
多
様
性
と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
背
景
や
特
性
を
持
つ
人
々
が
互
い
に
認
め
合
う

社
会
を
め
ざ
し
、特
に
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
で
は
、こ
れ
ま
で
相
対
的

に
少
数
派
と
な
っ
て
き
た
女
性
の
活
躍
を
推
進
し
よ
う
と
い
う

意
識
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
、女
性
が
働
き
や
す
い
環
境
を
整
え
て
い
る
は
ず
な
の
に
、

結
果
に
つ
な
が
ら
な
い
と
悩
む
企
業
も
あ
る
よ
う
で
す
。ど
う

す
れ
ば
女
性
が
力
を
発
揮
で
き
る
組
織
を
つ
く
れ
る
の
か
わ
か

ら
ず
、「
日
本
は
昔
か
ら
男
社
会
な
ん
だ
か
ら
仕
方
な
い
」な
ど

と
言
っ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

仏
教
が
日
本
に
伝
来
し
た
飛
鳥
時
代
に
は
、日
本
史
上
最
初
の

女
性
天
皇
で
あ
る
推
古
天
皇
を
は
じ
め
、皇
極（
斉
明
）天
皇
、

持
統
天
皇
と
、
女
性
の
天
皇
が
活
躍
し
ま
し
た
。
大
陸
か
ら

律
令
制
を
取
り
入
れ
、国
家
と
し
て
の
か
た
ち
が
整
い
つ
つ
あ
る

中
、行
政
の
実
務
を
担
う
役
人
の
中
に
も
女
性
が
多
く
い
た
そ

う
で
す
。

当
時
、日
本
で
初
め
て
出
家
し
た
の
も
善
信
尼
と
い
う
女
性
で

し
た
。伝
来
し
た
当
初
は
迫
害
さ
れ
た
仏
教
が
、日
本
社
会
に

広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
背
景
に
は
、そ
の
教
え
の
す
ば
ら

し
さ
だ
け
で
な
く
女
性
の
力
が
あ
り
ま
し
た
。

日
本
と
い
う
国
の
礎
を
築
く
上
で
女
性
の
活
躍
は
欠
か
せ
な

か
っ
た
の
で
す
。昔
か
ら
男
性
だ
け
で
社
会
を
回
し
て
き
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

翻
っ
て
現
代
を
見
る
と
、飛
鳥
時
代
と
は
事
情
が
違
う
と
は

い
え
、リ
ー
ダ
ー
層
で
活
躍
す
る
女
性
は
少
数
派
で
す
。家
事
や

育
児
、介
護
な
ど
の
家
庭
の
仕
事
を
主
に
担
っ
て
い
る
の
が
女
性
で

あ
る
た
め
、外
で
働
く
時
間
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
そ
の
主
因

だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

女
性
が
家
庭
の
仕
事
を
担
う
の
は
、さ
ま
ざ
ま
な
理
由
に
よ
る

の
で
し
ょ
う
。し
か
し
根
底
に
は
、「
家
事
は
女
性
の
仕
事
」と
い
う

「
思
い
込
み
」が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

男
性
は
外
で
働
く
も
の
。女
性
は
理
工
系
の
勉
強
が
不
得
意

だ
。男
性
の
ほ
う
が
リ
ー
ダ
ー
に
向
い
て
い
る
。自
分
は
女
だ
か
ら

出
世
で
き
な
い…

…

等
々
。最
近
で
は
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス・バ
イ
ア
ス

と
呼
ば
れ
る
、男
女
の
特
性
や
役
割
に
対
す
る
思
い
込
み
が
世
の

中
に
は
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

思
い
込
み
に
縛
ら
れ
な
い
こ
と
の
大
切
さ
は
、以
前
も
書
き
ま

し
た
。

人
間
は
な
か
な
か
思
い
込
み
を
手
放
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

な
ぜ
な
ら
、思
い
込
み
や
決
め
つ
け
は
脳
を
楽
に
す
る
か
ら
で
す
。

「
こ
れ
は
こ
う
い
う
も
の
だ
」と
思
っ
て
し
ま
え
ば
余
計
な
こ
と
を

考
え
な
く
て
済
み
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、思
い
込
み
が
昂
ず
る
と
今
度
は
苦
し
く
な
り
ま
す
。

「
こ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
い
う
固
定
観
念
が
生
じ
て
し

ま
う
か
ら
で
す
。思
い
込
み
や
固
定
観
念
、こ
だ
わ
り
は
自
分

自
身
を
縛
り
、自
由
を
奪
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

「
ひ
ゃ
く
ざ
っ
さ
い 

百
雑
砕
」と
は
、そ
の
よ
う
な
諸
々
の
余
計
な
考
え
を
こ
っ
ぱ

み
じ
ん
に
打
ち
砕
い
て
し
ま
え
、と
私
た
ち
を
喝
破
す
る
禅
語

で
す
。

心
や
思
考
を
縛
る
す
べ
て
の
も
の
を
打
ち
砕
き
、最
後
に
残
る

「
ぶ
れ
な
い
軸
」を
自
覚
せ
よ
。思
い
込
み
に
依
存
せ
ず
自
分
の

足
で
立
て
。そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
真
の
自
由
を
手
に
で
き
る
と

い
う
教
え
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

人
と
は
そ
も
そ
も
多
様
な
も
の
。性
別
と
い
う
枠
だ
け
で
特
性

を
括
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。仕
事
に
生
き
が
い
を
感
じ
る
人
も

い
れ
ば
、出
世
が
す
べ
て
で
は
な
い
と
考
え
る
人
も
い
ま
す
。社
会

進
出
だ
け
が「
活
躍
」で
は
な
い
は
ず
。家
族
と
の
時
間
を
大
切
に

す
る
こ
と
や
、趣
味
に
打
ち
込
む
こ
と
で
活
躍
す
る
人
も
い
ま
す
。

性
別
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
自
分
自
身
、家
族
、仲
間
、同
僚

や
部
下
と
虚
心
坦
懐
に
向
き
合
え
ば
、そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
、個
性

を
生
か
す
道
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

自
分
の
中
の
ぶ
れ
な
い
軸
を
自
覚
し
て
自
分
の
足
で
立
つ
人
は
、

他
者
の
軸
を
理
解
し
、自
由
を
尊
重
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

女
性
に
限
ら
ず
、す
べ
て
の
人
が
自
分
の
望
む
生
き
方
を
選
択

で
き
る
社
会
の
た
め
に
、ま
ず
は
自
分
を
縛
る
思
い
込
み
を
打
ち

砕
く
こ
と
を
め
ざ
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

巻
頭
エ
ッ
セ
イ

︽
禅
の
こ
こ
ろ
︾

全
生
庵
七
世 

平
井
正
修
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百
雑
砕　
｜ 

思
い
込
み
を
打
ち
砕
く 

｜

平井 正修　ひらい しょうしゅう
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