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教
育
作
用
を
「
教
師
!
教
材
!
生
徒
」
と
い
う
三
極
的
機
造
を
も
っ
図
式
で

一
般
的
に
あ
ら
わ
す
乙
と
に
は
問
題
が
あ
る
に
し
て
も
、
私
は
乙
の
閉
式
乙

そ
、
広
範
な
教
育
現
象
の
な
か
で
も
、
最
も
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
と
み
な
す

立
場
に
た
っ
て
、
学
校
に
お
け
る
基
本
的
な
、
主
要
な
、
恒
常
的
に
行
わ
れ
て

い
る
授
業
場
面
の
教
育
作
用
を
念
頭
に
お
く
。
し
た
が
っ
て
、
教
育
作
用
の
主

体
は
教
室
に
立
つ
授
業
教
師
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
私
が
今
乙
乙
に

試
み
よ
う
と
し
て
い
る
考
察
は
、
教
師
の
資
総
や
適
任
の
条
件
で
も
な
け
れ
ば

、
教
師
の
理
想
像
の
提
示
で
も
な
い
。

問
題
は
教
師
が
授
業
に
お
い
て
教
育
作
用
の
主
体
と
し
て
行
為
す
る
に
あ
た

り
、
教
材
を
絶
対
的
な
も
の
と
み
な
し
て
乙
れ
を
生
徒
に
対
面
的
に
授
与
す
べ

き
か
、
あ
る
い
は
、
教
材
を
生
徒
の
生
活
へ
適
用
す
る
た
め
に
そ
れ
を
操
作
す
ベ

i
p
、
戸
、
A

。

占
C
'
刀

い
い
か
え
れ
ば
対
象
絶
対
主
義
か
、
対
象
操
作
主
義
か
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
教
育
作
用
の
性
杭
上
か
ら
み
て
、
教
師
対
生
徒
の
人
絡

的
、
体
験
的
な
交
流
を
重
ん
ず
る
直
接
性
か
、
教
材
操
作
を
介
在
せ
し
め
た
怯

触
に
本
質
を
求
め
る
間
接
性
か
の
問
題
で
も
あ
る
。

す
な
わ
ち
乙
の
問
題
は
環
境
と
人
と
の
関
係
を
結
ぶ
に
あ
た
っ
て
の
交
渉
の

仕
方
の
差
異
に
関
係
し
て
い
る

Q

両
者
は
と
も
に
環
境
の
も
つ
人
間
形
成
力
を

教
育
作
用
の
主
体

認
め
つ
つ
も
、

一
は
環
境
か
ら
採
っ
て
き
た
教
材
を
人
格
化
す
る
乙
と
に
よ
っ

て
教
師
の
教
育
力
の
発
邦
を
怠
図
し
、
他
は
教
材
を
環
境
の
一
つ
に
す
る
乙
と

に
よ
っ
て
教
育
作
用
を
お
こ
な
お
う
と
す
る

G

環
境
の
も
つ
影
響
力
と
教
附
の

教
育
作
用
と
の
関
係
を
い
か
に
把
握
す
る
か
の
問
題
で
も
あ
る
。
そ
し
て
乙
の

究
明
は
、

な
に
が
教
育
作
用
の
主
体
で
あ
る
べ
き
か
を
明
ら
か
に
し
、

そ
乙
に

わ
れ
わ
れ
が
教
育
作
用
の
範
型
と
し
て

「
教
師
l
教
材
|
生
徒
」
の
一
一
一
揖
的

図
式
を
と
り
あ
げ
る
乙
と
の
妥
当
性
も
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

旧
い
教
育
学
に
お
い
て
は
、
教
育
関
係
を
個
々
の
教
師
と
個
々
の
生
徒
と
の

聞
に
の
み
行
わ
れ
る
事
柄
と
み
て
、
教
師
は
教
育
を
自
己
の
な
志
と
意
図
と
を

以
て
叩
沿
い
竹
山
的
に
行
う
乙
と
も
で
き
る
し
、
中
止
す
る
乙
と
も
で
き
る
よ
う
な
自

由
な
も
の
で
あ
り
、
更
に
任
怠
に
選
ん
だ
目
的
に
向
け
て
ゆ
く
乙
と
も
で
き
、

た
だ
そ
の
目
的
に
叶
っ
た
手
段
さ
え
と
れ
ば
よ
い
と
思
っ
て
い
た
。
教
育
を
社

会
生
活
と
の
関
連
か
ら
切
り
離
し
て
、
全
く
個
人
的
な
関
係
を
考
え
て
い
た
の

で
あ
る
。

乙
の
立
場
で
は
、
教
育
が
現
実
と
無
縁
と
な
り
、
抽
象
的
と
な
る
ば

か
り
で
な
く
、
教
育
者
の
立
志
か
ら
の
影
響
を
害
う
も
の
は
、

た
と
え
被
教
育

者
の
生
成
発
展
に
と
っ
て
お
義
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
す
ら
も
、
教
育
以
外
の
も

の
と
し
て
見
な
さ
れ
る

Q

(
一
七
七
)



教
育
作
用
の
主
体

か
か
る
教
育
主
体
の
個
人
的
な
把
握
は
、
教
育
現
象
の
包
括
的
な
理
解
に
よ

っ
て
、
基
礎
工
事
が
施
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
を
施
さ
な
け
れ
ば
教
育
現

象
の
全
体
が
正
し
く
担
え
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
教
育
者
が
被
教
育
者
を
教
育
す

る
と
い
ふ
権
利
も
資
格
も
、
教
育
の
目
的
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
の
で
あ
る

G

教
育
主
体
を
個
人
に
の
み
求
め
る
観
点
か
ら
、
教
育
全
体
の
本
質
を
規
定
す
る

乙
と
は
、
全
く
抽
象
的
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
激
し
い
批
判
の
対
象
と
な
る
の
も

当
然
で
あ
る
c

個
人
的
主
観
的
な
従
米
の
旧
い
教
育
学
そ
の
ま
ま
の
立
場
に
と

ど
ま
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
c

し
か
し
な
が
ら
教
育
作
用
の
個
人
的
把
握
の
代
表
と
し
て
通
常
挙
げ
ら
れ
る

ル
ソ

1
』
司
釦
ロ

の
自
然
主
義
的
教
育
説
に
お
け
る
教

』
白

nρ
己

目

白

河

O
己
目
白
巾
田
口

育
主
体
観
と
教
材
臨
を
み
て
お
く
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
所
論
の
後
の
展
開
に
必

要
で
あ
る
c

「
教
育
は
自
然
か
ら
、
あ
る
い
は
人
間
か
ら
、
あ
る
い
は
事
物
か
ら
与
え
ら

「
わ
れ
わ
れ
は
み
な
三
種
の
教
師
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
。
」
乙
乙

で
い
う
「
自
然
と
い
う
教
附
」
は
個
人
の
内
的
な
自
然
の
力
を
な
味
し
、

れ
る
巳
」

聞
と
い
う
教
師
」
と
「
事
物
と
い
う
教
師
」
と
は
、
環
境
の
も
つ
教
育
力
を
探

人
化
し
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

「
教
育
の
完
成
に
は
、

乙
の
三
つ
の
教

育
の
一
致
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
の
力
で
は
ど
う
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
自
然
の
教
育
の
ほ
う
へ

他
の
二
つ
の
教
育
を
導
い
て
ゆ
か
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
c

」

(
「
エ
ミ

i
ル
」
第
一
吉
)

(
一
七
八
)

ル
ソ

l
は
開
化
し
た
文
明
社
会
が
個
人
を
堕
落
さ
せ
る
力
を
含
ん
で
い
る
と

し
て
、
原
始
的
臼
然
的
生
活
状
態
を
理
想
と
し
た
た
め
、
自
然
の
力
に
の
み
信

頼
し
て
、
社
会
の
力
と
文
化
の
力
を
無
視
な
い
し
拒
絶
し
た
。
そ
こ
に
教
育
作

用
を
し
て
社
会
生
活
、
文
化
生
活
か
ら
の
関
連
性
を
断
ち
切
ら
し
め
た
理
由
が

あ
る
の
だ
が
、
環
境
の
も
つ
教
育
的
忠
義
を
認
め
、
素
朴
で
質
素
な
自
然
物
を

そ
し
て
被
教
育
者
の
生
理
と
心
理
の
目
然
的
発
展
の
進
路
の
心
理

教
材
と
し
、

法
則

i
そ
れ
は
ル
ソ

i
の
主
観
的
な
考
察
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
l

を
方
法
基
準
と
し
て
、

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
編
成
し
た
c

教
育
者
が
環
境
の
教
育

力
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
教
育
作
用
の
主
体
性
を
獲
得
す
る
こ
と
を
暗
示

「
自
然
の
教
育
の
ほ
う
へ
、
他
の
二
つ
の
教

育
を
導
い
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
c

」
と
い
う
原
理
が
基
本
で
あ
っ
て
、
個
人

し
て
い
て
志
味
深
い
。
た
だ
し

の
内
的
発
展
力
で
あ
る
白
然
が
、
環
境
か
ら
-
つ
け
る
影
響
の
仕
方
は
、
受
身
的

な
叉
容
の
み
で
、

'H
己
の
理
想
に
も
と
づ
く
と
い
っ
た
自
主
性
の
は
た
ら
く
点

が
見
の
が
さ
れ
て
い
た
ο

一ー寸

人

要
す
る
に
ル
ソ
!
の
理
論
に
お
け
る
教
育
者
の
主
体
的
行
為
は
、
自
然
の
力

を
基
準
と
し
、
環
境
の
も
つ
教
育
力
を
認
め
つ
つ
も
、
社
会
の
力
、
文
化
の
力

を
否
認
し
た
た
め
に
、

ル
ソ

l
独
自
の
社
会
的
歴
史
的
文
化
的
把
握
も
教
育
行

為
の
目
的
論
的
契
機
に
高
ま
る
こ
と
が
で
き
ず
、
生
徒
の
心
理
法
則
に
従
う
因

果
論
的
契
機
の
み
の
数
百
行
為
と
な
っ
て
、
結
局
、
教
育
理
論
と
し
て
は
、
教

師
と
い
う
個
人
的
人
間
の
う
ち
に
教
育
の
理
念
を
認
め
、

そ
の
理
念
の
あ
ら
わ



れ
る
教
育
手
段
と
し
て
教
材
を
承
認
し
、
人
聞
は
乙
の
教
師
の
理
念
の
あ
ら
わ

れ
る
教
材
を
通
し
て
教
育
さ
れ
る
と
す
る
伺
人
的
教
育
学
と
な
っ
た
の
で
あ

る
個
人
的
教
育
学
の
よ
う
に
教
育
を
個
人
と
個
人
と
の
聞
に
行
わ
れ
る
事
柄
と

み
な
い
で
、
共
同
社
会
の
全
体
の
中
に
お
け
る
志
味
あ
る
出
来
事
と
し
て
認
識

し

「
共
同
社
会
に
お
け
る
生
活
の
必
然
的
な
構
成
要
索
」
と
し
て
教
育
を
理

解
し
よ
う
と
す
る
立
場
の
代
表
と
し
て
は
、
教
育
科
学
派
の
エ
ル
ン
ス
ト
・
ク

リ
!
ク
回
目
白
仲
間
ユ
m
n
w
を
あ
げ
る
乙
と
が
で
き
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
人
は
他
の
人
に
と
っ
て
単
に
外
的
な
存
在
で
は
な
く
、
そ
の
生

活
と
深
く
結
び
つ
い
て
、
共
同
社
会
を
な
す
の
で
あ
る

G

我
と
汝
と
の
生
き
た

結
合
は
深
く
か
っ
本
質
的
で
あ
る
。
共
同
社
会
の
す
べ
て
の
成
員
は
、
必
然
的

に
互
に
授
受
し
あ
っ
て
、

い
か
な
る
も
の
も
他
の
も
の
な
く
し
て
は
生
活
す
る

乙
と
は
出
来
な
い
。
個
々
の
人
間
は
、
社
会
の
共
同
生
活
か
ら
引
き
離
し
て
考

え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
共
同
社
会
は
人
間
の
単
な
る
人
為
的
な
集
合
、
す
な
わ
ち
あ

る
目
的
の
た
め
に
契
約
の
一
致
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た
も
の
で
は
な
く
て
、

れ
は
あ
ら
ゆ
る
人
類
に
も
と
も
と
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
間

教
育
作
用
の
主
体

存
在
に
本
来
、
必
然
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
個
人
は
共
同
社
会
か
ら
現
わ
れ
、

共
同
社
会
の
中
に
お
い
て
の
み
成
長
し
得
る
q

共
同
社
会
の
成
員
は
共
同
社
会

と
い
う
有
能
的
全
体
か
ら
形
式
と
機
能
と
を
交
け
取
る
の
で
あ
る
。
共
同
社
会

と
は
第
一
に
、
多
数
の
人
間
の
接
近
し
た

永
続
的
な
共
同
生
活
を
な
味
す

る
G

共
同
生
活
は
そ
れ
に
参
与
す
る
一
切
の
成
良
に
対
し
て
特
有
な
作
用
を
与

え
、
成
け
れ
同
士
山
は
時
と
共
に
相
似
た
も
の
に
な
っ
て
く
る
£

い
い
か
え
れ
ば
、

彼
等
は
生
活
を
共
に
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
断
え
ざ
る
相
互
影
響
の
も
と
に
立
つ

結
果
、
生
活
の
仕
方
や
態
度
が
段
々
に
同
じ
よ
う
に
な
っ
て
く
る
c

し
か
し
共

同
生
活
や
相
互
作
用
の
事
実
の
み
で
は
、
共
同
社
会
の
概
念
は
未
だ
完
全
に
は

説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
共
同
社
会
の
す
べ
て
の
成
員
は
、
彼
等
に
強
制
力
を
も

っ
て
臨
む
と
乙
ろ
の
容
観
的
な
秩
序
や
命
令
的
な
規
範
に
よ
っ
て
、
生
活
の
よ

り
一
日
間
い
統
一
へ
と
結
合
さ
れ
る
ο

乙
の
客
観
的
な
秩
序
と
は
、
共
同
社
会
の
中

に
働
く
超
個
人
的
な
志
志
、
統
一
的
な
生
活
方
向
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
各
個
人

は
そ
乙
か
ら
各
自
の
生
活
の
内
容
と
方
向
と
を
得
て
く
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う

に
共
同
社
会
に
お
け
る
生
活
は
、
各
成
員
の
内
的
形
式
を
し
て
客
観
的
秩
序
そ

の
ま
ま
の
姿
を
収
ら
し
め
る
。
そ
れ
で
客
観
的
秩
序
お
よ
び
内
容
は
、
各
成
長

に
教
養
と
し
て
、
志
識
お
よ
び
性
格
と
し
て
同
化
せ
ら
れ
る
。
実
に
「
教
育
と

(
注
一
)

は
共
同
社
会
の
規
範
お
よ
び
秩
序
に
対
す
る
成
良
の
類
型
的
同
化
で
あ
る
。
」

k 
」

共
同
社
会
の
生
活
と
機
能
と
を
上
述
の
よ
う
に
み
て
く
る
と

「
教
育
の
本

質
は
共
同
社
会
の
本
質
の
中
に
完
全
に
包
括
さ
れ
て
い
る
。
何
と
な
れ
ば
、
教

こ
七
九
)



教
育
作
用
の
主
体

育
と
は
生
活
の
必
然
的
な
あ
ら
わ
れ
の
一
つ
で
あ
り

(
注
二
}

な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

根
本
機
能
に
ほ
か
な
ら

「
言
語
、
習
俗
、
法
律
、
宗
教
、
芸
術
、
技
術
、
経
済

組
端
、
国
家
組
織
が
社
会
の
根
本
機
能
と
根
本
形
式
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る

的 如
表 く
現
で、~教

あさ育
る~(ま
。社

Lーメ、
:z;;; 

生
活
の
恨
本
機
能
で
あ
り

人
間
性
の
本
質
的
か
っ
必
然

勿
論
、
人
聞
に
は
自
発
的
な
精
神
的
成
長
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

か
か
る
成
長

は
た
だ
共
同
社
会
の
内
部
に
お
い
て
、

そ
れ
の
不
断
の
作
用
と
生
き
た
雰
囲
気

と
の
中
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
共
同
社
会
か
ら
離
れ
て
孤
立
し
た
単
な

る
個
人
の
力
、
単
な
る
自
己
発
展
の
能
力
の
み
に
よ
る
成
長
と
い
う
も
の
は
あ

り
え
な
い
。
人
間
は
所
詮
、
社
会
的
な
生
物
で
あ
り
、
共
同
社
会
の
中
に
生
活
す

る
と
い
う
乙
と
そ
の
こ
と
が
教
育
的
影
響
を
-
つ
け
て
い
る
乙
と
を
立
味
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、
共
同
社
会
の
教
育
的
機
能
は
、
個
人
の
精
神
的
成
長
に
と
っ
て

(
注
問
)

欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
必
然
的
な
予
備
条
件
な
の
で
あ
る
c

「
個
人
の
心
意
構
造
と
社
会
の
精
神
的
構
造
と
は
相
併
行
し

(
花
五
)

て
進
み
、
両
者
は
不
断
の
交
互
作
用
に
お
い
て
、
相
互
に
関
係
し
て
い
る
。
」

し
た
が
っ
て
、

故
に
、
教
育
は
社
会
の
根
本
機
能
と
し
て
の
同
化
過
程
で
あ
る
と
同
時
に
、

そ
れ
は
社
会
と
個
人
と
の
不
断
の
交
互
作
用
な
の
で
あ
る
c

「
す
べ
て
の
精
神
的
主
体
は
、

そ
の
あ
ら
ゆ
る
患
部
作
用
に
よ
っ
て
、
容
体

を
白
己
自
身
の
よ
う
に
形
成
す
る
。
教
育
の
主
体
は
、
臼
己
の
姿
に
似
せ
て
存

(
注
六
)

体
を
造
る
。
教
育
は
同
化
過
程
で
あ
る
。
」
故
に
ク
リ
ー
ク
は
、
教
育
の
主
休

四

(
一
八

O
)

の
精
神
的
影
響
に
よ
っ
て
教
育
の
容
体
が
何
等
か
の
形
で
同
化
さ
れ
る
よ
う
な

方
式
で
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
教
育
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
い

わ
る
乙
の
「
同
化
過
程
」
の
両
極
を
な
す
教
育
の
主
体
と
容
体
と
は
、
決
し
て

個
人
に
限
定
さ
れ
な
い
。
教
育
は
社
会
と
個
人
と
の
交
互
作
用
で
あ
る
の
だ
か

ら
、
社
会
そ
れ
臼
体
も
主
体
位
び
に
容
体
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
乙
れ
に
加

え
て
、
教
育
の
主
体
と
写
体
と
の
聞
の
同
化
過
程
は
、
無
意
識
的
に
行
わ
れ
る

場
合
も
あ
り
、
意
識
的
に
運
ば
れ
る
場
合
も
あ
る

G

そ
こ
で
彼
は

「
教
育
の

主
体
と
容
体
と
の
組
合
せ
」
を
、
社
会
と
個
人
と
の
関
係
、
な
ら
び
に
無
意
的

と
有
立
的
と
の
関
係
か
ら
秩
序
づ
け
て
、
教
育
の
種
類
を
、
従
来
の
も
の
よ
り

も
広
さ
と
深
さ
、
横
と
縦
と
に
お
い
て
拡
大
し
た
。
広
さ
の
方
面
、
横
の
次
元
に

は
、
付
個
人
の
臼
己
教
育
、

同
社
会

口
他
の
個
人
に
よ
る
あ
る
個
人
の
教
育
、

に
よ
る
社
会
成
口
氏
の
教
一
一
円
、

帥
社
会
成
員
に
よ
る
社
会
の
教
育
、
回
他
の
社
会

に
よ
る
或
る
社
会
の
教
育
、
内
社
会
の
自
己
教
育
の
六
型
が
含
ま
れ
る
c

深
さ

の
方
面
、
縦
の
次
元
で
は
、

付
無
意
識
的
作
用
か
ら
生
ず
る
形
成
、
口
九
日
山
識
的

目
的
活
動
で
は
あ
る
が
、
未
だ
立
図
的
教
育
活
動
と
は
な
ら
な
い
精
神
的
作
用

か
ら
生
ず
る
形
成
田
完
全
に
意
識
的
な
教
育
意
図
と
具
案
的
教
育
活
動
か
ら
生

〔
仲
間
七
)

ず
る
形
成
が
コ
一
屈
を
な
す
ο

さ
て
、
教
育
学
に
お
い
て
は
、
教
育
作
用
の
主
体
、
す
な
わ
ち
「
教
育
者
」

は
、
ま
ず
両
朝
、
教
附
、
お
よ
び
師
匠
親
方
に
対
す
る
全
体
的
概
念
で
あ
る
。

だ
が
そ
の
次
に
教
育
者
は
後
継
者
の
教
育
に
た
ず
さ
わ
る
成
人
層
に
ま
で
拡
が



る
c

そ
れ
か
ち
り
教
養
の
低
い
民
衆
屈
に
対
し
て
教
育
を
行
う
教
廷
の
高
い
人
々

に
ま
で
、
結
局
は
方
法
的
な
教
育
活
動
を
行
う
限
り
、
如
何
な
る
人
間
も
、
地

位
素
性
を
問
わ
ず
、

一
切
の
職
員
、
官
吏
の
総
休
に
ま
で
拡
が
る
の
で
あ
る

G

然
し
熟
考
さ
れ
た
具
案
的
な
教
育
活
動
は
、
山
口
巾
に
一
般
的
な
教
育
作
用
の
広
い

範
囲
の
中
の
一
小
節
分
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
む

で
は
、

ク
リ
ー
ク
に
お
い
て
は
、

「
教
官
者
」
の
概
念
の
も
と
に
何
を
理
解

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
c

「
共
同
社
会
な
い
し
集
団
が
、

そ
の
生
の
表
出
と
形
式

と
に
よ
っ
て
成
員
お
よ
び
後
継
者
の
陶
冶
を
行
う
か
ぎ
り
、
教
育
者
は
共
同
社

会
な
い
し
集
団
で
あ
る
c

か
つ
成
員
に
よ
っ
て
教
育
作
用
が
共
同
社
会
の
生
活

そ
の
内
的
、
外
的
形
成
の
上
に
行
わ
れ
る
限
り
、
教
育
者
は
結
局
共

{
注
入
)

同
社
会
の
成
口
氏
な
の
で
あ
る
。
」

の
上
に
、

し
て
み
る
と
、
社
会
が
教
育
者
と
な
る
場
合
は
、
前
に
述
べ
た
横
の
関
係
に

お
い
て
、
第
三
の
型
、
す
な
わ
ち
社
会
に
よ
る
社
会
成
員
の
教
育
に
あ
た
り
、

成
員
が
教
育
者
と
な
る
場
合
は
、
第
四
型
、
す
な
わ
ち
社
会
成
只
に
よ
る
社
会

の
教
育
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
他
の
型
に
お
け
る
主
体
は
、
お
そ
ら
く
、

ク
リ
ー
ク
の
意
味
す
る
教
育
者
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
ο

単
な
る
個
人
は
存
在

せ
ず
、
個
人
は
社
会
の
根
本
形
式
、
性
格
お
よ
び
伝
統
に
よ
っ
て
窓
識
と
生
成

を
形
成
さ
れ
た
社
会
成
員
で
あ
る
c
社
会
成
口
氏
に
よ
る
社
会
の
教
育
は
、
か
か
る

成
員
が
自
己
規
定
と
白
己
教
育
の
程
度
に
応
じ
て
、
共
同
社
会
に
陶
治
的
に
反

(
注
九
)

作
用
を
お
よ
ぼ
す
場
合
な
の
で
あ
る
。
社
会
が
個
人
に
作
用
し
、
個
人
が
社
会

教
育
作
用
の
主
宰

に
反
作
用
を
お
よ
ぼ
す
。
す
な
わ
ち
教
育
は
社
会
と
個
人
と
の
間
に
行
わ
れ
る

交
互
作
用
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
教
育
作
用
の
真
の
主
体
は
、
個
人
と
じ

て
の
教
育
者
で
は
な
く
て
、
社
会
そ
の
も
の
で
あ
り
、
伺
人
と
し
て
の
い
わ
ゆ

る
教
育
者
は
、
社
会
の
代
弁
者
、
代
理
者
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
e

す
な
わ
ち
「
個
人
は
、
教
育
過
程
に
お
い
て
、
品
川
巾
に
よ
り
高
い
精
神
的
な
力

の
媒
介
者
で
あ
り
、

乙
の
力
に
教
育
者
は
奉
仕
し
て
い
る
の
で
あ
る
む
個
人

は
、
任
務
執
行
者
で
あ
っ
て
、
根
源
的
向
治
者
で
は
な
い
。
よ
り
高
い
カ
が
、

教
育
と
『
教
育
者
』
に
法
則
を
賦
与
す
る
の
で
あ
る
。
子
供
を
家
庭
の
一
員
に

ま
で
陶
冶
す
る
母
親
は
、
家
庭
の
委
任
に
よ
っ
て
教
育
す
る
。
教
師
は
決
し
て

自
己
独
特
の
法
則
に
よ
っ
て
作
用
す
る
の
で
は
な
く
て
、
科
学
あ
る
い
は
国
家

あ
る
い
は
教
会
等
の
如
き
委
任
者
の
名
に
お
い
て
活
動
す
る
の
で
あ
る
じ
共
同

社
会
が
真
の
教
育
者
で
あ
り
、
社
会
が
模
範
と
法
則
と
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

(
注
一
口
)

人
格
的
『
教
育
者
』
は
、
社
会
の
道
具
で
あ
り
、
社
会
の
代
理
者
で
あ
る
。
」

「
教
育
者
は
、
先
ず
共
同
社
会
そ
の
も
の
と
し
て
現
わ
れ
、

そ
の
規
範
と
内
容

と
に
従
っ
て
、

そ
の
若
き
成
員
を
教
育
す
る
。
そ
の
う
ち
か
ら
具
案
的
教
宵
組

織
が
生
れ
出
る
と
と
も
に
、
教
育
の
特
別
な
担
い
手
が
現
わ
れ
る
が
、

教
育
そ

の
も
の
の
本
質
は
こ
れ
に
よ
っ
て
少
し
も
変
ら
な
い
。
個
々
の
教
育
機
能
者

は
、
そ
の
活
動
を
自
分
自
身
の
力
を
も
っ
て
は
じ
め
て
行
う
の
で
は
な
い
じ
共

同
社
会
の
た
め
に
、
共
同
社
会
の
委
嘱
を
受
け
て
、
共
同
社
会
の
規
範
と
内
容

(
注
一
一
)

と
か
ら
、
具
案
的
教
育
活
動
の
方
向
と
仕
方
と
の
基
準
を
件
て
行
う
の
で
あ

五

(
一
八
ご



教
育
作
用
の
主
体

る
。
」

「
教
育
者
は
、
普
通
は
平
凡
人
で
あ
る
。
平
凡
人
で
あ
る
た
め
に
、
被

教
育
者
の
類
型
を
形
成
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
ま
た
す
べ
き
で
は
な
い
。

た
と
え
、
教
育
者
が
、
自
由
な
人
格
性
と
し
て
、

よ
り
多
く
の
こ
と
を
な
し
う

る
に
し
て
も
、
ま
た
彼
が
優
れ
た
模
範
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
た
制
限
を
拒
否
し

あ;:;:う
ろ三る
う~!こ

し
」て

も

オ七

同
社
ム
二Zζ

と
官
庁
は

早
く
か
ら
、

彼
に
束
縛
を
付
す
る
で

ま
さ
に
い
わ
ゆ
る
教
育
者
は
、
社
会
の
道
円
円
で
あ
り
、

そ
の
代
理
人
な
の
で

あ
る
c

し
た
が
っ
て
教
育
の
理
念
は
た
ん
に
教
師
と
い
う
人
間
に
あ
る
の
で
は

な
く
し
て
、
共
同
社
会
の
う
ち
に
あ
り
、
そ
の
理
念
の
あ
ら
わ
れ
る
一
つ
の
機

関
と
し
て
教
師
は
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
い
う
窓
味
は
、
他
面
、
如
何
な
る
教
育
と
い
え
ど
も
、

た
と
え
ば
、
伺

人
が
社
会
の
言
語
、
慣
習
、
暗
示
に
無
立
識
的
に
同
化
さ
れ
る
場
合
で
あ
ろ
う

と
、
親
が
子
供
を
接
げ
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、

な
い
し
は
教
師
が
生
徒
に
教
授

を
施
す
叫
合
で
あ
ろ
う
と
も
、
悉
く
こ
れ
ら
を
、
社
会
の
根
似
的
な
生
起
と
し

て
見
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ο

教
育
を
社
会
の
根
源
的
な
生
起
と
み
る

と
は
、
単
に
教
育
の
行
わ
れ
る
場
面
が
社
会
で
あ
る
と
か
、
教
育
は
主
体
と
符

体
と
の
聞
の
社
会
「
関
係
」
と
し
て
行
わ
れ
る
と
か
い
う
よ
う
な
単
純
な
芯
味

の
も
の
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
積
極
的
に
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
教
育
を
社

会
の
根
本
機
能
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
教
師
の
生
徒
に
対
す

る
立
図
的
具
案
的
教
育
で
さ
え
も
、
社
会
の
根
本
機
能
と
し
て
そ
こ
に
生
起
せ

ムノ、

(
一
八
二
)

る
も
の
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
意
識
的
な
教
育
を
社
会
存
在
そ
の
も
の
か

ら
の
自
然
的
生
起
と
し
て
の
教
育
に
還
元
し
て
考
え
る
と
い
う
の
は
、
教
師
対

生
徒
の
関
係
を
、
社
会
の
根
本
機
能
と
し
て
の
、
社
会
に
よ
る
成
員
の
同
化
過

程
を
遂
行
す
る
教
師
対
生
徒
の
関
係
と
し
て
眺
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

前
に
掲
げ
た
六
つ
の
教
育
形
態
を
、
第
三
型
す
な
わ
ち
、
社
会
に
よ
る
社
会
成

口
代
の
教
育
型
に

つ
ま
り
社
会
存
在
の
同
化
過
程
の
直
接
的
、
自
然
的
な
形
態

に
還
元
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
そ
こ
に
は
も
は
や
、

教
師
が
生
徒
に
働

き
か
け
る
行
為
の
主
休
性
が
影
を
潜
め
て
、
社
会
の
根
本
機
能
と
し
て
の
社
会

存
在
よ
り
す
る
同
化
過
程
、

な
い
し
直
接
的
教
育
が
前
景
に
お
し
だ
さ
れ
て
考

え
ら
れ
て
い
る
c

意
図
的
、
具
案
的
教
育
に
つ
い
て
さ
え
、
か
よ
う
に
い
え
る
と
し
た
ら
、
親

子
や
先
筑
後
輩
聞
に
行
わ
れ
る
誘
披
指
導
の
よ
う
な
教
育
関
係
、

そ
の
他
い
ろ

い
ろ
な
無
立
識
的
教
育
形
態
は
、

こ
と
ご
と
く
社
会
の
根
本
機
能
と
し
て
、
容

易
に
把
握
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
c

ま
こ
と
に
ク
リ
ー
ク
に
と
っ
て
は
、
如
何
な

る
教
育
で
あ
っ
て
も
、
社
会
の
同
化
過
程
の
直
接
的
形
態
の
現
わ
れ
で
な
い
も

の
は
な
い
の
で
あ
る
む

そ
の
結
果
、
人
間
主
体
に
よ
る
芯
図
的
な
教
育
活
動
と
、
社
会
存

在
よ
り
す
る
自
然
的
生
起
の
教
育
と
の
間
が
ぼ
か
さ
れ
て
き
て
、
教
育
者
の
、
実

し
か
し
、

践
的
忠
義
が
暖
昧
に
さ
れ
て
く
る
c

こ
こ
で
は
、
自
然
的
生
起
と
し
て
の
、
客

観
的
、
事
実
的
な
教
育
現
象
が
、
教
育
活
動
の
主
体
と
し
て
の
人
聞
に
よ
っ
て



媒
介
さ
れ
た
充
実
せ
る
教
育
で
あ
る
と
は
、

一
般
に
は
い
い
難
い
も
の
で
あ

る
。
む
ろ
ん
社
会
存
在
の
教
育
機
能
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の

存
観
的
な
も
の
の
煤
介
に
即
し
て
、
は
じ
め
て
真
実
の
教
育
活
動
も
遂
行
さ
れ

る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
社
会
存
在
を
直
ち
に
教
育
の
主
体
と
な
し
、
そ
の
教

育
機
能
性
を
も
っ
て
、
一
般
に
教
育
の
木
質
を
解
明
し
、
記
述
し
よ
う
と
す
る
こ

と
は
、
教
育
活
動
を
行
な
う
人
間
の
主
体
性
を
度
外
視
な
い
し
無
視
す
る
も
の

と
し
て
、
具
体
的
な
教
育
論
と
は
い
う
事
が
出
来
な
い
。

「
教
育
科
学
」
が
教

育
の
社
会
性
を
重
視
し
て
、
主
観
的
、
個
人
的
教
育
学
の
抽
象
性
を
補
っ
た
こ

そ
の
注
目
す
べ
き
功
績
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
同
時
に
ま
た
個
人
的

と
は
、

教
育
学
と
は
反
対
の
抽
象
化
を
犯
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
と
思
う
。

し
た
が
っ
て

「
共
同
社
会
の
目
的
お
よ
び
価
値
を
対
象

ク
リ
ー
ク
は

化
し
、
共
同
社
会
の
課
題
お
よ
び
理
想
を
直
覚
し
う
る
よ
う
に
表
現
す
る
」
文

化
財
か
ら
、
若
い
世
代
を
文
化
状
況
の
要
求
す
る
教
義
の
高
さ
へ
導
く
向
冶
財

(
教
材
)
を
選
択
し
、
整
備
す
る
法
則
に
つ
い
て
若
干
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ

て
も
、
立
図
的
教
育
に
お
け
る
教
師
の
行
為
世
界
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
べ
き

教
材
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
す
ぐ
れ
た
考
察
に
接
す
る
乙
と
が
で
き
な
い
の
で

あ
り
、

そ
れ
を
「
教
育
科
学
」
に
求
め
る
こ
と
は
無
理
な
の
で
あ
る
。
文
化
財

か
ら
陶
冶
財
へ
の
選
択
、
整
備
に
い
わ
ゆ
る
教
育
者
の
立
図
が
加
え
ら
れ
た
と

し
で
も
、
教
材
は
教
育
者
と
社
会
と
の
聞
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
立
味
を
も

ち
、
結
局
、
教
材
は
共
同
社
会
の
内
的
陶
冶
と
し
て
、
生
徒
に
対
し
て
作
用
す

教
育
作
用
の
主
体

る
而
の
み
が
強
調
さ
れ
る
の
だ
か
ら
。

(
H
)
 

同
円
山
由

nw-
開
門
ロ
凹
け
・
。
円
ロ
ロ
品
同
町
師
会
出
・
開
門
N
F
叩
『
ロ
ロ
岡
田
君
仲
田
史
吉
田

nHH白
ご
-
H
U
N
J
『

ω
-
N
C
 

(

N

)

 

-F-門戸・
ω・
N
C

(

ω

)

 

開
門
戸
空
υ
戸
別
円
ロ
凹
一
-
開
門
N
芯
『
ロ
ロ
個
師
同
】
『
己
申
凹
凸
凹
u
F
芯
-
H
U
ω
0
・
ω
-
H
∞

(

品

)

同
ユ
叩

n-p
開
-
-
。
同
ロ
ロ
仏
門
凹
田
島
叩
門
別
円
N
芯
『
ロ
ロ
岡
田
君
即
日
目
巾
ロ
凹

n
F
阻止
.
H
由
N
J
『
・
ω
-
N
ω

(

印

)

同
ユ
叩

n戸
別
・
・
同
M
F
戸
口
回
O
U
F芯
門
同
巾
円
切
円
N
芯

F
Zロ
同
・
H
U
ω
0
.
ω
.
由
一
戸

(

白

)

同

U
F門
戸
.
ω
.
H
∞
一
戸

(

吋

)

-
F片品・・

ω
A
H吋
O
門
同
・
印
0
・
白
血
E

H
由吋

(

∞

)

 

-
F山門戸

.ω
・
H
U白

( 

<.D 
) 

同
U
-門戸

.ω
・
印
凶

(
H
C
)
 
時

U
F円凶・・

ω・
H

∞]
r
』

N

(
H
H
)
 

P司 P司
P噌 P噌
H・_.
叩叩
(") (") 

;>;' ;>;' 

切開

喝の
宮門
巴!:
o ::r・
8tr 
回 同・

E-g _. 
叩

島常
巾円
炉;

開 F
... N 
N ピ-

叩 F
::r !: 
ロロ
ロ田
岡田

唱
iJl U;・

-8  
5g  

e、
F 
白...， .... 
iJl 

l'V 
にD

(
H
M
)
 

四

客
観
的
社
会
存
在
を
無
視
し
た
教
育
主
体
の
個
人
的
把
躍
に
対
し
、

た
し
か

に
、
ク
リ
ー
ク
の
社
会
的
把
揮
は
、

そ
の
抽
象
を
補
う
こ
と
に
注
目
す
べ
き
功

績
を
挙
げ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い

Q

し
か
し
、
人
間
の
自
覚
的
行
為
と
し
て

の
意
図
的
教
育
も
、
社
会
存
在
よ
り
す
る
自
然
的
生
起
の
教
育
と
等
質
的
に
み

tゴ

(
一
八
三
)



教
育
作
用
の
主
体

ら
れ
て
、

人
間
的
主
体
の
窓
識
的
行
為
な
い
し
芯
識
性
と
い
う
重
要
な
点
が
、

全
然
視
野
の
外
に
押
し
出
さ
れ
て

自
然
的
生
起
と
し
て
の
教
育
の
み
に
視
点

が
集
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
前
に
み
た
如
く
で
あ
る
。
ク
ワ
!
ク
が
「
教
育
学
」

に
対
し
て
な
し
た
批
判
は

急
所
を
つ
い

τい
る
に
か
か
わ
ら
ず

こ
の
占
…
で

は
教
育
学
よ
り
も
か
え
っ
て
中
核
を
逸
し
て
い
る
と
思
う
ο

ク
リ
ー
ク
と
同
じ
く
教
育
科
学
派
に
あ
っ
て
も
、
社
会
的
歴
史
的
存
在
よ
り

す
る
人
間
形
成
の
力
を
十
分
に
認
め
、
そ
の
上
に
成
立
す
る
人
間
的
教
育
主
体

の
立
識
的
努
力
と
し
て
教
育
を
強
調
し
、
純
粋
に
人
間
的
な
形
成
作
用
の
側
面

を
、
自
覚
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
立
埼
♂
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ロ
ホ
ナ
l
同

Z
E同

円、
o
n
uロ
叩
円
に
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
c

従
来
の
教
育
学
に
お
い
て
は
、
規
範
的
態
度
が
圧
倒
的
で
、
規
範
を
求
め
る

一
途
に
当
為
に

こ
と
に
の
み
専
念
し
て
、
教
育
の
事
実
の
研
究
を
粗
時
に
し
、

進
も
う
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、

ロ
ホ
ナ

l
は、

ク
リ
ー
ク
と
同
様
に
、

教
育
を
単
な
る
課
題
と
み
ず
に
、
人
類
の
歴
史
的
、
社
会
的
生
活
の
事
実
で
あ

ブ
匂
ム
」
'
し
、

そ
の
事
実
的
関
係
を
摂
本
的
に
探
究
し
て
、
実
在
と
し
て
の
教
育
を

正
し
く
'
知
り
、
所
与
と
し
て
の
教
育
の
木
質
を
完
全
に
把
捉
し
よ
う
と
す
る
c

そ
の
た
め
に
、

現
象
を
記
述
し
、
説
明
す
る

m論
的
観
察
方
法
を
採
用
し
て
、

い
わ
ゆ
る
「
記
述
的
教
背
学
」

口
町
田
-
H
江
古
立
〈
O

H

M
白
巾
色
白

mom--n
を
樹
ー
し
た

の
で
あ
っ
た
c

教
育
の
見
方
、
教
育
の
考
察
方
法
は
、
生
起
と
し
て
の
教
育
を
対

象
と
す
る
の
で
あ
り
、
乙
の
点
、
ク
リ
ー
ク
と
全
く
等
し
い
。
だ
が
、
教
育
の
程

ノス

(
一
八
四
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類
、
も
し
く
は
範
囲
に
関
し
て
は
両
者
は
全
く
区
別
さ
る
べ
き
立
場
に
あ
る
c

「
主
体
の
教
育
的
影
響
は
、
疑
い
も
な
く
、
未
成
熟
者
お
よ
び
成
熟
者
に
お

よ
ぼ
す
影
響
の
う
ち
の
比
較
的
大
き
な
一
群
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
と
並

ん
で
他
の
影
響
あ
る
い
は
作
用
様
式
が
存
し
て
い
る
む
そ
れ
は
単
に
教
育
主
体

の
影
町
明
白
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
、
他
の
「
主
体
」
即
ち
他
の
作
用
の
担

(
注
一
)

い
手
の
影
響
で
も
あ
る
c

」

こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
も
、
ロ
ホ
ナ
l
が
立
味
し
て
い
る
教
育
は
、
ク
リ
ー
ク

の
そ
れ
よ
り
は
非
常
に
狭
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来

る
C -

山
川
河
斗
」
。
、

f
l
 
「
記
述
的
教
育
学
」
に
お
い
て
は
、
教
育
概
念
の
内
界
的
規
定
を
、

「
教
育
科
学
」

(
明
日
芯
H
H

ロ
ロ
向
田
当
広
回
目
ロ
血
n
F
阻止

H
C臼
A
F
)

に
お
い
て
は
、
教
育

概
念
の
外
延
的
規
定
を
明
確
に
し
て
、
人
間
の
形
態
変
化
の
過
程
を
観
察
し
、

そ
の
巾
に
お
け
る
教
育
の
地
位
を
明
示
し
て
い
る
が
、

い
ま
そ
れ
を
詳
論
す
る

余
裕
を
も
た
な
い
ο

た
だ
ク
リ
ー
ク
の
教
育
理
解
と
異
な
る
点
を
明
確
に
示
す

点
の
指
摘
に
と
ど
め
て
お
ζ

う。

彼
は
ま
ず
人
間
の
形
態
変
化
が
、
内
面
的
、
遺
伝
的
影
響
に
よ
っ
て
制
約
さ

れ
る
国
を
発
達
(
開
己
主
口

E
ロロ同)、

外
的
影
響
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
面
を

形
成

2
2自
己
ロ
同
)
と
な
づ
け
る
ο

形
成
は
周
囲
枇
界

(
巴
自
宅
色
酔
)

の
影

山
誌
に
よ
っ
て
起
る
も
の
で
あ
っ
て
、
個
人
は
た
え
ず
周
囲
世
界
と
関
係
し
て
い

る。



全
体
の
周
回
世
界
に
よ
っ
て
人
間
の
上
に
お
よ
ぼ
す
形
成
的
影
秤
は
、
主
と

し
て
、
形
成
的
影
響
の
担
い
手
が
、
無
立
識
的
、
無
立
図
的
に
作
用
す
る
か
、

(
こ
の
場
合
、

ロ
ホ
ナ

i
は
「
鋳
出
」

同
M

同
白
町
向
ロ
ロ
阿

と
名
づ
け
て
い
る
Q

)

或
は
担
い
手
が
立
識
的
、
お
そ
ら
く
多
分
立
図
的
に
作
用
す
る
。

(
彼
は
こ
れ

を
教
育
、
何
百
万
町
ロ
ロ
ぬ
と
名
づ
け
て
い
る
乙
)

鋳
出
は
、
形
成
的
作
用
の
担
い
手
す
な
わ
ち
主
体
が
、

そ
の
影
響
一
般
の
、

特
に
そ
の
影
響
の
立
味
と
立
図
と
を

'Mら
芯
識
す
る
こ
と
の
な
い
場
合
で
あ

る
c

教
育
が
他
の
如
何
な
る
作
用
と
も
区
別
さ
れ
る
べ
き
点
は
、
忠
誠
的
影
響

で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
教
育
作
用
の
主
休
は
、
し
た
が
っ
て
、

つ
ね
に
人
間
で

あ
り

そ
し
て
人
聞
に
芯
識
性
が
示
さ
れ
た
場
合
に
限
る
の
で
あ
る
c

教
育
に

芯
識
的
に
行
わ
れ
、

お
い
て
は
、

作
用
過
程
が
芯
識
さ
れ
、

企
て
ら
れ
、

識

的
に
結
果
に
ま
で
進
め
ら
れ
る
。
故
に
「
教
育
は
、
作
用
志
識
的
な
行
為
で
あ

る
ι
」

し
た
が
っ
て
、

「
す
べ
て
の
鋳
出
か
ら
分
れ
る
忠
誠
的
な
人
間
独
自
の
業
組

を
、
十

J
U

汐
に
引
き
出
そ
う
と
し
な
い
こ
と
は

わ
れ
わ
れ
の
把
握
に
よ
っ
て

ti~ 1ま
的と
なん
側ど
国 ι
が味
見の
逃な
さい
れこ
てと
L 、で
るさあ
ç~ る

し一

「
そ
乙
で
は
、

形
成
の
、
純
粋
に
人

蹟
境
の
た
ん
な
る
無
芯
識
的
影
響
、

す
な
わ
ち
持
出
を
整
備
し
、
立
識
的
に

そ
れ
に
働
き
か
け
る
人
間
の
行
動
、
実
践
の
中
に
、
教
育
の
立
荘
を
見
出
す
の

で
あ
る
♀

「
教
育
は
社
会
の
根
本
現
象
」
で
あ
り
、

「
立
識
的
人
間
の
行
動
」

教
育
作
用
の
主
体

な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
教
育
は
鈎
出
か
ら
分
れ
る
が
、
勿
論

つ
ね
に
鈎
出
と
の
抜
触

を
失
う
こ
と
は
な
い
。

い
や
教
育
は
鋳
出
の
力
の
支
持
的
足
場
な
し
に
は
全
然

現
わ
れ
な
い
ε

「
鋳
出
的
形
成
の
根
底
か
ら
教
育
的
形
成
が
発
達
す
る
む
教
育
は
つ
ね
に
そ

の
郷
土
た
る
鋳
出
と
の
関
迷
を
も
た
な
く
な
る
と
全
く
消
失
し
て
し
ま
う
c

」

鋳
出
と
教
育
と
の
こ
つ
の
流
れ
は
、
形
成
す
る
根
源
的
現
象
か
ら
発
生
し
、

特
殊
化
し
て
、
力
の
場
「
人
間
」

(
個
人
お
よ
び
集
団
)
を
貫
流
し
、
共
に
、

つ
ね
に
、
様
々
な
重
要
さ
を
も
ち
、

い
ろ
い
ろ
に
心
を
動
か
し
、
種
々
な
結
果

を
も
た
ら
す
c

両
者
は
単
に
相
並
ん
で
流
れ
る
の
み
で
は
な
く
、
最
も
簡
単
な

そ
し
て
、
最
高
の
段
階
に
お
い
て
も

段
階
に
お
い
て
も
、

一
緒
に
融
け
A
口い、

一
方
は
他
方
に
移
行
す
る
。
両
者
は
、

そ
れ
自
身
は
同
種
な
の
だ
が
、
木
質
的

に
異
っ
た
も
の
で
あ
り
、

人
間
存
在
に
お
け
る
そ
の
な
義
は
、
様
々

そ
し
て
、

な
地
平
の
上
に
あ
る
e

一
部
分
は
教
育
の
前
段
階
で
あ
り
、

部

「
鋳
出
は

分
は
終
結
で
あ
る
c

」

か
よ
う
に
、

ロ
ホ
ナ

l
は
、
銃
出
を
重
視
す
る
心
し
か
し
教
育
は
更
に
こ
の

鋳
出
を
立
識
的
に
強
化
し
、
深
化
し
、
整
頓
し
、
変
化
し
、
完
成
し
、
促
進
し

援
助
す
る
。
そ
れ
ば
、

人
間
の
作
用
立
識
的
な
行
為
に
媒
介
さ
れ
た
形
成
作
用

な
の
で
あ
る
c

さ
て
、
教
育
作
川
を
人
間
の
行
為
の
世
界
と
し
て
み
る
ロ
ホ
ナ
ー
に
と
っ

:tL 

(
一
八
五
)



教
育
作
用
の
主
体

て
、
個
人
の
教
師
の
教
育
行
為
と
、

そ
の
個
人
が
属
す
る
集
団
と
の
関
係
は
ど

の
よ
う
に
み
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
ミ
こ
の
点
に
お
い
て
は
、

ク
リ
ー
ク
と
き
わ

だ
っ
て
異
な
る
一
点
が
み
ら
れ
る
c

ク
リ
ー
ク
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
国
家
、
民
族
な
ど
共
同
社
会
を
教
育
的
活

勤
の
究
極
的
か
っ
最
高
の
担
い
手
と
し
て
解
釈
し
、
個
人
と
し
て
の
教
育
者
は

全
く
各
集
団
の
委
任
に
よ
っ
て
活
動
を
な
す
も
の
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
に
対

す
る
ロ
ホ
ナ
!
の
解
釈
を
う
か
が
お
う
。

民
い
な
く
、
個
々
の
教
育
者
が
、
人
格
と
し
て
作
用
し
て
い
る
ロ
同
様
に
、

疑
い
な
く
、
個
々
の
行
為
す
る
教
育
者
自
身
は
、
種
々
の
集
団
的
関
連
に
立
つ

て
い
る
c

彼
は
集
団
関
連
の
全
体
組
織
の
巾
に
組
み
こ
ま
れ
て
お
り
、
か
か
る

集
団
に
依
存
し
、

そ
し
て
志
識
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
集
団
に
従
っ
て

い
る
の
で
あ
る
c

そ
こ
で
、

こ
こ
に
次
の
事
実
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
c

す
な

わ
ち
個
々
の
教
育
者
は
、

一
つ
ま
た
は
い
く
つ
か
の
集
団
の
機
関
な
い
し
道
具

に
す
ぎ
な
い
、

し
か
も
多
く
は
青
白
の
近
具
に
す
ぎ
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ

る
c

母
親
は
れ
分
が
家
庭
の

「
委
任
に
お
い
て
」
子
供
の
上
に
教
育
的
に
作
用

し
て
い
る
と
は
、
少
く
と
も
多
く
の
羽
合
ぷ
議
し
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
思
惟

の
進
行
は
、

し
ば
し
ば
ナ
イ
ー
ブ
な
思
考
と
全
然
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
ο

他
方
学
校
教
師
、
あ
る
い
は
家
庭
教
師
は
な
識
し
て
行
為
し
、
か
つ
明
ら
か
に

自
己
を
任
命
す
る
集
団
(
自
冶
休
、
国
家
、
家
族
、
組
合
等
)

の
委
任
に
お
い

て
行
為
す
る
c

い
や
彼
は
し
ば
し
ば
'U己
の
回
附
し
て
い
る
集
団
の
「
委
任
に
お

O 

(
一
八
六
)

い
て
」
非
常
に
明
確
に
行
為
す
る
の
で
、
彼
の
よ
り
よ
き
確
信
に
反
し
て
、
彼

に
は
決
し
て
人
口
目
的
と
は
忠
わ
れ
な
い
に
し
て
も

一
定
の
教
育
基
準
を
と
り

上
げ
る
ほ
ど
で
あ
る
ο

一
人
の
教
育
者
自
体
が
分
譲
さ
れ
、
孤
立
さ
せ
ら
れ
て
、
す
な
わ
ら
人
間
的

社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
は
勿
論
存
在
し
な
い
c

そ
う
し
た
教
師
は
、
彼
が
第

一
線
に
お
け
る
教
育
事
務
に
と
乃
て
必
要
と
す
る
性
質
に
か
け
て
く
る
の
で
あ

る
e

し
た
が
っ
て
た
し
か
に
承
認
で
き
る
こ
と
は
、

教
育
が
つ
ね
に
社
会
的
に

制
約
さ
れ
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
と
い
う
立
味
に
お
い
て
、
集
団
さ
え
も

が
、
仲
間
同
教
育
の
責
任
を
白
う
て
お
り
、

そ
う
し
て
そ
の
担
い
手
と
し
て
現
わ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

だ
が
全
体
集
団
が
個
々
人
を
通
し
て
の
み
教
育
の
機
能
を
行
い
う
る
と
い
う

こ
と
は
、
自
明
な
こ
と
で
あ
る
。
集
団
の
側
で
は
な
ん
ら
直
接
的
に
教
育
を
行

う
乙
と
が
で
き
な
い
。

こ
こ
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
集
団
的
な
影
符
は
、

ロ

ホ
ナ
ー
に
と
っ
て
は
持
出
の
制
域
に
属
し
て
い
る
。
教
育
の
委
任
者
、
提
起
者

は
集
団
で
あ
り
う
る

G

詳
し
く
い
う
と
、
委
任
さ
れ
た
個
人
と
し
て
の
教
育
者

の
み
が
基
準
を
実
現
し
う
る
の
で
あ
る
c

た
だ
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、

い
わ
ゆ

る
「
よ
り
高
い
力
」
が
、
教
育
者
に
よ
っ
て
教
育
さ
れ
る
者
に
作
用
す
る
こ
と

で
あ
る
己
し
か
し
教
育
者
は
彼
の
生
徒
に
対
す
る
形
成
変
化
と
形
態
附
与
と
に

よ
っ
て
、
乙
の
作
用
に
参
与
で
き
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
も
こ
の

参
与
は
つ
ね
に
相
当
な
も
の
で
あ
る
。



以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、

ロ
ホ
ナ

l
は
、
社
会
存
在
の
自
然
的
生
起
と
し

て
の
直
接
的
影
響
を
、
鋳
出
と
名
づ
け
て
、
忠
誠
的
人
間
の
行
動
と
し
て
の
教

育
と
区
別
す
る
の
セ
あ
る
か
ら
、
本
来
的
に
教
育
す
る
も
の
は
伺
人
か
集
団
か

の
問
題
も
、
ク
リ
ー
ク
の
よ
う
に
社
会
の
直
践
的
教
育
を
も
っ
て
、
立
識
的
教
育

を
説
明
し
つ
く
そ
う
と
し
、
そ
の
た
め
教
師
の
伺
人
主
体
を
社
会
の
単
な
る
道

具
と
み
て
、
教
育
の
実
践
的
立
義
を
暖
昧
な
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
か
ら
解
放

さ
れ
る
じ

「
よ
り
高
い
力
」
は
、
社
会
を
個
的
に
代
表
し
て
、
そ
の
同
化
編
入

の
立
志
を
行
為
的
に
体
現
す
る
人
聞
の
主
体
的
実
践
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
充
実

a-

さ
れ
た
教
育
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ロ
ホ
ナ
l
は
「
政
密
な
ぷ
味
に

お
い
て
は
、
個
人
的
な
主
体
の
み
が
教
育
す
る
。
勿
論
広
誌
に
お
い
て
は

(注一一一)

の
主
体
を
通
じ
て
集
団
が
教
育
す
る
。
」
と
い
っ
て
い
る
む

す
な
わ
ち
彼
は
教

育
作
用
の
個
的
主
体
た
る
人
間
の
行
為
に
、
教
育
根
本
構
造
の
基
礎
を
認
め
て

い
る
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う

勿
論
乙
の
行
為
は
旧
い
教
育
学
に
お
け
る
よ
う
な
個
人
主
制
的
立
識
の
放
出

と
解
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
主
観
的
立
識
も
客
知
的
、
社
会
的
、
現
実
的
な

契
機
に
ま
で
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
は
じ
め
て
存
在
忠
由
を
も
つ
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
調
べ
た
よ
う
に
、

ロ
ホ
ナ
l
の
充
分
認
め
る
と
こ

ろ
で
あ
る

G

従
っ
て
彼
も
個
人
が
教
育
の
究
極
か
つ
最
高
の
主
体
と
は
認
め
て

「
教
育
の
委
任
者
、
提
起
者
は
集
団
で
あ
る

Q

」

て
い
わ
ゆ
る
『
よ
り
高
き
力
』
が
被
教
育
者
に
作
用
す
る
」
の
で
あ
る
υ

、、弘、、、

P
V
J
'
h
B
U
 

「
教
育
者
に
よ
っ

ロ
ホ

教
育
作
用
の
主
体

ナ
l
の
立
場
が
旧
い
教
育
学
の
も
の
で
な
い
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

彼
は
ク
リ
ー
ク
と
同
じ
く
、
所
与
と
し
て
の
教
育
、
生
起
と
し
て
の
教
育
を

対
象
と
し
て
、
そ
乙
か
ら
出
発
し
た
。
し
か
し
ロ
ホ
ナ

i
に
お
け
る
教
育
現
象

の
分
析
は
、
行
為
活
動
性
の
範
暗
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
心

「
教
育
学
に
お
け
る

記
述
の
課
題
は
、
人
間
の
教
育
的
行
為
を
正
し
く
み
、
実
在
と
し
て
の
教
育
を

(
注
四
〉

正
し
く
知
る
。
」
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ロ
ホ
ナ
!
の
教
育
科
学
は
現
実

的
教
育
行
為
の
理
論
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
彼
の
理
論
に
は
、

教
育
主
体
と

し
て
の
人
間
の
実
践
的
立
義
が
明
瞭
に
浮
び
上
っ
て
い
る
c

人
聞
は
た
ん
に
社

会
、
環
境
か
ら
影
山
内
ハ
窓
れ
、

つ
く
ら
れ
る
の
み
の
受
動
的
な
も
の
で
な
い
と
み

乙

る
の
が

恐
ら
く
ロ
ホ
ナ

l
の
根
本
的
な
思
想
な
の
で
あ
ろ
う
c

彼
は
以
上
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
社
会
環
境
の
も
つ
人
間
形
成
に
働
き

か
け
る
人
聞
の
行
動
実
践
そ
の
も
の
の
中
に
教
育
の
芯
義
を
見
出
し
て
い
る
。

ロ
ホ
ナ
ー
は
こ
の
点
で
、
人
聞
に
影
堺
、
感
化
を
与
え
る
社
会
の
面
の
み
重
但

し
た
ク
リ
ー
ク
よ
り
も
一
歩
進
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。

教
育
を
人
聞
が
立
識
的
に
働
き
か
け
る
行
為
の
発
展
系
列
と
み
る
ロ
ホ
ナ
!

に
あ
っ
て
は
、
当
然
教
育
は
主
体
た
る
人
聞
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
、

乙
の
主

体
の
行
為
に
よ
っ
て
現
実
化
さ
れ
る
。
我
々
は
ロ
ホ
ナ

l
の
立
場
に
立
つ
乙
と

に
よ
っ
て
、
教
育
作
用
の
主
体
と
し
て
の
教
師
の
実
践
的
行
為
が
明
瞭
に
浮
び

上
が
る
の
を
知
る
の
で
あ
る
が
、
い
か
な
る
方
向
に
教
育
を
実
践
す
る
の
か
、
い

か
な
る
行
為
が
教
育
作
用
者
の
あ
る
べ
き
姿
か
に
つ
い
て
は
明
確
に
窓
れ
て

(
一
八
七
)



教
育
作
用
の
主
体

い
な
い

Q

た
と
え
ば
集
団
か
ら
委
任
さ
れ
た
個
人
と
し
て
の
教
育
者
が
、
「
よ
り

高
い
力
」
に
反
し
て
よ
り
合
理
院
に
形
成
変
化
と
形
態
附
与
を
な
し
う
る
こ
と

を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
の
内
容
、
な
い
し
方
向
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
は
、

ん
ら
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
結
局
は
、
教
育
の
理
念
な
る
も
の
は
、
ど
こ
に
求

め
る
べ
き
か
の
問
題
で
あ
る
c

彼
の
教
育
学
で
は
教
師
の
行
為
規
範
に
つ
い
て

は
何
も
諮
っ
て
く
れ
な
い
じ
実
は
そ
こ
に
彼
の
「
記
述
的
教
育
学
」
の
限
界
が

存
す
る
の
で
あ
る
c

教
育
者
の
教
育
的
行
為
と
い
う
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

も
、
そ
の
存
在
の
う
ち
に
当
九
を
見
出
す
た
め
に
は
、
規
範
的
教
育
学
が
必
要

で
あ
る

わ
れ
わ
れ
は
存
在
と
し
て
の
教
師
の
教
育
的
行
為
に
規
範
を
附
与
す

る
た
め
に
、
ま
ず
規
範
的
教
育
学
の
代
表
的
な
文
化
教
育
学
に
お
け
る
主
体
論

の
検
討
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
む

(

一

戸

)

F
C
口町ロ
2.-
河
巳
色
。
ロ

U
O
白-
Q
r込
山
〈
開
可
白
色
白
問
。
岡
F
-
P
H
U
M叶

ω
]
{
N
U

(

N

)

 

岡、。口町ロ
2
・
同
-
-
開
『
乱
。
『
ロ
ロ
岡
田
君
即
日
目
巾
ロ
回
口
町
田
口
・
ω
e
A
H
2
日
。

(

ω

)

 

F
O
口町ロ
2
・-
m
-
U
O
印
宵
ユ
匂
己
〈
開
司
位
向
回
同
間
。
同
一
-
F
m
e
H
G叶

(

九

時

)

日

-ur--ω-A山

五

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
教
育
主
体
の
社
会
的
把
握
が
社
会
と
個
人
と
の
直
接
的

(
一
八
八
)

な
関
係
を
一
一
民
松
し
て
、

乙
れ
の
み
か
ら
、
教
育
一
般
を
考
案
す
る
た
め
に
、

人

と
人
と
の
聞
に
遂
行
さ
れ
る
主
体
的
実
践
的
な
教
育
活
動
が
目
覚
的
に
把
挺
さ

fょ

れ
な
い
こ
と
を
指
抗
し
た
の
で
お
る
が
、

こ
う
し
た
教
育
主
体
の
社
会
的
把
握

を
超
え
た
教
育
過
程
理
解
の
制
点
を
探
究
す
る
立
一
助
が
あ
る
c

単
な
る
U
礼
会

な
い
し
個
人
が
教
育
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
歴
史
的
形
式
的
文
化
労
作
、

な

い
し
現
存
の
詰
施
設
が
教
育
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
江
味
と
内
界
を
も

っ
て
い
る
、

い
わ
ば
存
知
的
和
神
の
担
い
手
で
あ
り
、
精
神
的
財
そ
の
も
の
で

あ
り
、
界
観
的
文
化
で
あ
り
、
存
知
的
精
神
を
昂
る
容
器
な
の
で
あ
る
c

文
化

の
担
い
手
で
あ
り
、
同
時
に
川
浩
者
た
る
人
間
と
、
客
観
的
文
化
と
の
関
係
に

陶
冶
の
根
本
問
題
を
眺
め
、

こ
こ
に
教
育
学
(
陶
冶
論
)
を
建
設
す
る
立
場
が

文
化
教
育
学
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。

文
化
教
育
学
は
文
化
伝
達
を
教
育
の
本
質
と
す
る
c

文
化
伝
達
に
つ
い
て
最

初
に
あ
ら
わ
れ
た
学
却
は
、
バ
ル
ト
回
出
丘
町
・
司
白
巳

が
柄
。
柿
有
保
体
と
し
て

の
社
会
の
繁
殖
作
用

(
U
Z
司
。
ユ
匂
白
血
ロ
N
E
M
m
B
m
u

円。2
巳
-
2
F阻
止
)
を
教
育

の
本
質
と
み
て
、
前
代
の
後
代
に
対
す
る
同
化
作
用
を
泣
く
社
会
的
教
育
学

(Hg∞
)
で
あ
る
が
、
文
化
教
育
学
に
お
け
る
文
化
伝
達
は
、
文
化
伝
達
理
論
の
な

か
に
文
化
創
造
理
論
を
附
加
す
る
点
に
、

そ
の
特
徴
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
c

社
会
的
教
育
学
と
文
化
教
育
学
と
の
架
橋
的
地
位
を
占
.
め
た
パ
ウ
ル
ゼ
ン

FLEER-H
司出
z
z
oロ
に
お
い
て
は
、
教
育
概
念
を
次
の
よ
う
に
み
て
い
る
よ

(
注
一
)

「
教
百
は
前
代
の
理
念
的
文
化
財
を
後
代
に
伝
達
す
る
」
こ
と
に
存
し
て
い



る
G

し
た
が
っ
て
教
育
の
本
質
お
よ
び
作
川
は
、

人
間
論
的
、
歴
史
的
交
助
か

ら
叙
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
心
す
な
わ
ち
教
育
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
類
型
が
保

存
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
教
育
は
舵
密
に
は
人
間
の
み
の
現
象
で
あ

る
。
そ
れ
は
人
間
は
理
論
的
動
物
で
あ
り
、

「
創
造
的
自
己
措
定

ω
n
H
H
o
o
-
0
・

ユ由
nHMmω
巳
宮
田
町
同
N
E
D
m

が
精
神
の
本
質
で
あ
り
、
前
代
に
お
い
て
も
後
代
に

お
い
て
も
、
完
成
の
理
念
す
な
わ
ち
新
生
活
の
創
造
こ
そ
、

(
注
二
)

る
か
ら
。
」
故
に
「
教
育
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
文
化
財
を
継
承
す
る
乙
と
が

一
個
の
理
念
で
あ

で
き
る
と
と
も
に
、
自
由
お
よ
び
自
己
決
定
へ
の
発
展
、
す
な
わ
ち
、

(注一一一)

そ
し
て
高
い
生
活
へ
の
向
上
が
可
能
と
な
る
。
」

一
一
間
新

ー

υノ¥、か
よ
う
に
バ
ウ
ル
ゼ
ン
ば
人
間
精
神
の
本
質
を
創
造
的
自
己
措
定
と
し
て
把

握
し
、
文
化
発
展
に
お
け
る
個
人
の
創
造
的
精
神
活
動
を
認
め
、
文
化
生
活
が

そ
れ
ぞ
れ
の
傾
域
に
お
け
る
理
念
の
発
展
と
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
化
伝
達

理
論
を
文
化
形
象
へ
の
同
化
定
着
の
過
程
か
ら
解
放
し
た

G

こ
う
し
た
理
念
的
文
化
へ
の
志
向
が
、

シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ

i
、
リ
ッ
ト
、

ケ
ノレ

シ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
ら
の
文
化
教
育
学
に
発
展
す
る
の
で
あ
る
が
、
今
日
で

は
、
文
化
財
の
単
純
な
伝
達
、

い
わ
ゆ
る
受
動
的
な
精
神
容
器
の
中
へ
の
知
識

の
単
な
る
詰
め
込
み
は
全
く
あ
り
え
な
い
と
い
う
認
識
が
普
遍
的
で
あ
る
G

必

ず
臼
己
発
展
す
る
精
神
の
内
的
な
活
動
性
が
共
に
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c

シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ

i
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

だ
け
作
り
う
る
と
し
た
の
は
、

干T
~li 

な
民主ミ

王E
p.:;:..-

でノレ

あc パ

つ両 Jレ
Tこ)ト
。が

生
徒
l乙

「
思
想
図
」

教
育
作
川
の
主
体

シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ

l
は
、
人
類
に
よ
っ
て
獲
吋
さ
れ
、

そ
の
後
計
両
的
に
短
縮

さ
れ
た
方
法
で
選
択
し
て
、
若
い
山
代
に
泣
さ
れ
る
文
化
財
の
伝
達
を
教
育
と

認
め
る
さ
い
、
既
存
文
化
を
成
長
し
つ
つ
あ
る
消
仰
の
な
か
に
「
活
か
し
め
る
こ

と

(
円
。

σoロ
門
出
向
。
同
町
曲
目
件
。
ロ
)

を
重
視
し

こ
の
場
合
の
文
化
伝
達
の
み
を

教
育
と
称
す
る

G

教
育
は
単
な
る
伝
達
で
は
な
く
て
、
他
人
の
な
か
に
人
格
的

価
値
の
方
向
づ
け
を
う
み
だ
す
乙
と
で
あ
る

G

こ
乙
に
彼
の
有
名
な
次
の
定
義

が
生
ず
る
。

「
教
育
は
他
人
の
心
に
対
す
る
賦
与
的
変
に
い
だ
か
れ
る
立
志
で
あ
っ
て
、

彼
の
価
値
交
容
性
と
価
値
形
成
能
力
と
を
内
部
か
ら
発
鹿
さ
せ
よ
う
と
す
る
も

(
注
五
)

の
で
あ
る
c

」

こ
の
概
念
規
定
は
教
育
の
本
買
に
閲
す
る
非
常
に
重
要
な
解
決
を
内
在
せ
し

め
て
い
る
が
、
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
着
目
す
る
点
は
、

「
心
の
発
達
は
価
値
か

ら
の
み
忠
告
を
う
け
る
も
の
で
、

{
注
六
)

な
い
」
と
い
う
乙
と
で
あ
る

Q

事
物
一
副
域
臼
休
の
単
な
る
法
則
性
か
ら
で
は

シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
!
は
、

「
客
観
的
精
神
と
臼
己
発
展
的
、
追
求
的
、
主
制
的

(
注
七
)

そ
こ
に
陶
冶
の
過
程
が
存
し
て
い
る
よ
と
し
、

精
神
性
が
遭
遇
す
る
と
こ
ろ
、

リ
ッ
卜
に
よ
れ
ば
「
主
同
と
精
神
の
存
協
性
と
の
対
立
、
格
闘
こ
そ
、
す
べ
て

(
注
入
}

の
真
の
陶
冶
の
担
本
助
機
で
あ
る
よ
と
み
る
c

こ
れ
ら
の
立
場
で
は
陶
冶
は
、

主
閥
的
精
神
と
客
同
的
精
神
と
の
格
闘
の
所
産
で
あ
り
、

乙
の
二
つ
の
精
神
を

両
極
と
し
て
行
わ
れ
る
精
神
的
役
界
そ
の
も
の
の
は
己
展
開
で
あ
る
と
い
え
よ

(
一
八
九
)



教
育
作
用
の
主
体

う
c

人
聞
は
文
化
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
を
保
持
し
、
ま
た

'Uら

を
高
め
る
の
で
あ
り
、
他
面
、
文
化
は
、
常
に
新
し
く
主
観
的
精
神
に
支
持
さ

-
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
己
を
存
続
発
展
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
陶
冶
は
人
間

の
容
観
化
で
あ
り
、
文
化
の
主
制
化
で
あ
る
。
主
観
的
精
神
と
界
観
的
精
神
と

の
常
に
繰
り
返
さ
れ
る
結
合
こ
そ
、
陶
冶
の
最
も
内
的
な
核
心
な
の
で
あ
る

G

関
白
ユ

ω苫
口
出
の
よ
う
に
「
在

{
注
九
)

観
的
精
神
の
援
け
に
よ
る
、
主
観
的
精
神
に
お
け
る
価
値
実
現
」
と
す
る
乙
と

し
た
が
っ
て
教
育
の
定
義
を
、

シ
ュ
ツ
ル
ム

が
で
き
、
客
観
的
精
神
の
み
が
直
接
の
教
育
者
で
あ
る
。
そ
れ
が
教
育
者
自
体

で
あ
る
と
み
る
と
と
も
一
応
う
な
づ
け
る
。

彼
は
、
教
育
作
用
の
主
体
を
容
観
的
精
神
と
解
す
る
こ
と
か
ら
、

「
教
育

者
」
概
念
の
拡
張
を
主
張
す
る

G

文
化
の
意
味
内
容
と
し
て
の
客
観
的
精
神
の

概
念
の
も
と
に
は
、
立
味
あ
る
現
象
の
ほ
と
ん
ど
汲
み
つ
く
さ
れ
な
い
内
容
が

総
括
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

シ
ュ
ツ
ル
ム
は

向
冶
的
な
心
立
に
形
成
的
に

作
用
す
る
精
神
的
周
囲
悦
界
の
内
部
に
は
、
ま
ず
事
物
と
人
格
と
を
区
別
す

る
G

し
か
し
人
格
は
、

さ
ら
に
狭
義
の
人
格
的
力
と
し
て
の
個
人
と
、
個
人
が

結
合
し
て
い
る
集
団
的
力
と
に
分
け
て
、
客
観
的
桁
神
、
す
な
わ
ち
教
育
主
体

の
作
用
を
観
察
し
て
い
る
。

こ
の
事
物
の
力

門
口
町
田
出
口
町
ロ
n
F
m
ロ
伊
向
白
巾
nF4げ巾

-
集
団
の
力
円
四
芯
問
。
ロ
巾

E
2
2
H
P
向山凶巾口町件。、

人
格
の
力
門
出
巾

H
M

巾
B
O
B
-
m

冨
b
m
n
v
Z
の
分
類
は
、

ク
リ
ー
ク
の
分
類
す
な
わ
ち
根
本
機
能
、
社
会
形
式
、

価
値
組
織
か
ら
暗
示
を
叉
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
グ
ル

l

四

(
一
九
O
)

プ
の
内
部
で
は
、
す
べ
て
の
個
々
の
力
を
限
前
に
示
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

か
ら
、
或
る
代
表
的
な
も
の
の
記
述
を
与
え
て
い
る
。

シ
ュ
ツ
ル
ム
は
、
向
冶

内
容
と
そ
の
教
育
す
る
作
用
性
と
に
よ
っ
て
、
一
一
、
一
二
の
事
物
の
力
を
人
間
的

根
本
時
能
の
類
型
と
し
て
間
察
し
、

二
、
一
ニ
の
集
団
の
力
を
社
会
形
式
の
類
型

と
し
て
、

そ
し
て
二
、
一
ニ
の
人
格
的
力
を
個
人
的
生
活
形
式
(
価
値
系
列
)
の

類
型
と
し
て
観
察
す
る
の
で
あ
る

G

一
挙
物
の
力
と
し
て
は
、
言
語
、
法
と
困
問
、
お
よ
び
宗
教
を
、
集
団
の
力
と

し
て
は
、
家
族
と
民
族
、
同
忠
体
と
年
九
ロ
階
級
、
お
よ
び
国
家
を
、

人
格
の
力

と
し
て
は
、
武
人
と
文
人
、
僧
侶
一
お
よ
び
経
済
人
を
選
び
出
し
て
、

そ
れ
ぞ

れ
の
教
育
機
能
を
研
究
し
て
い
る
心

シ
ュ
ツ
ル
ム
は
右
の
研
究
を

「
教
育
の
主
体
」
の
テ
!
?
の
も
と
に
行
つ

た
。
す
な
わ
ち
教
育
の
究
極
の
主
体
で
あ
る
拝
観
的
精
神
を
担
う
も
の
を
事
物

こ
の
三
者
を
教
育
作
用
の
主
体
と
み
と
め
る
の
で

と
集
団
と
人
格
と
に
分
ち
、

中
の
ヲ

Q
G

こ
れ
は
客
'
叫
的
粕
神
の
も
つ
形
成
力
を
強
調
し
て
い
て
、
す
ぐ
れ
て
文

化
教
宵
学
の
立
場
に
あ
る
か
の
如
く
に
み
え
る
が
、
実
は
こ
う
し
た
教
育
主
体

概
念
の
拡
大
は
文
化
教
育
学
の
認
め
な
い
も
の
で
あ
る

Q

前
述
の
よ
う
に
、
文
化
教
育
学
は
、
客
観
的
精
神
と
、
主
観
的
精
神
と
の
遭

遇
す
る
と
こ
ろ
に
向
冶
の
過
程
を
認
め
、
乙
の
二
つ
の
精
神
を
両
極
と
し
て
行

わ
れ
る
精
神
的
世
界
そ
の
も
の
の
臼
己
展
開
が
向
冶
で
あ
っ
た
c

客
観
的
精
神

を
担
っ
て
い
る
文
化
財
は
、
形
成
力
と
し
て
教
育
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
条



件
で
あ
り
、
文
化
財
の
も
つ
理
想
的
内
容
の
形
成
的
杭
能
が
重
祝
さ
れ
る

G

し

「
，
け
動
的
に
毘
念
界
か
ら
必
み
で
て
、
発
展
し
つ
つ
あ
る
主

(花一口)

体
に
近
づ
く
乙
と
は
で
き
な
い
」

か
し
文
化
財
は
、

(
リ
ッ
ト
)
も
の
で
あ
る
。
人
対
人
の
閃
係

を
通
し
て
、
客
観
的
文
化
財
は
そ
の
内
に
潜
ん
で
い
て
価
値
を
生
動
化
で
き

る
G

文
化
財
を
生
徒
の
主
体
に
近
づ
け
る
任
務
を
も
っ
教
育
者
の
存
在
理
由
が

こ
こ
に
発
生
す
る
。

要
す
る
に
、

文
化
教
育
学
は
、

文
化
財
の
形
成
的
忠
義
を
一
向
く
評
価
し
な
が

ら
も
、
教
育
現
象
と
、
人
間
関
係
を
は
ず
し
た
、
単
な
る
価
値
事
態
と
の
応
答

関
係
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
関
係
を
捨
象
し
て
、

文
化
財
と
人
間
と
の
聞
に
教
育
を
考
え
る
こ
と
は
、

そ
れ
自
身
抽
象
的
で
あ

る
G

文
化
財
に
し
て
そ
れ
が
教
育
作
用
と
し
て
立
義
を
帯
び
る
の
は
、
教
育
的

人
間
関
係
に
あ
て
は
め
ら
れ
た
限
り
な
の
で
あ
る
ロ
シ
ュ
ツ
ル
ム
の
教
育
主
体

摂
念
の
拡
大
は
、

ク
リ
ー
ク
の
教
育
科
学
的
立
場
に
影
諒
さ
れ
て
、

乙
の
誤
り

を
犯
し
、
人
と
人
と
の
実
践
的
交
渉
関
係
と
し
て
行
わ
れ
る
教
育
活
動
の
む
義

を
暖
昧
に
し
、
教
育
行
九
の
主
体
性
を
明
ら
か
に
さ
せ
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
リ
ッ
ト
に
よ
る
と
「
教
育
は
理
念
的
諸
内
容
の
、
人
聞
か
ら
人
間
へ
の

(注一一)

人
格
的
な
転
送
(
宮
町
田
α
己
E
5
d
σ
叩

2
2
m
)
で
あ
っ
て
、

「
客
観
的
文
化
の

な
か
に
内
在
す
る
理
想
内
容
、
起
時
間
的
内
容
の
も
つ
形
成
機
能
を
、
十
分
に

作
用
せ
し
め
て
、
被
教
育
者
の
陶
冶
を
助
成
す
る
こ
と
に
真
の
教
育
者
の
任
務

『
庄
一
=
)

が
存
す
る

G

そ
し
て
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ

l
は、

「
他
人
を
向
冶
す
べ
き
者
は
、
ま

教
育
作
用
の
主
体

ず
み
ず
か
ら
陶
冶
さ
れ
、
形
成
さ
れ
た
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、

(注一三)

教
育
の
根
本
法
則
の
一
つ
で
あ
る
」
と
す
る
。
教
育
者
は
、
自
己
白
身
の
中
に

生
動
的
状
態
と
な
っ
た
文
化
価
値
に
よ
っ
て
の
み
、
被
教
育
者
を
覚
醒
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
在
倒
的
文
化
財
の
も
つ
価
値
を
人
格
財
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
生
徒
に
対
し
て
品
大
の
影
響
を
あ
た
え
る
こ

(注一四)

と
の
で
き
る
円
以
も
価
値
あ
る
陶
冶
財
そ
の
も
の
」

得
た
「
教
師
の
人
格
性
」
は
、

(
ケ
ル
シ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ナ

-
)
な
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
教
師
が
文
化
財
を
生
徒
に
近
づ
け
る
た
め
に
、
教
削
自
ら
が
文
化

財
を
人
格
化
し
生
命
化
し
、
文
化
価
値
の
体
現
者
、
具
現
者
と
し
て
生
徒
に
接

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
教
材
は
教
師
人
格
の
一
部
と
な
り
、
全
人
絡
の
表

現
と
し
て
発
動
し
ρ

生
徒
も
こ
れ
を
教
師
全
人
格
の
一
部
と
し
て
受
容
す
る
。

こ
こ
で
は
教
育
作
用
の
「
教
師
!
教
材
i
生
徒
」
と
い
う
一
一
一
極
的
図
式
は
、

ー一寸

教
材

l
教
師
|
生
徒
」
の
線
に
沿
う
で
す
す
む
の
で
あ
る
c

教
材
は
教
師
と
生

徒
と
の
聞
に
外
的
に
介
在
す
る
も
の
と
し
て
認
め
な
い
。
教
材
が
人
格
と
な

り
、
人
格
的
直
接
的
接
触
交
渉
に
お
い
て
受
容
さ
れ
る
。
生
徒
は
単
に
外
在
的

な
教
材
と
の
接
触
で
は
な
く
、
教
附
人
格
と
の
直
接
的
接
触
に
よ
っ
て
の
み
、

自
己
に
最
大
の
彰
響
を
あ
た
え
る
と
こ
ろ
の
円
以
一
円
叫
の
価
値
あ
る
も
の
を
受
容
す

る
。
こ
う
し
た
な
識
的
志
図
的
な
直
接
的
接
触
を
教
育
作
用
の
本
質
的
徴
表
と

み
る
点
で
、
文
化
折
口
学
的
教
育
把
握
の
特
徴
を
「
教
育
作
用
の
直
接
性
」
と
し

て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一五

こ
九
二



教
育
作
用
の
主
体

教
育
作
用
に
お
い
て
、
教
材
が
教
師
と
生
徒
心
間
に
あ
っ
て
媒
介
的
な
的
能

を
果
す
と
い
う
一
般
的
理
解
は
、
文
化
教
育
学
に
あ
っ
て
は
、
教
材
の
煤
介
の

仕
方
に
「

E
技
性
」
と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
教
材
は
単
に
教
師

と
生
徒
と
の
共
通
内
容
、
共
通
の
接
触
面
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
教
材
は
教

一
師
の
人
格
を
潜
っ
て
生
徒
の
人
格
に
つ
な
が
る
。
生
徒
の
人
格
は
、
教
材
を
潜

っ
て
教
師
に
と
い
う
連
凶
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
教
師
の
人
格
を
潜
っ
て
教
材

に
つ
な
が
っ
て
い
る
ι

こ
う
い
う
意
味
で
教
師
の
人
協
と
生
徒
の
人
絡
と
の
直

接
的
接
触
が
教
育
作
用
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
を
、

わ
れ
わ
れ
は
「
直
後
性
」

と
よ
ぶ
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
直
接
性
を
も
っ
た
教
育
作
用
の
可
能
な
動
因
は
、
す
で
に
明
ら
か

な
よ
う
に
教
師
に
あ
る
乙
客
観
的
文
化
な
り
文
化
財
の
な
か
に
内
在
し
て
い
る

理
想
的
内
容
、
超
時
間
的
内
容
の
も
つ
形
成
機
能
を
、
発
達
途
上
の
生
徒
に
十
分

に
作
用
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
の
向
冶
を
助
成
す
る
乙
と
に
教
師
の

任
務
が
あ
っ
た
心

乙
の
教
育
作
用
は
文
化
財
な
り
教
材
な
り
を
体
得
し
、
人
的
伯

化
す
る
教
師
の
行
為
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
教
育
作
用
は
文
化
財
の
も
つ
形
成

的
機
能
と
生
徒
の
向
冶
性
と
を
前
提
と
し
た
教
師
の
行
為
の
世
界
の
性
格
な
の

で
あ
る
。
乙
の
教
師
の
行
為
が
、
個
人
的
教
育
学
の
よ
う
に
、
教
師
の
単
な
る
主

観
的
恋
志
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
乙
と
は
、
明
瞭
で
あ
る
。
教
師

の
行
為
が
教
材
の
も
つ
形
成
的
機
能
を
前
提
と
す
る
と
い
う
乙
と
は
、
文
化
財

の
な
か
に
内
在
す
る
理
想
内
容
の
も
つ
形
成
的
機
能
を
認
め
る
こ
と
で
あ
り
、

一』、
一
一
ノ

ご
九
二
)

乙
乙
で
は
教
材
は
単
に
牧
師
と
生
徒
の
共
通
内
容
な
い
し
共
通
の
接
触
面
で
あ

る
乙
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
間
の
「
あ
る
べ
き
も
の
」
と
し
て
理
念
さ
れ
る
も

。〉

カt

そ
乙
に
認
め
ら
れ
、

つ
ね
に
両
者
が
そ
れ
に
奉
仕
す

教
師
と
生
徒
は

る
説
話
を
も
っ
て
い
る

G

こ
う
し
た
義
務
を
も
ち
、
か
っ
そ
の
精
神
に
お
い
て

相
互
に
結
合
し
て
い
る
も
の
が
教
一
材
な
の
で
あ
る
。

い
い
か
え
ば
教
材
の
う
ち

に
陶
冶
の
理
念
が
実
現
さ
る
べ
き
文
化
の
普
遍
的
価
値
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

る
。
教
材
に
認
め
る
向
冶
の
理
念
と
い
う
乙
の
考
え
が
文
化
教
育
学
の
特
徴
で

あ
り
、
教
師
、
教
材
、
な
い
し
教
材
の
人
格
化
の
強
調
さ
れ
る
理
由
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
教
育
作
用
に
直
接
性
の
性
格
を
必
要
な
ら
し
め
る
根
拠
で
あ
る
c

教
育
作
用
の
性
格
に
直
接
性
を
附
与
す
る
教
師
の
行
為
は
い
か
に
あ
る
べ
き

か
c

シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ

i
が、

い
わ
ゆ
る
「
賦
与
的
変
」
を
強
調
す
る
の
も
、

乙

の
直
接
性
の
獲
得
の
た
め
で
あ
っ
て
、
教
育
者
の
変
は
「
精
神
的
価
値
に
対
す

(
注
一
五
)

る
変
と
、
自
己
発
展
的
心
意
に
対
す
る
愛
」
の
ニ
様
に
向
う
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
文
化
的
価
値
に
対
す
る
エ
ロ
ス
的
変
と
人
間
性
へ
の
ア
ガ
ベ
エ
的
一
誌
の

二
元
的
、
立
体
的
、
綜
合
的
教
育
愛
が
、
教
師
の
行
為
世
界
の
徴
表
と
な
る
ο

乙
の
教
育
変
を
教
師
の
教
育
活
動
に
即
し
て
み
れ
ば
、

ケ
ル
シ
ェ
ン
シ
ュ
タ

イ
ナ

i

(烈

O円日

nvgmzzo円
増
。
・
)
の
指
摘
す
る
即
事
的
側
面

3
2
E
W
F
O

開
吉
田
仲
色
ロ
ロ
ぬ
)
と
即
人
的
側
面
市

2
思
己
芯
F
O
開
E
2
0
Z
D
m
)
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
教
材
が
客
観
的
に
作
用
す
る
現
わ
れ
方
の
面
と
、
教
材
を
主
観
的

な
作
用
で
伝
達
す
る
仕
方
の
面
二
は
教
材
そ
の
も
の
を
ね
ら
い
、
他
は
生
徒
の



発
達
を
め
ざ
し
、
固
有
の
精
神
形
成
に
向
う
。
教
育
行
為
は
い
ず
れ
の
一
方
を

も
欠
き
え
な
い
。
た
だ
教
材
の
程
度
の
高
く
な
る
に
つ
れ
て
、
前
者
の
性
格
が

強
く
な
る
が
、

乙
の
両
面
の
配
慮
に
よ
っ
て
、

「
授
業
時
聞
は
、
自
分
の
授
業

の
存
続
性
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
全
存
在
を
通
じ
て
大
ぜ
い
の
青
少
年
の
精
神

(
注
一
む

を
、
共
通
の
精
神
生
活
に
つ
な
ぎ
と
め
る
時
間
と
な
る
。
」

共
通
の
精
神
生
活
に
つ
な
ぎ
と
め
る
教
師
の
行
為
の
内
容
は
、
教
材
・
教
師

一
体
化
、

「
教
材
の
人
格
化
」
の
も
つ
べ
き
内
容
と
、
単
に
価
値
な
り
、
真
理

な
り
の
体
現
者
、
な
い
し
具
現
者
の
も
つ
も
の
と
同
一
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
。

い
い
か
元
れ
ば
、
真
理
に
対
し
て
教
師
は
そ
れ
を
主
体
的
に
把
握
す

る
だ
け
で
な
く
、

そ
の
真
理
な
り
、
価
値
な
り
を
、
生
徒
に
伝
達
さ
せ
る
に
ふ

さ
わ
し
い
把
握
の
仕
方
が
要
請
さ
れ
て
く
る
。
文
化
価
値
の
伝
達
者
と
し
て
の

教
師
の
把
握
す
べ
き
真
理
と
は
な
に
か
。
あ
る
い
は
真
理
に
対
す
る
教
.
帥
の
立

場
と
し
て
文
化
教
育
学
は
何
を
要
求
す
る
の
か
。

こ
こ
で
我
々
は
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ

i
の
教
育
の
定
義
(
既
出
)
を
怨
い
だ
そ

う
G

既
存
文
化
を
成
長
し
つ
つ
あ
る
精
神
の
中
に
「
活
か
し
め
る
こ
と
」
で
あ

り
、
主
観
的
価
値
受
容
能
力
と
価
値
形
成
能
力
に
対
し
、
客
観
的
価
値
に
よ
っ

て
方
向
づ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
な
に
が
要
請
さ
れ
る
の
か
ゐ

歴
史
的
に
与
え
ら
れ
た
客
観
的
文
化
の
理
解
(
〈

2
己
目
ロ
円
吉
町
田
)

を
通
ら
ず

し
て
は
決
し
て
一
両
い
文
化
創
造
を
な
し
う
る
人
格
に
到
達
し
な
い
が
、
し
か

し

「
教
育
に
お
け
る
所
与
的
文
化
を
通
し
て
の
通
路
は
、
文
化
立
志
一
般
を

教
育
作
用
の
主
体

(
注
一
七
)

目
ざ
ま
す
た
め
の
単
な
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
」

一
層
高
い
理
想
的
文
化
に
向
う
直
正
の
文
化
立
志
を
よ
び
さ
ま
す
と
い
う
、

乙
の
精
神
に
お
い
て
、

乙
の
目
的
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
と
き
、
は
じ
め
て
既
存

文
化
の
伝
達
が
、
文
化
繁
殖
(
関
口

-Eえ
0
2
1
Eロ
N
E
m
)
の
ぷ
味
と
な
る

G

故
に
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ

1
は、

{注一

C

を
も
っ
」
と
み
る
c

単
な
る
伝
達
で
は
な
く
、
価
値
受
容
お
よ
び
形
成
能
力
の

「
真
正
の
教
育
は
、

形
式
陶
冶
に
そ
の
中
心
点

養
成
で
あ
る
。
文
化
財
の
伝
達
を
方
途
と
し
て
、

そ
の
上
に
文
化
理
想
に
目
党

め
さ
せ
、
文
化
意
志
を
振
起
さ
せ
、
そ
こ
に
新
し
い
文
化
を
創
造
さ
せ
よ
う
と

す
る
。
青
少
年
の
心
に
「
活
か
し
め
る
」
と
い
う
の
は
こ
れ
を
意
味
す
る
の
で

「
既
存
の
客
観
的
文
化
は
多
く
の
欠
陥
と
制
限
を
寂
し
て

いsあ
るまる
し一ー

と
乙

乙
乙，

l乙之
教、
材
選
択
が
必
要
と
な
る
が

選
ば
れ
た
教
材
は
最
も
よ
い

文
化
価
値
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
発
達
途
上
の
若
い
心
に
内
面
的
に

結
合
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
精
神
構
造
に
適
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c

文
化
財
は
受
容
す
る
生
徒
の
心
意
に
適
合
す
る
よ
う
に
さ
れ
て
、
自
己
同
有
の

形
成
的
機
能
、
陶
冶
価
値
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
な
る
心

文
化
発
達
に
対
す
る
精
神
活
動
と
し
て
の
人
格
が
文
化
志
志
の
努
力
と
し
て

み
と
め
ら
れ
、
精
神
構
造
が
個
性
の
中
に
あ
っ
て
客
観
的
価
値
を
創
造
す
る
精

神
の
行
為
関
連
と
解
さ
れ
、

乙
の
精
神
構
造
の
中
に
文
化
創
造
の
力
が
内
包
さ

れ
て
い
る
と
み
る
の
は
、
文
化
教
育
学
共
通
の
傾
向
で
あ
る

G

さ
ら
に
こ
の
精

神
構
造
を
文
化
創
造
の
方
向
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
六
つ
に
類
型
化
し
た
の

一む

(
一
九
一
一
一
)



教
育
作
用
の
主
体

は
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ

l
の
独
創
で
、
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。

以
上
の
教
育
本
質
観
が
方
法
論
的
に
う
ら
書
き
さ
れ
た
も
の
が
、
体
験
に
も

(〈ぬ岡田件。

Fg)
の
理
論
で
あ
る
。
文
化
を
創
造
し
た
原
体

験
者
と
同
様
な
追
体
験
を
な
し
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
文
化
価
値
の
伝
達
は
完

と
づ
く
「
了
解
い

成
に
達
す
る
。
す
な
わ
ち
、
文
化
創
造
意
志
の
喚
起
は
、
歴
史
的
経
過
の
中
で

生
み
だ
さ
れ
た
硬
直
の
像
を
対
象
と
す
る
場
合
に
は
な
さ
れ
ず
、
人
聞
が
乙
う

し
た
事
象
の
生
成
発
展
の
過
程
を
自
己
の
中
で
追
体
験
す
る
場
合
に
の
み
可
能

(
注
一
己
)

で
あ
る
。
す
で
に
で
き
上
っ
た
文
化
財
を
、
そ
の
生
成
の
過
程
に
還
元
し
、
生

成
の
状
態
に
も
ち
き
た
ら
す
時
、
生
徒
の
体
験
理
解
に
流
れ
乙
む
乙
と
が
で
き

る
と
い
う
ふ
う
に
い
う
乙
と
も
で
き
る
か
ら
、
文
化
溶
解
の
過
去
型
と
し
て
特

徴
a

つ
け
る
乙
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
そ
の
ね
ら
い
は
、
文
化
意
志
の
覚
醒
お

よ
び
文
化
創
造
能
力
の
育
成
を
め
ざ
す
形
式
問
冶
で
あ
る
。

さ
て
、
教
育
作
用
の
主
体
者
と
し
て
の
教
師
は
、
以
上
の
所
論
か
ら
、
文
化

財
を
教
材
に
つ
く
り
か
え
る
任
務
・
を
も
ち
、

そ
れ
に
は
ま
ず
教
材
を
選
択
す
る

乙
と
と
、
選
ば
れ
た
教
材
を
生
徒
に
了
解
せ
し
め
る
こ
と
と
が
含
ま
れ
て
い
る

乙
と
を
知
る
。
所
与
の
文
化
財
の
中
か
ら
、
真
正
の
文
化
価
値
を
選
ぶ
に
あ
た

つ
て
は
、
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
は
い
わ
ゆ
る
「
了
解
の
形
式
陶
冶
」
の
観
点
と
、

「
創
造
的
な
も
の
」
は
「
永
遠
な
る
も
の
(
理
念
的
な
も
の
)
」
と
の
結
合
か

ら
生
れ
て
く
る
と
の
信
念
か
ら
、
単
純
な
も
の
と
高
き
も
の
を
同
時
に
含
む
も

の
、
歴
史
の
流
れ
と
変
遷
を
潜
っ
て
浮
び
あ
が
り
、

永
遠
の
イ
デ
ア
を
.
も
つ

i¥. 

ご
九
四
)

(
注
一
=
)

「
古
典
的
な
も
の
」
、
を
教
材
選
択
基
準
と
し
て
い
る
。
文
化
教
育
学
は
教
材
の

な
か
に
教
育
の
理
念
を
み
て
い
る
乙
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
c

「
教
材
」

i
「

古
典
的
な
も
の
」

i
「
教
育
の
理
念
」
の
把
握
が
、
教
材
自
体
を
普
遍
的
客
観

的
地
対
的
価
値
の
附
着
す
る
も
の
と
み
な
す
に
至
る
の
は
当
然
で
、
教
師
は
教

材
を
教
育
行
為
の
た
め
の
手
段
に
利
用
す
る
乙
と
は
許
さ
れ
ず
、

(
注
召
一
)

「
対
象
絶
対
主
義
」

つ
ね
に
目
的

的
に
取
扱
い
、

(
国
花
教
授
の
命
名
)
と
い
う
文
化
教
育

学
の
特
徴
を
如
実
に
示
し
て
い
る
ο

教
師
と
生
徒
は
人
対
人
と
し
て
関
係
す
る

が
、
つ
ね
に
教
材
の
示
す
価
値
の
実
現
に
分
担
す
る
共
通
の
義
務
を
自
覚
し
て

い
る
。
教
師
は
価
値
の
卓
越
性
、
優
秀
性
、
美
徳
の
媒
介
者
で
あ
り
、
先
達
で

あ
る
。
教
師
の
働
き
を
通
し
て
、
生
徒
は
目
標
を
実
現
す
る
が
、

そ
の
目
標

は
、
教
師
の
働
き
を
欠
け
ば
、
生
徒
に
近
づ
き
が
た
い
も
の
な
の
で
あ
る
c

要

す
る
に
文
化
教
育
学
に
お
い
て
は
、
何
が
真
理
で
あ
り
、
善
で
あ
る
か
の
共
通

の
理
解
の
も
と
に
、
教
材
に
お
い
て
教
師
と
生
徒
と
が
結
合
す
る
の
で
あ
る
。
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教
育
作
用
の
主
体

-'-J、、

文
化
哲
学
的
把
握
に
お
け
る
教
育
学
が
、
文
化
の
客
観
的
精
神
を
人
間
形
成

の
究
極
的
主
体
と
し
て
認
め
て
い
て
も
、

「
教
育
作
用
の
直
接
性
」
を
承
認
す

る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
み
ら
れ
、
作
用
主
体
と
し
て
の
教
師
の
教
育
行
為
の
重
要

性
が
昂
揚
さ
れ
て
い
る
乙
と
を
見
出
し
た
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
と
全
く
対
照
的

な
、
す
な
わ
ち
「
教
育
作
用
の
間
様
性
」
を
特
色
と
す
る
教
育
学
を

ア
メ
リ

カ
合
衆
国
に
お
け
る
進
歩
派

(
p
o
m円

g
z
u
c
な
い
し
実
用
主
義
と
く
に
実

験
主
義
教
育
の
理
論
に
見
出
す

G

「
教
育
は
決
し
て
直
接
に
で
は
な
く
、
間
接
に
環
境
を
手
段
と
し
て
教
育
す

(
注
一
)

る
も
の
で
あ
る

G

」

「
人
は
そ
の
物
的
条
件
の
特
殊
な
良
い
方
を
通
し
て
の
み

(
注
二
)

相
互
に
自
他
の
精
神
状
態
を
変
化
さ
せ
る
c
」

こ
れ
は
実
験
主
義
教
育
学
の
初

始
者
デ
ュ
!
イ

(
』

-
U
O
巧
O
U可
)

の
言
葉
で
あ
る
が

こ
こ
に
お
い
て
は
、
教

削
の
教
育
行
為
性
は
環
境
操
作
に
も
と
め
ら
れ
、

し
た
が
っ
て
教
材
も
環
境
の

一
つ
に
見
な
さ
れ
、
教
師
す
ら
も
が
生
徒
の
環
境
の
一
部
と
し
て
理
解
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、

乙
の
立
場
に
お
け
る
環
境
重
視
の
理
由
な
ら
び
に
教
材

を
環
境
の
一
部
と
み
な
す
根
拠
を
探
る
こ
と
か
ら
、
教
育
作
用
の
主
体
者
と
し

て
の
教
師
の
教
育
行
為
性
が
如
何
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い

乙・つ。

九

ご
九
五
)



教
育
作
用
の
主
体

デ
ュ

l
イ
は
「
環
境
の
無
意
識
的
影
響
」
を
重
視
す
る
。

こ
の
影
響
は
人
間

の
心
意
お
よ
び
性
格
の
全
面
に
わ
た
っ
て
、
微
妙
か
つ
徹
底
的
に
感
化
を
お
よ

ぼ
す
と
み
な
す
。
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

環
境
と
い
う
言
葉
は
、
単
に
個
人
を
取
巻
い
て
い
る
周
囲
の
事
物
の
み
を
意

味
す
る
も
の
で
な
い
。
環
境
は
「
自
己
の
活
動
傾
向
と
周
囲
と
の
特
殊
な
連
続

(
注
一
二
)

を
意
味
す
る
。
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
建
設
あ
る
い
は
破
壊
の
条
件
と
し
て

(
注
四
)

生
活
の
能
動
的
行
動
の
内
に
は
い
り
く
る
も
の
で
あ
る
。

故
に
未
成
熟
者
の
・
つ
け
る
教
育
の
種
類
を
意
識
的
に
成
人
が
決
定
す
る
唯
一

の
方
法
は
、
児
童
が
行
為
し
、
し
た
が
っ
て
考
え
感
じ
つ
つ
住
ん
で
い
る
彼
ら

の
環
境
を
統
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

こ
こ
に
教
育
効
果
を
予
想
し

て
、
環
境
を
注
意
深
く
調
節
し
、
改
造
し
て
い
く
必
要
が
生
じ
、
未
成
熟
者
の
た

め
に
特
殊
な
機
能
(
単
純
化
、
理
想
化
均
衡
化
)
を
も
っ
特
殊
な
環
境
と
し
て
、

学
校
の
存
在
理
由
が
認
め
ら
れ
、
か
っ
そ
こ
で
の
意
図
的
教
育
は
、
期
待
さ
れ
た

方
向
へ
の
成
長
を
、
特
に
援
助
す
る
よ
う
な
特
殊
な
材
料
と
方
法
を
見
出
す
こ

{
注
五
)

と
に
よ
っ
て
、
選
ば
れ
た
環
境
を
必
要
と
す
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
考
え
方
の
根
底
に
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ズ
ム
一
般
の
特
徴
で
あ
る

行
動
進
化
観

三
何
者
。
同

σ巾
『
包

4
。
円
)

明
ら
か
で
あ
る
。
生
活
は
環
境
へ
の
不
断
の
適
応
(
邑
吉
田
仲
B
2
5
で
あ
り
、

(
0
4
。
】
ロ
件
目
。
ロ
釦
門
司

の
存
す
る
こ
と
は

刺
戟

l
反
応
に
も
と
づ
く
連
続
的
相
五
作
用
、
す
な
わ
ち
再
構
成
過
程
(
円
巾

g口事

2
2
H
n
z。
口
問
】
円
onhw由
回
)

と
み
な
さ
れ
る
適
応
行
動
を
通
し
て
、

知
識
・
技
能

二
O

(
一
九
六
)

-
習
慣
・
態
度
が
形
成
さ
れ
る
。
生
徒
に
意
味
を
在
ぎ
こ
む
こ
と
も
、
習
漬
や

行
動
様
式
を
お
し
つ
け
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
純
然
た
る
自
己
活
動

も
存
し
な
い
。

ど
ん
な
活
動
も
一
定
の
環
境
と
、
場
面
と
、

そ
の
条
件
と
の
関
連
の
も
と
に

行
わ
れ
、

一
切
の
も
の
は
外
部
か
ら
提
供
さ
れ
た
も
の
で
心
が
反
応
す
る
さ

い
に
表
わ
す
活
動
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
c

こ
う
し
て
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、
生
徒
の
適
応
的
行
動
を
起
さ
せ
る
有

怠
義
な
相
五
作
用
の
た
め
の
環
境
を
与
え
る
も
の
と
考
え
事
り
れ
て
く
る
。
そ
こ

「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
り
あ
げ
て
い
る
豊
か
な
既
成
知
識
は
、
教
師
が
児

{
注
六
)

童
の
環
境
を
決
め
て
、
間
接
的
に
指
導
で
き
る
点
で
価
値
が
あ
る
」

で、

(
デ
ュ

i

イ
)
と
さ
れ
る
の
は
、
適
応
理
論
に
も
と
づ
く
環
境
重
視
の
当
然
の
成
り
行
き

で
あ
る
け
れ
ど
も
、

さ
き
に
ド
イ
ツ
文
化
教
育
学
に
お
い
て
は
、
教
材
の
も
つ

客
観
的
価
値
を
重
ん
じ
、
教
材
の
中
に
教
育
の
理
念
す
ら
み
る
立
場
の
存
す
る

こ
と
を
知
っ
た
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、

そ
れ
と
は
対
照
的
な
間
接
性
を
特
徴

と
す
る
教
育
作
用
の
中
で
、
操
作
対
象
と
し
て
の
教
材
が
い
か
な
る
・
芯
義
を
も

ち
、
教
師
に
い
か
な
る
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
る
か
を
、
よ
り
明
確
に
す
る
こ

と
に
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
教
材
環
境
視
観
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
デ
ュ

l
イ
の
「
児
混
と

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」

(
叶
}
戸
巾
の

E
】
色
白
ロ
門
目
。
ロ
円
江
口
口
Z
B
H
C
O
N
)

の
所
説
を
明

ら
か
に
し
た
い

G



一
般
に
は
、
人
類
経
験
の
組
織
化
さ
れ
、
定
型
化
さ
れ
た
教
材
と
、
不
完
全

性
を
特
徴
と
す
る
狭
い
個
人
的
世
界
の
児
議
生
活
と
は
相
対
ー
す
る
も
の
と
芳

え
ら
れ
、

そ
こ
に
学
科
中
心
主
義
と
、
児
京
中
心
主
義
の
学
派
対
立
が
成
立
す

る
の
で
あ
る
が
、
デ
ュ
!
イ
は
こ
の
対
立
の
原
因
で
あ
る
教
材
と
児
京
経
験
と

の
聞
の
質
的
差
異
を
偏
見
と
み
な
し
、

こ
の
打
破
を
は
か
る
心

そ
の
た
め
、

「
児
去
の
側
か
ら
は
」
児
童
経
験
の
中
に
教
材
要
素
の
事
実
や
真
理
が
ど
う
い

う
風
に
合
ま
れ
て
い
る
か
、
児
童
経
験
が
、
教
材
組
織
に
必
要
な
態
度
・
動
機

・
興
味
を
ど
の
よ
う
に
も
っ
て
い
る
か
の
問
題
を
、
「
学
科
の
側
か
ら
い
え

ば
」
学
科
を
児
童
の
生
活
の
中
に
作
用
し
て
い
る
諸
力
の
自
然
的
結
果
と
し
て

解
釈
し
、
さ
ら
に
学
科
を
現
在
経
験
か
ら
成
熟
へ
の
段
階
を
発
見
す
る
こ
と
に

使
う
問
題
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
c

デ
ュ
!
イ
の
主
張
は
、
教
材
が
児
定
の
経
験
の
外
部
に
あ
る
も
の
と
し
て

の
、
教
材
固
定
観
を
す
て
、
他
方
児
童
の
生
活
を
流
動
的
な
、
未
完
成
な
活
気

に
み
ち
た
も
の
と
み
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
児
童
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、

「
単
一
の
過
程
を
決
定
す
る
両
極
」
と
な
る
c

「
児
童
の
現
存
経
験
の
中
に
入

っ
て
く
る
事
実
や
真
理
と
、

e

学
科
の
教
材
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
事
実
や
真
理

一
現
実
体

るε と
CZは

授
業
と
は

(
円
。

ω
-
E】
『

)

の
初
め
と
終
り
の
関
係
に
あ
る
も
の
」
で
あ

児
童
の
現
在
経
験
か
ら
、

「
学
科
と
よ
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ

の
、
組
織
化
さ
れ
た
一
団
の
真
理
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
経
験
へ
と
移
行

(
注
八
)

し
て
い
く
」
絶
え
ざ
る
再
構
成
な
の
で
あ
る
。

教
育
作
用
の
主
体

こ
う
し
て
児
章
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
の
関
係
問
題
は
、
デ
ュ

l
イ
に
と
っ
て

「
は
じ
め
に
お
い
て
最
終
日
的
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、

(
注
九
)

何
の
役
に
立
っ
か
」
、
あ
る
い
は
、
「
後
の
状
態
を
予
想
し
う
る
と
い
う
こ
と
は

ム
&
、

{
 

発
達
の
初
期
の
段
階
を
扱
う
際
に
、
ど
の
よ
う
な
助
け
と
な
る
の
か
」
と
い
う

問
題
に
換
言
さ
れ
て
く
る
。

と
こ
ろ
で
学
科
は
、
児
去
の
直
接
の
な
ま
の
経
験
に
固
有
な
発
達
の
可
能
性

を
現
わ
し
て
い
る
が
、
児
訟
の
現
在
の
直
接
の
生
活
の
部
分
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
学
科
を
重
視
す
る
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
重
ん
じ
て
ゆ
け

ば
よ
い
の
か
。
結
果
を
知
る
乙
と
は
、
も
し
現
在
の
経
験
が
正
常
に
、
堅
実
に

動
い
て
ゆ
く
な
'
り
ば
、

い
か
な
る
方
向
へ
動
い
て
い
る
の
か
を
知
る
乙
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
運
動
の
現
在
の
方
向
を
き
め
る
の
で
あ
る
。
現
在
を
処
理
す
る
さ

い
の
一
つ
の
指
導
を
与
え
る
方
法
(
白
拘
巳
仏

E
m
g
z
g
e

り
「
成
人
の
心
の
中
で
体
系
化
さ
れ
、
明
確
に
さ
れ
た
経
験
は
、
直
接
に
あ
ら
わ

で
あ
る
。
つ
ま
・

れ
る
も
の
と
し
て
の
児
お
の
生
活
を
解
釈
し
、

〔注一
D
}

与
を
進
め
て
ゆ
く
の
に
価
値
が
あ
る

Q

」

そ
し
て
指
導
あ
る
い
は
方
向
付

こ
う
し

τ学
科
は
児
燈
の
生
活
に
対
す
る
解
釈
(
吉
宮
円
買
旦
旦
芯
ロ
)

と
指

、、4

;:rXl 
‘「

(mロ-色白ロ
n
o
o円
仏
-
E
X
U
H
F
O
ロ
)

と
い
う
二
つ
の
価
値
を
も
つ
も
の
と
さ
れ

る
J

ま
ず
解
釈
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
乙
と
か
を
明
ら
か
に
し
よ

ぅ
。
児
叢
の
現
在
経
験
は
自
己
説
明
的
で
な
い
。
最
終
的
な
も
の
で
も
、
完
成

(
一
九
七
)



教
育
作
用
の
主
体

し
た
も
の
で
も
な
く
、
デ
ュ
!
イ
は
「
成
長
傾
向
の
記
号
な
い
し
索
引
」

で
占
の

る
と
み
る
c

児
蛍
の
現
在
を
軽
視
す
る
の
は
、
将
来
性
を
み
の
が
し
、
理
想
化
す
る
の

は
、
単
な
る
記
号
で
あ
る
こ
と
を
悟
ら
ぬ
誤
っ
た
見
方
で
あ
る
。

必
要
な
の

は
、
児
童
の
現
在
経
験
に
現
わ
れ
て
い
る
前
進
や
衰
退
、
強
み
や
弱
み
の
諸
要

素
を
、

そ
れ
ら
が
自
己
の
場
を
も
っ
て
い
る
よ
り
大
き
な
成
長
の
過
程
と
い
う

光
に
照
ら
し
て
解
釈
し
、
評
価
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
ロ

か
く
し
て
は
じ
め
て
生
活
の
運
動
の
中
に
お
け
る
各
要
素
の
、

た
価
値
が
識
別
で
き
る
。

そ
れ
ぞ
れ
異
っ

(
注
二
)

教
師
に
と
っ
て
「
学
科
の
教
材
は
本
当
の
児
童
を
我
々
に
教
え
て
く
れ
る
」

た
と
え
ば
、
自
然
科
学
は
児
童
の
注
意
を
ひ
い
た
あ
る
偶
然
的
な
変
化
を
説
明

し
て
ほ
し
い
と
、
児
童
が
発
す
る
、
ご
く
単
純
な
要
求
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の

を
、
充
分
に
説
明
す
る
の
に
適
し
て
お
り
、
ラ
フ
ア
エ
ル
や
コ
ロ
144a

の
美
術
は
、

児
童
が
描
い
た
り
、
塗
っ
た
り
す
る
場
合
に
、
児
童
の
心
に
動
い
て
い
る
衝
動

を
我
々
が
価
値
づ
け
る
の
に
ま
さ
に
充
分
な
の
で
あ
る
c

こ
う
し
た
解
釈
に
お
け
る
教
材
の
利
用
と
い
う
思
考
を
延
長
し
て
い
け
ば
、

「
指
導
」
の
理
念
に
移
行
す
る

G

事
実
の
解
釈
を
生
長
と
の
関
連
に
お
い
て
み

る
こ
と
で
あ
る
ο

「
事
実
を
成
長
の
一
部
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
指
導
す
る
基

礎
を
獲
得
す
る
o
」
指
導
は
、

自
己
最
適
の
実
現
に
向
っ
て
生
活
過
程
を
解
釈

す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
外
部
か
ら
の
イ
ム
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
は
な
い
。

(
一
九
八
)

外
部
か
ら
児
叢
を
強
制
す
る
こ
と
も
、
児
支
を
全
く
放
任
す
る
こ
と
も
、
発

達
と
い
う
も
の
が
適
切
で
正
常
な
条
件
の
備
わ
っ
た
と
き
に
の
み
、
実
現
さ
れ

る
よ
う
な
、
独
自
の
法
則
を
も
っ
て
い
る
、

一
定
の
過
程
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
知
っ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
c

数
を
か
ぞ
え
た
り
、
事
物
を
測
っ
た
り
、

リ
ズ
ミ
カ
ル
に
放
べ
た
り
し
た
が

る
児
選
の
現
在
の
素
朴
な
衝
動
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
数
学
的
学
識
(
教
材
)

を
合
ん
で
い
る

G

な
ぜ
な
ら
、
数
学
の
公
式
や
諸
関
係
に
つ
い
て
の
知
識
は
、

人
類
の
歴
史
上
か
ら
み
れ
ば
、
児
屯
の
川
場
合
と
同
じ
よ
う
な
素
朴
な
始
源
か
ら
'

発
生
し
て
い
る
か
ら

U

そ
こ
で
児
遣
の
衝
動
と
学
識
(
教
材
)
と
の
聞
に
介
在
す
る
発
達
の
全
歴
史

を
み
る
こ
と
こ
そ
、
結
局
、
児
京
に
と
っ
て
、
現
在
ど
の
よ
う
な
段
階
を
と
る

の
が
必
要
で
あ
る
か
、
ま
た
児
濯
の
盲
目
的
な
衝
動
を
、
明
確
な
方
向
に
力
一

杯
働
か
せ
る
に
は
、
ど
ん
な
用
途
に
向
け
る
べ
き
か
な
ど
と
い
う
こ
と
を
見
る

こ
と
に
な
る
ο

こ
れ
は
学
科
な
い
し
教
材
の
ニ
つ
の
性
格
に
対
応
し
て
考
え
ら

れ
て
い
る
。

「
解
釈
」
は

一
つ
は
学
科
が
人
類
経
験
の
累
積
的
成
果
を
組
織

化
し
、
定
型
化
し
て
い
て

い
わ
ゆ
る
学
問
な
い
し
学
科
は

「
成
長
の
過
程

の
中
に
お
い
て
、
あ
る
批
判
的
位
置
を
占
め
る
」
性
格
を
も
つ
こ
と
に
よ
る
の

で
あ
り
、
指
導
は
、
過
去
の
経
験
の
純
正
産
物
を
将
来
の
た
め
に
、
最
も
利
用

し
易
い
形
に
組
識
化
、
体
系
化
し
で
あ
る
た
め
に
、

「
我
々
が
未
来
へ
の
努
力

を
制
御
す
る
に
当
っ
て
、
過
去
の
努
力
の
思
恵
を
得
る
方
法
を
示
す
」
性
格
壱



も
つ
た
め
に
可
能
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

こ
こ
に
い
う
学
科
は
本
来
的
な
学
科
で
、
人
類
経
験
の
論
理
的

側
面
で
あ
る
ο

そ
の
本
質
に
関
す
る
限
り
、
児
竜
に
と
っ
て
は
、
外
部
か
ら
選

択
さ
れ
、
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
数
学
の
研
究
と
変
る
所
は
な

く
、
そ
れ
は
教
え
た
り
、
測
っ
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
実
体
に
関
す
る
児
虐

自
身
の
経
験
と
同
じ
価
値
に
ま
で
な
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
児
童
の
心
を
教
材

乙
何
?
、

!
1
1
 
そ
れ
に
耐
え
さ
せ
る
難
し
い
問
題
が
生
ず
る
の
だ
が
、

こ
の
正
当
な

解
決
法
は
、
教
材
の
変
形
、
す
な
わ
ち
教
材
の
心
理
化
よ
り
ほ
か
に
は
な
い
。

学
科
の
教
材
を
経
験
の
中
に
復
元
す
る
必
要
が
あ
る
、

い
い
か
え
れ
ば
、
教
材

の
起
源
と
意
義
が
内
在
し
て
い
る
直
接
か
つ
個
人
的
経
験
へ
と
転
換
さ
れ
、
翻

訳
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
論
理
的
学
科
が
、
経
験
の
発

達
に
お
け
る
一
点
と
し
て
怠
味
を
も
ち
(
「
解
釈
」
の
根
拠
)
、
ま
た
そ
れ
が

保
証
し
て
い
る
未
来
の
た
め
に
働
き
が
あ
る
(
「
指
導
」
の
根
拠
)
の
で
あ
る

か
ら
、
経
験
へ
の
復
元
は
必
要
か
つ
可
能
な
の
で
あ
る

Q

か
く
し
て
学
問
な
い
し
学
科
は
、
学
者
に
対
す
る
面
と
、
教
師
に
対
す
る
面
の

二
百
を
も
ち
、
教
師
は
経
験
の
中
に
お
け
る
関
連
要
素
と
し
て
の
学
科
教
材
に

関
係
す
る

μ

そ
の
関
係
の
仕
方
を
デ
ウ

i
イ
は
次
の
よ
う
に
毅
説
し
て
い
る
ο

教
師
の
問
題
は
、
自
分
が
教
え
て
い
る
学
聞
に
新
し
い
事
実
を
付
け
加
え
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
新
し
い
仮
設
を
提
起
し
た
り
、
こ
れ
を
立
証
し
た
り
す
る
と

い
う
こ
と
に
関
係
し
な
い
。
教
師
が
学
問
の
素
材
と
関
係
す
る
の
は
、

そ
の
素

教
育
作
用
の
主
体

¥ 

材
が
経
験
の
発
達
の
あ
る
一
定
の
段
階
お
よ
び
様
相
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の

と
し
て
で
あ
る
。
教
師
の
問
題
は
生
き
生
き
と
し
た
直
接
的
経
験
を
誘
発
せ
し

め
る
こ
と
で
あ
る
。
教
師
が
学
問
の
素
材
と
関
係
す
る
の
は
、

そ
の
「
学
科
が

経
験
の
一
部
と
な
り
得
る
よ
う
な
方
法
」
で
あ
る
。
そ
の
学
科
に
関
連
し
て
、

利
用
で
き
る
も
の
と
し
て
、
何
が
児
震
の
現
在
の
中
に
存
す
る
か
。
い
か
に
し

て
そ
の
よ
う
な
要
素
が
利
用
で
き
る
か
。
教
材
に
関
す
る
教
師
自
身
の
知
識
が

児
玄
の
要
求
や
行
動
を
解
釈
す
る
の
に
、
ど
れ
程
役
立
ち
、
児
章
の
成
長
が
適
正

に
方
向
づ
け
ら
れ
る
た
め
に
、
児
童
が
お
か
れ
る
べ
き
媒
介
(
環
境
)
を
い
か

r
h

決
め
る
か
。
教
師
は
教
材
そ
の
も
の
に
関
係
す
る
の
で
な
く
、
全
体
的
な
、

成
長
し
つ
つ
あ
る
経
験
の
中
に
お
け
る
関
連
要
素
と
し
て
の
教
材
に
関
係
し
て

い
る
の
で
あ
る

Q

し
た
が
っ
て
、
教
師
は
教
材
そ
の
も
の
に
注
志
す
る
の
で
は
な
く
、
生
徒
の

現
在
要
求
お
よ
び
能
力
と
、
そ
の
教
材
と
の
相
互
作
用
に
注
立
す
る
の
で
あ
る

(
注
一
三

が
、
乙
の
相
互
作
用
を
も
た
ら
す
教
材
は
、
心
理
化
さ
れ
た
教
材
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
も
な
い
。
心
理
化
さ
れ
た
教
材
の
効
果
性
に
つ
い
て
は
、
彼
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
現
在
の
活
動
や
傾
向
の
結
果
と
み
ら
れ
る
と
き
に
は
、
知
的
な

実
際
的
な
、
あ
る
い
は
倫
理
的
な
あ
る
障
害
、
ー
も
し
そ
乙
で
問
題
に
な
っ
て

い
る
真
理
が
獲
得
さ
れ
る
な
ら
ば
、
よ
り
十
分
に
の
り
こ
え
ら
れ
る
障
害
を
、

現
在
探
し
出
す
乙
と
が
容
易
で
あ
る
。

こ
の
障
害
を
の
り
超
え
よ
う
と
す
る
要

(
一
九
九
)



教
育
作
用
の
主
体

求
は
、
学
習
に
対
し
て
動
機
を
与
え
る
。
そ
し
て
児
者
自
身
の
目
的
が
そ
れ
を

{注一宮一}

達
成
す
る
手
段
を
も
つ
よ
う
に
す
す
め
る
の
で
あ
る
c

我
々
は
こ
こ
に
教
材
の
心
理
化
が
、
真
理
獲
得
の
方
法
と
し
て
関
係
づ
け
ら

れ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
の
真
理
が
児
京
の
目
的
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
使

用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
結
局
生
徒
の
操
作
活
動
と
し
て
の
学
再
活
動
の
動
捜

づ
け
に
、
教
材
の
心
理
化
の
ね
ら
い
が
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

教
師
自
身
が
真
理
を
生
徒
自
身
の
白
的
に
吉
本
仕
す
る
よ
う
に
、
操
作
対
象
と
し

て
利
用
す
る
と
同
時
に
、
生
徒
も
自
己
の
目
的
の
達
成
、
障
害
の
克
服
、
要
求

の
充
足
の
た
め
に
、
真
理
な
り
、
教
材
な
り
を
、
操
作
対
象
と
し
て
学
期
日
(
問

題
解
決
学
習
)
す
る
こ
と
を
窓
味
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
教
材
を
、
教
師
も
生

徒
も
利
用
の
対
象
と
し
て
見
出
し
て
い
る
と
乙
ろ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
間
接
性
を

性
格
と
す
る
教
育
作
用
の
特
色
を
み
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
教
材
心
理
化
の
中
核
的
問
題
と
な
る
動
機
づ
け
、
す
な
わ
ち
精
神
と

素
材
と
の
聞
の
結
合
関
係
を
樹
立
す
る
問
題
は
、
教
材
を
お
し
え
こ
む
た
め

に
、
外
部
か
ら
の
力
や
、
人
為
的
な
工
夫
に
よ
る
も
の
か
、
教
材
自
体
か
ら
発

す
る
も
の
か
の
問
題
で
あ
る
が
、

も
し
課
業
の
教
材
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
立

識
の
内
部
に
適
当
な
場
所
を
占
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
た
も
し

教
材
が
児
這
自
身
の
過
去
の
行
動
や
、

苦
悩
か
ら
生
れ
た
も
の
で

思
考
や

あ
っ
て
、

さ
ら
に
一
一
層
の
出
来
ば
え
と
受
容
力
の
適
用
へ
と
成
長
し
て
い
く

な
ら
ば
、

素
材
自
体
か
ら
発
生
す
る
動
機
づ
け
と
な
る
。

教
材
が
児
煮
の
興

二
四

(ニ
O
O
)

味
を
そ
そ
ら
な
い
の
は

「
教
材
が
成
長
す
る
経
験
の
中
に
起
源
も
関
係
も

持
っ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
よ

心
理
化
さ
れ
た
教
材
は
必
然
的
に
興
味
あ
る

も
の
な
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
教
材
の
変
形

な
い
し
心
理
化
は
、

「
児
主

の
生
活
範
囲
の
中
か
ら
素
材
を
取
り
出
し
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
あ

{
注
一
回
)

る
山
」こ

こ
に
教
材
は
生
徒
の
生
活
経
験
か
ら
採
択
さ
れ
る
経
験
単
元
、
な
い
し
経

験
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
成
立
し
て
、
文
化
財
か
ら
採
択
さ
れ
る
教
材
単
元
、
な
い

し
学
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
区
別
さ
れ
る
。
教
材
単
元
、
な
い
し
学
科
カ
リ
キ
ユ

ラ
ム
で
は
、
教
育
の
理
念
な
い
し
目
標
が
、
文
化
の
客
観
的
精
神
と
し
て
明
確

に
把
持
さ
れ
、
教
師
は
生
徒
を
し
て
そ
の
体
得
に
向
わ
し
め
る
努
力
に
み
ち
て

い
た
ο

経
験
主
義
教
育
の
教
師
は
、
教
育
目
標
を
い
か
に
把
握
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。デ

ュ

i
イ
に
お
い
て
は

{
注
一
三

も
た
な
い
過
程
」

教
育
は
「
そ
れ
自
身
の
ほ
か
に
な
ん
ら
の
目
的
を

「
成
長
は
よ
り
以
上
の
成
長
以
外
に
は
、
な
ん
ら

で
あ
り
、

関
係
す
る
も
の
が
な
い
か
ら
、
教
育
は
よ
り
以
上
の
教
育
以
外
に
は
何
も
の
に

(
注
一
さ

も
従
属
し
な
い
c

」
結
局
、
教
育
目
的
は
「
持
続
す
る
成
長
」
を
約
束
す
る
方

向
を
と
る
べ
き
で
、

乙
の
方
向
の
成
長
を
も
た
ら
す
経
験
が
教
育
内
容
で
あ

る
。
こ
こ
に
お
い
て
経
験
は
な
ん
ら
価
値
的
な
立
味
を
も
っ
て
い
な
い
。
し
か

し
文
化
価
値
な
り
真
理
な
り
と
の
無
関
係
を
教
育
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な

く
、
真
理
な
り
価
値
な
り
を
成
長
へ
の
利
用
の
対
象
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
、



す
で
に
明
確
に
し
て
き
た
が
、
教
育
目
的
の
な
識
を
所
有
す
べ
き
こ
と
は
、
教

師
に
強
く
要
請
さ
れ
て
い
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
学
問
知
識
を
「
成
長
傾
向
の

記
号
」
と
み
、

「
解
釈
」
と
「
指
導
」
に
利
用
す
る
乙
と
は
、
教
師
に
対
す
る

教
育
目
的
の
付
与
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
既
成
知
識
は
、
児
章
の
活
動
が
こ
う
い

う
条
件
の
も
と
で
は
必
然
的
に
乙
の
方
向
に
動
き
、
か
く
か
く
の
結
果
に
な
る

こ
と
を
指
示
し
て
く
れ
念
。
そ
し
て
「
世
界
が
今
日
、
自
己
の
も
の
と
し
て
保

有
し
て
い
る
科
学
や
芸
術
や
産
業
の
ど
の
分
野
に
お
い
て
な
り
と
、
児
童
が
教

{
注
一
七
}

師
に
示
し
た
運
命
を
、
児
童
の
性
質
に
み
ご
と
に
実
施
さ
せ
て
や
ろ
う
」
と
決

立
す
る
の
が
教
師
の
任
務
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
児
童
の
側
に
あ
る
。

「
主
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
児
童
の
現
在
も
つ
力
で
あ
り
、
教
育
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
児
童
の
現
在
示
す
能
力
で
あ
り
、
実
現
化
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
の
は
、
児
童
の
現
在
の
態
度
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
教
師
が
い
わ
ゆ

る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
に
包
含
さ
れ
て
い
る
人
類
経
験
を
、
賢
明
に
、
か
つ
徹

底
的
に
知
り
抜
い
て
い
る
場
合
を
除
い
て
は
、
何
が
児
童
の
現
在
の
力
で
あ

り
、
能
力
で
あ
り
、
態
度
で
あ
る
か
、
ま
た
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
主
張
さ

れ
、
教
育
さ
れ
、
実
現
さ
れ
る
べ
き
か
を
、
教
師
は
知
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ

(注一

C

る
c
」

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
含
ま
れ
る
人
類
経
験
が
、
経
験
主
義
教
育
な
い
し
実
験
主

義
教
育
に
お
い
て
、

い
か
な
る
基
準
に
も
と
づ
い
て
選
択
さ
れ
る
か
に
つ
い
て

は
、
こ
乙
で
は
そ
れ
が
、
人
文
主
義
化
の
動
向
を
も
っ
た
社
会
的
価
値
水
準
の
規

教
育
作
用
の
主
体

定
と
な
る
こ
と
を
重
視
し
、
古
典
主
義
的
基
準
で
な
い
こ
と
の
単
な
る
指
摘
に

(
注
一
九
)

と
ど
め
て
お
く
が
、
選
択
さ
れ
た
教
材
に
つ
い
て
の
教
師
の
精
通
が
、
生
徒
の
成

長
万
向
を
明
示
す
る
の
で
あ
る

P

「
教
師
の
問
題
は
自
分
が
既
に
精
通
し
て
い
る

(注一一己)

教
材
の
方
向
に
む
か
つ
て
、
生
徒
の
経
験
を
進
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
」

か
よ
う
に
生
徒
成
長
の
方
向
付
与
を
教
師
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
絶
大
な
る
も

の
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
授
業
に
お
け
る
生
徒
活
動
の
目

擦
に
お
い
て
は
、
教
師
の
目
標
付
与
が
稀
薄
化
し
、
何
を
教
え
る
か
の
問
題
が

不
明
確
に
な
っ
て
い
く
の
が
、
進
歩
派
の
難
点
で
あ
っ
て
、

つ
い
に
は
教
師
の

-
存
在
も
守
り
え
払
く
な
る
と
の
批
判
も
生
じ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
児
童

の
側
に
焦
点
を
お
く
教
育
作
用
の
間
接
性
か
ら
結
果
す
る
必
然
性
な
の
で
あ
る

が
、
こ
の
点
を
以
下
に
明
確
に
し
よ
う
。

進
歩
派
の
教
授
理
論
で
は
、
学
習
が
叶
人
間
有
機
体
と
、

そ
の
自
然
的
、
社

会
的
環
境
と
の
相
互
作
用
の
能
動
的
過
程
」
と
記
述
さ
れ
た
「
経
験
」
に
関
し
て

{
注
ニ
乙

い
る
。
こ
の
「
相
互
作
用
の
過
程
」
の
終
結
は
、
目
的
と
興
味
と
の
実
現
、
要

求
の
充
足
、
困
難
の
克
服
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
学
胃
の
過
程
で
、
道
具
的
学
習

(
吉
田
昨
日

E
g
g
-
-
2円
旦
口
問
)

と
し
て
知
識
が
獲
得
さ
れ
、

道
具
使
用
の
習

慣
が
形
成
さ
れ
、
理
念
と
態
度
が
生
じ
る
。

過
激
な
進
歩
派
と
し
て
み
な
さ
れ
る
実
験
主
義
者
は
、
教
育
が
外
部
か
ら
の

固
定
し
た
目
標
に
奉
仕
す
べ
き
で
な
い
こ
と
、
成
長
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
る

こム」、

そ
し
て
現
在
の
最
高
限
度
の
立
味
あ
る
生
活
が
、
未
来
の
最
善
の
準
備

一一五

(二

O
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で
あ
る会
乙吉
工芸教

と育
作

を 用
主の

手毒
る

こ
う
し
た
主
張
は
、

「
生
徒
に
何
を
学
期
円
さ
せ
る
か
」
に
つ
い
て
、
す
な
わ

ち
生
徒
活
動
の
成
果
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
関
心
の
欠
如
を
示
し
て
い

る

実
験
主
義
者
に
よ
る
と
、

生
徒
の
側
で
の
目
的
あ
る
活
動
が
最
大
限
に

意
義
あ
る
生
活
で
あ
り
、

乙
れ
が
教
師
の
目
標
で
あ
る
べ
き
で
、

「
生
徒
の
目

的
」
の
到
達
点
や
、

「
生
徒
の
活
動
」
の
成
果
に
教
師
は
考
慮
を
払
っ
て
い
な

ぃ
。
た
と
え
ば
、
キ
ル
パ
ト
リ
ッ
ク
(
司
王
宮
吉
田
・

同
町
田
】
丘
町

-nw)
は、

「
学
校
の
仕
事
は
、
有
益
な
社
会
理
念
、
民
主
的
学
習
お
よ
び
行
動
の
習
慣
、

(
注
云
一
}

実
際
的
、
社
会
的
知
性
の
育
成
で
あ
る
」
と
す
る
。

こ
の
絞
述
の
背
後
に
キ
ル
パ
ト
リ
ッ
ク
の
現
代
観
が
潜
ん
で
い
る
c

科
学
の
発
達
は
加
速
度
的
で
、
次
代
の
当
面
す
る
生
活
場
面
を
予
期
で
き
な

「
我
々
が
確
実
に
主
張
し
う
る
唯
一
の
も
の
は
、
未
知
の
未
来
を
形
成
し

(
注
ニ
回
)

て
い
る
急
速
な
変
化
す
る
力
に
直
面
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

し、
c 

こ
の
新
し
い
生
活
状
況
か
ら
、

キ
ル
パ
ト
リ
ッ
ク
は
教
育
に
つ
い
て
三
つ
の

結
論
を
ひ
き
出
す
。

第
一
は
.
「
何
を
」
考
え
る
か
よ
り
も
、

「
い
か
に
考
え
る
か
に
強
調
を
お
く

こ
と
で
あ
る
。
問
題
場
面
の
処
理
方
法
に
つ
い
て
学
び
、
分
桁
、
協
力
と
統
制
、

行
動
の
ア
ラ
ン
へ
と
理
念
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
し
、

こ
こ
の
理
念
を
行
動
に
お
い

て
テ
ス
ト
し
、
改
訂
す
る
c

わ
れ
わ
れ
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
な
ん
ら
か
の
理
念
を
未
来
に
投
射
し

そ
の

一一六

(二

O
ニ)

照
り
返
し
に
よ
り
、
現
在
社
会
文
化
の
秩
序
を
溶
解
し
な
が
ら
、
自
ら
の
企
図

を
現
実
化
し
て
ゆ
く
点
で
、
文
化
溶
解
の
未
来
型
と
し
、
世
界
構
成
の
教
育
方
法

と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
文
化
教
育
学
に
お
け
る
、
文
化
溶
解
の
過
去

型
と
し
て
の
了
解
の
内
面
構
成
の
教
育
方
法
と
並
ん
で
、
再
認
識
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
考
え
る
が
、
プ
ラ
ン
メ
ル
ド
(
、
H
d
o。
仏
。
話
回

E
E巳
仏
)
の
批
判
す
る
よ

(
注
一
五
}

う
に
、
規
範
に
よ
る
指
導
が
欠
如
し
て
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
価
値
完
成
を

度
外
視
し
て
、
過
程
の
み
を
尊
重
す
る
の
は
誤
り
で
あ
り
、
全
我
活
動
が
客
観

価
値
の
実
現
を
め
ざ
し
て
統
制
さ
れ
、
表
現
活
動
が
そ
の
表
現
成
果
の
客
観
的

価
値
を
尊
重
し
て
努
力
さ
れ
る
よ
う
に
、
客
観
主
義
の
立
場
か
ら
補
正
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
。
な
お
、
カ
ウ
ン
ツ
(
の
・

ω・の
O
ロ
三
回
)
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

結
論
の
精
通
は
探
究
を
企
て
る
た
め
の
本
質
的
条
件
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
教

え
る
内
容
の
伝
達
が
、
思
考
方
法
の
能
力
養
成
と
同
時
的
に
進
行
す
べ
き
も
の

(
注
ニ
さ

で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

第
こ
に
は
「
教
え
乙
み
」

(

F

ロ仏。口白骨門戸ロ白色。ロ)

の
否
定
で
あ
る
ο

内
容
を

絶
対
的
な
も
の
と
し
て
う
け
入
れ
さ
せ
て
、
選
択
を
許
さ
な
い
「
教
え
こ
み
」

は
、
新
し
い
世
界
に
適
応
不
可
能
な
人
聞
を
つ
く
る
ο

変
化
世
界
は
生
活
展
望

と
行
動
型
式
に
柔
軟
性
を
要
求
す
る
c

そ
こ
に
自
分
で
考
え
る
自
由
を
育
て
上

げ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

こ
れ
が
新
し
い
道
徳
と
な
る
が
、
キ
ル
パ
ト
リ
ツ

ク
は
民
主
主
義
の
原
理
や
展
望
す
ら
教
え
こ
む
べ
き
で
な
い
、
と
す
る
。
「
民
主

主
義
を
『
教
え
乙
む
』
乙
と
は
民
主
主
義
に
矛
盾
し
、
我
々
が
教
え
る
と
約
し



(
注
=
さ

て
い
る
民
主
主
義
そ
の
も
の
の
否
定
で
あ
る
ο

」

「
民
主
主
義
の
信
念
を
教
え

(
注
ニ
ハ
)

こ
む
こ
と
は
、
め
か
く
し
さ
れ
た
支
持
者
を
つ
く
る
乙
と
で
あ
る
む
」

キ
ル
パ
ト
リ
ッ
ク
は
、
自
己
の
基
準
と
行
動
の
主
体
者
と
し
て
自
己
決
定
を

な
し
う
る
よ
う
に
育
成
す
る
乙
と
を
教
育
の
目
的
と
す
る
が
、
自
己
決
定
の
核

心
と
な
る
良
心
や
精
神
を
育
て
上
げ
る
経
験
は
、

乙
れ
を
生
徒
は
自
分
で
選
択

が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
成
人
の
選
ん
だ
文
化
環
境
を
必
要
と
す
る
。
教
師
の
側

で
は
、
児
竜
の
た
め
の
経
験
課
程
を
決
定
す
る
た
め
に
、
世
界
事
象
を
認
知
し
、

評
価
す
る
知
的
、
道
徳
的
照
準
枠

2
3
5
2
0同

(
注
二
む

を
必
要
と
す
る
と
み
て
い
る
c

し
か
し
乙
れ
を
環
境
条
件
と
し
て
と
ど
め
て
お
‘

分
類
し
、

円
。
同
町
円
。
ロ
円
四
)

く
の
で
あ
っ
て
、

そ
こ
で
は
、
い
く
ら
教
師
の
照
準
枠
で
つ
く
ら
れ
た
環
境
で

も
、
選
択
体
制
の
中
に
お
か
れ
る
た
め
に
、
民
族
な
い
し
人
類
の
優
秀
性
を
生

徒
が
ど
の
程
度
に
汲
み
と
り
、
臼
己
の
も
の
に
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
か
に

つ
い
て
は
問
題
が
の
こ
る
。
さ
ら
に
は
、
自
分
で
再
検
討
す
る
場
合
、
経
験
的

見
地
か
ら
判
断
す
る
乙
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
そ
う
し
た
環
境
に
お
い
て
、
心

の
中
に
育
っ
た
バ
イ
ア
ス
の
一
層
の
深
化
を
怠
味
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
c

乙
の

点
で
も
疑
問
が
あ
る

G

要
す
る
に
教
え
乙
み
を
防
ぐ
手
段
と
し
て
、
環
境
を
重

視
し
た
が
、
環
境
の
も
つ
人
間
形
成
力
も
し
く
は
そ
の
形
成
力
に
反
応
す
る
生

徒
の
自
発
性
の
過
信
に
陥
っ
た
誤
謬
で
あ
る
c

望
ま
し
い
見
地
を
、
事
実
の
歪

曲
や
応
献
な
し
に
教
え
乙
む
た
め
に
、
熟
考
さ
れ
た
場
面
の
取
扱
い
が
必
要
で

あ
る
と
認
め
る
カ
ウ
ン
ツ
の
立
場
に
組
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
ら

教
育
作
用
の
主
体

第
三
は
、
生
徒
活
動
の
成
果
の
把
揖
に
つ
い
て
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
変
動

す
る
文
明
に
生
を
う
け
ず
、
乙
の
状
態
が
続
く
以
上
、
望
ま
し
い
民
主
主
義
に
つ

い
て
は
一
般
的
基
準
に
閲
す
る
事
項
以
外
に
は
限
定
で
き
な
い
。
従
っ
て
「
有

益
な
社
会
理
想
、
民
主
的
学
習
お
よ
び
行
動
の
習
慣
、
実
際
的
、
社
会
的
知
性
」

あ>>:も
る喜ま
O~ t.こ

般
的
な

葉
以
外
に
(土
限
λ巳

で
き
ず

試
案
的
に
と
ど
ま
る
も
の
で

勿
論
、

キ
ル
パ
ト
リ
ッ
ク
の
「
学
校
の
仕
事
」
の
概
念
の
中
に
、
教
師
は
生

徒
が
何
を
学
ぶ
べ
き
か
に
つ
い
て
の
関
心
を
も
つ
べ
き
乙
と
を
立
味
し
て
い
る

が
、
し
か
し
そ
乙
に
、

彼
の
立
場
の
難
点
が
う
か
が
わ
れ
る
。

彼
は
乙
の
関
心

を
実
験
主
義
的
哲
学
か
ら
み
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
獲
得
さ
る
べ
き
行
為
の
統

制
に
関
し
て
の
事
前
に
絞
述
さ
れ
た
具
体
的
目
標
か
ら
で
は
な
い
。

キ
ル
パ
ト
リ
ッ
ク
は
生
徒
活
動
の
成
果
が
、

「
共
通
の
知
識
と
、
共
通
の
技

能
の
考
慮
さ
れ
た
一
群
」
を
合
む
べ
き
乙
と
を
承
認
し
て
い
る
ο

し
か
し
彼
は

主
張
す
る
c

一
事
前
に
事
柄
を
明
確
化
す
る
乙
と
、
と
く
に
学
習
対
象
に
つ
い
て

特
殊
化
し
て
の
べ
る
乙
と
は
、
学
羽
円
の
開
始
を
援
助
す
る
万
法
で
は
な
い
ι

生

徒
の
教
育
過
程
は
、
も
し
教
師
が
基
本
的
に
、
生
徒
活
動
の
質
に
関
心
を
も
っ

て
い
る
な
ら
ば
、
効
果
の
上
る
も
の
で
あ
る
c

こ
の
活
動
が
目
的
を
も
ち
、
精

力
的
で
健
全
か
つ
創
造
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
活
動
が
賢
明
に
指
導
さ
れ
る
限
り

(注官一一)

、
の
ぞ
ま
し
い
成
果
が
「
生
成
す
る
(
由
自
由
話
。
)
。
」

も
っ
と
も
キ
ル
パ
ト
リ
ッ
ク
は
自
己
の
立
場
が
実
験
主
義
者
の
中
で
も
極
端

二
七

(一一

O
一
二
)



教
育
作
用
の
主
体

な
傾
向
の
あ
る
乙
と
を
認
め
、
進
歩
派
の
多
く
の
も
の
が

「
何
が
学
宵
さ
る

べ
き
か
は
、
あ
る
仕
方
で
、
あ
る
程
度
、
記
述
さ
れ
る
」
の
を
望
ん
で
い
る
こ

と
を
右
と
同
時
に
指
摘
し
た
c

平
均
的
な
実
験
主
義
理
論
に
お
い
て
は
、
教
師

は
「
望
ま
れ
て
い
る
成
果
」
に
も
考
慮
を
払
っ
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
授
業
に
お
け
る
最
初
の
段
階
で
は

「
動
機
づ
け
の
条
件
」
が

基
本
的
考
慮
と
な
っ
て
い
て
、
生
徒
の
出
発
点
と
な
る
も
の
は
、
彼
ら
の
行
動

の
欲
求
で
あ
る
ο

「
発
展
づ
け
る
活
動
」
、
す
な
わ
ち
「
経
験
」
を
指
導
す
る

さ
い

教
師
は
、

そ
の
経
験

「
望
ま
れ
て
い
る
成
果
』
の
達
成
手
段
と
し
て

を
評
価
す
る
が
、

「
固
定
し
た
、

ード
awu'
ヨゴ
h
叶
d

-

夕
方
ロ

E
'
H」

乙
れ
は

と
考
え
ら
れ
な
い
か

ら
、
乙
の
評
価
は
大
休
、

の
ぞ
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
教
育
的
成
長
の
線
に
そ

。
っ
た
増
加
量
と
同
一
視
す
る
乙
と
に
な
る
ロ
し
か
し
こ
う
し
た
評
価
が
、
教
師

の
行
う
指
導
の
努
力
に
関
係
し
た
提
案
と
し
て
、
教
師
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
.

も
の
で
、
生
徒
活
動
の
自
己
目
的
性
を
械
ず
る
よ
う
な
強
制
的
要
求
を
表
示
す

る
も
の
と
し
て
で
は
な
い
。

い
い
か
え
れ
ば
「
の
ぞ
ま
れ
て
い
る
成
果
」

の
方

向
に
お
け
る
教
有
的
成
長
に
関
し
た
評
価
は
、
動
機
づ
け
条
件
の
問
点
か
ら
の

評
価
に
と
っ
て
、
第
二
義
的
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

生
徒
の
目
的
、
要
求
、
興
味
が
学
宵
展
開
の
自
然
の
道
で
あ
る
か
ら
、

を
無
視
す
る
な
ら
ば
、
経
験
主
義
者
の
主
張
も
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
活
動

乙
れ

評
価
の
支
配
的
基
準
が
、
動
機
づ
け
の
条
件
と
み
な
さ
れ
る
乙
と
に
は
問
題
が

あ
る
」
そ
れ
は
結
局
、
活
動
の
た
め
の
活
動
に
陥
り
、
児
議
中
心
主
義
の
そ
し

二
八

(一一O
四
)

り
を
免
れ
な
い
。

乙
の
克
服
の
た
め
に
す
で
に
経
験
主
義
の
立
場
で
も
、

十

.
分
に
選
定
さ
れ
た
目
標
」
と
「
細
心
に
計
画
さ
れ
た
活
動
課
程
」
を
一
事
前
に
も

(
注
官
官
一
)

つ
乙
と
が
要
求
さ
れ
て
き
て
い
る
c

し
か
し
乙
の
事
前
に
選
定
さ
れ
た
白
標
、
し
た
が
っ
て
生
徒
活
動
の
終
結
に

お
け
る
成
果
が
、
ど
れ
ほ
ど
行
動
の
統
制
な
い
し
行
動
の
変
化
と
し
て
明
確
化

さ
れ
て
も
、
進
歩
派
に
お
い
て
は
、

「
学
到
す
べ
き
知
識
や
要
求
さ
れ
て
い
る

技
能
の
真
の
価
値
は
、
学
宵
者
が
そ
れ
ら
を
生
活
場
面
で
使
用
す
る
乙
と
を
可

(
注
一
号
一
}

能
な
ら
し
め
る
と
乙
ろ
に
あ
る
」
の
で
あ
っ
て
、

「
教
師
は
学
習
活
動
と
し
て

の
生
徒
の
協
同
計
両
の
一
相
と
し
て
、

の
ぞ
ま
し
い
行
動
変
化
を
助
成
す
る
た

(
注
思
固
}

め
に
使
用
さ
れ
る
教
材
の
種
類
に
関
心
を
も
っ
こ
要
す
る
に
教
材
は
教
育
的

成
長
と
い
う
白
的
へ
の
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
、
教
育
的
成
長
の
全
相
が
目
標

構
成
を
思
考
す
る
さ
い
の
中
核
を
占
め
、
成
長
と
い
う
基
本
線
に
沿
う
た
増
加

が
そ
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
ョ
し
た
が
っ
て
、

さ
き
に
評
論
し
た
キ
ル
パ
ト
リ

ツ
ク
の
場
合
と
同
様
に
、
目
標
の
強
調
も
、
究
極
に
お
い
て
は
、
生
徒
活
動
を

そ
の
目
標
(
期
待
さ
れ
る
成
果
)

の
達
成
さ
れ
る
手
段
と
し
て
み
る
乙
と
は
し

な
い
の
で
あ
る
。

「
計
画
さ
れ
た
活
動
課
程
」
の
重
視
も
、
結
局
は
教
室
に
お
い
て
白
的
と
内

容
を
選
択
し
組
織
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
教
師
生
徒
協
同
計
両

(
同
町
白

n
v
o円台
i

同
】
口
問
】
口
同
】
-
白
ロ
ロ
山
口

mw
円
。
。
同
】
叩
同
白
立
〈
O
H
V
-
白
ロ
ロ
山
口
閃
)

が
そ
の
中
心
で
あ
っ
て

協
同
計
画
を
行
う
た
め
に
事
前
に
計
画
さ
れ
た
経
験
課
程
な
の
で
あ
る
。

ス
ピ
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1
ズ

(ω日

ug『
タ
出
血

B
E
)
は、

理
想
的
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
過
度
の
固
定
性

と
過
度
の
柔
軟
性
を
排
斥
し
、

そ
の
中
聞
を
め
ざ
し
て
程
よ
い
固
定
性
と
柔
軟

(注
Z
E
)

性
を
確
保
す
る
手
段
と
し
て
の
価
値
を
協
同
計
画
に
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、

(冨

g
g
p
完
伊
)

そ
の
ね
ら
い
は
、

モ
ン
ロ
ー

の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

協
同
計
画
は
、
進
歩
派
が
最
適
の
学
習
条
件
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
、
学
習
環

境
の
操
縦
と
な
ら
ん
で
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
学
習
割
当
て
(
白
曲
者
百
ロ
・

は
最
後
の
手
段
と
し
て
の
み
認
め
、
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
避
け
る
た

(
注
実
)

め
に
協
同
計
画
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

H

ロ
巾
己
)

協
同
計
画
が
、
単
に
学
習
環
境
の
設
定
と
い
う
舞
台
装
置
の
操
縦
に
と
ど
ま

る
乙
と
が
で
き
ず
、
教
師
が
生
徒
と
と
も
に
共
演
者
と
し
て
舞
台
の
上
に
の
ぼ

っ
て
き
た
こ
と
に
、
我
々
は
「
教
育
作
用
の
間
接
性
」
の
一
つ
の
限
界
点
と
そ

れ
を
の
り
超
え
る
前
進
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
の
基
本
的
性
格
が

動
機
づ
け
の
条
件
に
と
ど
ま
る
限
り
、

「
計
問
さ
れ
た
活
動
課
程
」
の
計
画
性

に
問
題
が
残
る
の
で
あ
る

Q

す
な
わ
ち
そ
の
計
画
性
は
、
目
標
と
方
向
を
与
え

る
の
み
で
あ
り
、
そ
の
目
標
に
到
達
し
、
方
向
に
従
う
た
め
に
は
何
が
起
る
ベ

き
か
に
つ
い
て
詳
細
な
展
望
を
欠
い
て
い
る

G

乙
の
点
で
正
確
に
は
、

経
験
主

義
の
教
師
は
計
画
的
行
為
者
で
は
な
く
て
、
立
図
的
作
用
者
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
教
師
の
任
務
が
学
習
へ
生
徒
を
挑
戦
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
し

て
重
視
さ
れ
る
場
合
に
も
、
経
験
主
義
の
立
場
で
は
、
教
師
の
興
味
な
り
関
心

教
育
作
用
の
主
体

な
り
と
、
生
徒
の
そ
れ
ら
と
の
交
文
し
重
な
り
合
う
部
分
を
発
見
し
、
そ
の
何

{
注
自
宅
)

域
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
に
焦
点
が
お
か
れ
る
に
す
ぎ
な
い
J

両
者
の
重
な
り
合

う
傾
域
に
動
的
な
多
産
的
な
学
習
が
展
開
さ
れ
る
乙
と
の
承
認
に
も
と
づ
く
の

で
あ
る
が
、
生
徒
の
課
業
に
何
が
お
乙
っ
て
い
る
か
よ
り
も
、
生
徒
に
何
が
起

及
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い

Q

こ
れ
は
文
化
教
育
学
の
対
象
絶
対
主
義
の
丸

っ
て
い
る
か
に
焦
点
を
お
く
た
め
、

そ
の
興
味
、
関
心
の
対
象
そ
の
も
の
に
言

場
が
、
挑
戦
し
て
う
ち
と
る
べ
き
、
自
ら
征
服
し
て
進
む
べ
き
、
当
の
相
手
(
教

材
)
を
生
徒
の
前
に
提
示
し
て
、
そ
れ
と
適
確
に
対
面
さ
せ
る
よ
う
な
、
計
問
的

行
為
者
で
あ
る
こ
と
を
教
師
に
要
請
す
る
の
と
は

全
く
対
照
的
で
あ
る
。

(
未
完
)

(

同

)

U

2
ミ
巾

M
J
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o
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