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公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

『
人
間
開
発
学
の
樹
立
に
向
け
て
―
展
望
と
課
題
―
』

《
発
題
①
》「
道
徳
教
育
学
・
心
の
教
育
の
視
点
か
ら
」

　
　
　
～
学
際
領
域
と
し
て
の
「
人
間
開
発
学
」
の
定
立
に
向
け
て
～

田
沼
　
茂
紀

は
じ
め
に

　

國
學
院
大
學
五
番
目
の
学
部
と
し
て
衆
目
の
注
視
す
る
中
で
創
設
さ
れ

た
人
間
開
発
学
部
（Faculty of H

um
an D

evelopm
ent

）
で
あ
る
が
、

そ
の
設
置
理
念
で
あ
る
「
未
来
志
向
型
人
づ
く
り
」
を
基
底
で
支
え
る
の

は
、
個
に
内
在
す
る
資
質
・
能
力
と
し
て
の
「
人
間
力
」
で
あ
る
。
本
学

部
で
は
、
人
間
誰
し
も
が
等
し
く
自
ら
を
活
か
し
、
活
か
さ
れ
る
べ
き
存

在
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
遺
憾
な
く
自
分
の
も
て
る
力
を
発
揮
す
る
た
め
の

中
核
能
力
（core com

petency

）
と
し
て
、
こ
の
人
間
力
を
以
下
の
よ

う
に
規
定
し
て
い
る
。
本
学
部
で
は
、
こ
の
人
間
力
を
「
論
理
的
科
学
的

思
考
力
」、「
自
己
表
現
力
」、「
知
識
・
技
能
の
活
用
力
」、「
課
題
解
決
探

求
能
力
」
と
い
う
四
要
素
で
構
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
定
義
し
、
個
に
お

い
て
顕
在
化
し
て
い
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
潜
在
的
な
資
質
・
能
力
も
含

め
て
引
き
出
し
、
ト
ー
タ
ル
な
も
の
と
し
て
開
花
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ

ろ
に
学
部
設
置
の
理
念
と
目
的
の
整
合
性
、
妥
当
性
を
見
出
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
教
育
的
営
み
は
具
体
で
あ
る
。
本
学
部
設
置
の
理
念
や
目
的

が
そ
こ
に
学
ぶ
学
生
た
ち
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
も
画
餅
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
複
合
的
か
つ
総
合
的
な
資
質
・
能
力
と

し
て
の
人
間
力
を
ど
う
開
発
す
る
の
か
、
そ
も
そ
も
開
発
す
る
と
は
ど
の

よ
う
な
意
味
を
も
ち
、
誰
を
対
象
に
何
を
ど
う
す
る
こ
と
で
結
実
さ
せ
よ

う
と
し
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
は
ど
の
よ
う
な
学
問
的
背
景
を
も
っ
て
展

開
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
等
々
の
吟
味
・
検
討
お
よ
び
実
践

を
踏
ま
え
た
検
証
は
、
本
学
部
の
今
後
に
課
せ
ら
れ
た
宿
命
的
課
題
で
も

あ
る
。
本
発
題
は
学
部
設
置
理
念
と
目
的
の
中
核
能
力
で
あ
る
「
人
間
力
」

を
縦
軸
に
、
そ
の
具
現
化
を
目
指
す
上
で
求
め
ら
れ
る
本
質
的
学
問
要
素

（discipline

）
と
は
何
な
の
か
を
、
心
の
教
育
と
い
う
横
軸
を
織
り
交
ぜ

る
視
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。

一
．�「
人
間
力
」
が
開
発
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
し
て
の
人
間
を
ど
う
規
定

す
る
の
か

　　

最
初
に
、
対
象
と
し
て
の
「
人
間
」
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
学
際
的
な

視
点
か
ら
「
人
間
（hum

an

）」
を
捉
え
よ
う
と
し
た
場
合
、
ど
う
規
定

さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
人
間
は
生
物
学
的
な
「
ヒ

ト
（hom

o sapiens

）」
で
あ
り
、
社
会
的
存
在
と
し
て
人
間
（
ジ
ン
カ

ン
）
に
暮
ら
す
人
々
（people

）
の
一
人
で
あ
り
、
精
神
性
や
文
化
性
を

背
景
に
時
空
間
を
跨
い
で
生
き
る
一
個
の
独
立
し
た
人
格
を
も
つ
人
間

（person

）
で
も
あ
る
。「
人
間
」
存
在
は
巨
視
的
に
捉
え
る
な
ら
、
生
物

的
存
在
、
社
会
的
存
在
、
文
化
的
存
在
と
い
っ
た
大
ま
か
な
括
り
で
分
類

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
心
の
教
育
の
視
点
か
ら
「
人

間
力
」
の
対
象
と
し
て
の
検
討
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、
ひ
と
ま
ず
は
「
社

会
的
存
在
」
と
し
て
生
き
る
人
間
と
限
定
し
、
そ
れ
も
心
的
作
用
の
側
面

か
ら
微
視
的
に
論
考
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

　

最
初
に
、
社
会
的
存
在
と
し
て
生
き
る
人
間
の
特
質
と
は
何
か
に
つ
い
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て
言
及
し
た
い
。
人
間
＝
人
の
成
り
立
ち
は
文
字
通
り
、
人
と
人
と
が
支

え
、
支
え
合
う
関
係
性
に
あ
る
。
わ
が
国
の
近
代
倫
理
学
の
祖
と
称
さ
れ

る
和
辻
哲
郎
（
一
九
三
七
年
）
は
、「
人
間
と
は
『
世
の
中
』
で
あ
る
と

と
も
に
そ
の
世
の
中
に
お
け
る
『
人
』
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
単
な
る

『
人
』
で
は
な
い
と
と
も
に
ま
た
単
な
る
『
社
会
』
で
も
な
い
。
こ
こ
に

人
間
の
二
重
性
格
の
弁
証
法
的
統
一
が
見
ら
れ
る（

１
）」
と
し
て
そ
の
関
係
性

に
着
目
し
た
。
和
辻
は
、
一
人
の
個
人
を
意
味
す
る
と
同
時
に
人
と
人
と

の
「
間
」
を
意
味
す
る
「
人
間
存
在
」
の
在
り
方
を
「
間
柄
」
的
存
在
と

称
し
た
。
つ
ま
り
、
個
別
性
と
全
体
性
の
両
面
性
を
有
す
る
の
が
「
人
間
」

で
あ
り
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
た
め
に
は
個
別
性
が
全
体
性
を
否
定
し
て

個
別
に
な
り
、
ふ
た
た
び
個
別
が
自
ら
の
個
別
性
を
否
定
し
て
全
体
性
を

回
復
す
る
と
い
う
二
重
否
定
の
弁
証
法
的
な
立
場
か
ら
社
会
的
（
世
間
性

＝
公
）
で
あ
る
と
同
時
に
個
人
的
（
個
人
性
＝
私
心
）
で
あ
る
と
い
う
両

面
性
を
有
す
る
人
間
存
在
の
理
法
を
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
和

辻
が
私
淑
し
て
止
ま
な
か
っ
た
近
代
個
人
主
義
の
先
駆
で
あ
る
夏
目
漱
石

（
一
九
〇
六
年
）
を
も
っ
て
し
て
も
、
名
作
『
草
枕
』
の
冒
頭
で
「
智
に

働
け
ば
角
が
立
つ
。情
に
棹
さ
せ
ば
流
さ
れ
る
。意
地
を
通
せ
ば
窮
屈
だ
。

と
か
く
に
人
の
世
は
住
み
に
く
い（

２
）」
と
嘆
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

前
述
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
人
間
の
本
質
は
個
別
性
と
全
体
性
、
そ

の
い
ず
れ
の
方
向
へ
も
開
か
れ
た
存
在
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。さ
ら
に
言
う
な
ら
、か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
る
人
間
は
、「
損
在
」

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
個
と
し
て
の
理
想
を
希
求
す
る

自
己
実
現
へ
の
可
能
性
を
秘
め
た
「
尊
在
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考

え
る
も
の
で
あ
る
。

　

二
．�

個
別
性
と
全
体
性
を
も
つ
人
間
の
人
間
力
が
「
開
発
さ
れ
る
」
と
は

ど
の
よ
う
な
意
味
を
内
包
す
る
の
か

　

人
間
は
「
間
柄
的
存
在
」
で
あ
る
以
上
、
そ
の
存
在
は
個
別
的
で
孤
高

な
も
の
で
も
な
く
、
社
会
に
埋
没
す
る
全
体
的
な
存
在
で
も
な
い
。
こ
の

個
別
性
と
全
体
性
と
い
う
二
重
構
造
的
な
性
格
を
自
ら
の
内
に
有
す
る
人

間
は
、
誰
し
も
個
と
社
会
を
行
き
来
す
る
「
動
的
か
つ
内
面
的
精
神
作
用
」

と
し
て
の
自
己
意
識
（self  consciousness

）
を
も
っ
て
い
る
。
自
己

意
識
と
は
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
り
、
外
界
や
他
者
と
区
別
さ

れ
た
自
我
と
し
て
自
分
を
自
覚
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
自
己
意
識
を

人
間
の
人
格
形
成
と
い
う
視
点
で
捉
え
直
す
な
ら
、
対
象
と
し
て
の
自
己

の
知
的
、
行
動
的
側
面
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
「
内

な
る
目
（inner eye

）」
を
内
包
す
る
の
が
自
己
概
念
（self  concept

）

で
あ
る
と
い
っ
た
表
現
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
自
己
概
念
は
現
実
自
己
の
把
握
だ
け
で
な
く
、
望
ま
し
い
自
己
像

と
し
て
の
理
想
自
己
、
他
者
の
ま
な
ざ
し
を
知
覚
す
る
社
会
的
自
己
等
も

含
め
た
自
己
意
識
、
自
己
認
知
、
自
己
態
度
と
い
っ
た
情
意
的
側
面
、
認

知
的
側
面
、
行
動
的
側
面
を
も
包
括
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
我
の
発
見
を

前
提
と
し
た
人
格
形
成
の
契
機
と
な
る
重
要
な
心
的
作
用
で
あ
る
。
特
に

青
年
期
は
、
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
（E.Spranger  

一
九
二
四
年
）
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
児
童
期
で
外
界
に
向
け
ら
れ
て
い
た
「
ま
な
ざ
し
（
内
な

る
目
）」
が
自
ら
の
内
面
に
向
け
ら
れ
、
他
者
と
異
な
る
自
己
の
独
自
性

が
強
く
意
識
さ
れ
る
「
自
我
の
発
見（

３
）」
と
い
う
特
徴
的
な
も
の
が
顕
在
化

す
る
発
達
期
で
も
あ
る
。こ
の
青
年
期
に
位
置
す
る
本
学
部
生
に
と
っ
て
、

そ
こ
で
の
学
び
が
個
性
的
な
人
格
形
成
の
根
本
体
験
と
な
り
、
自
ら
の
人

間
力
が
開
発
さ
れ
て
い
く
と
は
ど
の
よ
う
な
状
態
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。い
や
、そ
も
そ
も
誰
が
自
己
を
開
発
し
て
く
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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開
発
す
る
主
体
、
開
発
さ
れ
る
べ
き
客
体
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
自
己
概

念
と
い
う
切
り
口
を
も
っ
て
言
及
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、「
開
発
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
の
規
定
か
ら
始
め
た
い
。
開

発
と
い
う
用
語
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、
二
〇
〇
二
年
の
「
持
続
可
能
な

開
発
に
関
す
る
世
界
首
脳
会
議（
通
称
は
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
・
サ
ミ
ッ
ト
）」

で
あ
る
。
そ
の
「
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
実
施
計
画
」
で
は
、
貧
困
撲
滅
、
生

産
消
費
形
態
の
見
直
し
、
天
然
資
源
の
保
護
・
管
理
等
と
並
ん
で
人
づ
く

り
に
か
か
わ
る
「
教
育
の
十
年
（
二
〇
〇
五
～
二
〇
一
四
年
）」
の
決
議

案
が
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た
。
次
世
代
に
負
担
を
引
き
延
ば
さ
な
い
社

会
の
構
築
に
向
け
て
必
要
な
価
値
観
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
全
世
界
が
学

ぼ
う
と
す
る
こ
の
「
持
続
可
能
な
開
発
」
の
意
味
す
る
も
の
は
、
個
か
ら

社
会
に
向
け
ら
れ
た
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。平
和
や
識
字
、環
境
保
全
、ジ
ェ

ン
ダ
ー
等
の
幅
広
い
テ
ー
マ
は
、
世
界
寺
子
屋
運
動
や
世
界
遺
産
活
動
、

国
際
理
解
教
育
の
推
進
と
い
っ
た
「
外
に
向
け
ら
れ
た
目
」
と
し
て
機
能

し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
発
題
で
問
う
べ
き
は
「
内
な
る
目
」
と
し
て
の

ま
な
ざ
し
の
開
発
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
個
が
自
ら
の
内
に
抱
え
る
問
題
や

課
題
に
対
し
て
の
適
切
な
課
題
解
決
能
力
や
、
今
後
の
人
生
で
次
々
に
生

じ
る
で
あ
ろ
う
様
々
な
問
題
や
課
題
を
発
見
す
る
問
題
発
見
能
力
、
さ
ら

に
は
自
己
実
現
し
よ
う
と
す
る
意
志
力
や
態
度
等
が
そ
こ
で
は
問
わ
れ
る

こ
と
と
な
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
内
な
る
ま
な
ざ
し
と
い
う
視
点
か
ら
言
及
す
る
と
、
人
間

は
他
か
ら
の
働
き
か
け
や
教
育
環
境
が
及
ぼ
す
影
響
の
み
に
よ
っ
て
学
ぶ

だ
け
で
な
く
、
自
ら
方
向
付
け
し
つ
つ
導
き
育
と
う
と
す
る
可
能
性
と
し

て
の
内
在
的
な
力
を
も
っ
て
い
る
。
従
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
自
己
指

導
力
と
か
、
自
己
教
育
力
、
自
己
学
習
力
と
称
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
概
念
形
成
の
理
論
的
背
景
と
な
っ
て
影
響
力
を

及
ぼ
し
た
進
歩
主
義
教
育
運
動
の
理
論
的
指
導
者
で
あ
っ
た
デ
ュ
ー
イ

（J.D
ew

ey  

一
九
一
六
年
）、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
中
心
療
法
と
し
て
知
ら
れ

る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
技
法
の
創
始
者
で
あ
る
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
（C.R.Rogers

一
九
七
七
年
）、
意
欲
喚
起
と
い
う
側
面
か
ら
内
発
的
動
機
付
け
理
論
を

展
開
し
た
デ
シ
（E.L.D

eci　

一
九
九
五
年
）
の
主
張
か
ら
、
学
際
的
な

視
点
で
「
内
な
る
ま
な
ざ
し
の
開
発
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み

た
い
と
考
え
る
。

（
一
）
デ
ュ
ー
イ
に
お
け
る
開
発
と
し
て
の
「
成
長
可
能
性
」

　

デ
ュ
ー
イ
の
教
育
思
想
は
、「
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
学
ぶ
」
と
い
う
言

葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
子
ど
も
を
学
ぶ
主
体
と
捉
え
る
児
童
中
心
主

義
の
立
場
で
あ
る
。
特
に
子
ど
も
の
成
長
過
程
と
し
て
重
視
し
た
の
が
、

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
基
づ
く
教
育
的
な
「
作
業
経
験
（occupation

）」
の

重
視
で
あ
る
。
デ
ュ
ー
イ
は
『
民
主
主
義
と
教
育
』
の
中
で
、「
教
育
は

成
長
す
る
こ
と
と
全
く
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
自
体
を
越
え

る
い
か
な
る
目
的
も
も
た
な
い
。
学
校
教
育
の
価
値
の
基
準
は
、
そ
れ
が

連
続
的
成
長
へ
の
欲
求
を
ど
の
程
度
ま
で
つ
く
り
出
す
か
、
そ
し
て
、
そ

の
欲
求
を
実
際
に
効
果
の
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
の
手
段
を
ど
の
程
度
ま

で
提
供
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
な
の
で
あ
る（

４
）」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

デ
ュ
ー
イ
の
主
張
に
従
う
な
ら
、
教
育
の
究
極
目
的
で
あ
る
人
格
形
成
に

お
い
て
は
二
点
の
示
唆
が
得
ら
れ
よ
う
。
一
点
目
は
未
来
へ
の
準
備
を
す

る
こ
と
が
教
育
の
目
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
二
点
目
は
子
ど

も
が
今
抱
え
て
い
る
生
活
そ
の
も
の
が
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
存
在
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。よ
っ
て
、開
発
と
は
、教
育
過
程
の
成
果
に
よ
っ

て
さ
ら
に
多
く
の
教
育
内
容
を
受
容
す
る
能
力
、
つ
ま
り
成
長
へ
の
可
能

性
を
秘
め
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
二
） 

ロ
ジ
ャ
ー
ズ
に
お
け
る
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
見
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た
「
個
の
可
能
性
」

　

ロ
ジ
ャ
ー
ズ
の
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
中
心
療
法
は
、
非
指
示
的
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
技
法
と
し
て
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
心
理
療
法
の
分
野
で
大
き
な
影
響

力
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
こ
の
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
中
心
療
法
の
前
提
仮
説
は
、

①
人
間
は
誰
し
も
成
長
し
て
適
応
に
向
か
う
、
②
行
動
の
要
因
は
知
的
側

面
よ
り
も
感
情
に
あ
る
、
③
個
人
の
過
去
よ
り
も
直
接
的
な
現
在
を
重
視

す
る
、
④
治
療
的
関
係
そ
れ
自
体
が
成
長
経
験
で
あ
っ
て
治
療
的
価
値
を

も
つ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
へ
の
全
幅
的
な

信
頼
を
寄
せ
る
こ
と
に
基
づ
く
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
理
論
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

ロ
ジ
ャ
ー
ズ
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
自
身
の
人
格
的
変
化
を
促
進
す
る
た

め
に
①
積
極
的
な
共
感
的
理
解
、
②
純
粋
性
と
し
て
の
自
己
一
致
、
③
無

条
件
の
肯
定
的
配
慮
、
こ
れ
ら
三
条
件
を
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
求
め
た
。
特

に
個
人
の
経
験
を
自
己
と
の
関
連
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自

己
概
念
と
い
う
中
心
的
要
素
に
基
づ
く
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
行
動
理
論
と
し

て
特
徴
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
は
著
書
『
人
間
の
潜
在
力
』
で
、

「
個
人
は
自
分
自
身
の
中
に
自
己
理
解
に
向
か
い
、
そ
し
て
、
自
己
概
念

と
自
己
の
態
度
を
変
容
し
、
自
主
的
行
動
を
発
展
さ
せ
て
い
く
と
こ
ろ
の

資
源
を
蔵
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
も
し
一
定
の
促
進
的
な
心
理
的
態
度
を

も
つ
雰
囲
気
が
備
わ
り
さ
え
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
資
源
が
開
放
さ
れ
て
行
く

で
あ
ろ
う（

５
）」
と
、
主
体
と
し
て
の
個
の
自
己
変
容
の
可
能
性
を
端
的
な
言

葉
で
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「
す
べ
て
の
有
機
体
は
、
ど
の
水
準
に
お
い

て
も
そ
の
生
来
の
可
能
性
を
建
設
的
な
方
向
へ
と
実
現
し
よ
う
と
す
る
基

本
的
動
き
を
も
っ
て
い
る（

６
）」
と
し
て
示
し
た
人
間
信
頼
へ
の
見
解
は
、
個

の
自
己
開
発
可
能
性
を
的
確
に
示
唆
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
三
）
デ
シ
の
環
境
と
の
自
律
的
相
互
作
用
過
程
と
し
て
の
「
自
己
成
長
」

　

心
理
学
者
で
あ
る
デ
シ
は
、
人
間
が
何
か
に
動
機
付
け
ら
れ
る
時
、
そ

の
行
動
が
自
律
的
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
他
者
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
い

る
か
と
い
う
区
別
が
大
変
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
統

制
さ
れ
て
い
る
時
は
自
ら
の
行
動
を
自
己
表
現
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ

ず
、
自
己
が
統
制
に
従
属
し
て
い
る
と
い
う
疎
外
さ
れ
た
感
情
を
抱
く
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
自
律
的
で
あ
る
こ
と
は
自
己
と
一
致
し
た
行

動
、
自
己
表
現
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
律
的
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
自
由
に
、
自
発
的
に
行
動
す
る
こ
と
で
あ
り
、
個
が
自

ら
の
興
味
・
関
心
の
趣
く
ま
ま
に
没
頭
し
て
い
る
と
い
う
偽
り
の
な
い
自

分（authentic

）へ
の
感
情
を
抱
く
状
態
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
物
事
に
対
す
る
動
機
付
け
は
、
外
発
的
な
動
機
付
け
よ
り
も
内
発

的
な
動
機
付
け
の
方
が
持
続
性
も
あ
り
、
そ
の
成
果
が
期
待
で
き
る
と
す

る
の
が
デ
シ
の
理
論
展
開
で
あ
る
。

　

な
お
、
デ
シ
は
内
発
的
な
動
機
付
け
を
支
え
る
三
要
素
と
し
て
、
①
有

能
感
、
②
自
己
決
定
感
、
③
他
者
受
容
感
、
を
挙
げ
て
い
る
。
有
能
感
は
、

自
分
だ
っ
て
や
れ
ば
で
き
る
と
い
う
気
持
ち
で
あ
る
。
自
己
決
定
感
は
、

現
在
し
て
い
る
こ
と
は
自
分
の
意
志
で
好
ん
で
や
っ
て
い
る
と
い
う
気
持

ち
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
者
受
容
感
は
自
分
が
し
て
い
る
こ
と
は
周
囲
か

ら
容
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
気
持
ち
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
が
自
律
的

（
内
発
的
）
に
物
事
に
取
り
組
む
源
と
な
る
の
で
あ
る
。
デ
シ
は
自
著
『
人

を
伸
ば
す
力
』
の
中
で
、「
人
は
、
自
ら
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分

自
身
の
行
為
の
根
拠
を
十
分
に
意
味
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
納
得
し
て
活

動
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
自
由
意
志
の
感
覚
を
感
じ
る
こ

と
が
で
き
、
疎
外
の
感
覚
も
減
少
す
る
。
し
か
も
、
も
し
選
択
の
機
会
が

提
供
さ
れ
る
な
ら
ば
、
人
々
は
自
分
た
ち
が
一
人
の
人
間
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
る
と
感
じ
る
。こ
の
よ
う
に
、選
択
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
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て
、
問
題
を
う
ま
く
解
決
で
き
る
の
で
あ
る（

７
）」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
基

底
に
は
、
人
間
が
自
律
的
、
創
造
的
に
生
き
生
き
と
行
動
す
る
た
め
に
は

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
社
会
環
境
と
の
相
互
作
用
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
を

感
じ
取
る
こ
と
で
自
己
成
長
し
て
い
く
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
よ
っ
て
、

そ
の
成
長
へ
の
可
能
性
を
秘
め
た
主
体
は
自
己
で
あ
り
、
そ
の
主
体
的
な

可
能
性
が
自
己
の
社
会
環
境
へ
の
働
き
か
け
方
、
社
会
環
境
か
ら
の
感
じ

取
り
方
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

〈
結
語
〉

　

デ
ュ
ー
イ
、
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
、
デ
シ
の
諸
理
論
に
お
い
て
通
底
す
る
も
の

は
、
自
己
成
長
と
い
う
側
面
で
の
個
の
主
体
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
者
の

い
か
な
る
外
部
か
ら
の
働
き
か
け
を
も
っ
て
し
て
も
、
成
長
す
る
個
の
主

体
性
を
抜
き
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。「
開
発
」

と
い
う
概
念
を
顕
在
的
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
潜
在
的
で
あ
る
と
か
を

問
わ
ず
、
人
間
の
中
心
的
な
傾
性
と
し
て
捉
え
る
な
ら
、
学
ぶ
主
体
と
し

て
の
個
が
自
ら
の
内
に
有
す
る
資
質
・
能
力
を
存
分
に
発
揮
し
た
い
と
発

心
す
る
自
己
実
現
欲
求
こ
そ
が
、
本
発
題
で
問
う
べ
き
本
質
的
学
問
要
素

と
重
な
り
合
う
と
考
え
る
。　

　

な
ら
ば
、本
学
部
で
具
現
化
す
べ
き「
開
発
」と
は
、「
内
な
る
ま
な
ざ
し
」

に
よ
っ
て
自
己
に
内
在
す
る
資
質
・
能
力
と
し
て
の
「
人
間
力
」
を
開
花

さ
せ
る
た
め
の
自
己
指
導
力
、
自
己
教
育
力
、
自
己
学
習
力
の
育
成
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
力
は
『
人
間
力
戦
略
研
究
会
報
告

書
』（
二
〇
〇
三
年
四
月
）
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
自
立
し
た
一
人
の
人
間
と

し
て
力
強
く
生
き
て
い
く
た
め
の
総
合
的
な
力
と
な
っ
て
発
揮
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
①
知
的
能
力
的
要
素
（
基
礎
的
知
的
能
力
、

継
続
力
、
応
用
力
と
し
て
構
築
さ
れ
る
論
理
的
思
考
力
や
創
造
力
）、
②

社
会
・
対
人
関
係
力
的
要
素（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
、リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
、公
共
心
、規
範
意
識
、他
者
尊
重
を
前
提
と
し
た
相
互
啓
発
力
）、

③
自
己
制
御
的
要
素
（
意
欲
や
忍
耐
力
、
自
分
ら
し
い
生
き
方
や
成
功
を

追
求
す
る
力
）
と
い
っ
た
ト
ー
タ
ル
な
資
質
・
能
力
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を

自
ら
学
ぶ
主
体
と
し
て
自
己
開
発
す
る
こ
と
が
実
現
で
き
る
よ
う
な
環
境

構
築
に
本
学
部
の
今
後
の
取
り
組
み
の
主
眼
が
置
か
れ
よ
う
。
そ
し
て
、

そ
の
自
己
開
発
と
い
う
個
に
開
か
れ
た
成
果
が
同
時
に
社
会
へ
開
か
れ
る

こ
と
で
、
結
果
的
に
他
者
の
自
己
開
発
を
側
面
か
ら
支
え
る
力
と
し
て
作

用
し
た
り
、
更
な
る
自
己
成
長
へ
と
返
報
的
に
導
か
れ
た
り
す
る
と
い
っ

た
個
（
個
別
性
）
と
社
会
（
全
体
性
）
と
の
相
互
連
環
的
（
間
柄
的
）
な

開
発
関
係
へ
と
発
展
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

三
．�

相
互
連
環
的
な
「
開
発
関
係
」
へ
の
発
展
可
能
性
を
包
む
「
自
己
概

念
」
は
ど
う
育
ま
れ
る
の
か

　　

個
の
内
面
に
あ
っ
て
自
ら
を
常
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
必
要
に
応
じ
て

軌
道
修
正
す
る
「
内
な
る
目
（
ま
な
ざ
し
）」
は
、
一
般
的
に
自
己
へ
の

気
付
き
（self  aw

areness

）
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

自
己
認
知
は
、
メ
タ
認
知
（m

eta-cognition

）
と
呼
ば
れ
る
自
己
を
知

る
こ
と
の
根
源
的
な
心
的
機
能
と
し
て
の
メ
タ
意
識
を
形
成
す
る
。
よ
く

例
え
ら
れ
る
の
が
、
一
本
の
蝋
燭
の
炎
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
蝋
燭
に
火
を

点
ず
る
と
い
う
行
為
は
、
周
囲
と
い
う
環
境
に
対
し
て
照
ら
す
こ
と
で
働

き
か
け
る
と
同
時
に
、
自
分
自
身
を
も
照
ら
す
結
果
と
な
る
。
言
わ
ば
、

環
境
と
の
相
互
作
用
の
中
で
の
自
己
へ
の
気
付
き
も
必
然
的
に
促
す
と
い

う
自
明
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
な
る
ま
な
ざ
し
の

育
み
が
社
会
的
に
も
、
個
人
的
に
も
開
か
れ
た
個
の
開
発
へ
と
発
展
す
る

こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
よ
う
。
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そ
の
際
、
必
要
不
可
欠
な
の
が
内
面
性
へ
の
自
覚
と
い
う
気
付
き
の
ス

テ
ッ
プ
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
内
な
る
ま
な
ざ
し
を
育
む
と
い
う

こ
と
は
、
自
分
自
身
の
中
に
「
も
う
一
人
の
私
」
を
自
ら
の
内
に
同
時
に

育
む
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
一
朝
一
夕
に
実
現
す
る
よ
う
な
も
の
で
は

な
く
、
青
年
期
と
い
う
発
達
期
に
呼
応
し
た
固
有
の
自
己
創
造
活
動
で
も

あ
る
。
そ
れ
ら
気
付
き
の
ス
テ
ッ
プ
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
、
お
お
よ
そ
以

下
の
よ
う
な
５
段
階
の
過
程
を
辿
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
相
互
連
環
的
な
開
発
関
係
構
築
に
お
け
る
自
己
概
念
形
成
プ
ロ
セ
ス
】

〈
第
一
段
階
〉
：
間
柄
的
存
在
と
し
て
生
き
る
自
ら
が
今
抱
え
て
い
る
問

題
に
気
付
く
。

〈
第
二
段
階
〉
：
問
題
解
決
へ
の
見
通
し
を
も
っ
て
必
要
な
客
観
的
情
報

を
収
集
す
る
。

〈
第
三
段
階
〉
：
多
面
的
な
視
点
か
ら
問
題
解
決
す
る
た
め
の
よ
り
多
く

の
客
観
的
情
報
を
付
加
す
る
。

〈
第
四
段
階
〉
：
自
己
か
ら
派
生
す
る
関
係
性
に
お
い
て
の
望
ま
し
さ
を

客
観
的
に
吟
味
・
判
断
す
る
。

〈
第
五
段
階
〉
：
導
き
出
し
た
結
果
に
基
づ
い
て
今
後
の
自
ら
の
意
志（
態

度
）
決
定
を
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
自
己
概
念
形
成
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
重
要
な

こ
と
は
自
己
内
対
話
の
必
然
性
で
あ
る
。
自
己
決
定
の
主
体
で
あ
る
「
私
」

が
、「
も
う
一
人
の
私
」
と
き
ち
ん
と
対
峙
し
、
そ
の
積
極
的
な
内
言
語

的
対
話
（m

onologue

な
ら
ぬdialogue

）
を
経
る
こ
と
で
自
己
へ
の
気

付
き
を
促
す
内
な
る
目
を
確
か
な
も
の
と
し
て
形
成
し
て
い
け
る
の
で
あ

る
。
そ
の
自
己
内
対
話
を
促
進
す
る
際
に
最
も
重
要
な
の
は
、
何
と
い
っ

て
も
自
己
へ
の
信
頼
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
自
己
へ
の
自
信
と
肯
定
的
な

ま
な
ざ
し
で
あ
ろ
う
。
自
己
を
開
く
と
い
う
こ
と
は
、
必
然
と
し
て
社
会

環
境
か
ら
の
返
報
性
が
伴
う
こ
と
で
も
あ
る
。
何
ら
か
の
ア
ク
シ
ョ
ン
を

起
こ
せ
ば
、
そ
れ
に
伴
う
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
が
返
っ
て
く
る
。
そ
れ
を
自
己

成
長
と
結
び
付
け
る
こ
と
が
円
滑
に
実
現
す
る
な
ら
、
開
発
的
関
係
は
望

ま
し
い
形
で
構
築
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
た
だ
単
に
自
己
開
発
に
結
び
付

く
で
あ
ろ
う
と
期
待
さ
れ
る
体
験
の
積
み
重
ね
を
繰
り
返
す
だ
け
で
は
い

け
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
上
述
の
自
己
概
念
形
成
プ
ロ
セ
ス
を
挟
み
込

む
こ
と
に
よ
っ
て
、
五
感
を
通
し
て
全
我
的
に
受
け
と
め
た
強
烈
な
イ
ン

パ
ク
ト
の
伴
う
体
験
が
、
自
ら
の
内
で
整
理
さ
れ
て
再
構
成
さ
れ
た
得
心

の
い
く
経
験
へ
と
高
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

体
験
（experience

）
も
、
経
験
（experience

）
も
、
一
見
す
る
と

同
じ
よ
う
な
印
象
が
伴
い
、
つ
い
混
同
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
く

の
人
は
日
常
的
に
ご
く
自
然
な
こ
と
と
し
て
そ
の
用
法
を
使
い
分
け
て
い

る
の
も
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
概
念
形
成
プ
ロ
セ
ス
は
無
意
識
的

に
当
た
り
前
な
こ
と
と
し
て
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
本
発
題

で
は
、
敢
え
て
「
体
験
の
経
験
化
プ
ロ
セ
ス
」
と
称
し
た
い
。
こ
の
体
験

の
経
験
化
プ
ロ
セ
ス
を
ど
こ
ま
で
意
図
的
に
行
う
こ
と
が
可
能
か
、
そ
の

度
合
い
に
よ
っ
て
本
学
部
生
の
自
ら
へ
の
気
付
き
に
も
差
違
が
生
ず
る
で

あ
ろ
う
し
、
大
学
生
活
に
お
け
る
一
定
期
間
で
統
制
群
（
既
存
学
部
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
）
と
比
較
す
る
な
ら
「
自
己
開
発
的
側
面
」
で
も
顕
著

な
違
い
が
生
ず
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
人

間
と
し
て
の
個
別
性
と
全
体
性
、
そ
の
い
ず
れ
の
方
向
へ
も
開
か
れ
た
存

在
で
あ
る
本
学
部
生
（
そ
の
意
味
で
検
証
群
）
を
開
発
す
る
た
め
の
具
体

方
策
は
比
較
的
発
見
し
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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お
わ
り
に

　　

本
発
題
を
結
ぶ
に
あ
た
り
、
あ
る
確
信
め
い
た
も
の
を
自
ら
つ
か
み
取

り
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
開
発
学
の
今
後
へ
の
限
り
な
い
可
能
性
と

期
待
感
、
そ
し
て
飽
く
な
き
具
現
化
へ
の
渇
望
で
あ
る
。
確
か
に
本
質
的

学
問
要
素
と
い
う
点
か
ら
捉
え
る
な
ら
、
人
間
開
発
学
と
称
す
る
こ
と
そ

の
も
の
が
学
際
的
に
も
微
に
入
り
細
に
入
り
過
ぎ
、
あ
ま
り
に
も
複
合
的

で
か
な
り
朧
気
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
個
の
か
け
が
え
の
な
い
「
尊
在
」

で
あ
る
人
間
が
自
ら
の
可
能
性
を
自
覚
し
、
そ
れ
を
個
（
個
別
性
）
と
社

会
（
全
体
性
）
と
の
相
互
連
環
的
（
間
柄
的
）
な
開
発
関
係
へ
と
発
展
さ

せ
る
こ
と
で
自
己
実
現
へ
の
可
能
性
を
拓
い
て
い
く
姿
は
、
誰
し
も
具
体

像
と
し
て
明
確
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ

正
し
く
、
本
学
部
設
置
理
念
で
あ
る
「
未
来
志
向
型
人
づ
く
り
」
の
体
現

さ
れ
る
べ
き
姿
で
あ
り
、
共
に
手
を
携
え
進
む
べ
き
目
標
到
達
点
で
あ
る

に
違
い
な
い
。

　

論
語
の
一
節
に
「
子
曰
、
君
子
和
而
不
同
、
小
人
同
而
不
和
（
先
生
が

い
わ
れ
た
、「
君
子
は
人
と
調
和
す
る
が
雷
同
は
し
な
い
。
小
人
は
雷
同

す
る
が
調
和
は
し
な
い
」）」（
巻
第
七　

子
路
第
十
三　

二
十
三（

８
））

と
い
う

教
え
が
あ
る
。
人
格
的
に
高
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
周
囲
の
人
々
と
和
ら

ぎ
親
し
む
が
、
軽
々
に
他
に
流
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
い
よ
う

に
自
己
を
確
立
す
る
こ
と
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
自
ら
を
開

発
し
、
他
者
の
自
己
開
発
を
支
え
、
後
押
し
す
る
個
の
理
想
的
な
姿
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
人
間
開
発
と
は
、
一
人
一
人
が
自
ら
の
可
能
性
を
存
分

に
引
き
出
し
、
開
花
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
の
望
ま
し
さ
を
敷
衍
し
て
い
く
姿

を
発
現
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
発
現
に
求
め
ら
れ
る
本
質
的
学
問
要

素
が
全
て
人
間
開
発
学
の
中
核
（
コ
ア
）
と
な
り
、
今
後
の
人
材
育
成
プ

ロ
セ
ス
に
お
い
て
収
斂
さ
れ
、
導
き
出
さ
れ
て
く
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と

結
論
付
け
、
こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
終
止
符
を
打
っ
て
本
発
題
の
ま
と
め
と
し

た
い
。（
了
）
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