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（
前
号
よ
り
続
く
）

５
．
工
業
社
会
か
ら
情
報
社
会
を

　
　
　
　
　
　

経
て
脳
業
社
会
へ

～
そ
こ
で
は
美
意
識
の
涵
養
と

創
造
力
（
脳
耕
作
業
と
脳
産
物
）

が
不
可
欠
～

　

今
日
大
量
生
産
、
大
量
輸
送
、
大
量
消

費
、
大
量
廃
棄
の
工
業
社
会
か
ら
情
報
社

会
を
経
て
、
脳
業
社
会
へ
突
入
し
始
め
て

い
る
。
そ
こ
で
は
何
が
求
め
ら
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
を
次
に
考
え
て
み
よ
う
。

　

少
な
く
と
も
今
ま
で
の
文
明
化
の
プ
ロ

セ
ス
の
中
で
は
、
日
本
人
が
本
来
持
っ

て
い
る
筈
の
自
然
美
の
反
映
と
し
て
の

日
本
人
の
審
美
眼
を
弱
め
て
来
た
と
語
っ

た
。
そ
れ
で
は
そ
れ
を
回
復
す
る
チ
ャ
ン

ス
は
巡
っ
て
来
る
の
だ
ろ
う
か
？
そ
の
１

つ
の
チ
ャ
ン
ス
は
大
き
く
文
明
が
変
化
す

る
時
で
あ
る
。
ま
さ
に
今
が
そ
の
時
で
あ

る
。
明
ら
か
に
そ
の
文
明
化
は
、
工
業
社

会
か
ら
情
報
社
会
を
経
て
、
脱
情
報
化
社

会
（
Ｐ
ａ
ｓ
ｔ　

Ｉ
ｎ
ｆ
ｏ
ｒ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ

ｏ
ｎ　

Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ
）
と
し
て
の
脳

業
社
会
（
Ｂ
ｒ
ａ
ｉ
ｎ　

Ｗ
ｏ
ｒ
ｋ　

Ｓ

ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ
）
へ
突
入
し
て
い
る
。
そ

こ
で
は
脳
耕
作
業
（
創
造
力
）
と
、
そ
の

成
果
と
し
て
の
脳
産
物
が
極
め
て
大
き
な

意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
脳
産

物
の
生
産
に
は
理
性
よ
り
も
感
性
、
論
理

よ
り
も
直
観
、
特
に
美
意
識
が
本
質
的
に

な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の

事
は
我
々
に
何
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
？

　

現
実
社
会
を
良
く
眺
め
る
と
、
興
味
深

い
事
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
既
に
世

界
の
芸
術
家
で
な
く
、
一
流
の
起
業
家
が

美
に
つ
い
て
の
学
び
と
実
践
を
行
い
始
め

て
い
る
。
そ
れ
が
今
日
の
主
要
な
動
き
の

1
つ
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
工
学
系
の
Ｍ
Ｂ
Ａ
よ
り
も
、
美

術
系
Ｍ
Ｂ
Ａ
を
求
め
る
人
々
が
増
え
て
い

る
。

　

世
界
で
唯
一
美
術
系
の
学
校
と
し
て
、

修
士
号
も
博
士
号
も
出
せ
る
英
国
の
Ｒ
Ｃ

Ａ
（
Ｒ
ｏ
ｙ
ａ
ｌ　

Ｃ
ｏ
ｌ
ｌ
ｅ
ｇ
ｅ　

ｏ
ｆ　

Ａ
ｒ
ｔ
）
に
起
業
家
の
入
校
希
望

者
が
増
え
て
い
る
。
世
界
的
に
ヒ
ッ
ト
商

品
、〝
掃
除
機
、
扇
風
機
等
々
〟
を
始
め

と
し
て
続
々
と
出
し
て
い
る
英
国
ダ
イ
ソ

ン
社
の
創
業
者
ダ
イ
ソ
ン
氏
は
、
プ
ロ
ダ

ク
ト
デ
ザ
イ
ン
を
同
校
で
学
ん
で
、
そ
の

成
果
を
出
し
、
大
成
功
し
て
い
る
。
逆
に

Ｍ
Ｉ
Ｔ
や
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
と
い
っ
た
一

流
大
学
の
Ｍ
Ｂ
Ａ
コ
ー
ス
の
人
気
が
衰
え
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美意識の回復こそ新しい時代建設の鍵

始
め
て
い
る
の
だ
。

　

様
々
な
電
子
機
器
の
メ
ー
カ
ー
と
し
て

の
ソ
ニ
ー
も
、〝
美
〟
に
対
し
て
の
社
員

の
意
識
の
啓
蒙
と
普
及
に
力
を
入
れ
て
い

る
し
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
や
Ｃ
Ｏ
Ｏ
に
並
ん
で
Ｃ
Ａ

Ｏ
（
Ｃ
ｈ
ｉ
ｅ
ｆ　

Ａ
ｒ
ｔ　

Ｏ
ｆ
ｆ
ｉ

ｃ
ｅ
ｒ
）
を
加
え
る
企
業
も
出
て
い
る
。

そ
し
て
世
界
中
の
企
業
の
ト
ッ
プ
で
今
日

の
社
会
で
成
功
し
て
い
る
多
く
が
文
学
や

芸
術
に
関
心
の
高
い
人
々
で
あ
る
こ
と
が

調
査
の
結
果
判
明
し
て
い
る
。
ま
さ
に
ビ

ジ
ネ
ス
の
世
界
で
も
教
養
が
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

明
ら
か
に
最
近
は
、
物
不
足
で
大
量
生

産
の
望
ま
れ
て
い
た
マ
ズ
ロ
ー
の
価
値
欲

る
。「
真
の
天
才
は
直
感
が
そ
も
そ
も
論

理
化
さ
れ
て
い
る
人
物
」
と
も
言
え
る
事

で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
脳
業
社
会
に
お
い
て

は
、
ま
さ
に
感
覚
的
で
あ
っ
て
も
、
結
果

的
に
感
覚
的
に
判
断
し
た
内
容
が
論
理
化

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
人
物
が
活
躍
す
る
時

代
な
の
で
あ
る
。
将
棋
の
羽
生
名
人
は
、

何
よ
り
も
勝
利
の
為
に
は
、「
将
棋
の
棋

譜
そ
の
も
の
が
美
的
に
美
し
い
と
感
じ
ら

れ
る
手
を
打
つ
事
が
大
切
」
で
あ
る
と

語
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
直
観
的
に
将
棋
の
棋
譜
の
美
し
さ

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
、
そ
れ
を
出
来
る
限

り
論
理
的
に
推
論
し
て
、
最
後
の
詰
め
に

持
っ
て
い
く
こ
と
が
大
事
と
羽
生
名
人
は

語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
感

性
と
知
性
と
の
調
和
が
な
さ
れ
て
い
て
、

ア
ー
ト
と
サ
イ
エ
ン
ス
の
バ
ラ
ン
ス
の
良

さ
が
巧
み
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
の
時

代
は
極
め
て
合
理
的
な
知
性
に
基
づ
く
サ

イ
エ
ン
ス
と
、
一
見
し
て
非
合
理
的
な
感

性
に
基
づ
く
ア
ー
ト
と
の
バ
ラ
ン
ス
こ
そ

が
新
し
い
脳
産
物
（
創
造
物
）
を
生
み
出

す
時
代
の
到
来
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
間

違
え
て
は
い
け
な
い
の
は
、
今
ま
で
も
成

功
し
た
人
々
の
多
く
は
、
そ
う
し
た
事
を

実
践
し
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
は
そ
れ
ら
を

求
５
段
階
説
の
最
下
位
の
生
存
の
欲
求
を

求
め
る
時
代
と
は
大
き
く
か
け
離
れ
た
時

代
が
到
来
し
始
め
て
い
る
。「
大
衆
貴
族

社
会
」
の
登
場
で
あ
る
。
こ
の
辺
り
に
関

し
て
の
詳
し
い
解
説
書
も
ま
た
沢
山
出
版

さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
参
照
し
て

欲
し
い
。
こ
こ
で
の
重
要
な
論
点
は
、
新

し
い
脳
業
社
会
は
明
ら
か
に
「
物
か
ら

心
」、
そ
し
て
〝
３
つ
の
栄
養
（
胃
袋
、

心
、
脳
）〟
を
必
要
と
す
る
時
代
で
あ
り
、

プ
ロ
セ
ス
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
か
ら
プ
ロ

ダ
ク
ト
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
へ
技
術
に
求

め
ら
れ
る
も
の
が
シ
フ
ト
し
、
仮
に
ベ
ー

シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
に

Ａ
Ｉ
、
ロ
ボ
ッ
ト
、
そ
し
て
Ｉ
ｏ
Ｔ
等
に

よ
る
生
産
能
力
の
向
上
が
進
め
ば
、
人
々

は
そ
の
人
生
を
よ
り
感
性
レ
ベ
ル
で
の
時

間
消
費
を
す
る
事
が
、
生
活
を
充
実
さ
せ

て
い
く
上
で
不
可
欠
の
時
代
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
ま
だ
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
が
実

現
化
出
来
る
状
況
に
は
、
地
球
社
会
は

な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
現
実
に
脳
業
社

会
は
既
に
到
来
し
て
い
る
。

　

脳
業
社
会
と
は
、
脳
民
が
脳
具
を
用
い

て
脳
場
で
〝
脳
耕
作
業
〟
を
し
、〝
脳
産
物
〟

を
生
産
（
創
造
）
す
る
社
会
で
あ
り
、
脳

耕
作
業
に
よ
る
脳
産
物
と
は
、
人
間
の
脳

内
で
は
新
し
い
知
識
、
新
し
い
イ
メ
ー
ジ

の
創
造
物
に
他
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
そ
こ

で
求
め
ら
れ
る
の
は
、
今
ま
で
の
如
く
、

知
識
、
理
性
の
基
づ
く
合
理
的
な
判
断
力

の
み
で
は
な
く
、
直
観
的
閃
き
や
想
像
力

や
発
想
力
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
内
在
し
て

い
る
人
々
の
美
意
識
そ
の
も
の
が
必
要
不

可
と
な
る
社
会
な
の
で
あ
る
。

　

い
か
に
美
意
識
を
高
め
る
か
が
脳
業
社

会
に
お
け
る
教
育
の
中
心
と
な
る
べ
き

テ
ー
マ
で
あ
る
。
と
同
時
に
実
践
の
場
で

求
め
ら
れ
る
能
力
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を

高
め
ね
ば
世
界
有
数
の
審
美
眼
を
本
来

持
っ
た
民
族
で
あ
る
に
拘
わ
ら
ず
、
新
し

い
時
代
に
日
本
は
更
に
遅
れ
て
い
く
事
に

な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
今
日
よ
り
も
も
っ

と
世
界
か
ら
相
対
的
に
遅
れ
た
国
に
な
り

下
が
っ
て
い
く
事
に
な
る
。
こ
の
点
の
認

識
を
大
衆
的
に
日
本
国
民
、
特
に
指
導
者

層
が
持
つ
事
が
大
切
で
あ
る
。
そ
こ
で
１

つ
の
過
去
の
話
し
を
教
訓
的
に
し
て
み
る

事
が
大
事
に
な
る
。
そ
れ
は
民
衆
運
動
で

あ
る
。
し
か
し
日
本
人
の
保
守
性
は
、
ど

う
も
速
い
変
化
の
時
代
に
は
遅
れ
が
ち
に

な
る
文
化
的
特
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
、

そ
の
変
化
へ
の
対
応
は
難
し
い
よ
う
だ
。

特
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
日
本
人
の
美
意
識

に
関
し
て
は
！

　

し
か
し
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
事
が
あ

Ｒｏｙａｌ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　ｏｆ　Ａｒｔ
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一
般
大
衆
が
実
践
し
て
い
く
事
が
望
ま
れ

る
時
代
の
到
来
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の

事
を
語
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

　

し
か
し
一
般
大
衆
に
そ
う
し
た
能
力
が

身
に
付
か
ね
ば
、
大
変
な
事
態
に
直
面
す

る
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
は

一
部
の
優
れ
た
〝
脳
民
〟
が
脳
業
社
会
で

の
脳
産
物
を
今
ま
で
の
時
代
の
レ
ベ
ル
と

は
桁
の
違
う
レ
ベ
ル
で
独
占
し
、
か
つ
産

業
全
体
、
更
に
は
政
治
の
世
界
ま
で
を
独

占
す
る
恐
ろ
し
い
状
況
、
状
態
の
登
場
が

予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。そ
れ
を
私
は〝
知

的
怪
物
（
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ャ
ル
モ
ン
ス

タ
ー
）
の
誕
生
〟
の
可
能
性
と
呼
ん
で
い

る
が
、
そ
の
考
え
方
が
悪
し
き
方
向
に
振

れ
る
と
、
地
球
社
会
は
恐
ろ
し
い
状
況
を

迎
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

６
．
一
部
の
エ
リ
ー
ト
の

　
　

ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
よ
り
も
、

　
　
　
　
　

民
衆
芸
術
の
普
及
へ

　

さ
て
脳
業
社
会
に
お
い
て
、
脳
産
物
の

生
産
を
適
切
に
行
う
た
め
に
美
意
識
の
重

要
性
を
指
摘
し
た
が
、
こ
こ
で
は
更
に
一

般
の
人
々
の
日
々
の
生
活
の
中
で
の
美
意

識
の
涵
養
、
向
上
の
重
要
性
に
触
れ
る
。

そ
の
前
に
ア
ー
ト
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の

も
の
と
批
判
さ
れ
て
い
た
事
に
一
言
触
れ

て
お
こ
う
。

　

多
く
の
ア
ジ
ア
の
国
々
に
お
い
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
発
の
ハ
イ
ソ
芸
術
や
ハ
イ
カ

ル
チ
ャ
ー
と
呼
称
さ
れ
る
も
の
、
例
え
ば

古
典
音
楽
の
よ
う
な
も
の
の
導
入
や
流
行

に
関
し
て
は
、
一
時
期
様
々
な
拒
否
や
反

対
運
動
が
生
じ
た
。
日
本
に
お
い
て
も
、

古
典
音
楽
等
に
し
て
も
敵
性
音
楽
と
し
て

拒
否
の
姿
勢
を
取
る
事
が
あ
っ
た
し
、
お

隣
の
中
国
で
も
激
し
い
反
発
の
一
時
期
、

即
ち
〝
文
化
大
革
命
〟
が
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
良
く
吟
味
し
て
い
く
と
、
そ
れ

ら
の
反
対
論
は
、
芸
術
性
そ
の
も
の
の
内

容
へ
の
拒
否
、
反
発
と
い
う
よ
り
も
、
そ

れ
ら
を
担
う
人
々
が
一
部
の
政
治
経
済
的

特
権
階
級
に
よ
り
担
わ
れ
て
い
た
事
や
、

敵
対
す
る
国
々
の
生
み
出
し
た
文
化
で

あ
っ
た
事
へ
の
反
発
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
所
有
物
と
見
做
さ
れ

た
事
に
原
因
が
あ
っ
た
と
理
解
す
る
方
が

正
し
い
の
で
あ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
な
芸
術

も
本
来
は
、
人
類
全
体
の
至
高
の
産
物
で

あ
り
、
上
下
の
分
け
隔
て
な
く
味
わ
え
る

筈
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
芸
術
の

完
成
や
そ
の
普
及
に
は
お
金
と
時
間
と
が

不
可
欠
で
あ
り
、
多
く
の
社
会
で
そ
れ
を

大
衆
が
担
う
の
は
難
し
か
っ
た
。そ
れ
故
、

そ
の
内
容
そ
の
も
の
よ
り
も
、
担
っ
て
い

る
階
級
へ
の
反
発
が
先
だ
っ
た
と
理
解
出

来
る
の
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
既
に
日
本
に
お
い

て
も
、
中
国
に
お
い
て
も
〝
大
衆
貴
族
社

会
〟が
一
部
到
来
し
て
い
る
事
に
よ
っ
て
、

か
つ
て
の
特
別
な
一
部
と
し
て
の
貴
族
社

会
か
ら
大
衆
化
し
た
貴
族
社
会
に
移
り
、

そ
う
し
た
特
権
階
級
の
占
有
物
と
見
做
さ

れ
て
い
た
芸
術
が
普
通
に
支
持
さ
れ
て
い

時
代
は
ま
さ
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
中
で
美
意
識
を
論
じ
る
上
で

留
意
す
べ
き
事
が
あ
る
。
か
つ
て
の
日
本

に
お
い
て
は
、清
貧
に
近
い
生
活
水
準
が
、

国
民
の
大
半
の
レ
ベ
ル
で
あ
っ
た
が
、
そ

こ
で
使
用
さ
れ
る
多
く
の
日
常
的
な
質
素

に
見
え
る
生
活
品
が
大
衆
の
生
活
の
中
で

生
ま
れ
た
実
用
品
で
あ
り
な
が
ら
、
か
な

り
レ
ベ
ル
の
高
い
美
術
品
と
言
え
る
レ
ベ

ル
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
多
く

の
外
国
か
ら
の
来
日
者
に
よ
り
、
そ
れ
ら

が
賛
美
さ
れ
、
自
ら
の
母
国
に
そ
れ
ら
の

素
晴
ら
し
さ
を
文
章
で
伝
え
る
と
共
に
、

か
な
り
の
現
物
を
送
っ
て
い
た
。
シ
ー
ボ

ル
ト
等
は
余
り
に
も
多
く
の
モ
ノ
を
送
っ

た
の
で
、〝
ス
パ
イ
〟
と
間
違
え
ら
れ
、

国
外
退
去
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か

し
、
今
日
で
は
そ
う
し
た
日
本
人
の
美
意

識
は
薄
れ
、
芸
術
性
が
明
治
維
新
の
西
洋

科
学
技
術
文
明
か
ら
導
入
と
期
を
同
じ
く

し
て
劣
化
し
て
い
っ
た
。
ま
さ
に
白
樺
派

の
柳
宗
悦
等
に
よ
り
、
展
開
さ
れ
て
い
た

〝
民
藝
運
動
〟
の
主
張
の
如
く
、大
衆
（
民

衆
）
の
育
て
て
き
た
芸
術
（
民
衆
芸
術
）

を
今
１
度
民
衆
の
間
に
取
り
戻
そ
う
と
の

試
み
は
、
改
め
て
大
き
な
意
味
の
あ
る
運

動
で
あ
っ
た
事
を
再
認
識
す
る
時
が
来
て

い
る
の
だ
。

柳宗悦等により、展開されていた
〝民藝運動〟

る
の
が
今
日
と
い

う
時
代
で
あ
る
。

今
最
も
ピ
ア
ノ
の

生
産
量
が
多
い
の

も
中
国
で
あ
り
、

ク
ラ
シ
ッ
ク
を

習
っ
て
い
る
生
徒

数
も
世
界
1
と
言

え
そ
う
で
あ
る
。
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そ
し
て
今
日
、
今
１
度
我
々
は
ハ
イ
カ

ル
チ
ャ
ー
と
共
に
、
こ
の
民
衆
の
何
気
な

く
生
み
出
す
芸
術
、
そ
れ
は
日
常
生
活
の

中
で
の
民
衆
の
芸
術
を
復
活
す
る
時
が
訪

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

実
際
に
は
ま
だ
マ
ズ
ロ
ー
の
価
値
欲
求

５
段
階
説
の
最
上
位
の
自
己
実
現
レ
ベ
ル

に
達
し
て
い
る
人
は
、
今
は
全
体
の
数
％

未
満
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
脳
業
社
会
に
実

際
に
突
入
す
る
と
、
人
々
は
ベ
ー
シ
ッ
ク

イ
ン
カ
ム
を
受
け
取
る
可
能
性
が
高
ま

り
、
生
活
の
経
済
的
不
安
が
除
去
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
一
気
に
人
々
の
生
活
は
そ

の
第
5
段
階
の
最
上
位
の
自
己
実
現
の
段

階
に
突
入
す
る
事
に
な
る
可
能
性
が
あ

る
。
そ
う
し
た
状
況
で
は
、
一
気
に
脳
産

物
の
生
産
に
人
々
が
入
り
、
そ
こ
で
は
圧

倒
的
に
、
美
意
識
を
涵
養
す
る
事
の
ニ
ー

ズ
の
高
ま
る
事
に
な
る
。

　

お
そ
ら
く
仮
に
今
日
の
世
界
の
歯
車
が

上
手
く
嚙
み
合
っ
て
、
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト

に
よ
り
、
旧
来
の
生
産
シ
ス
テ
ム
の
大
部

分
が
担
わ
れ
、
人
々
の
肉
体
的
労
働
が
大

幅
に
軽
減
さ
れ
、
自
由
時
間
を
十
分
に
持

つ
事
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
と
、
人
々
は

ま
さ
に
マ
ズ
ロ
ー
の
価
値
欲
求
５
段
階
説

の
最
上
位
の
欲
求
、
自
己
実
現
の
欲
求
に

入
り
、
人
々
は
必
要
な
物
を
自
分
で
生
産

す
る
よ
う
に
な
る
と
共
に
、
よ
り
本
質
的

な
文
化
に
ア
ク
セ
ス
す
る
時
間
が
増
加
し

て
い
く
。
ま
さ
に
文
明
と
文
化
の
相
補
性

の
回
復
の
時
の
到
来
で
あ
る
。

　

そ
う
な
る
と
、
自
分
達
に
必
要
な
食
物

を
自
家
生
産
し
、
あ
た
か
も
バ
リ
島
の
農

民
達
の
よ
う
に
、
昼
間
水
田
を
耕
し
な
が

ら
、
夜
や
休
日
は
、
鋤
や
鍬
を
絵
筆
に
持

ち
替
え
て
絵
を
描
い
た
り
、
小
刀
を
巧
み

に
用
い
て
民
藝
品
を
彫
っ
た
り
、
ガ
ム
ラ

ン
を
奏
で
て
、
踊
り
を
舞
い
、
神
に
向
け

て
の
感
謝
を
捧
げ
る
行
為
を
よ
り
真
摯
に

行
う
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
今

の
バ
リ
島
の
住
民
は
、
観
光
化
が
進
み
、

本
来
の
自
然
と
共
生
し
た
生
活
を
失
い
つ

つ
あ
る
。

　

ま
さ
に
〝
鶏
と
卵
〟
の
関
係
で
あ
る
が
、

そ
う
し
た
生
活
の
繰
り
返
し
の
中
か
ら
、

大
自
然
と
の
共
生
の
下
で
の
美
意
識
が
涵

養
さ
れ
る
の
か
、
そ
う
し
た
意
識
が
先
に

あ
っ
て
、
美
意
識
を
発
揮
出
来
る
の
か
判

ら
な
い
が
、
そ
う
し
た
生
活
を
取
り
戻
す

事
に
よ
っ
て
、
人
々
は
美
意
識
を
次
第
に

身
に
付
け
、
そ
れ
に
基
づ
く
作
品
を
生
み

出
し
た
り
、優
れ
た
芸
術
家
に
な
っ
た
り
、

同
時
に
優
れ
た
鑑
賞
者
と
し
て
の
聴
衆
と

な
っ
て
い
く
事
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
う
し
た
民
衆
レ
ベ
ル
の
芸
術
活
動
の

興
隆
が
、
更
に
よ
り
高
次
の
ハ
イ
カ
ル

チ
ャ
ー
や
哲
学
を
生
み
、
輝
か
し
い
第
３

次
文
化
的
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
生
む
か
も
し

れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
世
界
の
真
の

平
和
に
近
づ
く
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
に

な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
21
世
紀
の
民
衆

芸
術
運
動
が
活
発
に
な
る
事
が
新
し
い
日

本
の
再
生
に
は
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
逆

に
言
え
ば
、
今
日
民
衆
の
芸
術
性
が
そ
れ

だ
け
質
が
低
下
し
て
い
る
事
を
物
語
っ
て

い
る
。

　

出
来
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
の
ヒ
ュ
ー
マ
ン

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
頃
に
メ
デ
ィ
チ
家
が
、

ギ
リ
シ
ャ
の
プ
ラ
ト
ン
の
ア
カ
デ
ィ
ミ
ア

を
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
復
興
し
た
よ
う
に
、

日
本
に
新
し
い
文
芸
復
興
の
ア
カ
デ
ィ
ミ

ア
を
築
き
、
世
界
の
人
々
を
集
め
、
世
界

の
文
芸
復
興
の
セ
ン
タ
ー
と
し
て
欲
し
い

も
の
で
あ
る
。

７
．
農
業
に
お
け
る
美
意
識
と

　
　
　
　
　
　
〝
農
価
〟
の
尊
重

　

か
つ
て
多
く
の
来
日
外
国
人
か
ら
礼
賛

さ
れ
た
日
本
の
日
々
の
生
活
の
中
で
築
か

れ
た
民
衆
芸
術
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生

ま
れ
た
の
か
？
そ
れ
は
「
日
本
人
の
自
然

へ
の
感
謝
と
、
畏
敬
の
下
に
自
然
と
の
共

生
の
中
で
磨
か
れ
た
農
業
そ
の
も
の
の
中

に
原
点
を
持
つ
」
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
人
の
日
本
の

自
然
と
の
農
業
を
通
し
て
の
固
有
の
共
生

の
中
で
、
芽
生
え
た
美
意
識
こ
そ
が
日
本

固
有
の
も
の
と
評
価
し
て
差
し
支
え
な
い

と
言
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
も
う
少
し
日
本
人
固
有
の
美
意
識

を
育
て
た
日
本
の
農
業
の
背
景
を
見
て
い

こ
う
。
日
本
の
水
田
稲
作
農
業
は
、
次
の

３
つ
の
制
約
の
下
で
展
開
さ
れ
た
。

１　

周
囲
を
海
で
囲
ま
れ
た
温
帯
、
偏
西

風
、
モ
ン
ス
ー
ン
気
候
の
孤
状
列
島
の
下

で
の
国
土
の
６
分
の
１
の
農
地
で
の
高
度

集
約
型
農
業

農業こそが日本人の美意識の涵養の原点
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里
山
で
の
運
命
共
同
体
と
し
て
の
村

落
で
の
移
動
の
少
な
い
定
住
生
活

３　

そ
こ
か
ら
動
か
せ
な
い
水
田
で
の
稲

作
作
業
の
生
産
性
を
高
め
る
努
力

　

何
よ
り
も
固
定
さ
れ
た
３
重
の
空
間

（
海
に
四
方
を
囲
ま
れ
て
い
る
、
村
落
共

同
体
、
水
田
）
の
中
で
の
共
同
生
活
と
共

同
作
業
、
そ
し
て
四
季
折
々
の
気
候
の
変

化
の
豊
饒
さ
の
中
で
の
水
田
稲
作
農
業
生

活
で
あ
り
、
与
え
ら
れ
た
世
界
空
間
（
田

ん
ぼ
）
の
中
で
の
稲
と
い
う
植
物
の
栽
培

で
あ
っ
た
。
従
っ
て
与
え
ら
れ
た
空
間
、

時
間
の
中
で
の
収
穫
を
向
上
さ
せ
る
為

に
、
稲
そ
の
も
の
や
肥
料
と
共
に
、
周
囲

環
境
の
緻
密
な
研
究
と
、
そ
れ
に
基
づ
い

た
丁
寧
な
稲
作
作
業
と
手
入
れ
と
が
必
要

と
な
っ
た
。

　

何
と
も
昔
は
、
人
力
や
牛
馬
が
主
体
で

あ
り
、
日
々
が
大
変
な
重
労
働
で
あ
っ
た

（『
農
事
歴
』
を
参
照
の
由
）。

　

そ
う
し
た
努
力
の
中
で
、
必
然
的
に
日

本
の
農
民
は
、
自
然
の
精
巧
な
、
か
つ
美

し
い
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
と

を
詳
細
に
理
解
す
る
と
同
時
に
、
人
事
を

尽
く
し
て
天
命
（
お
天
道
様
）
を
待
ち
つ

つ
も
、
そ
う
し
た
中
で
巧
み
に
生
活
し
て

い
く
術
を
身
に
付
け
、
自
然
の
無
常
観
や

無
機
の
静
謐
、
そ
し
て
有
機
の
躍
動
感
や

複
雑
性
を
自
然
と
覚
え
身
に
付
け
て
い
っ

た
。
同
時
に
強
暴
で
無
慈
悲
の
自
然
で
も

あ
っ
た
の
で
、
畏
怖
感
も
身
に
付
け
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　

そ
し
て
諸
々
に
感
謝
し
、
共
同
生
活
の
中

で
倫
理
を
身
に
付
け
、
祖
先
と
共
に
、
神
社

や
仏
閣
を
慕
い
、
年
配
者
や
祖
先
を
大
事
に

す
る
事
を
身
に
付
け
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た

中
で
諸
行
無
常
、
変
転
流
離
の
無
常
観
を

悟
り
自
然
の
存
在
を
お
手
本
と
し
た
、
あ

る
い
は
自
然
の
素
材
の
特
性
を
高
度
の
産

物
を
理
解
し
、
人
々
は
そ
れ
を
用
い
て
、

生
か
し
た
生
活
必
需
品
を
匠
の
如
く
作
り

出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
鎌
や

鋤
、
そ
し
て
多
く
の
耕
作
と
工
作
用
具
を

巧
み
に
、
自
分
達
で
製
造
す
る
職
人
と
し

て
の
術
を
身
に
付
け
て
い
っ
た
の
で
あ
っ

た
。多
彩
な
道
具
を
作
り
出
す
と
同
時
に
、

そ
れ
ら
の
道
具
を
大
切
に
扱
う
習
慣
も
身

に
付
け
て
い
っ
た
。
ま
さ
に
自
然
と
〝
民

衆
芸
術
品
〟
と
言
わ
れ
る
も
の
を
意
識
す

る
こ
と
な
く
、
自
然
と
創
り
出
し
て
い
っ

た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
自
ず
と
自
然

を
反
映
し
た
〝
美
意
識
〟
が
入
り
込
ん
で

い
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
に
日
本
人
の
多
く
は
元
々
農

民
で
あ
る
。
田
畑
や
そ
こ
で
働
く
人
々
や

そ
の
成
果
を
支
配
す
る
側
と
し
て
の
貴
族

階
級
が
誕
生
す
る
と
同
時
に
そ
こ
の
自
警

団
か
ら
発
展
し
て
武
士
階
級
が
誕
生
し

た
。
そ
し
て
多
く
の
生
活
用
品
を
生
産
す

る
職
人
（
Ｃ
ｒ
ａ
ｆ
ｔ
ｓ
ｍ
ａ
ｎ
）
を
輩

出
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
が

日
本
人
の
大
多
数
の
人
々
の
生
活
の
歴
史

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
農
業
そ
の
も
の
が

日
本
人
の
諸
々
の
原
点
で
あ
る
事
を
強
く

物
語
っ
て
い
る
。と
同
時
に
今
日
と
雖
も
、

農
業
が
全
て
の
生
活
の
原
点
で
あ
る
事
は

変
わ
ら
ず
、
農
業
の
価
値
は
極
め
て
本
質

的
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
本
来
農
業
の
価

値
（
農
価
）
を
日
本
人
は
第
1
義
的
に
認

識
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
今
日
で
は
、
そ
の
第
１
義
的
な

農
業
の
価
値
、
即
ち
「
農
価
」
を
日
本
人

の
大
多
数
が
、
余
り
意
識
し
な
く
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
自
ら
の
食
卓
が
ス
ー
パ
ー

や
コ
ン
ビ
ニ
に
並
ぶ
、
大
量
生
産
の
商
品

で
飾
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
棚
に
並
ぶ

以
前
の
存
在
、
即
ち
生
産
者
、
流
通
業

者
、
加
工
業
者
や
調
理
人
等
々
に
余
り
気

を
遣
う
こ
と
を
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
。
生
産
者
へ
の
思
い
や
意
識
が
遠
の

い
て
い
る
の
だ
。

　

そ
こ
に
自
然
と
人
間
と
の
乖
離
が
生

じ
、
人
間
が
自
然
を
大
切
に
す
る
心
や
精

神
を
弱
め
る
と
共
に
、
人
と
人
と
の
関
係

も
希
薄
化
し
、
人
類
全
体
と
し
て
の
凄
ま

じ
い
自
然
生
態
系
の
破
壊
と
Ｃ
Ｏ
２
の
無

思
慮
の
排
出
と
蓄
積
等
を
許
容
し
、
結
果

し
て
狂
暴
な
異
常
気
象
を
招
い
て
し
ま
っ

て
い
る
。

　

私
は
こ
の
事
に
対
し
、
か
な
り
多
く
の

人
が
何
と
な
く
お
か
し
い
し
、
問
題
だ
な

と
感
じ
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
実
際
の

行
動
と
し
て
そ
れ
ら
に
対
し
、
殆
ど
何
も

起
こ
す
事
が
な
い
の
が
今
日
の
状
況
で
あ

ろ
う
。

　

我
々
は
今
１
度
、「
人
類
が
こ
の
宇
宙

と
い
う
自
然
の
中
で
、
生
か
さ
せ
ら
れ
て

い
る
」
事
を
知
り
、
今
１
度
ひ
と
り
ひ
と

り
の
生
存
が
ど
の
よ
う
に
可
能
に
な
っ
て

い
る
か
を
再
自
覚
せ
ね
ば
な
ら
な
い
状
況

に
置
か
れ
て
い
る
と
思
う
。

　

今
日
人
々
が
「
子
ど
も
を
作
り
、生
む
」

と
い
う
言
葉
を
用
い
る
が
、
本
来
は
、「
授

か
る
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
べ
き
で
あ

る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
農
家
の
人
々
も
野

菜
や
コ
メ
を
作
る
の
で
は
な
く
、
人
事
を

尽
く
し
て
天
か
ら
授
か
る
と
い
う
意
識
を

取
り
戻
す
こ
と
が
正
し
い
認
識
で
あ
り
、

用
語
法
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
為
に
も
、
今
１
度
日
本
全
体
と
し

て
農
業
を
自
ら
の
意
識
の
中
に
取
り
戻
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し
、
新
し
い
生
き
方
を
模
索
す
る
事
が
不

可
欠
で
あ
る
。
そ
の
為
に
は
、
身
近
な
と

こ
ろ
か
ら
生
活
の
場
面
の
一
部
と
し
て
農

業
を
始
め
る
事
が
良
策
で
あ
る
。
ま
ず
は

自
分
の
家
の
ど
こ
か
で
、
そ
し
て
可
能
で

あ
れ
ば
自
分
で
菜
園
を
持
ち
、
自
分
と
身

の
回
り
の
人
々
に
健
康
な
野
菜
を
届
け
る

と
共
に
、
そ
の
作
業
を
通
し
て
自
然
と
の

関
係
を
深
め
、
そ
こ
に
意
識
を
集
中
し
、

自
ら
の
美
意
識
を
涵
養
す
る
事
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
ベ
ラ
ン
ダ
の
隅
で
も
、
狭
い
庭

の
一
隅
で
も
良
い
。
生
命
の
誕
生
、
成
長

を
見
る
事
は
、
人
間
と
自
然
の
関
係
を

徐
々
に
深
め
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
日
本
人
全
員
が
再
び
、
農
民
と

し
て
の
資
質
を
身
に
纏
い
、
専
業
と
し
て

農
業
を
担
う
人
々
を
大
切
に
し
、
よ
り
健

康
的
な
農
産
物
を
育
て
て
も
ら
う
事
で
あ

る
。
そ
し
て
全
て
が
「
野
菜
を
作
る
」
の

で
は
な
く
」、「
天
か
ら
人
事
を
尽
く
し
て

授
か
る
」
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
事

で
あ
る
。

　
８
．
日
本
人
の
自
然
主
義
と

　
　
　

美
意
識
の
時
代
的
必
要
性

　

さ
て
こ
こ
で
少
し
日
本
人
の
本
来
持
っ

て
い
る
筈
の
美
意
識
と
関
連
す
る
事
柄
を

文化

（科学技術、商品、
生産システム、etc.）

物質文化

カルチャーラッグ
（文化遅滞）

非物質文化
（政策、法律、組織　etc.）

〈従来の文明の行き詰まり〉

理性、知性、言語、
推論等の限界

情報処理
スピードの均等化

デザインでの
差別化

知識の
伝達速度の上昇

従来のマーケティング
主砲からの脱却

ファクトベースド
マネージメントの限界

・経営者の美学の学び
・CAOの追加

・純粋理性批判
・実践理性批判
・判断力批判

・純粋理性批判
・実践理性批判
・判断力批判

自然への回帰
美意識の復権の背景
科学技術文明の限界

計測可能な
データからのみ

美意識は
計測不能性

過去のデータからの
傾向の抽出では限界

宗教の分裂と
影響力の減退

芸術的直観人間の
合理的思考力との
間の相関性への証明

社会変化スピードに
法律、ルールが
付いて行けない

〝意思決定のスピード〟の上

「自己実現の為の記号の発信」
ジャン・ボードリヤール

ファッション化

自然法への回帰
社会変化のスピードの上昇は
理論よりも感覚的直観を求める犯罪者等の

アウトロー
美意識の低さ

自己実現レベルの
人口の増加

人間の自己実現欲求や
人の承認欲求

科学と芸術との相関性の高さ ノーベル賞受賞者と
芸術文学の関りの研究

真 善 美

真 真善

科学科学

倫理

科学

美

図３　美意識の復権への背景
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見
て
い
く
事
に
し
よ
う
。

　

１
つ
の
例
と
し
て
洋
の
東
西
の
建
築
を

例
に
挙
げ
て
、
考
え
方
と
技
法
を
見
て
い

く
。
基
本
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
建
築
の
ベ
ー

ス
の
考
え
方
は
「
自
然
は
悪
魔
の
棲
み
家

で
あ
り
、
諸
悪
の
根
源
で
あ
る
」
と
考
え

る
。
そ
れ
故
、「
自
然
の
中
に
人
間
の
存

在
を
主
張
す
る
形
」
で
パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿

の
如
く
屹
立
す
る
壮
大
な
建
築
物
を
構
築

す
る
事
を
旨
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
様
式

美
の
原
理
と
し
て
パ
ル
テ
ノ
ン
の
神
殿
に

採
用
さ
れ
て
い
る
自
然
界
に
は
存
在
し
な

い
対
称
形
（
シ
ン
メ
ト
リ
ー
）
と
、
ど
う

し
て
そ
れ
が
美
し
い
の
か
を
知
る
こ
と
の

出
来
な
い
黄
金
分
割
を
主
な
デ
ザ
イ
ン
技

法
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、
日
本
建
築
に
お
い
て

は
「
自
然
は
神
の
棲
家
で
あ
り
、
善
の
根

源
で
あ
る
」
と
の
認
識
の
下
に
、
ま
さ
に

千
利
休
の
４
畳
半
、
あ
る
い
は
３
畳
の
茶

室
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
「
質
素
で
出
来

る
限
り
自
然
と
屹
立
す
る
こ
と
な
く
、
息

を
す
る
素
材
を
用
い
て
、
ひ
っ
そ
り
と
自

然
の
一
角
に
佇
む
形
で
存
在
す
る
と
い
う

形
」
の
考
え
の
下
に
作
ら
れ
る
。
ま
さ
に

自
然
の
中
で
自
然
と
対
立
し
な
い
佇
ま
い

と
い
う
視
点
が
重
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

出
来
る
限
り
呼
吸
を
す
る
材
料
（
土
、紙
、

竹
、
材
木
、
藁
等
々
）
を
用
い
、
自
然
の

形
状
、
色
彩
を
邪
魔
す
る
こ
と
な
く
、
周

囲
の
自
然
の
環
境
と
調
和
す
る
も
の
を
用

い
て
作
る
。結
果
と
し
て
非
対
称
と
な
り
、

曲
線
や
自
然
の
形
状
を
活
用
す
る
。
あ
く

ま
で
自
然
と
対
立
す
る
こ
と
な
く
作
ら
れ

て
い
る
。そ
う
し
た
自
然
の
美
の
法
則（
フ

ラ
ク
タ
ル
理
論
、
１
／
ｆ
の
ゆ
ら
ぎ
の
理

論
、
フ
ァ
ー
ジ
理
論
、
黄
金
比
、
白
銀
比

等
々
）
が
、
日
本
建
築
の
中
に
意
図
す
る

こ
と
な
く
自
然
を
手
本
と
す
る
事
に
よ
っ

て
ふ
ん
だ
ん
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
事
が

理
解
さ
れ
始
め
て
い
る
。

　

ま
さ
に
自
然
美
に
裏
打
ち
さ
れ
た
日
本

人
の
美
意
識
の
反
映
こ
そ
が
茶
室
や
多
く

の
神
社
仏
閣
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
空
間
構
造
物
と
し
て
の
建
物
の

み
で
な
く
、
人
間
そ
の
も
の
の
行
為
と
し

て
の
手
入
れ
と
お
迎
え
（
一
期
一
会
）
精

神
の
発
露
と
し
て
、
そ
し
て
客
や
季
節
に

よ
っ
て
替
え
ら
れ
る
調
度
品
が
建
築
と
調

和
さ
れ
た
形
で
用
い
ら
れ
る
べ
く
備
え
ら

れ
て
い
る
。
と
同
時
に
そ
の
精
神
や
美
意

識
の
発
露
と
し
て
作
法
も
、
美
し
く
、
か

つ
質
素
に
整
っ
た
も
の
と
し
て
備
え
ら
れ

て
い
る
。

　
『「
縮
み
」
志
向
の
日
本
人
』（
李
御
寧
）

に
示
さ
れ
た
如
く
、日
本
人
の
工
作
物（
ミ

ク
ロ
コ
ス
モ
ス
）
の
背
後
に
は
宇
宙
と
い

う
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
が
常
に
反
映
し
て
い

る
。
そ
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
に
は
日
本
の

豊
饒
な
、
か
つ
精
緻
、
微
妙
で
陰
翳
を
持

つ
自
然
が
日
本
人
の
製
作
物
、
工
作
物
を

通
し
て
そ
の
中
に
深
く
反
映
し
て
い
る
の

だ
。
ま
た
日
本
の
自
然
の
光
と
そ
の
陰
影

が
放
つ
オ
ー
ラ
は
、
様
々
な
建
物
や
絵
の

中
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
、
そ
れ
ら
を
魅

力
的
な
も
の
に
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
日
本
の
豊
饒
な
自
然
の
作
品

へ
の
巧
み
な
取
り
込
み
方
は
、
日
本
に
来

て
日
本
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
心

を
打
ち
、ヤ
ポ
ニ
ス
ム
（
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
）

と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
り
、
マ
イ
セ
ン

の
陶
器
へ
影
響
を
及
ぼ
し
た
り
、
印
象
派

の
画
家
達
、
ゴ
ッ
ホ
や
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
ら
に

影
響
を
与
え
、
ガ
レ
ー
や
グ
リ
ム
兄
弟
等

ナ
ン
シ
ー
派
の
人
々
に
大
き
な
影
響
を
与

え
て
き
た
。

　

ま
た
日
本
の
庭
園
は
、
世
界
の
美
の
判

る
人
々
か
ら
賞
賛
さ
れ
、
海
外
に
も
た
く

さ
ん
の
日
本
庭
園
が
造
ら
れ
る
と
共
に
、

そ
の
様
式
が
世
界
各
地
の
庭
園
造
り
に
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
今
日
世
界
的
に
有

名
な
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
デ
ン
は
日
本

の
庭
園
を
参
考
に
し
た
と
言
わ
れ
て
い

る
。

　

世
界
各
地
の
民
族
は
、
各
々
が
各
地
の

自
然
の
影
響
を
反
映
し
て
い
る
が
、
日
本

の
自
然
の
持
つ
豊
饒
さ
は
ひ
と
つ
頭
が
抜

き
出
て
い
て
、
そ
の
多
様
性
と
複
雑
性
、

そ
し
て
固
有
の
美
し
さ
は
、
自
然
の
持
つ

変
幻
自
在
の
多
様
性
と
そ
の
調
和
を
反
映

し
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
の
レ
ベ
ル
は
群
を

抜
い
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

非
対
称
形
の
盆
栽
の
中
に
盛
り
込
ま
れ

て
い
る
〝
天　

地　

人
〟
の
空
間
の
配
分

に
基
づ
く
姿
、
形
の
美
し
さ
、
そ
し
て
永

遠
と
瞬
間
の
時
間
の
組
み
入
れ
、
そ
し
て

有
機
の
生
命
観
と
無
機
の
静
謐
等
々
、
実

に
そ
こ
で
表
現
さ
れ
る
も
の
は
精
神
的
に

豊
か
で
あ
り
、
美
し
い
。

　

ま
さ
に
そ
う
し
た
高
い
次
元
の
美
意
識

が
、
日
本
文
化
の
深
奥
と
し
て
、
存
在
し

て
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
か
ら
日
本
が
よ

り
知
ら
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
く
の

海
外
の
人
々
を
日
本
に
引
き
付
け
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
今
の
日
本
に
は
問
題
が
あ

る
。
そ
れ
は
そ
う
し
た
貴
重
な
祖
先
の
築

き
上
げ
て
来
た
財
産
を
今
の
日
本
人
は
、

自
然
と
の
接
触
の
薄
さ
か
ら
、
徐
々
に
失

い
つ
つ
あ
る
の
だ
。
そ
の
事
が
本
論
の
中

の
中
心
課
題
で
あ
る
。
何
と
か
再
び
、
そ

う
し
た
日
本
の
自
然
の
豊
饒
性
を
受
け
た

日
本
人
の
美
意
識
を
生
活
レ
ベ
ル
の
中
で
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再
現
し
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

も
一
部
の
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
み
で
な

く
、
日
本
人
の
大
衆
の
日
々
の
生
活
の
中

に
美
意
識
を
取
り
戻
す
事
こ
そ
が
大
切
な

の
で
あ
る
。
そ
の
先
駆
者
の
一
人
が
「
民

藝
運
動
」
を
担
っ
た
柳
宗
悦
、
そ
の
人
な

の
で
あ
る
。

　

い
か
に
今
日
社
会
の
ト
ー
タ
ル
な
動
き

が
美
意
識
を
求
め
て
い
る
か
？
進
歩
と
は

破
壊
と
創
造
行
為
の
繰
り
返
し
の
結
果
で

あ
る
。
こ
こ
で
は『
何
故
、世
界
の
エ
リ
ー

ト
は
美
意
識
の
回
復
に
向
か
う
の
か
？
鍛

え
る
の
か
！
』の
論
点
を
纏
め
て
お
こ
う
。

９
．
南
ア
ル
プ
ス
、
富
士
山
、
八
ヶ

岳
に
囲
ま
れ
た
北
杜
市
で
の
研
鑽

と
実
践

～
ア
ー
ト
と
サ
イ
エ
ン
ス
と
テ
ク

ノ
の
三
位
一
体
の
追
求
を
～

 　

現
在
私
は
、
人
生
最
後
の
拠
点
と
し
て

山
梨
県
北
杜
市
高
根
町
箕
輪
に
移
り
、
そ

こ
で
日
々
生
活
を
し
て
い
る
。
そ
こ
に
農

業
と
食
と
健
康
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
農
食

健
研
究
所
」
を
設
立
し
、
研
究
し
、
そ
の

成
果
を
実
践
す
る
努
力
を
し
て
い
る
。

　

何
故
、
私
が
山
梨
県
北
杜
市
に
居
を
構

え
た
の
か
？
最
初
か
ら
意
図
し
て
い
た
事

ず
か
数
週
間
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、

父
親
が
中
島
飛
行
機
製
作
所
の
技
師
で
あ

り
、
私
が
生
ま
れ
た
頃
に
は
中
国
へ
指
導

に
行
っ
て
い
た
の
だ
が
、
私
の
誕
生
後
直

ぐ
に
日
本
の
東
京
に
戻
っ
て
来
た
の
で
、

母
は
生
ま
れ
て
直
ぐ
の
私
を
連
れ
て
、
当

時
ギ
ュ
ウ
ギ
ュ
ウ
の
満
員
電
車
に
乗
っ

て
、
３
日
間
か
け
て
東
京
に
戻
っ
た
と
の

事
で
あ
っ
た
。
母
の
父
は
近
衛
兵
で
あ
っ

た
が
、
元
々
霞
ヶ
浦
の
予
科
練
飛
行
場
の

反
対
側
の
出
島
の
出
身
で
あ
り
、
私
が
生

ま
れ
た
当
時
は
千
葉
県
市
川
市
の
八
幡
の

「
藪
不
知
」
の
近
く
に
居
を
構
え
て
い
た
。

市
川
市
の
八
幡
は
、
山
下
清
氏
が
い
た
八

幡
学
園
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

我
が
家
族
は
、
東
京
青
山
に
居
を
構
え

て
い
た
が
、
空
爆
で
焼
か
れ
住
む
場
を
失

い
、
そ
の
伯
父
の
家
に
戦
後
し
ば
ら
く
同

居
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
。
そ
の
後
市

川
市
の
国
府
台
に
移
っ
た
。
小
学
校
は
最

初
『
古
事
記
』
に
出
て
く
る
真
間
の
手
児

奈
山
の
近
く
の
真
間
小
学
校
に
通
っ
て
い

た
が
、
小
学
校
２
年
生
の
時
に
新
し
く
出

来
た
国
府
台
小
学
校
に
移
っ
た
。
こ
の
小

学
校
の
裏
に
精
神
病
理
学
者
で
あ
り
、
白

樺
の
一
員
で
あ
っ
た
式
場
隆
三
郎
氏
が
設

立
し
た
薔
薇
の
庭
園
が
美
し
い
精
神
病
院

が
あ
り
、
こ
の
式
場
隆
三
郎
氏
は
、
山
下

清
画
伯
を
育
て
た
方
で
あ
っ
た
。

　

私
の
人
生
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
幼

少
の
頃
は
、
千
葉
県
手
賀
沼
、
印
旛
沼
、

茨
城
県
霞
ヶ
浦
の
３
つ
の
湖
沼
に
関
わ
っ

て
生
活
を
し
て
き
た
。
そ
の
印
旛
沼
は
私

の
小
さ
い
頃
に
母
に
つ
い
て
買
い
出
し
に

行
っ
た
折
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
闇
物
資

取
引
禁
止
で
、
交
換
し
た
食
糧
を
警
察
に

没
収
さ
れ
た
地
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
時
は

警
察
は
弱
い
者
い
じ
め
を
す
る
山
賊
だ
と

本
当
に
思
っ
て
い
た
。
そ
し
て
若
い
頃
は

東
京
の
本
郷
と
石
川
の
金
沢
、
長
野
の
茅

野
、
そ
し
て
岡
山
の
倉
敷
と
関
わ
り
、
今

日
は
山
梨
と
関
り
を
持
っ
て
い
る
。
実
は

こ
れ
ら
の
場
所
が
、
私
の
人
生
と
深
い
関

係
を
持
つ
と
共
に
、〝
白
樺
派
〟
と
深
い

関
り
を
持
っ
て
い
た
事
が
判
っ
た
。
そ
れ

は
日
本
一
日
照
時
間
が
長
く
、
星
空
が
良

く
見
え
水
と
空
気
が
き
れ
い
で
、
野
菜
と

果
物
が
豊
富
な
山
梨
県
北
杜
市
に
移
っ
て

か
ら
判
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

白
樺
派
と
は
、
同
人
誌
〝
白
樺
〟
に
集

ま
っ
た
人
々
で
あ
り
、
文
学
や
芸
術
、
あ

る
い
は
哲
学
や
医
学
に
関
わ
っ
た
人
々
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
り
、
当
時
の
社
会
主

義
文
学
の
田
山
花
袋
、
永
井
荷
風
ら
と
異

な
る
感
を
抱
い
て
い
た
人
々
の
集
ま
り
で

あ
っ
た
。
社
会
主
義
文
学
の
生
ま
れ
た
背

南アルプス、富士山、八ヶ岳に囲まれた北杜市

で
は
な
い
が
、
開
け
て
み
る
と
、

何
か
そ
こ
に
至
る
必
然
性
が
私
の

人
生
に
は
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る

の
で
あ
る
。

　

私
が
生
を
受
け
た
の
が

１
９
４
４
年
で
第
２
次
世
界
大
戦

終
戦
の
前
年
で
あ
っ
た
。
疎
開
先

の
大
分
県
別
府
で
、
温
泉
を
産
湯

と
し
て
誕
生
し
た
。何
と
逆
子
で
、

へ
そ
の
緒
が
３
重
首
に
巻
き
付
い

て
い
て
、
１
万
人
に
１
人
の
生
存

確
率
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
無

事
授
か
り
育
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
別
府
に
居
た
の
は
わ
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景
に
は
、
そ
の
前
に
偽
ロ
マ
ン
派
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
ロ
マ
ン
の
み

で
な
く
、
リ
ア
ル
さ
が
文
学
に
お
い
て
も

必
要
を
考
え
た
人
々
の
集
団
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
逆
に
振
れ
た
の
が

白
樺
派
で
あ
っ
た
。

　

私
の
人
生
と
白
樺
派
と
ど
う
関
係
が
あ

る
の
か
を
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
さ
せ
て

い
た
だ
く
。ま
ず
幼
少
の
頃
の
生
活
の
場
、

遊
び
の
場
が
、
そ
の
頃
は
白
帆
の
美
し
い

船
が
走
っ
て
い
た
霞
ヶ
浦
と
、
周
辺
に
農

家
が
多
く
、
ウ
ナ
ギ
の
美
味
し
い
手
賀
沼

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
母
に
つ
い
て
成
田
線

の
「
安
食
」
駅
で
降
り
買
い
出
し
に
行
っ

た
と
こ
ろ
が
、『
日
月
神
示
』
の
岡
本
天

明
の
啓
示
を
受
け
た
神
社
が
近
く
に
あ
る

印
旛
沼
の
湖
畔
の
農
家
で
あ
っ
た
。
私
に

と
っ
て
、『
日
月
神
示
』
は
影
響
を
受
け

た
本
の
一
冊
で
あ
っ
た
。

　

白
樺
派
の
話
し
の
始
め
に
な
る
の
だ

が
、
手
賀
沼
の
湖
畔
に
居
を
構
え
た
の

が
、「
柔
術
に
礼
節
と
精
神
を
加
え
、
そ

れ
ら
を
統
合
し
て
形
と
し
て
柔
道
に
し

た
」
講
道
館
の
嘉
納
治
五
郎
氏
で
あ
っ

た
。
彼
は
親
戚
の
柳
宗
悦
（
母
が
嘉
納
治

五
郎
の
姉
）
を
手
賀
沼
に
呼
び
、
そ
の
柳

宗
悦
が
、
武
者
小
路
実
篤
と
志
賀
直
哉
を

呼
び
、
白
樺
派
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
誕
生

し
た
。

　

私
が
住
ん
で
い
た
本
郷
の
坂
の
下
が
講

道
館
で
あ
り
、
多
く
の
有
名
な
柔
道
家
が

家
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
。
私
は
柔
道
の

嘉
納
治
五
郎
氏
、
剣
道
の
千
葉
周
作
氏
を

愛
し
た
一
人
で
あ
る
。

　

そ
の
柳
宗
悦
が
入
手
し
た
ロ
ダ
ン
の
考

え
る
人
を
見
学
し
た
く
て
訪
ね
た
の
が
、

何
と
山
梨
県
北
杜
市
出
身
の
浅
川
伯
教
、

巧
兄
弟
で
あ
っ
た
。
そ
の
兄
弟
の
誕
生
地

も
彼
ら
の
記
念
館
も
、
現
在
私
が
住
ん
で

い
る
北
杜
の
家
の
す
ぐ
近
く
に
あ
る
。
何

と
も
不
思
議
な
も
の
で
あ
る
。

　

柳
宗
悦
を
訪
れ
る
に
際
し
、
浅
川
氏
は

朝
鮮
半
島
の
上
流
階
級
が
用
い
た
「
高
麗

青
磁
」
で
は
な
く
、
庶
民
の
生
活
の
中
で

活
用
さ
れ
て
い
た
「
白
磁
」
を
お
土
産
と

し
て
持
参
し
た
。
そ
の
白
磁
に
民
衆
芸
術

の
素
晴
ら
し
さ
を
感
じ
た
柳
宗
悦
は
浅
川

氏
と
共
に
朝
鮮
半
島
の
民
藝
の
保
存
、
活

用
に
日
本
人
と
し
て
協
力
す
る
と
共
に
、

日
本
戻
っ
て
民
藝
運
動
も
展
開
し
た
の
で

あ
っ
た
。

　

そ
の
柳
宗
悦
と
志
賀
直
哉
と
一
緒
に
、

バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
を
訪
ね
て
渡
英
し

た
の
が
、
精
神
科
医
の
式
場
隆
三
郎
氏
で

あ
っ
た
。
実
は
、
私
の
通
っ
た
国
府
台
小

学
校
の
裏
に
式
場
病
院
が
あ
る
だ
け
で
な

く
、
式
場
隆
三
郎
氏
の
息
子
は
私
の
小
学

校
の
友
達
で
あ
っ
た
。
何
と
も
不
思
議
な

縁
で
あ
る
事
が
、
今
に
な
っ
て
判
っ
た
の

で
あ
っ
た
。

　

ち
な
み
に
北
杜
市
に
は〝
清
春
芸
術
村
〟

が
あ
り
、
そ
こ
に
は
志
賀
直
哉
の
家
が
移

築
さ
れ
て
、
今
は
博
物
館
と
し
て
活
用
さ

れ
て
い
る
。
実
に
春
夏
秋
冬
毎
に
、〝
雪

月
花
〟
の
如
く
美
し
い
自
然
に
囲
ま
れ
て

い
る
館
で
あ
る
。
そ
し
て
北
杜
市
に
は
、

白
樺
派
の
人
々
の
交
流
の
あ
っ
た
金
田
一

京
助
の
記
念
館
や
平
山
郁
夫
シ
ル
ク
ロ
ー

ド
博
物
館
も
あ
る
。

　

そ
し
て
何
と
私
の
研
究
室
の
あ
っ
た
駒

場
の
宇
宙
航
空
研
究
所
の
裏
門
の
前
に
民

藝
運
動
の
中
心
の
１
つ
の
「
日
本
民
藝

館
」
が
あ
り
、
そ
の
敷
地
は
旧
加
賀
藩
の

下
屋
敷
の
後
で
あ
り
、
加
賀
藩
か
ら
本
郷

と
駒
場
の
敷
地
と
共
に
提
供
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
加
賀
藩
の
あ
っ
た
金
沢

は
、
35
年
間
客
員
教
授
と
し
て
長
年
勤
め

た
金
沢
工
業
大
学
が
あ
り
、
加
賀
藩
の
有

力
家
臣
の
子
孫
で
あ
る
百
万
氏
と
は
一
緒

に
仕
事
を
し
た
。

　

ま
た
そ
の
間
に
能
登
半
島
の
鳳
珠
郡
門

前
町
大
生
（
今
は
輪
島
市
）
に
、
私
が
村

長
に
な
っ
て
〝
曼
荼
羅
村
〟
と
い
う
別
荘

村
を
設
け
た
。
そ
こ
に
は
輪
島
塗
の
巨
匠

（
革
命
者
）
角
偉
三
郎
氏
の
工
房
や
、
今

売
れ
っ
子
の
陶
芸
家
の
荒
木
氏
の
登
り
窯

が
あ
り
、
神
戸
の
灘
六
郷
の
銘
酒
『
福

寿
』
の
酒
心
館
が
あ
り
、
多
く
の
民
藝
品

や
食
器
の
製
作
者
が
集
ま
っ
て
く
れ
て
い

た
。
桂
文
珍
氏
も
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
１
人

で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
に
行
く
間
に
〝
宇
野
気
〟
と
い
う

街
が
あ
り
、
そ
こ
は
私
が
多
い
に
啓
発
を

受
け
た
西
田
幾
太
郎
氏
と
鈴
木
大
拙
氏
の

出
身
地
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
２
人
は
、
柳
宗
悦
が
学
習
院
大
学

の
学
生
で
あ
っ
た
頃
に
、
西
田
幾
太
郎
氏

が
独
語
を
、
鈴
木
大
拙
氏
が
英
語
を
教
え

た
よ
う
だ
。
そ
し
て
私
の
文
庫
に
は
、
二

人
の
著
作
が
ど
っ
さ
り
と
並
ん
で
い
る
。

　

さ
て
話
は
戻
る
が
、
日
本
民
藝
館
の
土

地
の
話
し
に
加
え
、
そ
の
出
資
者
は
、
何

と
倉
敷
の
大
倉
孫
三
郎
氏
で
あ
り
、
当
時

の
お
金
で
10
万
円
を
寄
付
さ
れ
た
と
の
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
資
金
で
日
本
民
藝
館
は

建
造
さ
れ
、
初
代
の
館
長
に
柳
宗
悦
氏
が

着
任
し
た
。
私
は
高
校
生
の
修
学
旅
行
の

時
、
京
都
か
ら
鷲
羽
山
と
倉
敷
に
行
き
、

そ
こ
に
あ
る
ア
イ
ビ
ー
ス
ク
エ
ア
の
中
に

掲
げ
ら
れ
て
い
る
大
原
孫
三
郎
氏
の
「
い

つ
で
も
１
番
に
な
れ
る
２
番
で
い
な
さ

い
」
と
い
う
家
訓
を
自
ら
の
座
右
の
銘
と
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こ
の
辺
に
し
て
、私
が
北
杜
市
に
移
っ
て
、

そ
こ
で
農
食
健
研
究
所
を
設
立
し
た
事
に

よ
っ
て
、〝
白
樺
派
〟
と
の
関
係
を
辿
る

事
が
出
来
た
が
、
私
は
こ
の
地
で
や
ら
ん

と
し
て
い
る
事
は
や
は
り
〝
日
本
の
農
業

の
立
て
直
し
〟
で
あ
り
、
真
に
化
学
的
農

法
に
負
け
な
い
次
世
代
型
の
有
機
農
法
や

自
然
農
法
の
開
発
、
普
及
で
あ
る
。
そ
の

為
に
は
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
そ
れ
ぞ
れ

の
持
つ
美
を
良
く
知
る
事
で
あ
り
、
ア
ー

ト
と
サ
イ
エ
ン
ス
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
調

和
と
融
合
な
の
で
あ
る
。

　

実
際
に
北
杜
市
の
農
食
健
研
究
所
を
1

度
訪
ね
て
い
た
だ
き
た
い
。
不
思
議
な
事

に
、私
は
今
「
智
の
梁
山
泊
」
の
メ
ン
バ
ー

と
し
て
週
に
1
度
、
Ｔ
Ｖ
会
議
で
知
の
学

び
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
１

人
が
福
井
県
に
あ
る
大
徳
寺
の
太
田
住
職

で
、柳
宗
悦
の
直
弟
子
の
１
人
で
あ
っ
た
。

ま
さ
に
民
藝
運
動
の
推
進
者
の
１
人
で
あ

り
、
住
職
の
話
し
の
時
に
は
民
藝
品
の

数
々
を
実
際
に
お
見
せ
い
た
だ
き
、
お
話

し
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
ま
た

住
職
の
親
戚
が
、
西
田
幾
太
郎
記
念
館
の

館
長
を
さ
れ
て
い
る
と
の
事
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
私
は
〝
哲
友
〟
で
も
あ
る
韓
国
の

友
人
金
泰
昌
氏
が
「
今
ま
で
言
葉
を
用
い

て
人
々
の
平
和
に
な
る
べ
く
公
共
哲
学
を

始
め
、
様
々
な
学
問
を
し
て
き
た
が
、
言

葉
で
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
実
感
し
、
こ

れ
か
ら
「
美
」
が
大
切
で
あ
り
、
そ
の
考

え
の
下
に
研
究
を
進
め
る
と
、
柳
宗
悦
の

民
藝
運
動
が
い
か
に
大
切
で
あ
っ
た
か
を

知
っ
た
」
と
語
り
、
そ
し
て
、「
彼
の
業

績
を
一
纏
め
に
す
る
言
葉
が
無
か
っ
た

が
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
カ
ロ
ン
（
Ｋ
ａ

ｌ
ｏ
ｎ
）」
＝
美
」
と
、
世
界
中
で
諸
々

が
大
量
に
殺
さ
れ
て
い
る
事
を
表
現
す

る
「
ｃ
ｉ
ｄ
ｅ
」
を
組
み
合
わ
せ
て
、
Ｋ

ａ
ｌ
ｏ
ｃ
ｉ
ｄ
ｅ
（
美
の
崩
壊
）
と
表
現

し
た
ら
良
い
だ
ろ
う
と
し
、
そ
れ
を
こ
れ

か
ら
用
い
る
事
に
し
た
」
と
語
っ
て
く
れ

た
。
そ
の
柳
宗
悦
が
民
藝
に
触
発
さ
れ
た

の
は
、北
杜
市
出
身
の
浅
井
兄
弟
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
金
泰
晶
氏
と
『
未
来
共
創

新
聞
』
の
編
集
長
の
山
本
氏
と
「
比
較
文

明
学
会
」
の
元
会
長
原
田
氏
と
、『
公
論
』

の
編
集
長
の
林
氏
と
が
一
緒
に
、
北
杜
市

へ
来
て
一
晩
語
ら
う
と
共
に
、
浅
川
兄
弟

の
北
杜
市
の
記
念
館
を
一
緒
に
訪
れ
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
事
が
私
の
本
論
を
書
く

契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
農

業
こ
そ
が
日
本
人
の
美
意
識
の
涵
養
の
原

点
な
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
「
農
食
健
研
究
所
」
の
設
立

主
旨
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

し
て
生
き
て
き
た
。
そ
れ
に
ち
な
ん
で
車

の
番
号
も
常
に
「
２
２
２
２
」
で
あ
る
。

更
に
大
原
孫
三
郎
氏
の
自
分
の
家
を
建
て

る
為
に
「
周
囲
の
人
々
に
も
、
資
金
を
提

供
し
、
一
緒
に
街
並
み
を
美
し
く
整
え

た
」
と
の
話
し
に
大
変
に
感
銘
し
、
生
涯

そ
の
銘
を
忘
れ
な
い
で
生
き
て
い
る
。
ま

た
倉
敷
の
あ
る
岡
山
県
は
、
飛
岡
姓
の
多

い
県
で
も
あ
り
、
私
の
大
学
院
時
代
の
研

究
室
の
助
手
の
ヒ
ナ
田
さ
ん
も
岡
山
の
出

身
で
あ
る
。
そ
し
て
良
く
一
緒
に
集
ま
り

酒
を
呑
ん
だ
政
治
家
の
平
沼
赳
夫
氏
も
岡

山
の
池
田
の
殿
様
の
子
孫
で
あ
っ
た
。
更

に
『
日
月
神
事
』
の
岡
本
天
明
氏
も
岡
山

出
身
で
。
千
葉
県
の
印
旛
沼
で
神
の
啓
示

を
受
け
取
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
大
原
美
術
館
の
中
に
は
、
芹
沢
銈

介
の
藍
染
の
美
術
館
が
あ
る
。
彼
も
民
藝

運
動
の
一
員
で
あ
り
、
私
の
大
好
き
な
静

岡
県
の
登
呂
の
遺
跡
の
中
に
も
、
彼
の
名

前
の
付
い
た
美
術
館
が
あ
り
、
の
れ
ん
や

間
仕
切
り
を
始
め
、
多
く
の
作
品
が
展
示

さ
れ
て
い
る
の
で
度
々
訪
れ
て
い
た
。
そ

こ
に
は
弥
生
時
代
の
赤
米
の
水
田
稲
作
の

光
景
が
再
現
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
だ
ま
だ
私
の
人
生
と
、
白
樺
派
、
そ

し
て
民
藝
運
動
と
の
関
係
を
色
々
と
見
出

せ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
話
し
は
、

　

こ
れ
ら
を
、
最
先
端
の
科
学
技
術
を
用

い
て
、
現
在
の
食
の
問
題
を
解
決
し
つ

つ
、
古
へ
の
食
の
状
態
へ
戻
す
と
い
う
考

え
方
が
基
本
理
念
で
あ
る
。
多
く
の
関
係

者
の
方
々
が
北
杜
市
の
研
究
所
を
訪
ね
て

く
れ
、ま
さ
に
「
食
禅
食
悟
」
を
語
り
合
っ

て
い
る
。
興
味
の
あ
る
方
は
、
い
つ
で
も

訪
れ
て
い
た
だ
き
た
い
。
共
に
日
本
の
未

来
を
、
日
本
人
の
美
意
識
を
通
し
て
、
そ

れ
故
農
業
を
通
し
て
語
り
た
い
と
思
う
。

ち
な
み
に
「
食
禅
食
悟
」
は
、
曹
洞
宗
の

お
坊
さ
ん
の
成
毛
泰
造
氏
が
彼
の
作
っ
た

ワ
イ
ン
に
付
け
て
い
る
名
前
で
あ
る
。

１． 人は何故生きているのか？
２． 人はなぜ食べるのか？
３． 人は何を食べたら良いのか？
４． その良い物をどのように作るのか？
５． 作られた食物を、どのように保存し、移動するか？
６． どのとうに料理したら良いのか？
７． どのように食べるべきか？
８． どのように片付けるべきか？
９． etc.


