
ヘ
ル
マ
ン
一
ノ
i
ル
に
お
け
る
教
育
学
の
自
律
性

　
－
普
遍
妥
当
な
教
育
学
の
可
能
性
に
つ
い
て
－

一
2
一

菊
　
池
　
龍
三
郎

、
は
じ
め
に

　
本
稿
で
は
、
ヘ
ル
マ
ン
一
ノ
ー
ル
の
教
育
学
の
自
律
性
論
を
、

前
稿
と
は
観
点
を
変
え
て
、
普
遍
妥
当
な
教
育
学
の
可
能
性
に
関

す
る
ノ
ー
ル
の
論
述
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
考
察
し
た
い
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
「
教
育
学
の
普
遍
妥
当
性
し
θ
庁
と
ポ
Φ
冒
旺
甲

ぴ
q
邑
ユ
祭
県
創
蟹
霊
駐
ぴ
q
潟
｛
汀
）
な
い
し
「
普
遍
妥
当
な
教
育
学

の
可
能
性
し
（
皇
①
罵
0
：
α
q
5
祭
県
く
竃
蝕
蟹
邑
ぴ
q
Φ
昌
旺
潟
昌
戊
⑰
q
①

勺
註
潟
潟
岸
）
に
関
す
る
問
題
は
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
以
来

の
教
育
学
の
重
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
が
、
特
に
今
世
紀
初
頭
の

い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
の
科
学
的
教
育
学
の
運
動
に
お
い
て
は
、
科
学

的
教
育
学
の
定
立
の
可
能
性
に
関
す
る
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。

　
い
わ
ゆ
る
哲
学
か
ら
の
教
育
学
の
「
解
放
運
動
し
す
な
わ
ち
各

学
問
体
系
の
哲
学
か
ら
の
分
化
、
自
立
化
の
運
動
に
お
い
て
、
哲

学
の
束
縛
か
ら
最
後
に
解
放
さ
れ
た
教
育
学
に
関
し
て
、
教
育
学

の
普
遍
妥
当
性
を
問
う
こ
と
自
体
が
そ
の
後
進
性
の
証
左
で
あ
っ

た
と
は
い
え
、
ノ
ー
ル
に
と
っ
て
至
極
真
剣
な
問
い
で
あ
っ
た
。

　
前
稿
で
は
自
律
性
の
問
題
が
、
教
育
学
独
自
の
認
識
の
地
平
を

拓
き
う
る
原
点
の
構
築
の
可
能
性
に
関
す
る
不
可
欠
の
問
い
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
本
稿
の
教
育
学
の
普
遍
妥
当
性
に
関
す
る
問
い

も
ま
た
、
自
律
的
な
教
育
学
の
学
問
的
な
可
能
性
を
検
討
す
る
過

程
に
お
い
て
不
可
避
的
な
問
い
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
二
〇
年
代
の
科
学
的
教
育
学
の
代
表
者
た
ち
が
い
ず
れ
も
何

ら
か
の
形
で
教
育
学
の
普
遍
妥
当
性
の
可
能
性
に
つ
い
て
程
度
の

差
こ
そ
あ
れ
論
究
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
こ
と
の
具
体
的
な
表
わ

れ
で
あ
る
。

　
普
遍
妥
当
な
教
育
学
の
可
能
性
に
関
す
る
問
い
は
、
古
く
は
特

に
シ
ュ
ラ
イ
ェ
ル
マ
ツ
ハ
ー
、
新
し
く
は
ノ
i
ル
の
師
デ
ィ
ル
タ

イ
に
よ
っ
て
本
格
的
に
論
究
さ
れ
た
。
そ
し
て
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル

マ
ッ
ハ
ー
、
デ
ィ
ル
タ
イ
と
も
に
普
遍
妥
当
な
教
育
学
の
可
能
性

を
否
定
し
た
。
ノ
ー
ル
も
デ
ィ
ル
タ
イ
等
の
問
い
を
引
き
継
い
で
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い
る
。
し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
等
が
否
定
し
た
普
遍
妥
当
な
教
育
学

の
可
能
性
を
、
単
に
同
じ
結
論
を
同
じ
論
証
の
し
か
た
で
再
度
引

き
出
す
た
め
だ
け
で
こ
の
問
い
に
取
り
組
む
の
で
は
、
再
び
問
う

こ
と
の
意
味
は
な
い
。
彼
は
、
そ
も
そ
も
デ
ィ
ル
タ
イ
等
の
こ
の

問
題
へ
の
取
り
組
み
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
な
が
ら
自
己
の
論

証
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
。
こ
の
問
題
を
ど
う
い
う
構

図
で
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
教
育
学
の
学
問
的
な
性
格
、

教
育
学
の
認
識
の
普
遍
妥
当
性
を
ど
の
よ
う
な
学
問
モ
デ
ル
の
ど

の
よ
う
な
認
識
に
準
拠
し
て
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
が
問
わ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
以
下
の
論
述
は
、
ノ
ー
ル
の
主
著
『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
運

動
と
そ
の
理
論
』
（
良
①
り
注
繕
潟
涼
O
叙
耐
①
オ
③
σ
Q
昌
胴
甘

o
①
冒
叫
ω
o
げ
－
鯉
箏
α
　
ζ
箏
α
甘
げ
h
①
　
↓
げ
①
○
ユ
①
1
㎝
．
＞
¢
戊
．
向
『
p
箏
汀
沽
冒
ユ

畠
ω
ω
）
の
第
二
部
の
「
陶
冶
の
理
論
」
の
第
一
章
の
「
普
遍
妥
当

な
理
論
の
可
能
性
」
の
部
分
と
、
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
第
六
巻
所
収

の
同
名
の
論
文
列
普
遍
妥
当
な
教
育
学
の
可
能
性
に
つ
い
て
』

（
O
げ
胃
　
蟹
⑦
　
罵
0
：
魁
庁
げ
斤
①
岸
　
①
弐
胃
　
巴
衙
①
冒
①
ぎ
α
q
昌
庄
ぴ
q
③
⇒

思
駐
σ
q
○
ぴ
q
ぎ
げ
雲
オ
｛
ω
ω
竃
ω
o
臣
汗
H
竃
。
c
）
を
中
心
に
し
て
考
察

を
進
め
た
い
。
論
述
の
全
体
的
な
構
成
は
、
ノ
ー
ル
の
前
出
の
論

文
に
お
け
る
展
開
の
後
を
追
う
形
で
進
め
た
い
。

二
、

若
干
の
「
普
遍
妥
当
な
理
論
」

試
み
と
ノ
ー
ル
に
よ
る
批
判

の

　
H
　
教
育
学
を
普
遍
妥
当
に
表
現
す
る
二
と
の
困
難
き

　
最
初
に
、
「
普
遍
妥
当
な
教
育
学
」
と
い
う
と
き
の
「
普
遍
妥
当
」

（
邑
ぴ
q
①
昌
臥
握
邑
弐
α
q
）
と
い
う
語
の
規
定
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か

を
み
て
み
よ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
は
、
「
ま
っ
た
く
異
な
っ

た
民
族
や
時
代
に
対
し
て
当
て
は
ま
る
こ
と
し
と
い
う
意
味
で
あ

り
、
ノ
ー
ル
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
ま
ず
デ
ィ
ル
タ
イ
は
前
記

の
論
文
列
普
遍
妥
当
な
教
育
学
の
可
能
性
』
の
冒
頭
で
次
の
よ
う

に
の
べ
て
い
る
。
「
秀
れ
た
教
育
学
の
諸
体
系
は
、
教
育
の
目
標
、

教
材
の
価
値
、
及
び
教
授
の
方
法
を
普
遍
妥
当
に
、
し
た
が
っ
て

ま
っ
た
く
異
な
る
諸
々
の
民
族
、
及
び
諸
々
の
時
代
に
妥
当
す
る

よ
う
規
定
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
」
ま
た
ノ
ー
ル
も
「
認
識
の
結
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刎

と
方
法
の
直
接
的
、
実
際
的
な
流
通
可
能
性
し
と
い
う
意
味
で
の

普
遍
妥
当
な
知
識
体
系
の
可
能
性
に
つ
い
て
語
っ
て
お
り
、
デ
ィ

ル
タ
イ
と
同
じ
意
味
で
普
遍
妥
当
性
と
い
う
語
を
と
ら
え
て
い

る
。
時
間
的
、
空
問
的
な
制
約
を
超
越
し
て
、
い
つ
の
時
代
に
も

ど
ん
な
民
族
や
国
家
に
対
し
て
も
、
そ
の
教
育
目
標
や
教
材
対
象

の
価
値
や
教
授
法
が
通
用
し
う
る
よ
う
な
教
育
理
論
な
い
し
教
育
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体
系
は
考
え
ら
れ
う
る
の
か
。
そ
し
て
こ
こ
で
い
う
「
妥
当
す
る
し

と
か
、
「
あ
て
は
ま
る
し
と
か
、
「
通
用
す
る
」
等
の
こ
と
ば
は
、

ど
の
程
度
の
幅
を
持
っ
た
こ
と
ば
な
の
か
。
さ
ら
に
も
し
も
、
そ

う
し
た
普
遍
妥
当
な
教
育
学
が
考
え
ら
れ
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
ど
う
い
う
種
類
の
理
論
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ノ
ー
ル
が
こ
の
論
文
を
公
け
に
し
た
一
九
三
三
年
当
時
は
、

ノ
i
ル
自
身
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
い
わ
ゆ
る
新
教
育
運
動
が
ま

だ
盛
況
を
呈
し
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
の
試
行
や
実
践

が
多
彩
に
展
開
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
諸
々
の
試
行
や

実
践
の
展
開
に
対
応
す
る
形
で
、
い
わ
ゆ
る
科
学
的
教
育
学
の
建

設
の
試
み
も
進
行
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
普
遍
妥
当
性
の

問
題
は
、
現
実
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
の
実
践
を
き
ち
ん
と
理
論
的

に
位
置
づ
け
、
批
正
し
、
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
科
学
的
教

育
学
の
存
立
と
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
も
科
学
的
教

育
学
の
理
論
家
た
ち
に
と
っ
て
不
可
避
的
な
問
い
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
た
し
か
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
は
、
普
遍
妥
当
な
教
育
学
の
体
系

を
斥
け
た
。
そ
し
て
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
、
教
育
学
は
普

遍
妥
当
に
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
理
論
的

に
明
白
に
断
定
し
た
。
し
か
し
現
実
の
困
難
と
理
想
へ
の
憧
憶
か

ら
さ
ま
ざ
ま
の
実
践
が
豊
か
に
展
開
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
を
念
頭

に
お
い
た
形
で
再
び
こ
の
困
難
な
挑
戦
を
し
た
の
が
デ
ィ
ル
タ
イ

で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
来
、
ど
ん
な
教
育

学
に
お
い
て
も
、
冒
頭
に
は
、
必
ず
「
一
般
に
科
学
と
し
て
の
教

育
学
は
存
在
す
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
存
在

す
る
か
」
と
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
の
で
あ
る
。

　
1
、
陶
冶
目
標
の
世
界
観
的
、
歴
史
的
被
規
定
性

　
ノ
ー
ル
が
、
教
育
学
を
普
遍
妥
当
に
表
現
す
る
こ
と
の
困
難
さ

の
第
一
の
理
由
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
が
、
「
陶
冶
目
標
の
世
界
観

的
、
歴
史
的
被
規
定
性
」
、
つ
ま
り
、
陶
冶
目
標
、
教
育
目
標
が
世

界
観
や
歴
史
的
諸
条
件
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
あ
る

い
は
そ
の
制
約
を
免
れ
得
な
い
と
い
う
理
由
で
あ
る
。

　
ノ
ー
ル
の
論
述
を
少
し
詳
し
く
追
っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
。
今
日
、
教
育
学
を
普
遍
妥
当
に
表
現
す
る
こ
と
の
可
能
性
に

関
す
る
問
い
に
対
し
て
、
第
一
の
答
は
、
教
育
学
は
一
種
の
「
術
し

（
臥
罵
内
竃
ω
け
）
で
あ
る
と
い
う
素
朴
な
答
え
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
教
育
学
－
術
論
」
に
対
し
て
「
教
育
学
は
ど
う
い
う
術
か
し
と

い
う
問
い
が
出
さ
れ
る
。
実
証
主
義
的
な
立
場
か
ら
は
、
そ
れ
を

「
技
術
」
（
旺
箒
叶
9
臣
ぎ
ぼ
内
蔓
ω
叶
）
と
規
定
し
、
教
育
学
に

対
し
て
も
、
技
術
と
同
じ
く
自
然
科
学
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
因
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果
関
係
の
中
で
、
つ
ま
り
心
理
学
、
生
物
学
の
中
で
科
学
的
な
基
。

礎
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
教
育
学
者
が
教
育

者
の
教
育
活
動
を
主
観
的
な
確
信
や
個
人
的
に
限
定
さ
れ
た
経
験
で

は
な
く
て
、
普
遍
妥
当
な
科
学
的
根
拠
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
よ
う

と
し
て
、
特
に
実
験
心
理
学
の
立
場
に
徹
し
よ
う
と
考
え
て
い
た

と
き
の
「
技
術
」
論
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
一
方
で
、
教
育
学
の
中
に
あ
る
種
の
「
倫
理
的
な
術
」
（
9
罵

黒
ま
ω
o
ぼ
内
竃
ω
叶
）
を
見
る
人
も
い
る
。
教
育
が
人
間
の
価
値
的

形
成
に
関
わ
る
営
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
く
る
立
場
で
あ
り
、
こ
の

場
合
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
、
ナ
ト
ル
プ
、
フ
ェ
…
ル

ス
タ
ー
等
に
お
け
る
よ
う
に
倫
理
学
が
教
育
学
の
基
礎
学
と
な

る
。　

そ
し
て
ま
た
、
教
育
学
を
「
造
形
美
術
」
（
＆
鳥
　
9
皆
邑
①

内
憂
ω
叶
）
の
一
種
と
み
る
見
方
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
造
形
美
術
は
、

素
材
の
多
様
性
を
形
式
に
よ
っ
て
統
一
へ
と
も
た
ら
す
か
ら
で
あ

り
、
教
育
自
体
が
、
子
供
を
多
様
な
素
材
の
な
か
で
一
つ
の
個
性

的
な
形
式
へ
と
形
成
し
て
い
く
営
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
教
育
は

造
形
美
術
と
の
類
推
で
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
教
育

学
は
美
学
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
レ
ー
マ
ン

や
エ
ル
ン
ス
ト
画
ヴ
ェ
ー
バ
ー
等
が
こ
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

　
ノ
ー
＝
ル
は
、
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
に
教
育
学
の
と
ら
え
方
の
違
い
を

整
理
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
あ
る
一
定
の
世
界
観
に
基

づ
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
「
わ
れ
わ
れ
の
思
考

や
創
造
を
常
に
規
定
し
て
い
る
究
極
的
な
思
惟
の
立
場
」
つ
ま
り

世
界
観
は
、
教
育
活
動
に
も
確
実
に
作
用
し
て
い
る
と
彼
は
い
う

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
前
の
三
種
の
「
術
」
の
と
ら
え
方
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
実
証
主
義
、
倫
理
学
的
理
想
主
義
、
芸
術
的
－
感
覚
的

汎
神
論
の
三
種
の
世
界
観
が
対
立
し
て
い
る
。
教
育
者
は
そ
れ
ら

の
ど
の
立
場
に
立
つ
か
に
よ
っ
て
教
育
課
題
に
対
す
る
関
わ
り
方

が
異
な
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
深
い
世
界
観
的
な
相
違
は
、
教
師

の
教
育
活
動
を
そ
れ
ぞ
れ
非
常
に
異
な
っ
た
も
の
に
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
教
育
学
の
基
礎
学
云
々
の
問
題
を
こ
え
て
、

教
育
者
が
生
の
中
で
、
そ
し
て
生
に
向
っ
て
い
か
に
立
っ
て
い
る

か
と
い
う
彼
の
教
育
的
な
構
え
の
基
本
に
ま
で
遡
る
の
で
あ
る
。

教
育
者
の
か
か
る
「
存
在
の
形
式
」
は
、
「
子
供
に
対
す
る
彼
の
構

え
や
教
育
目
標
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
方
法
」
を
規
定
す
る
。
ち
ょ
う

ど
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
様
式
が
チ
チ
ア
ー
ノ
や
ヴ
ェ
ラ
ス
ケ
ス
の

そ
れ
と
異
な
る
よ
う
に
、
し
た
が
っ
て
彼
ら
の
芸
術
と
も
異
な
る

よ
う
に
、
そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
「
教
育
的
－
術
」
に
つ
い
て
も
あ

て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
あ
る
類
型
に
対
し
て
だ
け
妥
当
す
る
美
的

基
準
を
普
遍
妥
当
な
基
準
と
み
な
す
の
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
深
い

世
界
観
的
な
規
定
に
よ
る
類
型
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
教
育
学
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
た
と
え
ば
私
は
実

証
主
義
者
と
し
て
子
供
の
前
に
立
つ
。
私
は
子
供
と
い
う
こ
の
小

さ
な
「
機
械
」
の
中
に
分
け
入
っ
て
、
私
の
教
育
活
動
の
基
礎
と

し
て
の
因
果
関
係
、
特
に
自
然
的
な
条
件
、
本
能
や
連
合
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
探
し
出
そ
う
と
し
、
医
学
、
生
物
学
、
実
験
心
理
学
や

社
会
学
の
助
力
を
も
得
よ
う
と
す
る
。
さ
も
な
く
ば
私
は
、
子
供

の
道
徳
的
生
活
を
決
定
し
て
い
る
精
神
的
な
背
景
か
ら
出
発
す

る
。
私
は
子
供
と
倫
理
的
な
関
係
を
結
び
、
彼
の
良
心
を
覚
醒
す

る
こ
と
が
独
自
の
教
育
的
課
題
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い

は
ま
た
私
は
、
あ
た
か
も
そ
の
形
成
力
の
中
に
す
で
に
す
べ
て
の

可
能
性
を
包
含
し
て
い
ま
開
き
つ
つ
あ
る
花
の
前
で
手
を
触
れ
ず

に
成
り
ゆ
く
さ
ま
を
傍
観
す
る
よ
う
に
、
子
供
の
創
造
的
自
已
発

展
の
力
に
委
ね
て
い
く
教
育
を
構
想
し
た
ル
ソ
ー
や
フ
レ
ー
ベ

ル
、
ベ
ル
ト
ー
ル
ト
一
オ
ッ
ト
ー
あ
る
い
は
徹
底
的
学
校
改
革
者

の
よ
う
に
、
子
供
の
害
に
な
る
も
の
だ
け
を
取
り
除
き
つ
つ
子
供

の
前
に
立
つ
こ
と
も
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
教
育
現
実
は
、
立
場
の
違
い
に
応
じ
て
、
一
般
に

は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
う
ち
一
つ
の
立

場
だ
け
に
偏
っ
て
教
育
を
分
析
す
る
と
、
典
型
的
に
異
な
っ
た
理

論
へ
と
行
き
つ
く
。
そ
こ
で
改
め
て
、
一
体
、
普
遍
妥
当
な
教
育

学
は
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
い
が
生
ず
る
。

　
ノ
ー
ル
は
、
そ
こ
か
ら
次
の
よ
う
な
結
論
を
引
き
出
す
。
「
あ
ら

ゆ
る
．
時
代
の
教
育
学
を
貫
い
て
い
る
ほ
と
ん
ど
の
対
立
は
、
誤

ま
っ
た
理
論
の
結
果
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
理
論
が
異

な
っ
た
生
活
観
及
び
世
界
観
に
基
づ
く
教
育
上
の
根
本
的
な
態
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
釧

か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
し

　
2
　
教
育
機
能
の
多
様
性

　
教
育
学
を
普
遍
妥
当
に
表
現
す
る
こ
と
の
困
難
さ
の
第
二
の
理

由
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
が
「
教
育
機
能
の
多
様
性
」
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
合
理
主
義
は
常
に
「
唯
一
の
原
理
」
あ
る
い
は
「
唯

一
の
目
的
」
が
文
化
体
系
、
芸
術
、
国
家
、
法
、
そ
し
て
教
育
学

を
も
貫
ぬ
い
て
い
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
す
る
。
し
か
し
そ
う

し
た
前
提
は
、
か
か
る
体
系
が
そ
れ
ぞ
れ
に
含
む
多
様
な
機
能
を

正
し
く
取
扱
っ
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
が
そ
れ

ぞ
れ
の
目
標
を
代
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
文
化
体
系
自
体

が
き
わ
め
て
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
前
述
し
た
よ
う

な
陶
冶
目
標
の
世
界
観
的
被
規
定
性
に
よ
っ
て
、
教
育
学
に
お
い

て
も
さ
ま
ざ
ま
の
体
系
が
生
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
目
標
、
異

な
る
機
能
を
代
表
す
る
に
至
っ
て
こ
れ
ら
の
対
立
を
体
系
的
に
克

服
す
る
可
能
性
は
ど
こ
に
も
な
い
。
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そ
の
具
体
的
な
例
が
、
「
実
学
主
義
的
教
育
学
」
「
人
文
主
義
的

教
育
学
」
「
杜
会
的
教
育
学
」
と
ノ
ー
ル
が
名
ず
け
る
三
つ
の
教
育

学
体
系
の
対
立
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
対
立
は
歴
史
を
貫
ぬ
い
て
お

り
、
そ
れ
に
学
校
改
革
の
対
立
が
対
応
し
て
い
る
。
前
二
者
が
貴

族
主
義
的
な
性
格
を
も
つ
の
に
対
し
て
、
後
者
は
社
会
的
に
な
お

ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
弱
者
の
た
め
の
教
育
学
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
体
系
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
想
と
す
る
目
標
、
形
態
、
方
法
を
主

張
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
体
系
は
、
単
に
並
列
的
に
存
在
し
て

い
る
だ
け
で
な
く
、
教
育
運
動
の
中
で
法
則
的
に
順
々
に
発
生
す

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
自
主
性
を
放
棄
し
た
り
は
し

な
い
。
過
去
の
教
育
理
論
は
、
す
べ
て
、
こ
れ
ら
の
体
系
の
い
ず

れ
か
一
つ
し
か
み
て
い
な
い
し
、
数
育
機
能
の
多
様
性
を
含
み
得

る
理
論
で
は
な
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
教
育
機
能
は
唯
一
の

原
理
や
目
的
に
還
元
で
き
る
ほ
ど
単
一
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

し
た
帰
結
で
あ
る
。
そ
の
際
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
「
普
遍
妥
当
性
」
と

い
う
概
念
を
演
緯
的
な
意
味
で
と
ら
え
て
い
た
こ
と
は
本
稿
の
始

め
の
と
こ
ろ
の
引
用
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
秀
れ
た
教
育
学
の

諸
体
系
は
、
教
育
の
目
標
、
教
材
の
価
値
、
及
び
教
授
の
方
法
を

普
遍
妥
当
に
、
し
た
が
っ
て
ま
っ
た
く
異
な
る
諸
々
の
民
族
、
及

び
諸
々
の
時
代
に
妥
当
す
る
よ
う
規
定
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
」
し

か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
要
求
は
、
唯
一
の
合
理
的

な
原
理
の
支
配
す
る
自
然
主
義
的
体
系
に
の
み
関
心
を
持
ち
、
歴

史
意
識
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
精
神
生
活
の
歴
史
的
特
殊
性
に
関
す

る
意
識
の
未
熟
で
あ
っ
た
十
八
世
紀
的
啓
蒙
主
義
の
要
求
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
合
理
的
な
自
然
主
義
的
体
系
を
分
析
し
て
、

そ
こ
か
ら
「
一
般
的
命
題
」
を
取
り
出
し
て
検
討
し
て
み
る
と
、

何
ら
の
内
容
も
持
た
ず
空
虚
で
あ
る
か
、
目
標
に
お
い
て
も
最
初

か
ら
普
遍
妥
当
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
立
場
が
見
出

さ
れ
る
か
の
ど
ち
ら
か
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
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3
　
歴
史
的
特
殊
性

　
普
遍
妥
当
な
教
育
学
の
第
三
の
壁
と
し
て
ノ
ー
ル
が
あ
げ
て
い

る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
歴
史
的
特
殊
性
、
個
別
性
を
帯
び
て

い
る
が
ゆ
え
に
、
「
あ
ら
ゆ
る
人
に
常
に
妥
当
す
る
」
教
育
学
は
不

可
能
で
あ
る
と
い
う
デ
ィ
ル
タ
イ
が
そ
の
歴
史
意
識
か
ら
引
き
出

　
○
　
最
少
限
の
目
的
規
定
に
よ
る
基
礎
づ
け
の
試
み

　
　
1
、
形
式
的
な
最
少
限
の
目
的

　
以
上
の
よ
う
に
陶
冶
目
的
の
歴
史
的
、
世
界
観
的
制
約
の
た
め

に
教
育
学
を
普
遍
妥
当
に
表
現
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
自
覚
し
た

上
で
、
改
め
て
、
そ
れ
で
は
ど
う
す
れ
ば
普
遍
妥
当
な
教
育
学
の



基
礎
づ
け
が
可
能
か
を
検
討
す
る
中
で
次
の
よ
う
な
試
み
が
あ
ら

わ
れ
た
。
つ
ま
り
、
教
育
活
動
を
組
織
す
る
「
一
定
の
最
少
限
の

目
的
」
を
取
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
普
遍
妥
当
な
教
育
学
を
構
想

す
る
と
き
の
陶
冶
目
標
の
歴
史
的
、
世
界
観
的
制
約
に
よ
る
困
難

の
一
部
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
か
か
る
試
み
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
教
育
学
の
普
遍
妥
当
性
は
、

か
な
り
の
限
定
的
な
普
遍
妥
当
性
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。　

ノ
ー
ル
は
そ
う
し
た
試
み
の
例
と
し
て
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
や
ミ
ュ

ン
シ
ュ
タ
ー
ベ
ル
ク
、
そ
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
の
試
み
を
あ
げ
て
い

る
。　

ヘ
ル
バ
ル
ト
は
「
強
固
な
道
徳
的
品
性
の
陶
冶
し
と
い
う
「
唯

一
不
可
欠
の
目
的
」
を
そ
の
他
の
「
単
に
可
能
な
目
的
」
か
ら
区

別
し
た
。
つ
ま
り
道
徳
的
品
性
の
陶
冶
と
い
う
目
的
は
、
あ
ら
ゆ

る
教
育
学
体
系
の
相
違
に
か
か
わ
ら
ず
に
共
通
に
必
須
の
目
的
な

の
で
あ
り
、
こ
の
目
的
は
歴
史
的
、
世
界
観
的
制
約
を
免
れ
得
る

の
で
あ
り
、
こ
の
道
徳
性
の
陶
冶
と
い
う
目
的
を
中
心
に
し
て
普

遍
妥
当
な
教
育
学
を
構
築
で
き
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　
現
代
で
は
ミ
ュ
ン
シ
ュ
タ
ー
ベ
ル
ク
な
ど
が
同
じ
よ
う
な
試
み

を
し
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
た
と
え
教
育
者
が
実
用
主
義
的
目

的
の
た
め
に
教
育
を
す
る
の
で
あ
れ
、
理
想
主
義
的
目
的
の
た
め

に
教
育
を
す
る
の
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
他
の
何
ら
か
の
究
極
目
標

の
た
め
に
教
育
す
る
の
で
あ
れ
、
「
知
識
を
与
え
、
興
味
を
喚
起
し
、

能
力
を
発
達
さ
せ
る
」
と
い
う
目
的
は
、
個
々
の
教
育
者
に
等
し

く
妥
当
す
る
確
実
な
教
育
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
い

う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
目
的
の
の
べ
方
が
、
き
わ
め
て
形

式
的
な
表
現
で
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
知
識
を
与
え
る
の
か
、
ど

ん
な
方
法
で
興
味
を
喚
起
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
能
カ
を
育
て

る
の
か
、
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
ノ
ー
ル
は
こ
う
し

た
目
的
の
の
べ
方
を
「
形
式
的
な
最
少
限
の
目
的
規
定
」
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小

普
遍
妥
当
な
教
育
学
へ
の
試
み
と
よ
ん
で
い
る
。

　
　
2
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
心
的
生
の
目
的
論

　
教
育
の
目
的
や
目
標
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
存
在
の
歴
史
性
ゆ

え
に
、
普
遍
妥
当
に
は
定
立
さ
れ
え
な
い
が
、
し
か
し
科
学
と
し

て
の
教
育
学
の
基
礎
づ
け
に
お
い
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
普
遍
妥
当

な
法
則
定
立
を
断
念
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、

教
育
科
学
を
基
礎
づ
け
る
た
め
の
十
分
な
土
台
と
な
る
よ
う
な
重

要
な
教
育
現
象
、
そ
し
て
普
遍
妥
当
な
法
則
定
立
を
可
能
に
す
る

に
当
っ
て
避
け
難
い
歴
史
的
条
件
に
よ
る
制
約
か
ら
も
自
由
な
教

育
現
象
に
着
目
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
要
す
る
に

ノ
ー
ル
の
い
う
「
形
式
的
な
最
少
限
の
目
的
規
定
」
の
性
格
を
も
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つ
試
み
で
あ
る
。

　
こ
の
現
象
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
人
問
の
「
心
」
（
ω
①
9
⑦
）

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
心
の
基
本
構
造
は
各
人
同
一
で
あ
り
、
し
か

も
そ
れ
は
す
べ
て
の
歴
史
的
影
響
に
先
立
っ
て
存
在
し
て
い
る
。

加
え
て
人
問
の
心
は
一
定
の
法
則
性
を
、
言
い
換
え
れ
ば
目
的
論

的
な
発
展
傾
向
を
呈
す
る
か
ら
、
こ
の
心
的
な
構
造
を
分
析
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
「
発
展
の
規
則
」
が
、
す
な
わ
ち
個
人
的
な

発
達
の
援
助
と
い
う
意
味
で
の
教
育
の
普
遍
妥
当
な
規
則
が
導
き

出
さ
れ
る
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
い
う
の
で
あ
る
。
「
心
的
生
そ
れ
自
身

の
中
に
の
み
ひ
と
つ
の
目
的
論
が
探
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
を
表
現
し
た
も
の
が
生
の
目
的
の
普
遍
妥
当
な
表
現
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引

そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
結
局
行
為
の
規
則
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

　
デ
ィ
ル
タ
イ
の
そ
の
目
的
論
の
思
想
に
お
い
て
出
発
点
と
な
っ

た
生
物
学
的
基
礎
は
、
そ
の
教
育
学
よ
り
も
倫
理
学
に
お
い
て
明

ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
動
物
の
持
っ
て
い
る
本
能
は
、
外
部

か
ら
の
刺
激
に
よ
っ
て
刺
激
さ
れ
行
動
に
移
行
す
る
。
反
射
機
構

を
媒
介
に
し
て
、
動
物
は
外
界
に
対
し
て
目
的
に
合
っ
た
反
応
を

行
い
、
か
く
し
て
外
界
と
個
人
と
の
問
に
調
和
が
つ
く
り
出
さ
れ

る
。
こ
の
諸
過
程
の
連
関
は
目
的
論
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

機
体
の
基
本
概
念
は
こ
の
点
で
決
ま
る
の
で
あ
る
。
」
本
能
と
感
情

が
有
益
な
食
物
と
有
害
な
食
物
を
、
良
い
空
気
と
悪
い
空
気
を
区

別
で
き
、
そ
し
て
「
自
己
保
存
」
と
「
繁
殖
」
と
「
向
上
」
を
可

能
に
す
る
の
は
、
自
然
が
人
間
の
本
能
の
中
に
刻
み
込
ん
だ
「
自

然
の
方
策
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
隈
り
に
お
い
て
目
的
論
と
は
、
「
生

物
の
基
本
設
計
図
に
お
け
る
合
目
的
性
を
意
味
す
る
」
の
で
あ
る
。

　
教
育
学
に
お
い
て
は
、
感
情
が
環
境
か
ら
発
す
る
刺
激
や
影
響

を
、
そ
れ
が
個
人
の
生
命
の
保
持
や
生
命
カ
の
充
実
や
本
能
の
満

足
や
幸
福
及
び
種
の
保
存
や
向
上
に
役
立
つ
か
ど
う
か
と
い
う
点

か
ら
評
価
し
、
次
に
感
情
が
こ
の
評
価
に
対
応
す
る
行
為
あ
る
い

は
反
応
を
他
の
形
（
た
と
え
ば
演
劇
や
美
術
の
表
現
）
で
表
現
す

る
と
い
う
目
的
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
中
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
目
的
論
に
お
け
る
第
二
の
要
因
、

す
な
わ
ち
個
人
的
目
的
の
追
求
と
い
う
意
味
で
の
心
的
構
造
の

「
目
標
志
向
性
」
（
N
匡
α
q
①
ユ
O
犀
①
庄
卑
）
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
こ
の
目
標
志
向
性
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
教
育

学
者
に
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
心
的
生
の
分
化
の
目
的
論

的
性
格
に
お
い
て
は
、
同
時
に
こ
れ
へ
の
完
成
の
要
求
も
含
ま
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
連
関
と
そ
の
構
成
要
素

は
、
そ
れ
自
身
が
本
来
的
に
含
ん
で
い
る
目
的
を
完
成
さ
れ
た
し

か
た
で
実
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
い
か
な
る
生
活
領
域
（
た
と
え

ば
道
徳
的
行
為
と
か
美
的
創
造
の
領
域
）
に
お
い
て
も
こ
の
過
程

の
完
成
は
、
普
遍
妥
当
な
規
則
の
体
系
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。
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デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
「
教
育
す
る
こ
と
」
を
成
人
が
成
長
し
つ
つ
あ

る
者
の
心
的
生
を
形
成
す
る
計
画
的
行
為
と
定
義
し
た
。
し
た

が
っ
て
教
育
の
課
題
は
、
「
心
的
生
の
目
的
論
の
中
で
協
働
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
η

る
諸
過
程
及
び
そ
の
結
合
を
完
成
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
か
か
る

き
わ
め
て
形
式
的
な
教
育
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

彼
は
普
遍
妥
当
性
を
保
証
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

3
　
ノ
ー
ル
の
批
判

　
か
か
る
目
的
論
的
性
格
を
も
っ
た
心
的
生
の
現
象
に
着
目
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
普
遍
妥
当
な
教
育
学
の
基
礎
づ
け
を
試
み
た
デ
ィ

ル
タ
イ
に
対
し
、
ノ
ー
ル
は
次
の
よ
う
な
批
判
を
下
し
て
い
る
。

　
第
一
に
、
目
的
論
に
よ
る
普
遍
妥
当
な
教
育
学
の
可
能
性
に
つ
い

て
は
、
ノ
ー
ル
は
明
白
に
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば

デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
教
育
学
の
普
遍
妥
当
性
を
間
違
っ
た
と
こ
ろ
で

探
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
普
遍
妥
当
性

を
「
教
育
現
実
」
の
構
造
へ
の
洞
察
に
よ
る
の
で
は
な
く
て
、
「
心

的
な
基
礎
過
程
と
そ
の
完
成
の
分
析
」
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
。
ノ
ー
ル
は
、
こ
う
し
た
見
解
に
は

無
条
件
に
は
同
調
で
き
な
い
。
心
的
な
基
礎
過
程
の
分
析
は
、
教

育
の
た
め
の
一
般
的
条
件
の
抽
出
の
た
め
に
行
う
と
理
解
は
し
て

　
　
性

も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
普
遍
妥
当
な
教
育
学
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す

る
要
求
は
不
当
で
あ
る
。
心
的
な
基
礎
過
程
は
、
教
育
学
の
不
可

欠
の
構
成
要
素
で
あ
る
に
し
て
も
、
普
遍
妥
当
な
教
育
学
の
基
礎

づ
け
の
た
め
に
は
十
分
で
は
な
い
。

　
第
二
の
批
判
は
、
心
的
な
基
礎
過
程
の
分
析
が
、
あ
る
教
育
目

標
実
現
の
た
め
の
一
般
的
条
件
の
抽
出
と
い
う
そ
の
限
界
を
こ
え

て
規
範
や
価
値
の
領
域
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
「
規
範
化
機
能
」
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の

一
方
で
規
範
や
価
値
の
領
域
に
関
し
て
教
育
学
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
の
か
。
心
的
生
の
目
的
論
に
よ
る
基
礎
づ
け
で
は
、
教
育
学
は

完
全
な
犯
罪
人
を
つ
く
り
出
す
の
か
、
完
全
な
良
い
人
問
を
つ
く

る
の
か
と
い
っ
た
問
い
に
は
答
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
も

普
遍
妥
当
な
形
式
的
な
目
的
論
の
限
界
な
の
で
あ
る
。

　
心
的
生
の
連
関
が
外
的
刺
戟
に
対
し
て
反
応
し
な
が
ら
活
動
す

る
と
い
う
前
提
は
、
自
然
主
義
の
も
の
で
あ
り
、
人
間
が
自
分
で

目
的
を
設
定
し
、
創
造
的
に
自
ら
行
為
し
う
る
と
い
う
可
能
性
を

見
落
し
て
い
る
。
心
的
生
の
完
成
の
尺
度
と
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、

「
主
観
的
満
足
し
を
あ
げ
る
が
、
か
か
る
生
物
学
的
自
然
主
義
は
、

人
間
の
行
為
の
目
標
と
し
て
の
客
観
的
な
価
値
の
側
面
を
見
落
し

て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
形
式
的
な
最
少
限
の
目
的
規
定
に
よ
る
普
遍
妥
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当
な
教
育
学
の
基
礎
づ
け
の
試
み
は
ノ
ー
ル
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ

酬
る
。

）三（

自
然
主
義
的
心
理
学
に
よ
る
基
礎
づ
け
の
試
み

　
普
遍
妥
当
な
教
育
学
の
試
み
が
次
々
に
失
敗
す
る
中
で
、
次
に

あ
ら
わ
れ
た
の
が
、
第
二
の
よ
り
限
定
的
な
意
味
で
の
普
遍
妥
当

性
を
志
向
す
る
理
論
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
普
遍
妥
当
な
部
分
の

み
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
前
述
の
形
式
的
な
最
少
限
の
目
的
規
定

と
基
本
的
に
は
類
似
し
た
試
み
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
「
陶
冶
手

段
の
理
論
」
吃
切
り
離
し
て
「
心
理
学
的
教
育
学
し
を
構
築
す
る

こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
構
想
さ
れ
た
心
理
学
的
教
育
学
は
、
教
育
目
標
の
い
か

に
あ
る
べ
き
か
を
問
お
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
所
与
の
目
標
を

達
成
す
る
た
め
の
「
合
理
的
な
方
法
」
の
み
を
研
究
し
よ
う
と
す

る
。
そ
の
合
理
的
な
方
法
の
研
究
に
科
学
的
な
基
礎
を
与
え
る
の

は
、
生
徒
の
陶
冶
性
を
引
き
出
す
た
め
の
「
心
理
的
過
程
の
分
析
」

で
あ
る
。
合
理
的
な
方
法
が
研
究
可
能
で
あ
る
と
す
る
認
識
の
前

提
に
は
、
素
質
と
環
境
と
の
問
に
は
一
定
の
合
法
則
的
な
因
果
関

係
が
存
在
し
、
人
間
の
発
達
に
は
一
定
の
法
則
が
存
在
す
る
と
い

う
見
解
が
あ
る
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
か
か
る
因
果
関
係
や

法
則
性
が
発
達
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
れ
ば
、

そ
こ
か
ら
規
範
や
価
値
の
領
域
に
関
わ
る
「
目
標
」
が
引
き
出
さ

れ
う
る
と
い
う
自
然
主
義
の
思
想
が
こ
こ
に
は
支
配
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
心
理
学
的
教
育
学
、
あ
る
い
は
一
般
的
に
は
実
験
教

育
学
の
代
表
者
モ
イ
マ
ン
は
、
『
実
験
教
育
学
入
門
』
の
中
で
、
「
教

育
学
は
一
般
に
は
規
範
的
で
あ
り
、
こ
の
規
範
設
定
の
基
礎
を
、

事
実
関
係
の
正
確
な
認
識
に
置
く
の
で
な
い
限
り
空
虚
で
あ
る
」
と

の
べ
、
ビ
ュ
ー
ラ
ー
も
ま
た
、
「
心
理
学
は
わ
れ
わ
れ
に
、
自
然
的

な
発
達
に
内
在
す
る
目
標
志
向
性
と
人
生
に
お
け
る
そ
の
展
開
の

意
味
を
提
示
し
は
じ
め
て
き
た
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
新
た
な
方

向
づ
け
の
基
礎
を
示
し
て
い
る
」
と
し
て
、
心
理
学
が
い
ま
や
「
確

実
な
支
点
と
固
定
し
た
方
向
線
」
を
与
え
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る

と
強
い
期
待
と
信
頼
を
の
べ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
結
局
、
自
然
科

学
の
学
問
的
性
格
の
教
育
学
の
領
域
へ
の
転
用
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
教
育
学
を
自
然
科
学
の
モ
デ
ル
で
構
想
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
心
理
学
的
教
育
学
の
偉
大
さ
と
同
時
に
限
界
が
こ
こ

で
示
さ
れ
る
。

　
第
一
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
っ
て
技
術
と
の
比
較
が
斥
け
ら
れ

た
。
技
術
家
は
、
物
理
学
者
の
よ
う
に
技
術
的
目
的
か
ら
独
立
し

て
白
然
を
探
究
し
、
さ
ら
に
自
然
の
因
果
関
係
へ
の
洞
察
を
基
礎
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と
し
て
、
改
め
て
自
然
に
目
的
を
課
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
教
育

の
場
合
、
生
徒
の
心
的
な
過
程
は
、
彼
の
心
が
導
か
れ
て
行
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
目
標
か
ら
切
り
離
せ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
人
問
の
心
は
ど
う
で
も
よ
い
機
械
で
は
な
い
。
つ
ま
り
人
問

の
心
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
機
械
を
操
作
で
き
る
よ
う
に
な
る
た

め
に
だ
け
機
械
を
知
る
の
と
は
違
う
の
で
あ
る
。
．
私
の
眼
前
に
い

る
人
間
は
そ
う
し
た
抽
象
物
で
は
な
く
、
能
動
的
、
精
神
的
統
一

体
で
あ
り
、
心
理
学
が
研
究
の
た
め
に
用
意
し
た
研
究
モ
デ
ル
で

は
な
い
。

　
第
二
の
批
判
は
、
自
然
科
学
的
な
方
法
を
適
用
し
た
人
問
研
究

に
常
に
与
え
ら
れ
る
批
判
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
験
教
育
学
が
各

個
人
の
相
違
を
捨
象
し
て
統
計
的
に
結
果
を
処
理
し
て
い
く
方
法

は
、
各
個
人
の
共
通
部
分
に
は
妥
当
す
る
に
し
て
も
、
教
育
的
な

行
為
の
生
き
た
対
象
で
あ
る
「
汝
」
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。

　
第
三
の
批
判
は
、
心
理
学
的
自
然
主
義
の
き
わ
め
て
確
実
な
結

果
の
持
つ
教
育
学
的
不
確
か
さ
に
対
し
て
で
あ
る
。
心
理
学
的
自

然
主
義
は
、
陶
冶
手
段
の
理
論
に
自
ら
を
限
定
し
よ
う
と
し
た
。

し
か
し
そ
の
手
段
は
、
自
ら
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
目
標
か
ら
切
り

離
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
心
理
学
的
自
然
主
義
の
立
場
の
前

提
で
あ
る
目
的
と
手
段
の
分
離
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
あ
る
方

向
に
お
い
て
は
目
的
に
合
っ
た
方
法
が
、
全
体
的
な
連
関
か
ら
見

れ
ば
有
害
な
場
合
も
あ
る
の
で
あ
り
、
教
育
目
標
の
全
体
が
、
は

じ
め
て
あ
る
一
つ
の
方
法
の
究
極
的
、
教
育
的
な
価
値
を
決
定
す

る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
例
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
、
こ
の
こ
と

は
直
ち
に
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
教
育
目
的
に
お
け
る
「
個

人
的
観
点
し
の
重
視
か
、
そ
れ
と
も
「
国
家
的
観
点
」
の
重
視
か
、

と
い
う
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
ノ
ー
ル
の
い
う
「
数
育
学
的
二
律
背

反
」
に
対
し
て
、
心
理
学
的
自
然
主
義
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
方
法
が
「
い
か
に
早
く
、
そ
し
て

確
実
に
、
そ
し
て
好
ま
し
く
」
適
用
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
は

示
す
こ
と
は
で
き
て
も
、
こ
の
二
律
背
反
を
解
く
こ
と
は
で
き
な
い

　
　
　
酬

の
で
あ
る
。

三
、
ノ
ー
ル
に
よ
る
普
遍
妥
当
な
教
育
学
の
試
み

　
H
　
心
的
生
の
目
的
論
か
ら
教
育
現
実
へ

　
以
上
の
よ
う
に
そ
れ
ま
で
の
普
遍
妥
当
な
教
育
学
構
築
の
さ
ま

ざ
ま
の
試
み
を
批
判
し
た
上
で
、
ノ
ー
ル
は
改
め
て
彼
自
身
の
試

行
に
と
り
か
か
る
。

　
ノ
ー
ル
が
教
育
学
を
学
問
的
に
基
礎
づ
け
る
と
い
う
課
題
に
取

ザ
組
む
に
あ
た
っ
て
手
懸
り
と
し
た
の
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い

て
は
未
だ
並
列
的
で
統
一
さ
れ
な
い
で
い
た
二
つ
の
方
向
、
す
な
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わ
ち
教
育
学
に
普
遍
妥
当
な
性
格
を
保
証
す
る
と
期
待
さ
れ
た

「
心
的
生
の
目
的
論
」
、
及
び
歴
史
的
具
体
的
な
「
教
育
現
実
」
の

解
釈
学
と
し
て
の
教
育
学
の
構
想
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
稿
で
の
べ

虹た
。
し
か
し
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
「
心
的
生
」
が
目
的
論
的
展

開
を
し
て
い
る
と
と
ら
え
、
更
に
そ
れ
が
個
人
的
特
殊
性
を
こ
え

て
共
通
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
式
的
な
最
少
限

の
教
育
目
的
と
す
る
試
み
を
ノ
ー
ル
は
批
判
し
た
。
と
な
る
と
彼

に
と
っ
て
残
さ
れ
た
方
向
は
、
教
育
現
実
の
解
釈
学
と
し
て
教
育

学
を
構
想
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
彼
が
普
遍
妥
当
な
教
育
学
の
「
真
の
出
発
点
」
と
し
て
い
る
の

は
、
「
教
育
現
実
」
θ
宥
卑
江
①
巨
握
ω
ま
ぺ
彗
9
庁
県
）
の
事
実

で
あ
る
。
「
教
育
現
実
」
の
概
念
は
、
ノ
ー
ル
の
教
育
学
に
と
っ
て

核
心
と
な
る
概
念
で
あ
る
。
彼
は
教
育
現
実
を
次
の
よ
う
に
規
定

す
る
。

　
「
普
遍
妥
当
な
陶
冶
理
論
の
真
の
出
発
点
は
、
教
育
現
実
が
意

味
豊
か
な
全
体
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
生
か
ら
、
生
の
要

求
や
理
想
か
ら
生
ま
れ
て
、
教
育
現
実
は
歴
史
を
貫
ね
い
て
制
度
、

機
関
、
法
規
の
中
に
具
現
化
し
　
　
同
時
に
そ
の
方
途
、
そ
の
目

標
と
手
段
、
理
想
と
方
法
を
理
論
の
中
で
思
惟
し
つ
つ
　
　
諸
々

の
行
為
の
連
関
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
れ
は
芸
術
、
経
済
、
法
、

及
び
学
問
と
同
様
、
そ
の
中
で
活
動
し
て
い
る
個
々
の
主
体
か
ら

独
立
し
た
相
対
的
に
自
立
し
た
文
化
体
系
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ

は
、
い
か
な
る
真
の
教
育
行
為
の
中
に
も
は
た
ら
い
て
い
る
が
、

歴
史
的
な
展
開
の
中
で
し
か
把
握
さ
れ
得
な
い
独
自
の
理
念
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
」

　
教
育
現
実
が
「
教
育
行
為
」
の
連
関
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
教
育

行
為
と
は
「
独
自
の
教
育
理
念
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
行
為
で

あ
る
こ
と
、
教
育
現
実
は
教
育
理
念
が
客
観
的
に
具
体
化
さ
れ
て

行
為
の
主
体
で
あ
る
人
問
か
ら
も
「
相
対
的
に
自
立
し
た
文
化
体

系
」
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
引
用
か
ら
読
み
取
れ
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
も
「
教
育
現
実
」

と
そ
の
相
対
的
自
律
性
の
認
識
は
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
デ
ィ

ル
タ
イ
に
お
け
る
教
育
現
実
の
実
体
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
学
校
、

共
同
体
、
教
会
、
国
家
、
家
庭
な
ど
の
「
制
度
」
的
現
実
に
止
ま
っ

て
お
り
、
加
え
て
彼
一
の
場
合
の
「
教
育
行
為
」
は
、
学
校
に
お
け

る
「
教
授
」
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

　
ノ
ー
ル
は
、
教
育
学
を
芸
術
か
ら
の
類
推
に
よ
っ
て
教
育
現
実

の
解
釈
学
と
し
て
構
想
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
今
日
で
は
、

芸
術
の
本
質
、
及
び
芸
術
活
動
の
体
系
的
理
論
と
し
て
の
美
学
を

「
先
験
的
価
値
体
系
」
か
ら
演
緯
し
よ
う
と
は
誰
し
も
考
え
た
り

は
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
芸
術
家
の
体
験
、
芸
術
の
鑑
賞
、
作
品
の
形

式
等
に
お
い
て
芸
術
の
本
質
が
開
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
経
験
さ
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れ
る
よ
う
に
、
教
育
学
も
ま
た
教
育
の
本
質
を
理
解
し
よ
う
と
す

る
な
ら
次
の
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

　
す
な
わ
ち
第
一
に
、
「
自
己
陶
冶
」
の
経
験
、
「
陶
冶
」
の
経
験
、

「
陶
冶
さ
れ
た
者
」
の
経
験
に
お
い
て
、
（
庁
　
α
蟹
　
①
樹
竃
馨

向
ユ
註
暮
饒
σ
Q
宗
ω
ω
｝
序
匡
5
①
湯
一
宗
伽
霞
置
蟹
ω
賞
幻
創
o
①
9
H
皆
叶
－

峯
①
＆
窒
ω
）
そ
し
て
第
二
に
、
「
教
育
研
究
の
歴
史
的
発
展
し
に
お

い
て
、
教
育
の
本
質
は
開
示
さ
れ
る
。

　
く
り
返
し
い
え
ば
教
育
の
理
念
は
、
規
範
的
な
芸
術
理
論
を
美

の
理
念
か
ら
演
緯
す
る
こ
と
と
の
類
推
で
、
教
育
学
の
規
範
的
な

体
系
を
導
き
出
す
演
緯
原
理
と
し
て
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り
普
遍
妥
当
な
理
論
に
、
い
い
か
え
れ
ば
教
育
の
本
質
が
普

遍
的
に
拘
束
力
を
も
つ
理
論
へ
と
到
達
す
る
た
め
の
演
緯
原
理
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　
ノ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
教
育
の
本
質
の
認
識
は
、
教
育
現
実
が
表

示
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
方
法
は
具
体
的
に
は
、
先
験
的
方
法
で
は
な
く
て

経
験
的
方
法
を
、
演
緯
的
方
法
で
は
な
く
て
帰
納
的
方
法
を
意
味

す
る
。
前
述
し
た
「
自
已
陶
冶
」
の
経
験
、
「
陶
冶
」
の
経
験
、
「
陶

冶
さ
れ
た
者
」
の
経
験
と
、
「
教
育
研
究
の
歴
史
的
発
展
し
に
よ
っ
、

て
「
教
育
現
実
」
を
貫
ぬ
く
教
育
の
理
念
や
本
質
が
明
ら
か
に
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
ノ
ー
ル
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
こ
う
し
た
教
育

的
体
験
と
教
育
的
客
観
態
の
二
面
性
に
お
け
る
教
育
現
実
は
、
科

学
的
な
理
論
が
そ
こ
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
礎
的
現

象
で
あ
る
。
」
こ
れ
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ

こ
に
デ
ィ
ル
タ
イ
教
育
学
の
由
来
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
ィ

ル
タ
イ
は
、
カ
ン
ト
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
、
シ
ュ
ラ
イ
ェ
ル
マ
ツ
ハ
ー

の
学
問
史
の
伝
統
に
立
ち
つ
つ
も
、
教
育
学
の
三
重
に
分
化
し
た

基
礎
づ
け
の
連
関
、
構
造
連
関
を
「
心
的
生
の
目
的
論
」
に
よ
っ

て
取
り
除
い
た
が
、
ノ
ー
ル
は
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ

を
も
っ
て
普
遍
妥
当
な
教
育
学
の
基
礎
づ
け
の
原
理
と
す
る
こ
と

を
拒
否
し
た
。
し
か
し
、
ブ
ラ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
ノ
ー
ル
は
一
方

で
「
心
的
生
の
目
的
論
」
を
基
礎
づ
け
の
原
理
と
す
る
こ
と
を
拒

否
し
、
代
わ
っ
て
「
教
育
現
実
し
「
教
育
体
験
」
に
訴
え
て
基
礎
づ

け
の
手
が
か
り
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
構
造
的
に
分
化
し

た
基
礎
づ
け
の
過
程
を
単
純
化
し
、
切
り
詰
め
て
し
ま
っ
た
。
そ

し
て
そ
れ
と
と
も
に
、
彼
の
試
み
る
教
育
学
は
教
育
現
実
の
歴
史

的
事
実
性
が
内
包
す
る
規
範
的
な
力
に
従
属
す
る
理
論
、
あ
る
い

は
、
ど
ん
な
事
実
性
を
も
拒
否
し
て
し
ま
う
印
象
主
義
的
、
主
観

主
義
的
な
体
験
教
育
学
の
意
味
に
誤
解
さ
れ
る
危
険
を
生
み
出
す

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
彼
が
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
拒
否
し
よ

う
と
し
た
心
的
生
の
目
的
論
の
導
入
に
よ
る
教
育
現
実
の
単
純
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化
、
な
い
し
切
り
詰
め
と
同
じ
意
味
で
は
な
い
に
し
て
も
、
普
遍

妥
当
な
教
育
学
の
分
化
し
た
基
礎
づ
け
の
過
程
を
同
じ
よ
う
に
単

純
化
、
切
り
詰
め
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
の

で
あ
る
。

　
「
基
礎
的
現
象
」
（
駐
ω
冨
器
竃
冒
竃
竃
訂
罵
ぼ
箏
監
9
昌
）

と
し
て
の
教
育
現
実
と
い
う
言
い
方
は
、
彼
の
場
合
に
教
育
学
の

理
論
形
成
の
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
が
目
指
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い

て
の
説
明
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
何
ら
か
の
原
理
な
い
し

基
準
に
よ
る
演
緯
的
な
基
礎
づ
け
の
試
み
、
あ
る
い
は
カ
ン
ト
や

デ
ィ
ル
タ
イ
の
試
み
は
完
全
に
視
野
の
外
に
あ
る
。
彼
に
と
っ
て

問
題
と
な
る
の
は
、
も
は
や
そ
れ
以
上
は
そ
の
人
問
学
的
起
源
を

問
い
得
な
い
根
本
現
象
と
し
て
の
教
育
の
現
象
の
事
実
の
正
確
な

記
述
と
分
析
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
解
釈
学
と
し
て
の
教
育

学
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
現
象
が
教
育
体
験
と
教

育
的
客
観
態
の
二
つ
の
起
源
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
限
り
で
は
、
「
記

述
し
と
「
分
析
し
に
自
已
隈
定
を
す
る
解
釈
学
的
な
構
造
理
論
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
キ
ス
ト

い
う
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
現
象
は
解
釈
学
的
教
育
学
の
原
典
で

あ
り
、
「
基
礎
的
現
象
」
な
の
で
あ
る
。

　
教
育
体
験
及
び
そ
の
客
観
化
さ
れ
た
教
育
現
実
と
い
う
教
育
の

二
つ
の
本
質
的
な
要
素
に
対
応
し
て
、
ノ
ー
ル
に
お
け
る
教
育
学

も
ま
た
、
教
育
体
験
と
教
育
的
客
観
態
の
構
造
連
関
の
直
接
的
な

模
写
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

ノ
ー
ル
の
意
図
す
る
教
育
現
実
の
解
釈
学
と
し
て
の
教
育
学
の
理

論
的
性
格
は
、
教
育
現
実
の
構
造
と
意
味
を
忠
実
に
反
映
し
た
模

写
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ

の
原
典
と
し
て
の
教
育
現
実
の
構
造
と
そ
こ
に
含
ま
れ
る
意
味
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
教
育
体
験
と
教
育
的
客
観
態
の
「
相
互

照
射
」
が
不
可
欠
で
あ
り
、
支
配
す
る
理
念
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
教
育
学
の
「
歴
史
的
研
究
」
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
歴
史
的

研
究
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
に
お
い
て
教
育
学
が
現

実
の
単
な
る
模
写
に
止
ま
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
彼
が

そ
れ
に
よ
っ
て
意
図
す
る
の
は
、
「
時
代
」
に
お
け
る
教
育
者
の
態

度
決
定
に
対
し
て
指
針
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
な
教
育

問
題
の
認
識
の
し
か
た
、
位
置
づ
け
か
た
、
そ
れ
に
対
す
る
態
度

決
定
に
お
い
て
、
教
育
者
に
ゆ
と
り
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
ノ
ー

ル
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
体
験
と
客
観
態
と
の
間
の
か
か
る
相
互

照
射
に
お
い
て
の
み
、
時
代
の
教
育
的
な
対
立
に
お
け
る
独
自
の

態
度
決
定
は
、
現
代
の
要
請
を
大
き
な
歴
史
的
な
諸
運
関
の
中
に

組
み
込
ん
で
み
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
あ
の
優
越
と
自
由
を
得
る
。
」

　
ノ
i
ル
に
お
い
て
は
、
教
育
学
の
歴
史
的
研
究
と
並
ん
で
教
育

学
の
「
体
系
的
研
究
」
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

記
述
し
分
析
さ
れ
る
べ
き
原
典
と
し
て
の
教
育
現
実
を
再
現
す
る
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た
め
に
は
、
教
育
学
の
歴
史
的
研
究
と
相
互
に
照
射
し
合
う
「
体

系
的
研
究
し
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
教
育
学
の
体

系
的
研
究
が
果
す
べ
き
課
題
は
、
「
教
育
的
生
の
固
有
の
意
味
か
ら

出
発
し
、
陶
冶
過
程
を
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
諸
関
係
　
　
そ
の

中
で
は
生
徒
と
か
れ
の
陶
冶
性
、
教
育
者
あ
る
い
は
指
導
力
と
か

陶
冶
力
、
陶
冶
共
同
体
、
陶
冶
手
段
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
に

お
い
て
相
互
に
結
び
つ
い
て
い
る
　
　
に
分
析
す
る
し
こ
と
で
あ

る
。
時
代
、
時
代
の
支
配
的
な
教
育
学
の
体
系
、
そ
こ
に
含
ま
れ

て
い
る
陶
冶
過
程
と
そ
の
さ
ま
ざ
ま
の
要
素
、
及
び
そ
れ
ら
を
支

配
す
る
教
育
の
目
的
、
そ
し
て
教
育
の
歴
史
を
貫
ぬ
く
教
育
理
念

等
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
歴
史
的
研
究
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と

不
分
離
な
関
係
に
お
い
て
体
系
的
研
究
が
不
可
欠
で
あ
る
。
む
ろ

ん
そ
の
体
系
的
研
究
に
お
い
て
も
、
精
神
科
学
に
お
け
る
さ
ま
ざ

ま
の
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
便
わ
れ
る
。

　
○
　
普
遍
妥
当
な
教
育
学
の
可
能
性

　
以
上
の
論
述
に
よ
っ
て
ノ
ー
ル
が
、
記
述
し
分
析
す
る
原
典
を
、

デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
η
心
的
生
の
目
的
論
」
か
ら
η
教
育
現
実
L

に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
育
現
実
の
解
釈
学
と
し
て
の

教
育
学
を
構
想
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
さ
ら
に
彼
が
あ
る
意
味
で
の
普
遍
妥
当
な
教
育
学
を
構
想
し

て
い
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
彼
は
教
育
学
を
教
育
現
実
の
解
釈
学
と
考
え
て
い
た
。

教
育
学
は
教
育
現
実
の
正
確
な
反
映
で
あ
り
、
模
写
で
あ
る
と
み

な
し
て
い
た
。
か
か
る
彼
自
身
の
教
育
学
観
に
立
て
ば
、
極
論
す

れ
ば
、
教
育
現
実
が
あ
る
意
味
で
歴
史
的
に
同
一
の
構
造
を
も
つ

こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
明
ら
か
に
で
き
る
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の

条
件
が
充
足
さ
れ
れ
ば
、
普
遍
妥
当
な
教
育
学
は
、
ノ
ー
ル
に
お

い
て
は
成
立
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
二
つ
の
条
件
の

う
ち
前
者
、
す
な
わ
ち
教
育
現
実
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
教
育
体
験
と
教
育
的
客
観
態
と
の
、

教
育
学
の
歴
史
的
研
究
と
体
系
的
研
究
と
の
、
そ
し
て
本
稿
で
は

論
述
で
き
な
か
っ
た
が
教
育
の
理
論
と
実
践
と
の
相
互
の
照
射
に

よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
．
る
。

　
問
題
は
、
教
育
現
実
が
同
一
の
構
造
を
持
つ
か
ど
う
か
で
あ
る
。

同
一
の
構
造
と
い
う
表
現
が
適
切
で
な
い
な
ら
ば
、
歴
史
的
及
び

世
界
観
的
変
化
に
た
え
ら
れ
る
構
造
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で

あ
る
。
ノ
ー
ル
は
こ
れ
に
つ
い
て
明
確
に
肯
定
し
て
い
る
。
歴
史

的
、
体
系
的
分
析
は
、
現
代
の
「
陶
冶
理
想
」
や
、
す
べ
て
の
「
世

界
観
的
、
歴
史
的
前
提
」
か
ら
「
独
立
し
し
て
進
め
ら
れ
る
が
、

そ
の
中
で
陶
冶
過
程
の
個
々
の
要
素
の
「
可
変
性
」
（
オ
竃
腎
－
－

冨
鼻
③
5
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
典
型

的
な
陶
冶
過
程
が
生
じ
う
る
か
と
か
、
陶
冶
過
程
の
諸
要
因
の
う

一187一



ち
あ
る
と
き
は
あ
る
要
因
が
支
配
的
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
と
き
は

他
の
要
因
が
優
勢
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
陶
冶
過
程

の
形
式
が
生
じ
う
る
か
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
つ
ま
り
、

ノ
ー
ル
は
そ
こ
で
一
種
の
形
式
的
な
類
型
が
見
出
さ
れ
う
る
と
考

え
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
つ
ま
り
彼
の
教
育
学
に
も
一
種
の
形
式

的
な
類
型
論
と
し
て
の
性
格
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
。　

そ
の
よ
う
に
教
育
現
実
が
可
変
的
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
彼

が
考
え
る
以
上
、
今
や
教
育
学
の
普
遍
妥
当
性
は
当
然
の
帰
結
と

し
て
導
き
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
、
か
く
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
、

あ
ら
ゆ
る
民
族
に
妥
当
す
る
普
遍
妥
当
な
陶
冶
理
論
は
、
教
育
的

生
の
そ
れ
自
体
に
お
い
て
可
変
的
な
構
造
の
み
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
が
ゆ
え
に
可
能
で
あ
る
。
こ
の
教
育
的
生
の
可
変
的
構
造
か

ら
更
に
陶
冶
理
論
の
す
べ
て
の
歴
史
的
形
式
を
理
解
し
導
き
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
理
論
も
ま
た
あ
る
意
味
で
”
形
式
的
”
な

も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
内
容
か
ら
切
り
離

さ
れ
た
理
論
で
は
な
く
て
、
内
容
を
目
指
し
て
具
現
化
し
つ
つ
あ

る
形
式
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
教
育
現
実
を
そ
こ
に
含
ま
れ

る
諸
関
係
や
構
造
と
い
う
面
か
ら
十
分
に
考
察
す
る
こ
と
の
客
観

性
に
お
い
て
、
教
育
の
理
想
や
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
り
、
批
判

し
た
り
、
主
観
的
な
來
雑
物
を
除
い
て
純
化
し
た
り
す
る
手
段
を

保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

　
結
局
、
ノ
ー
ル
の
普
遍
妥
当
な
教
育
学
の
基
本
的
な
性
格
は
、

彼
自
身
が
い
う
よ
う
に
、
教
育
現
実
の
可
変
的
な
構
造
に
関
す
る

理
論
、
当
然
、
、
可
変
的
な
構
造
L
は
。
形
式
的
L
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
理
論
も
ま
た
形
式
的
な
理
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
慢
後
に

問
う
べ
き
は
、
そ
う
し
た
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
に

妥
当
す
る
陶
冶
理
論
L
に
お
け
る
、
妥
当
す
る
L
と
い
う
こ
と
の

意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
敢
て
極
言
す
れ
ば
、
教
育
現
実
、
つ
ま
り

教
育
的
生
、
あ
る
い
は
教
育
と
い
う
文
化
体
系
の
全
体
を
構
成
す

る
各
要
素
の
ラ
ベ
ル
と
そ
の
要
素
問
の
結
合
の
み
を
の
べ
た
「
形

式
的
」
な
理
論
で
あ
り
、
か
か
る
ラ
ベ
ル
の
集
合
と
し
て
の
形
式

的
構
造
論
な
ら
ば
、
た
し
か
に
世
界
観
的
、
歴
史
的
制
約
か
ら
も

自
立
し
た
理
論
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
し
か
に
ノ
ー
ル
は
、

か
か
る
形
式
的
構
造
は
内
容
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
ず
、
内

容
を
実
現
し
て
い
く
形
式
と
し
て
、
い
う
な
れ
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
的
「
形
相
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
こ
こ

で
再
び
・
妥
当
性
L
と
い
う
問
題
と
、
彼
，
の
意
図
す
る
教
育
現
実

の
解
釈
学
と
し
て
の
教
育
学
に
お
け
る
、
構
造
に
お
け
る
形
式
と

内
容
し
の
問
題
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
か
が
、
残
さ
れ
た
重
要

な
課
題
と
し
て
浮
か
び
上
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
（
以
上
次
号
）
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シ
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