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学
び
の
原
点
か
ら
、

未
来
へ

佐
伯  

胖  

青
山
学
院
大
学
文
学
部
教
授

日
本
の
子
ど
も
た
ち
の「
学
力
低
下
」が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、彼
ら
の「
勉
強
力
」は
決
し
て
衰
え
て
は
い
な
い
。

低
下
し
て
い
る
の
は
、「
学
ぶ
力
」だ
。

「
学
ぶ
」と
い
う
こ
と
は
、「
わ
か
り
た
い
」と
い
う
欲
求
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の「
学
ぶ
力
」を
伸
ば
さ
ず
し
て
、「
勉
強
力
」だ
け
を
強
化
し
て
も
、

日
本
の
教
育
は
ま
す
ま
す「
再
生
」か
ら
遠
の
い
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

「
学
び
」と
い
う
言
葉

　
最
近
で
は「
学
び
」と
い
う
言
葉
は
、む
し
ろ「
流
行
語
」と
言
っ
て
も
よ
い
ぐ
ら
い

広
く
使
わ
れ
て
い
る
。し
か
し
、私
が
１
９
７
２
年
に『「
学
び
」の
構
造
』（
東
洋
館

出
版
社
）を
著
し
た
と
き
は
、「
学
び
」と
い
う
言
葉
は
、ほ
と
ん
ど「
な
じ
み
の
な
い
」

言
葉
で
あ
っ
た
。こ
の
本
は
、私
が
米
国
留
学
を
終
え
て
帰
国
後
、最
初
に
出
版
し
た

単
著
で
あ
る
。米
国
で「
認
知
心
理
学
」と
い
う
新
し
い
学
問
領
域
が
生
み
出
さ
れ

発
展
し
て
、後
に「
認
知
革
命
」と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
大
き
な
変
革
の
真
っ
た

だ
中
に
巻
き
込
ま
れ
、ま
さ
に
当
事
者
と
し
て
考
え
、苦
闘
し
、あ
る
意
味
で
古
い
心

理
学
と「
闘
っ
て
」き
た
経
験
を
も
と
に
、何
か
一
冊
の
本
を
著
し
た
い
と
思
っ
て
い
た

と
こ
ろ
、村
井
実
先
生（
現
・
慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
、当
時
・
同
大
学
文
学
部
教

授
）の
ご
推
薦
を
い
た
だ
い
て
、東
洋
館
出
版
社
か
ら
出
版
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の

で
あ
る
。

　
原
稿
が
仕
上
が
っ
た
と
き
、村
井
先
生
に
読
ん
で
い
た
だ
い
て
、「
先
生
、ど
ん
な

題
名
の
本
に
し
ま
し
ょ
う
か
」と
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、先
生
は
し
ば
ら
く
お
考
え

に
な
っ
た
上
で
、「
そ
う
い
え
ば
、九
鬼
周
造
と
い
う
人
の
書
い
た『「
い
き
」の
構
造
』

と
い
う
本
が
あ
る
。そ
れ
を
ま
ね
て
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、『「
学
び
」の
構
造
』

と
い
う
の
は
ど
う
か
ね
」と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。そ
の
と
き
の
思
い
を
正
直
に

言
え
ば
、は
っ
き
り
言
っ
て「
違
和
感
」が
あ
っ
た
。「
学
び
方
」と
い
う
言
葉
は
広
く
使

わ
れ
て
い
た
し
、「
学
ぶ
」と
い
う
動
詞
も
ご
く
普
通
に
使
わ
れ
て
い
た
が
、「
学
び
」

と
い
う
名
詞
形
を
文
書
で
目
に
し
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。し

か
し
、何
と
な
く
格
調
の
高
い
言
葉
だ
な
と
思
い
、ま
た
、博
識
の
村
井
教
授
が
名

づ
け
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、そ
の
題
名
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で

あ
る
。

　
面
白
い
も
の
で
あ
る
。私
自
身
が「
学
び
」と
い
う
言
葉
の
意
味
を
探
求
し
た
の

は
、む
し
ろ
、そ
の
本
を
出
し
た
後
か
ら
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
、私
が『「
学
び
」の
構

造
』で
主
張
し
て
い
た
こ
と
は
、従
来「
学
習
」と
呼
ば
れ
て
き
た
こ
と
を
、人
間
本
来

の
最
も
人
間
的
な
営
み
と
し
て
の「
学
び
」と
し
て
、と
ら
え
直
す
こ
と
で
あ
っ
た
こ

と
は
確
か
で
あ
り
、村
井
先
生
は
そ
の
こ
と
を
明
確
に
と
ら
え
て
く
だ
さ
っ
た
上

で
、『「
学
び
」の
構
造
』と
い
う
書
名
を
思
い
つ
か
れ
た
の
だ
と
思
う
。し
か
し
、私
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は
、そ
の「
人
間
本
来
の
、最
も
人
間
的
な
営
み
と
し
て
の
学
び
」と
は
ど
う
い
う
も

の
か
と
い
う
問
い
を
、そ
れ
以
来
、30
数
年
経
っ
た
今
も
問
い
続
け
て
い
る
。

「
学
び
」と「
学
習
」

　「
学
び
」と「
学
習
」は
違
う
。「
学
習
」と
い
う
の
は
、心
理
学
的
に
言
え
ば
、経
験

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
一
時
的
で
な
い
行
動
の
変
容
で
あ
る
。そ
の
変
容
が「
望

ま
し
い
」か「
望
ま
し
く
な
い
」か
は
無
関
係
で
あ
る
。変
な
習
慣
が
身
に
つ
い
た
り
、

間
違
っ
た
考
え
に
と
り
つ
か
れ
た
り
、考
え
る
べ
き
事
を「
考
え
な
く
」な
っ
た
り
す

る
こ
と
は
―
―
時
に
事
故
や
災
害
を
も
た
ら
し
た
り
、い
わ
ゆ
る「
不
祥
事
」を
引

き
起
こ
し
た
り
す
る
こ
と
の
原
因
に
な
る
の
だ
が
―
―
す
べ
て
は「
学
習
」の
結
果

で
あ
る
。そ
う
い
う「
間
違
っ
て
学
習
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
」を「
解
き
ほ
ど
く
」こ
と

を
、英
語
で
はunlearning

と
い
う
。「
脱
・
学
習
」と
で
も
い
う
べ
き
か
。子
安
潤
は

『
反
・
教
育
入
門
―
教
育
課
程
の
ア
ン
ラ
ー
ン
―
』（
白
澤
社
）で
は
カ
タ
カ
ナ
書
き
で

「
ア
ン
ラ
ー
ン
」と
し
、括
弧
付
き
で「
学
び
捨
て
」と
い
う
言
葉
を
付
し
て
い
る
が
、私

に
言
わ
せ
れ
ば
、「
学
び
」を
捨
て
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、む
し
ろ
、あ
ら
た
め
て

「
学
ん
で
」い
る
、あ
る
い
は「
学
び
直
し
て
」い
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り「
学
習
」と
違
っ
て
、「
学
び
」と
い
う
の
は
、は
っ
き
り「
望
ま
し
い
こ
と
」を

身
に
つ
け
る
こ
と
を
指
す
。「
学
習
」に
は
そ
う
い
う
価
値
志
向
性
は
想
定
さ
れ
て
い

な
い
。

　
も
っ
と
も
、こ
の「
望
ま
し
い
こ
と
」と
い
う
の
が
な
か
な
か
や
っ
か
い
で
あ
る
。本

人
は「
望
ま
し
い
」と
思
っ
て
い
て
も
、本
当
は「
望
ま
し
く
な
い
」こ
と
だ
っ
て
あ
る
。

こ
う
い
う
場
合
、本
人
は「
学
ん
で
い
る
」の
か
、「
学
ん
で
い
な
い
」の
か
。私
と
し
て

は
、本
人
は「
学
ん
で
い
る
つ
も
り
」で
も
、本
当
は「
学
ん
で
い
な
い
」と
言
い
た
い
。そ

う
だ
と
す
る
と
、「
学
び
」に
お
け
る「
望
ま
し
さ
」と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、と
い
う

問
い
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。そ
こ
に
何
か
特
定
の
価
値
観
や
道
徳
性
を
押
し
つ
け
る

と
い
う
こ
と
は
、そ
れ
こ
そ「
望
ま
し
く
な
い
」。そ
こ
で
、私
た
ち
は「
学
び
」と
い
う

言
葉
が
価
値
志
向
的
で
あ
る
、と
い
う
に
と
ど
め
る
し
か
な
い
。

　「
学
び
」と
い
う
の
は
、村
井
実
の
言
葉
を
借
り
る
と
、人
間
の「
善
く
な
ろ
う
と

す
る
」営
み
な
の
で
あ
る（
村
井
実『「
善
さ
」の
構
造
』講
談
社
学
術
文
庫
）。つ
ま

り
、「
学
び
」と
い
う
言
葉
は
、そ
の
背
後
に「
何
が
本
当
に『
望
ま
し
い
』こ
と
な
の

か
」と
い
う
、「
善
さ
」を
追
い
求
め
る
こ
と
―
―
し
か
も
、ど
こ
ま
で
い
っ
て
も「
わ

か
っ
た
こ
と
」に
し
て
し
ま
わ
ず
に
、「
も
っ
と
善
い
こ
と
は
な
い
か
」と
追
求
し
続
け

る
こ
と
―
―
が
底
流
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。そ
の
意
味
で
、「
学
び
」と
は

「
学
び
続
け
る
こ
と
」な
の
で
あ
る
。

「
わ
か
る
こ
と
」と「
学
ぶ
こ
と
」

 

　『「
学
び
」の
構
造
』が
刊
行
さ
れ
た
１
９
７
２
年
と
い
う
の
は
、ち
ょ
う
ど
認
知
心

理
学
が
学
問
領
域
と
し
て
確
立
し
、そ
の
最
盛
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
頃
で

あ
っ
た
。認
知
心
理
学
と
い
う
の
は
、ひ
と
言
で
い
う
と「
わ
か
る
こ
と
」の
心
理
学
で

あ
る
。そ
れ
以
前
の
行
動
主
義
心
理
学
が
、学
習
を「
行
動
の
変
容
」と
し
て
い
た
こ

と
に
対
し
、認
知
心
理
学
で
は
学
習
を「
理
解
の
深
ま
り
」な
い
し「
知
識
の
獲
得
」と

す
る
。つ
ま
り
、「
学
ぶ
こ
と
」は「
よ
り
深
く
わ
か
る
こ
と
」と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、研
究
の
焦
点
を「
わ
か
る
」と
い
う
こ
と
に
あ
て
て
み
て
わ
か
っ
て
き
た
こ
と

は
、人
間
が
も
の
ご
と
を
き
ち
ん
と
理
解
す
る（
つ
ま
り「
わ
か
る
」）と
い
う
こ
と
は
、

「
大
変
な
こ
と
」だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。私
た
ち
は
膨
大
な
ま
で
の「
既
有
知
識
」

（
す
で
に
獲
得
さ
れ
て
い
る
知
識
）を
持
っ
て
い
る
が
、実
は
そ
れ
ら
の
多
く
は
、コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
用
語
で
い
え
ば「
バ
グ
だ
ら
け
」な
の
で
あ
る
。日
常
的
経
験
を
通
し
て「
勝

手
に
作
り
上
げ
て
い
る
」知
識（
い
わ
ゆ
る「
常
識
」）の
多
く
は
、誤
解
や
カ
ン
チ
ガ
イ

に
あ
ふ
れ
て
お
り
、そ
れ
ら
を
ま
さ
に「
ア
ン
ラ
ー
ン
」（
脱
・
学
習
）し
な
け
れ
ば
、正

し
い
知
識
が
獲
得
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。し
か
も
、そ
れ
は
単
純
に「
反
復
練
習
」に

よ
っ
て
頭
に「
た
た
き
込
む
」と
い
う
こ
と
で
は
解
決
し
な
い
。否
、む
し
ろ
人
間
は

「
考
え
な
い
」で
済
ま
せ
よ
う
と
す
る
強
い
傾
向
も
あ
わ
せ
も
っ
て
い
る
の
で
、面
倒
く

さ
い
こ
と
は「
覚
え
ち
ゃ
え
ば
い
い
」と
い
う
形
で
、手
順
や
手
続
き
を「
丸
暗
記
」し

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
対
処
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、こ
の
よ
う
に
手
続
き
を
丸
暗
記
し
て
対
処
す
る
ク
セ
が
身
に
つ
く
と
、

「
本
当
の
こ
と
を
、ち
ゃ
ん
と
理
解
す
る
」こ
と
が
面
倒
に
な
り
、「
わ
か
る
こ
と
」へ
向

け
て
の
探
求
が
お
ろ
そ
か
に
な
る
。そ
う
な
る
と「
新
し
い
問
題
」へ
の
対
処
が
で
き

な
い
し
、状
況
や
事
態
の
変
化
に「
臨
機
応
変
に
対
処
す
る
」と
い
う
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
。結
局
、い
つ
も「
ど
う
や
れ
ば
い
い
の
か
」だ
け
を「
教
え
て
も
ら
う
」こ
と
に

慣
れ
て
し
ま
い
、慣
れ
親
し
ん
だ
世
界
の
カ
プ
セ
ル
に
閉
じ
こ
も
り
、そ
の
中
で「
慣

れ
親
し
ん
だ
こ
と
」だ
け
を
た
だ
手
際
よ
く
こ
な
し
て
い
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
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「
勉
強
」が「
学
び
」を
遠
ざ
け
る

　
本
来
の「
学
び
」は
、「
わ
か
り
た
い
」と
い
う
欲
求
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。そ
の「
わ

か
り
た
い
」は
、さ
ら
に「
善
く
生
き
た
い
」と
い
う
人
間
が
生
ま
れ
落
ち
た
と
き
か

ら
持
ち
続
け
て
い
る「
根
源
的
衝
動
」と
で
も
い
う
よ
う
な
、抑
え
て
も
抑
え
き
れ

な
い
力
に
衝
き
動
か
さ
れ
て
い
る
。こ
の
こ
と
は
、生
ま
れ
て
す
ぐ
の
赤
ち
ゃ
ん
を
見

て
も
、あ
る
い
は
、夢
中
で
遊
ん
で
い
る
幼
児
を
見
て
も
、疑
う
余
地
の
な
い
こ
と
と

し
て
認
め
ら
れ
る
。赤
ち
ゃ
ん
や
子
ど
も
は
、自
分
が「
納
得
」す
る
ま
で
、と
こ
と

ん
探
求
し
続
け
、世
界
に
働
き
か
け
続
け
る
。と
こ
ろ
が
、子
ど
も
が「
学
校
」と
い

う
と
こ
ろ
に
行
き
始
め
る
頃
か
ら
、ど
う
い
う
わ
け
か
、「
わ
か
り
た
い
」が「
わ
か
ら

な
く
て
い
い
」に
な
り
、「
不
思
議
だ
、ど
う
な
ん
だ
ろ
う
」が「
カ
ン
ケ
イ
ナ
イ
」に
す

り
替
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
、学
校
で
は
何
を
わ
か
る
べ
き
か
が
学
年
別
、学
期
別
、教
室
別
に「
決

ま
っ
て
い
る
」か
ら
で
あ
る
。子
ど
も
が
自
分
で「
わ
か
り
た
い
こ
と
」を
追
求
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
な
い
。つ
ま
り
、学
校
へ
行
く
頃
か
ら
、「
学
び
」は「
勉
強
」に
す
り
替

え
ら
れ
る
の
だ
。「
勉
強
」と
い
う
も
の
が
、子
ど
も
の
世
界
に
無
理
矢
理
に
入
り
込

ん
で
く
る
の
で
あ
る
。

　「
勉
強
」と
い
う
の
は
、学
び
手
が「
学
び
た
い
」か
ら
で
は
な
く
、外
か
ら「
習
得

す
べ
き
」こ
と
と
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。し
か
も
、「
結
果
主
義
」そ
の
も
の

で
あ
る
。つ
ま
り
、「
習
得
し
た
か
否
か
」が
外
的
基
準
に
あ
て
は
め
て
評
価
さ
れ
る

の
で
あ
る
。要
す
る
に
、「
答
え（
正
解
）」が
出
せ
る
か
否
か
だ
け
が
問
題
に
さ
れ

る
。「
わ
か
る
」必
要
は
な
い
。「
正
解
が
出
せ
る
」こ
と
だ
け
が
要
求
さ
れ
る
。し
た

が
っ
て
、「
答
え
の
出
し
方
」を
丸
暗
記
し
た
も
の
が
勝
ち
と
な
る
。「
覚
え
ち
ゃ
え
ば

い
い
」世
界
で
あ
る
。今
、「
勝
ち
と
な
る
」と
言
っ
た
が
、ま
さ
に「
勝
つ
か
負
け
る
か
」

の
世
界
な
の
で
あ
る
。競
わ
さ
れ
、順
位
づ
け
ら
れ
、「
勝
ち
組
」に
な
れ
る
か「
負
け

組
」に
さ
れ
る
か
、そ
れ
は
ひ
た
す
ら「
与
え
ら
れ
た
課
題
に
正
解
を
出
す
」早
さ

に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。そ
う
な
る
と「
考
え
て
い
る
ヒ
マ
は
な
い
」。「
わ
か

る
」と
か「
わ
か
ら
な
い
」は
カ
ン
ケ
イ
ナ
イ
。

　
明
ら
か
に
、「
勉
強
」は「
学
び
」を
遠
ざ
け
る
。

　
こ
れ
は
、少
し
で
も
分
別
を
持
っ
て
丁
寧
に
考
え
れ
ば
、誰
の
目
に
も
明
ら
か
な

こ
と
で
あ
る
。
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日
本
の
子
ど
も
た
ち
の「
学
力
低
下
」が
叫
ば
れ
て
い
る
が
、先
に
挙
げ
た
子
安
潤

の『
反
・
教
育
入
門
』が
詳
細
な
デ
ー
タ
を
挙
げ
て
明
確
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、「
勉

強
力
」（
勉
強
に
よ
っ
て
つ
け
た
力
）は
世
界
的
水
準
か
ら
見
て
、以
前
か
ら
今
日
ま

で
、日
本
は
か
な
り
の
高
水
準
を
維
持
し
て
お
り
、そ
れ
ほ
ど「
低
下
」な
ど
し
て
い

な
い
。む
し
ろ
、目
に
見
え
て
ど
ん
ど
ん
低
下
し
て
い
る
の
が「
学
ぶ
」力
で
あ
る
。自

分
か
ら
世
界
を
探
求
し
、意
味
づ
け
よ
う
と
す
る
、要
す
る
に「
わ
か
ろ
う
と
す
る
」

力
が
ど
ん
ど
ん
低
下
し
て
い
る
。こ
れ
を「
基
礎
学
力
の
強
化
」だ
と
か
、「
外
部
評
価

の
徹
底
」、「
学
校
間
の
競
争
」と
い
う
よ
う
な「
勉
強
主
義
」の
強
化
に
よ
っ
て
防
ご
う

と
い
う
の
は
、と
て
つ
も
な
く
見
当
違
い
で
あ
り
、明
ら
か
に
逆
効
果
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う「
勉
強
主
義
」を「
学
び
主
義
」に
転
換
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
、従
来

「
勉
強
主
義
」路
線
を
ひ
た
す
ら
走
っ
て
い
た
中
国
や
韓
国
の
教
育
界
で
、最
近
広
が

り
始
め
て
い
る
。「
わ
か
る
こ
と
は
面
白
い
」、「
自
分
で
学
び
た
い
こ
と
を
学
ぶ
」、「
教

室
は
教
え
あ
い
、学
び
あ
う
場
だ
」…
…
こ
う
い
う
こ
と
が
日
常
的
に
語
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。「
勉
強
主
義
」を
ひ
た
す
ら
強
化
し
て
教
育
を
再
生
さ
せ
よ

う
と
い
う
の
は
、国
際
的
に
見
て
も
、日
本
だ
け
が
突
っ
走
っ
て
い
る
愚
策
と
し
か
い

い
よ
う
が
な
い
。日
本
の
教
育
は
ま
す
ま
す「
再
生
」か
ら
遠
の
い
て
い
く
。

「
善
く
生
き
る
」た
め
の「
学
び
」

　
人
は
な
ぜ
学
ぶ
の
か
。そ
れ
は
、村
井
実
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
善
く
生
き
る
た

め
」で
あ
る
。こ
の「
善
く
」と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。村
井
は
そ
れ
を「
効
用
性
」、「
相

互
性
」、そ
し
て「
無
矛
盾
性
」で
構
成
さ
れ
、そ
れ
ら
を
統
合
す
る
も
の
と
し
て
の

「
美
」を
追
求
す
る
こ
と
と
説
く（『「
善
さ
」の
構
造
』）。

　
ま
ず
、「
効
用
性
」と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。端
的
に
言
っ
て「
得
を
す

る
」こ
と
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。も
っ
と
便
利
に
な
る
、も
っ
と
利
益
を
得
る
、も
っ

と
繁
栄
す
る
…
…
こ
う
い
う
欲
求
が
な
け
れ
ば
、文
明
の
発
展
は
な
い
。

　
以
前
、ド
ー
キ
ン
ス
の「
利
己
的
遺
伝
子
」論
と
い
う
の
が
は
や
り
、生
物
の
進
化

は
遺
伝
子
が
自
ら
と
そ
の
コ
ピ
ー
を
最
大
限
に
多
く
後
生
に
遺
す
べ
く「
利
己
的

に
」機
能
す
る
結
果
、生
存
競
争
に
有
利
に
働
く
形
質
だ
け
が
継
承
さ
れ
る
の
だ
、

と
し
た
。そ
れ
は
ま
た
、「
進
化
ゲ
ー
ム
論
」と
い
う
理
論
を
踏
ま
え
て
、遺
伝
子
が

生
存
を
か
け
た「
ゲ
ー
ム
」に
勝
つ
よ
う
な
戦
略（
そ
う
い
う
機
能
を
生
成
す
る
特
質

の
選
択
）を
と
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
話
も
あ
る
。ま
た
、サ
ル
か
ら
ヒ
ト
に
進
化
し

た
の
は
、ウ
ソ
も
方
便
と
使
い
分
け
て
、う
ま
く
相
手
を
打
ち
負
か
す
、「
マ
キ
ャ
ベ
リ

的
知
性
」の
お
か
げ
だ
と
い
う「
マ
キ
ャ
ベ
リ
的
知
性
仮
説
」な
る
も
の
も
結
構
は

や
っ
た
。こ
の
よ
う
に
、人
類
を
進
化
さ
せ
、文
明
を
発
展
さ
せ
た
の
は
、「
利
」を
追

求
す
る「
功
利
主
義
」原
理
の
お
か
げ
だ
と
す
る
と
、受
験
戦
争
に
打
ち
勝
ち
、う

ま
く「
出
世
」し
、「
金
持
ち
に
な
る
」こ
と
を
目
指
す「
勉
強
主
義
」は
全
面
肯
定
さ

れ
る
。そ
れ
こ
そ
が「
生
き
る
力
」な
の
だ
、と
。

　
村
井
が
提
唱
し
て
い
る
の
は
、「
善
く
生
き
る
」こ
と
の
一
側
面
と
し
て
、「
効
用

性
」も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。む
し
ろ
、「
効
用
性
」を
無
視
し
た
り
、は
っ
き
り

そ
れ
に
反
す
る
こ
と（「
貧
乏
人
は
麦
飯
を
食
え
」論
）は
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
す
る

の
で
あ
る
。

　
幸
い
、現
在
の
進
化
論
は
、遺
伝
子
の「
利
己
性
」で
は
な
く
、む
し
ろ
遺
伝
子
相

互
の
見
事
な
ま
で
の「
協
調
性
」を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。単
独
の「
遺
伝
子
」が
生
物

の
特
定
の
形
質
を
決
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。遺
伝
子
グ
ル
ー
プ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
形
質
の
発
現
を
支
え
る
環
境
と
複
雑
な
相
互
作
用
を
経
て
、環
境
と

の
見
事
な「
調
和
」が
構
成
さ
れ
る
。生
物
は
そ
の
よ
う
に
し
て
進
化
し
発
展
し
、そ

し
て「
発
達
」も
す
る
の
で
あ
る
。

　
村
井
実
が「
相
互
性
」と
呼
ぶ
特
性
は
、こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
で
き

よ
う
。他
者
と
か
か
わ
り
あ
う
こ
と
、さ
ら
に
そ
の
か
か
わ
り
あ
い
を
深
め
る
こ
と
、

こ
れ
を
目
指
す
特
性
が「
相
互
性
」で
あ
る
。「
他
者
」と
呼
ん
だ
が
、実
は
モ
ノ
も
含

む
。環
境
全
体
も
含
む
。そ
れ
ら
と「
折
り
合
い
を
つ
け
て
」、相
手
も
死
な
な
い
、自

分
も
死
な
な
い
、そ
う
い
う
方
策
を
求
め
る
の
が「
相
互
性
」で
あ
り
、今
日
の
進
化

論
は
、進
化
が
そ
の
よ
う
な「
相
互
性
」を
高
め
る
方
向
に
進
化
し
て
き
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
３
番
目
に
、「
無
矛
盾
性
」に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

　
人
間
は
ど
の
段
階
か
で「
言
語
」を
発
明
し
た
。「
言
語
」の
発
明
は
、そ
れ
以
前
に

「
シ
ン
ボ
ル
」の
発
明
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。「
シ
ン
ボ
ル
」は
い
わ
ゆ
る「
記
号
」や「
数
」

を
含
む
。こ
う
い
う
シ
ン
ボ
ル
に
よ
っ
て
、人
間
は
世
界
を
モ
デ
ル
化
す
る
こ
と
を

知
っ
た
。モ
デ
ル
を「
動
か
す
」こ
と
で
、予
測
や
制
御
も
可
能
と
な
っ
た
。ま
さ
に
宇

宙
の
法
則
、原
理
を
導
き
出
し
、そ
れ
を
利
用
し
て
自
然
を「
支
配
」す
る
技
術
を

生
み
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、バ
ロ
ン
＝
コ
ー
エ
ン
は
人
間
の
脳
に
は「
男
脳
」と「
女
脳
」の
２
種
類
の

特
性
が
あ
り
、一
般
的
に
は
男
性
は「
男
脳
」が
優
位
に
機
能
し
、女
性
は「
女
脳
」
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が
優
位
に
機
能
し
て
い
る
と
い
う
。も
ち
ろ
ん
、実
際
に
は「
女
脳
」が
優
位
な
男
性

も
い
る
し
、「
男
脳
」が
優
位
な
女
性
も
い
る
の
だ
が（
バ
ロ
ン
＝
コ
ー
エ
ン
著 

三
宅
真

砂
子
訳『
共
感
す
る
女
脳
、シ
ス
テ
ム
化
す
る
男
脳
』〈
２
０
０
５
〉日
本
放
送
出
版

協
会
）。「
男
脳
」と
い
う
の
は
、物
事
を
論
理
的
に
追
求
し
、シ
ス
テ
ム
で
と
ら
え
よ

う
と
す
る
思
考
を
司
り
、「
女
脳
」と
い
う
の
は
、他
者
へ
の
同
情
や
共
感
、周
囲
の
状

況
へ
の
配
慮
な
ど
を
司
っ
て
い
る
と
す
る
。つ
ま
り
、「
男
脳
」は
シ
ン
ボ
ル
使
用
を
巧

み
に
扱
う「
無
矛
盾
性
」を
追
求
す
る
機
能
で
あ
り
、「
女
脳
」は
周
辺
環
境
と
の
調

和
を
求
め
、相
互
作
用
を
深
め
、高
め
る
と
い
う「
相
互
性
」を
追
求
す
る
機
能
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

　
最
後
に
、「
美
」に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　「
効
用
性
」、「
相
互
性
」、そ
し
て「
無
矛
盾
性
」は
、そ
れ
ぞ
れ
、「
善
く
生
き
る
」

た
め
の
機
能
特
性
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、ど
れ
か
一
つ
に
特
化
し
た
り
、

ど
こ
か
が
肥
大
化
し
た
り
、逆
に「
萎
縮
」し
た
り
す
る
と
、こ
れ
は
明
ら
か
に「
善

く
」な
い
。そ
れ
で
は
、こ
れ
ら
全
体
が
調
和
し
て
統
合
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
感

覚
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。そ
れ
が「
美
」な
の
で
あ
る
。「
い
び
つ
さ
」は「
醜
い
」。絶
妙
な

バ
ラ
ン
ス
が
生
ま
れ
た
と
き
、「
美
し
い
」と
い
う
。（「
学
び
」を
失
い
、勉
強
主
義
の
競

争
社
会
で
格
差
を
増
大
さ
せ
る
最
近
の
日
本
の
風
潮
は
、美
し
い
か
。否
、醜
い
）

　「
美
」を
追
求
す
る
と
き
、既
存
の「
効
用
性
」、「
相
互
性
」、そ
し
て「
無
矛
盾
性
」

す
ら
も
、一
時
的
に
否
定
し
た
り
、ゆ
さ
ぶ
り
を
か
け
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。そ

れ
は
過
去
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
運
動
を
振
り
返
れ
ば
、明
ら
か
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
試
み
を
通
し
て
、新
し
い「
効
用
性
」の
意
味
、新
し
い「
相
互
性
」の

意
味
、新
し
い「
無
矛
盾
性
」の
意
味
を
追
求
す
る
の
で
あ
る
。そ
う
い
う「
新
し
い

意
味
」の
創
造
の
感
覚（
セ
ン
ス
）を
磨
く
の
が
美
の
世
界
で
あ
り
、芸
術
の
世
界
で

あ
る
。

「
学
び
」の
再
生
を
目
指
し
て

　
未
来
に
向
け
て
今
、私
た
ち
が
本
当
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

「
教
育
」の「
再
生
」で
は
な
い
。子
安
潤
は
現
在
の
日
本
の
教
育
に
お
い
て
最
も
必
要

な
の
は「
反
・
教
育
」で
あ
り
、「
教
育
」の「
ア
ン
ラ
ー
ン
」で
あ
る
と
い
う
。

　
私
が
あ
え
て
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、そ
れ
は「
学
び
」の
再
生
で
あ
る
。我
が
国
の

未
来
、否
、人
類
の
未
来
は
、そ
こ
に
あ
り
、ま
た
そ
こ
に
し
か
な
い
。
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