
 

文
化
を
知
り
社
会
を
知
り

「
人
間
学
」の
探
究
者
と
な
る

世
界
へ
ひ
ろ
が
る
好
奇
心

少
人
数
教
育
を
通
じ
て
21
世
紀
に

通
用
す
る
「
人
間
学
」
を
体
得
す
る
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文
学
部
は
や
わ
か
り 

Q
&
A

　
文
学
部
に
共
通
す
る
の
は
、人
間
と
、人
間
の
作
り

あ
げ
て
き
た
文
化
を
総
体
と
し
て
深
く
理
解
し
よ
う
と

す
る
姿
勢
で
す
。
人
の
知
恵
や
行
動
に
関
心
を
も
ち
、

そ
の
す
べ
て
に
真
摯
な
態
度
で
接
し
よ
う
と
い
う
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
が
根
底
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、わ
た
し
た
ち
の

探
究
心
と
知
的
な
好
奇
心
は
、地
球
上
い
た
る
と
こ
ろ
へ

拡
が
り
ま
す
。
本
学
部
で
は
、人
間
自
身
と
、人
間
が

生
み
出
し
た
言
語
・
思
想
・
宗
教
・
文
学
・
歴
史
・
制
度

な
ど
の
文
化
的
事
象
と
社
会
的
現
象
を
広
く
研
究

対
象
と
と
ら
え
て
い
ま
す
。

　
大
阪
は
近
世
以
来
商
都
と
し
て
知
ら
れ
、と
も
す
れ

ば
実
利
を
尊
ぶ
気
風
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
町
人
た
ち
は
す
ぐ
れ
て
知
性
的
で
学
問
を

好
み
、芸
術
を
愛
し
ま
し
た
。豪
商
た
ち
は
町
民
の
た
め

の
学
問
所
を
創
り
、第
１
級
の
人
材
を
育
て
る
こ
と
に

力
を
注
ぎ
ま
し
た
。
文
学
部
は
、こ
の
誇
る
べ
き
都
市
の

伝
統
に
根
を
下
ろ
し
、ま
た
発
展
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て

い
ま
す
。

文
学
部
の
特
色
と
は
？

文
学
部
を
「
小
さ
な
総
合
大
学
」
だ
と
思
っ
て
く
だ

さ
い
。
学
問
の
幅
、間
口
の
広
さ
が
最
大
の
特
色
で

す
。伝
統
あ
る
「
哲
学
・
哲
学
史
コ
ー
ス
」か
ら
思
想
・
文
学
・
演

劇
・
音
楽
・
美
術
・
映
画
・
モ
ー
ド
・
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
現
代
的

な
視
点
か
ら
研
究
す
る
「
表
現
文
化
コ
ー
ス
」
ま
で
、多
彩
な

「
知
」へ
と
つ
な
が
る
扉
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
学
生
は
多
様

な
選
択
肢
か
ら
勉
強
し
た
い
領
域
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
も
し
っ
か
り
と
専
門
的
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

QA
コ
ー
ス
は
、

ど
の
よ
う
に
選
べ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
？

コ
ー
ス
に
わ
か
れ
る
の
は
2
年
次
か
ら
で
す
。入
学
後

の
１
年
間
は
、専
攻
を
決
め
な
い
ま
ま
に
幅
広
く
講

義
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。そ
の
あ
い
だ
に
自
分
を
見
つ

め
な
お
し
、も
っ
と
も
関
心
の
あ
る
専
門
分
野
は
何
か
を
見
極

め
て
、進
路
、す
な
わ
ち
コ
ー
ス
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
迷
っ

た
場
合
は
、1
年
生
の
担
任
教
員
が
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
く

れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。ま
た
、各
コ
ー
ス
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
、先
輩
か

ら
の
情
報
も
参
考
に
な
る
で
し
ょ
う
。

QA

　
「
哲
学
歴
史
学
科
」「
人
間
行
動
学
科
」「
言
語
文
化

学
科
」の
3
学
科
、計
15
の
履
修
コ
ー
ス
か
ら
な
る
本
学

部
で
は
、各
コ
ー
ス
と
も
、一
学
年
、数
名
か
ら
十
数
名

#0

と
い
う
徹
底
し
た
少
人
数
編
成
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

各
コ
ー
ス
が
提
供
す
る
多
彩
な
科
目
の
中
か
ら
、学
生

た
ち
は
各
自
の
関
心
に
沿
っ
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
組
み
立

て
、専
門
的
も
し
く
は
学
際
的
な
テ
ー
マ
を
探
究
し
て

い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
本
学
部
で
は
、多
様
な
領
域
に
ま
な
ざ
し
を
向
け
る

こ
と
で
文
化
や
社
会
を
生
み
出
し
、そ
こ
で
思
考
し
行
動

す
る
人
間
の
本
質
に
迫
る
能
力
を
養
い
、国
際
社
会
に

生
き
る
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い「
人

間
学
」の
知
識
と
、コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
な
ど
の
実
践

的
な
力
を
体
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

こ
ん
な
学
生
を
求
め
て
い
ま
す
！

人
間
・
文
化
・
社
会
に
対
す
る
知
的
な
好
奇
心
と

探
究
心
の
旺
盛
な
皆
さ
ん
の
入
学
を
期
待
し
て
い

ま
す
。

卒
業
後
は

ど
の
よ
う
な
進
路
が
あ
り
ま
す
か
？

文
学
部
で
は
、国
語
・
社
会
・
地
理
歴
史
・
公
民
・
外
国

語
の
教
員
免
許
状
の
他
、博
物
館
学
芸
員
の
資
格
を

取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。卒
業
後
の
進
路
は
、流
通
業
・
情

報
関
連
産
業
・
教
員
・
学
芸
員
・
官
公
庁
・マ
ス
コ
ミ
等
多
岐
に

わ
た
っ
て
い
ま
す
。
文
学
部
で
培
わ
れ
、身
に
つ
け
た
「
人
間
学
」

は
社
会
に
お
い
て
も
十
分
に
有
効
性
を
発
揮
し
ま
す
。

QA

文学部 言語文化学科 言語情報コース  3回生
   Yano Satoru

矢野 悟

伝
え
る
。

高
校
時
代
か
ら
「
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
学
び
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

言
語
情
報
コ
ー
ス
で
は
、言
語
を
通
し
た
あ
ら
ゆ
る
情
報
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、

ま
た
脳
内
で
の
言
語
処
理
が
行
わ
れ
る
過
程
を
学
ぶ
複
雑
な
講
義
も
あ
る
の
で
、

毎
日
が
と
て
も
新
鮮
で
す
。

将
来
は
こ
と
ば
を
通
し
て
人
に
情
報
を
伝
達
す
る
仕
事
が
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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。
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。
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哲
学
歴
史
学
科

【
哲
学
・
哲
学
史
コ
ー
ス
】（
第
1
部
の
み
）

【
哲
学
コ
ー
ス
】（
第
2
部
の
み
）哲
学
と
は
、私
た
ち
が

生
き
る
こ
の
世
界
と
、人
間
存
在
が
占
め
て
い
る
位
置
に

つ
い
て
、さ
ら
に
は
私
た
ち
の
知
識
の
成
り
立
ち
と
根
拠

に
つ
い
て
、あ
き
ら
か
に
す
る
学
問
で
す
。本
コ
ー
ス
で
は
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
現
代
に
い
た
る
西
洋
哲
学
の
古
典

的
文
献
に
つ
い
て
学
び
、論
理
的
か
つ
批
判
的
に
考
え
る

た
め
に
必
要
な
素
養
を
身
に
つ
け
ま
す
。

【
倫
理
・
宗
教
コ
ー
ス
】（
第
1
部
の
み
）哲
学
の
実
践
的

問
題
に
焦
点
を
当
て
、西
洋
哲
学
と
東
洋
思
想
の
古
典

を
学
び
、現
代
社
会
に
お
い
て「
よ
く
生
き
る
」
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
を
深
く
考
究
し
ま
す
。
ま
た
「
よ
く
生
き

る
」こ
と
と
宗
教
と
の
か
か
わ
り
あ
い
に
つ
い
て
も
学
び

ま
す
。

【
日
本
史
コ
ー
ス
】
遺
跡
・
遺
物
、記
録
や
日
記
、近
現
代

の
公
文
書
と
い
っ
た
史
資
料
を
も
と
に
、政
治
史
、社
会

史
、都
市
史
、文
化
史
な
ど
多
様
な
視
点
か
ら
、古
代
か

ら
現
代
に
い
た
る
日
本
の
歴
史
を
幅
広
く
学
び
ま
す
。

古
文
書
の
調
査
・
整
理
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
参
加
す

る
機
会
も
多
く
、博
物
館 

な
ど
の
文
化
行
政
や
教
育
の

現
場
で
活
躍
す
る
人
材
を
養
成
し
ま
す
。

【
世
界
史
コ
ー
ス
】
中
国
・
朝
鮮
、東
南
ア
ジ
ア
、中
東
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、ア
メ
リ
カ
な
ど
全
世
界
を
対
象
に
、古
代
か

ら
現
代
ま
で
の
歴
史
を
探
究
し
ま
す
。
古
今
東
西
の
史

料
を
読
み
解
き
、各
地
域
の
特
質
や
、各
社
会
の
政
治

的
、文
化
的
背
景
を
あ
き
ら
か
に
し
ま
す
。
ま
た
美
術

史
、考
古
学
に
つ
い
て
も
知
識
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
、

広
い
視
野
を
も
つ
国
際
的
な
教
養
人
を
育
成
し
ま
す
。

人
間
行
動
学
科

【
社
会
学
コ
ー
ス
】
人
間
が
つ
く
り
だ
し
た
社
会
に
焦
点

を
あ
て
、そ
こ
に
た
ち
現
れ
る
現
象
を
科
学
的
に
分
析

し
ま
す
。
諸
制
度
、都
市
、家
族
、産
業
と
労
働
、文
化

と
情
報
、メ
デ
ィ
ア
な
ど
、生
活
の
諸
相
を
多
角
的
に
学

び
ま
す
。

【
心
理
学
コ
ー
ス
】
心
の
は
た
ら
き
と
い
う
目
に
見
え
な

い
現
象
を
、行
動
と
い
う
客
観
的
な
指
標
を
通
し
て
あ

き
ら
か
に
し
ま
す
。さ
ら
に
生
理
、感
覚
・
知
覚
、認
知
、

学
習
、発
達
、社
会
、性
格
と
い
っ
た
、心
の
は
た
ら
き
の

さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
つ
い
て
、深
く
学
び
ま
す
。

【
教
育
学
コ
ー
ス
】
教
育
は
、個
人
の
生
涯
に
わ
た
る
自

己
形
成
に
よ
い
影
響
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
同
時
に
、社
会
的
な
価
値
・
規
範
の
伝
達
に

関
し
て
、普
遍
か
つ
妥
当
性
の
あ
る
解
答
を
探
る
こ
と
も

教
育
の
使
命
で
す
。
人
間
そ
の
も
の
に
つ
い
て
深
い
理
解

を
得
る
た
め
、教
育
の
方
法
論
、制
度
、歴
史
に
つ
い
て
学

び
ま
す
。

【
地
理
学
コ
ー
ス
】
世
界
に
は
、都
市
、農
村
、先
進
諸

国
、第
三
世
界
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
地
域
・
場
所
が
存
在

し
ま
す
。
地
理
学
は
諸
地
域
の
な
り
た
ち
と
現
状
を
解

き
あ
か
し
、将
来
像
を
描
き
だ
す
実
践
的
な
学
問
で

す
。
旺
盛
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、地
域
の
現

実
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
把
握
し
、そ
の
成
果
を
社
会
に

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
能
力
を
養
い
ま
す
。

言
語
文
化
学
科

【
国
語
国
文
学
コ
ー
ス
】
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
日
本
語

と
、近
世
以
前
の
古
典
文
学
を
学
び
ま
す
。
緻
密
な
文

献
の
読
解
に
重
き
を
置
き
、根
拠
を
示
し
つ
つ
着
実
に
論

を
展
開
さ
せ
て
い
く
実
証
的
な
研
究
姿
勢
を
修
得
、日

本
文
化
の
究
明
を
目
指
し
ま
す
。

【
中
国
学
コ
ー
ス
】
文
学
・
思
想
・
語
学
の
三
分
野
か
ら
な

り
ま
す
。
真
の
語
学
力
を
基
礎
に
、漢
文
・
唐
詩
で
知
ら

れ
る
古
典
文
学
か
ら
近
現
代
文
学
ま
で
を
幅
広
く
読

み
と
き
、か
つ
儒
教
・
仏
教
・
道
教
な
ど
に
流
れ
る
豊
か

な
思
想
を
学
び
ま
す
。

【
英
米
言
語
文
化
コ
ー
ス
】
世
界
の
共
通
言
語
と
化
し
つ

つ
あ
る
英
語
の
運
用
能
力
を
つ
ち
か
い
、英
米
文
学
、英

語
学
、英
米
文
化
の
三
分
野
に
つ
い
て
、広
い
視
野
と
深
い

洞
察
力
で
も
っ
て
学
び
ま
す
。

【
ド
イ
ツ
言
語
文
化
コ
ー
ス
】ド
イ
ツ
語
の
能
力
を
は
ぐ

く
み
、独
自
の
個
性
と
深
み
を
そ
な
え
た
ド
イ
ツ
語
文

化
圏（
ド
イ
ツ
、オ
ー
ス
ト
リ
ア
、ス
イ
ス
）の
言
語
・
文
学
・

文
化
を
、さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
探
求
し
ま
す
。

【
フ
ラ
ン
ス
言
語
文
化
コ
ー
ス
】
欧
州
、ア
フ
リ
カ
、カ
ナ
ダ

な
ど
で
使
用
さ
れ
る
国
際
語
で
も
あ
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
力

を
つ
け
つ
つ
、フ
ラ
ン
ス
の
文
化
・
文
学
・
言
語
・
社
会
な
ど

に
つ
い
て
学
び
、フ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
総
合
的
な
知
識
を

身
に
着
け
ま
す
。

【
言
語
情
報
コ
ー
ス
】（
第
1
部
の
み
）言
語
デ
ー
タ
の
処

理
・
分
析
、複
数
言
語
の
相
違
点
な
ど
の
考
察
、コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
を
活
用
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
開

発
な
ど
、言
語
の
可
能
性
を
開
く
研
究
を
行
な
い
ま
す
。

【
表
現
文
化
コ
ー
ス
】（
第
1
部
の
み
）現
代
的
な
視
点
か

ら
、思
想
・
文
学
・
演
劇
・
音
楽
・
美
術
・
映
画
・
モ
ー
ド
・

サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
な
ど
を
対
象
と
し
た
比
較
研
究
を
展

開
し
ま
す
。
柔
軟
で
斬
新
な
研
究
が
可
能
で
す
。

〈
知
〉を
組
み
換
え
る
冒
険
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文
学
研
究
科
は
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た

　
21
世
紀
を
迎
え
た
現
在
、こ
れ
ま
で
の〈
知
〉の
あ
り

方
は
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。人
々
の
多
様
な

関
心
と
研
究
目
的
に
応
え
る
べ
く
、2
0
0
1
年
4
月
、

文
学
研
究
科
は
専
攻
の
再
編
と
教
育
課
程
の
全
面
的
な

改
革
を
果
た
し
ま
し
た
。
流
行
す
る〈
知
〉に
潜
む
不
易

の
本
質
を
見
す
え
て
、学
問
的〈
知
〉の
組
み
換
え
に
挑

戦
し
ま
す
。
文
学
研
究
科
に
は
、学
部
の
コ
ー
ス
を
基
礎

と
す
る
3
専
攻
15
専
修
の
ほ
か
、ア
ジ
ア
都
市
文
化
学

専
攻
が
設
置
さ
れ
、既
存
の
学
問
の
垣
根
を
越
え
て
、都

市
文
化
を
複
合
的
に
と
ら
え
る
新
し
い
試
み
が
な
さ
れ

て
い
ま
す
。

大
学
院
修
了
後
の
進
路

　
本
学
の
文
学
研
究
科
は
、開
設
以
来
、有
為
な
人
材

を
社
会
に
輩
出
し
て
き
ま
し
た
。
既
に
多
く
の
卒
業
生

が
大
学
教
員
な
ど
の
研
究
者
と
し
て
全
国
で
活
躍
し
、

高
等
学
校
等
で
教
員
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
者
を
加
え

る
と
、７
割
を
超
え
る
者
が
研
究
、教
育
関
係
の
仕
事
に

携
わ
っ
て
い
ま
す
。
今
後
は
、国
際
交
流
や
文
化
行
政
に

関
わ
る
内
外
の
研
究
・
教
育
機
関
、官
公
庁
へ
の
進
出
も

期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

―哲学歴史学専攻・人間行動学専攻
　言語文化学専攻・アジア都市文化学専攻―
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3
学
科
15
履
修
コ
ー
ス
を
擁
す
る
「
小
さ
な
総
合
大
学
」
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