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一
．
人
間
科
学
科
・
心
理
教
育
学

科
と
持
続
可
能
な
開
発

　
人
文
社
会
学
部
お
よ
び
人
間
文
化
研
究

科
は
、
二
〇
一
三
年
度
の
学
部
再
編
に
あ

わ
せ
て
、従
来
の
「
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
」

か
ら
「
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
教
育

（
Ｅ
Ｓ
Ｄ
）」
へ
の
教
育
研
究
の
キ
ー
コ

ン
セ
プ
ト
を
変
更
し
た
。
こ
れ
を
聞
け
ば
、

お
そ
ら
く
「
な
ぜ
人
文
科
学
・
社
会
科
学

系
の
学
部
・
研
究
科
で
、
持
続
可
能
な
開

発
な
の
か
？
」
と
い
ぶ
か
し
が
る
方
も

少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。「
持
続
可
能

な
開
発
」
と
い
う
と
、
真
っ
先
に
思
い
つ

く
の
は
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
省
資
源
や
自
然

保
護
な
ど
の
言
葉
で
あ
り
、
自
然
科
学
系

の
学
部
・
研
究
科
に
こ
そ
当
て
は
ま
る
概

念
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
い

ま
の
社
会
が
こ
の
先
数
十
年
、
数
百
年
と

継
続
し
て
い
く
た
め
に
は
、
資
源
や
自
然

環
境
だ
け
を
考
慮
し
て
い
れ
ば
よ
い
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
社
会
や
産
業
や
経
済
の
シ
ス

テ
ム
・
仕
組
み
も
同
じ
で
あ
り
さ
ら
に
は

人
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
豊
か
さ
・
人

間
ら
し
さ
な
ど
の
基
準
と
な
る
価
値
観
の

問
題
や
文
化
の
あ
り
方
の
問
題
も

そ
こ
に
加
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
持
続
可

能
性
と
は
、
決
し
て
自
然
科
学
だ
け
の
問

題
で
は
な
く
、
人
文
科
学
的
あ
る
い
は
社

会
科
学
的
な
課
題
と
し
て
追
求
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
人

間
ら
し
い
豊
か
さ
」
と
は
、
学
部
・
研
究

科
の
も
と
の
理
念
で
あ
る
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ

ン
グ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

「
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
教
育
」
と

言
い
換
え
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
社
会
の

今
日
的
な
課
題
と
結
び
つ
け
、
学
部
・
研

究
科
の
社
会
的
有
用
性
を
明
確
化
さ
せ
た

も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る

（
別
所
、
二
〇
一
三
）。

　
地
域
社
会
の
持
続
可
能
性
と
い
う
点
で

は
、
心
理
教
育
学
科
は
、
そ
の
前
身
で
あ

る
人
間
科
学
科
さ
ら
に
は
名
古
屋
市
立
保

育
短
期
大
学
の
時
代
か
ら
、
幼
児
教
育
・

保
育
の
専
門
家
養
成
機
関
と
し
て
、
多
く

の
保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭
を
輩
出
し
て
き

た
。
ま
た
、
近
年
で
は
、
名
古
屋
市
と
の

連
携
事
業
に
も
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
一
四
年
六
月
、

名
古
屋
市
立
大
学
は
市
教
育
委
員
会
と
包

括
協
定
を
結
び
、
そ
の
中
で
心
理
教
育
学

科
の
心
理
学
関
連
教
員
が
二
〇
一
四
年
度

よ
り
「
子
ど
も
応
援
委
員
会
」
へ
の
研
修

の
実
施
や
委
員
会
の
活
動
の
効
果
測
定
を

行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
一
三
年
度

よ
り
、
市
子
ど
も
青
年
局
子
ど
も
福
祉
課

と
の
連
携
の
も
と
、「
よ
う
こ
そ
大
学
へ
！ 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
実
施
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
は
、
本
研
究
科
の
児
童
福
祉
学
教
員

が
中
心
と
な
り
企
画
さ
れ
、
市
内
の
児
童

養
護
施
設
な
ど
で
暮
ら
す
小
中
学
生
が
、

名
古
屋
市
立
大
学
を
訪
問
し
、
施
設
見
学

や
体
験
学
習
を
通
じ
て
、
進
学
へ
の
意
欲

や
関
心
を
高
め
る
ね
ら
い
で
開
催
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
は
、
研
究
所

の
活
動
の
中
に
正
式
に
組
み
込
ま
れ
て
い

る
わ
け
で
な
か
っ
た
が
、
心
理
学
や
教
育

学
・
社
会
福
祉
学
が
地
域
と
協
働
し
て
持

続
可
能
性
に
関
わ
る
課
題
に
取
り
組
む
一

例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
人
文
科

学
・
社
会
科
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
の
学

問
が
、
持
続
可
能
な
開
発
へ
ユ
ニ
ー
ク
な

貢
献
が
で
き
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
秘
め
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。

二
．
持
続
可
能
な
開
発
に
対
す
る

心
理
学
の
理
論
的
貢
献

❖
特
　
集
❖

　
持
続
可
能
な
開
発
に
対
す
る

　
　
　
　
心
理
学
・
教
育
学
の
貢
献
と
可
能
性

名
古
屋
市
立
大
学
大
学
院
人
間
文
化
研
究
科
　
久
保
田
健
市



36

二
．
一
．
人
と
環
境
の
適
合
性

　
持
続
可
能
な
開
発
と
い
え
ば
、
何
ら
か

の
実
践
的
な
活
動
へ
の
参
画
と
い
う
こ
と

が
強
調
さ
れ
る
。
心
理
学
で
も
、
い
わ
ゆ

る
社
会
的
弱
者
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
人
た

ち
へ
の
支
援
を
行
い
つ
つ
、
同
時
に
研
究

対
象
と
し
て
い
る
研
究
者
は
少
な
く
な
い
。

そ
の
一
方
で
、
心
理
学
は
、
持
続
可
能
な

開
発
に
向
け
た
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
を
支
え

る
理
論
的
な
基
盤
を
提
供
す
る
と
い
う
形

で
の
貢
献
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
心
理
学
が
強
調
す
る
の
は
、
人
の
営
み

と
は
す
べ
か
ら
く
人
間
個
人
に
属
す
る
要

因
と
環
境
の
側
の
要
因
の
相
互
作
用
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
持
続
可
能
な
開
発
に
限
ら
ず
、
社
会

問
題
は
一
般
に
住
民
・
市
民
の
一
人
一
人

が
多
か
れ
少
な
か
れ
持
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
心
理
的
傾
向
性
と
さ
ま
ざ
ま
な
レ

ベ
ル
の
環
境
的
要
因
（
気
候
や
地
理
な
ど

の
自
然
環
境
的
要
因
、
住
民
構
成
な
ど
の

地
域
・
社
会
的
要
因
、
社
会
シ
ス
テ
ム
上

の
要
因
、
文
化
的
・
歴
史
的
要
因
な
ど
）

が
複
合
的
に
関
わ
っ
て
い
る
。
加
え
て
、

そ
れ
ら
の
要
因
は
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し

合
っ
て
問
題
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
社
会
問
題
を
論
じ
る
際
に
は
、
と
も
す

れ
ば
住
民
・
市
民
（
の
意
識
、
態
度
、
モ

ラ
ル
な
ど
）が
悪
い
、あ
る
い
は
、社
会（
役

所
、
制
度
）
の
不
備
や
硬
直
化
が
悪
い
と

さ
れ
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
が
批
判
さ
れ

が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
議

論
は
片
手
落
ち
の
議
論
で
あ
り
、
必
ず
し

も
有
効
な
解
決
を
生
み
出
す
と
は
限
ら
な

い
。
社
会
問
題
の
解
決
に
は
、
住
民
・
市

民
一
人
一
人
の
態
度
や
行
動
の
変
革
だ
け

で
な
く
、
社
会
や
生
活
環
境
の
変
革
も
同

時
に
希
求
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人

と
環
境
の
適
合
を
追
求
す
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
心
理
学
の
姿
勢
は
、
教
育
を
通
じ

て
社
会
だ
け
で
な
く
人
々
の
価
値
観
を
変

革
し
よ
う
と
す
る
Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
姿
勢
に
も
符

合
す
る
。

二
．
二
．
持
続
可
能
な
開
発
を
目
指
す

　
　
　
　
上
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き

　
　
　
　
人
間
の
心
理
的
特
性

　
心
理
学
が
実
践
知
だ
け
で
な
く
、
人
間

行
動
に
関
す
る
理
論
的
な
知
の
蓄
積
を
果

た
し
て
き
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
持
続
可

能
な
開
発
の
追
求
に
対
し
て
、
そ
れ
を
促

進
・
達
成
す
る
た
め
の
計
画
・
プ
ロ
セ
ス

の
有
効
性
を
検
証
し
、
必
要
な
ら
ば
改
善

の
た
め
の
示
唆
を
与
え
る
と
い
う
貢
献
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
環
境
に
配

慮
す
る
と
か
、
差
別
を
し
な
い
と
か
、
持

続
可
能
な
開
発
に
関
す
る
問
題
の
解
決
は
、

多
く
の
人
が
「
い
い
こ
と
」
だ
と
思
う
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
事
態
は
一
向
に
進
展
し
な

い
。
人
間
の
行
動
は
、
自
ら
の
善
に
従
う

以
外
に
も
考
慮
す
べ
き
原
理
が
あ
り
， 

そ

れ
ら
の
原
理
が
行
動
の
決
定
に
大
き
く
寄

与
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

人
間
行
動
の
性
質
に
従
っ
た
実
践
・
介
入

は
成
功
す
る
確
率
を
高
め
る
だ
ろ
う
。
心

理
学
は
そ
う
し
た
実
践
・
介
入
の
仕
方
を

考
え
る
上
で
重
要
な
情
報
を
提
供
し
う
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
が
考
慮
す
べ
き

人
間
行
動
の
原
理
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
人
は
、
快

を
求
め
、
不
快
を
遠
ざ
け
よ
う
と
行
動
し

が
ち
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
自
分
の

行
い
が
問
題
の
改
善
に
役
立
つ
」と
か「
自

分
が
大
き
な
犠
牲
を
払
わ
な
く
て
よ
い
」

と
確
信
す
る
と
き
に
、
要
求
さ
れ
た
行
動

を
し
や
す
く
な
る
。
第
二
に
、
人
は
、
自

分
の
考
え
や
態
度
や
言
動
に
、
一
貫
性
を

求
め
る
。
自
分
の
態
度
や
言
動
に
一
貫
性

の
な
い
状
態
は
、
優
柔
不
断
、
八
方
美
人
、

二
枚
舌
な
ど
、
他
者
か
ら
見
て
否
定
的
に

評
価
さ
れ
る
言
葉
は
数
多
く
あ
る
。
そ
れ

ば
か
り
か
、
自
分
自
身
に
と
っ
て
も
一
貫

性
の
な
い
状
態
は
不
快
を
感
じ
、
不
快
感

を
低
減
す
る
た
め
に
も
態
度
や
言
動
の
一

貫
性
を
保
と
う
と
す
る
と
言
わ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
人
前
で
態
度
や
意
思
を
表
明

す
る
な
ど
し
て
自
分
の
立
場
を
強
く
意
識

す
る
と
、
態
度
と
の
一
貫
性
を
維
持
し
よ

う
と
し
て
、
そ
れ
に
沿
っ
た
行
動
を
と
り

や
す
く
な
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
に
、

人
の
態
度
や
行
動
は
個
人
の
も
の
で
は
あ

る
が
、
自
分
自
身
単
独
で
決
定
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
周
囲
の
他
者
の
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影
響
を
受
け
決
定
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し

ば
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
は
周
囲
の
他

者
が
し
て
い
る
こ
と
、
信
じ
て
い
る
こ
と

に
自
分
の
行
動
や
信
念
を
一
致
さ
せ
よ
う

と
す
る
。
そ
れ
は
、
他
者
と
違
う
信
念
を

持
っ
た
り
行
動
を
示
す
こ
と
が
、
周
囲
の

人
間
か
ら
の
孤
立
や
逸
脱
を
意
味
し
、
非

難
・
排
斥
を
受
け
る
こ
と
を
恐
れ
る
と
い

う
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
人

は
自
身
の
態
度
や
行
動
の
正
し
さ
を
他
者

の
そ
れ
と
の
比
較
を
通
じ
て
評
価
し
よ
う

と
す
る
性
質
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
、
同

じ
態
度
や
行
動
を
示
す
人
の
数
が
増
え
る

に
つ
れ
、
そ
の
態
度
や
行
動
は
正
し
い
も

の
で
あ
る
と
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の

ほ
か
、
重
要
な
他
者
（
親
な
ど
）
が
持
つ

「
こ
う
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
期
待
も
ま

た
、
行
動
の
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
。
第
四
に
、
特
定
の
感

情
が
喚
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
態
の

詳
細
な
認
知
や
行
動
決
定
の
た
め
の
心
的

過
程
を
省
略
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
罪
悪
感
は
愛
他
的
な
行
動

を
、
怒
り
は
不
公
正
の
是
正
行
動
を
、
脅

威
は
自
己
防
衛
的
行
動
を
、
不
安
・
悲
し

み
は
回
避
・
逃
避
行
動
を
引
き
起
こ
す
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
感
情
に
よ
り
衝
き

動
か
さ
れ
た
行
動
は
、
理
性
的
な
社
会
問

題
の
解
決
に
と
っ
て
思
わ
ぬ
障
害
と
な
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
、
解
決
困
難
な
問
題
に

直
面
し
て
い
る
と
き
こ
そ
、
感
情
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

三
．
国
家
と
多
文
化
共
生
に
対
す

る
態
度
に
関
す
る
研
究

三
．
一
．
多
文
化
対
人
コ
ン
ピ
テ
ン
ス

　
Ｅ
Ｓ
Ｄ
と
心
理
学
の
具
体
的
な
結
び
つ

き
を
表
す
一
例
と
し
て
、
多
文
化
共
生

に
関
連
し
た
自
身
の
研
究
を
と
り
あ
げ

る
。
今
日
の
日
本
社
会
は
、
外
国
人
登
録

者
数
が
二
〇
〇
万
人
を
超
え
、
地
域
社
会

や
職
場
で
、
日
本
人
と
は
異
な
る
文
化
を

有
す
る
人
々
と
の
協
働
・
共
生
が
強
く
求

め
ら
れ
て
い
る
。
異
な
る
文
化
を
有
す
る

ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
た
ち
が
流
入
す
る
こ
と
で

生
じ
る
の
は
、
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
た
ち
の
ホ

ス
ト
社
会
へ
の
文
化
的
・
心
理
的
適
応
の

問
題
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ホ
ス
ト
社

会
の
住
民
の
側
に
も
文
化
的
・
心
理
的
な

変
容
を
要
求
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ニ
ュ
ー

カ
マ
ー
た
ち
と
適
切
に
か
か
わ
り
、
良
好

な
関
係
を
築
い
て
い
く
能
力
が
、
日
本
人

市
民
の
側
に
も
一
層
求
め
ら
れ
て
い
く
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
米
国
で
は
、
心
理
臨

床
家
が
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
文
化
的
背
景
に

起
因
す
る
問
題
に
適
切
に
処
理
す
る
た
め

の
能
力
と
し
て
、
多
文
化
コ
ン
ピ
テ
ン
ス

と
い
う
概
念
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
多
文

化
コ
ン
ピ
テ
ン
ス
は
、
職
業
柄
文
化
的
問

題
に
直
面
す
る
専
門
家
が
備
え
る
べ
き
能

力
（
の
感
覚
）
と
し
て
提
唱
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
地
球
規
模
で
人
々
の
移

動
が
ま
す
ま
す
活
発
に
な
る
中
で
、
一

般
市
民
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
同
様
の
能

力
が
求
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
以

上
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
稲
垣
・
久
保

田
（
二
〇
一
三
）
は
、
異
な
る
文
化
的
背

景
を
有
す
る
人
々
と
の
対
人
関
係
に
お
い

て
、
潜
在
的
・
顕
在
的
に
存
在
す
る
文
化

的
・
心
理
的
問
題
を
適
切
に
扱
い
、
彼
・

彼
女
ら
と
の
円
滑
な
相
互
作
用
を
営
む
た

め
に
一
般
の
人
々
が
備
え
る
能
力
の
感
覚

を
「
多
文
化
対
人
コ
ン
ピ
テ
ン
ス
」
と
命

名
し
、
そ
れ
を
測
定
す
る
た
め
の
心
理
学

的
尺
度
を
開
発
す
る
研
究
を
行
っ
た
。

　
尺
度
の
作
成
に
あ
た
り
、
米
国
で
開
発
さ

れ
た
多
文
化
コ
ン
ピ
テ
ン
ス
を
測
定
す
る

尺
度
項
目
（
ソ
ド
ウ
ス
キ
ー
・
タ
ッ
フ
ェ
・

ガ
ト
キ
ン
・
ワ
イ
ス
、
一
九
九
四
。 

ス
ー
・
ア
レ
ッ
ド
ン
ド
・
マ
ク
ダ
ヴ
ィ
ス
、

一
九
九
二
。
ス
ー
・
ベ
ル
ニ
エ
・
デ
ュ

ラ
ン
・
フ
ァ
イ
ン
ベ
ル
ク
・
ペ
ダ
ー
ソ

ン
・
ス
ミ
ス
・
ヴ
ァ
ス
ケ
ス-

ヌ
ッ
タ
ル
、

一
九
八
二
）、
日
本
に
お
け
る
異
文
化
理

解
に
関
す
る
研
究
（
奥
西
・
田
中
、
二
◯

◯
七
。 

田
中
、
一
九
九
六
、一
九
九
七
）

で
用
い
ら
れ
た
尺
度
項
目
、
留
学
生
の
異

文
化
適
応
へ
の
支
援
に
関
す
る
研
究
（
田

中
・
高
井
・
神
山
・
藤
原
、
一
九
九
三
）

で
用
い
ら
れ
た
尺
度
項
目
を
収
集
し
た
。

Ｋ
Ｊ
法
に
よ
る
内
容
分
析
と
予
備
調
査
を

経
て
選
定
し
た
三
一
項
目
に
対
し
て
、
大

学
生
四
四
七
人
（
男
性
四
七
人
、
女
性
四

◯
◯
人
）
を
か
ら
回
答
を
求
め
た
。
回
答

結
果
は
、
因
子
分
析
に
よ
り
分
析
さ
れ
た
。
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は
じ
め
に
、
主
成
分
解
に
て
解
を
求
め
、

解
釈
の
し
や
す
さ
か
ら
三
因
子
が
妥
当
で

あ
る
と
判
断
し
、
因
子
を
抽
出
し
た
後
プ

ロ
マ
ッ
ク
ス
回
転
に
よ
り
因
子
負
荷
量
を

求
め
た
。
そ
の
後
、
す
べ
て
の
因
子
に
対

す
る
因
子
負
荷
量
が
〇・
四
〇
以
下
の
項

目
を
削
除
し
て
、
再
度
同
様
の
因
子
分
析

を
行
い
、
最
終
的
に
全
二
七
項
目
、
三
つ

の
下
位
尺
度
か
ら
な
る
多
文
化
対
人
コ
ン

ピ
テ
ン
ス
尺
度
を
開
発
し
た
。
下
位
尺
度

の
う
ち
「
融
和
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
」（α

=
.90

）
と
命
名
さ
れ
た
一
二
項

目
は
、「
外
国
人
同
士
の
仲
間
や
グ
ル
ー

プ
に
親
し
く
話
し
か
け
る
」「
自
分
か
ら

心
の
壁
を
取
り
除
い
て
、
話
し
か
け
た
り

す
る
」
な
ど
の
項
目
が
含
ま
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
項
目
か
ら
、
相
手
の
文
化
的
背

景
が
異
な
っ
て
い
て
も
臆
す
る
こ
と
な
く
、

親
し
み
を
も
っ
て
進
ん
で
話
し
か
け
た
り
、

根
気
強
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る

こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
日

本
文
化
・
習
慣
の
手
び
き
」（α

=
.90

）

と
命
名
さ
れ
た
九
項
目
は
、「
断
る
と
き

は
相
手
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
、
は
っ
き

り
と
言
わ
な
い
方
が
良
い
場
合
が
あ
る
こ

と
を
教
え
る
」「
自
己
主
張
を
控
え
た
方

が
良
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
ア
ド
バ
イ
ス

す
る
」
な
ど
の
項
目
で
あ
り
、
日
本
人
の

対
人
関
係
上
の
性
質
を
教
え
、
そ
れ
に
従

わ
せ
た
り
、
身
に
つ
け
さ
せ
る
よ
う
ふ
る

ま
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
感
覚
を
表
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
に
、「
異

文
化
へ
の
共
感
的
理
解
」（α

=
.77

）
と

命
名
さ
れ
た
六
項
目
は
、「
相
手
の
国
の

文
化
や
習
慣
、
人
間
関
係
の
マ
ナ
ー
に
つ

い
て
の
知
識
を
積
極
的
に
得
る
」「
日
本

社
会
の
習
慣
や
マ
ナ
ー
な
ど
、
日
常
的
な

こ
と
か
ら
日
本
の
文
化
に
つ
い
て
話
す
」

な
ど
の
項
目
で
、
互
い
の
文
化
・
習
慣
・

マ
ナ
ー
を
相
互
に
理
解
し
あ
い
、
諸
外
国

の
文
化
に
つ
い
て
よ
り
深
く
理
解
で
き
る

よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ

と
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

さ
ら
に
、
多
文
化
対
人
コ
ン
ピ
テ
ン

ス
尺
度
の
構
成
概
念
妥
当
性
を
検
証
す

る
た
め
、
多
文
化
対
人
コ
ン
ピ
テ
ン
ス

尺
度
と
特
性
自
己
効
力
感
尺
度
（
成

田
・
下
仲
・
中
里
・
河
合
・
佐
藤
・
長

田
、
一
九
九
五
）
と
の
相
関
係
数
を
求
め

た
。
多
文
化
対
人
コ
ン
ピ
テ
ン
ス
の
三
尺

度
の
い
ず
れ
も
、「
課
題
場
面
で
の
自
己

効
力
感
」
お
よ
び
「
対
人
場
面
で
の
自
己

効
力
感
」
と
有
意
な
正
の
相
関
を
示
し
た

（r=
.14

〜.41, p<
.01

）。
同
様
に
、
異

文
化
と
の
接
触
経
験
の
程
度
を
、
挨
拶
す

る
、
友
人
に
な
る
、
ア
ル
バ
イ
ト
先
で
一

緒
に
働
く
、
個
人
的
な
相
談
を
す
る
・
受

け
る
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
交
流
、
メ
デ
ィ
ア
を

介
し
た
情
報
収
集
の
六
項
目
で
尋
ね
、
算

出
さ
れ
た
異
文
化
接
触
経
験
得
点
と
異
文

化
と
の
接
触
経
験
得
点
と
の
相
関
も
求
め

た
。
そ
の
結
果
、
多
文
化
対
人
コ
ン
ピ
テ

ン
ス
の
下
位
尺
度
の
い
ず
れ
も
、
異
文
化

接
触
経
験
得
点
と
の
間
で
有
意
な
正
の

相
関
を
示
し
（r=

.17

〜.39, p<
.01

）、

多
文
化
対
人
コ
ン
ピ
テ
ン
ス
の
高
い
者
が

よ
り
接
触
的
に
異
文
化
と
の
接
触
を
経
験

し
て
い
る
こ
と
も
示
唆
さ
れ
た
。
以
上
の

結
果
か
ら
、
多
文
化
対
人
コ
ン
ピ
テ
ン
ス

尺
度
の
構
成
概
念
妥
当
性
が
部
分
的
に
で

は
あ
る
が
確
か
め
ら
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ

う
。

三
．
二
．
国
家
や
国
際
性
に
関
す
る
態
度

　
国
際
関
係
の
変
化
や
異
文
化
の
急
激
な

流
入
が
、
文
化
摩
擦
や
集
団
間
葛
藤
を
引

き
起
こ
す
と
き
、
そ
の
反
動
し
て
排
外
主

義
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
国
家
主
義
）
が

高
ま
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
そ

れ
は
、
シ
リ
ア
や
北
ア
フ
リ
カ
で
発
生
し

た
大
量
の
難
民
た
ち
が
押
し
寄
せ
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
が
ま
さ
に
い
ま
直
面
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て

も
、
中
国
・
韓
国
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ

ア
諸
国
の
経
済
発
展
を
背
景
と
し
た
国
際

関
係
の
変
化
か
ら
、
一
九
九
〇
年
代
後
半

よ
り
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
が
懸
念
さ

れ
続
け
て
い
る
。
元
来
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
（
国
家
主
義
）
と
は
民
族
を
国
家
の
単

位
と
し
、
そ
の
権
利
・
権
益
の
擁
護
・
確

立
を
通
じ
て
国
家
の
反
映
を
目
指
す
政
治

思
想
・
運
動
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
曰
で

は
、
自
民
族
中
心
主
義
的
な
思
想
・
考
え

も
含
ま
れ
る
場
合
も
あ
る
な
ど
、
多
様
な

意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
（
萱
野
、

二
〇
一
一
）。
心
理
学
で
は
、
態
度
理
論
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に
基
づ
く
形
で
、
自
国
（
自
国
民
）
の
他

国
（
他
国
民
）
に
対
す
る
優
越
性
を
支
持

す
る
態
度
と
し
て
概
念
化
さ
れ
（
エ
ッ
セ

ス
・
ド
ゥ
ヴ
ィ
デ
ィ
オ
・
セ
メ
ン
ヤ
・
ジ
ャ

ク
ソ
ン
、
二
〇
〇
五
）、
他
の
人
文
科
学
・

社
会
科
学
領
域
な
ど
よ
り
も
限
定
さ
れ
た

意
味
で
用
い
ら
れ
る
。

　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
類
似
・
関
連
し
た

概
念
に
愛
国
心
が
あ
る
。
一
般
的
な
言
説

の
中
で
は
、
両
者
を
区
別
せ
ず
同
一
の
も

の
と
扱
わ
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
し

か
し
、
心
理
学
で
は
、「
愛
国
心
」
は
自

国
家
・
自
国
民
に
対
す
る
肯
定
的
な
認
知

で
あ
る
と
定
義
し
、
他
国
家
・
他
国
民
と

の
比
較
を
も
と
に
自
国
家
・
自
国
民
を
肯

定
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
「
国
家
主
義

（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）」
と
概
念
上
区
別

す
る
こ
と
が
提
唱
さ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、

ス
タ
ウ
プ
（
一
九
九
七
）
は
、
愛
国
心
に

つ
い
て
も
、
自
国
（
と
そ
の
象
徴
）
に
対

す
る
愛
着
や
誇
り
を
表
す
「
盲
目
的
愛
国

心
」
と
社
会
的
政
治
的
問
題
へ
の
関
心
・

社
会
参
加
・
批
判
的
精
神
を
含
む
自
国
へ

の
愛
着
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
「
建
設
的
愛

国
心
」
の
二
つ
に
区
別
で
き
る
と
論
じ
て

い
る
。

　

国
家
・
国
民
に
対
す
る
態
度
を
測
る

従
来
の
研
究
（
カ
ラ
サ
ワ
、 

一
九
九
四
。 

コ
ス
タ
ー
マ
ン
・
フ
ェ
シ
ュ
バ
ッ
ク
、

一
九
八
九
）
で
は
、
愛
国
心
と
国
家
主
義

に
加
え
、
国
際
的
な
協
調
と
連
合
を
支
持

す
る
態
度
と
し
て
の
「
国
際
主
義
」
を
含

む
尺
度
が
開
発
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対

し
、
金
・
久
保
田
（
二
〇
一
二
）
で
は
、

ス
タ
ウ
プ
（
一
九
九
七
）
の
議
論
を
ふ
ま

え
、
盲
目
的
愛
国
心
と
建
設
的
愛
国
心
を

区
別
し
て
測
定
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
、

新
し
い
国
家
・
国
民
に
対
す
る
態
度
を
測

る
尺
度
「
愛
国
心
・
国
家
主
義
・
国
際
主

義
態
度
尺
度
」
の
作
成
を
試
み
た
。

　
カ
ラ
サ
ワ
（
一
九
九
四
）
お
よ
び
ス
タ

ウ
プ
（
一
九
九
七
）
を
参
考
に
、
盲
目
的

愛
国
心
・
建
設
的
愛
国
心
・
国
家
主
義
・

国
際
主
義
の
各
下
位
尺
度
に
該
当
す
る
と

考
え
ら
れ
る
二
八
項
目
を
新
た
に
作
成
し
、

大
学
生
七
八
〇
人
（
男
性
四
四
一
人
、
女

性
三
三
九
人
）
に
回
答
を
求
め
た
。
回
答

結
果
は
、
因
子
分
析
に
よ
り
分
析
さ
れ

た
。
は
じ
め
に
、
主
成
分
解
に
て
解
を
求

め
、
解
釈
の
し
や
す
さ
か
ら
四
因
子
が
妥

当
で
あ
る
と
判
断
し
、
因
子
を
抽
出
し
た

後
、
プ
ロ
マ
ッ
ク
ス
回
転
に
よ
り
因
子
負

荷
量
を
求
め
た
。
そ
の
後
、
す
べ
て
の
因

子
に
対
す
る
因
子
負
荷
量
が
〇・
四
〇
以

下
の
項
目
を
削
除
し
、
最
終
的
に
全
二
四

項
目
、
四
つ
の
下
位
尺
度
か
ら
な
る
愛
国

心
・
国
家
主
義
・
国
際
主
義
態
度
尺
度
を

開
発
し
た
。
得
ら
れ
た
四
つ
の
下
位
尺
度

は
、
当
初
よ
り
設
定
さ
れ
た
「
盲
目
愛
国

心
」（「
君
が
代
を
聞
く
と
誇
ら
し
く
感
じ

ら
れ
る
」「
風
に
な
び
く
日
の
丸
を
見
る

と
誇
ら
し
い
気
持
ち
に
な
る
」
な
ど
五
項

目
：α

=
.77

）「
国
家
主
義
」（「
日
本
は

他
国
に
比
べ
て
も
特
に
優
れ
た
文
化
を

持
っ
て
い
る
」「
日
本
人
は
他
の
国
民
に

比
べ
て
非
常
に
優
れ
た
素
質
を
持
っ
て
い

る
」
な
ど
七
項
目
： α

=
.70

）「
建
設

的
愛
国
心
」（「
私
は
わ
が
国
の
政
治
社
会

的
問
題
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
」「
私
が

政
府
の
一
部
の
政
策
に
反
対
し
て
い
る
の

は
わ
が
国
の
将
来
が
心
配
に
な
り
、
改
善

さ
れ
る
こ
と
を
望
む
か
ら
だ
」
な
ど
五
項

目
： α

=
.71

）「
国
際
主
義
」（「
先
進
国

の
国
々
は
自
分
達
の
政
治
的
関
心
と
関
係

な
く
貧
し
い
国
々
を
援
助
す
べ
き
だ
」「
国

際
社
会
は
大
国
の
主
張
に
も
小
国
の
主
張

に
も
平
等
に
耳
を
傾
け
る
べ
き
だ
」
な
ど

七
項
目
： α

=
.68

）
を
表
す
と
解
釈
さ

れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
四
つ
の
下
位
尺

度
と
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
異
文
化
接
触
の

程
度
と
の
間
で
順
位
相
関
係
数
を
求
め
た

と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
有
意
な
正
の
相
関
関

係
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
（ρ

=
.09

〜.49, p<
.05

）。

三
．
三
．
多
文
化
対
人
コ
ン
ピ
テ
ン
ス
・

国
家
に
対
す
る
態
度
・
多
文
化

共
生
に
対
す
る
態
度
の
関
連

　
そ
れ
で
は
、
上
記
の
研
究
に
て
見
出
さ

れ
た
多
文
化
対
人
コ
ン
ピ
テ
ン
ス
や
国
家

に
対
す
る
態
度
は
、
多
文
化
共
生
に
関
わ

る
態
度
と
ど
の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
久
保
田
・
稲
垣
・
金（
二
〇
一
三
）

は
、
こ
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。

多
文
化
共
生
に
関
す
る
質
問
項
目
と
し

て
、
第
一
に
、
集
団
間
寛
容
の
指
標
と
し
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て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
き
た
社
会
的
距

離
尺
度
（
ボ
ガ
ー
ダ
ス
、 

一
九
二
五
）
を

用
い
た
。
具
体
的
に
は
、
外
国
人
が
近
所

に
住
む
こ
と
、
地
域
社
会
で
の
増
加
、
自

分
の
親
類
に
な
る
こ
と
、
同
じ
職
場
で

働
く
こ
と
の
四
項
目
に
対
し
、
ど
の
程

度
抵
抗
感
を
感
じ
る
か
に
よ
っ
て
測
定

さ
れ
た
（
社
会
的
距
離
得
点
が
高
い
ほ

ど
、
外
国
人
へ
の
抵
抗
感
が
強
く
、
非
寛

容
で
あ
る
こ
と
を
表
す
）。
加
え
て
、
永

吉
（
二
〇
〇
八
）、
一
二
三
（
二
〇
〇
六
）、

愛
知
県
地
域
振
興
部
（
二
〇
一
〇
） 

を
参

考
に
、
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
た
ち
に
日
本
の

言
語
や
生
活
習
慣
な
ど
の
習
得
を
強
く
要

請
す
る
「
同
化
志
向
」（「
外
国
人
は
日
本

人
の
考
え
方
や
生
活
習
慣
な
ど
を
理
解

し
、
で
き
る
だ
け
そ
れ
に
合
わ
せ
る
べ
き

だ
」「
外
国
人
は
、
日
本
語
が
よ
り
上
手

く
な
る
よ
う
に
も
っ
と
努
力
す
る
べ
き

だ
」）
と
、
日
本
社
会
に
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー

た
ち
独
自
の
言
語
や
文
化
を
尊
重
し
配
慮

す
る
こ
と
を
求
め
る
「
統
合
志
向
」（「
公

共
施
設
や
商
業
施
設
の
表
記
を
多
言
語
化

し
て
、
外
国
人
に
対
す
る
言
葉
の
サ
ポ
ー

ト
を
す
る
べ
き
だ
」「
日
本
人
は
外
国
人

の
価
値
観
や
生
活
習
慣
を
尊
重
す
る
べ
き

だ
）
に
関
す
る
各
二
項
目
ず
つ
の
尺
度
を

作
成
し
用
い
た
。
こ
れ
ら
の
回
答
結
果
と
、

多
文
化
対
人
コ
ン
ピ
テ
ン
ス
尺
度
、
お
よ

び
、
愛
国
心
・
国
家
主
義
・
国
際
主
義
態

度
尺
度
と
の
関
連
を
検
討
し
た
。                                               

　
は
じ
め
に
、
多
文
化
対
人
コ
ン
ピ
テ
ン

ス
尺
度
と
愛
国
心
・
国
家
主
義
・
国
際
主

義
態
度
尺
度
と
の
間
で
相
関
係
数
を
求
め

た
。
す
る
と
、
日
本
文
化
・
習
慣
へ
の
手

引
き
と
国
際
主
義
以
外
の
す
べ
て
の
組
合

せ
で
有
意
な
相
関
が
見
ら
れ
た
（r=

.15

〜.34, p<
.01

）。
日
本
に
対
す
る
愛
着

が
強
い
人
は
、
外
国
と
の
交
流
に
も
意
欲

的
な
人
が
多
い
と
す
る
調
査
結
果
（
Ｎ
Ｈ

Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
、 

二
〇
一
〇
）
も
あ

る
こ
と
か
ら
も
、
多
文
化
状
況
が
国
際
主

義
だ
け
で
な
く
、
愛
国
心
や
国
家
主
義
を

高
め
る
と
同
時
に
、
多
文
化
対
人
コ
ン
ピ

テ
ン
ス
も
高
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。

　
続
い
て
、
社
会
的
距
離
、
同
化
志
向
お

よ
び
統
合
志
向
を
目
的
変
数
、
多
文
化
対

人
コ
ン
ピ
テ
ン
ス
尺
度
お
よ
び
愛
国
心
・

国
家
主
義
・
国
際
主
義
態
度
尺
度
の
各
下

位
尺
度
を
説
明
変
数
と
す
る
重
回
帰
分

析
を
行
っ
た
（
図
参
照
）。
社
会
的
距
離

で
は
、
国
家
主
義
（β

=
.20

）、
建
設
的

愛
国
心
（β

=
-.14

）、
融
和
的
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（β

=
-.31

）、
日
本
の

文
化
・
習
慣
へ
の
手
引
き
（β

=
.16

）

で
、
有
意
な
標
準
偏
回
帰
係
数
が
見
ら
れ

た
（p<

.05

）。
同
化
志
向
で
も
、
国
家

主
義
（β

=
.17

）、
建
設
的
愛
国
心
（β

=
.22

）、
融
和
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

（β
=

-.15

）、
日
本
の
文
化
・
習
慣
へ
の

手
引
き
（β

=
.14

）
の
標
準
偏
回
帰
係

数
が
有
意
だ
っ
た
（p<

.01

）。
こ
れ
に

対
し
、
統
合
志
向
で
は
、
建
設
的
愛
国

心
（β

=
.17

）、
国
際
主
義
（β

=
.21

）、

異
文
化
へ
の
共
感
的
理
解
（β

=
.17

）
で
、

有
意
な
標
準
偏
回
帰
係
数
が
見
ら
れ
た

（p<
.01

）。国
家
主
義
お
よ
び
日
本
文
化
・

集
団
へ
の
手
引
き
は
異
文
化
に
排
他
的
な

態
度
と
、
国
際
主
義
・
融
和
的
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
・
異
文
化
へ
の
共
感
的
理
解

は
異
文
化
に
融
和
的
な
態
度
と
関
連
し
て

い
た
。
ま
た
、
建
設
的
愛
国
心
は
双
方
と

関
連
し
て
い
た
。

　
以
上
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
事

柄
が
示
唆
さ
れ
る
。
第
一
に
、
従
来
の
研

究
か
ら
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国

家
主
義
は
外
国
人
に
対
す
る
非
親
和
的
態

度
や
同
化
志
向
を
高
め
た
。
第
二
に
、
国

際
主
義
お
よ
び
多
文
化
対
人
コ
ン
ピ
テ
ン

ス
の
「
異
文
化
へ
の
共
感
的
理
解
」
は
統
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合
志
向
を
高
め
た
。
こ
れ
ら
は
文
化
的
背

景
の
違
い
を
認
め
、
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
た
ち

に
よ
る
自
文
化
の
表
出
を
尊
重
す
る
よ
う

な
態
度
を
高
め
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三

に
、
多
文
化
対
人
コ
ン
ピ
テ
ン
ス
の
「
融

和
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」お
よ
び「
日

本
文
化
・
習
慣
へ
の
手
引
き
」
は
、
外
国

人
に
対
す
る
非
親
和
的
態
度
を
弱
め
る
一

方
で
、
同
化
志
向
を
高
め
る
。
し
た
が
っ

て
、「
融
和
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

や
「
日
本
文
化
・
習
慣
へ
の
手
引
き
」
の

高
い
人
々
は
、
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
の
日
本
人

へ
の
同
化
に
よ
り
多
文
化
共
生
が
実
現
さ

れ
る
と
考
え
る
傾
向
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

多
文
化
共
生
と
い
え
ば
、
文
化
的
背
景
の

違
い
を
尊
重
し
つ
つ
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
の
日

本
社
会
へ
の
統
合
を
目
指
す
こ
と
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
し
か

し
、
現
実
に
は
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
の
日
本
社

会
へ
の
同
化
を
求
め
る
声
も
強
く
、「
多

文
化
共
生
社
会
の
推
進
」
な
ど
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
の
も
と
で
も
、
人
に
よ
っ
て
異
な
る

社
会
像
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
可
能
性

も
考
え
ら
れ
る
。
今
後
の
研
究
で
は
、
同

化
志
向
と
統
合
志
向
の
ど
ち
ら
の
態
度
が

個
人
に
お
い
て
優
勢
と
な
る
の
か
、
そ
れ

を
決
定
す
る
変
数
を
明
ら
か
に
し
た
り
、

た
と
え
ば
異
文
化
接
触
の
程
度
や
ニ
ュ
ー

カ
マ
ー
の
滞
日
期
間
の
長
さ
な
ど
の
変
数

に
従
い
、
同
一
個
人
内
の
多
文
化
共
生
に

対
す
る
態
度
が
同
化
志
向
か
ら
統
合
志
向

へ
（
あ
る
い
は
、
統
合
志
向
か
ら
同
化
志

向
へ
）
変
容
す
る
こ
と
は
あ
る
の
か
、
な

ど
の
問
題
に
答
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

四
．
お
わ
り
に: 

持
続
可
能
な
開
発

に
対
す
る
心
理
学
と
他
の
学

問
領
域
と
の
共
働

　
心
理
学
は
、
人
文
科
学
・
社
会
科
学
領

域
の
学
問
の
中
で
も
、
自
然
科
学
的
な
発

想
と
問
題
関
心
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
有
し
て

い
る
点
が
、
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
持
続
可
能
な
開
発
の
推
進
に
向

け
て
、
従
来
よ
り
定
説
と
さ
れ
て
き
た
よ

う
な
信
念
が
本
当
に
正
し
い
の
か
、
よ
り

客
観
的
な
視
点
か
ら
検
証
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
持
続
可
能
な
開
発
に
向

け
た
目
標
達
成
の
た
め
の
戦
略
・
方
略

の
検
証
や
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
、
人

間
（
ユ
ー
ザ
、
市
民
な
ど
と
言
い
換
え
て

も
い
い
）
に
や
さ
し
い
社
会
シ
ス
テ
ム
の

構
築
と
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
、
ま
た
は
、

教
育
・
学
習
コ
ン
テ
ン
ツ
の
開
発
な
ど
で
、

心
理
学
は
他
の
学
問
領
域
に
対
す
る
ユ

ニ
ー
ク
な
貢
献
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
で
、
心
理
学
に
と
っ
て
他
の
人
文

科
学
・
社
会
科
学
領
域
の
学
問
は
、
自
身

の
理
論
や
人
間
行
動
に
関
す
る
モ
デ
ル
を

検
証
す
る
た
め
の
、
リ
ア
ル
で
実
際
的
な

フ
ィ
ー
ル
ド
を
提
供
し
て
い
た
だ
く
パ
ー

ト
ナ
ー
と
し
て
も
魅
力
的
で
あ
る
。
ま
た
、

持
続
可
能
な
社
会
の
あ
り
方
（
た
と
え
ば
、

多
文
化
共
生
社
会
の
あ
り
方
）
が
複
数

構
想
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
選

び
と
る
た
め
の
価
値
づ
け
の
問
題
が
生
じ

て
く
る
。
心
理
学
は
価
値
中
立
性
の
立
場

を
と
る
が
ゆ
え
に
、
価
値
づ
け
に
基
づ
く

選
択
の
問
題
を
扱
う
の
は
不
得
手
で
あ
る
。

こ
の
点
で
は
、
価
値
の
問
題
を
よ
り
直
接

的
に
扱
う
他
の
人
文
科
学
・
社
会
科
学
領

域
と
の
共
働
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
心

理
学
の
他
学
問
領
域
と
の
共
働
と
い
え
ば
、

古
く
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
教
育
・
臨
床
医

学
・
社
会
福
祉
学
な
ど
の
領
域
に
と
ど
ま

ら
ず
、
法
学
や
政
治
学
な
ど
、
従
来
あ
ま

り
接
点
の
な
か
っ
た
学
問
領
域
で
も
さ
か

ん
に
模
索
さ
れ
て
い
る
。
人
間
文
化
研
究

所
も
ま
た
、
そ
う
し
た
共
働
の
知
的
拠
点

と
し
て
存
在
感
を
高
め
て
い
く
こ
と
も
期

待
さ
れ
る
。
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