん

え
ん
と
見
せ
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
に
、
コ
ロ
ン
ボ
が
迷
子
に
道

を
教
え
る
交
通
整
理
の
人
の
よ
う
に
思
え
て
き
た
。
線
を
踏
み

越
え
た
こ
と
に
気
づ
か
な
い
人
に
、「
あ
な
た
は
も
う
あ
ち
ら

側
で
す
よ
」
と
教
え
て
あ
げ
る
役
回
り
。
怖
い
話
な
の
に
引
き

込
ま
れ
、
い
つ
の
間
に
か
シ
リ
ー
ズ
を
制
覇
。
子
ど
も
た
ち
も

引
き
込
ま
れ
て
観
て
い
た
。「
本
格
的
な
推
理
も
の
」
を
し
っ

か
り
と
経
験
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
あ
い
か
わ
ら
ず
某
人

気
ア
ニ
メ
も
喜
ん
で
観
て
い
る
。

・『
行
く
、
行
っ
た
、
行
っ
て
し
ま
っ
た
』
ジ
ェ
ニ
ー
・
エ
ル

ペ
ン
ベ
ッ
ク 

白
水
社　

二
〇
二
一
年

gehen, ging, gegangen

―
「
行
く
」
の
現
在
、
過
去
、
過

去
分
詞
を
題
名
と
し
た
本
書
は
、
ド
イ
ツ
語
の
入
門
書
で
は
な

く
、
ド
イ
ツ
の
今
を
切
り
取
っ
た
繊
細
な
小
説
。
動
詞
の
変
化

を
口
ず
さ
む
の
は
ド
イ
ツ
に
流
れ
着
い
た
難
民
た
ち
で
、
無
味

乾
燥
な
暗
唱
に
未
来
へ
の
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
言
葉
の

知
識
は
明
日
を
押
し
開
く
の
だ
。
大
学
を
定
年
退
職
し
た
リ

ヒ
ャ
ル
ト
は
、
ふ
と
し
た
き
っ
か
け
で
難
民
の
暮
ら
す
施
設
に

通
い
始
め
る
。
彼
の
目
を
通
し
て
、
難
民
た
ち
の
生
き
た
顔
が

少
し
ず
つ
見
え
て
く
る
。
と
き
に
と
ら
え
ど
こ
ろ
な
く
、
と
き

に
驚
く
ほ
ど
近
し
い
顔
。
ド
イ
ツ
の
難
民
受
け
入
れ
事
情
を
垣

間
見
る
こ
と
も
で
き
る
、
お
す
す
め
の
一
冊
。
翻
訳
の
浅
井
晶

子
さ
ん
は
、
人
環
の
出
身
だ
。

西
川
完
途
（
動
物
系
統
分
類
学
）

・
伊
藤
章
治
『
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
世
界
史
』
中
公
新
書

ジ
ャ
ガ
イ
モ
が
い
か
に
世
界
を
変
え
た
か
、
に
つ
い
て
多
角

的
に
論
じ
て
い
る
本
。
ペ
ル
ー
の
イ
ン
カ
帝
国
を
滅
ぼ
し
た
ピ

サ
ロ
は
、
大
量
の
金
を
略
奪
し
て
母
国
ス
ペ
イ
ン
に
送
っ
た
が
、

そ
の
た
め
に
母
国
で
イ
ン
フ
レ
を
招
い
た
。
し
か
し
同
じ
頃
に

持
ち
帰
っ
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
は
、
そ
の
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
救
っ

た
と
言
わ
れ
る
。
ジ
ャ
ガ
イ
モ
は
寒
冷
地
で
も
痩
せ
た
土
地
で

も
育
つ
野
菜
で
、
保
存
も
で
き
て
主
食
に
も
な
る
た
め
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
食
糧
事
情
を
大
幅
に
改
善
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

ジ
ャ
ガ
イ
モ
は
土
中
の
地
下
茎
に
で
き
る
た
め
鳥
に
食
べ
ら
れ

る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
。
た
だ
し
聖
書
に
出
て
い
な
い
作

物
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
普
及
す
る
に
は
、

実
は
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
。
一
九
世
紀
に
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
病

気
が
流
行
し
た
こ
と
で
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
大
量
の
移
民
が

北
米
に
流
れ
、
そ
こ
か
ら
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
大
統
領
が
生
ま

れ
て
い
る
。
ポ
テ
ト
フ
ラ
イ
、
コ
ロ
ッ
ケ
、
は
た
ま
た
デ
ン
プ

ン
の
原
料
と
し
て
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
は
世
界
中
で
欠
か
せ
な
い
食

材
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
世
界
の
政
治
も
変
え
て
き
た
。
生
物

多
様
性
の
重
要
性
を
再
認
識
す
る
上
で
も
オ
ス
ス
メ
の
一
冊
で

あ
る
。

・
キ
ャ
ロ
ル
・
キ
サ
ク
・
ヨ
ー
ン
『
自
然
を
名
づ
け
る
』
Ｎ
Ｔ

Ｔ
出
版

果
た
し
て
サ
カ
ナ
と
い
う
存
在
は
生
物
学
的
に
定
義
で
き
る

の
か
？
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
ク
ジ
ラ
は

サ
カ
ナ
で
は
な
い
と
見
抜
い
た
が
、
分
岐
分
類
学
と
い
う
現
代

の
系
統
分
類
学
の
一
学
派
に
よ
れ
ば
ク
ジ
ラ
は
サ
カ
ナ
で
あ
る

か
、
ま
た
は
サ
カ
ナ
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
ぜ
か
と
言
う
と
、
サ
カ
ナ
と
い
う
系
統
的
な
ま
と
ま
り
は
な

く
、
ク
ジ
ラ
な
ど
の
哺
乳
類
、
両
生
類
、
爬
虫
類
、
鳥
類
な
ど

を
ま
と
め
る
脊
椎
動
物
亜
門
の
レ
ベ
ル
で
初
め
て
一
つ
の
系
統

的
な
ま
と
ま
り
（
単
系
統
群
と
い
う
）
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
で
は
人
間
本
来
の
持
つ
自
然
認
識
か
ら
大
き
な

ズ
レ
を
生
じ
て
し
ま
う
。
世
界
中
の
ど
の
民
族
も
サ
カ
ナ
と
い

う
存
在
を
無
意
識
で
認
め
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
特
に
現
代
人
に

と
っ
て
自
然
と
の
乖
離
は
過
去
に
例
を
見
な
い
く
ら
い
大
き
く

な
り
、
様
々
な
問
題
を
生
じ
て
い
る
。
科
学
的
知
識
を
用
い
ず
、

目
の
前
の
生
き
物
を
観
察
し
、
色
、
形
、
匂
い
、
音
を
五
感
で

感
じ
、
生
物
に
自
分
な
り
の
名
前
を
つ
け
る
、
そ
の
こ
と
で

我
々
ヒ
ト
は
動
物
と
し
て
の
感
覚
が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
、
そ
の
こ
と
が
現
代
に
必
要
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
著

者
は
言
う
。

・
奥
野
克
己
『
あ
り
が
と
う
も
ご
め
ん
な
さ
い
も
い
ら
な
い
森

の
民
と
暮
ら
し
て
人
類
学
者
が
考
え
た
こ
と
』
亜
紀
書
房

プ
ナ
ン
族
は
ボ
ル
ネ
オ
島
の
先
住
民
族
の
一
つ
で
、
筆
者
の

ジ
ャ
ン
グ
ル
で
の
調
査
で
ガ
イ
ド
や
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
協
力
し

て
頂
い
て
き
た
。
そ
の
縁
で
プ
ナ
ン
族
に
興
味
を
持
ち
、
本
書

を
手
に
取
っ
た
。
本
書
は
プ
ナ
ン
族
の
村
に
滞
在
し
て
調
査
を

行
っ
て
き
た
文
化
人
類
学
者
の
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
プ
ナ
ン
族

は
独
自
の
文
化
を
持
ち
、
本
来
は
定
住
し
な
い
狩
猟
採
集
民
族

で
あ
る
。
家
も
な
け
れ
ば
、
農
業
も
し
な
い
し
、
学
校
も
試
験

も
な
い
（
現
在
は
定
住
生
活
を
強
い
ら
れ
、
ま
た
は
様
々
な
事

情
か
ら
、
過
去
の
本
来
の
生
活
を
す
る
プ
ナ
ン
は
ほ
と
ん
ど
い

な
く
な
っ
て
い
る
）。
個
人
レ
ベ
ル
で
は
失
敗
に
対
し
て
全
く

反
省
し
な
い
し
、
あ
や
ま
ら
な
い
が
、
集
団
と
し
て
は
反
省
す

る
と
い
う
。
ま
る
で
野
生
化
し
た
人
間
で
あ
る
。
筆
者
が
彼
ら

と
キ
ャ
ン
プ
し
た
際
、
朝
に
は
皆
で
放
屁
合
戦
を
す
る
の
で
記

憶
に
残
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
も
彼
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

で
あ
る
と
本
書
で
知
っ
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
流
行
で

海
外
調
査
か
ら
だ
い
ぶ
足
が
遠
の
き
、
ボ
ル
ネ
オ
に
は
二
年
ほ

ど
行
け
て
い
な
い
が
、
本
書
を
読
ん
で
ま
た
彼
ら
に
会
い
た
く

な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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池
田
寛
子
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
学
）

・
風早

朝
、
川
端
丸
太
町
の
橋
の
た
も
と
を
自
転
車
で
曲
が
っ
た

瞬
間
、
清
々
し
い
風
を
感
じ
た
。
そ
の
風
と
同
じ
香
り
の
木
に

ど
こ
か
別
の
場
所
で
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
気
が
し
た
。

後
で
そ
の
木
を
突
き
と
め
て
葉
っ
ぱ
を
一
枚
も
ら
お
う
と
心
に

決
め
た
。
な
か
な
か
同
じ
場
所
に
立
ち
止
ま
る
機
会
は
訪
れ
な

か
っ
た
が
、
や
が
て
ほ
ん
の
短
い
間
自
転
車
を
止
め
る
こ
と
が

で
き
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
あ
た
り
の
木
を
一
本
ず
つ
め
ぐ
っ
て

み
て
も
、
あ
の
香
り
に
た
ど
り
着
か
な
い
。
葉
っ
ぱ
に
鼻
を
近

づ
け
た
り
し
な
が
ら
う
ろ
う
ろ
し
続
け
て
い
る
と
、
怪
し
い
人

に
見
え
る
に
違
い
な
い
。
後
ろ
髪
を
ひ
か
れ
な
が
ら
帰
途
に
就

い
た
。風

唄
う　

木
々
の
み
ど
り
の
息
吹
を
集
め　

 

消
え
た
香
気
の
余
韻
は
今
も

・
梅
シ
ロ
ッ
プ

八
百
屋
の
軒
先
で
完
熟
の
梅
の
実
が
売
ら
れ
て
い
て
、
思
わ

ず
買
っ
て
し
ま
っ
た
。
実
家
で
は
い
つ
も
梅
の
木
が
鈴
な
り
で
、

父
母
が
梅
干
し
や
梅
酒
づ
く
り
に
励
ん
で
い
る
が
、
私
に
梅
仕

事
の
才
覚
は
な
い
。
母
が
梅
シ
ロ
ッ
プ
な
る
も
の
を
作
っ
て
い

た
こ
と
を
思
い
出
し
、
ほ
ん
の
少
し
調
べ
物
を
し
、
こ
れ
な
ら

で
き
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
冷
凍
し
た
梅
と
き
び
砂
糖
を
層
に

な
る
よ
う
に
瓶
に
詰
め
、
上
か
ら
蜂
蜜
を
垂
ら
し
、
お
気
に
入

り
の
米
酢
を
ち
ょ
っ
ぴ
り
入
れ
て
み
た
。
砂
糖
が
溶
け
る
よ
う

に
思
い
出
し
た
と
き
に
振
っ
て
み
る
。
梅
た
ち
は
し
わ
し
わ
に

な
っ
て
い
っ
た
。
で
き
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
か
ら
し
ば
ら
く

た
ち
、
シ
ロ
ッ
プ
に
冷
た
い
水
を
注
い
で
飲
ん
で
み
た
。

こ
れ
が
お
ど
ろ
く
ほ
ど
に
お
い
し
い
。
瓶
の
中
の
液
体
を
眺

め
、
次
の
六
月
ま
で
と
て
も
待
て
な
い
、
と
真
剣
に
思
っ
た
。

時
間
が
早
く
流
れ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
そ
れ
で
非
常
に
困
る
の

だ
が
。

そ
れ
に
し
て
も
配
合
も
作
り
方
も
よ
く
覚
え
て
い
な
い
。
目

に
し
た
い
く
つ
か
の
レ
シ
ピ
を
思
い
だ
し
な
が
ら
組
み
合
わ
せ

た
だ
け
だ
っ
た
。
二
度
と
同
じ
も
の
は
作
れ
な
い
。
二
〇
二
一

年
限
定
の
味
わ
い
。

・
ア
ロ
エ

鉢
植
え
の
ア
ロ
エ
を
手
に
入
れ
た
。
小
さ
な
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

の
鉢
に
二
本
の
ア
ロ
エ
が
窮
屈
そ
う
に
植
わ
っ
て
い
る
。
水
を

や
り
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
、
根
が
腐
っ
て
し
ま
う
、
と
あ
っ
た
。

二
酸
化
炭
素
を
吸
い
取
っ
て
く
れ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

な
に
も
し
な
く
て
よ
い
ら
し
い
。
こ
う
し
て
ア
ロ
エ
と
の
共
存

が
始
ま
る
。
な
ん
の
世
話
を
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
飼
い
主
に

似
て
太
陽
の
光
を
好
む
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
時
折
い
そ
い
そ

と
ベ
ラ
ン
ダ
に
出
し
た
り
、
屋
内
に
入
れ
た
り
す
る
。
そ
し
て

一
日
の
終
わ
り
に
じ
っ
と
見
つ
め
る
こ
と
も
あ
る
。
不
思
議
な

こ
と
に
ア
ロ
エ
は
だ
ん
だ
ん
元
気
に
な
り
、
狭
い
空
間
に
し
っ

と
り
と
く
つ
ろ
ぎ
、
の
び
の
び
と
し
た
し
ぐ
さ
を
見
せ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
つ
い
に
は
コ
ア
の
部
分
か
ら
一
ミ
リ
程
度
の
棘
の

よ
う
な
芽
が
で
て
き
た
。
私
は
何
も
し
て
い
な
い
。
透
明
感
の

あ
る
黄
緑
色
の
芽
が
一
週
間
に
一
ミ
リ
程
度
、
ゆ
る
ゆ
る
と
伸

び
て
い
く
。
け
っ
し
て
縮
ま
な
い
み
ど
り
の
蠟
燭
。
凍
え
る
よ

う
な
日
々
に
も
め
げ
ず
、
今
日
も
お
そ
ら
く
。

土
屋
徹
（
分
子
生
物
学
）

・
こ
の
世
界
の
（
さ
ら
に
い
く
つ
も
の
）
片
隅
に
、

二
〇
一
六
年
十
一
月
に
公
開
さ
れ
た
映
画
、「
こ
の
世
界
の

片
隅
に
」
で
カ
ッ
ト
さ
れ
た
シ
ー
ン
を
追
加
し
て
二
〇
一
九
年

十
二
月
に
公
開
さ
れ
た
映
画
。「
こ
の
世
界
の
片
隅
に
」
は
映

画
館
へ
観
に
行
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
は
原
作
漫
画
を
読

ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
よ
く
理
解
で
き
な
い
シ
ー
ン
も
あ
り
ま

し
た
。
制
作
者
が
作
製
す
る
は
ず
だ
っ
た
「
完
全
版
」
と
も
言

え
る
本
作
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
公
開
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
た
め
、
い
つ
か
は
観
た
い
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
今
回
ネ
タ
と
し
て
本
作
を
観
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
前
作
で
は
、
戦
時
下
の
呉
を
舞
台
に
主
人

公
の
す
ず
が
生
き
て
ゆ
く
日
常
に
焦
点
を
あ
て
た
内
容
に
な
っ

て
お
り
、
そ
こ
が
予
想
外
の
ヒ
ッ
ト
に
つ
な
が
っ
た
理
由
だ
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
本
作
で
は
、
追
加
シ
ー

ン
に
よ
り
す
ず
と
遊
女
の
リ
ン
と
の
関
係
な
ど
が
き
ち
ん
と
描

か
れ
て
お
り
、
別
の
作
品
と
い
っ
て
も
良
い
よ
う
な
内
容
に
変

わ
っ
て
い
ま
す
。
映
画
館
で
観
て
五
年
も
経
っ
て
内
容
を
か
な

り
忘
れ
た
こ
と
で
、
と
て
も
新
鮮
に
全
編
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
ま
だ
観
て
い
な
い
方
に
は
。
両
方
の
作
品
を
見

比
べ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

・
コ
ロ
ナ
騒
動
で
の
日
常

昨
年
度
か
ら
続
く
コ
ロ
ナ
騒
動
で
、
ど
こ
か
に
出
掛
け
る
こ

と
も
な
く
な
り
ま
し
た
。
美
術
館
に
も
行
か
ず
、
映
画
館
に
も

行
か
ず
、
こ
の
と
こ
ろ
毎
年
秋
に
観
に
行
っ
て
い
た
紅
葉
も
今

年
は
断
念
し
ま
し
た
。
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
本
来
の
自
分
の

日
常
に
戻
っ
た
だ
け
な
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
困
る
こ
と
も
な
い
の

で
す
が
、
社
会
全
体
の
こ
と
を
思
う
と
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
こ
の

不
自
由
な
状
況
が
終
わ
る
と
良
い
な
と
切
望
し
て
い
ま
す
。
こ

の
原
稿
を
執
筆
す
る
た
め
に
一
生
懸
命
ネ
タ
を
探
し
て
み
た
の

で
す
が
、
こ
れ
が
限
界
で
し
た
。
以
前
購
入
し
て
い
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ

も
観
る
予
定
で
し
た
が
、
い
く
ら
探
し
て
も
引
越
の
際
に
段

ボ
ー
ル
に
詰
め
た
も
の
が
見
つ
か
ら
ず
諦
め
ま
し
た
。
こ
こ
ま

で
苦
労
す
る
と
、
こ
の
ネ
タ
探
し
に
苦
心
す
る
日
常
を
「
感
銘

し
た
」
こ
と
に
し
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
開
き
直
っ
て
い

ま
す
。

藤
井
悠
里
（
惑
星
科
学
）

・「
凪
に
溺
れ
る
」

こ
の
界
隈
で
有
名
な
某
小
説
家
先
生
の
作
品
。
ネ
タ
バ
レ
に

な
る
の
で
詳
細
は
書
か
な
い
が
、
読
み
終
わ
っ
た
後
に
何
度
も

い
ろ
ん
な
ペ
ー
ジ
を
読
み
返
し
て
し
ま
っ
た
。

・
縞
模
様
の
岩

天
川
村
に
流
れ
る
洞
川
の
川
原
と
い
う
よ
り
は
川
の
真
ん
中

に
、
⿊
っ
ぽ
い
部
分
と
白
っ
ぽ
い
部
分
が
縞
々
に
な
っ
て
い
る

岩
が
あ
っ
た
。
こ
の
縞
は
海
洋
プ
レ
ー
ト
が
大
陸
プ
レ
ー
ト
に

沈
み
込
む
と
き
に
で
き
た
と
説
明
を
受
け
、
衝
撃
を
受
け
た
。

ま
さ
に
沈
み
込
む
時
に
ぐ
ち
ゃ
っ
と
な
っ
て
で
き
た
模
様
が
今

こ
う
し
て
川
の
ど
真
ん
中
に
あ
り
、
な
ん
な
ら
自
分
た
ち
が
そ

の
上
を
歩
く
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。
そ
の
辺
の
石
こ
ろ

に
も
歳
月
を
経
た
歴
史
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
他
に
も
珍
し
い
地

形
を
見
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
一
年
だ
っ
た
が
、
意
外
性
な
の
だ

ろ
う
か
、
こ
れ
が
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

・
最
近
の
サ
ー
ク
ル
事
情

四
月
の
初
回
の
実
験
の
授
業
で
自
己
紹
介
を
し
て
も
ら
っ
た

時
の
こ
と
。
一
回
生
が
多
い
の
で
、
コ
ロ
ナ
禍
な
の
で
あ
ま
り

盛
り
上
が
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
な
が
ら
も
、
何
か

サ
ー
ク
ル
に
は
入
り
ま
し
た
か
？
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
意
外
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と
色
々
な
サ
ー
ク
ル
や
部
活
が
挙
が
っ
た
。
自
分
で
聞
い
て
お

い
て
な
ん
だ
が
、
え
？
も
う
？
早
く
な
い
？
と
言
っ
て
し
ま
っ

た
。
た
ま
た
ま
興
味
が
あ
る
サ
ー
ク
ル
に
巡
り
会
っ
た
人
が
多

い
班
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
ん
な
世
の
中
で
も
、
上

回
生
も
新
入
生
も
し
っ
か
り
情
報
発
信
・
入
手
し
、
可
能
な
範

囲
で
活
動
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
新
し
い
人
と
交

流
す
る
機
会
が
中
々
な
く
て
ぼ
や
い
て
い
た
が
、
見
習
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。

木
下
千
花
（
映
画
学
）

①T
he A

utobiography of M
alcom

 X
, A

s T
old to A

lex 
H

aley, narrated by Laurence Fishburne
（A

udible

版
、

二
〇
二
〇
年
）

正
確
に
言
う
と
昨
年
度
あ
た
り
か
ら
な
の
で
す
が
、
料
理
し

た
り
、
掃
除
し
た
り
、
コ
ピ
ー
し
た
り
、
走
っ
た
り
、
歩
い
た

り
、
バ
ス
に
乗
っ
た
り
す
る
間
に
書
物
を
「
聴
く
」
こ
と
が
多

く
な
り
ま
し
た
。
聴
く
こ
と
で
カ
ヴ
ァ
ー
し
て
い
る
の
は
、
⑴

話
題
の
一
般
書
、
⑵
今
更
読
ん
で
い
な
い
と
は
言
え
な
い
が
読

む
時
間
も
見
当
た
ら
な
い
超
名
作
、
⑶
映
画
の
授
業
な
ど
の
た

め
に
押
さ
え
る
必
要
の
あ
る
「
原
作
」、
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
も
の
す
ご
い
重
要
な
の
に
英
語
版
で

聴
い
て
済
ま
せ
て
し
ま
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
⑵
の
タ
イ
ト
ル
は
、

こ
こ
で
は
秘
密
に
し
て
お
き
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
聴
取
に
よ

る
時
間
の
最
適
化
（
あ
あ
、
な
ん
て
新
自
由
主
義
的
な
発
想
で

し
ょ
う
）
を
と
り
わ
け
後
押
し
し
て
く
れ
た
名
作
が
、『
マ
ル

コ
ム
Ｘ
自
伝
』
を
名
優
ロ
ー
レ
ン
ス
・
フ
ィ
シ
ュ
ボ
ー
ン
が
朗

読
す
る
こ
の
一
作
で
す
。

②
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
フ
ラ
ン
ジ
ュ
『
ジ
ュ
デ
ッ
ク
ス
』（
一
九
六

三
年
）

サ
イ
レ
ン
ト
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
連
続
活
劇
の
巨
匠
ル
イ
・
フ

イ
ヤ
ー
ド
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
（
一
九
一
六
年
）
は
大
好
き
な
作

品
で
す
が
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
、
こ
ち
ら
の
リ
メ
イ
ク
は
今
年

度
ま
で
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
秘
密
組
織
の
長

ジ
ュ
デ
ッ
ク
ス
が
、
父
を
破
滅
さ
せ
た
銀
行
家
に
復
讐
し
て
ゆ

く
お
話
で
す
。
出
席
者
が
な
ぜ
か
鳥
の
頭
を
被
っ
た
仮
面
舞
踏

会
と
か
、
ピ
タ
ピ
タ
の
ボ
デ
ィ
ス
ー
ツ
を
纏
っ
て
女
賊
に
化
け

る
家
庭
教
師
と
か
、
ほ
ぼ
全
て
の
シ
ー
ン
が
私
の
フ
ァ
ン
タ
ス

ム
を
完
膚
な
き
ま
で
に
具
現
化
し
て
お
り
、
ス
ト
リ
ー
ミ
ン
グ

で
鑑
賞
し
て
い
る
間
は
笑
い
と
た
め
息
の
連
続
で
し
た
。
フ
ラ

ン
ジ
ュ
で
は
ホ
ラ
ー
の
金
字
塔
『
顔
の
な
い
眼
』（
一
九
六
〇

年
）
よ
り
実
は
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
好
み
で
す
。

③
ヴ
ィ
ル
ジ
ニ
ー
・
デ
パ
ン
ト
『
キ
ン
グ
コ
ン
グ
・
セ
オ

リ
ー
』
相
川
千
尋
訳
、
柏
書
房
、
二
〇
二
〇
年

作
者
の
デ
パ
ン
ト
は
『
ベ
ー
ゼ
・
モ
ア
』（
一
九
九
四
年
）

で
デ
ビ
ュ
ー
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
で
、
同
作
の
映
画
化

（
二
〇
〇
〇
年
）
に
あ
た
っ
て
は
ポ
ル
ノ
女
優
の
コ
ラ
リ
ー
・

ト
ラ
ン
・
テ
ィ
と
共
同
監
督
し
て
い
ま
す
（
映
画
に
つ
い
て
は

ま
た
別
の
機
会
に
）。
今
年
度
は
、
思
え
ば
十
ヶ
月
に
亘
る
人

事
を
き
っ
か
け
に
ち
ょ
っ
と
し
た
「
フ
ラ
ン
ス
回
帰
」
を
し
ま

し
た
が
、
年
の
瀬
に
こ
の
本
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

締
め
括
り
と
し
て
最
高
で
し
た
。
レ
イ
プ
被
害
や
性
労
働
の
当

事
者
た
る
デ
パ
ン
ト
が
、
理
論
と
か
も
読
み
な
が
ら
自
分
の
頭

で
考
え
抜
い
て
書
い
た
本
書
は
、「
女
性
活
躍
」
は
言
う
に
及

ば
ず
、「
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
」
に
も
「
ケ
ア
」
に
も
騙
さ
れ
て

る
気
が
す
る
不
良
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
と
っ
て
、
得
が
た
い
サ
バ

イ
バ
ル
ガ
イ
ド
で
す
。

齋
藤
嘉
臣
（
外
交
史
）

・
ベ
ン
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
ー
（
小
林
朋
則
訳
）『
キ
ム
・

フ
ィ
ル
ビ
ー　

か
く
も
親
密
な
裏
切
り
』
中
央
公
論
新
社

か
つ
て
「
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
フ
ァ
イ
ブ
」
と
呼
ば
れ
た
グ

ル
ー
プ
の
一
人
で
イ
ギ
リ
ス
と
ソ
連
の
二
重
ス
パ
イ
、
キ
ム
・

フ
ィ
ル
ビ
ー
の
人
生
を
追
っ
た
評
伝
。
生
い
立
ち
か
ら
共
産
主

義
に
魅
せ
ら
れ
た
大
学
時
代
、
Ｍ
Ｉ
６
で
活
躍
し
な
が
ら
Ｋ
Ｇ

Ｂ
の
指
令
を
受
け
て
情
報
活
動
に
従
事
す
る
戦
中
～
戦
後
期
、

ソ
連
へ
の
亡
命
を
果
た
す
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
人
生
を
縦
軸

に
、
Ｍ
Ｉ
６
の
同
僚
で
親
友
で
も
あ
っ
た
ニ
コ
ラ
ス
・
エ
リ

オ
ッ
ト
と
の
関
係
を
横
軸
に
据
え
て
、
フ
ィ
ル
ビ
ー
の
豪
放
な

魅
力
が
隠
し
続
け
た
素
性
と
、
そ
の
秘
密
が
い
つ
か
暴
露
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
誰
に
も
共
有
さ
れ
な
い
苦
悩
が
丁
寧

に
描
か
れ
て
い
る
。

・Christina Ezrahi, Sw
ans of the K

rem
lin: Ballet and 

P
ow

er in Soviet R
ussia, U

niversity of Pittsburgh 
Press.

ロ
シ
ア
帝
政
を
象
徴
す
る
バ
レ
エ
芸
術
が
ソ
連
で
生
き
残
っ

た
だ
け
で
な
く
、
ど
の
よ
う
に
し
て
国
家
的
威
信
を
体
現
す
る

に
ま
で
な
っ
た
の
か
、
本
書
は
マ
リ
イ
ン
ス
キ
ー 

・
バ
レ
エ

団
と
ボ
リ
シ
ョ
イ
・
バ
レ
エ
団
を
中
心
に
ソ
連
の
演
劇
的
バ
レ

エ
の
発
展
の
様
子
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
る
。
古
典
作
品
『
白

鳥
の
湖
』
や
『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
等
の
上
演
に
際
し

て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
共
存
を
模
索
し
た
振
付
師
や
ダ
ン

サ
ー
ら
が
抱
え
た
苦
悩
や
凝
ら
さ
れ
た
工
夫
に
つ
い
て
も
面
白

い
。

・
映
画
『
ダ
ン
サ
ー
、
セ
ル
ゲ
イ
・
ポ
ル
ー
ニ
ン 

世
界
一
優

雅
な
野
獣
』

英
国
ロ
イ
ヤ
ル
・
バ
レ
エ
団
等
で
プ
リ
ン
シ
パ
ル
と
し
て
活

躍
し
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
出
身
の
バ
レ
エ
ダ
ン
サ
ー
の
半
生
を
追
っ

た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
。「
家
族
」
や
「
孤
立
」
が
テ
ー

マ
と
な
っ
て
お
り
、
彼
自
身
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
的
存
在
で
あ
る
。

時
に
物
議
を
か
も
す
社
会
的
主
張
は
さ
て
お
き
、
副
題
に
示
さ

れ
る
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
あ
り
な
が
ら
軽
や
か
で
も
あ
る

踊
り
は
必
見
。

佐
藤
博
俊
（
菌
類
系
統
分
類
学
）

①
科
学
の
ア
ル
バ
ム　

キ
ノ
コ
の
世
界
（
伊
沢
正
名
著
）

キ
ノ
コ
の
生
態
や
食
毒
に
つ
い
て
解
説
し
た
子
供
向
け
の
書

籍
で
す
。
私
が
小
学
生
の
当
時
、
図
書
館
で
こ
の
本
を
読
ん
だ

こ
と
が
き
っ
か
け
で
キ
ノ
コ
に
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
本
文
は
解
説
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
伊
沢
さ
ん
の
撮
っ
た

キ
ノ
コ
写
真
が
ど
れ
も
美
し
く
、
何
と
も
い
え
な
い
不
思
議
な

キ
ノ
コ
の
魅
力
を
訴
え
か
け
て
お
り
、
図
書
館
で
何
度
も
何
度

も
本
書
を
読
み
返
し
ま
し
た
。
当
時
、
私
は
キ
ノ
コ
の
知
識
な

ど
ほ
と
ん
ど
な
く
て
、
野
外
で
キ
ノ
コ
観
察
を
し
た
経
験
も
な

か
っ
た
の
で
、「
こ
の
本
と
同
じ
キ
ノ
コ
を
見
て
み
た
い
」、

「
採
っ
て
み
た
い
」
と
強
く
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

で
、
父
の
知
り
合
い
で
キ
ノ
コ
狩
り
の
経
験
の
あ
る
方
に
お
願

い
し
て
キ
ノ
コ
狩
り
に
行
き
、
そ
の
際
に
こ
の
本
で
見
た
シ
ャ

カ
シ
メ
ジ
を
実
際
に
採
っ
て
感
動
し
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

当
時
は
遊
び
感
覚
だ
っ
た
の
で
す
が
、
今
思
い
返
せ
ば
、
こ
の

本
を
読
ん
だ
の
が
菌
類
の
研
究
を
始
め
た
き
っ
か
け
だ
っ
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。
本
書
は
、
改
訂
を
重
ね
て
私
が
読
ん
だ
当
時
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感銘を受けた3点

の
も
の
と
は
少
々
中
身
が
変
わ
っ
て
は
い
る
よ
う
で
す
が
、
子

供
向
け
と
は
言
え
、
大
人
が
読
ん
で
も
楽
し
め
る
一
冊
で
す
。

②
ジ
ョ
ジ
ョ
の
奇
妙
な
冒
険
（
荒
木
飛
呂
彦
著
）

少
年
ジ
ャ
ン
プ
に
連
載
さ
れ
て
い
た
（
現
在
は
ウ
ル
ト
ラ

ジ
ャ
ン
プ
に
連
載
の
）
少
年
漫
画
で
す
。
ズ
キ
ュ
ウ
ウ
ウ
ン

（
キ
ス
の
効
果
音
）、
メ
メ
タ
ァ
（
カ
エ
ル
を
叩
い
た
時
の
効
果

音
）、
ズ
ビ
ズ
バ
ー
（
イ
カ
墨
パ
ス
タ
を
食
べ
た
時
の
効
果
音
）

や
ゴ
ゴ
ゴ
ゴ
ゴ
ゴ
ゴ
（
背
景
の
効
果
音
）
と
い
っ
た
効
果
音
や
、

「
お
前
は
今
ま
で
食
っ
た
パ
ン
の
枚
数
を
覚
え
て
い
る
の
か
？
」、

「
そ
の
圧
倒
的
破
壊
空
間
は
ま
さ
に
歯
車
的
砂
嵐
の
小
宇

宙
！
！
」、「
Ｈ
Ｂ
の
鉛
筆
を
ペ
キ
ッ
！
へ
し
折
る
事
と
同
じ
よ

う
に
ッ
で
き
て
当
然
と
思
う
こ
と
で
す
じ
ゃ
！
」
や
「
激
し
い

喜
び
は
い
ら
な
い
、
そ
の
か
わ
り
深
い
絶
望
も
な
い
「
植
物
の

心
」
の
よ
う
な
人
生
」
な
ど
数
々
の
独
特
の
セ
リ
フ
で
知
ら
れ

る
本
作
の
魅
力
は
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、「
言
葉
」
で
は
な

く
「
心
」
で
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
本
作
は

三
十
年
以
上
連
載
の
続
い
て
い
る
長
期
連
載
作
で
、
単
行
本
も

百
巻
以
上
出
版
さ
れ
て
は
い
ま
す
が
、
試
験
終
了
チ
ャ
イ
ム
間

際
ま
で
問
題
を
解
い
て
い
る
受
験
生
の
よ
う
な
必
死
こ
い
た
気

持
ち
で
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
一
日
で
読
み
切
る
こ
と
も
可
能

で
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
好
き
な
ジ
ョ
ジ
ョ
ネ
タ
は
、「
精
神

的
動
揺
に
よ
る
キ
ノ
コ
の
同
定
ミ
ス
は
決
し
て
な
い
！
と
思
っ

て
い
た
だ
こ
う
ッ
！
」
で
す
。

③
お
か
あ
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
）

世
代
を
問
わ
ず
お
そ
ら
く
誰
で
も
知
っ
て
い
る
、
乳
児
・
幼

児
向
け
番
組
で
す
。
私
も
子
供
の
時
は
、
そ
の
内
容
ま
で
は
お

ぼ
ろ
げ
に
し
か
覚
え
て
い
な
い
の
で
す
が
、
毎
日
テ
レ
ビ
で
見

て
い
た
記
憶
は
あ
り
ま
す
。
娘
が
生
ま
れ
た
の
を
機
に
娘
と
一

緒
に
こ
の
番
組
を
毎
朝
見
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
大
人

の
視
点
で
見
る
と
、
こ
の
番
組
の
偉
大
さ
を
改
め
て
思
い
知
り

ま
し
た
。
う
た
、
絵
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
や
体
操
な
ど
、
子
ど

も
の
好
き
な
要
素
が
随
所
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、
子
供
の

食
い
つ
き
の
良
さ
に
は
驚
か
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
本

学
に
あ
る
「
赤
ち
ゃ
ん
研
究
員
」
制
度
に
参
加
し
た
際
に
、
こ

う
い
っ
た
番
組
は
ど
う
い
う
風
に
す
れ
ば
子
供
の
興
味
を
引
く

の
か
を
綿
密
に
計
算
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
奥
が

深
い
な
と
感
心
し
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
類
似
番
組
の
「
い
な

い
い
な
い
ば
あ
っ
！
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の

で
す
が
、
放
送
時
間
の
関
係
で
た
ま
に
し
か
見
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
が
残
念
で
す
。
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連載　人間・環境学への招待（4）「文明の歴史」

文字から文明社会を見る
鵜飼　大介

読み書きという基礎的技能
活字離れ、新聞離れ、出版不況などと言われて久しい。「日

本人の情報⾏動調査」に基づく研究によると、日本人が新
聞・雑誌・書籍など活字に接する時間は、1995 年以降、
全ての年齢層で減り続けている（橋元 2017）。他方でパソ
コンや携帯、スマートフォンなどで電子的な文字に接して
いる時間は、若年層を中心に増加傾向にある。21 世紀に
入ってインターネットが普及し、ここ 10 年ほどは若年層
を中心にソーシャルメディア上での文字のやりとりが盛ん
になっている。活字に接する時間は減っても、電子文字を
読み書きしている時間は顕著に増えており、若者（10 代
および 20 代）の文字の消費量は、「有史以来、最高のレベ
ルにある」とする見方もある（橋元 2017）。日本に限らず、
携帯電話やスマートフォンが普及した国々では似たような
状況であろう。今や文字を書く⾏為にしても、筆記用具を
使って紙に書くことよりも、キーボードで画面に入⼒する
ことの方が圧倒的に多い。文字は、電子メディアの著しい
発展と普及に促されて、21 世紀に入って新たな展開を見
せている。

現在の日本の 15 才以上の識字率――日常生活の簡単な
内容についての読み書きができる人の割合――は 100％に
近い。日本のように識字率が非常に高く、文字情報があふ
れている国にいると忘れがちなことだが、今でも識字率が
それほど高くない国、低迷している国も多い。開発途上国、
とくに開発が遅れている後発開発途上国で識字率が低迷し
ており、なかでもニジェールやチャド、南スーダンなどア
フリカの後発開発途上国の識字率は低い（総務省統計局
2021）。

おおまかにいうと識字率が低迷している地域は、経済発
展が遅れていたり、独裁や戦争・紛争などで民主主義が定
着していなかったり、教育制度があまり整備されておらず
学校が不足していたりする地域である。つまり、近代的な
諸制度が十分に普及・定着していない地域である。ただ、
それでもここ半世紀の間、世界全体の識字率はゆるやかに
上昇し続けていることも付言しておこう。

現代の生活で読み書きができなければ、なにかと不便で
ある。読み書きができなければ、公共サービスが利用しづ
らかったり、アクセスできる知識や情報が限られたり、職
業選択の範囲が狭くなったりと、現代の生活ではさまざま
な制約や不利益をこうむらざるをえない。読み書きは、さ
まざまなサービス、情報、技能にアクセスするための基礎

的な技能になっている。読み書きを身につけることによっ
て可能な⾏為の選択肢が増え、「当人が選べる生き方の幅」
が広がることにつながる。

読み書きの習熟はそれほど容易ではない
人間を他の動物から区別する指標として、言語の使用が

挙げられることが多い。もっとも、人間以外の霊長類も言
語の使用能⼒が皆無ではないので厳密な指標ではないが、
それでも高度で複雑な言語を使うことは人間の特徴である。
人間の脳と言語とは、100 万年以上の期間をかけて共に進
化してきたのであり、その結果、言語の処理を司る領野が
人間の脳にはそなわっている。しかし文字はそうではない。
文字は――ごく初歩的な絵文字的記号は除くとして――せ
いぜい数千年程度の歴史しかない。文字の歴史は浅く、人
間の脳には文字を読むための専門領域がそなわっていない。
結局、人間は既存の脳の領野（視覚野、39 野・40 野、ブロー
カ野など）を複合的に用いて、どうにか読み書きしている
にすぎない。文字情報の処理は、いうなれば脳に結構な負
荷がかかることであり、人間にとって文字は必ずしも使い
勝手のよい技術ではなさそうである。

実際、読み書きの習得には時間と労⼒がかかるものだ。
主に学校教育を通して、人は読み書きができるようになっ
ていくが、現在でも学校教育の中心的目標のひとつは、自
国語および他国語の読み書きに習熟することである。試験
にも自国語および他国語の読み書きの能⼒をはかるものが
多い。文章を速く正確に読んだり、文字や綴りを間違えず
に書いたりすることはさほど容易ではなく、そのためには
長年の教育と訓練が必要である。アルファベットは字数の
多い漢字よりも習得が容易であるという話が今でもあるが、
アルファベットは綴りを覚えなくてはならないので、アル
ファベットであろうと漢字であろうと、読み書きの習得に
は苦労するものである。

また、識字率の表面的な調査にはあらわれないが、基礎
的な読み書きはできるものの高度な読解ができない人々が
かなりいることが、とりわけ 1980 年以降、先進国内で問
題になってきた。高度な読解とは、文字が読めるだけでは
なく文脈に照らして文意が理解できる、少し複雑な文章が
読みこなせるといったことである。今や先進国では文字と
は無縁な人、読み書きを学ぶ機会が全くなかった人、つま
り完全な非識字者はごくまれである。しかし読み書きの習
熟には至っていない人が少なくない。それはたとえば
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SNS における文章の惨状や、そこで誤読によるトラブル
が絶えないことを見ればすぐにわかることであろう。

読むことの習得の困難が顕著にあらわれているのが「読
字障害」（dyslexia）である。それは正常な視⼒をもち、
一つ一つの文字は正しく知覚できるのに、文字で書かれた
文章を正確に読めないという障害である（酒井 2002: 188）。
読字障害は決して珍しい障害ではなく、欧米では全人口の
5％から 10％の人に読字障害の可能性があるという。この
障害を社会的次元で捉えるならば、社会の急速な識字化に
誰もが適応できているわけではないことを示しているだろ
う。翻って考えれば、今日の社会が読み書きの能⼒を重視
しすぎているのかもしれない。

帝国的な社会と文字
万人が読み書きを習得するのが望ましいと考えられるよ

うになったのは、近代に入ってからである。歴史を振り返っ
てみれば、そもそも文字をもたない社会も多かった。帝国
のように地理的に広⼤で、階層的な構造をもつ社会におい
ても、文字を使わない場合があった。たとえばインカ帝国
は、キープと呼ばれる計数手段はあっても文字はなかった
し、初期のモンゴル帝国はあまり文字を使わなかった。反
対に、支配の媒体やアイデンティティの拠り所として、文
字を十分に活用した帝国もある。漢字を用いた中華帝国や、
アラビア文字を用いたイスラームの諸帝国がそうである。

コミュニケーションの範囲が対面的な相識関係を⼤幅に
超えない程度の、小規模な共同体ではもちろんのこと、帝
国のような⼤規模な社会ですら、文字の使用は必然ではな
かった。とはいえ、帝国的な社会がしばしば文字を支配の
媒体として用いたのも事実である。当初は文字をあまり
使っていなかったモンゴル帝国も、勢⼒の拡⼤にともなっ
てウイグル文字を採用し、さらにそれに手を加えたモンゴ
ル文字を使うようになっていった。一般的に帝国的な社会
のもとでは、文字が使えたのは一部の人々であったし、⼤
部分の人々は文字とは無縁な生活を送っていた。帝国では
法が成文法として記されたり、支配を正統化するような神
話や歴史が書かれて編纂されたり、文書による⾏政がなさ
れたりした。

なかでも注目すべき帝国的な文字は漢字である。20 世
紀の中国ではさまざまな漢字廃止論が唱えられたが、それ
でも漢字の使用は全く廃れなかった。中国における漢字使
用の継続性・根強さは特筆に値するが、その要因のひとつ
は漢字と集権的権⼒との結びつきに求められるだろう。漢
字の原型とされる甲骨文字は殷の王権のもとで発展したし、
秦の始皇帝のもとで漢字の字体や用字法が統一された。そ
の後の科挙にも窺えるように、集権的権⼒は字体の規範に
関与した。20 世紀の中国における漢字の簡略化（簡体字化）
も、強⼒な政府の主導により推進された。中華帝国および
中国の強⼤な権⼒と漢字とは、相互に支え合うような相補
的な関係にあったように思われる。

他方、「アルファベット」もまた漢字と同様、紀元前に
形成された文字である。古代エジプトのヒエログリフから
シナイ文字が生まれたが、シナイ文字をもとにフェニキア
文字ができた。フェニキア文字は子音を表記する表音文字
である。フェニキア文字は地中海東部でおもに交易を通じ
て広がり、帝国のような集権的権⼒の域外でも使われる傾
向があった。そして、フェニキア文字からは母音をも表記
するギリシア文字が作られ、ギリシア文字からは（イタリ
ア地方のエトルリア文字を介して）ラテン文字が作られた。
われわれが「アルファベット」として想像するのは、たい
ていこのラテン文字である。ラテン文字は、ローマ帝国の
拡⼤とともにヨーロッパ各地（とくに西ヨーロッパ）に広
まっていったが、帝国の権⼒が衰えた後も使われ続けた。
アルファベットが、特定の（帝国のような）集権的権⼒と
必ずしも強固に結びついていなかったことは、中華帝国と
漢字との緊密な結びつきとは対照的であるように思われる。

印刷技術についても手短に触れておこう。文字（で書か
れた書物）は、印刷技術によって⼤量に生産され拡散され
ることが可能になったが、ユーラシアの東西（東アジアと
ヨーロッパ）で、印刷技術と権⼒との結びつき方が異なっ
たのである。東アジアにおける木版印刷術は、少なくとも
当初は集権的権⼒の周囲で用いられるにとどまった。それ
に対して、15 世紀ヨーロッパでグーテンベルクが発明し
た活版印刷術は、発明の当初から特定の権⼒によって独占
的に用いられたのではない。活版印刷術による出版は、さ
まざまな宗教的・政治的権⼒と関わりながらも、営利追求
活動を展開したのだった。活版印刷術はその発端から、初
期の資本主義的な活動のなかで用いられ、聖書をはじめさ
まざまな書物が広く普及するとともに、ヨーロッパ各地で
出版市場を形成していった。

宗教と文字
宗教はしばしば文字で記された聖なるテクスト（聖典）

を信仰の拠り所とするので、文字は宗教とも密接な関係を
結んできた。もっとも顕著なのは、アラビア文字とイスラー
ム教との関係であろう。言うまでもなく、アラビア文字は
聖典クルアーンを記す文字である。アラビア文字は、フェ
ニキア文字・アラム文字の系統に属するが、イスラーム教
が誕生した 7 世紀頃に整えられた文字である。イスラーム
教は軍事的征服をともないながら広がり、同時にアラビア
文字も広まっていった。イスラーム教が広まらなければ、
アラビア文字もさして広まらなかったであろう。

イスラーム教ではクルアーンの翻訳には否定的・消極的
であり、「翻訳された」クルアーンはせいぜいクルアーン
の註釈にすぎないとされる。イスラーム教は、アラビア語
とアラビア文字に密着した宗教であり、それ以外の言語や
文字で聖典を読むことは重要性の点で劣ることとみなされ
る。特定の文字と宗教との密着という点では、たとえばキ
リスト教や仏教よりも、イスラーム教において目立ってい
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る。アラビア文字の使用者は今も非常に多いが、この文字
はクルアーンや宗教生活から完全に切り離されるものでは
なく、究極的にはイスラームという宗教共同体（ウンマ）
を中心としている文字といえよう。また、アラビア文字は
子音表記を中心とする文字であり、母音が必ずしも明示さ
れないことは、子音も母音も等しく表記するアルファベッ
トに比べて、あえて言えばこの文字がいささか閉鎖的な性
格をとどめていることを示している。

D・ディリンジャーは、「アルファベットは宗教の後を
追う（Alphabet follows religion）」と述べたが、アルファ
ベットに限らず、文字は宗教の伝播に随伴するものであっ
た。ブラフミー文字を祖とするインド系の文字は東南アジ
アへと伝わり、それをもとにビルマ文字、クメール文字、
タイ文字、ラオ文字（ラオス文字）などが作られた。東南
アジアは――中華帝国と漢字・漢文の影響が強かったベト
ナムを除いて――いわば「梵字世界」を形成することになっ
た。こうしたインド系の文字の東南アジアへの伝播は、東
南アジアへの仏教（上座部仏教）の伝来と無関係ではない
と考えられる。ただ、仏教誕生の地のインドでは、仏教徒
は少数派にとどまる一方で、さまざまなインド系文字が使
われていることからもわかるように、仏教とインド系文字
との結びつきは強固なものではない。

ところで、パキスタンで話されているウルドゥー語と、
インドで話されているヒンディー語とはよく似ている。だ
がイスラーム教が主流のパキスタンではアラビア系文字が
使われており、ヒンドゥー教が主流のインドではインド系
文字が使われている。つまり話されている言葉はほとんど
同じなのに、宗教も文字も異なるのである。

東欧を見れば、セルビアとクロアチアではほとんど同じ
言語が話されているのに、正教会が強かったセルビアでは
キリル文字、カトリックが主流のクロアチアではラテン文
字が使われている。F・クルマスは「文字使用の境界線は、
信仰の境界線と概ね一致している」（Coulmas 2003=2014: 
230）と述べたが、そのような一面はたしかにあるのだろう。
東方正教が信仰の主流であるブルガリアではキリル文字が、
カトリックが主に信仰されていたポーランドやチェコでは
ラテン文字が使われている。世俗化が進んだ現代において
も、使われている文字には宗教的な歴史や背景が絡んでい
る。

近代世界における識字化とラテン文字化
文字は各国語の形成にも⼤きく寄与した。ダンテが北イ

タリアで『俗語論（De Vulgari Eloquentia）』を記したの
は 14 世紀初頭だが、それ以降、文字による表記を獲得し
たさまざまな俗語が地位を高めていった。俗語とはヨー
ロッパにおいては、ラテン語――ヨーロッパにおけるいわ
ば帝国的な言語――との対比で「俗なる言語」ということ
である。俗語が文字によって書かれ、それが印刷されて広
まり、俗語の統語的な規範を示す文法書が記されるように

なるなどして、その俗語は国家語の下地となっていった。
文字がなければ各国語（国家語）の形成はおよそ不可能で
あったはずだ。

さて、読み書き能⼒が万人に求められるようになるのは、
近代化という社会変動の趨勢においてである。宗教改革の
なかで誰もが聖書を自ら読むべきであるという考え方が生
まれたが、実際に数多の人々が読む能⼒を身につけていっ
たのは、宗教改革からずいぶん後のことである。ヨーロッ
パの国々で識字率が著しく上昇したのは 19 世紀である

（Vincent 2000=2011）。つまり産業化が進⾏し、ナショナ
リズムが勃興し、国民国家という制度が定着していく時期
である。それぞれの国内の共通語としての国家語の教育、
新聞や書物等の普及などを通じて識字率は上昇していった。
読み書き能⼒を前提とするような労働、肉体的ではなくい
わば意味的な労働もしだいに増加した。
「⼤航海時代」を皮切りに、ヨーロッパ（とくに西欧）

が世界各地に進出していったことはよく知られている。西
欧のさまざまな制度文物とともに、ラテン文字も世界各地
に進出していった。北米や南米ではラテン文字が広まった。
ベトナムでは、17 世紀頃からカトリックの宣教師たちが
ラテン文字を一部改変してベトナム語を表記したが、それ
が後にクオックグーとなった。インドネシア、マレーシア、
フィリピンなど東南アジアの島嶼部の国々でも、現在では

ヨーロッパ の女性の非識字率 1800–1914 年（Vincent 2000=2011）

ヨーロッパ の男性の非識字率 1800–1914 年（Vincent 2000=2011）



（4）

連載　人間・環境学への招待（4）「文明の歴史」

ラテン文字が使われている。トルコでは 1928 年にムスタ
ファ・ケマルが、アラビア文字を廃止してラテン文字を採
用した。かつてイギリスの植民地であったオーストラリア
もラテン文字を用いている。今でもアラビア文字、インド
系文字、キリル文字が広く使われているのは見逃せない事
実であるが、近現代世界でラテン文字（アルファベット）
はグローバル化し、世界標準化したとさえ言えるだろう。

そのような状況下で今でも漢字を主要な文字として使い
続けているのは、中国と台湾と日本だけである。かつて「漢
字文化圏」に属していた朝鮮や韓国やベトナムでは、漢字
の使用をほぼ廃止した。漢字の「本場」である中国が漢字
を使い続けていることはともかく、日本ではひらがなとカ
タカナという独自の文字がありながら、漢字が使われ続け
ている。日本語の文章は漢字かな交じり文で綴られる。そ
れどころかアルファベットが交じっても許容されるように、
日本における文字使用は混成的である。

そして、いささか誇張されてきたきらいがあるとはいえ、
日本の識字率は（おそらく近代以前から）比較的高かった。
中国では、中華人民共和国が建国された時、読み書きがほ
とんどできない人が全人口の 8 割以上もいた（阿辻 1999: 
7）。同時期の日本では、非識字者はわずか 2.1％であった

（1948 年「日本人の読み書き能⼒調査」）。これらの数値に
疑問の余地があるとしても、両国の識字率の差が歴然とし
ていたことはわかる。漢字・漢文を使いこなすことは、長
らくエリートやサブ・エリートの所作であったが、日本に
おけるかなの使用には、それをいささかはみ出していく部
分があったのかもしれない。今後の課題は多いものの、文

字は文明社会の変容や多様性を見ていく鍵になる。
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大航海時代は文明史上どのような意味を持つのか
合田　昌史

1．大航海時代とはなにか。
タイトルに掲げた問いに答える前に、「⼤航海時代」の

定義にふれる必要があるでしょう。南蛮・紅毛が活躍した
この時代の呼称は日本発です。欧米では「（地理的）発見
の時代」と呼ばれていたのですが、1960 年代前半、「発見」
という言葉にこめられたユーロセントリズムを克服するた
めに導入されました。その契機となったのは、西欧人によ
る非西洋世界への航海記等の日本語訳シリーズ『⼤航海時
代叢書』（岩波書店）の編纂・刊⾏でした。今日、この呼
称は多くの書籍論文のなかで用いられるばかりか、オンラ
イン化されたシミュレーションゲームのタイトルにも採用
されており、我が国のみならず韓国でも定着しました。

ただ、「⼤航海時代」には内陸部の踏査検分が含まれな
いこと、そして初期の「地理的発見」においては「⼤航海」
と呼べない航海がほとんどであったことから、近年、欧米
では「海上拡⼤の時代」を意味する用語がよく使われてい
ます。
「⼤航海」をかりに「陸標を見ない、途中で上陸補給を

しない、ひとつながりの外洋航海」とするならば、⼤航海
時代はコロンブスの登場する 15 世紀末からですが、私を
含む多くの研究者は、「海上拡⼤の時代」は 15 世紀初頭か
ら始まった、と考えています。⼤航海時代のおわりについ
ては確たる定説はありません。『⼤航海時代叢書』では 17
世紀半ばとされていますが、「海上拡⼤の時代」は 18 世紀
まで続くとする説もあります。ここでは、1415 年から
1480 年頃までのポルトガル人が先⾏する時期を海上拡⼤
の時代初期、1480 年頃から 16 世紀末までのスペインがポ
ルトガルと競合した時期を海上拡⼤の時代中期、16 世紀
末以降のオランダ・イギリスが台頭した時期を海上拡⼤の
時代後期とします。

2．「グローバル化の第一波」
さて、冒頭の問いにもどりましょう。ごくありふれた答

え方としてあげられるのは、⼤航海時代は「グローバル化
の第一波」であったというものでしょう。アメリカの「発
見」、海路によるアジア・アフリカ・アメリカの連結、ア
メリカ・日本銀の流通による世界経済の一体化は、近代世
界の黎明をつげる現象と見なされてきました。20 世紀末
からのグローバル化を第三波、19 世紀末のイギリスを中
心としたグローバル化を第二波とする見方を前提としてい

ますが、第一波に関しては、モンゴル帝国が覇権を握った
13 世紀に遡るとする説や、中国からインド・アラビア半島・
東アフリカまで海上交易でつながり、ノルマン人が北米に
到達した西暦 1000 年頃に起こったとする説さえ提示され
ています。

3．「コロンブスの交換」
新型コロナ禍のなかで思い起こされるのは、アメリカの

歴史家アルフレッド・クロスビーの『コロンブスの交換』
（1972）です。クロスビーによると、⼤航海時代、新旧両
世界間で人・動物・植物・鉄器・火器・病原菌の⼤交流が
おこり、旧世界から伝来した天然痘・チフスなどの疫病に
より免疫のないアメリカ先住民人口の壊滅的減少という空
前の悲劇を招きました。スペインによるアステカやインカ
の征服が成功したのは、主として病原菌のせいだとされま
す。他方で、アメリカ原産のトウモロコシやジャガイモな

1538 年メキシコの天然痘流⾏『テレリアノ・レメンシス絵文書
（1560 年代前半）』より
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どのおかげで 19 世紀の世界的人口爆発が可能となった、
といいます。

クロスビーのいわば生態学的・環境史的な視点は、文明
史家ウィリアム・マクニール（1976）、生理学者ジャレド・
ダイアモンド（1997）、ジャーナリストのチャールズ・マ
ン（2011）らによって引き継がれています。ただし、これ
はアカデミズムにおいて傍流扱いをされてきました。『コ
ロンブスの交換』には邦訳がありません。主流とみなされ
てきたのはマクロな経済史的な視点にたつ学説です。

4．「近代世界システム」
アメリカの社会学者イマニュエル・ウォーラーステイン

の『近代世界システムⅠ』（1974）は、⼤航海時代の位置
づけに関して通説を担ってきました。ウォーラーステイン
によると、ヨーロッパは「中世末の危機」を解決するため
に地理的に拡⼤したのであり、この対外進出が成功し、ヨー
ロッパ世界経済が成立した。この世界経済は中核・辺境・
半辺境の三層からなり、互いに補完的な分業体制をなす。
自由な労働⼒による西欧諸国が中核となり、辺境の東欧（再
販農奴制）とスペイン領アメリカ（エンコミエンダ）、半
辺境の地中海地域（分益小作制）から余剰を吸い上げる。
やがて西欧諸国間で競争が激化し、一六四〇年頃までにイ
ギリスとオランダが中核に登りつめた、と。

川北稔氏による邦訳出版の頃、⼤航海時代史研究を志し
はじめた私にとって、南北問題が構造化された現代世界の
起源は 500 年前の⼤航海時代にある、という考え方は新鮮
でした。当時、産業革命以前の西洋史に研究の意義を認め
ない一部の歴史家たちに対して、前近代史の研究者らが有
効な反論を用意できていないように見えていたのです。
ウォーラーステイン説は細部の実証性や西洋中心史観が問
題視され、様々な批判を被りましたが、フェルナン・ブロー
デル流の長期的なパースペクティブのなかで事象をとらえ
る視点は、現在でも魅⼒を失わず、引用され続けています。

5．「長篠合戦の世界史」
1980 年代後半以降、⼤航海時代のとらえ方にあらたな

視点をもたらしたのは、軍事史研究の進展でした。かつて
日本の西洋史研究の現場では、地政学的な視点を持つ研究
や軍事面に焦点をあてる研究をタブー視する傾向がありま
したが、マイケル・ロバーツが提唱しジェフリー・パーカー
によって流布された「軍事革命」論は、それを打破するイ
ンパクトを斯界に与えました。パーカーの『軍事革命と西
洋の勃興 1500–1800 年』（1988）は、邦訳『長篠合戦の世
界史』（1995）の出版で我が国でも評判となりました。

軍事革命とは、16 世紀のヨーロッパで生じた軍事技術
上の革新、とくに火器による包囲戦とそれに対抗するイタ
リア式築城術による城郭（低く分厚い城壁で守られ、城壁
に張り付く敵に十字砲火を浴びせられる稜堡を備えた星形

要塞）の普及、軍隊の規模の⾶躍的拡⼤、その政治的社会
的影響を総合的に説明する概念で、ヨーロッパのみならず
アジアやアフリカにおける新たな政治秩序の形成を促した
とする点で様々な議論を呼びました。

⼤航海時代の文脈において重要なのは、帆船に舷側砲が
搭載され艦砲斉射が可能となったことでしょう。強化され
た海軍⼒は、戦略上交易上の要地におかれた商館＝要塞と
リンクすることで、非ヨーロッパ世界における優位性を
ヨーロッパ、とくにポルトガルやオランダに与えた、と考
えられています。

6．「財政＝軍事国家」論
しかし、イタリア式築城術による城郭にせよ、⼤砲を満

載した軍船にせよ、調達には莫⼤な費用が必要で、財政に
⼤きな負担がかかります。1989 年に歴史家ジョン・ブリュ
アが提唱した「財政＝軍事国家」論によると、イギリスは
対外進出でポルトガル・スペイン・オランダの後塵を拝し
ていたが、⼤国フランスとの「第 2 次百年戦争」を勝ち抜
き、ヨーロッパ内外で覇権を確立することに成功した。そ
の要因は、国債の増発・ロンドン証券市場の成立・効率的
な徴税機構によって、膨⼤な軍事費をまかなえたことにあ
る。戦勝は経済活動をさらに発展させ国債の信用を向上さ
せるという好循環を生んだ、というのです。「財政＝軍事
国家」論は勝ち組の変遷を説明するうえで有効であり、「軍

船首に砲門が開かれた帆船　15 世紀写本挿絵より
フランス国立図書館 Ms fr 2829 f.32v
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事革命」論を吸収するかのような勢いがあります。とはい
え、主要な論点は 17 世紀末～ 19 世紀初頭に及んでおり、
⼤航海時代の位置づけに直接寄与するとは言えません。

7．「宇宙大航海時代」
近年、私は経済史的あるいは財政史的な視点に立つ⼤航

海時代のとらえ方には限界があると考えるようになりまし
た。2018 ～ 2021 年、私は JAXA（宇宙航空研究開発機構）
の会議に招聘され、その考えを確認する機会を得ました。
宇宙開発と歴史学は縁遠いように思えますが、JAXAは「宇
宙⼤航海時代」という概念をもうけ、初期段階にある現代
の宇宙開発が⼤航海時代となんらかの類似性があるかどう
か、あるいは⼤航海時代の事象から学ぶべきことがあるか
どうかについて、歴史家と語り合おうと考えたのです。招
聘された歴史家は、キリシタン史の浅見雅一氏、川村信三
氏、スペイン中近世史の関哲⾏氏、ポルトガル近世史の私
の 4 名です。

私は当初、理系のエリートたちとの対話はかみ合わない
のではないかと危惧していましたが、何度か会議を重ねる
うちに、現代の宇宙開発と⼤航海時代の間にいくつか類似
点があることが確認できました。ひとつは国家事業と私的
事業が並立しているという点です。周知のように、宇宙開
発は第二次⼤戦後、アメリカとソ連による国家の威信をか
けた事業として加速的に展開されましたが、冷戦終結後は
民営化への流れが生まれ、近年「スペース X」社などのベ
ンチャー企業が次々と立ち上げられています。中世末のポ
ルトガルは、国家の命運をかけたモロッコのセウタ（現ス
ペイン領）への遠征で⼤航海時代を先駆けましたが、⼤西
洋沿岸への航海事業では「民活」に依存していました。後
続のスペインでも、コロンブスの航海は国家事業でしたが、
コルテスやピサロらコンキスタドーレスたちはいわば手弁
当で一族郎党を率いて海を渡りました。

もうひとつの類似点は動機付けに関わります。⼤航海も
宇宙⾶⾏も危険な事業です。宇宙⾶⾏⼠の死亡率は約 5％
だそうです。16 世紀の喜望峰航路によるヨーロッパ・イ
ンド間の航海の難破率は約 8％でした。船が沈まなくても
壊血病で命を落とす航海者も珍しくありませんでした。何
のために命をかけた冒険にのりだすのか。いずれの場合も
⼤赤字覚悟の国家事業はともかく、私的事業体あるいは国
家事業に参画する私人としては、一攫千金の経済的動議付
けがありそうに見えます。

しかし、一部の宇宙ビジネスに収益が見込めるように
なったのは、つい 10 年ほど前からです。⼤航海時代の経
済的動機付けは、アジアの物産（香料・生糸・磁器）や金
銀への欲求などいろいろと挙げられています。もちろん、
軽視はできませんが、過度に評価するべきではないでしょ
う。実際、ポルトガルの対外進出は、奴隷貿易など一部の
私的事業で利益があがるまでにおよそ 30 年、金・香料貿
易などで国家の財政を潤すほどとなるまでに、そこからさ

らに 30 年以上の歳月を要しました。このようなタイムラ
グは⼤航海時代初期において経済外的要因が強く働いてい
たことを示唆しています。

では、⼤航海時代の経済外的要因とは具体的にどのよう
なものだったのでしょうか。

8．「ステイタス」を求めて
ヨーロッパの一部の国々には今も身分社会が残っており、

貴族と王室も維持されていますが、かつてのような影響⼒
はありません。⼤航海時代においては、身分の壁は厚く高
く、乗り越えがたいものでしたが、同じ貴族層といっても
爵位を持つ高位貴族と下級貴族の差異は明白でした。身分
の壁あるいは身分内の差異を克服すること、すなわちステ
イタス向上への欲求が⼤航海時代における経済外的要因の
ひとつです。以下、⼤航海時代を代表する航海者、マゼラ
ンの事例をとりあげます。

ポルトガルの下級貴族マゼラン（フェルナン・デ・マガ
リャンイス）は 1480 年頃、北部内陸部のポンテ・ダ・バ
ルカあるいはポルトガル第二の都市ポルトの出身で、10
代のある時期に国王ジョアン 2 世の妃レオノールの宮廷に
入り、小姓として奉職しながら養育を受けました。のちに
次の国王マヌエル 1 世のもとで 1505 ～ 12 年頃、インド・
東アフリカ・東南アジアの沿岸各地で軍人として転戦しま
したが、帰国後、奉職の対価である廷臣手当の増額や年金
の下賜がなされた形跡はありません。このころの一部下級

サンティアゴ騎⼠修道会の徽章を身につけたマゼラン
（マドリード海事博物館）
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貴族は国王に抱え込まれる存在となっており、月給の廷臣
手当や年金の額は経済的な意味合いばかりでなく、ステイ
タスの指標ともなっていました。17 世紀の歴史家マヌエ
ル・デ・ファリア・イ・ソウザは「5 レアルの加増は多⼤
なる等級の加増に等しい」と述べています。

1513 年 8 月、マゼランは弟ディオゴとともに武器・軍
馬を自弁して今度はモロッコのアザモール遠征に参画しま
した。戦いのなかで膝に傷を負い馬を失ったマゼランは廷
臣手当の加増百レアル（現給の 8％に相当）を国王に要求
しましたが、マゼランを嫌っていたマヌエルはこれを退け
ました。その後もマゼランは廷臣手当の加増を求め、やは
り拒否されたため、忠誠替えの許可をえて王宮を去りまし
た。

マゼランが隣国のセビーリャに姿を現したのは 1517 年
10 月、同年末頃までにセビーリャ在住のポルトガル人ディ
オゴ・バルボザの娘ベアトリスと結婚しました。バルボザ
はポルトガル随一の⼤貴族ブラガンサ家の庇護下にあり、
マゼランの受け入れ役を担った人物です。セビーリャ王宮
と造船所の長官代理および市参事会員という要職にあり、
サンティアゴ騎⼠修道会の受領騎⼠でした。受領騎⼠は騎
⼠より上位で騎⼠修道会の地所を受領されました。

騎⼠修道会の所領はイベリア半島南部に集中していたた
め、北部出身のマゼランは母国で騎⼠修道会と縁が無かっ
たのですが、スペインに移った後、権威最上のサンティア
ゴ騎⼠修道会の一員となり、まもなく同会の受領騎⼠に昇
格しました。同会受領騎⼠であった義父バルボザとの関係
も影響しているでしょうが、それ以上に重要なのは、西回
りアジア航路「発見」を託された艦隊の総司令に相応しい
格付けとしての意味です。総司令は渡来先でスペイン王の
代理として現地権⼒と交渉する権限が与えられていました。
マゼラン隊の航跡を辿った遠征隊の総司令ガルシア・ホフ
レ・デ・ロアイサもホスピタル騎⼠修道会の受領騎⼠でし
た。

新⼤陸進出の牽引者たちの間にも騎⼠修道会員の姿があ
ります。コロンブスの後を継いで第二代インディアス総督
となるフランシスコ・フェルナンデス・デ・ボバディージャ
はカラトラバ騎⼠修道会の受領騎⼠、その後継総督ニコラ
ス・デ・オバンドも、アルカンタラ騎⼠修道会の受領騎⼠
でした。ポルトガルでも同様に、ヴァスコ・ダ・ガマは最
初のインド遠征隊総司令に任命される前にサンティアゴ騎
⼠修道会（スペインと同名ながら別組織）の受領騎⼠に昇
格されていました。ガマ以降のインド遠征隊と海外領諸拠
点の要職は騎⼠修道会員によって占められていました。十
字軍時代の遺物とも言うべき騎⼠修道会が海上拡⼤の器と
して機能していたという事実は、⼤航海時代に中世的心性
が残存していたことを示唆しています。

9．「世界分割」と「世界布教」
海上拡⼤にいかなる動機付けがあったにせよ、それが拡

⼤の対象とされた側の権利を侵すことになることは明白で
した。海上拡⼤初期ポルトガルの年代記家アズララは、西
アフリカで奴隷狩り・奴隷貿易の対象となった人々に同情
の言葉を述べながらも、キリスト教への強制改宗によって
彼らの魂が救済されることを強調しました。海上拡⼤には
正当化の論理が求められたのです。1452 ～ 56 年、教皇庁
はアフリカ西岸からインドに至るまでの地域を征服予定領
域としてポルトガル王に「贈与」しました。その対価は布
教活動への支援で、これがいわゆる「（海外）布教保護権」
の原型となりました。

スペイン王のためにコロンブスがカリブ海域に達する航
海に成功すると、1493 年今度はスペインに同様の「贈与」
がなされ、⼤西洋上に引かれた分界線の西側がスペインの
征服予定領域とされました。これに抗議したポルトガルと
の間で翌年トルデシーリャス条約が結ばれ、分界線が西へ
移動したことはよく知られています。しかし、二国間条約
に第三国をしばる効⼒はありません。この条約が意味する
ところは、両国に与えられた「贈与」の教皇勅書の国際法
的権威を認め合ったうえでの微調整です。

両王権に与えられた教皇勅書は、非キリスト教世界の支
配権が神からキリスト・ペテロを経て歴代教皇に伝わった
とする「教皇権至上主義」に立脚していました。13 世紀
のホスティエンシスに代表されるこの立場は、中世末の知
識人らの間で少数派となっていたのですが、教会⼤分裂や
公会議主義の台頭に直面し、オスマン帝国の圧⼒に危機感
を募らせた教皇らはこの立場に回帰しました。
「世界分割」と「世界布教」の理念は表裏一体となって

地球の反対側に及びました。16 世紀末～ 17 世紀初頭、ポ
ルトガル王の支援を受けたイエズス会⼠とスペイン王の支
援を受けた托鉢修道会⼠は分界と布教保護権を念頭に日本
布教を争うこととなりました。一部の研究者らは、このよ
うな海上拡⼤の有り様が近世日本の国家意識を変革させた
とする「イベリア ･ インパクト」論を展開しています。

私は四国の地方都市に生まれました。幼少時、西洋コン
プレックスの強かった両親は私をカトリック系の幼稚園に
入れました。マイクロバスで連れられた幼稚園の敷地には
聖母子像をいだく教会堂があり、そこにはスペイン人神父
が勤務していました。日曜日、園児たちは神父から英語を
教わりました。これが私と西洋との遭遇でした。人口たか
だか 4 万人の町にこのような施設を黒字で維持することは
難しいでしょうが、今もこの幼稚園は存続しています。「世
界分割」の夢は消えても、「世界布教」の理念は生きてい
るのでしょうか。
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グローバリゼーション時代の芸術作品
武田　宙也

1  マンフレッド・B・スティーガー『グローバリゼーション』櫻井公人・櫻井純理・高嶋正晴訳、2010 年、20 頁。
2  ヴァレリー・ハンセン『西暦一〇〇〇年　グローバリゼーションの誕生』赤根洋子訳、文藝春秋、2021 年。
3 Nicolas Bourriaud, Radicant : Pour une esthétique de la globalisation, Denoël, 2009〔ニコラ・ブリオー『ラディカント――グローバ

リゼーションの美学に向けて』武田宙也訳、フィルムアート社、2022 年〕．

芸術は、それが生存の必要とかかわりなくなされる営み
であるという点において、人間を動物から画する、いわば
人間性のあかしであるとしばしばみなされる。また、先史
時代にさかんにつくられた壁画や彫像、さらにはボディペ
インティングや多彩な装飾品などを思い浮かべてみればわ
かるように、それは人類の歴史のかなり初期の段階から⾏
われていたことが推察される活動でもある。先史時代の人
類の営みを「文明」の範疇に含めるべきか否かは議論の余
地があるかもしれないが、ともあれ芸術の歴史は文明（的
なもの）の歴史とおおよそ同程度に古いものであって、そ
の意味においてそれは文明史の一翼を担い続けてきた、と
いうことはできそうである。とはいえ、ここで文明の歴史
を芸術の観点から総ざらいすることは小論の手に余る。代
わりに本稿では、近年の芸術論のいくつかのキーワードを
切り口として、芸術と文明の関係についてささやかな考察
を⾏ってみたい。

グローバリゼーション
いうまでもなく、芸術はそれが生まれ育った場所や地域

と深いかかわりをもつ。たとえばエジプト美術やギリシア
美術、あるいはフランス美術や日本美術といったように、
国名を冠した美術の呼び名がわたしたちにとって一定のな
じみ深さをもつのはこのためである。各国の美術は必然的
に、その国の社会や文化のありよう、つまり文明を反映し
たものとなる。ただし、芸術に限らずあらゆる文化につい
ていえることだが、一般にある国や地域に独自のものとさ
れる文化は、しかしじつは必ずしもその領域の内部だけで
自閉的に発展してきたわけではなく、つねに領域外との接
触にさらされ、ときにそこから予期しない変化を被るかた
ちで形成されてきたものがほとんどである。こうした文化
の相互交流、相互触発は、交通・輸送手段がある程度発達
し交易がさかんになった 16 世紀以降、世界規模での展開
を見せるようになった。それは、以前なら相互に影響を及
ぼしあうことが稀であった、遠く隔たった国や地域同⼠が
緊密なかかわりをもつようになった時代であり、政治・経

済から文化にまでいたるそれら影響の結果が世界規模で、
しかも比較的短期間で顕著になるようになった時代である。
現代的な表現を用いるならば、それは「グローバリゼーショ
ン」の段階に入った時代ということができるかもしれない。

一般にグローバリゼーションといえば、1970 年代から
80 年代にかけて、人やモノの流動性が世界規模でいよい
よ高まった時代に対して使われることが多い。それに対し
てマンフレッド・B・スティーガーは、この「世界化」過
程の起源が必ずしもそこまで新しいものではなく、場合に
よってはもっとずっと古い時代にまでさかのぼれるかもし
れない、と示唆している。実際、スティーガーのように、
この言葉を「世界時間と世界空間を横断した社会関係およ
び意識の拡⼤・強化」1とみなすならば、先に見たような理
由で、その画期を 16 世紀以降の初期近代に見ることにそ
れほど無理はなさそうに思われるし、歴史家のヴァレリー・
ハンセンのように、その起源を⼤航海時代よりさらに前の
西暦 1000 年頃に推定する論者もいる 2。いずれにせよ、こ
のようにある程度広い意味でグローバリゼーションという
言葉を用いるならば、つまり文明史のある時期から顕在化
してきた「世界の圧縮」現象を指してこの語を用いるなら
ば、それは世界規模の文化混交のなかで醸成されてきた各
地の芸術――便宜上国名を冠した名で呼ばれてきたそれ―
―について考えなおす上でも示唆に富むものとなろう。

根をめぐって
キュレーターのニコラ・ブリオーは、2009 年に発表し

た『ラディカント――グローバリゼーションの美学に向け
て』のなかで、まさにグローバリゼーションの時代におけ
る芸術の可能性について論じている 3。ここでブリオーは、
モダニズム芸術の特徴である「ラディカル」な前衛性を、
ラディカルという語の語源（「根を張る」）を参照しつつ、
根に固執するような存在様態――つまり起源や純粋性へと
執拗に回帰しようとする姿勢――と結びつけたうえで、グ
ローバリゼーションの時代によりふさわしい芸術のあり方
として「ラディカント」な存在様態をこれに対置する。ブ
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リオーによれば、ラディカントとは、地面にしっかりと根
を張って直立する樹木と異なる、近接する表面に沿って展
開するつる植物のような存在様態をあらわすものである。
根によって特定の場所に固定される樹木と異なり、あらゆ
る方向に広がり、生長にあわせて自在に根を張りなおすこ
とができるつる植物には、「移民、亡命者、観光客、都市
の放浪者」といった現代的な移動民のありようと通じるも
のがあるという。

ラディカントはそれを受け入れる地面に応じて発育し、
その渦巻きにしたがい、地質の構成要素や表面に適応
する。それはみずからが動きまわる空間の用語に翻訳

0 0

されるのだ 4。

こうして、グローバリゼーションの時代にふさわしい存
在様態は、唯一のアイデンティティ（根）にしばられるも
のではなく、たえざる移動のなかで、その都度動きまわる
空間にあわせてアイデンティティを「翻訳」したり、ある
いは移動のさなかに出会う異他的な要素によってそれを
交
ハイブリッド

雑 化したりするものとなる。ブリオーはさらに、この
地球規模でたえず翻訳や 交

ハイブリッド

雑 化が継起する現代社会を
「グローバルなクレオール化」5 という表現で特徴づけてい
る。クレオールとはもともとカリブ海の植民地生まれの者
を指す言葉だが、言語学では、共有する言語を持たない集
団同⼠がコミュニケーションの必要から生みだした簡略的
な言語（ピジン語）が母語として定着したものをクレオー
ル語と呼ぶ 6。この文脈においてクレオール化とは、一種
の言語的な 交

ハイブリッド

雑 化のことを指すが、たとえばカリブ海フ
ランス領マルティニーク出身の作家エドゥアール・グリッ
サンは、この概念を文化一般にまで拡張適用して、「いつ
の時代にも、随所に、クレオール化の場（文化的混合）が
保持されてきた」7 と述べる。

クレオール化は複数の文化、あるいは、少なくとも複
数の異なった文化の要素を世界のある場所で接触させ、
合⼒の結果として、単なるそれらの要素の総和ないし
は総合からはまったく予測できなかったような、新し
い与件を産出することである 8。

4 Ibid., p. 58〔同書、70 頁〕．
5 Ibid., p. 84〔同書、105 頁〕．
6 以下を参照。今福龍太『クレオール主義』筑摩書房、2003 年、211 頁。
7 エドゥアール・グリッサン『全－世界論』恒川邦夫訳、みすず書房、2000 年、21 頁。
8 同書、32 頁。
9 Okwui Enwezor,"Travel Notes: Living, Working, and Travelling in a Restless World,” in Trade routes : history and geography : 

2nd Johannesburg Biennale 1997, Greater Johannesburg Metropolitan Council, 1997, p. 8.
10 Ibid., p. 9.
11 Okwui Enwezor,»Die black box«，in Documenta 11_Platform 5: Ausstellung : Katalogue, Hatje Cantz, 2002, p. 51.

ブリオーが「グローバルなクレオール化」というときの
クレオール化も、この拡張された意味でのクレオール化、
つまり文化的な異種混交を意味するが、それはグローバリ
ゼーションに関してしばしば指摘されるもうひとつの、い
わば負の側面たる文化の標準化――往々にしてグローバル
な資本の論理に駆動されたそれ――に対する抵抗手段の役
割を果たすだろう。こうしてブリオーは、グローバリゼー
ションの時代における芸術の可能性をそのクレオール性に
見いだすことになる。

クレオール化と暴力
グローバリゼーションを、基本的に冷戦終結後の世界で

顕在化してきた現代的な現象と捉えていたブリオー対して、
ナイジェリア出身のキュレーター、オクウィ・エンヴェゾー
は、現在のグローバリゼーションが、15 世紀半ばからの
西欧諸国や初期の多国籍企業（オランダ東インド会社やイ
ギリス東インド会社）の領土拡張政策に始まる歴史的過程
にはっきりと根ざしていることを指摘する 9。彼によれば、
コロンブスのアメリカ到達はこの政策の本格的な開始を告
げるものであり、それは遠く離れた世界同⼠をつなぐだけ
でなく、そのつながりを利用して経済のグローバルな流動
性や影響⼒を高めることになったという。これ以降、西欧
が繁栄にむかうのと反比例するかのように、アフリカ、ア
ジア、アメリカといった地域は衰退の時代へと入ってゆく。
こうして植民地主義は、西欧の発展のために非西欧地域を
犠牲にすることになったものの、他方でこれ以降加速する
ようになったグローバルな人とモノの移動は、まったく新
しい民族、コミュニティ、文化といったものを生み出しも
した。この時代のグローバリゼーションは、社会、文化的
表現、人種的アイデンティティといったものの複雑な混合
をもたらすことになったのである 10。エンヴェゾーは、こ
の初期近代のグローバリゼーションの結果生じた文化的混
交を、やはりクレオール化という言葉によって説明してい
る。「クレオール社会は、奴隷制度と植民地主義の制度に
までさかのぼるものであり、また近代的主体性と歴史的プ
ロセスが出会う交差点である」11。この意味においてクレ
オール社会は、「世界文化の形成過程」となってきた。「文
化的現実の変容過程」としてのクレオール化は、カリブ海
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地域を発祥としつつも、やがて世界へと広がってゆく。そ
れはまた、現代のグローバリゼーションの弊害たる文化の
均質化に対する抵抗の契機をも秘めている、とエンヴェ
ゾーは考える。

とはいえ、歴史的経緯を参照すれば明らかなように、ク
レオール化を引き起こす要因は必ずしもポジティヴなもの
とは限らない。それはそもそも植民地化という不幸な出来
事に端を発するものであったし、現代でも、グローバルな
人の移動は、（移民や難民のように）自発的というよりも、
むしろ強いられてのものが少なくないだろう。ブリオーは
クレオール化を「接ぎ木」12 にたとえているが、接ぎ木と
は人工的なキメラの創出である。この人工性にかんして南
アフリカ出身のアーティスト、コリン・リチャーズは、接
ぎ木を⾏うためには、接ぎ穂と台木の両者をそもそも人為
的に切断する必要があることを強調している。異なる種同
⼠を接合するためには、それぞれを「トラウマになるくら
い深く切り込む」13 必要がある、と指摘することによって
リチャーズは、クレオール化の起源にひそむ人為性ととも
に、そこで作用する暴⼒の問題に注意を促す。「「差異」に
切り込み「差異」を横断することで「接ぎ木」は、文化の
融合を支える暴⼒と欲望を否定することなく「ハイブリッ
ド性」の言説を強いることになる」14。

ラテンアメリカ、アフリカ、日本の事例から
さてそれでは、ここまで見てきたグローバリゼーション

とクレオール化の議論は、具体的な美術史とどのようにか
かわるだろうか。たとえば 16 世紀から 19 世紀にかけての
ラテンアメリカ美術には、荒々しい「接ぎ木」のあとをはっ
きりと認めることができる。西欧による植民地化からしば
らくたつと、これらの地域では「単純にヨーロッパ的でも
先住民的でもない、「植民地的」なもの」15が形成されてゆ
くのである。今日のメキシコにおいて最も熱心な信仰の対
象となっている褐色の《グアダルーペの聖母》、中南米で
独自の発展をとげたバロック建築、植民地生まれのスペイ
ン人や先住民首長たちが生みだした、先住民の伝統と西欧
文化とのアマルガム的イメージといったものは、ラテンア
メリカ地域の伝統文化にキリスト教をはじめとする西欧文
化が⼤いなる暴⼒とともに移植された結果生まれたもので
ある。それは現代のわたしたちが想像するいわゆる部族美
術（マヤやインカといった先住民の芸術）とルネサンス以

12 Nicolas Bourriaud, Radicant, op. cit., p. 86〔ニコラ・ブリオー『ラディカント』、前掲書、107 頁〕．
.
13 Colin Richards, “Graft,” in Trade routes, op. cit., p. 234.
14 Ibid.
15 岡田裕成『ラテンアメリカ　越境する美術』筑摩書房、2014 年、13 頁。
16 この点については以下に詳しい。川口幸也『アフリカの同時代美術――複数の「かたり」の共存は可能か』明石書店、2011 年。

降の西洋美術、いずれとも⼤いに異なった印象を与える。
実際これらの美術は、その「クレオール」的な出自や外観
から、長らく「正当」な美術史からは無視されてきたが、
グローバリゼーションの枠組みをふまえた美術史再考の気
運が高まるなかで、近年その意義が見直されてきている。

ステレオタイプな部族美術とオーソドックスな西洋美術
のいずれにも属さないことによって美術史の語りからこぼ
れ落ちてきたという点では、アフリカの現代美術をめぐる
状況も示唆に富む 16。アフリカの部族美術は、19 世紀後半
から「プリミティヴ・アート」として西洋で注目を集める
ようになり、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて、同時代
の前衛芸術家たちのインスピレーション源として存在感を
高めてゆく。一方で、20 世紀には宗主国の美術の影響を
受けて、アフリカ各地で従来の部族美術とは異なるスタイ
ルの美術、つまりモダンアートが花開くようになる。先⾏
研究によれば、アフリカにおけるモダンアートの出現は少
なくとも 1920 年代には認めることができ、20 世紀を通じ

サン・フランシスコ聖堂、アカテペク、18 世紀前半
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て各地方で独自の発展をとげてきた 17。だが、アフリカに
求められるのはその「真正」なアイデンティティを表現し
た部族美術のみであり、西洋文明によって「汚染」された
モダンアートではない、という考えが当の西洋を中心に根
強かったこともあり、長らく後者は西洋中心の美術史から
は顧みられてこなかった。この流れが変わり始めるのは、
89 年にフランスのポンピドゥー・センターで⾏われた「⼤
地の魔術師たち」展ではじめてアフリカの同時代美術が取
り上げられて以降である。同展は、取り上げられたのがモ
ダンアートの作家ではなく民衆芸術の作家である点に批判
が寄せられたものの、アフリカに虚構のアイデンティティ
的純粋性を押しつける西洋の欺瞞を問い直すきっかけと
なった点では意義があった。

こうして 90 年代以降、美術の分野でもアフリカのクレ
オール的な側面に注目が集まるようになってゆく。たとえ
ば、ナイジェリア系イギリス人アーティストのインカ・ショ
ニバレの作品は、それをよく体現している 18。1962 年にロ
ンドンでナイジェリア人の両親のもとに生まれたショニバ
レは、イギリスでの美術学校時代、指導教員から「アフリ
カ（人）らしい」作品をつくることをしきりに求められ違
和感を覚えたという。ここから彼は、「アフリカ（人）ら
しさとは何か」という問いをみずからの創作活動の根本に
据えることになる。彼が自作に常用し、作品のトレードマー
クにもなっている「アフリカン・プリント」は、まさにこ
の問いの視覚的表現となっている。アフリカン・プリント
とは、アフリカで一般的に見られるろうけつ染めのテキス
タイルで、そのビビッドな色使いとユニークなデザインは、
いかにもアフリカ的な印象をわたしたちに与える。実際若
いころのショニバレ自身がそうであったように、アフリカ
人のなかにもこのテキスタイルをアフリカ独自のものと考
えている人は多いそうだが、じつはそれは事実とは異なる。

17 Cf. Marshall Ward Mount, African Art; the Years Since 1920, Indiana University Press, 1973.
18 ショニバレについては、前掲の川口の書のほかに以下も参照。正路佐知子「「Yinka Shonibare CBE: Flower Power」初の日本個展　

インカ・ショニバレの姿」ウスビ・サコ／清水貴夫編著『現代アフリカ文化の今――15 の視点から、その現在地を探る』青幻舎、
2020 年。

19 古田亮『日本画とは何だったのか――近代日本画史論』KADOKAWA、2018 年、6 ～ 7 頁。

アフリカン・プリントのルーツはインドネシアの伝統的な
ろうけつ染めの更紗（ジャワ更紗）にある。当地を植民地
にしていたオランダがこれに目をつけ 19 世紀に機械式の
⼤量生産を⾏うようになると、この「ダッチ・ワックス・
プリント」は販路をもとめて（同じくオランダの植民地で
あった）西アフリカ諸国に出回るようになる。やがてアフ
リカの工場でも生産が始まり、現地の好みに合わせてデザ
インが改変されるにつれてこの布は、ジャワ産という起源
が次第に忘れられ、アフリカの特産品として当地に根付い
てゆく。このようにアフリカン・プリントとは、植民地支
配を背景としたグローバルな交易の結果もたらされ、それ
がいまやアフリカのアイデンティティの一部となったとい
う意味で、すぐれてクレオール的な産物ということができ
る。ショニバレの名を世に知らしめることになったのは、
このアフリカン・プリントを使って⼤英帝国時代の紳⼠・
淑女の衣装をつくり、マネキンに着せた一連の作品（イン
スタレーション）であるが、さまざまなポーズのマネキン
たちがつくりだす場面は、観る者を植民地主義の歴史をめ
ぐる省察へといざなうだろう。

クレオールは、近年日本美術史においてもキーワードに
なりつつある。近代日本美術を専門とする美術史家の古田
亮はつぎのように述べる。

日本画とは何かを考えた時に、そもそも中国からの強
い影響によって、古代から変化を遂げながら現象して
きた近世までの日本絵画は、中国絵画に対するクレ
オール絵画であったと言うことができる。［……］そ
して、十九世紀後半、近代化＝西洋化という開花の波
の中で、西洋絵画の圧倒的な影響を受けた日本絵画は、
日本画と洋画という二つのクレオール絵画を生みだし
た、と言うことも可能なのである 19。

もちろん、日本はカリブ海地域やアフリカ諸国のように
他国から植民地化された経験はないため、クレオール化の
経験についても――またその背後にある人為性や暴⼒性の
問題についても――、厳密には同レベルで語ることはでき
ない。ただ、グリッサンやブリオーが世界のクレオール化
を語るときのように、この語をある程度拡張された意味で
捉えるならば、それは日本美術史の語りについても有益な
視座をもたらしてくれるかもしれない。美術批評家の北澤
憲昭は、90 年代の日本画論が、明治以降の日本画のハイ
ブリッド性を強調するあまり、それと対置される江戸時代
以前の日本画を本質主義的に捉えすぎていたとし、ここに

アフリカン・プリント
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クレオールの観点を導入することによって、このハイブ
リッド性を江戸時代以前にまで遡らせることができるので
はないか、と示唆している 20。

グローバルな美術史記述へ
冒頭にも述べたように、芸術の観点から文明史にアプ

ローチしようとすると、どうしても文明と芸術の関係を本
質主義的に捉えがちになる。しかしながら、少なくとも文
明史のある時点から顕著になってくるグローバリゼーショ

20 北澤憲昭「東アジアのなかの日本画、日本画のなかの東アジア」北澤憲昭・古田亮編『日本画の所在――東アジアの視点から』勉
誠出版、2020 年所収、11 ～ 17 頁。

ンや、それに伴う文化の混交（クレオール化）という事象
を意識するならば、美術史についても少なからず違った見
通しが立てられるのではないだろうか。また、こうしたグ
ローバルな⼒学のなかで形成される美術史という見地に立
てば、従来の西洋中心の美術史記述の問題点や、さらには
西洋中心のアートワールドの問題点も見えてこよう。この
真の意味での「世界美術史」記述の試みはいまだ端緒につ
いたばかりであり、それは今後、文明史に対するわたした
ちの見方にも多かれ少なかれ修正を迫ることになるに違い
ない。
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文明と科学あるいは技術
戸田　剛文

概念の曖昧さ
文明と科学の歴史について何かを書いてほしいという依

頼を引き受けては見たものの、私にとってこのテーマには
二つの問題があり、それについてまず書いておきたい。最
初の問題は、どのようなテーマについても言えることだが、
多くの概念は曖昧である。今回の場合、文明という概念自
体が、あまり明確なものではないと思われるし、また科学
という概念もななかなかやっかいである。曖昧であるとい
うことは、逆に言えば、これらの概念をどのように使うか
ということは、筆者の裁量に委ねられていると言っても許
されるかもしれない。

第二の問題は、私にとって第一の問題よりははるかに
やっかいなもので、文明という概念は曖昧ではあるけれど
も、ある程度、発展や衰退といった変化のようなものをそ
こに含んでいるように思われる。しかも発展や衰退という
一種の価値観を要求するようなものを、文明というような
⼤きな観点から語ろうとするならば、必然的に、具体的な、
そして非常に⼤事なものが失われるように思われる。いつ
の時代にも、その時代の文明によってうまくいく人もいれ
ば、その文明のために苦しむ人もいる。だから文明とか科
学技術などについて何か自分の評価を述べるときに、最も
間違いがない言い方は、いい面もあれば悪い面もあるとい
う、読む人が一番うんざりするような答えになる。それで
本論で私は、あえて間違いを犯してみよう。つまり、科学
と文明についての歩みに、なるべく肯定的な評価を与えた
いと思う。

上述したように、文明が何かということは、それ自体必
ずしも明確なものではないように思える。調べてみると、
精神的・物質的な文化や技術を指すとされたり、特に物質
的なものの発展、豊かな状態を指すと言われることもある
ようだ。ただしそういう精神的なものあるいは物質的もの
という単純な二分法をとることはできない。科学や技術の
展開の背後には、その担い手の精神性が深く関わっている
と考えられるからであり、例えば福沢諭吉などもそのこと
を指摘している。しかし、文明の発展と言われるものが、
そのまま精神的なものの発展につながると考えられている
わけではないこともまた確かだ。

というのも、よく失われた高度な文明についての物語が
ある。代表的なものはプラトンのアトランティスなどであ
り、そこでは非常に高度な文明が発達していたとされる。
アトランティスの話は、現代の「アクアマン」なんかにも

出てくるので、聞いたことがある人も多いと思う。また、
宮崎駿の『天空の城ラピュタ』に出てくるラピュタは、と
んでもない科学⼒を持った帝国であり、これもアトラン
ティス的な、高度な文明の描かれ方だと言って良いだろう。

このような優れた科学技術を持った文明は、しばしば滅
ぶものとして描かれている。アトランティスは、高度な文
明を持つ一方で不遜になった人々に対する罰として、そし
てラピュタでは、そのような技術でも克服できない疫病に
よって。こういったモチーフには、常に一つの戒めがある
ように思われる。技術的、物質的にどれほど繁栄したとし
ても、より⼤きな⼒がそれを吹き⾶ばすことがあるのであ
り、自らの限界を知り、謙虚たれ、というわけだ。

科学と真理、科学と科学技術
本学の名誉教授である佐伯啓思氏は、ニーチェやハイデ

ガーの思想に着目しつつ、現代をニヒリズムの時代として
描いた。それは伝統的で絶対的な価値が崩壊した時代であ
り、その虚無に苦しむ時代である。

絶対的な価値に対する不信は、科学においても例外では
ない。近代以降、自然科学は道徳をはじめとする精神科学
に対して最も進んだ学問の典型として捉えられた。自然科
学は、一歩一歩、確実に発展している、世界の真理を解き
明かしていると考えられた。20 世紀前半に⼤きな影響⼒
を振るったウィーン学団を中心とする実証主義は、まさし
く実証された数だけ、真理が増えていくという累積的な科
学観を表したものとも言える。

しかしクーンの『科学革命の構造』は、そういう累積的
な知識体系としての科学観に一石を投じることになった。
クワインなどに見られるホーリズム的な科学観も、現在の
科学が唯一の事実の描写ではないと主張する。これらに
よって真理の書としての科学が否定されたわけではない。
ポパーのように、論理実証主義と戦い、累積的な知識とし
ての科学観を否定しつつも、科学が真理へと向かって進ん
でいると信じて疑わない哲学者もいる。しかし少なくとも
真理の書たる科学の地位は、必ずしも絶対的なものだとは
言えないと言って良い。

アメリカのプラグマティストであるローティは、科学は
事実や真理を明らかにするものであるから価値の問題に
よって妨げられるべきではないという考えを、文化政治と
いう概念――どのような言葉や概念をわれわれが採用する
べきかという問題をめぐる争い――を用いて批判した。科
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学は事実や真理を明らかにするものであるから価値の問題
によって妨げられるべきではないという発想自体が、一つ
の価値の問題であり、その主張もまた文化政治の中で⾏わ
れる立場でしかない。ローティのような立場からすると、
科学が真理に向かって発展しているかどうかも文化政治の
舞台で争われる問題であり、しかもローティからすればそ
れは捨て去るべき選択肢なのかもしれない。

真理の書として科学の地位がどのようなものであれ、あ
るいはホーガンのように科学にこれ以上な⼤きな発展は見
込めないのではないかという疑いは置いておいても、近代
以降の文明において科学技術が極めて⼤きな影響を持って
いることは疑いようがない。真理の書として伝統的な科学
観は、まさしく真理との対応いかんによってその発展が語
られるのだろうが、科学技術の発展は、むしろ有益さに関
わる。科学と科学技術は、しばしばはっきりと区別される。
ポパーなどは科学技術は全体主義的な国家でも発展しうる
が、真の科学は開かれた国でしか発展しないと述べる。C. 
P. スノーは、科学と科学技術を区別することに批判的だが、
科学技術がしばしば彼とは違う立場の知識人によって侮蔑
的に語られると述べている。私はこの文章では両者を特に
区別せずに扱う。

科学技術が現代における影響は多岐にわたる。われわれ
の生活のすみずみまで、それは体を作る組織のように浸透
している。そして、食料問題、医療技術の問題、エネルギー
問題などにおいて、従来の多くの問題を解決してきた。そ
ういう意味で、科学や科学技術の発展は、われわれの文明
のこれまでの発展と強い絆で結ばれてきた。

もちろん、こういった現代の科学技術が、手放しで歓迎

されるようなものではない一面を持っていることも理解し
ている。生命科学およびそれに伴う技術は、寿命を伸ばし
多くの難病を克服し、生殖技術は不妊に悩む人々に希望を
与える。それと表裏一体をなすかのように、それらは社会
問題や倫理的 問題を引き起こしてきた。極端な長寿社会は、
ときとして次世代に⼤きな負担を強いるし、ときには世代
間の分断を引き起こす。生殖技術は、ときとして生命への
デザインなどへの不安を生み出す。地球温暖化現象などを
代表とする環境問題は、しばしば現代の科学技術を用いて
便利さ・豊かさを求めたすぎた結果であるとも言われる極
めて⼤きな問題である。

現代における表現
もう一つの事例をとりあげよう。IT 技術は、以前にも

まして多くの人々がその意見を主張することを可能にして
いる。多くの人が SNS を利用し、そこで発言し、ときに
は国家的な機密（特にその国にとって都合の悪い機密）ま
でが明らかにされることもあるし、またアラブの春に見ら
れるように、SNS によってどのような深刻な問題が起き
ているのかが世界に知らされることもある。一方で、しば
しば顔の見えない多くの人々が、ある特定の人間を攻撃す
ることは社会問題になっている。絶えず社会と繋がってい
るように思える状況が、逆に繋がっていないことに対する
不安を生み出す。自分の顔も相手の顔も見えない状況は、
自分の発言に責任が伴うこと、また発言には自分の個性や
見識が露わになることを人は忘れがちになる。ある意味で
自己表現の場となる所で、人は自己も他者の存在をも希薄
にしてしまう。故意に偽の情報を流すことで敵対する勢⼒
にダメージを与えることもできる。

もう少し、この IT 社会における表現について述べてみ
たい。さきほど述べたように現代では多くの人々が自分の
意見を社会に発信できるようになった。発言の機会におけ
る格差が減少しているという点では、まるで総中流評論家
の時代とでも言えそうな状況である。他者に対するあから
さまな誹謗中傷もその匿名性ゆえに目立つものになってい
るが、多くの人が広く意見を言える状況は、必ずしも表現
の技術を向上させているわけではない。字数の制限なども
あるが、多くの人が意見を述べているほどには多様性は感
じられず、画一的で、感情的でありすぎたり論理性が感じ
られないことも多い。もう一つの特徴的な点としては、現
代は⾏きすぎた正義感の時代でもあるように思われる。悪
意のあるバッシングは論外とはいえ、道徳的に許されない
と感じた出来事に対する批判があまりにも激しい。厳しす
ぎる不文律は、ときとして明文化された規則よりもはるか
に社会を窮屈にするように思われるし、⾏きすぎた正義感
は、神の側に自分がいるという錯覚と⼤差ない。真理を巡
る戦いは、まさしく古来より哲学や科学を戦場としてきた
のだが、絶対的な真理を人が掴めるのかどうかということ
について、多くの思想家たちがそれをもとめつつ極めて慎



（16）

連載　人間・環境学への招待（4）「文明の歴史」

重に探究を進めてきた（ときにはそれを放棄してきた）歴
史的な事実をなかなか学ぶことは難しいようだ。そしてこ
の点にはさらなる問題が背後に控えているかもしれない。
それは、現代が極めて⼤きな格差社会であり、それがこの
ような⾏きすぎた正義感を生み出している可能性があると
いうことだ。現代の社会学者は、社会の不平等さと他人へ
の辛辣さの間に関係があることを指摘している。また情報
にあふれた現代社会は、多くの人々を他者との比較へ容易
に誘う。そしてそういう社会の不平等さを促す一因に、現
代の科学技術（SNS の普及など）があるかもしれない。

ただこういう現代の状況に直面したときに、昔はよかっ
たと考えることはできるかもしれないが、本当にそうかと
言えば私は疑問だ。いつの時代にも問題や困難に直面して
昔は良かったという人はいるだろうし、今の時代が完全に
幸福な時代だと思っている人はほとんどいないだろう。問
題は常にある。一つの問題の解決は新しい問題の扉を開く。
それはむしろ当然のことだと考えるべきだ。

人の善さ
ポパーは、人は賢いが邪だという考えに対して、彼らし

いあまのじゃく精神によって人は善であるが愚かだという
意見に置き換えようとする。もちろん先ほど書いたような
状況では、善意のかけらも見えない状況も多々見られるだ
ろうが、そういった場合でも、向こうにいる人を想像でき
ない愚かさがその良さを妨げていると考えられるかもしれ
ないし、またある特定の個人に対する攻撃は、しばしば愚
かで浅薄な正義感の裏返しのこともあるだろう。そしてし
ばしば取り返しのつかない事件の後である場合もあるが、
そういった問題に対する反省もまた、しばしば現代の科学
技術が可能にした多くの人の発信によって⾏われることも
多々あるのである。もしもわれわれが、特に⼤人が、社会
がよくなっていっているという希望を、さらに将来を担っ
ていくこれからの人がもつことを望むならば（そしてそれ
は望むべきではあると私は信じているが）、さらに多くの
意見をあげる自由を拡⼤していくべきだし、同時により教
育にさらに⼒を注ぐべきだ。われわれは昔からの問題、正
しさとか善さとかといった問題について、より真摯に向か
い合うべきだ。もしかしたら私たちの⾏きすぎた正義感の
背景にあるかもしれない社会の歪みなどについてももっと
共に考えていくべきだろう。

私が希望を感じる人間の善良さの一例をあげよう。20
世紀の畜産技術の⼤きな発展は、アメリカを中心に非常に
効率的な食肉の生産方法を生み出した。それは豊かな食生
活を求める人々の欲望と⼤きな経済的な利益を求める巨⼤
企業の欲望の結晶とも言えるが、それを可能にしているの
は科学技術の発展であることは疑う余地がない。しかし一
方で、この食料供給の方法に歯止めをかけてきたのもまた
人間である。ピーター・シンガーやトム・リーガンといっ
た哲学者の著書などをきっかけに、こういったわれわれの

欲望の中で苦しむ弱き動物たちを救おうという運動が起こ
り、現在にまで続いている。そしてそれは EU を中心に、
少しずつではあるが、多くの国で展開されている。もちろ
んシンガーなどが明らかにしたように、⼤規模な工場畜産
は、そこで利用される動物に対してだけではなく、土壌汚
染、環境汚染といった仕方で、われわれ自身にも悪影響を
なす。しかし、多くの国で動物の福祉が問題になるとき、
まずそこで利用され、殺される動物たちへの共感の眼差し
があるだろう。人間自身に対する不利益もないわけではな
いが、人間に利用される動物自身の利益を考えることなし
には、こういった運動は成り立たない。ときにそれはわれ
われ自身への不利益をも生み出すかもしれない。それでも
そこに問題を見いだすのが人間なのだ。そしてこういった
問題に対する眼は、動物実験や畜産といった目に見える動
物の不利益だけではなく、より⼤きな環境の問題へと拡⼤
していこうとしている。これはたんなる倫理的な問題では
ない。倫理の⼒だけでは、解決には至らない。こういう問
題を解決するのも、また倫理と科学のネットワークなのだ。

新しい科学（そして科学技術）が、新しい問題を、しか
も以前よりも⼤きな問題を生み出しがちだということは誰
も否定しないだろう。実際のところ、すべて解決済みのハ
ンコがわれわれの歴史書に押されることはないし、それが
嘆かわしいことだというわけでもない。新しい問題を解決
しようと、また取り組めば良い。多くの人々の願いのなか
でより基礎的な願いをかなえる――困難を解消する――た
めに、しばしば科学が貢献したことは疑いがない。スノー
の「自分は享受しながら他人がまだ享受していないような
基本的な要求を軽んじてはならない」という言葉をわれわ
れは忘れてはならないだろうし、そのための科学は有⼒な
手段であったし、これからもあるだろう。ただし無条件で
あらゆる技術の開発や科学の研究が認められるべきではな
い。それは市民のチェックを受け続けなければならない。
また科学技術によって生み出された問題のすべてが科学技
術によって解決できるかどうかもわからない。いやあらゆ
る問題は、科学技術だけによって生み出されるわけでもそ
れによって解決されるわけでもないだろう。すべては、先
ほども述べたように、技術と倫理の融合によって解決され
なければならない。それによって文明は少しずつ進んでい
くだろう。

傷の舐め合い
ここで、もう一つ書いておきたい。傷の舐め合いという

言葉は、傷ついたものどうしがお互いにいたわり合うとい
う意味だけでなく、しばしば軽蔑的な意味で用いられる。
それが軽蔑的な意味で用いられるのは弱者への軽蔑の心の
表れであり、また自分が弱者ではない（あるいはそうなり
たくない）という気持ちの現れであろう。それは自分は弱
者ではないという気持ちの現れでもある。しかし、傷を舐
め合う⾏為を、あるいは自分はまだ傷を負っていなくても、
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それはちょっとした偶然によって自分だったかもしれない
と思い他者の傷を舐めていたわる⾏為を、われわれはもっ
と価値があるものとして捉えるべきだ。われわれの人生や
われわれが育つ文化・文明の多くは、偶然の所産なのだ。
⾏きすぎた正義感のエネルギーを、徹底的な批判に用いる
のではなく、いたわりに用いるべきだ。われわれにそのよ
うな気持ちがあれば、社会を良くしようとするために科学
の発展を促そうとすることは、たとえそれによってまた問
題が生じるとしても（そして生じるだろうが）、必ずしも
悪いことではない。

最後に、冒頭に書いたことだが、多くの問題があること
は認めつつも、基本的には現代に至るまでの科学・科学技
術の発展に対して、私は控えめにではあるが肯定的に書い

たつもりだ。しかしわれわれの文明のプロセスには、多く
の不幸があるのもまた事実であり、たとえ全体的な発展が
あったとしても許されるべきものではない。そこから目を
逸らすならば、それこそ文明の衰退である。
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風景と文明
都市装置としての自然

中嶋　節子

1 梅棹忠夫編『文明学の構築のために』中央公論社、1981 年。
2 A・L・クローバー著、松園万亀雄訳『文明の歴史像――人類学者の視点』社会思想社、1971 年ほか。
3 山をめぐる都市史研究として髙橋康夫による『海の「京都」』（京都⼤学学術出版会、2015 年）ほか一連の論考がある。
4 米山俊直『小盆地宇宙と日本文化』岩波書店、1989 年。
5 ケネス・クラーク、佐々木英也訳『風景画論』ちくま学芸文庫、筑摩書房、2007 年。
6 ゲオルグ・ジンメル、杉野正訳「風景の哲学」『ジンメル著作集 12　橋と扉』白水社、1994 年。

1．はじめに
梅棹忠夫は「文明」を、人間と人間の生活を成り立たせ

ている「装置群」とで形成する一つの系、「人間・装置系」
として捉えた 1。「装置群」とは道具や構造物をはじめとす
る有形の人工物と、法律や経済ほかをめぐる社会制度など
の無形の人工物の両方を指す。つまり、実体としての「人
間の存在様式」を文明とする立場である。そして人間の歴
史は、「人間・自然系としての生態系から、人間・装置系
としての文明系へ」の推移として梅棹は考えた。また、し
ばしば文明との違いが論じられる文化については、具体的
な存在である文明の「精神的抽象」であるとした。文明の
定義はほかにも文化人類学の視座から、文明と文化を連続
的にとらえ、階層の文化と社会の分化、高度な技術、都市
化をともなう文化を文明とするものなど、複数の見解が提
示されている 2。

いずれにせよ都市は、文明の極めて重要な要素といって
よいだろう。都市文明の空間的側面について論じる際に、
これまで注目されてきたのは、主として街路や街区、広場
などの形状と配置、またそれらの構造的・機能的関係といっ
た都市内部の人工物の様態である。その一方で、都市の外
に広がる自然の存在は、文化論、社会経済論としては論じ
られてきたものの、空間論の観点からはもっぱら地理的条
件としてのみ扱われてきたように思われる 3。しかし、米
山俊直が「小盆地宇宙」と評したように、山に囲まれた地
形につくられることの多い日本の都市では、都市と自然と
の関係構造は都市文明を考える際に重要な視点となろう 4。

日本の都市はその成立から自然との高い親和性を有した。
都市の領域を囲い込む物理的境界を設けず、自然との相互
の頻繁な交流の上に都市は存続してきた。自然は梅棹のい
うところの都市文明の「装置」のひとつとして機能してい
るといってよい。そのあり様は人間の生活様式の違い、時

間軸でいえば時代によって異なる。なかでも近代は、都市
と自然との関係構造に⼤きな変化がみられた時代であった。
都市文明論へのアプローチとしてここでは、京都で起こっ
た出来事を通して都市と自然の近代について考えてみたい。

2．風景の発見
近代の自然を考えるにあたって、「風景の発見」はまず

もって注視すべき出来事である。なぜなら風景の発見はき
わめて近代的現象といえるからである。西欧においては、
美術史家のケネス・クラークらによって、17 世紀の風景
画の登場に「風景」という概念の誕生が指摘されている 5。
風景画は人々を取り巻く自然に、眺めとしての審美的な価
値を見出すものであり、自然を客体化して評価するところ
に風景の誕生をみる。主体の価値観によって切り取られ、
再構成された自然の認知が「風景」である。18 世紀以降、
イギリスの人々を魅了し、絵画のみならず庭園や建築、文
学ほかの美的範疇となる「崇高（sublime）」や「ピクチャ
レスク（picturesque）」の概念もまた、自然が本来持つ危
険や恐怖から切り離されたところに観賞者（主体）が立つ
ことによってはじめて成立する点において、風景として自
然を捉える態度を前提とする。

風景の成立について、ゲオルグ・ジンメルは、「「風景」
が表象されるときには、それはおそらく視覚的な、またお
そらく美的な、またおそらくは情趣的な自律的存在たるこ
とを要求する」とする 6。さらに、風景の出現を「自然の
総体の統一的な感受からの離隔」とし、隔離する以前の「古
代ならびに中世が風景にたいする感情をもたなかったこと
は、なんら驚くべきことではない」と述べた。つまり、自
然から切り取られた一部分をもって全体とみなすことが風
景を成立させる要件とし、自然と人間とが総体としてあっ
た古代、中世には風景は存在せず、自然を隔離し、それ自
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体として認知、理解するようになってはじめて風景が表象
されるとする。同様の指摘は文学史家で文化人類学者のピ
エーロ・カンポレージ、建築理論家のノルベルグ・シュル
ツほかによってもなされている 7。

では、日本では風景はいつ発見されたのだろうか。柄谷
⾏人は日本近代文学を論じるなかで、以下のように述べ
る 8。

私の考えでは、「風景」が日本で見出されたのは明治
二十年代である。むろん見出されるまでもなく、風景
はあったというべきかもしれない。しかし、風景とし
ての風景はそれ以前には存在しなかったのであり、そ
う考えるときにのみ、「風景の発見」がいかに重層的
な意味をはらむかをみることができるのである

柄谷は明治以降、近代西洋文明と向き合うなかで、それ
以前の日本の文学が英文学に対する国文学、漢文学として、
月並や四季絵が風景画に対する山水画として規定され、解
釈されるようになったことをあげ、「文学」や「風景画」
の出現によって日本人の認識の布置そのものが変化したと
指摘する。同じ現象として風景もまた「一つの認識的な布
置」として現れるものであり、いったん「風景」が見いだ
されると、それ以前の風景について語るときも「風景」に
よって見ているという転倒があることにも柄谷は注意を
払っている。柄谷の説明はジンメルのそれと極めて類似し

7 クリスチャン・ノルベルグ・シュルツ著、前川道郎・前田忠直訳『建築の世界―意味と場所』鹿島出版会、1991 年。ピエーロ・カ
ンポレージ著、中山悦子訳『風景の誕生―イタリアの美しき里』筑摩書房、1997 年。

8 柄谷⾏人『日本文学の起源』講談社文芸文庫、1988 年、20 頁。初出「風景の発見」「季刊藝術」1978 年夏号。
9 志賀重昂『日本風景論』政教社、1894 年。

ていることは興味深い。
1894（明治 27）年に、日本の風景論としてベストセラー

となった志賀重昂の『日本風景論』が出版されている 9。
この書は火山や水蒸気といったこれまで認識されていな
かった日本の環境の特徴を風景として見出し、科学的な分
析を交えてナショナルな視点で解説した点において画期的
であった。近代西洋文明のインパクトによってもたらされ
た知覚の変化が明治 20 年代に至って、新しい日本の風景
と日本の風景の新しい見方を発見させたことを『日本風景
論』は示す。

柄谷の指摘するところの風景の発見と志賀の風景論は性
格を異にするものの、自然に対する日本人の認識が変化し
た時点を捉えたものとして重要である。

3．京都における風景の発見
風景は近代の京都においても発見された。それはまず、

三山と呼ばれる市街地を取り囲む山々においてであった
（図 1）。『日本紀略』の平安遷都の詔に「山河襟帯にして
自然に城を作す」とされ、平安京を定位した山々である。

前近代の三山は里山としてのみならず、都市に近い立地
から市中に移出する林産物の生産地として、また信仰の対
象、都市民の⾏楽地、さらには葬送の地として存在した。
こうした山々の多くは麓にある社寺が所有、維持、管理し
ていたが、一部の禁足地や社寺の堂宇周辺以外は、一定の

図 1　三方を山に囲まれた京都の地形（Googl Earth に筆者加筆）
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約束事のもとで入会利用が許されていた。つまりコモンズ
として山はあったといえる（図 2）。

京都の山に⼤きな変化がみられたのは明治期のことであ
る。明治初期の社寺上地令によって山地が社寺から切り離
され、その混乱に乗じて濫伐が⾏われるなど山は著しく荒
廃した。上地後は社寺林の⼤部分が官有林（国有林）とな
るものの、以前のような日常的な管理は⾏われず、入会利
用も制限され、山は半ば放置された状態に置かれた。

山の荒廃を目の当たりにした人々は、そこに京都らしい
風景を発見する。むろん古代から山へのまなざしは存在し
たが、それは生活や生業と深く結びついていた。しかし、
近代に山へとむけられたまなざしは、もっぱら外からの眺
めとしての山の価値に注がれた点において、それ以前とは
異なるものであった。

1880 年代にはすでに山林の保護とともに、東山や嵐山
を含む山地を広く「日本の公園」として整備することが市
是とされ、市街地を取り巻く山々の眺めが京都らしさの表
象となっていく 10。1895年11月1日の『日出新聞』には、「山
紫水明、此の天然の美を除きては京都無しと云うも不可無
きなり、（中略）山水の美風光は即ち京都主一の元素たり」
とある 11。「山紫水明」のフレーズは、その後、京都の都
市像として繰り返し登場する。

明治以降、他の都市と同様、京都でも近代化、工業化を
推し進める都市経営方針が打ち出されるが、その一方で歴
史性と一体となった自然環境、特に山並みを他都市との差

10 市長内貴甚三郎発言『明治 33 年京都市会議事録』1900 年、京都府歴彩館所蔵。
11 『日出新聞』1895 年 11 月 1 日。
12 『明治 20 年京都府通常府会決議録 』1887 年、京都府立歴彩館所蔵、l80 頁。
13 小椋純一『絵図から読み解く人と景観の歴史』雄山閣出版、1992 年。

別化において再評価し、その整備を重視するようになる。
目指されたのは、コモンズとしての山の姿ではなく、古都
京都にふさわしい風景としての山の姿であった。なお、市
が掲げた「日本の公園」には対外的な意識が含まれる。世
界のなかの日本、日本のなかの京都という視野の拡⼤もま
た、自然を風景として価値づける動機としてあった。「横
浜東京ハ玄関ノ如ク京都ハ座敷ノ如シ」といった表現も議
会議事録に確認できる 12。

翻って考えると、イギリスでは 15 世紀末から 17 世紀に
かけての第一次エンクロージャー、18 世紀からはじまる
第二次エンクロージャーによって、中世以来の共同利用地
であった三圃式耕地や牧草地は姿を消し、資本主義にもと
づく⼤規模農業地へと転換されたが、こうした耕地からの
人々の締め出しとロマン主義的な風景への憧憬の登場は同
時期に起こっている。隔離によって生まれた外からのまな
ざしが風景を発見したといってよい。明治期に京都の山々
に向けられた関心はこれと同種のものである。

4．技術と計画による風景の制御
前近代の京都周辺の山々は現在みるような鬱蒼とした姿

ではなく、アカマツを主体とする疎らな林で、はげ地もみ
られるような状況であったことが、小椋純一ほかの研究で
明らかにされている 13。アカマツの疎林は燃料や用材の産
出、マツタケの採取といった人間の利用によってもたらさ

図 2　稲荷社の 2 月初午。人々が山に入って楽しむ様子が描かれる。
（稲荷山初午図『拾遺都名所図会』巻之二、1787（天明 7）年）
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れた植生で、長い期間にわたって京都の山を覆っていた
（図  3）。

こうした京都の山々は明治以降、徐々にその姿を変えて
いく。京都では明治初期から荒廃した名勝地や山林の回復
のための植林が⾏われたが、その後は東山や嵐山など主要
な場所は「風致維持」を目的に伐採を基本的に禁止する禁
伐林に指定され、手を入れないことで森林を保存する方針
がとられた。その結果、アカマツは次第に姿を消し、シイ
やカシなどの樹種に置き換わっていったのである。アカマ
ツは乾燥と日光を好む樹種である。山の利用がなくなると、
後に成長してきた樹木の陰になりアカマツは更新されない。

こうした植生の変化が指摘されるのは 1920 年代後半の
ことである。山の姿が変わりつつある状況に対し、その原
因となった「禁伐主義」が批判され、近代技術によって人
工的に風景を作り出す「風致施業」の必要性が訴えられた。

当時、京都らしいとされた山の姿について、国有林の施
業案には次のように記される 14。

社寺仏閣ノ屋根尖ツタ塔等ガアカマツノ緑乃至ハ赤イ
幹ナドト映リ合フ處ニ京都ノ美ガアルモノト思慮セラル

アカマツの葉の緑と幹の赤がつくる明るく軟らかな姿に京
都の美があるとし、アカマツの消滅した林は「風致上何等
ノ価値ナキ林分」とする。長く京都の山の代表的植生であっ
たアカマツが、京都らしい風景として共有されていたこと
がわかる。しかし、その存続にあたっては、アカマツが人々
の営みによってもたらされた事実は置き去りにされ、近代
技術と計画という手段が選択されたのである。市街地から
望むことができる範囲の山を京都にふさわしい姿に変える
施業案が検討されたほか、嵐山と東山については別途、
1933（昭和 8 年）に『嵐山風致林施業計画』、1936 年に『東
山国有林風致計画』が策定された 15。

計画によって風景を制御しようとする考え方は、都市計

14 ⼤阪営林局「昭和 4 年度第三次検訂京都事業区施菜案説明書」1929 年。
15 ⼤阪営林局『嵐山風致林施業計画』1933 年、⼤阪営林局『東山国有林風致計画』1936 年。
16 永田兵三郎「京の山と京の川」『京都日出新聞』1927 年 1 月 6 日、9 日、10 日。

画の風致地区指定にも見て取れる。風致地区は開発を抑制
することで自然環境や歴史的風致の保全を図る都市計画制
度である。京都では 1930 年に市街地から望見できる山地
をほぼ包含する約 3500 ha が風致地区に指定され、1932
年には約 8000 ha に拡⼤されている。これは当時の市域面
積の 27％に及ぶ。一般的に他都市では市街化が予測され
る範囲に都市計画区域が設定されたが、京都では都市計画
区域に山地を⼤きく取り込むことで、山地をも計画の対象
としたことが最⼤の特徴であった。

5．風景の利用と破壊
近代文明は自然を客体化することによって風景を発見し

た。そして風景を制度や計画、技術によって制御可能な装
置として都市文明に取り込んだ。それは同時に風景を破壊
する契機ともなっていく。

1927（昭和 2）年 1 月の『京都日出新聞』に 3 回にわたっ
て、「京の山と京の川」と題した京都市土木局長兼電気局長・
永田兵三郎の文章が掲載された 16。そこでは東山の利用が
強く訴えられ、地上にケーブルカーと空中索道、散策道路、
地下にトンネルとエレベーターの設置が提案される。鴨川
にプールをつくる案も含まれた。あまりにも⼤胆な開発案
に激しい反論もあったが、当時の技術者の自然に対する価
値観を知ることができる。永田の提案が実現することはな
かったが、京都周辺の山々では 1925（⼤正 14）年に八瀬・
比叡山間のケーブルカー、1928 年には叡山電気鉄道によ
る空中ケーブル、1929 年には清滝・愛宕山頂間のケーブ
ルカーが竣工し、山頂には遊園地やスキー場、ホテルが設
置されるなど開発が進んだ。風景として装置化された自然
は、風景を享受するというロジックによって開発やときに
破壊をも正当化された。

一方、アカマツの林を理想として策定された森林施業計
画はその後どうなったのか。実際のところ京都の山々がア

図 3　京都市街地側から東山をパノラマで描く。疎らな林が山々を覆う。山の名称は筆者加筆。
（東山全図『再撰花洛名勝図会』東山之部、1864（元治 1）年）
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カマツの林に戻ることはなかった。アカマツの消滅傾向が
指摘された 1920 年代後半にはすでに、林相の遷移が進⾏
し、アカマツに戻すには相当の樹木を伐採するなど⼤規模
な施業が必要とされた。また、目標とする林が出来上がる
のに 10 数年はかかることから、その間の風景をどのよう
に維持するのかも問題であった。計画に従って施業は実施
されたと考えられるが、戦争などの影響もありその成果を
知ることは難しい。

京都の山は近代の 70 年ほどの間に少なからずその姿を
変えた。それは都市文明の装置としての京都の山の役割が、
コモンズから風景へと置き換わったことを示す。

6．おわりに　風景の不連続性
風景はしばしば攪乱され⼤きく姿をかえる。人間による

開発、台風や地震といった自然災害、そして戦争、気候変
動などの人為的災害。風景をめぐる言説の多くは、こうし
た風景が⼤きく変化する出来事の直後に現れる。

近代の京都においては、明治維新後の混乱期、植生の変
化と開発が進⾏した昭和初期、室戸台風の甚⼤な被害を受
けた 1934 年に風景をめぐる議論が活発化した。日本全体
に目を向けると、近代化の影響が顕在化しはじめた 1880
年代から 1890 年代、都市化が進んだ 1920 年代から 1930

17 港千尋『風景論 変貌する地球と日本の記憶』中央公論新社、2018 年。
18 アラン・コルバン著、小倉孝誠訳『風景と人間』藤原書店、2002 年。

年代前半まで、戦後は国土全体に開発がおよんだ 1950 年
代半ばから約 20 年間の高度経済成長期、土地価格の高騰
やリゾート開発に沸いた 1980 年代後半から 1990 年代はじ
めまでのバブル経済期、災害では 1995 年の阪神淡路⼤震
災、2011 年の東日本⼤震災が風景を語る契機となった。

それまでとは異なる様相を呈した風景を前に、言い換え
れば風景の不連続性に気付いたとき、人間は風景の意味に
ついて考える。港千尋は東日本⼤震災の被災地を歩くなか
で、「震災後の風景とは、その切断面に現れた何かである」
とする 17。その切断面とはおそらく文明の不連続面であり、
現れた何かとは文明が抱える矛盾であろう。一瞬姿を現し
た切断面はやがて、自然の⼒に飲み込まれるか、人為的な
隠ぺいによって覆い隠されていく。長い時間軸で捉えると、
文明の内に風景があるのではなく、文明は風景に内在する。
われわれが風景を記憶しているのではなく、風景の方がわ
れわれを記憶しているように。

世界規模での気候危機と感染症の脅威が現代文明にこれ
まで経験したことのない難しい課題を突き付けている。ア
ラン・コルバンは「風景は評価され、環境は測定される」
とした 18。近代文明において風景として評価された自然は、
現代文明においては環境として計測され、指標化されてい
る。環境としての自然からどのようなデータと情報を読み
取り、どのように対応するのかが現代文明に問われている。
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「より生きやすい社会」をめざして
柴田　悠｜ Haruka SHIBATA

柴田　悠（しばた　はるか）
人間・環境学研究科共生人間学専攻、准教授
1978 年生まれ、東京都出身。京都⼤学⼤学院人間・環境学研究科博⼠後期課程修了。博⼠（人間・環境学）。専門は社会学、
社会保障論、幸福研究。

「生きづらさ」と向き合うために総人へ

中高生のころ私は、自分自身や身近な人たち（友人や家
族など）が、さまざまな悩みや生きづらさを抱えているこ
とを実感し、そういった悩みや生きづらさとどう付き合っ
たらいいのか、どうしたら軽減できるのか、という問題意
識を深めていた。さらに、人の心を自然科学的に捉える「脳
科学」や、この世界の誕生を解き明かす「宇宙論」にも興
味があった。そのため、それらのすべてを扱うことのでき
る総合人間学部に（1 年間の自宅浪人を経て）入学した。
1998 年のことだった（総人第 6 期生）。

総人では、当時社会問題になっていた「ひきこもり」や
「不登校」に関心の的を定め、3 回生から杉万俊夫先生（社
会心理学）の研究室に入った。社会構成主義理論やフィー
ルドワーク、インタビュー調査、計量分析などの指導を受
けた後、不登校経験者の高校卒業を支援する「サポート校」
で 1 年半のフィールドワークを⾏い、そこでの「生徒－教
師間コミュニケーション」を分析して卒業論文を執筆した。

その後、臨床心理⼠をめざして教育学研究科を受験した
が、勉強不足のため不合格。臨床心理学の勉強に身が入ら
ない原因は、自分の関心が別のところにあると気づき、1
年間の浪人（自分の関心ととことん向き合う期間）を経て、
自分の関心を受け入れてくれる人間・環境学研究科の⼤澤
真幸先生（社会学）の研究室に進学した。

「生きづらさ」を研究するために人環へ

修⼠課程では、心理学・精神医学・教育学で多用される
「適応」という概念の形成史（古代ギリシアから古代ローマ、
英国自然神学、ダーウィニズム、デューイまで）を調べて、
修⼠論文にまとめた（日本哲学会『哲学』掲載）。

博⼠後期課程では、学内外のさまざまな先生方から計量
分析や社会理論などの指導を受けつつ、社会状況と人間関
係と幸福感の三層関係についての計量分析を⾏った（日本
社会学会『社会学評論』掲載）。さらに、人々の幸福を支
える「社会保障」の歴史上および政策決定過程上の規定要
因と、「社会保障」の各政策が社会状況（自殺率・出生率・
経済成長率など）に与えるマクロ効果について、歴史文献

調査と計量分析を⾏い、博⼠論文にまとめた（自殺予防の
部分は日本社会学会『社会学評論』掲載。全体は書籍『子
育て支援が日本を救う』として刊⾏し社会政策学会賞受賞）。

人環修了後は、同志社⼤学で准教授を 2 年間務め、立命
館⼤学で准教授を 2 年間務めたのち、2016 年度から人環・
総人で准教授を務めている。研究テーマはやはり、中高生
や総人生のころから変わらず、人々の「生き方」や「幸福」、
そしてそれを支える「私的サポート」（友人関係・恋愛関係・
家族関係など）や「公的サポート」（社会保障・教育など）
であり、それらの社会的要因や社会的機能（効果）につい
てである。主に、⼤規模なアンケート調査などで量的デー
タを得て、計量分析を⾏っている。

より「生きやすい」社会をつくるために

現在は、「幼少期に保育・幼児教育を受けることが、成
人後の社会生活状況（学歴・雇用・所得・人間関係・幸福
感など）にどのような影響を与えるのか」についての計量
分析（因果推論）を試みている。

欧米と同様に日本でも、「どのような家庭に生まれたか」
（親の学歴・所得・養育態度など）は、子どもの成人後の
社会生活状況に対して、（偶然では説明しがたい確率で）
影響を与えている。

日本での既存研究によれば、幼少期に親が低学歴や低所
得だった場合は（つまり出身家庭が社会経済的に不利だっ
た場合は）、親に心理的・経済的な余裕がないために、親
の養育態度の質が低くなりやすく、子どもの健康や発達に
困難が生じやすく、子どもはその後、低学歴になりやすく、
成人後も、非正規雇用・低所得・相対的貧困・生活困窮状
態になりやすく、健康感や幸福感も低くなりやすい。

このように、「生まれの不利」が「成人後の不利」に（偶
然では説明しがたい確率で）つながっている現状は、現代
日本社会に「機会の不平等」が存在していることを意味す
る。

私は、日本社会がより自由で納得できる「生きやすい社
会」になるためにも、またより適材適所で「豊かな社会」
になるためにも、「機会の不平等」はできるだけ減らした
方がよいと考えている。そのためには、「生まれの不利」
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が「成人後の不利」につながらないように、「不利な家庭
に生まれた子どもたちへの支援」（健全な成育環境の保障）
が必要だと考えている。

保育・幼児教育は「生まれの不利」を軽減できるか

その「不利な子どもたちへの支援」を、全国に届ける一
つの方法として、私は「保育・幼児教育」に着目している。

日本では、3 ～ 5 歳では、子どもたちの約 9 割が、保育所・
幼稚園・認定こども園などの（公的基準を満たした）保育・
幼児教育を受けているので、支援はかなり⾏き届いている

（なおその公的基準が先進諸国のなかでは低い方であると
いう問題はあり、その改善にも何らかの形で貢献したい）。

他方で、0 ～ 2 歳では、子どもたちの約 3 割（2 歳では
約 5 割）が、保育所・認定こども園などの保育・幼児教育
を受けている（欧米先進諸国でも 0 ～ 2 歳の保育・幼児教
育参加率は 2 ～ 6 割ほどだ）。0 ～ 2 歳向けの保育・幼児
教育はまだ拡⼤の余地があるわけだが、どのように拡⼤さ
せるべきだろうか？　それとも逆に縮小させるべきだろう
か？

それを判断するには、「日本の 0 ～ 2 歳の子どもたちは、
保育・幼児教育を受けると、成人後の社会生活状況にどん
な影響があるのか」を解明する必要がある。しかしそれを
解明する研究はこれまで存在しなかった（国外でも、0 ～
2 歳向けの⼤規模で全ての所得階層に開かれた保育・幼児
教育の長期因果効果については、学歴への効果を検証した
研究があるのみだ）。

そこで私は、全国の成人 2 万人を対象にアンケート調査
を⾏い、「0 ～ 2 歳のときに保育所に通ったかどうか（認
定こども園は当時存在しなかったので保育所についてのみ
質問した）」「親の年齢・学歴」「出身家庭の家族構成」「出
身地域」「幼少期から現在までのさまざまな経験」「現在の
社会生活状況」などについての回答データを集めた。回答
者は、都道府県・年齢層・性別の点で、日本社会の縮図に
なるように構成した。

因果効果の推定（因果推論）には、今回のような限定的
なデータでも適用可能な「傾向スコア」という手法を使っ
た。傾向スコアとは、ここでは「0 ～ 2 歳のときに保育所
に通った確率」のことであり、「出生年」と「出生時の親
の年齢・学歴、家族構成、居住地域」と「（それらと『15
歳時の家計状況』から推定した）出生時の家計状況」から
推定した。

この傾向スコア（ただし非通園群では「通わない確率」）
の逆数で各サンプルを重みづけすると、通園群と非通園群
で傾向スコアの分布の形がほぼ等しくなる。その上で、「幼
少期以降の経験」や「現在の社会経済状況」を、通園群と
非通園群で比較すると、0 ～ 2 歳時通園の因果効果が推定
できる。

ただし、この推定の精度や頑健性を、既存研究で使われ
てきた 4 つの基準で確かめると、30 代男性サンプルと 30

代女性サンプルでのみ全基準をクリアできた。そのため、
それらのサンプルでのみ、因果効果の推定を⾏った。

推定結果はいま論文にまとめているところだが、概略的
にいえば、今回の結果には、国内外の「保育・幼児教育の
効果」の膨⼤な既存研究の知見に、一致する部分もあれば、
一致しない部分もあった。

一致する部分としては、「不利な家庭の子どもが保育・
幼児教育に参加すると（参加しなかった場合に比べて）、
その後、（知的能⼒や社会情緒的能⼒の向上を通じて）学
歴が高まり、雇用が安定化し、個人所得が増え、将来の社
会生活状況が有利家庭出身者の水準に近くなる」というも
のだ。

これはつまり、「保育・幼児教育が、『生まれの不利』を
軽減し、『機会の不平等』を縮小させる」ということだが、
これと同じことが、日本の「男性」では確認できた。つま
り、日本の男性でも、不利な家庭に生まれた場合に、0 ～
2 歳のころに保育所に通うと（通わなかった場合に比べ
て）、学歴が高まり、雇用と家計が安定し、その結果とし
て幸福感が高まり、「生まれの不利」が軽減されていた。

しかし日本の「女性」では、不利家庭出身の場合に 0 ～
2 歳のころに保育所に通ったとしても、学歴には影響がな
く、個人所得はむしろ減っていた（なお幸福感には影響が
なかった）。個人所得が減った原因は、子どもを持つ確率
が高まったことと、家事育児時間が増えたことにあった。

ここには、「女性の約半数が結婚や出産の後に無職を選
択する」という日本の性別役割分業とジェンダーが反映さ
れている。ただし、不利家庭出身の女性では、子どもを持
つことや個人所得が減ること自体は、実は幸福感の上昇に
寄与していた（なお有利家庭出身の女性では幸福感の低下
に寄与）。にもかかわらず、保育所通園が総合的には幸福
感の上昇につながらなかったのは、育児や就業抑制を通じ
た幸福感の上昇が、累積された誤差に埋もれてしまう程度
の不確かなものに過ぎなかったからだと考えられる。

もう一つ、既存研究では見られなかった効果が、今回の
分析では見出された。それは、不利家庭出身の女性では、
0 ～ 2 歳での保育所通園によって、成人後の「他者の不安
に惑わされにくい心理特性」が強くなる（それによってこ
の心理特性が有利家庭出身の女性の水準に近づく）という
効果だ。人環の月浦崇先生らの脳機能研究では、この心理
特性が強いと、それを原因として一定の脳機能ネットワー
クが働き、幸福感が高まることが分かっている。そのため、
この新たに見出された効果は、「保育・幼児教育が、学歴
や所得ではなく心理特性の面で、日本の女性の『生まれの
不利』を軽減している」可能性を示唆している。今後は、
この可能性を精査していくことが、残された課題の一つだ。

総合的に見て、0 ～ 2 歳向けの保育・幼児教育は、少な
くとも不利な家庭の子どもたちには「生まれの不利」の軽
減をもたらすようだ。今後も、さまざまな知見を活かしな
がら、「より生きやすい社会」の実現に貢献していきたい。
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ふたつの原風景
研究の原動力と「裏テーマ」

中筋　朋｜ Tomo NAKASUJI

中筋　朋（なかすじ　とも）
人間・環境学研究科共生文明学専攻、准教授
2002 年京都⼤学文学部人文学科卒業、2006 年パリ第 3 ⼤学修⼠課程修了、2012 年京都⼤学際学院文学研究科博⼠後期課程修了。
博⼠（文学）。専門は演劇理論、フランス演劇。

些細な「おおごと」

今回「研究の原点と現在」というお題をいただき、「原点」
について考えてみると、それはひたすら「自分のからだの
不器用さ」に尽きるように思う。時代の流れをのりこなす
どころか、自分のからだをのりこなすことができず、小さ
いころから、授業で指名されても固まってしまって何も言
えなくなることが多かった。自分にとってはおおごと、け
れどもある意味ではとても視野のせまいこのテーマが、演
劇を研究する際の視点を決定することになった。

竹内敏晴（1925–2009）という演劇人がいる。彼は幼い
ころから耳の病気を患い、同級生からも容赦なくからかわ
れてきた。まったく聞こえない時期もあったが、15 歳の
ころに新薬の登場で片耳が聞こえるようになり、また書き
ことば中心の教育のためもあったのだろう、進学にはとく
に支障なく旧制第一高等学校に入学した。しかしそこで寮
に入り、はじめの自己紹介の段階で、竹内はあることに気
づく。それは、みながユーモアもまじえながら軽やかに自

己紹介をしているそのことばを理解はできるのだが、自分
のなかにそういう話しことばが養われていないことに対す
る気づきだった。一高に入ったわけだから、読み書きでの
理解⼒は高かったはずだが、話しことば特有のゆるい軸で
もって話すことができなかったのだ。そこから竹内は、な
んとかこの話しことばを習得しようと躍起になる。就職活
動のころになり、同級生が華々しい、あるいは堅実な就職
先を見つけるころになっても、まずは自分の「ことば」を
育てないといけない、それこそが人生のおおごとだと劇団
めぐりをする。そして演出家となるが、竹内はその演出作
品よりも「からだ」と「こころ」と「ことば」をめぐる探
究で広く知られるようになった。うまく声の出せない生徒
やコミュニケーションのうまくいっていない学級に⾏って
相談にのったりワークを提案したりといった取り組みもつ
づけ、その過程で「呼びかけのレッスン」という、現在で
も演劇のワークショップで用いられるワークも生まれた。

写真 1　原点になった書籍
現在の直接の研究からするとどちらも分野外の作品ですが、この 2 冊が提
示してくれたテーマが現在にわたって続いています。というよりも、最近
になってようやくこの原点との関わりが目に見えるものになりました。

写真 2　『ことばのはじまり』舞台写真
演出助手として参加した舞台の写真です。フランス人の演出家と、日本人
のダンサー・俳優・音楽家でともにつくった舞台でした。台本はなく、演
者ひとりひとりが、いくつかの名詞と基本動詞、感情を表す 9 つの語をも
とにした独自の言語をつくることから稽古がはじまり、即興をもとに組み
上げられた舞台です。ダンサーと俳優の「ニュートラル」の違いなど、い
ろいろな考えを刺激された稽古場でした。



（26）

私の研究の原点と現在

これはある人へ話しかけようとする「こころ」の動きを、
きちんと「からだ」全身をつかって「ことば」にのせるた
めのレッスンである。

私自身も「話しことば」あるいは「話す」ということ、
つまり身体がともなうことに対して非常に不器用な性

た

質
ち

だった。それをなんとかしたいと無意識に思っていたのか、
身体のすみずみにまで意識がむけられている状態への憧れ
がつよく、ダンスを好んで見ていた。思えば、スポーツを
見る機会があるとき、球技では試合を見ても勝ち負けすら
見逃していまうけれども、陸上競技だけは見入ってしまう
ことがあったのも同じような理由かもしれない。つまり、

「からだ」と「環境」以外の要素――ボールやグループで
の戦略などといった要素が入りこむだけですでに複雑に感
じてしまっていたのだろう。「見る」立場ですらこのよう
に足踏みしてしまうのは不器用がすぎるが、だからこそ「お
おごと」として自分についてまわったのだろう。

この不器用さは、⼤学に入って「演技」というものをし
てみようとしたときに、とてもわかりやすい形で顕在化し
た。「動きながら話す」ことができなかったのだ。からだ
を動かすことと、ことばを発すること、自分のなかでこの
2 つのあいだに非常に⼤きな溝があり、そのあいだの交通
が不可能であることに気づかされた。

そもそも⼤学に入る直前、チャーチランドの『認知哲学』
という本の翻訳が出たことをどこかで聞いた。高校生当時
にどれくらい意味がわかっていたのかもう思い出せないが、
漠然と興味を抱いていた「思想」と「脳」――哲学と認知
科学が融合する可能性に興奮を覚えたことはたしかだ。こ
れが「からだ」と「こころ」と「ことば」への興味といっ
しょに、私の興味の底にしっかりと錨を下ろした。

ニュートラルなのに個性的

そしてそれが研究の原動⼒としてずっとひそかにあった
ものだとすれば、もうひとつ、通底するテーマとなる研究
の原風景がある。そもそも私は、卒業論文ではサミュエル・
ベケットというアイルランドの作家の劇作品における「沈
黙」と「間」について、日本とフランスそれぞれに提出し
た修⼠論文ではフランスのヴァレール・ノヴァリナという
現代作家について、博⼠論文では 19 世紀末の小劇場運動
について研究をすすめてきた。作家の名前を挙げるなら、
これ以外にも、20 世紀作家としてはマルグリット・デュ
ラス、19 世紀末の作家としてモーリス・メーテルランク、
ジャン・ジュリアン、サン＝ポル＝ルー、ラシルドらの劇
作品と演劇理論を研究し、現在はヴィリエ・ド・リラダン
の『未来のイヴ』を探偵小説として読むこころみをはじめ
ている。と、研究の流れを追おうとすると固有名詞の洪水
になってしまうくらい、短いあいだにばらばらの対象をあ
つかってきた。そしてそれは、私が作家を追うタイプより
もテーマを追うタイプだったからで、その「裏テーマ」と
もいえるものが「ニュートラルなのに個性的」――言い換
えるなら、「いちばんの内奥の個性はその人からも自由で

ある」という印象である。
これは、⼤学に入ってたくさんの役者やダンサーを舞台

で、あるいはワークショップでみるようになって、いいな
と思う演者ほど、個性的というよりもどこかニュートラル
だと感じた経験に起因している。ダンサーの方がわかりや
すいかもしれない。バレエであれコンテンポラリーダンス
であれ、経験が浅いと、踊りの「粗」や「くせ」が突出し
て目についてしまう。それが気になって、全体が見えにく
い。それに対して、ある程度の経験を経た人には、そうい
う「くせ」がまったくなく、全体がなめらかである。そし
て、そこにこそ現れてくる個性がある。変な⼒はぬけてい
て、そうすると各人の骨格や筋肉のつき方の「くせ」が、
表面的なくせの邪魔なしにきれいに反映してくることがあ
るのだ。役者であればその人の姿勢の「くせ」。これが演
じているときもそのまま出ているとノイズに感じてしまう
ことが多いのだが、それがなくなったときに出てくる立ち
姿に、ニュートラルでありながらそのひとの「個」に直接
ふれたような印象を受けることがあった。今になって考え
ると、研究の対象を舞台芸術としたのは、おそらくこのよ
うな「個」としてひとと出会い、やりとりをしたいという
思いがあり、その学びを与えてくれるのが私にとって舞台
芸術にまつわる場だったためだろう。この思いは今も変わ
らず、むずかしいことだけれど、表面に棘のようにとどこ
おっている感情のノイズをとりさったところにある情動を
軸に、ひととの関わりをもちたいなと思う。

そしてこのような「個」にむかうには、「からだ」と「こ
ころ」と「ことば」のそれぞれが全身モードで、お互いに
しっかりと結びついていなければならない。それが演者の
身体を見ながら得た直観であり、その状態を起こすために
はどうすればよいのか、というのが研究を通じての問いと
なった。

「ことばを食べる俳優」考から辿りついた演劇の転換点

このような問いのもと、興味をもったのがフランス演劇
だった。哲学にすすみたいと思って第二外国語はドイツ語
を選択していたが、もともと考えが抽象に偏りがちだった
ので、対象に具体性を求めて芸術研究へと方向転換をした。
ドイツ文学ではなくフランス文学にしたのは、そのとき
ちょうど出会ったダンサーや声のワークをしている方がた
またまフランス人だった偶然によるものである。そうした
出会いのなかで、ヴァレール・ノヴァリナ（1942–）とい
う劇作家・演出家を知った。ノヴァリナは、劇作品以外に
も、散文詩のような形式で書かれた演劇理論の著作が多く
ある。とりわけおもしろかったのが、俳優の役割は「こと
ばをむしゃむしゃと咀嚼音を立てながら食べること」だと
いう考えだった。「目の見えない観客がいたら、俳優が自
分のからだを食べ出したのかと思うくらい⼤きな音を立て
て食べる」とノヴァリナは言う。俳優はストーリーを見せ
るためのひとつの要素ではなく、自分の存在を危なくする
までに全身をつかってことばと関わり、その関わっている
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さまを観客に捧げる
0 0 0

。この演劇観は、ことばに身体ごと関
わるときに現れる「個」に注目する私にとってはとてもお
もしろく、また本質的に感じられた。

演劇というと、アリストテレスのころから「いかに因果
性を描くか」が重要だとされる。しかしながら、自分にとっ
て興味があるのは、因果とは独立してある「個」の出現の
瞬間だということがわかってくる。そして、演劇において

「因果関係でつなぐストーリー」から「強度ある一瞬」へ
のシフトが起こったのは 19 世紀末ではないかという仮説
をもとに、博⼠論文では、それまでの研究とは時代の異な
る 19 世紀末の小劇場運動をあつかった。

現在の意味での「演出家」が生まれ、演技術が台詞まわ
しの術から身体術をとりこんでいくこの 19 世紀末、演劇
にかかわった人々は、演者の「自意識」を過剰なまでに拒
否した。俳優の意識を拒否するため、「俳優は人間であっ
てはならない」という議論まで出たほどである。それこそ
自意識過剰なまでに彼らが意識を意識したのは、それが、
無意識への深い興味と、無意識を意識的に

0 0 0 0

獲得できる逆説
的な技術の希求に裏打ちされていたからだというのが、拙
著『フランス演劇からみるボディワークの萌芽――「演技」
から「表現」へ』（2015 年）の主題になった。

19 世紀末は、実験心理学の黎明期でもある。われわれ
が感覚に⼤きく規定されていること、そして自分では意識
できない内面こそがわれわれの⾏動を決めていることがだ
んだんとわかり、この「自分ではアクセスできない自分の
内面」は芸術のテーマにもなっていく。舞台芸術において
私が特異なものだと感じて探究してきたニュートラルな

「個」の出現は、まさにそうした意識の埒外にある内面性
の舞台における実現だったのである。そしてさらに調べる
うちに、実験心理学から認知科学が展開していく過程にお
いて、のちにアフォーダンス理論として 20 世紀後半になっ

てから回帰してくるような環境をひっくるめた身体観に対
する感受性がはやくも養われ、当時の芸術作品に刻印され
る形で残されていることに気づいた。それを明らかにする
ことが現在の研究の課題だ。― ―つまり、「裏テーマ」の
⼤詰めである。

また同時に興味深いのは、19 世紀という時代が、幻想
小説とファンタジーの急激な隆盛につづいて、探偵小説や
SF 小説といった、現在でもエンターテインメントの中心
になっているようなジャンルが次々誕生した世紀だという
ことである。ものがたりの横溢ともいえるこの状況は、古
代ギリシアにおいて、神話ベースの思想がより抽象的な議
論になっていく過程が「ミュートスからロゴスへ」と称さ
れることを思い起こさせる。つまり、19 世紀末は神

ミュートス

話思
考が回帰する時代なのではないか。われわれが容易にはア
プローチできない自分のなかのニュートラルな「個」の声
を聞きとるためには、ものがたりの思考への回帰が必要
だったのではないか。これがここ数年あらたな「裏テーマ」
になりつつある。ものがたりの形式だからこそ表現できる
もの――それをものがたりが喚起する表面的な感情の波の
むこうがわから掬いとること、それが現在のわたしの「か
らだ」と「こころ」と「ことば」の課題である。

写真 4　19 世紀の劇場のプログラム
これは現在ではマイクロフィルムに入っていますが、そのまえには貴重書
類のコーナーにあった 19 世紀フランスの「芸術劇場」という劇団の公演
のプログラムです。マイクロフィルムにもなっていない貴重資料は、わざ
わざ特別閲覧室というところを予約して閲覧し、司書さんといっしょに写
真をとります。

写真 3　調査のときお世話になるマイクロフィルムリーダー
19 世紀演劇を研究するとき、まだ電子化されていない雑誌や新聞を閲覧す
るのに使います。写真はフランス国立図書館で撮らせてもらったもの。19
世紀の週刊誌の 2 年間のすべての号を読みつづけたときには、1 日中この
機械のまえにいました。
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自然の力を垣間見る
廣戸　聡｜ Satoru HIROTO

廣戸　聡（ひろと　さとる）
人間・環境学研究科相関環境学専攻、准教授
1981 年生まれ、島根県生まれ。京都⼤学⼤学院理学研究科博⼠後期課程修了。博⼠（理学）。専門は有機構造化学、有機合成化学。

今回、私の研究の原点ということで執筆の機会をいただ
いた。研究というより研究者を志したきっかけというもの
はいくつか思い当たる。一つはなんと言っても実験だろう。
幼少の頃より実験が⼤好きだった。今はもうないそうだが、
学研の雑誌が毎月送られてきて、それにちょっとした実験
みたいな記事が書いてあって、やれそうなことはやってみ
たものである。例えば、食紅を入れた水を吸わせると白い
カーネーションを赤くできる、と書いてあったので実際に
やってみた。結果は、花びらの筋が赤くなっておどろおど
ろしい花になってしまったことを覚えている。他にもエナ
メル線を巻いてモーターを作ったり、アルミ箔を塩酸に入
れて溶かしたりなど、今考えるとよく家庭でできたな、と
いう実験もやっていた。のちのち、高校の化学の授業でイ
オン化傾向の話を聞いたときに、あれはそうだったのだ、
と理解した。前述のカーネーションの件もそうだが、本に
書いてあることや人に聞いたことをとりあえずやってみて、
自分の体験として理解するということが好きであった。

有機化学を志したきっかけ

私は本学の理学部を卒業している。⼤学受験の際、理学
部と工学部で迷った。色々悩んだ末、理学部を受験し合格
した。この選択は果たして正解であったかと思う。理学部
は総合人間学部と同じく、自然科学系というしばりはある
ものの、講義選択の自由度が高い学部であった。実のとこ
ろ、入学当初は物理をやりたいと思っていたし、得意であっ
た。そこで、物理の講義と次に好きであった化学の講義ば
かりを受講した。勿論実験好きだったので、全学共通教育
科目の実験講義はもれなく履修した。その際、化学実験の
面白さに気付いた。特に、薬品と薬品をガラス器具で混ぜ
る操作は、さながら漫画で見かけた○○博⼠のようであっ
たし、自分で作ったものが実際に手にとれるのが嬉しかっ
た。無色の試薬同⼠を混ぜると色がつくことも不思議で楽
しかった。これが今の「有機色素の研究」の原点に繋がっ
ていると思う。結局卒業研究は有機化学を選択した。所属
した研究室はポルフィリンという有機色素を扱う研究室
だった。ポルフィリンは植物の葉っぱに含まれる光合成を
担う重要な色素クロロフィルや、血液中の赤血球に含まれ
る色素であるヘム鉄の基本骨格であり、紫色をした綺麗な

化合物である。その合成では、無色と無色の試薬を混ぜて
できた真っ黒の溶液に黄色の試薬を混ぜるというものであ
る。この真っ黒をシリカゲルという白色の固体の詰まった
カラムに通すと紫色の綺麗な液体が出てくる。これが不思
議で魅了された。それだけでなく、研究室では作ったもの
がどんな性質を示すかを重視していた。どのような光を吸
収するか、電圧や磁場を加えるとどう性質が変化するかな
どの測定・解析も⾏った。このような物理的な要素があっ
たところも選んだ理由だった。研究室では有機合成だけで
なく、光化学、磁性、電気化学、量子⼒学計算、遷移金属
触媒、錯体化学など色々な知識を習得する必要があった。
⼤変ではあったが、色々な分野を学ぶことができ、現在の
研究を考える上での基礎となっている。

有機化学という学問

私の専門は有機化学である。化学は英語で Chemistry
と呼ぶが、この単語は知っての通り Alchemy（錬金術）
に由来する。Alchemy は他の物質から金を作り出す術だ。
つまり、物を化けさせて別の価値のあるものを作り出す学
問が「化」学とされている。化け学とは良く言ったもので、
日本語の化学という単語はかの宇田川榕菴が付けた名前で
ある。宇田川榕菴は他にも「物質」「吸着」「溶解」「成分」
など日常で使われているような単語も産み出している。話
がそれたが、化学の本質はものづくりである。私は研究生
活を通してさらに、化学はものづくりを通して自然を理解
する学問と認識を改めた。自然は凄い。人間の頭で考えた
ことを容易に超えてくる結果を出してくれる。最初に感じ
たのは、私が博⼠後期課程で⾏ったテーマに取り組んでい
たときだった。コロールという、シアノバクテリアに含ま
れる光合成に重要な色素の主要な骨格だけを人工的に作り
出したものを扱っていた。元々、反芳香族性という、安定
な物質には存在しない性質をもつ分子を創りだそうとして
いたが、分子は創れたものの望んだ結果は得られなかった。
しかし、ビラジカル性という希有な性質を示すことが分
かった。当時、ビラジカル性の研究は 1 報しかなく、本質
的な性質の解明や何に使えるかなど全く分かっていなかっ
た。その後、研究が進み、有機構造化学の一⼤分野として
発展している。今でもこの研究は、この化学の礎となる研
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究の一つとして引用されている。黎明期にこのような研究
を⾏えたことは幸運であったし、発見できたことはとても
嬉しかった。こんな物質が存在することを知覚できたこと
で、改めて自然の凄さを認識した。まだまだ、想像しえな
いような性質をもつ物質が自然には存在すると思うとワク
ワクしてやまない。

分子の声

学生時代の恩師で一番記憶に残っている言葉は「分子の
声を聞きなさい」だった。おそらく恩師は、分子を作った
だけにしておかず、色々な測定をして結果を解析してその
分子の価値・意義をしっかり見出しなさい、ということを
おっしゃりたかったのだと思う。分子は 1 nm 程度（1 ×
10-9 m 以下！）の炭素や水素などで作られた意志のない物
で、実際に声が聞こえるわけではない。しかし、私は実際
に何度か分子の声を聞いたことがある。博⼠課程修了後、
私は名古屋⼤学工学研究科の助教に着任した。当時、螺旋
構造で窒素原子を含むアザヘリセンという、これまで合成
が不可能であった分子を簡単に合成できる方法を見出し、
この方法を使って他にどのような物質が創れるかを試⾏錯
誤していた。その過程で出来た分子の一つがとても気に
なっていた。性質自体はそれほど面白くなく、分子自体も
それほど新しいものでもなかった。構造を眺めていたとき、
ぼんやりと新しい分子骨格が浮かび上がってきた。分子が
自分はこれに成れるよ！と言っているみたいだった。しか
して実際、その分子は世界初のボウル型分子「アザバッキー
ボウル」と成り、世界的に高い評価を受ける研究となった。
この分子はこれまで世界中の研究者が合成に挑戦し、失敗
してきた分子だった。前述の分子から作れる保証は全く無
かった。まさに分子の声を聞いて、研究を進めた結果だと
思う。ここまで書くと何だか怪しい宗教を勧めているみた
いだが、分子の声とはいわゆる直感である。偶然出てきた
結果について、それが金であるか石であるかを見抜く⼒で
ある。この直感⼒を磨くことこそ、研究をする上で一番重
要ではないかと思っている。さらに直感⼒を磨き、自然が
見せてくる色々な面白いことを、これからも逃すことなく
捕まえていきたい。

現在とこれから

私は現在、有機分子を使ったナノ部品開発というテーマ
を掲げて研究を進めている。2018 年に本研究科に准教授
として着任して、独立した研究室をもった。研究室は同年
にご退職された田村類先生の部屋を引き継がせていただい
た。引き継ぎの際、先生からは「腰を落ち着けた研究をし
なさい」と言われた。有機 EL で著名な先生が講演で「深
く考える期間があるのは重要」と言っていたのも思い出し
た。そこで着任してからしばらく、研究テーマについて思
慮を巡らせた。環境と名がつく研究科に来たからには、環
境に関係することがやりたい。以前、アメリカで半年間研
究させていただいた際、日本では日本でしかやれない研究

をやりたいと思った。いくつかそのような経験が頭を駆け
巡って、今のテーマに⾏き着いた。振動エネルギーを分子
の動きに変え、電気エネルギーに変えられないか。日本は
地震⼤国である。では、振動発電は日本でやるべきではな
いか、と思いついた。実際、振動発電は屋内発電としては
太陽光発電を凌駕しつつある。しかし、有機材料にはない。
色々調べたところ、機構を細かくすればするほど効率の良
い発電デバイスができるらしい。であれば、物質の最小単
位である分子で、最高の振動発電が作れるのではないか、
と考えた。振動発電の原理の一つとして電磁誘導がある。
すなわち、微小なサイズのソレノイドを並べて振動で磁石
を動かすというものである。しかし、このソレノイドが有
機化学ではできていない。有機分子の色々な合成方法が長
い歴史において、開発されてきたが、万能ではない。特に
コイルのように「曲がった」構造をもつ分子は最難関の一
つである。光ったり、電気を通したりする分子は通常平面
構造をもつ。これを曲げると骨格に歪みが生まれる。その
歪みを超えるエネルギーを与えなければ曲げることはでき
ない。とても硬い鉄板を曲げるようなイメージである。幸
運なことに私は、前章に書いたようにアザヘリセンという
一巻きのコイルに相当する分子を簡単に作れる方法を見つ
けていた。これを繋げる、またはこの方法を応用すること
で、世界初のコイルが作れるのではないかと考えた。コイ
ルが出来れば、モーターやバネになる。そこで、広いテー
マとして「分子による部品開発」を設定した。研究の途中、
一巻きコイルがバネのように伸縮すると光吸収波長が変わ
ることを見出した。何らかの刺激で伸縮させることができ
れば、分子の性質を変えられる可能性を示したと言える。
またこの螺旋分子が固体中で自発分極という特殊な並び方
をする条件も見出した。こうして少しずつ分子の扱い方が
分かってきた。もう少し分子と「対話」を続けることによっ
て目的を達成したい。

おわりに

結局のところ、私の研究は自分の思うまま、面白いと思っ
たことをやってきた。思い返すと自分で考えたことから離
れた、偶然見つかった結果こそ面白く、流されるまま研究
を進めてきた。これは私が何も考えていないわけではなく、
自然が織りなす壮⼤な事象を、有機合成で作った分子とい
うデバイスを通して、その囁きを聞く姿勢を培った結果、
自分なりに研究を発展させていった結果と思っている。こ
の人間・環境学研究科は他の研究科、ともすれば他⼤学よ
り学生に教える機会が多い。その分、化学のベーシックな
部分に触れる機会が多く、教えることによって新たな気づ
きもあった。このベーシックな部分を究めれば究めるほど、
分子の声を聞く⼒が増していくと信じている。これからも、
どのような声が聞こえるか、どんな自然の⼒を垣間見るこ
とができるかを楽しみにしつつ、研究を続けている。さあ、
また実験を始めよう。
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2020 年ロシア科学アカデミー・モスクワ大学
Nikolay M. Emanuel メダルを受賞して

田村　類｜ Rui TAMURA

田村　類（たむら　るい）
京都⼤学名誉教授（人間・環境学研究科）

2020 年 10 月 1 日に、モスクワ⼤学より N. M. Emanuel
メダルを受賞しましたので報告いたします。尚、授賞式で
受賞講演を⾏う予定でしたが COVID-19 パンデミックの
ため、式と講演は延期となり、受賞決定の公式文書が京⼤
総長宛に、メダルと賞状の写真が私に送られてきました。

2019 年 12 月末に突然、この賞の副選考委員長のモスク
ワ⼤学教授から、2020 年の標記メダル受賞候補者の一人
として私が推薦されたので、履歴書・業績リスト・研究内
容の概要を至急送るようにとの連絡がありました。この賞
の詳細を知らずに資料を作成して送ったところ、3 月に
入ってから受賞が決まったとの連絡がありました。先方に
伺ったところ、このメダルはロシア科学アカデミー・モス
ク ワ ⼤ 学 の N. M. Emanuel Institute of Biochemical 

Physics を 創 設 し た 著 名 な 科 学 者 Nikolay M. Emanuel
（1915–1984）を顕彰して 2007 年に創立され、毎年、物理
化学と生化学の基礎研究分野で功績のあったロシア人研究
者 2 名と外国人研究者 2 名にメダルを授与するもので、日
本人の受賞は今回が初めてとのことでした。同時受賞の外
国人研究者は MRI・EPR 画像診断研究者の Valery V. 
Khramtsov 教授（米国ウエストバージニア⼤学）、ロシア
人受賞者は石油化学研究者の Eduard A. Karakhanov 教授

（モスクワ⼤学）とインフォケミストリーの若手研究者の
Ekaterina V. Skorb 教授（サンクトぺテルブルグ ITMO
⼤学）でした。

今回受賞対象となった私の研究題目は “Research on 
Chemical Complexity Phenomena”（複雑系化学現象に関
する研究）で、次の 2 件の内容を含んでいます。（1）
Discovery and Mechanism of Preferential Enrichment; A 
Chiral Symmetry-Breaking Spontaneous Enantiomeric 
Resolution Phenomenon Observed upon Recrystallization 
of Racemic Organic Crystals or Dimorphic Cocrystals 
under Nonequilibrium Conditions at High Supersaturation

（優先富化現象の発見と機構解明）。（2）Discovery of 
Superparamagnetic Organic Radical Soft Materials and 
Application to Theranostic Metal-Free Magnetic 
Nanomedicine（超常磁性有機ラジカルソフトマテリアル
の発見と画像診断・治療用メタルフリーナノ医薬への応用）。

20 世紀前半の「相対性理論」と「量子⼒学」に続く新
たな科学のパラダイムシフト（科学革命）として、20 世
紀後半には「複雑系科学」の黎明期を迎えました。ある「非
平衡秩序（カオス）状態」から別の非平衡秩序状態への「不
可逆な相転移」が起こると、これに伴って様々な「対称性
の破れ」が観察されます。今日では、自然科学や社会科学
の各分野で見られる多くの非平衡・非線形事象が、この散
逸構造の「相転移と対称性の破れ」を鍵プロセスとする「複
雑系科学現象」として理解されています。

私の研究グループ［以下、各研究を担当した博⼠学位取
得者の氏名（敬称略）を記す］は、「複雑系化学現象の発
見とそのメカニズムの解明」を研究テーマとしてきました。
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〈優先富化現象の発見と機構解明〉

1993 年に製薬会社の研究員（⼤学時代の同級生）との
共同研究で、ある有機医薬化合物のラセミ体（等モル量の
右手型キラル分子と左手型キラル分子を成分とする）結晶
が単純な再結晶により革新的な自然光学分割現象（両キラ
ル分子が自然に分離するキラル対称性の破れ）［優先富化
現象（Preferential Enrichment）と命名］を起こすことを
偶然発見しました。しかし、1848 年のルイ・パスツール
によるキラル有機結晶の発見以来約 150 年間、「ラセミ体
有機結晶の再結晶による光学分割は不可能」と考えられて
いました。そのため、当初は投稿した速報論文にたいして、

「こんなことは起こりえない！！」との複数の審査員の意
見により不採択となりました。この現象は誰が⾏っても再
現性 100％で起こりましたので、論文より先に国際会議の
口頭発表を可能な限り⾏って、実験結果が嘘ではないこと
を主張することにしました。その結果、徐々に世界の有機
結晶化学者に受け入れられるようになりました。その後、
この現象が「過飽和溶液中からの結晶化の過程で起こる相
転移が引き金となってキラル対称性の破れが発現する典型
的な複雑系現象」であること、およびこの現象の一般性を
証明することができました（高橋弘樹・藤本⼤輔・堀口雅
弘・岩間世界・内田幸明）。さらに、今日ではラセミ体の
α- アミノ酸類についてもこの現象を適用できることが明ら
かになり（岩間世界）、「生命のキラリティーの起源」を説
明しうる現象として新たな局面を迎えています。

〈超常磁性有機ラジカルソフトマテリアルの発見と
画像診断・治療用メタルフリーナノ医薬への応用〉

2003 年から、身近な機能性物質である液晶を外部刺激
に対して敏感に感応する複雑系の散逸構造と捉えて、外部
磁場および電場応答性を示すメタルフリー磁性ソフトマテ
リアルの開発を目指しました。その結果、それまで未開拓

であった分子中央部にキラルな環状ラジカル構造を有する
安定なメタルフリー有機常磁性液晶物質を初めて合成し、
電気極性と磁気極性を併せ持つキラル液晶の創製に成功し
ました（伊熊直彦・下野智史）。2006 年にこれらの物質が
液晶相で強誘電性を示すことを（伊熊直彦・内田幸明）、
2008 年にはこれらが超常磁性（常磁性スピン中での部分
的強磁性ドメインの形成）を示すことを初めて明らかにし
ました（内田幸明）。2012 年にはこの超常磁性現象を「正
の磁気液晶効果（Positive Magneto-LC Eff ect）」と命名し
ました（内田幸明・ 鈴木克明）。さらに 2013 年にはこの強
誘電性と超常磁性を併せ持つ物質が、液晶状態でしかも高
温で「磁気電気効果（Magneto-Electric Eff ect）」を示す
ことを初めて実証しました（鈴木克明・能田洋平）。ついで、
構造の異なる有機ラジカル液晶物質を次々と合成して「正
の磁気液晶効果」の一般性を証明し（内田幸明・鈴木克明・
武元佑紗）、そのメカニズムを提唱しました（内田幸明）。
最近では、これらの磁性液晶に見られた超常磁性の発現を
エマルション構造へと拡張し（内田幸明）、磁気共鳴画像

（MRI）法により追跡可能で、かつ抗ガン剤や蛍光物質を
内包させた安定なメタルフリー磁性ナノエマルションの開
発に至りました（名倉康太）。

1991 年に M. Buivydas（リトアニア，ヴィルニウス⼤学）
やロシア人研究者（ランダウ理論物理研究所）による理論
計算により、磁性液晶が「強磁性的性質」を発現する可能
性が示されました。これを受けて、20 世紀末にはロシア
と欧州の研究者達により遷移金属錯体液晶の磁性研究が活
発に⾏われましたが、期待された成果は得られませんでし
た。今回の私たちの有機ラジカル液晶が示す「正の磁気液
晶効果」と「磁気電気効果」の発見は、彼らが提唱した理
論を支持する結果となり、今回の受賞につながったと拝察
されます。最後に、本研究の遂⾏にあたりご協⼒頂いた、
京⼤人間・環境学研究科・地球環境学堂・理学研究科・医
学研究科の教職員と院生の皆様に厚く御礼申し上げます。
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2022 年は国連国際ガラス年！
田部　勢津久｜ Setsuhisa TANABE

田部　勢津久（たなべ　せつひさ）
人間・環境学研究科　相関環境学専攻　教授

1 "Welcome to the Glass Age, Presented by Corning”, (2014) https://www.youtube.com/watch?v=bbX9KOpDJME
2 L. D. Pye, M. Aff atigato, “Editor’s Note”, Int. J. Appl. Glass Sci. 6[4], (2015) 303.

今日我々の居住・建築・通信を含む日常生活、社会活動、
科学技術発展の中で、ガラス材料は様々な形で必要不可欠
な役割を果たしています。歴史的事実の一例として、例え
ばレンズ、望遠鏡の発明はガリレイ、コペルニクス、ケプ
ラーによる天体運動の法則発見につながり、ニュートンに
よる古典⼒学体系の確立へ至りました。「光学」の著者で
もある彼の色彩論の確立にはガラスプリズムが貢献してい
ます。コーニング社によるバルブの⼤量生産技術開発が
あって、エジソンは白熱電球の発明ビジネス成功者として
の名声を得ました。ガラス実験器具の開発生産があって、
化学・生物学は著しい進歩を遂げました。1960 年代にカ
オによる光通信の可能性提唱後、世界的競争の末実現した
シリカガラスの高純度化と低損失光ファイバの開発が、世
界中の⼤容量コンテンツに瞬時にアクセスできる今日の光
ファイバ情報化社会の実現に至りました。長辺 3 m を超
える⼤型ガラス基板や薄型化学強化ガラスの開発は、⼤型
ディスプレイや軽量小型モバイル機器をも可能にし、光
ファイバ通信の恩恵を感じることはなくとも、殆どの方は
毎日視聴、じかに触れている事でしょう。小柴教授の注文
に答えた浜松ホトニクスの晝馬社長の心意気とガラス職人
の挑戦がなければ、お化けサイズの光電子倍増管の実現と
カミオカンデでのニュートリノの観測、2002 年のノーベ
ル物理学賞、2015 年梶田教授の受賞もなかったことでしょ
う。以上はガラスの関わる科学技術小話のほんの一部に過
ぎません。ワクチン薬用アンプルや食器、飲料容器として
の優れた耐久性と安全性、酒器の場合は酒類に応じて設計
されたグラス形状が果たす役割、いずれも人類の健康や文
化的生活を豊かにしてくれています（例えばブランディ、
夏の冷酒を他の素材や別酒用のグラスで楽しめますか？）。
いつから人類はこの材料を手に入れたのでしょうか？　そ
の起源は発掘考古学の進展により、エジプト文明以前、メ
ソポタミア起源というのが定説になっているようです。4
千年を超える世界史の中で工芸技術の伝承と拡散があり、
近代以降はスピードアップした生産技術、品質向上と新た
な用途の出現も相まって、ガラスは進化しています。用途

に応じてその化学組成も多種多様、周期表構成元素の中で
使われていないものの方が少ないです。

去る 2021 年 5 月 18 日、米ニューヨークの国連本部で開
催された国連総会第 66 会議において、「2022 年を国際ガ
ラス年（International Year of Glass, IYOG）とする」議
題 136 が正式採択されました。世界的な COVID-19 パン
デミックの中、紆余曲折があり、当初予定よりかなり遅れ
ました。関係者の様々な尽⼒・貢献がありましたが、とり
わけ国際ガラス委員会（ICG）の Alicia Duran 会長（スペ
イン研究評議会教授）による筆舌に尽くせない様々な工作
尽⼒があって、国連総会での議案提出と正式採択に至りま
した。筆者は2013年から2020年10月までICG運営理事（そ
の後引き続きIYOG国際運営委員会委員）を務めていた（い
る）ため、身近にこの運動に関わり、「国際ガラス年」実
現に至る経緯を詳しく知る立場にありました。

1959 年に始まる国連による国際年ですが、近年でかつ
科 学 に 関 わ る 分 野 で は 2019 年 の 国 際 周 期 表 年

（International Year of Periodic Table, IYPT）、2015 年の
国 際 光 年（International Year of Light and Light-based 
Technologies, IYL）があり、各年において、世界中で様々
な祝賀⾏事と啓蒙活動が進められました。（ゴダイゴの歌

「ビューティフルネーム」が流⾏った国際児童年をご記憶
の方もいるでしょうか？）

歴史上、新材料の開発は文明を変えたという事実があり
ますが、石器、青銅器、鉄器時代になぞらえて、初めて「ガ
ラス時代の到来」という宣言 1を⾏ったのは 2014 年頃の米
国コーニング社、奇しくも国際光年 IYL2015 の前年です。
翌 2015 年には The American Ceramic Society（ACerS）
の 学 会 論 文 誌 で あ る International Journal of Applied 
Glass Science 誌 に お い て、IYL2015 特 集 号「Glass and 
Light」が編集出版され 2、光科学技術の発展におけるガラ
ス材料の重要性を再認識する企画となりました。依頼され
て総説を寄稿した筆者自身も当時はまだ国際ガラス年とい
う概念すら想定していませんでした。その翌年同誌 2016
年の特集号「The Glass Age（ガラス時代）」が編集され、D.L. 
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Morse らによる「Welcome to the Glass Age」と題した巻
頭論文 3 や編集長 Pye 氏の編集巻頭言「ガラス時代の到来
を確信」という⼒強い名文も掲載されています 4。

2018 年 9 月には日本主催の ICG 年会＠パシフィコ横浜
（参加者 800 名）のおりに Choudhary 会長から IYOG 実現
を目指すこと、目標はドイツガラス学会 100 周年（マイル
ストーンの一つ）でもあり、3 年に一度の ICG ⼤会のベル
リン開催予定である 2022 年とする、との決意表明がなさ
れ、任期交替で会長に就任した Duran 氏に、ICG 主導で
運動を展開する意志が引き継がれました。Duran会長は「国
際ガラス年 2022」実現のために米国国連代表部補佐官、
ガラス芸術協会、国際ガラス美術館協会や様々な方面にア
ウトリーチ活動を精⼒的に展開、協⼒確保を⾏いました。
そして、世界中で賛同書の集約が⾏われ、最終的には 81
カ国から 1640 の賛同書が集められ、日本国内でも日本セ
ラミックス協会ガラス部会の協⼒により、全国のガラス関
係機関、企業、美術館等から多くの賛同書を集めることが
できました。国際的にこの活動を発展させるために、
Duran 氏を委員長とする IYOG 国際運営委員会が結成さ
れ、日本からは筆者と井上東⼤教授が委員として参画して
います。（2020 年秋には、同日本実⾏委員会も結成、筆者
が委員長を仰せつかりました。）

国連スペイン⼤使の助言を受け、IYOG 国際運営委員会
は国連決議案の文書作成と国連総会で⾏う（当初 2020 年
11 月初旬予定）プレゼンの準備を⾏いました。世界的パ
ンデミックのため、まずは Youtube によるバーチャル形
式で Santos 国連⼤使による序章演説から始まる約 30 分の
提案ビデオ 5が 12 月 3 日世界中に公開されました。このプ
レゼンでは IYOG プロジェクトの計画中の活動や開発コ
ンセプト、パートナー団体や貢献人物の紹介、国連のアジェ
ンダ 2030（持続可能な発展のための目標、Sustainable 
Development Goals, SDGs）との関連性などが説明されて
おり、ガラス材料の環境適合性や重要性を訴える説得⼒の
ある出来映えとなっていますので是非ご覧下さい 6。

2021 年を迎え、なおも決議の総会開催が何回も遅れま
したが、4 月中にまとめた決議案につきいくつかの国連加
盟国の代表と交渉がなされ、5 月 11 日に 19 ヶ国による事

3 D. L. Morse, J. W. Evanston, “Welcome to the Glass Age”, Int. J. Appl. Glass Sci. 7[4], (2016) 409.
4 L. D. Pye, “Arrival of Glass Age Affi  rmed”, ibid. 7[4], (2016) 407.
5 A. Duran, “Toward a United Nations Declaration of 2022 as The International Year of Glass”, Am. Ceram. Soc. Bull. 98[7], (2019) 3.
6 "Worldwide presentation of the United Nations International Year of Glass 2022”, https://www.youtube.com/watch?v=rW

NZawSJck0 (2021) （日本語字幕：相関環境学専攻 D3 北川裕貴君作成）
7 "General Assembly declares 2022 International Year of Glass”, UN Audiovisual Library, (2022) https://www.unmultimedia.org/

avlibrary/asset/2620/2620241/
8 国際ガラス年 2022 日本実⾏委員会 HP；http://iyog2022.jp

前合議に。外務省を通じてお願いした甲斐があり、我が日
本国も共同提案国の一つとして加わっています。NY 本部
での正式な国連演説は 5 月 18 日の第 66 総会でスペイン代
表Alonso⼤使によりなされ、「2022年をIYOGとする議案」
は無事採択されました。その様子は国連 HP でも実況中継
されました（現在も視聴可能 7）。日本時間翌 19 日午前 1
時頃でした。ところで、本件と直接関係はないのですが、
今回本誌細見編集委員長から寄稿依頼を頂いた当初の理由
は国際年ではなく、筆者が ACerS 学会のフェロー称号授
与の知らせを（このちょうど翌週に）受けたことでした。
Duran 会長も同時受賞（全く偶然です）で、受賞者ウェ
ブ公開翌日に「Setsu、互いにおめでとう」というメール
を彼女から頂き、2 週連続で祝意を交わしたことになりま
す。

個人の受賞はさて置き、国際ガラス年 2022 決定という
記念すべき慶事に対する祝意を読者である皆様はもちろん、
ガラスに関わる全ての皆様と共に分かち合いたいと思いま
す。同時に本年が、多くの方々にもガラスへの認識を深め、
学びまた楽しんで頂ける、実りある国際年になることを
願ってやみません。

なお、本年には既に数え切れない数の記念⾏事が計画さ
れていますが、12 月の国際閉会式の主催は日本が担当す
ることが正式決定されており、東京で開催予定です。

実は日本は世界に誇るガラス科学技術⼤国でもあり、国
際ガラス委員会や材料関係国際学会等を通じても、ガラス
の発展にも貢献しています。欧州各地の教会のステンドガ
ラスやヴェネチアガラスに比べると歴史こそ浅いですが、
小樽や長浜など工芸ガラスの活動も日本各地で盛んに⾏わ
れており、ガラス美術館、工房もたくさんあります。

数多の国内開催イベントの運営には吉田智氏（AGC：
旭硝子）が IYOG 日本実⾏委員会事務局長として活躍 8、
彼は京都⼤学工学部出身ですが、ガラスの破壊強度に関す
る研究で、当人間・環境学研究科で論文博⼠号を取得して
います。国際ガラス年 2022 日本実⾏委員会約 30 名の委員
のうちの委員長と事務局長の両名が人環関係者であること
をご記憶頂ければ幸いです。



『総人・人環フォーラム』の趣旨
21 世紀における人類の生存は、現在直面している地球をとりまく
環境の危機をどのように乗りこえ、地球上の多様な諸民族の持続的な
共存の道をどのように見いだしてゆくことができるかにかかっている、
といえましょう。「自然と人間の共生」という理念のもとに平成 3年
に設立された京都大学大学院人間・環境学研究科（略称「人環」）は、
こうした 21 世紀における人間と環境との新しいかかわりを模索して
ゆくため、「総人・人環フォーラム」を発刊することになりました。
本誌では、人間と環境の相互関係にふれる第一線の研究のうえに立っ
て、精神的豊かさをもった広い視野から、21 世紀における人類の課
題を問いつづけてゆきたいと考えています。
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〈編集後記〉

▶本誌の編集に初めて関わった。原稿依頼を通じて、受賞した現
役生や院生の方々、著書を出した方々とささやかなやり取りをさ
せていただいた。研究調査、資料収集のためのアイルランドへの
渡航ができないまま 2年以上たち、暗澹とした気持ちに襲われる
こともあるが、今できることを精一杯やるしかないことを、目覚
ましい成果をあげられた方々の姿に感じることができた。直接対
面の機会が激減した中での貴重な体験、バッテ先生と岡先生との
座談会の模様が今も鮮明によみがえる。今回はとりわけインドに
ついて語っていただきたいという私たちの願いをかなえてくだ
さったバッテ先生、取りまとめの労を取ってくださった岡先生に
深く感謝したい。インターネットを介しての交流、情報収集の便
利さも日々実感している。「行かなくても何とかなるではないか」
という気持ちを持たねばならない反面、「移動」の意味と意義を
問い直すことにもなり、「直接行く、会う」という体験は何かロ
マンチックなものにさえなった。昔はコロナ禍以上の危険にもめ
げず繰り返し旅に駆られてきた人たちがいた。次に私が海外渡航
に踏み出せるとき、世界はどう変わっているのだろうか。期待と
不安が入り混じる。空を行く飛行機をじっと見つめてしまう。た
とえ以前と同じアイルランドが待っていないのだとしても、きっ
といつかまた私は旅立つだろう。（池田）
▶今年度京大に教員として務め始めましたが、それと同時に人環
フォーラムの編集にも加えていただきました。編集会議では、細
見先生を始めとしたベテランの諸先生を中心に、それぞれが忙し
い中、本誌をいいものに仕上げようとしている姿勢には驚嘆する
ことしばしばで、ご協力くださった先生方や書評執筆者の方々も、
お忙しい中ご寄稿くださっており頭が下がる思いです。自分も働
き過ぎには注意しつつ、前を向いてその時その時できるだけのこ
とをやっていこうと改めて肝に銘じました。（小林）
▶新しい職場になり、「よくわからないからとりあえず様子を見
る」モードのまま年を越してしまいましたが、編集委員会には新
鮮な気持ちで参加していました。前の職場では国際交流関係の委
員ばかり担当していましたので、いろいろと目新しく、なにより

「刊行」という明確な「ゴール」があるところがとても良いと思
いました。生活でも仕事でも、なかなかないことなので・・・。
つい先日も、子どもの剣道の試合がコロナ感染拡大のために流れ
たと連絡がありました。学年が変わる前の最後の団体戦で、「ゴー
ル」ともいえる試合。まだ「ゴール」と心の距離が取れていない
子どもたちにとって、目標が突然消えたり現れたりするコロナ禍
の現実はなかなか慣れることができないものでしょう。それに、
こんな現実にものわかりよく慣れてしまったら、その方があとあ
と困る気もします。折り合う道を見つけることの難しさを感じつ
つ、来年度は「中止」「延期」が少なくなることを願っています。（菅）
▶ここ暫く、町中で救急車をよく見かけるようになりました。屋
内にいても、サイレンの音で気がつきます。そのせいか、最近は
救急車を見かけると、どのような人が搬送されているのだろうと
思いを巡らせるようになりました。ヘリコプターが飛ぶ音も頻繁
に聞こえるようになりました。何か物騒な世の中になってきたの
でしょうか。とても速いスピードで世界が変わってきているよう
な気がしています。そのような中で、平和な日々を過ごすことが
できていることに感謝したいと思います。（土屋）
▶自ら命を絶つまでに絶望の極みに追い詰められた彼が、大阪梅
田のクリニックで、25 名もの人々を道連れにしたのは、「希望」
を抱いて生きる彼らに対する嫉妬・憎しみのゆえか、それとも、
救いの手を差し伸べる者もなく孤独のうちに捨て置かれていた彼
が、せめてその生の最期の時だけでも他者との共同性のうちにあ
りたかったのか。孤独のなかで彼があげていた無言の叫びを聴き
取る者がいれば、25 の命が奪われることはなかっただろう。中
世イスラームの神秘主義者ハッラージュはいう――地獄とは人が
苦しんでいるところのことではない。人が苦しんでいるのを、誰
も見ようとも聞こうともしないところが、真の地獄なのだ。（岡）
▶『総人・人環フォーラム』も 40 号に到達しました。とくにその
ことに関わる特集はしていませんが、次号で連載「人間・環境学
への招待」もいったん完結します。今後ともご協力をお願いいた
します。（細見）
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