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20
世
紀
末
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
人
文
学
の
教
育
改
革
に
お
い
て
「Four C

s

」
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
打
ち
出
さ
れ
、

今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
徐
々
に
主
流
に
な
っ
て
き
た
と
い
っ
て
良
い
。
そ
の
四
つ
の「C

」と
は
、批
判
的
思
考
力（C

ritical 

thinking

）、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
（C

om
m

unication

）、
協
調
性
（C

ollaboration

）、
創
造
性
（C

reativity

）

の
こ
と
で
あ
る
。

　

現
在
、わ
れ
わ
れ
の
大
学
教
育
現
場
に
お
い
て
も
推
進
さ
れ
る
よ
う
な
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
四
つ
の
「C

」
の
「
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」
と
「
協
調
性
」
は
、
文
学
教
育
に
お
い
て
重
要
な
ス
キ
ル
だ
が
、
そ
の
な
か
と
く
に
必
要
不
可
欠

な
の
は
、「
批
判
的
思
考
力
」
と
「
創
造
性
」
で
あ
ろ
う
。
紙
幅
の
関
係
で
「
批
判
的
思
考
力
」
と
「
創
造
性
」
の
み
を
取

り
上
げ
て
吟
味
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
［
巻
頭
言
］

人
文
学
に
お
け
る「
批
判
的
思
考
」と

「
創
造
性
」に
つ
い
て

テ
レ
ン
グ
ト
・
ア
イ
ト
ル
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教
育
現
場
に
お
い
て
、
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
「
批
判
的
思
考
力
」
が
作
動
す
る
に
は
、
ま
ず
客
観
的
な
自
己
を
確
立
し
、

客
観
的
な
基
準
の
も
と
に
考
察
や
判
断
を
す
る
こ
と
が
前
提
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
際
外
向
き
の
認
識
対
象

に
対
し
て
作
動
す
る
一
方
、
そ
れ
は
同
時
に
内
省
的
思
考
力
（S

elf-reflective thinking

）、
あ
る
い
は
内
向
き
の
自
己

批
判
的
思
考
力
（S

elf-critical thinking

）
を
も
働
か
せ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
批
判
的
思
考
力
と
は
、
そ
う
い
う

二
つ
の
側
面
が
含
意
さ
れ
、
外
向
き
と
内
向
き
の
両
方
に
客
観
性
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
を
前
提
に
批
判
し
、
省
察
し
、
洞

察
を
遂
行
す
る
思
考
力
だ
と
理
解
し
た
方
が
よ
り
十
全
で
あ
ろ
う
。「
創
造
性
」
と
い
う
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
、
想
像
力

（im
agination

）、独
創
性 
（originality

）、霊
感
（inspiration

）、革
新
性
（inventiveness 

）
な
ど
が
伴
わ
れ
る
も
の
で
、

そ
れ
ら
に
連
動
さ
れ
、
関
連
付
け
ら
れ
る
思
考
様
式
の
こ
と
を
指
す
。

　

実
際
、
こ
の
二
つ
の
フ
レ
ー
ワ
ー
ク
、
あ
る
い
は
思
考
様
式
は
、
何
も
21
世
紀
に
求
め
ら
れ
て
新
し
く
考
案
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
す
で
に
古
典
古
代
か
ら
尊
ば
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
と
り
わ
け
大
凡
２
８
０
０
年
前
の
ホ
メ
ロ
ス
を
起

源
と
さ
れ
る
英
雄
叙
事
詩
に
お
い
て
す
で
に
構
想
さ
れ
、
思
考
さ
れ
、
語
ら
れ
て
き
た
思
考
様
式
の
こ
と
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
の
ち
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
を
通
じ
て
、
修
辞
学
・
詩
学
（
文
学
）・
論
理
学
・
哲
学
・
政
治
・
法
律
・
宗
教
な

ど
の
各
分
野
に
お
い
て
よ
り
論
理
的
、
整
合
的
に
明
確
化
さ
れ
、
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
と
り
わ
け
、
デ
カ
ル
ト
や
カ
ン

ト
に
お
い
て
、
人
間
の
理
性
や
認
識
の
可
能
性
と
限
界
が
吟
味
さ
れ
明
確
化
さ
れ
る
作
業
・
思
考
力
と
し
て
重
要
視
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
普
及
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
い
て
は
、
事
情
が
や
や
特
殊
で
、
批
判
的
思
考
と

は
、
既
存
の
あ
ら
ゆ
る
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
体
制
・
権
力
に
対
し
て
批
判
・
否
定
を
加
え
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
が
加

味
さ
れ
、
や
や
も
す
れ
ば
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
思
考
か
危
険
な
側
面
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
現
に
わ
れ
わ
れ
を
取
り
囲
む
人
文
学
教
育
の
現
場
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
・
思
考
様
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式
に
つ
い
て
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
受
け
止
め
る
べ
き
か
、
改
め
て
検
討
が
要
請
さ
れ
よ
う
。

　

文
学
教
育
の
例
を
挙
げ
て
み
る
と
、
批
判
的
思
考
力
と
は
、
基
礎
と
な
る
表
現
の
誤
謬
訂
正
の
作
業
か
ら
修
辞
学
的
な

表
現
や
論
理
的
な
文
章
の
吟
味
ま
で
、
さ
ら
に
自
律
的
な
思
考
の
作
業
や
訓
練
の
こ
と
を
指
す
。
そ
れ
だ
け
で
は
と
ど
ま

ら
な
い
。
と
り
わ
け
詩
人
・
作
家
と
共
に
作
品
を
内
面
化
し
、
自
分
自
身
と
世
界
の
再
発
見
や
再
認
識
の
し
く
み
を
身
に

つ
け
て
い
く
思
考
的
作
業
や
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
属
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
実
際
、
近
現
代
に
お
い
て
、
そ
の
フ
レ
ー
ム

ワ
ー
ク
を
呈
示
し
て
く
れ
る
作
品
に
は
、ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
か
ら
現
代
ま
で
ダ
ン
テ
の『
神
曲
』や
セ
ル
ヴ
ァ
ン
テ
ス
の『
ド

ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
や
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
な
ど
数
多
く
あ
り
、
そ
の
な
か
日
本
の
小
説
に
は
夏
名
漱
石

の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
が
挙
げ
ら
れ
る
（
と
く
に
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
は
、
複
眼
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
内
面

化
と
自
己
省
察
と
思
弁
的
な
創
造
性
に
お
い
て
う
っ
て
つ
け
の
傑
作
で
あ
る
）。

　

批
判
的
思
考
力
の
起
源
と
な
る
典
型
的
な
例
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
『
イ
リ
ア
ス
』
の
冒
頭
一
番
で
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、
ホ
メ
ロ
ス
は
ま
ず
自
分
を
客
観
的
な
語
り
手
の
立
ち
位
置
（O

bjective narrative perspective

）
に
お
い
て

語
り
始
め
る
と
こ
ろ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
ホ
メ
ロ
ス
は
ま
ず
自
分
を
自
分
の
語
る
物
語
か
ら
切
り
離
し
、
い
わ
ば

省
察
（reflect

）
か
自
己
省
察
（self-reflect

）
と
い
う
「
鏡
」
の
よ
う
な
立
ち
位
置
（
語
り
手
）
を
獲
得
し
て
、
そ
こ

か
ら
ム
ー
サ
に
呼
び
か
け
、
祈
り
、
ム
ー
サ
に
よ
っ
て
吹
き
込
ま
れ
た
物
語
を
語
る
客
観
的
な
語
り
手
と
し
て
『
イ
リ
ア

ス
』
を
語
る
の
で
あ
る
。
ホ
メ
ロ
ス
は
『
イ
リ
ア
ス
』、『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
に
お
い
て
、
ム
ー
サ
の
リ
ポ
ー
タ
ー
を
演

じ
、
聴
衆
に
と
っ
て
客
観
的
な
立
ち
位
置
で
ム
ー
サ
の
記
憶
を
語
る
と
い
う
構
造
と
な
り
、
そ
う
い
う
客
観
的
な
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
か
ら
分
け
入
っ
た
物
語
で
あ
る
（
実
際
、
物
語
は
ム
ー
サ
の
も
の
で
は
な
く
、
ホ
メ
ロ
ス
が
語
る
物
語
だ
が
）。

そ
こ
で
何
よ
り
も
ま
ず
ホ
メ
ロ
ス
は
「
鏡
」（reflection

）
と
し
て
成
立
し
、
省
察
（reflect

）
し
、
映
し
出
す
役
割
を
果
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た
し
、
そ
こ
で
批
判
的
思
考
力
（C

ritical thinking

）・
臨
界
的
思
考
が
作
動
す
る
の
で
あ
る
。
Ｍ
・
Ｈ
・
エ
イ
ブ
ラ
ム

ズ
の
有
名
な
比
喩
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
鏡
と
ラ
ン
プ
」
の
関
係
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
ホ
メ
ロ
ス
の
物
語
の
冒
頭
一
番
の

瞬
間
か
ら
読
者
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
導
き
に
よ
っ
て
『
イ
リ
ア
ス
』
の
物
語
世
界
に
お
い
て
複
数
の
語
り
手
と
付
き
合
う
だ

け
で
な
く
、
神
々
と
も
会
話
し
な
が
ら
複
雑
な
神
々
と
人
間
と
の
絡
み
合
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
遍
歴
し
、
批
判
・
判
断
し
、

省
察
す
る
。
そ
れ
が
萌
芽
段
階
の
も
の
だ
が
、
そ
こ
で
「
省
察
的
思
考
」
や
「
批
判
的
思
考
」
が
遂
行
さ
れ
、
高
度
な
読

者
は
そ
こ
で
原
初
的
思
考
を
体
験
で
き
る
よ
う
に
な
ろ
う
。
い
わ
ば
、
ホ
メ
ロ
ス
は
、「
鏡
」
で
あ
り
、
そ
の
鏡
に
よ
っ
て

ム
ー
サ
の
語
り
の
み
な
ら
ず
、
ホ
メ
ロ
ス
自
身
を
も
映
し
出
し
、
ま
た
ア
キ
レ
ス
、
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
、
ヘ
ク
ト
ル
な
ど
の

語
り
、
さ
ら
に
神
々
と
の
交
渉
の
語
り
が
「
合
目
的
」
に
映
さ
れ
、「
合
理
」
的
に
省
察
さ
れ
、
批
判
さ
れ
る
が
、
読
者
も

そ
れ
と
共
に
そ
の
語
ら
れ
た
語
り
を
内
面
化
し
、
省
察
し
、
批
判
し
、
熟
考
し
て
、
そ
れ
ら
を
学
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

ホ
メ
ロ
ス
は
単
に
他
者
の
伝
聞
や
ム
ー
サ
の
言
葉
を
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
間
の
み
な
ら
ず
、
神
々
の
物

語
、
い
わ
ば
臨
場
感
に
溢
れ
る
大
い
な
る
形
而
上
学
的
か
つ
架
空
の
「
真
実
」
の
物
語
を
、
ホ
メ
ロ
ス
と
と
も
に
読
者
が

合
理
的
に
受
容
で
き
る
一
大
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
に
な
る
が
、
そ
こ
で
ホ
メ
ロ
ス
ば
か
り
か
、
読
者
で
す
ら
元
来
の
自
分
か
ら

離
れ
、
省
察
（reflect/speculate

）
し
、
客
観
的
な
語
り
手
の
立
ち
位
置
を
体
験
し
て
物
語
を
鑑
賞
し
、
批
判
（critic

）

し
、
批
評
（reflect

）
し
て
、
ホ
メ
ロ
ス
と
共
に
学
ん
で
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
つ
ま
り
、
高
度
な

読
者
は
ホ
メ
ロ
ス
と
共
に
、
そ
う
い
っ
た
自
己
を
客
観
化
し
、
ム
ー
サ
の
語
り
と
登
場
人
物
を
映
・
写
・
移
（reflect

）

し
な
が
ら
、
地
上
か
ら
天
界
、
天
界
か
ら
地
上
を
往
復
す
る
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
内
面
化
し
、
そ
れ
を
自
己
省

察
（self-reflect

）
と
批
評
を
行
う
こ
と
を
体
験
し
、共
感
し
、そ
れ
ら
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
批
判
的
思
考
は
、

省
察
的
思
考
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
相
互
依
存
関
係
に
あ
り
、
あ
る
い
は
自
己
省
察
が
先
立
っ
て
成
立
さ
れ
た
パ
ー
ス
ペ
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ク
テ
ィ
ブ
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

文
学
教
育
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
「
批
判
的
思
考
力
」
と
は
、
ま
ず
こ
の
よ
う
な
物
語
を
通
じ
て
、
生
々
し
く
そ
の
認

識
の
可
能
性
と
限
界
（
臨
界
）
を
吟
味
し
、
認
識
の
原
初
的
批
判
性
と
省
察
性
を
自
然
に
体
験
し
、
内
面
化
す
る
こ
と
で

あ
る
。

　

も
し
以
上
は
、
当
面
、
主
と
し
て
人
間
の
外
向
き
に
作
動
し
た
「
批
判
的
思
考
力
」
だ
と
す
る
な
ら
ば
、『
オ
デ
ュ
ッ
セ

イ
』
の
末
尾
の
一
例
に
は
、
人
間
の
内
面
世
界
、
内
向
き
の
「
批
判
的
思
考
力
」
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
窺
え
る
。

つ
ま
り
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
、
驕
慢
の
求
婚
者
ら
に
囲
ま
れ
る
妻
の
ペ
ネ
ロ
ペ
を
目
の
当
た
り
に
何
も
で
き
ず
に
い
る

こ
と
に
悔
み
、
夜
眠
れ
ず
、
夢
現
の
か
た
ち
で
自
分
が
自
分
の
「
こ
こ
ろ
」
と
対
話
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
自
分

の
こ
こ
ろ
を
「
お
前
」
と
名
指
し
て
叱
っ
た
り
、
批
判
し
た
り
す
る
。
さ
ら
に
変
身
し
た
女
神
が
登
場
し
て
話
し
か
け
て

く
る
が
、
今
度
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
、
変
身
し
た
女
神
と
自
分
の
こ
こ
ろ
と
の
間
に
立
っ
て
応
酬
し
、
慰
め
た
り
、
勇

気
を
奮
い
立
た
せ
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
場
面
で
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
自
分
の
内
面
世
界
に
立
ち
戻
り
、
自
分
と

自
分
の
こ
こ
ろ
と
対
話
し
、
そ
の
こ
こ
ろ
も
そ
れ
に
応
答
す
る
。
そ
し
て
変
身
し
た
女
神
が
現
れ
て
く
る
と
、
三
者
が
対

話
す
る
よ
う
に
変
貌
し
て
い
く
。
こ
こ
で
人
間
の
原
初
的
自
己
省
察
・
自
己
批
判
・
自
己
啓
発
的
な
思
考
が
重
層
的
に
生

き
生
き
と
語
ら
れ
、
読
者
は
、
ピ
ュ
ア
な
マ
イ
ン
ド
に
戻
っ
て
素
直
に
そ
の
内
省
的
思
考
や
自
己
啓
発
的
な
思
考
を
体
験

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ホ
メ
ロ
ス
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
人
間
と
神
々
と
の
一
大
架
空
の
物
語
で
は
、
省
察
的
・
内
省
的
・
批

判
的
思
考
が
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
生
き
生
き
と
再
現
さ
れ
る
。
そ
れ
が
萌
芽
的
だ
が
、
系
譜
学
的
に
継
承
さ
れ
、
の
ち
の

ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ら
の
対
話
や
論
説
に
お
い
て
精
緻
化
さ
れ
る
契
機
と
な
る
（
こ
こ
で
と
く
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に
彼
ら
い
ず
れ
も
ホ
メ
ロ
ス
を
学
ん
で
そ
の
思
考
や
教
養
を
身
に
つ
け
、
事
あ
る
ご
と
に
ホ
メ
ロ
ス
を
例
に
思
弁
的
な
思

考
を
遂
行
し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
）
が
、
そ
の
省
察
的
・
内
省
的
な
思
考
は
、
深
い
思
弁
的
洞
察
へ
導
か

れ
、
未
知
へ
の
探
究
に
お
い
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
ス
キ
ル
に
な
る
の
は
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
文
学
教
育
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
文
学
教
育
に
お
い
て
も
、
ホ
メ
ロ
ス
を
は
じ
め
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ

ト
ン
な
ど
を
読
み
、
そ
の
起
源
に
触
れ
る
こ
と
は
、
単
な
る
古
典
を
楽
し
み
、
懐
古
に
耽
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ

れ
は
人
間
思
考
の
原
初
的
な
し
く
み
を
「
教
養
」
と
し
て
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
趣
味
・
興
味
本
位
で

読
む
の
は
自
由
だ
が
、
そ
も
そ
も
古
来
、
文
学
は
カ
タ
ル
シ
ス
や
治
癒
の
作
用
が
あ
り
、
読
者
に
と
っ
て
枯
渇
の
な
い
永

遠
の
精
神
的
な
泉
で
も
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
「
批
判
的
思
考
力
」
に
つ
い
て
改
め
て
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
19
世
紀
半
ば
か
ら
20
世
紀
に

わ
た
っ
て
（
現
在
も
浸
透
中
だ
が
）
マ
ル
ク
ス
の
政
治
経
済
学
の
批
判
原
理
に
基
づ
い
た
社
会
的
闘
争
の
実
践
的
思
考
や
、

あ
る
い
は
人
間
と
人
間
と
の
憎
し
み
合
い
を
増
幅
さ
せ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
批
判
に
基
づ
い
た
思
考
は
、
以
上
で
い
う

「
批
判
的
思
考
力
」（
臨
界
的
・
可
能
性
の
探
究
の
思
考
力
）
と
は
別
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
そ

の
許
容
範
囲
を
峻
別
し
、
悪
用
し
て
き
た
例
を
指
摘
す
る
の
は
、
単
純
な
こ
と
で
は
な
い
。
と
く
に
教
育
現
場
に
お
い
て

安
易
に
汎
用
し
、
作
者
・
作
品
・
人
間
を
批
判
・
批
評
し
て
い
く
こ
と
に
気
を
つ
け
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、 

人
文
学
に
お
け
る
「
創
造
性
」
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
は
古
典
古
代
か
ら
二
通
り
の
考
え
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
と

プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
発
展
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
大
ま
か
に
い
う
と
、「
創
作
性
」
に
は
ミ
メ
ー
シ
ス
（
芸
術
的
な
模
倣
）

と
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
芸
術
的
な
霊
感
）
と
い
う
二
通
り
の
思
考
的
な
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。

前
者
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
展
開
に
よ
っ
て
、
認
識
対
象
に
対
し
て
、
事
実
を
確
認
し
、
模
倣
し
、
学
習
し
、
分
類
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し
、
そ
の
実
相
に
迫
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
と
る
こ
と
だ
が
、
文
学
・
詩
学
に
お
い
て
そ
れ
は
写
実
や
模
写
、
模
倣
を
意

味
し
、近
現
代
文
学
に
お
い
て
リ
ア
リ
ズ
ム
あ
る
い
は
写
実
主
義
と
し
て
展
開
さ
れ
、そ
の
主
眼
は
ミ
メ
ー
シ
ス
を
め
ぐ
っ

て
思
考
し
て
き
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
し
ば
し
ば
形
式
主
義
に
陥
り
や
す
く
、
あ
る
い
は
形
骸
化
さ
れ
て
い
く

に
つ
れ
、
芸
術
文
学
の
創
造
性
・
想
像
力
の
欠
如
や
思
考
の
貧
弱
・
平
凡
さ
を
も
た
ら
す
傾
向
に
あ
る
。
後
者
は
、
そ
う

で
は
な
く
、
最
高
の
詩
・
文
学
は
霊
感
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
る
も
の
で
、
文
学
そ
れ
自
体
は
、「
自
律
」
的
な
も
の
で
、
特

殊
な
マ
イ
ン
ド
、
特
別
な
才
能
・
啓
示
・
霊
感
（inspiration

・
神
性
と
も
訳
す
）
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
。

こ
の
二
通
り
の
創
造
性
に
関
す
る
見
方
は
、2500

年
前
か
ら
互
い
に
対
峙
し
、
依
存
し
、
拮
抗
し
て
き
た
。
そ
の
相
互

の
依
存
関
係
、
あ
る
い
は
そ
の
も
つ
れ
関
係
に
つ
い
て
、
峻
別
す
る
の
は
難
し
い
。
同
じ
ホ
メ
ロ
ス
の
例
で
い
う
と
、
ホ

メ
ロ
ス
は
『
イ
リ
ア
ス
』
の
冒
頭
で
、
ミ
ュ
ー
ズ
の
女
神
に
祈
り
、
神
性
・
霊
感
を
呼
び
か
け
、
取
り
憑
か
れ
た
状
態
で

語
り
始
め
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
「
秘
儀
」
は
ホ
メ
ロ
ス
の
み
な
ら
ず
、
他
の
古
典
古
代
の
作
品
に
も
見
ら
れ
る
。
例

え
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
「
イ
オ
ン
」
な
ど
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
言
う
に
は
、
英
雄
叙
事
詩
や
最
高
の
文
学
は
霊
感
・
神
性
・

直
感
（intuition

）・
詩
的
狂
気
（poetical m

adness

）
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

的
な
思
考
の
起
源
に
お
い
て
一
大
伝
統
を
成
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
日
本
の
神
話
に
も
相
通
じ
る
精
神
的
、
霊
的
な
事
象

で
あ
る
。
そ
し
て
、プ
ラ
ト
ン
の
対
話
に
お
い
て
詩
的
な
創
造
力
、あ
る
い
は
「
創
造
性
」
は
、一
方
、ミ
メ
ー
シ
ス
や
「
テ

ク
ニ
ッ
ク
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
、他
方
、取
り
憑
か
れ
た
霊
に
よ
る
か
、あ
る
い
は
真
の
「
イ
デ
ア
」
に
よ
っ

て
生
成
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
。
た
だ
し
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
に
お
い
て
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
さ
ま
ざ
ま
な
預
言
や
寓
話

や
ア
レ
ゴ
リ
ー
や
比
喩
や
伝
説
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
き
た
も
の
で
、
残
念
な
が
ら
い
ま
だ
に
論
理
的
な
言
葉
で
、
理
性
の

も
と
で
か
つ
明
確
な
か
た
ち
で
証
明
か
反
証
で
き
た
試
し
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
か
と
い
っ
て
、
科
学
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や
理
性
の
名
目
で
、
人
間
の
こ
こ
ろ
を
揺
さ
ぶ
る
霊
感
・
霊
魂
（spirit/soul

）
や
神
々
の
世
界
を
無
視
で
き
ず
、
逆
に

古
来
そ
れ
が
思
考
の
源
泉
と
し
て
扱
わ
れ
、
あ
る
い
は
求
め
ら
れ
て
、
そ
れ
と
拮
抗
し
な
が
ら
対
話
を
し
、
ミ
メ
ー
シ
ス

や
テ
ク
ニ
ッ
ク
だ
け
で
人
間
の
こ
こ
ろ
を
き
っ
ぱ
り
と
解
釈
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
（
極
端
な
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
を
除

け
ば
）。
現
代
的
に
言
え
ば
、
敢
え
て
人
間
内
面
世
界
の
神
秘
性
や
未
知
の
形
而
上
学
的
な
世
界
（
不
可
知
論
や
無
意
識

な
ど
）
を
リ
ザ
ー
ブ
し
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
批
判
的
思
考
」
と
「
創
造
性
」
と
い
う
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
、
人
文
学
教
育
に
お
い
て
複
合
的
な
要

素
が
絡
み
合
い
、
そ
れ
が
古
典
古
代
か
ら
受
け
継
が
れ
、
と
く
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ら
に
よ
っ

て
洗
練
さ
れ
て
き
た
ス
キ
ル
・
思
考
様
式
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
思
考
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー

ク
の
源
流
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
プ
ラ
ト
ン
は
、
そ
の
行
方
を
も
示
唆
す
る
。
つ
ま
り
、
人
間
と
は
、
自

分
の
矛
盾
性
・
拮
抗
性
を
抱
え
「
終
焉
」
に
向
か
う
の
を
省
察
し
、
臨
界
的
・
批
判
的
に
対
話
（
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
）
し
、

探
究
し
、
発
見
し
な
が
ら
創
造
的
に
生
き
て
い
く
も
の
で
、
か
つ
そ
の
探
究
・
発
見
と
は
、
か
つ
て
の
人
間
自
身
が
持
ち

合
わ
せ
て
い
た
可
能
性
と
能
力
を
存
分
に
発
揮
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
も
ま
た
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
生
成

さ
れ
、か
つ
想
起
（
ア
ナ
ム
ネ
シ
ス
）
さ
れ
る
も
の
だ
と
示
唆
す
る
（
そ
れ
に
相
反
し
て
、後
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
生

ま
れ
て
来
な
い
こ
と
が
何
よ
り
も
一
番
よ
い
こ
と
な
の
で
あ
る
、だ
が
〈
生
ま
れ
て
来
た
か
ら
に
は
次
善
の
こ
と
と
し
て
〉

死
ん
で
し
ま
う
方
が
生
き
て
い
る
こ
と
よ
り
も
ま
さ
っ
て
い
る
」
と
も
示
唆
す
る
。
こ
れ
も
ま
た
臨
界
的
・
批
判
的
か
つ

創
造
的
な
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
基
づ
い
て
演
繹
さ
れ
探
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
）。

　

総
じ
て
言
え
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
、
と
り
わ
け
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
か
ら
人
文
学
は
、
復
興
し
啓
蒙
し
よ
う
と
し
た
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思
考
様
式
・
ス
キ
ル
の
一
つ
は
、
こ
の
「C

ritical thinking

（
批
判
的
思
考
力
）」
＋
「R

eflective thinking

（
省
察

的
思
考
力
）」
と
、「C

reativity

（
創
造
性
）」
＋
「Inspiration

（
霊
感
）」
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
た
思

考
の
「
教
養
」
の
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
は
人
間
自
体
が
本
来
持
ち
あ
わ
せ
て
い
た
可
能
性
と
能
力
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

具
体
的
に
文
学
教
育
に
お
い
て
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
・
ス
キ
ル
は
認
知
対
象
に
対
し
て
、

現
実
の
世
界
な
い
し
対
象
・
素
材
を
別
の
よ
う
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
で
思
考
で
き
る
よ
う
に
訓
練
す
る
こ
と
で
あ
り
、

自
分
自
身
か
ら
離
れ
、
別
の
自
分
ま
た
は
別
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
獲
得
し
て
自
分
を
思
考
し
、
省
察
す
る
こ
と
で
あ

る
。
い
わ
ば
、
そ
れ
は
事
実
と
し
て
目
に
見
え
る
も
の
で
は
な
く
、
思
考
上
の
数
学
（
概
念
）
的
思
考
の
探
究
の
こ
と
を

意
味
し
、
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
的
な
思
考
を
身
に
つ
け
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

実
際
、
教
育
の
現
場
で
長
く
教
え
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
学
生
の
文
学
・
詩
の
捉
え
方
か
、
あ
る
い
は
文
学

觀
が
見
え
て
く
る
。
つ
ま
り
、
文
学
・
詩
そ
れ
自
体
を
「
自
律
」
的
な
世
界
と
し
て
見
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
が

現
実
日
常
生
活
の
素
材
の
模
写
・
書
き
写
し
・
転
写
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
も
し
く
は
文
学
を
資
本
・
市
場
・
階
級
な
ど

の
目
的
の
た
め
に
組
成
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
て
い
る
の
か
、
そ
の
ど
っ
ち
か
に
比
重
を
お
い
て
み
て
い
る
の
か
、

学
生
ら
の
世
界
の
見
方
が
違
っ
て
い
る
こ
と
が
垣
間
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
前
者
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
目

覚
め
た
学
生
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
事
実
や
現
象
に
問
い
か
け
を
し
、
内
発
的
な
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
保
ち
、
好
奇

心
と
想
像
力
に
と
み
、
取
り
組
み
を
続
け
て
い
く
傾
向
に
あ
る
が
、
後
者
は
そ
う
で
は
な
い
よ
う
な
傾
向
が
強
い
と
い
う

こ
と
が
に
わ
か
に
判
明
し
て
き
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

　

昨
今
、
デ
ジ
タ
ル
化
・
生
成
Ａ
Ｉ
・
量
子
力
学
な
ど
の
急
速
な
進
展
に
よ
っ
て
、
人
文
学
と
教
育
は
危
機
に
さ
ら
さ
れ
、

し
い
て
は
教
育
全
体
が
不
透
明
な
時
代
に
突
入
し
て
き
た
と
言
え
る
。
こ
れ
か
ら
学
生
と
共
に
、
こ
の
不
透
明
な
時
代
を
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ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
取
捨
選
択
は
自
由
だ
が
、
た
だ
し
、「C

ritical thinking

（
批
判
的
思
考
力
）」

＋
「R

eflective thinking

（
省
察
的
思
考
力
）」
と
、「C

reativity

（
創
造
性
）」
＋
「Inspiration

（
霊
感
）」
に
基
づ
く
「
教

養
」
を
育
む
こ
と
は
、
今
後
人
々
が
思
考
・
探
究
を
放
棄
し
な
い
限
り
、
こ
れ
か
ら
も
そ
れ
は
必
須
の
基
礎
か
前
提
条
件

に
な
る
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
生
成
Ａ
Ｉ
や
量
子
力
学
な
ど
も
こ
れ
ら

の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
よ
り
出
発
し
、
拡
張
さ
れ
て
き
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
よ
る
探
究
だ
か
ら
で
あ
る
。 
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