
世
界
史
教
育
の
再
生
は
可
能
か

－
　
世
界
史
リ
テ
ラ
シ
ー
の
視
点
か
ら

原
　
田
　
智
　
仁

一
　
「
世
界
史
」
は
瀕
死
の
病
人
？

二
〇
〇
六
年
に
マ
ス
コ
ミ
を
賑
わ
し
た
「
世
界
史
の
未
履
修
問
題
」
は
記
憶
に
新
し
い
。
富
山
県
立
高
岡
南
高
校
を
端
緒
と
し
て
、

全
国
の
公
立
・
私
立
高
校
で
必
履
修
科
目
の
世
界
史
を
履
修
し
て
い
な
い
実
態
が
発
覚
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
高
校
関
係
者
は
も

と
よ
り
、
多
く
の
大
学
教
員
に
と
っ
て
も
そ
れ
は
先
刻
承
知
の
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
な
ぜ
こ
の
時
期
に
マ
ス
コ
ミ
に
取
り
上
げ

ら
れ
バ
ッ
シ
ン
グ
の
対
象
と
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
こ
そ
興
味
深
い
問
題
だ
が
措
い
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
、
世
界
史
が
高
校
生
の
間

で
人
気
が
な
い
こ
と
を
確
認
で
き
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
。
因
み
に
、
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
で
地
理
歴
史
科
か
ら
世
界
史
を
選
択
し

た
者
は
、
本
年
度
九
四
〇
〇
〇
人
余
り
（
地
歴
史
科
受
験
者
の
二
六
％
）
　
で
、
日
本
史
、
地
理
に
続
き
最
下
位
で
あ
る
。
こ
の
傾
向

は
こ
こ
数
年
来
変
わ
っ
て
い
な
い
。
不
人
気
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
多
分
に
制
度
（
大
学
入
試
、
教
育
課
程
、

教
科
書
等
）
　
と
心
理
　
（
覚
え
る
こ
と
が
多
い
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
が
難
し
い
等
）
　
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
（
二
〇
〇
九
年
三
月
）
　
に
向
け
て
開
催
さ
れ
た
中
教
審
で
は
、
地
理
歴
史
科
の
必
履
修
科
目
を

め
ぐ
っ
て
激
し
い
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
特
に
、
地
理
学
・
地
理
教
育
関
係
者
は
適
合
し
て
地
理
の
重
要
性
を
訴
え
、
ま
た
日
本
史

教
育
関
係
者
は
、
折
か
ら
の
教
育
基
本
法
改
正
と
連
動
し
た
地
方
議
会
・
首
長
の
日
本
史
必
修
論
を
背
景
に
、
世
界
史
単
独
必
履
修
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を
批
判
し
た
。
私
は
当
時
世
界
史
担
当
の
教
科
調
査
官
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
会
議
に
出
席
し
て
い
た
が
、
世
界
史
の
利
益
代
表
者

の
よ
う
に
は
振
る
舞
い
た
く
な
か
っ
た
。
無
論
、
立
場
上
そ
ん
な
権
限
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
が
、
仮
に
一
委
員
と
し
て
意

見
を
求
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
世
界
史
擁
護
論
を
展
開
す
る
気
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
現
行
の
世
界
史
な
ら
ば
選
択
科
目
に
し
た

方
が
よ
い
と
さ
え
答
え
た
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
小
・
中
・
高
の
現
行
社
会
系
教
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
踏
ま
え
る
限
り
、
高
校
の
地

理
歴
史
科
で
世
界
史
を
必
履
修
に
す
る
合
理
性
は
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
小
・
中
学
校
の
社
会
科
で
は
、
地
理
や
歴
史
も
含
め
て
世
界

の
内
容
が
極
端
に
減
少
し
て
お
り
、
国
際
化
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
状
況
に
相
応
し
く
な
い
。
ま
た
、
高
校
の
地
理
で
は
地
誌
的

教
養
よ
り
も
地
理
的
技
能
の
方
に
重
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
地
理
歴
史
科
の
必
履
修
に
は
適
さ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
現
に
中
教
審
は
審
議
の
時
間
不
足
も
あ
り
、
地
理
歴
史
科
の
科
目
構
成
と
履
修
方
法
に
関
し
て
は
現
行
通
り
で
落
ち
着
い

た
。
大
山
鳴
動
し
て
、
結
局
鼠
一
匹
も
出
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
一
体
な
ぜ
私
は
世
界
史
の
必
履
修
を
支
持
し
な
い
の
か
。

そ
れ
は
、
世
界
史
教
員
の
現
状
に
対
す
る
危
機
意
識
が
全
く
感
じ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
日
本
社
会
の
急
速
な
情
報
化
、
あ
る
い
は
小
・
中
学
校
で
の
調
べ
学
習
や
体
験
的
活
動
の
広
が
り
を
踏
ま
え
た
授
業
が

な
さ
れ
て
い
れ
ば
ま
だ
よ
い
。
だ
が
、
現
実
は
否
定
的
で
あ
る
。
試
み
に
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
に
よ
る
直
近
の
教
育
課
程
実
施

状
況
調
査
（
二
〇
〇
五
年
度
）
か
ら
、
「
世
界
史
B
」
担
当
者
へ
の
質
問
紙
調
査
の
主
な
も
の
を
見
て
み
よ
う
（
単
位
は
％
）
。
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○
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
活
用
し
た
授
業
の
有
無

○
学
校
図
書
館
を
活
用
し
た
授
業
の
有
無

○
課
題
解
決
的
な
学
習
を
取
り
入
れ
た
授
業
の
有
無

○
観
察
や
調
査
・
見
学
・
体
験
を
取
り
入
れ
た
授
業
の
有
無

○
調
べ
た
こ
と
を
発
表
さ
せ
る
活
動
を
取
り
入
れ
た
授
業
の
有
無

三五
二
二四五

九
七

九
五

八
七

九
六

九
五



○
発
展
的
な
課
題
を
取
り
入
れ
た
授
業
の
有
無
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
‥
七
三

こ
れ
が
実
態
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
教
科
書
を
要
約
し
た
穴
埋
め
プ
リ
ン
ト
に
よ
る
講
義
式
授
業
と
、
穴
埋
め
し
た
用
語
を
覚
え
て

い
る
か
ど
う
か
を
問
う
テ
ス
ト
問
題
が
、
今
な
お
主
流
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
セ
ン
タ
ー
試
験
で
世
界
史
の

受
験
者
数
が
最
下
位
で
あ
る
こ
と
に
自
責
の
念
を
感
じ
て
い
れ
ば
ま
だ
よ
い
。
実
際
は
ど
う
か
。
世
界
史
が
不
人
気
な
の
は
自
分
の

せ
い
で
は
な
い
。
生
徒
は
小
・
中
学
校
で
日
本
史
を
学
習
し
て
い
る
か
ら
、
高
校
で
も
慣
れ
た
日
本
史
を
選
択
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

そ
も
そ
も
中
学
校
で
世
界
地
理
を
教
え
て
さ
え
い
れ
ば
、
高
校
に
入
っ
て
世
界
史
を
敬
遠
す
る
こ
と
も
な
い
の
だ
。
世
界
史
教
員
の

大
半
が
こ
ん
な
意
識
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
毎
年
各
地
で
世
界
史
の
先
生
方
と
話
す
機
会
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
類
す
る
言
を

耳
に
し
た
の
は
二
度
や
三
度
で
は
な
い
。
こ
れ
を
危
機
意
識
の
欠
如
と
言
わ
ず
し
て
何
と
言
お
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私
は
一
旦
世
界

史
を
必
履
修
か
ら
は
ず
し
た
方
が
よ
い
と
患
っ
た
の
で
あ
る
。

十
六
～
十
七
世
紀
に
二
度
の
ウ
ィ
ー
ン
包
囲
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
震
撼
さ
せ
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
も
、
十
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
逆
に

「
瀕
死
の
病
人
」
と
椰
旅
さ
れ
、
列
強
の
蚕
食
の
対
象
と
な
っ
た
。
世
界
史
が
必
履
修
と
な
っ
て
日
本
史
や
地
理
を
震
撼
さ
せ
た
か

ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
今
や
瀕
死
の
病
人
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
第
一
次
大
戦
で
ド
イ
ツ
と
組
ん
で
放

れ
、
戦
後
解
体
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
世
界
史
は
こ
の
先
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
の
状
況
が
続
け
ば
、
多
分
次
回
の
学
習

指
導
要
領
改
訂
で
必
履
修
か
ら
は
ず
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
下
手
を
す
れ
ば
地
理
と
日
本
史
に
吸
収
さ
れ
て
消
滅
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
世
界
史
B
の
目
標
に
規
定
さ
れ
た
「
文
化
の
多
様
性
・
複
合
性
と
現
代
世
界
の
特
質
の
考
察
」
は
地
理
で
十
分
扱
え
る

し
、
「
歴
史
的
思
考
力
の
育
成
」
は
日
本
史
の
方
が
よ
ほ
ど
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
世
界
史
の
行
方
に
は
四
通
り
の
道
が
あ
る
。
第
一
は
現
状
維
持
で
あ
り
、
座
し
て
死
を
待
つ
道
と
も
言
え
る
。

第
二
は
日
本
史
と
合
体
し
て
「
歴
史
科
」
に
進
む
道
、
第
三
は
地
理
と
合
体
し
て
「
現
代
世
界
科
な
い
し
世
界
文
化
科
」
に
進
む
道
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で
あ
る
。
ど
ち
ら
に
進
も
う
と
、
世
界
史
は
旧
東
ド
イ
ツ
と
同
じ
く
相
方
に
吸
収
さ
れ
て
消
え
ゆ
く
運
命
に
あ
る
。
第
四
が
思
い
切
っ

た
方
法
で
体
質
改
善
を
図
る
道
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
た
め
に
は
世
界
史
が
危
機
的
状
況
に
あ
る
と
い
う
認
識
が
不
可
欠
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
第
四
の
道
を
歩
む
べ
く
「
世
界
史
リ
テ
ラ
シ
ー
」
に
着
目
し
、
世
界
史
再
生
の
可
能
性
を
探
り
た
い
。

二
　
再
生
の
処
方
箋
と
し
て
の
世
界
史
リ
テ
ラ
シ
ー

（
〓
　
リ
テ
ラ
シ
ー
と
は

リ
テ
ラ
シ
ー
（
E
e
r
a
c
y
）
と
は
も
と
も
と
「
識
字
（
読
み
書
き
能
力
）
」
を
意
味
す
る
が
、
近
年
新
た
に
三
つ
の
意
味
合
い
で
議

論
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
第
一
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
で
広
ま
っ
た
リ
テ
ラ
シ
ー
論
で
、
「
常
識
、
教
養
」
を
意
味
す
る
。

七
〇
年
代
ま
で
の
科
学
主
義
、
人
間
主
義
の
教
育
が
批
判
さ
れ
、
基
礎
基
本
へ
の
回
帰
（
b
a
c
k
t
O
b
a
s
i
c
s
）
が
進
む
中
で
登
場
し

た
E
・
D
・
ハ
ー
シ
ュ
の
『
文
化
リ
テ
ラ
シ
⊥
C
u
－
t
u
臣
E
t
e
r
a
c
y
‥
尋
F
a
t
E
く
e
苛
b
ロ
e
r
i
c
a
n
N
e
e
d
s
t
O
只
ロ
O
W
ト
ゆ
∞
ご
）
』

で
は
、
ア
メ
リ
カ
人
が
共
通
に
持
つ
べ
き
教
養
－
ワ
シ
ン
ト
ン
、
リ
ン
カ
ー
ン
等
の
知
識
－
が
失
わ
れ
て
い
る
実
態
が
報
告
さ
れ
、

そ
こ
に
ア
メ
リ
カ
教
育
の
問
題
性
が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
の
点
で
、
邦
訳
本
の
書
名
『
教
養
が
国
を
つ
く
る
－
ア
メ
リ
カ
建
て
直
し
教

育
論
』
（
中
村
保
男
訳
、
T
B
S
ブ
リ
タ
ニ
カ
）
　
は
的
を
射
た
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
で
も
こ
れ
に
一
〇
年
は
ど
後
れ
て
学
力
低
下

論
争
が
展
開
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
ゆ
と
り
教
育
」
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
リ
テ
ラ
シ
ー
論
に
は
問
題
も
多
い
。
そ
も
そ
も
ア
メ
リ
カ
人
な
り
、
日
本
人
な
り
が
共
通
に
持
つ
べ
き
教
養
を
、
誰

が
、
何
を
根
拠
に
決
定
す
る
の
か
。
ま
た
、
学
習
論
と
切
り
離
さ
れ
た
知
識
論
で
教
育
が
論
じ
ら
れ
る
の
か
。
都
道
府
県
名
の
暗
記

や
百
マ
ス
計
算
の
よ
う
な
ド
リ
ル
学
習
が
、
教
育
の
中
心
を
占
め
て
よ
い
の
か
、
等
々
の
問
題
で
あ
る
。

リ
テ
ラ
シ
ー
論
の
第
二
の
展
開
は
、
日
本
の
場
合
一
九
九
〇
年
代
半
ば
頃
に
現
れ
、
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
。
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
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ラ
シ
ー
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
リ
テ
ラ
シ
ー
な
ど
の
語
で
登
場
し
一
般
化
し
た
も
の
で
、
「
読
解
力
、
操
作
能
力
」
を
意
味
す
る
。
つ

ま
り
、
メ
デ
ィ
ア
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
普
及
し
た
時
代
の
社
会
的
要
請
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
批
判
的
に
読
み
解
き
、
使
い
こ
な
す
能

力
（
ス
キ
ル
）
　
の
育
成
が
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
関
連
語
に
、
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
、
ネ
ッ
ト
リ
テ
ラ
シ
ー
な
ど
が
あ
る
。

そ
の
後
、
O
E
C
D
に
よ
る
P
I
S
A
（
国
際
学
習
到
達
度
調
査
）
－
数
学
リ
テ
ラ
シ
ー
・
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
・
科
学
リ
テ
ラ
シ
ー
・

問
題
解
決
能
力
の
調
査
－
に
お
け
る
日
本
の
生
徒
の
学
力
が
マ
ス
コ
ミ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
単
な
る
ス
キ
ル
と
し
て

で
は
な
く
、
ス
キ
ル
と
知
識
を
包
括
す
る
学
力
概
念
と
し
て
リ
テ
ラ
シ
ー
が
多
方
面
で
着
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
第
三

の
リ
テ
ラ
シ
ー
論
で
、
歴
史
リ
テ
ラ
シ
ー
も
そ
の
一
つ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
P
I
S
A
の
リ
テ
ラ
シ
ー
論
で
は
、
知

識
や
技
能
を
た
だ
保
持
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
具
体
的
な
状
況
で
の
活
用
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇
八
年
（
高
校
は
二

〇
〇
九
年
）
改
訂
の
新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
知
識
・
技
能
の
活
用
を
促
す
言
語
活
動
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
筆
者
も
こ

の
第
三
の
リ
テ
ラ
シ
ー
論
の
文
脈
で
、
世
界
史
リ
テ
ラ
シ
ー
の
概
念
を
用
い
た
い
。
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（
二
）
な
ぜ
世
界
史
リ
テ
ラ
シ
ー
な
の
か

リ
テ
ラ
シ
ー
の
概
念
に
着
目
す
る
こ
と
が
、
な
ぜ
世
界
史
の
再
生
に
つ
な
が
る
の
か
。
ま
ず
、
そ
の
意
義
か
ら
述
べ
よ
う
。

第
一
に
、
そ
れ
は
世
界
史
の
教
員
に
発
想
の
転
換
を
迫
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
世
界
史
を
教
え
る
の
で
は
な
く
、
世
界
史
リ

テ
ラ
シ
ー
を
育
て
る
の
が
世
界
史
教
員
の
仕
事
に
な
れ
ば
、
ル
ー
テ
ィ
ン
化
し
た
自
ら
の
授
業
や
評
価
を
反
省
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

世
界
史
を
地
理
歴
史
科
の
必
履
修
科
目
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
く
ら
い
の
大
胆
な
発
想
の
転
換
が
必
要
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
実
生
活
に
応
用
可
能
な
世
界
史
の
知
識
や
技
能
を
育
て
る
と
な
れ
ば
、
大
学
受
験
に
世
界
史
を
必
要
と
し
な
い
普
通
の

生
徒
に
と
っ
て
も
、
学
ぶ
意
味
の
見
出
し
や
す
い
授
業
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
も
は
や
通
史
的
な
内
容
構
成
で



は
な
く
、
現
代
世
界
の
諸
問
題
に
つ
な
が
り
を
も
つ
テ
ー
マ
主
体
の
内
容
構
成
が
中
心
と
な
ろ
う
。
特
に
、
学
校
外
で
世
界
史
を
批

判
的
に
読
み
解
く
事
例
と
言
え
ば
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
史
や
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
で
は
あ
る
ま
い
。
や
は
り
、
日
本
の
植
民
地
支
配

や
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
を
め
ぐ
る
日
韓
・
日
中
の
歴
史
認
識
、
ア
メ
リ
カ
の
原
爆
投
下
を
め
ぐ
る
日
米
双
方
の
歴
史
認
識
等
の
メ
タ
・

ヒ
ス
ト
リ
カ
ル
な
問
題
、
あ
る
い
は
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
や
チ
ベ
ッ
ト
問
題
等
の
現
代
世
界
の
諸
問
題
が
内
容
の
中
心
を
占
め
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
無
論
、
そ
う
し
た
難
し
い
問
題
だ
け
で
な
く
、
砂
糖
・
塩
・
コ
ー
ヒ
ー
・
紅
茶
と
い
っ
た
日
常
生
活
か
ら
迫
る
世
界
史

や
身
近
な
地
域
と
関
わ
る
世
界
史
な
ど
も
対
象
に
な
る
。

第
三
に
、
知
識
と
技
能
（
思
考
力
）
を
一
体
的
に
育
て
る
と
す
れ
ば
、
教
師
中
心
の
講
義
か
ら
脱
却
せ
ざ
る
を
得
ず
、
生
徒
主
体

の
授
業
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
情
報
化
が
進
み
、
ま
た
ハ
ン
ズ
オ
ン
型
の
各
種
施
設
が
広
が
る
中
で
、
教
室
空
間

だ
け
が
教
師
の
ト
ー
ク
・
ア
ン
ド
・
チ
ョ
ー
ク
の
ま
ま
で
よ
い
は
ず
が
な
い
。
一
気
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
の
授
業
は
無
理
だ
と
し

て
も
、
テ
ー
マ
に
つ
い
て
調
べ
て
発
表
し
た
り
、
史
資
料
の
読
み
解
き
を
め
ぐ
っ
て
議
論
し
た
り
す
る
授
業
は
、
世
界
史
の
教
員
に

や
る
気
さ
え
あ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
授
業
が
一
般
化
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
単
な
る
リ
テ
ラ
シ
ー
論
を

超
え
て
、
O
E
C
D
の
言
う
キ
ー
・
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
ー
の
育
成
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
文
部
科
学
省
も
本
気
で
「
生
き
る

力
」
　
の
育
成
を
謳
う
な
ら
ば
、
そ
れ
位
の
提
言
を
す
べ
き
だ
ろ
う
。
勿
論
、
キ
ー
・
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
ー
な
い
し
「
生
き
る
力
」
は
、

学
校
教
育
や
生
涯
教
育
全
体
を
通
じ
て
達
成
す
べ
き
目
標
で
あ
り
、
個
々
の
教
科
・
科
目
で
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
リ
テ
ラ
シ
ー
の
育

成
が
目
指
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

だ
が
、
世
界
史
リ
テ
ラ
シ
ー
に
着
目
す
れ
ば
、
世
界
史
教
育
の
病
状
が
一
気
に
快
復
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
留
保
す

べ
き
い
く
つ
か
の
事
項
、
な
い
し
解
決
す
べ
き
課
題
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
簡
潔
に
記
す
。
第
一
に
、
セ
ン
タ
ー
試
験

に
代
表
さ
れ
る
大
学
人
試
問
題
の
あ
り
方
を
再
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
大
学
の
入
学
制
度
そ
の
も
の
を
再
考
す
べ
き
で
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あ
る
。
第
二
に
、
世
界
史
を
含
む
地
理
歴
史
科
の
教
員
養
成
の
あ
り
方
も
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
免
許
状
を
例
に
あ
げ
れ
ば
、
教
科

専
門
科
目
に
関
し
て
は
、
外
国
史
概
説
レ
ベ
ル
の
単
位
修
得
に
留
め
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
の
研
究
法
や
史
学
理
論
（
歴
史
哲
学
）

関
連
の
単
位
修
得
を
義
務
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
教
職
科
目
に
関
し
て
は
、
も
っ
と
世
界
史
の
内
容
に
即
し
た
教
材
開
発
や

授
業
研
究
の
修
得
単
位
数
を
増
や
す
べ
き
で
あ
る
。
無
論
、
こ
れ
ら
の
条
件
が
ク
リ
ア
ー
さ
れ
な
け
れ
ば
、
世
界
史
教
育
の
再
生
は

で
き
な
い
と
言
っ
て
い
る
限
り
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
世
界
史
教
員
の
地
位
は
確
立
す
ま
い
。
自
ら
世
界
史
教
員
の
職
を

定
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
高
め
る
方
向
で
世
界
史
教
育
の
改
善
を
図
る
べ
き
だ
ろ
う
。

三
　
世
界
史
リ
テ
ラ
シ
ー
育
成
の
手
立
て

（
一
）
　
内
容
構
成
の
手
立
て

世
界
史
リ
テ
ラ
シ
ー
の
育
成
に
資
す
る
内
容
構
成
は
ど
う
あ
れ
ば
よ
い
の
か
。
ま
ず
、
大
前
提
は
、
先
述
の
よ
う
に
通
史
的
構
成

を
や
め
て
主
題
　
（
史
）
的
構
成
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
い
か
な
る
視
点
な
い
し
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
主
題

を
選
択
、
構
成
す
る
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
差
し
当
た
り
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

第
一
は
、
現
在
（
今
）
　
の
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
人
類
の
誕
生
・
進
化
か
ら
始
め
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
、
ギ
リ
シ
ア
・

ロ
ー
マ
文
明
へ
と
至
る
我
々
に
馴
染
み
の
構
成
は
、
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
確
立
し
た
一
つ
の
世
界
史
構
成
に
過
ぎ
ず
、
現
代

の
日
本
の
高
校
生
が
学
ぶ
に
値
す
る
世
界
史
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。
む
し
ろ
南
北
問
題
に
象
徴
さ
れ
る
不
均
等
発
展
、
諸
地
域

で
繰
り
返
さ
れ
る
民
族
紛
争
な
ど
、
現
代
世
界
の
構
造
や
問
題
を
歴
史
的
に
探
究
す
る
倒
叙
的
構
成
の
方
が
、
学
ぶ
意
味
を
実
感
で

き
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
世
界
史
全
体
を
倒
叙
的
に
構
成
す
る
の
が
難
し
い
と
い
う
の
な
ら
、
諸
地
域
世
界
を
単
位
と
す
る

従
前
の
世
界
史
（
前
近
代
史
）
構
成
の
中
で
、
諸
地
域
世
界
毎
に
過
去
と
現
在
を
リ
ン
ク
さ
せ
る
単
元
構
成
を
工
夫
す
れ
ば
よ
い
。
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例
え
ば
、
イ
ン
ド
世
界
史
を
扱
う
際
に
、
イ
ン
ダ
ス
文
明
、
ア
ー
リ
ヤ
人
の
進
入
、
都
市
国
家
の
興
亡
と
新
宗
教
、
マ
ウ
リ
ヤ
朝
、

ク
シ
ャ
ー
ナ
朝
と
続
け
る
の
で
は
な
く
、
現
在
の
イ
ン
ド
に
も
残
る
カ
ー
ス
ト
制
度
を
軸
に
し
て
、
カ
ー
ス
ト
制
度
の
起
源
、
仏
教

の
成
立
と
カ
ー
ス
ト
制
度
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
波
及
と
カ
ー
ス
ト
制
度
、
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
支
配
と
カ
ー
ス
ト
制
度
と
い
う
よ
う
に
、

常
に
現
在
の
問
題
を
意
識
さ
せ
な
が
ら
地
域
世
界
の
歴
史
を
考
察
す
る
構
成
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

第
二
は
、
日
本
（
自
国
）
　
の
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
誰
が
見
て
も
納
得
の
い
く
客
観
的
な
世
界
史
像
な
ど

あ
り
え
な
い
。
一
定
の
視
点
な
り
立
場
を
定
め
な
け
れ
ば
、
歴
史
の
叙
述
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
日
本
の
高

校
生
が
学
ぶ
世
界
史
の
視
点
と
し
て
、
日
本
を
設
定
す
る
の
は
至
極
当
然
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
言
う
は
易
く
行
う
は
難
し
の
言
葉
ど

お
り
、
具
体
的
構
成
は
難
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
参
考
に
な
る
の
が
、
日
本
の
世
界
史
教
育
成
立
期
に
主
体
的
な
世
界
史
像
の
構
築
を

め
ぐ
り
苦
闘
し
た
上
原
専
禄
の
方
法
で
あ
る
。
上
原
は
、
「
わ
れ
わ
れ
が
主
と
し
て
意
図
し
た
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
国
民
自
身

の
生
活
意
識
・
歴
史
意
識
の
形
象
化
で
あ
り
、
世
界
の
諸
文
明
が
い
か
に
し
て
日
本
文
明
の
成
長
に
寄
与
し
た
の
か
、
ま
た
現
在
の

日
本
の
直
面
し
て
い
る
歴
史
的
な
諸
問
題
が
、
そ
れ
ら
諸
文
明
の
動
き
に
よ
っ
て
ど
う
規
定
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
ら
の
点
を
特
殊

具
体
的
な
も
の
と
し
て
主
体
的
に
追
求
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
」
（
上
原
専
禄
編
『
日
本
国
民
の
世
界
史
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
、

．
Ⅳ
貢
）
　
と
述
べ
、
東
ア
ジ
ア
文
明
の
叙
述
か
ら
始
ま
る
世
界
史
教
科
書
を
上
梓
し
た
の
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
、
上
原
の
方
法
が
学
習
指
導
要
領
に
直
接
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
約
三
〇
年
後
に
登
場
し
た

地
理
歴
史
科
の
新
科
目
「
世
界
史
A
」
（
標
準
二
単
位
）
　
で
は
注
目
す
べ
き
ア
プ
ロ
ー
チ
が
示
さ
れ
た
。
そ
れ
が
前
近
代
史
に
関
す

る
二
つ
の
項
目
、
す
な
わ
ち
「
Ⅲ
諸
文
明
の
歴
史
的
特
質
」
と
「
㈲
諸
文
明
の
接
触
と
交
流
」
　
で
あ
る
。
前
者
は
東
ア
ジ
ア
、
南
ア

ジ
ア
、
西
ア
ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
文
明
の
特
質
を
、
風
土
、
言
語
、
民
族
、
宗
教
な
ど
の
視
点
か
ら
構
造
史
的
に
把
握
さ
せ
る

内
容
で
、
初
め
て
世
界
史
を
通
史
か
ら
解
放
し
よ
う
と
し
た
試
み
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
ま
た
、
後
者
は
世
界
史
を
同
時
代
の
槙
の
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つ
な
が
り
で
把
握
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
日
本
か
ら
の
視
点
を
生
か
し
た
世
界
史
構
成
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、

二
世
紀
、
八
世
紀
、
一
三
世
紀
、
一
六
世
紀
、
一
七
・
一
八
世
紀
を
取
り
上
げ
、
同
時
代
の
諸
文
明
の
接
触
・
交
流
を
学
習
す
る
。

こ
の
五
つ
の
世
紀
（
純
然
た
る
世
紀
と
い
う
よ
り
前
後
の
世
紀
を
含
め
た
長
い
世
紀
）
　
は
、
い
ず
れ
も
日
本
が
世
界
と
深
く
関
わ
っ

た
時
代
で
あ
り
、
二
世
紀
は
「
金
印
」
、
八
世
紀
は
「
遣
唐
使
」
、
一
三
世
紀
は
「
蒙
古
襲
来
」
、
〓
ハ
世
紀
は
「
鉄
砲
・
キ
リ
ス
ト

教
の
伝
来
」
、
一
七
・
一
八
世
紀
は
「
鎖
国
」
と
い
う
よ
う
に
、
小
・
中
学
校
で
の
学
習
事
項
を
手
が
か
り
に
し
て
世
界
史
に
ア
プ

ロ
ー
チ
す
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
二
度
の
改
訂
で
本
構
成
は
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
こ
の
二
つ
の
項
目
が
示
し

た
理
念
は
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
再
度
活
性
化
す
る
こ
と
が
当
面
の
現
実
的
課
題
で
あ
ろ
う
。

第
三
は
、
私
（
こ
こ
）
　
の
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
教
室
や
身
近
な
地
域
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。

日
本
と
い
う
国
家
の
枠
組
み
や
国
境
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
学
習
者
の
視
点
か
ら
世
界
史
を
捉
え
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。

ま
ず
は
教
室
　
（
学
級
）
　
や
学
校
、
身
近
な
地
域
に
目
が
向
け
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
に
、
例
え
ば
ブ
ラ
ジ
ル
人
や
ペ
ル
ー
人
が
い
る
と
す

れ
ば
、
ブ
ラ
ジ
ル
や
ペ
ル
ー
な
ど
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
・
文
化
か
ら
始
め
て
、
日
本
と
の
交
流
の
歴
史
、
彼
ら
が
日
本
に
来
る

こ
と
に
な
っ
た
経
済
的
、
社
会
的
背
景
な
ど
を
考
察
し
、
こ
れ
か
ら
の
関
係
の
あ
り
方
を
展
望
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、

地
域
の
遺
跡
や
遺
物
、
伝
説
や
伝
統
芸
能
な
ど
を
手
が
か
り
に
し
て
、
日
本
史
と
世
界
史
の
つ
な
が
り
に
迫
る
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。

前
近
代
史
で
あ
れ
ば
、
日
韓
（
日
朝
）
関
係
や
日
中
関
係
に
つ
な
が
る
事
例
が
中
心
と
な
る
が
、
近
代
史
な
ら
よ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
な

関
係
を
捉
え
る
教
材
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
現
在
、
全
国
の
世
界
史
教
員
の
有
志
が
集
い
、
「
地
域
か
ら
の
世
界
史
」

を
掘
り
起
こ
し
、
教
材
化
す
る
試
み
が
活
発
化
し
て
い
る
。
ま
だ
一
部
の
教
員
に
留
ま
っ
て
い
る
が
、
今
後
こ
の
運
動
が
多
く
の
教

員
の
問
に
広
が
れ
ば
、
内
容
構
成
の
側
面
か
ら
世
界
史
リ
テ
ラ
シ
ー
へ
の
突
破
口
が
開
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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（
二
）
学
習
指
導
と
評
価
の
手
立
て

世
界
史
リ
テ
ラ
シ
ー
を
育
成
す
る
に
は
、
い
か
な
る
学
習
指
導
や
評
価
が
有
効
な
の
か
。

第
一
に
、
歴
史
の
個
別
事
象
を
教
え
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
の
見
方
考
え
方
（
解
釈
＝
理
論
仮
説
）
を
教
え
る
。
否
、

教
え
る
の
で
は
な
く
生
徒
自
身
に
探
究
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
達
成
目
標
と
し
て
の
教
育
内
容
に
は
、
個
別
の
事
件
や
人

物
の
理
解
を
置
く
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
解
釈
と
解
釈
に
必
要
な
技
能
を
設
定
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命

を
取
り
上
げ
る
場
合
、
一
般
的
に
は
産
業
革
命
の
背
景
、
展
開
、
影
響
等
に
つ
い
て
、
時
間
の
順
に
教
え
て
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

だ
が
、
こ
れ
で
は
一
八
～
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
産
業
の
展
開
や
変
容
は
わ
か
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
産
業
革
命
そ
の
も
の
の
見
方

考
え
方
は
も
と
よ
り
、
産
業
革
命
の
歴
史
的
意
味
を
解
釈
し
た
り
、
説
明
し
た
り
す
る
技
能
は
身
に
付
か
な
い
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
歴
史
の
見
方
考
え
方
を
探
究
さ
せ
る
に
は
、
授
業
を
貫
く
主
発
問
や
史
資
料
を
解
釈
さ
せ
る
主
発
問
を
、
「
な
ぜ
宅
F
y
巳

型
の
問
い
で
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
の
授
業
の
場
合
、
放
っ
て
お
く
と
自
ず
と
「
ど
の
よ
う
に
H
O
W
ご
型
に
な
っ
て
し
ま

う
。
そ
れ
が
時
間
の
論
理
で
記
述
さ
れ
る
歴
史
の
自
然
な
姿
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
時
間
の
論
理
で
は
歴
史
解
釈
の
技
能
を
育
て

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
「
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か
？
」
と
問
え
ば
、
前
述
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス

産
業
の
推
移
を
追
う
こ
と
は
で
き
て
も
、
解
釈
や
説
明
を
迫
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
「
な
ぜ
フ
ラ
ン
ス
で
は
な
く
、
イ
ギ

リ
ス
で
先
に
産
業
革
命
が
起
こ
っ
た
の
か
？
」
「
な
ぜ
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
革
命
は
綿
工
業
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
？
」
「
な
ぜ
マ
ン
チ
ェ

ス
タ
ー
が
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
の
発
祥
地
に
な
っ
た
の
か
？
」
と
問
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
因
や
理
由
に
つ
い
て
推
論
し
、
一
定
の

解
釈
・
説
明
を
生
み
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
探
究
を
通
じ
て
初
め
て
世
界
史
の
リ
テ
ラ
シ
1
が
育
つ
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
な
ぜ
型
の
問
い
を
探
究
す
る
教
材
に
は
、
一
次
史
料
、
二
次
史
料
を
問
わ
ず
、
で
き
る
だ
け
史
資
料
の
解
釈
を
あ
て
る

こ
と
で
あ
る
。
近
年
の
教
科
書
編
成
の
特
色
と
し
て
、
大
判
化
、
多
色
化
、
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
化
の
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
受
け
て
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歴
史
教
科
書
で
は
本
文
記
述
の
量
が
減
少
し
、
史
資
料
の
ス
ペ
ー
ス
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
活
用
す
る
教
員
や

生
徒
に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
も
本
文
の
読
解
が
主
で
あ
り
、
史
資
料
は
そ
の
補
助
的
役
割
を
担
う
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
折
角

の
史
資
料
が
有
効
に
活
用
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
誤
解
さ
れ
た
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。
こ
れ
に
は
史
資
料
を
生
か

し
た
本
文
記
述
を
し
て
い
な
い
教
科
書
に
も
問
題
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
歴
史
の
授
業
を
史
資
料
の
解
釈
中
心
に
行
お
う
と
す
る

教
員
が
少
な
い
こ
と
に
責
任
は
帰
せ
ら
れ
よ
う
。
責
任
の
所
在
は
と
も
か
く
、
世
界
史
リ
テ
ラ
シ
ー
を
育
て
る
に
は
何
を
お
い
て
も

史
資
料
の
読
解
を
教
材
の
中
心
に
据
え
る
こ
と
で
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
革
命
前
夜
の
植
民
地
の
動
向
を
伝
え
る
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
絵
画
史
料
に
、
「
ボ
ス
ト
ン
茶
会
事
件
」

が
あ
る
。
各
府
県
教
育
セ
ン
タ
ー
等
の
地
歴
科
教
員
講
習
で
、
こ
の
絵
を
読
み
解
く
課
題
（
①
こ
の
絵
は
何
を
表
し
た
も
の
か
。
②

な
ぜ
先
住
民
が
船
に
乗
り
込
み
暴
れ
て
い
る
の
か
。
③
な
ぜ
　
「
茶
会
」
と
称
さ
れ
る
の
か
。
）
　
を
示
し
て
も
、
き
ち
ん
と
読
み
解
け

る
者
は
少
な
い
。
特
に
②
に
関
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
茶
法
に
抗
議
す
る
植
民
地
人
が
、
正
体
を
見
破
ら
れ
な
い
よ
う
先
住
民

に
変
装
し
て
東
イ
ン
ド
会
社
の
船
を
襲
い
、
茶
箱
を
海
に
投
げ
棄
て
た
と
い
う
回
答
が
多
数
を
占
め
る
。
白
昼
堂
々
の
行
為
で
あ
り
、

誰
が
見
た
っ
て
本
物
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
で
な
い
こ
と
は
わ
か
る
。
植
民
地
に
は
勤
王
派
も
多
く
い
た
か
ら
、
誰
が
や
っ
た
か
は
調
べ

れ
ば
じ
き
に
わ
か
る
は
ず
で
、
正
体
を
隠
す
た
め
に
変
装
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
世
界
史
の
教
員
自
体
が
史
資
料
を

丹
念
に
読
み
解
く
訓
練
を
し
て
い
な
い
た
め
、
こ
ん
な
誤
解
を
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
行
為
は
「
シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
」

（
共
同
体
の
規
範
に
違
反
し
た
者
に
対
す
る
集
団
的
制
裁
の
示
威
行
為
で
、
騒
然
た
る
音
響
を
伴
う
）
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た

観
点
で
同
時
期
の
事
件
を
見
て
い
く
と
、
印
紙
法
に
対
し
て
も
同
類
の
示
威
行
為
を
描
い
た
絵
が
見
つ
か
る
し
、
そ
も
そ
も
イ
ギ
リ

ス
本
国
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
中
世
末
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
広
範
に
行
わ
れ
た
現
象
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
教
科
書

の
本
文
に
頼
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、
こ
う
し
た
世
界
史
リ
テ
ラ
シ
ー
は
身
に
付
か
な
い
だ
ろ
う
。
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第
四
に
、
史
資
料
の
読
解
か
ら
な
る
歴
史
授
業
を
成
功
に
導
く
た
め
に
は
、
教
師
が
正
解
を
教
え
る
の
で
は
な
く
、
生
徒
の
自
由

な
解
釈
を
促
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
指
導
と
評
価
の
一
体
化
が
大
切
で
あ
る
。

指
導
と
評
価
が
帝
離
し
て
い
て
は
、
生
徒
の
授
業
へ
の
主
体
的
参
加
を
促
す
こ
と
は
難
し
い
。
指
導
と
評
価
を
一
体
化
さ
せ
る
手
立

て
と
し
て
、
正
解
を
求
め
る
従
来
型
の
穴
埋
め
プ
リ
ン
ト
の
代
わ
り
に
、
各
自
の
解
釈
結
果
を
自
由
に
記
述
さ
せ
る
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

の
活
用
を
勧
め
た
い
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
は
い
く
つ
か
の
効
用
が
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
は
「
書
く
こ
と
」
　
の
効
果
で
あ
る
。
書
く
こ

と
に
よ
り
、
自
分
の
考
え
を
整
理
し
た
り
、
他
者
に
説
明
し
た
り
す
る
の
が
容
易
に
な
る
。
歴
史
解
釈
は
個
人
で
行
う
だ
け
で
な
く
、

班
や
学
級
で
議
論
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
議
論
を
通
し
て
生
徒
は
多
様
な
解
釈
の
存
在
に
気
づ
き
、
自
己
の
解
釈
を
反
省
的
に

吟
味
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
議
論
を
効
果
的
に
進
め
る
た
め
に
も
、
す
ぐ
に
議
論
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
解
釈

の
結
果
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書
か
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
発
言
力
の
あ
る
生
徒
だ
け
が
議
論
を
リ
ー
ド
し
て
し

ま
う
こ
と
も
避
け
ら
れ
よ
う
。
効
用
の
二
つ
目
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
的
に
保
存
し
て
お
け
ば
、
個
々
の
生
徒
の

解
釈
の
変
容
や
育
ち
が
追
跡
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
世
界
史
の
授
業
で
テ
ィ
ー
ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
が
望
め
な
い
と
す
れ
ば
、

一
人
の
教
員
が
多
数
の
生
徒
の
発
言
を
そ
の
都
度
チ
ェ
ッ
ク
し
な
が
ら
評
価
す
る
と
い
う
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
を
活
用
す
れ
ば
、
観
点
別
評
価
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
「
思
考
・
判
断
」
や
「
技
能
・
表
現
」
は
も
と
よ
り
「
関
心
・
意

欲
・
態
度
」
も
か
な
り
の
確
率
で
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
ろ
う
。
何
よ
り
、
教
員
の
空
き
時
間
を
利
用
し
て
、
余
裕
を

も
っ
て
評
価
で
き
よ
う
。
無
論
、
世
界
史
リ
テ
ラ
シ
ー
の
評
価
に
は
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
だ
け
で
な
く
、
エ
ッ
セ
ー
（
小
論
文
）
　
の
作
成

や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
評
価
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
定
期
考
査
等
で
の
従
来
型
の
ペ
ー
パ
ー
テ
ス

ト
も
依
然
と
し
て
無
視
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
授
業
で
習
得
し
た
知
識
を
活
用
し
て
思
考
・
判
断
す
る
力
を
問
う
よ
う
な
ペ
ー
パ
ー

テ
ス
ト
問
題
の
開
発
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
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四
　
お
わ
日
ソ
に

「
世
界
史
」
再
生
の
鍵
概
念
を
「
世
界
史
リ
テ
ラ
シ
ー
」
　
に
求
め
、
そ
の
具
体
的
処
方
に
つ
い
て
探
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
あ
く
ま

で
個
人
的
な
構
想
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
、
L
世
界
史
の
教
員
が
自
ら
の
職
を
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
と
捉
え
る
の
な
ら
、
必
履
修
と
い
う

名
の
ぬ
る
ま
湯
に
浸
か
っ
て
い
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
は
じ
め
に
も
述
べ
た
小
・
中
学
校
の
社
会
科
へ
の
不
満
、
責
任
転
嫁
は
、

天
に
唾
す
る
も
の
で
あ
る
。
高
校
生
が
世
界
の
地
名
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
必
要
に
応
じ
て
教
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
中
学
校

で
教
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て
覚
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
要
は
生
徒
の
実
態
に
即
し
て
教
え
る
し
か
な
い
の
だ
。
ま
た
、

小
・
中
学
校
で
日
本
史
を
学
習
し
て
い
る
か
ら
、
高
校
で
も
引
き
続
き
日
本
史
を
選
択
す
る
生
徒
が
多
い
と
い
う
の
も
勝
手
な
言
い

分
で
あ
る
。
小
・
中
で
日
本
史
を
学
ん
だ
か
ら
も
う
沢
山
、
高
校
で
は
も
っ
と
広
い
世
界
に
つ
い
て
学
び
た
い
と
い
う
生
徒
も
必
ず

い
る
は
ず
だ
。
そ
う
し
た
顧
客
を
掴
め
な
い
自
分
の
不
甲
斐
な
さ
を
こ
そ
責
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。

教
育
は
百
年
の
計
だ
と
言
う
。
生
徒
の
大
学
入
試
の
た
め
に
教
員
が
あ
く
せ
く
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
近
視
眼
的
と
は
言
え
な
い

だ
ろ
う
か
。
無
論
、
近
年
の
結
果
至
上
主
義
的
な
社
会
風
潮
や
、
外
部
評
価
を
過
剰
に
気
に
す
る
管
理
職
等
の
存
在
を
考
え
れ
ば
、

個
々
の
教
員
の
無
力
感
は
想
像
で
き
る
。
だ
が
、
仮
に
生
徒
の
大
学
入
試
へ
の
支
援
を
絶
対
視
し
た
と
し
て
も
、
思
い
切
っ
た
発
想

の
転
換
が
で
き
な
い
と
は
思
え
な
い
。
試
し
て
み
れ
ば
よ
い
。
私
が
示
唆
し
た
よ
う
な
方
法
で
授
業
を
す
れ
ば
、
大
学
入
試
の
成
績

も
上
が
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
に
、
入
試
に
世
界
史
を
選
択
し
な
い
生
徒
の
世
界
史
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
文
字
通
り
社
会
に

出
て
か
ら
役
に
立
つ
リ
テ
ラ
シ
ー
が
身
に
付
こ
う
。
大
切
な
の
は
、
世
界
史
の
教
員
が
ち
ょ
っ
と
し
た
勇
気
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。

古
い
上
着
を
脱
ぎ
捨
て
る
勇
気
、
そ
し
て
新
た
な
上
着
に
袖
を
通
す
勇
気
で
あ
る
。
多
分
、
そ
こ
か
ら
し
か
世
界
史
教
育
の
再
生
は

始
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
私
は
そ
の
新
し
い
上
着
の
デ
ザ
イ
ン
を
提
示
し
た
ま
で
で
あ
る
。
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史
学
会
、
二
〇
〇
四
年
所
収
）

○
南
塚
信
吾
『
世
界
史
な
ん
て
い
ら
な
い
？
』
（
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
七
一
四
号
）
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。


