
ド
ガ
i
モ
の
教
授
論
に
お
け
る
杜
会
化
と
科
学
化

庄
　
司

他
　
人
　
男

　
は
じ
め
に
私
の
こ
れ
ま
で
の
さ
さ
や
か
な
研
究
を
簡
単
に
ふ
り
か
え
っ
て
、

本
稿
の
テ
ー
マ
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

　
ま
ず
本
誌
「
第
一
集
」
に
お
い
て
一
－
一
、
一
八
九
〇
年
前
後
ア
メ
リ
カ
に
お

　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

い
て
最
初
に
本
格
的
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
教
授
論
は
い
か
な

る
特
質
の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
か
に
し
よ
う
と
し
た
一
2
一
。
そ
こ
で
は
ド
イ

ツ
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
と
の
関
連
も
考
慮
し
た
が
、
主
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
・
ヘ

ル
バ
ル
ト
派
の
代
表
者
と
言
れ
る
ド
ガ
i
モ
　
（
O
訂
巳
窃
U
⑫
Ω
弩
冒
o
）
　
と

C
・
マ
ク
リ
ー
（
O
ぎ
ユ
9
曽
o
曽
暮
ξ
）
と
の
相
異
点
に
着
目
し
た
。
両
者

の
間
に
は
重
要
な
点
で
か
な
り
の
相
異
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
従
来
は
ア
メ
リ

カ
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
教
授
論
と
し
て
C
。
マ
ク
マ
リ
ー
の
立
場
だ
け
が
取
り

扱
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
（
3
一
、
そ
れ
で
は
重
大
な
片
手
落
ち
に

な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　
彼
等
の
相
異
点
は
お
よ
そ
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
ト
」
と
で
あ
っ
た
。
　
「
遣
徳
性
」

を
教
育
の
最
高
目
的
と
す
る
こ
と
で
は
完
全
に
一
致
す
る
が
、
C
・
マ
ク
マ
リ

ー
は
そ
れ
を
非
常
に
狭
義
に
解
釈
し
た
の
に
対
し
、
ド
ガ
ー
モ
は
広
義
に
、
「
道

徳
性
」
イ
コ
ー
ル
「
杜
会
性
」
と
解
し
た
の
で
あ
る
。
ト
」
れ
は
具
体
的
実
践
の

段
階
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
相
異
点
に
直
接
関
連
す
る
こ
と
に
な
る
。

C
・
マ
ク
マ
リ
ー
は
ツ
イ
ラ
i
と
ラ
イ
ン
の
立
場
を
と
っ
て
、
極
端
な
「
中
心

統
合
法
」
と
「
開
化
史
段
階
説
」
を
と
る
の
に
対
し
、
ド
ガ
ー
モ
は
フ
リ
ッ
ク

（
≠
津
－
鼻
）
の
立
場
を
尊
重
し
、
　
「
人
文
科
」
、
「
科
学
科
」
、
「
経
済
科
」
の

三
教
科
群
間
（
た
だ
し
フ
リ
ッ
ク
は
前
者
二
教
科
）
　
の
　
「
相
互
連
関
）
　
「
8
－

O
『
呂
轟
注
§
）
を
主
張
し
た
。
ま
た
「
開
化
史
段
階
説
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
「
人
文
科
」
に
の
み
適
用
で
き
る
と
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
初
期
の
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
教
授
論
に
つ
い
て
、
一
八
九
五
年
の

「
全
国
ヘ
ル
バ
ル
ト
協
会
」
（
オ
算
ざ
竃
一
顯
9
臣
ユ
ω
O
ユ
①
q
）
の
結
成
を
き

っ
か
け
に
活
濃
な
討
論
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
主
と
し
て
と
り

上
げ
ら
れ
た
問
題
は
C
・
マ
ク
マ
リ
i
な
ど
の
「
中
心
統
合
法
」
と
「
開
化
史

段
階
説
」
、
そ
れ
に
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
全
体
に
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
た
「
興
味
」
で

あ
っ
た
。
特
に
興
味
論
に
つ
い
て
は
「
全
国
ヘ
ル
バ
ル
ト
協
会
年
報
」
に
提
出
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し
た
デ
ュ
ー
イ
の
論
文
「
興
味
と
意
志
と
の
関
係
」
の
ほ
か
、
ジ
ヱ
ー
ム
ズ
な
ど

の
「
新
し
い
心
理
学
」
、
ホ
ー
ル
を
申
心
と
し
た
「
児
童
研
究
」
（
O
巨
巨
望
－

巨
く
）
、
更
に
デ
ュ
ー
イ
の
「
学
校
と
杜
会
」
（
オ
冨
ω
9
0
0
一
§
φ
ω
◎
O
宥
糾
く
）

な
ど
も
加
わ
っ
て
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
れ
で
私
は

さ
き
に
、
ト
」
れ
ら
の
論
議
を
経
て
C
・
マ
ク
マ
リ
の
教
授
論
が
ど
の
よ
う
に
変

貌
し
て
い
っ
た
か
を
「
中
心
統
合
法
」
（
開
化
吏
段
階
説
を
含
む
）
一
4
）
と
「
興

味
論
」
一
5
）
を
中
心
に
考
察
L
て
み
た
。

．
興
味
論
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
に
お
い
て
は
特
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る

が
、
、
」
れ
に
っ
い
て
C
・
マ
ク
マ
リ
i
が
受
け
た
と
殆
ん
ど
同
じ
影
響
は
ド
ガ
ー

モ
に
も
み
ら
れ
る
。
｝
」
の
ト
」
と
は
彼
の
一
九
〇
二
年
の
著
書
「
興
味
と
教
育
」

（
ぼ
鼻
睾
段
§
α
肉
｛
¢
8
匡
竃
）
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
影
響
は
つ

ぎ
の
二
点
に
要
約
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
一
つ
は
子
供
自
身
の
「
自
然
的
な
い

し
衝
動
的
」
（
§
糾
暮
巴
冒
ぎ
署
匡
く
①
）
な
興
味
を
重
視
す
べ
き
こ
と
で
あ

り
、
他
の
一
つ
は
「
学
校
教
育
と
杜
会
生
活
と
の
結
び
つ
き
を
強
化
」
す
べ
き

こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
二
つ
は
、
い
ず
れ
も
子
供
や
杜
会
に
対
す
る

「
観
察
中
心
的
」
（
O
穿
睾
童
匡
O
〒
8
鼻
簑
＆
）
方
法
と
「
科
学
的
心
理
学
」

の
成
果
と
し
て
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
強
力
な
る
研
究
方
法
論
に
支
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
ド
ガ
ー
モ
に
対
す
る
影
響
は
一
層
強
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
彼
の
大
著
「
中
等
教
育
原
理
」
　
（
全
三
巻
、
一
九
〇
七
～
一
九

一
〇
）
一
も
）
に
は
、
学
校
教
育
の
杜
会
化
と
教
授
論
全
体
の
科
学
化
へ
の
努
力

が
全
巻
に
み
な
ぎ
っ
て
い
る
。
特
に
科
挙
化
の
努
力
は
教
授
段
階
論
に
お
い
て

著
し
い
。

　
今
世
紀
に
入
っ
て
ア
メ
リ
カ
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
影
響
力
が
次
第
に
衰
え
た

た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、
こ
の
著
作
は
一
般
に
は
殆
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
ヘ
ル
バ
ル
ト
以
来
の
「
教
育
的
教
授
」
の
立
場
に
立
っ
て
学

校
教
育
と
杜
会
生
活
と
の
結
合
を
実
現
し
ょ
う
と
し
て
い
る
点
、
教
授
段
階
を

当
時
の
科
学
（
方
法
）
論
を
と
り
入
れ
て
科
学
的
な
も
の
の
に
し
よ
う
と
し
て

い
る
点
、
後
に
間
題
解
決
学
習
と
言
れ
た
も
の
と
殆
ん
ど
同
じ
ょ
う
な
方
法
を

と
っ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
教
授
論
と
し
て
大
変
興
味
あ
る
も
の
を
含
ん
る
い

る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
る
は
一
九
二
〇
年
代
に
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
が
再
評
価
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
言
れ
る
。
多
く
の
点
で
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
と
共
通
す
る
も
の
を

含
み
、
し
か
も
、
非
常
に
広
く
読
ま
れ
た
と
言
れ
る
モ
リ
ソ
ン
（
饒
§
箏
ρ

竃
O
竃
オ
S
）
の
「
中
等
学
校
に
お
け
る
教
授
の
実
際
」
　
（
弓
冨
軍
暮
注
8

o
h
↓
g
o
区
轟
ぎ
亭
①
ω
8
o
邑
”
q
ω
畠
o
◎
ポ
竃
寓
）
が
出
た
の
も
こ
の
時

期
で
あ
る
。
そ
の
時
期
に
至
る
過
程
の
教
授
論
と
し
て
も
、
ド
ガ
ー
モ
の
こ
の

著
作
は
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
は
か
か
る
観
点
か
ら
、
一
応
そ
の
直
接
的
影
響
力
と
は
別
に
、
当
時
の

一
般
的
傾
向
と
も
言
う
べ
き
学
校
教
育
の
杜
会
化
と
科
学
化
を
、
ド
ガ
i
モ
が

彼
自
身
の
教
授
論
の
中
で
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
か
を
、
教
育
内
容
と

教
授
過
程
（
段
階
）
を
中
心
に
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
る
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
二

　
そ
の
聞
題
に
入
る
前
に
、
そ
の
基
礎
に
な
る
教
育
の
目
的
に
つ
い
て
科
学
化
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と
杜
会
化
の
傾
向
を
明
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
ひ

　
教
育
の
最
高
目
的
と
し
て
「
遣
徳
性
」
（
昌
O
H
豊
耳
）
を
か
か
げ
る
こ
と
は

ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
基
本
的
特
徴
で
あ
る
が
、
ド
ガ
i
モ
の
場
合
は
そ
の
概
念
が

非
常
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
触
れ
た
。
彼
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
自
身
の

「
遣
徳
性
」
を
そ
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
は
彼
は
C

。
マ
ク
マ
リ
ー
よ
り
も
ヘ
ル
バ
ル
ト
を
正
し
く
受
け
と
っ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
彼
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
「
遣
徳
作
」
の
内
容
と
な
る
「
五
遣
念
」
（
饒
き
暮
O

S
二
宗
麸
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
個
人
的
で
あ
る
と
同
時
に
杜
会
的
」
　
で

あ
る
こ
と
を
く
り
返
し
述
べ
て
い
る
一
7
）
。
彼
に
よ
る
と
「
遣
徳
性
」
に
は
「
手

段
」
（
冒
竃
婁
）
と
し
て
の
側
面
と
「
内
容
」
（
8
算
彗
叶
）
の
側
面
と
が
あ

る
。
そ
れ
で
そ
の
「
内
容
」
と
し
て
の
側
面
だ
け
を
強
調
し
て
、
歴
史
や
文
学

だ
け
が
「
遣
徳
的
」
で
あ
る
、
と
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
。
科
学
は

内
容
自
体
は
直
接
に
は
「
遭
徳
性
」
と
は
無
関
係
で
あ
る
が
、
実
除
に
「
遺
徳

的
」
に
行
動
す
る
と
な
る
と
そ
の
よ
う
な
知
識
は
不
可
欠
で
あ
る
。
科
学
は
「
遣

徳
性
」
の
「
用
具
的
側
面
」
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
す
の
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
歴
史
や
文
学
を
全
教
科
の
中
核
と
し
て
設
定
し
、
科
学
や
そ
の
他
の
教
科

を
す
ぺ
て
そ
れ
に
従
属
さ
せ
る
と
い
う
極
端
な
「
中
心
統
合
法
」
に
は
決
し
て

味
方
し
な
い
一
8
一
。

　
こ
の
よ
う
に
そ
れ
を
広
義
に
解
釈
す
る
彼
の
立
場
は
一
八
九
七
年
の
「
遭
徳

教
育
の
杜
会
的
側
面
」
一
9
）
と
い
う
論
文
に
至
っ
て
一
段
と
顕
著
に
た
る
。
そ

こ
で
は
彼
は
「
我
々
が
杜
会
的
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
遣
徳
性
」
と
い
う
表
現
を
し

て
、
　
「
道
徳
性
」
イ
コ
ー
ル
「
杜
会
性
」
と
言
い
き
っ
て
い
る
一
㎜
一
。
　
そ
し
て

そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
学
校
の
果
す
べ
き
任
務
と
し
て
つ
ぎ
の
三
つ
を
あ
げ

て
い
る
。
そ
の
第
一
は
「
諸
教
科
を
通
じ
て
杜
会
的
観
念
（
ω
o
o
釘
二
皆
四
）
を

形
成
す
る
こ
と
」
、
第
二
は
「
そ
れ
と
の
密
接
な
関
連
に
お
い
て
杜
会
的
性
向

つ
ま
り
杜
会
的
関
心
を
も
つ
よ
う
に
さ
せ
る
ト
」
と
」
で
あ
り
、
第
三
は
「
そ
れ

を
杜
会
的
習
慣
（
ω
0
9
巴
ぎ
げ
6
に
ま
で
高
め
る
｝
」
と
で
あ
る
一
1
1
一
。
｝
」
の
よ

う
に
教
科
の
教
授
を
通
じ
て
の
み
「
遣
徳
性
」
が
養
わ
れ
る
と
す
る
立
場
は
、

明
ら
か
に
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
「
教
育
的
教
授
」
の
思
想
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
み
る

こ
と
が
で
き
ょ
う
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
は
杜
会
性
を
強
調
し
て
は
い
る
が
、
学
校

教
育
の
実
際
は
実
事
上
学
校
内
で
の
活
動
を
越
え
る
と
こ
ろ
は
殆
ん
ど
た
く
、

一
般
杜
会
と
の
積
極
的
連
関
は
何
ら
考
慮
さ
れ
て
は
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
ド
ガ
ー
モ
の
最
高
目
的
と
し
て
の
「
道
徳
性
」
に
つ
い

て
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
明
確
な
限
界
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

　
｝
」
の
よ
う
な
「
道
徳
性
」
の
概
念
を
さ
ら
に
拡
大
し
、
徹
底
さ
せ
て
、
つ
い

に
「
教
育
の
最
高
園
的
と
し
て
唯
一
の
も
の
を
か
か
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
」
と
い
う
結
論
に
ま
で
導
い
た
も
の
は
主
と
し
て
デ
ス
ー
イ
と
ジ
ヱ
i
ム

ズ
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
一
九
〇
二
年
の
「
興
味
と
教
育
」
に
は
、
　
「
こ
れ
を
デ
ュ
ー
イ
博
士
に
捧
げ

る
」
と
い
う
献
辞
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
デ
ュ
ー
イ
の
「
学
校
と
杜
会
」
に
お
け
る

論
調
そ
の
ま
ま
に
「
現
在
行
れ
て
い
る
教
育
は
都
市
生
活
が
教
育
的
影
響
に
お
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い
て
失
っ
た
も
の
を
と
り
も
ど
し
て
は
い
な
い
」
一
1
2
一
と
い
う
。
前
世
紀
末
の
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
の
消
減
と
共
に
ア
メ
リ
カ
杜
会
全
体
が
都
市
化
の
傾
向
が
強
ま
っ

た
。
そ
れ
に
ょ
っ
て
地
域
杜
会
に
お
け
る
多
く
の
教
育
的
機
能
が
失
わ
れ
た
の

で
、
今
や
学
校
教
育
に
は
大
変
革
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
「
最
も
さ
し
迫
っ
て
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
、
身
体
的
な
教
育
的
作
業
で

あ
り
、
自
発
的
遊
戯
で
あ
る
。
」
一
1
3
）
ナ
」
れ
ら
を
学
校
教
育
の
中
に
豊
か
に
と
り

入
れ
る
｝
」
と
に
よ
っ
て
杜
会
生
活
と
の
結
び
つ
ぎ
が
強
ま
る
よ
う
に
し
よ
う
と

す
る
。
こ
う
な
っ
て
来
る
と
い
か
に
概
念
を
拡
大
し
て
も
、
単
に
「
遺
徳
性
」

を
教
育
の
最
高
目
的
と
す
る
＞
」
と
は
適
当
で
は
な
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
中

等
教
育
は
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
す
べ
て
の
人
に
全
く
平
等
に
与
え
ら
れ
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
し
て
も
単
一
の
目
的
を
か
か
げ
る
こ
と
は

不
適
当
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
に
も
ま
し
て
不
都
合
な
こ
と
は
、
単
一
の
目
的

を
か
か
げ
る
と
、
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
教
育
を
そ
の
方
向
だ
け

に
片
寄
っ
た
も
の
に
し
や
す
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
一
方
彼
は
心
理
学
的
な
理
由
か
ら
も
そ
の
不
適
当
な
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ジ

ェ
i
ム
ズ
の
心
理
学
が
教
え
る
と
｝
」
ろ
に
ょ
れ
ば
、
人
間
の
求
め
る
価
値
に
は

い
ろ
い
ろ
の
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
間
に
は
本
質
的
に
は
何
ら
上
下
の
関
係

は
な
い
、
と
い
う
。
た
だ
文
明
の
発
達
に
つ
れ
て
物
質
的
な
も
の
が
比
較
的
容

易
に
達
成
で
き
る
の
で
、
あ
た
か
も
そ
の
価
値
が
低
い
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ

て
い
る
の
だ
、
と
い
う
一
暮
。
　
そ
れ
に
種
々
の
価
値
の
中
に
は
、
い
か
に
概
念

を
拡
大
L
て
も
「
道
徳
牲
一
と
い
う
表
現
に
含
め
る
こ
と
が
無
理
な
も
の
も
少

く
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
彼
は
従
来
の
よ
う
な
単
一
の
目
的
を
か
か
げ
る
こ

と
を
廃
し
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
「
自
我
の
体
系
」
に
な
ら
っ
て
、
　
「
目
的
の
体

系
」
（
ヨ
暮
貸
O
耳
O
｛
巴
冒
ω
）
を
立
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
体

系
を
明
確
に
示
し
て
は
い
な
い
が
、
遣
徳
的
な
も
の
が
中
核
的
位
置
を
占
め
る

こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
れ
は
従
来
の
「
遣
徳
性
」
を
最
高
目
的
と

す
る
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
根
本
理
念
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
い
。
　
「
遺
徳
性
」
を
「
杜
会
性
」
な
い
し
「
杜
会
的
有
用
性
」
と
解
す
る
彼

自
身
の
立
場
を
一
層
徹
底
さ
せ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
彼
に

ょ
れ
ば
科
学
の
な
か
で
も
応
用
科
学
が
純
粋
科
学
よ
り
も
「
道
徳
性
」
が
高
い

こ
と
に
な
り
、
い
か
な
る
知
識
も
そ
れ
が
単
に
知
識
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
、

実
際
生
活
に
生
か
さ
れ
な
け
れ
ば
、
道
徳
的
に
は
「
無
関
係
な
も
の
」
（
巨
a
I

津
撃
①
箏
8
）
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（
1
5
）
。

　
で
は
教
育
の
最
高
員
的
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
杜
会
化
と
科
学
化
の
傾
向

は
、
教
育
内
容
と
教
授
段
階
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
三

　
ま
ず
教
育
内
容
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
で
は
「
多
方
均
等

の
興
味
」
が
教
授
の
目
的
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
。
し
か
し
そ
れ
は
具
体
的
な

教
材
の
教
授
を
通
じ
て
の
み
達
成
さ
れ
う
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ド
ガ

ー
モ
の
用
語
を
用
い
て
言
え
ぱ
、
　
「
個
の
概
念
」
（
冒
畳
く
乞
葛
二
α
9
）
を
通
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し
て
二
般
の
概
念
し
（
甘
q
g
Φ
s
二
広
竃
）
を
つ
か
ま
せ
る
こ
と
が
実
際
の
教

授
に
お
け
る
当
面
の
目
的
と
な
る
一
些
。
　
そ
の
場
合
、
そ
の
二
般
の
概
念
」

を
、
学
習
者
に
と
っ
て
無
関
係
な
、
冷
い
も
の
と
し
て
つ
か
ま
せ
る
の
で
は
な

く
、
　
「
知
識
（
一
般
の
概
念
）
が
消
え
去
っ
た
後
に
も
興
味
が
残
る
よ
う
に
」

学
習
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
単
な
る
知
識
と
し
て
で
は
な
く
、

あ
た
た
か
み
の
あ
る
、
生
命
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
　
「
概
念
（
＆
竃
）
が
行
動

の
理
想
（
己
⑫
巴
）
に
ま
で
発
展
」
す
る
よ
う
に
教
授
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
　
「
学
校
の
役
割
し
と
し
て
彼
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
理
想
」

に
対
す
る
持
続
的
な
興
味
が
植
え
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
「
杜
会
的
性
向
」

（
ω
0
9
巴
畠
毫
O
ω
婁
8
）
が
生
じ
、
そ
れ
が
「
杜
会
的
習
慣
」
（
8
9
昌
ぎ
－

σ
6
と
結
合
す
る
に
至
っ
て
実
際
に
「
遣
徳
的
」
に
行
動
す
る
人
間
が
形
成

さ
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
持
続
す
る
興
味
に
支
え
ら
れ
た
知
識
（
一
般
の
概
念
）
が
教
授
の

目
的
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
ょ
う
。
従
っ
て
具
体
的
な
教
授
の
内
容
も

こ
の
方
向
に
沿
っ
て
選
択
さ
れ
、
配
列
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
教
育
内
容
に
お
い
て
は
科
学
化
よ
り
も
杜
会
化
の
傾
向
が
著
し
い
が
、
ト
」
れ

に
ょ
っ
て
学
校
と
杜
会
生
活
と
の
結
合
が
強
ま
る
と
、
知
識
と
い
う
教
授
の
目

的
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
中
等
教
育
の
原
理
し
に
お
い
て
は
、
そ
れ

は
「
知
識
の
社
会
的
有
用
性
」
な
い
し
「
能
力
」
（
①
蟹
9
9
ξ
）
・
「
技
術
」

（
終
巨
O
｛
冨
O
ぎ
置
罵
）
を
強
く
前
面
に
押
し
出
す
、
と
い
う
形
で
現
れ
て

い
る
。
。
そ
の
中
で
彼
は
教
授
に
お
い
て
「
常
に
考
慮
さ
れ
る
ぺ
き
二
側
面
」
と

し
て
、
　
「
釦
識
と
能
方
」
を
あ
げ
て
い
る
一
1
7
一
。
「
道
徳
性
」
イ
コ
ー
ル
「
杜
会

性
」
と
す
る
彼
の
以
前
か
ら
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
勿
論
｝
」
の
「
能
力
」
な
い

し
「
杜
会
的
有
用
性
」
が
軽
視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ

そ
れ
ほ
ど
に
は
強
く
意
識
さ
れ
ず
、
　
「
知
識
」
ま
た
は
「
一
般
の
概
念
」
の
中

の
一
側
面
と
し
て
、
そ
れ
に
含
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が

学
校
教
育
の
「
杜
会
化
」
を
実
現
す
る
た
め
に
一
段
と
強
調
さ
れ
、
　
「
知
識
」

の
一
側
面
で
は
あ
る
が
、
独
立
し
た
表
現
を
必
要
と
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
で
は
何
故
に
「
技
能
」
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
を
あ
げ
る
一
1
8
一
。

①
ま
ず
技
術
（
能
力
）
を
獲
得
す
る
基
本
的
な
目
的
は
、
実
際
生
活
の
そ
れ
ぞ

れ
の
領
域
で
、
習
得
し
た
知
識
を
容
易
に
上
手
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
技
術
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
中

で
理
解
が
深
め
ら
れ
、
記
憶
が
確
実
に
さ
れ
、
興
味
が
強
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
②
、
洞
察
（
知
識
）
だ
け
が
追
求
さ
れ
る
と
き
は
認
知
（
8
σ
q
己
叶
†

§
）
だ
け
が
強
調
さ
れ
る
の
で
精
神
過
程
（
雪
窒
3
一
屑
o
8
錫
）
が
不
完
全

な
発
展
段
階
で
停
止
し
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
も
精
神
活
動
の
完
全
な
循
環
は
認

知
、
感
情
、
意
志
な
ど
の
活
動
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
の
活
動
に
ょ
っ
て
、

学
習
さ
れ
る
概
念
が
単
な
る
明
瞭
な
（
g
①
實
）
概
念
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

生
き
生
き
L
た
（
丘
く
巳
）
な
も
の
に
ま
で
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
、
⑧
、
第
三
の
点
は
以
上
の
二
つ
を
心
理
的
に
裏
づ
け
る
も
の
、
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と
も
言
え
よ
う
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
、
「
表
現
の
な
い
印
象
は
な
い
」
と
い
う
心
理

学
上
の
原
理
か
ら
す
れ
ば
、
学
校
教
育
は
事
実
や
法
則
の
理
解
に
お
け
る
感
覚

的
知
性
（
器
易
◎
q
ま
8
忌
g
§
－
）
だ
け
で
な
く
、
技
術
と
言
れ
る
能
力
の

形
式
を
獲
得
す
る
際
に
は
ト
」
の
知
的
筋
肉
運
動
（
｝
鼻
昌
①
g
§
－
昌
g
暮
）
を

も
活
動
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
、
彼
は
教
育
内
容
上
の
す
べ
て
の
問
題
に
お
い
て
は

常
に
「
知
識
と
能
力
」
の
二
側
面
を
明
確
に
区
別
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
、
と

し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
理
由
か
ら
し
て
も
、
　
「
知
識
」
と
「
技
能
」
を
同
等
に

置
く
と
い
う
こ
と
は
結
局
、
学
校
教
育
の
杜
会
化
と
科
学
化
（
こ
の
場
内
は
科

学
的
心
理
学
に
ょ
る
裏
づ
け
）
の
現
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
彼
の
い
う
「
教
科
の
二
側
面
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
彼

が
骨
組
だ
け
し
か
示
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
拾
っ
て
み
れ
ば

そ
の
真
意
が
よ
り
は
っ
き
り
つ
か
め
る
か
も
知
れ
な
い
一
聖
。

全
教
科
の
二
側
面

知
　
識
－
洞

技
術
－
使
用
の
能
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
数

基
本
的
概
念
の
知
的
理
解
と
代
数
、

幾
何
、
三
角
法
の
諸
原
理
の
前
進
的

習
得
（
胃
o
σ
q
竃
ω
阻
お
o
8
¢
室
巨
o
づ
）

学　
証
明
（
宗
竃
o
竃
け
轟
弐
g
）
や
図
式

一
的
方
法
（
σ
q
蟹
昌
ざ
§
⑦
；
a
）
に

一
よ
っ
て
問
題
を
解
決
す
る
よ
う
な
実

　
験
的
練
習
、
特
に
物
理
学
と
関
連
す

　
る
聞
題
へ
の
応
用

動
物
学
、

る
分
類
、

識

　
　
　
　
　
　
生
　
　
物

植
物
学
、
生
理
学
に
お
け
一

形
態
、
解
剖
、
機
能
の
知
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
　
　
典

文
学
的
内
容
や
文
法
的
修
辞
学
的
諸
一

原
理
の
知
識
と
観
賞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歴

㍗
肚
ポ
㍑
顯
一

る
。国

政
や
地
方
自
治
の
機
構
の
研
究
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経

生
産
、
分
配
、
消
費
な
ど
の
経
済
法
一

則
へ
の
洞
察
。
■
数
学
、
自
然
科
学
、

言
語
な
ど
の
経
済
的
側
面
の
研
究

　
学

生
活
史
（
罧
①
巨
呉
o
q
）
　
や
機
能

（
｛
§
o
巨
s
）
を
決
定
す
る
際
に
お

け
る
と
同
様
、
解
剖
、
採
集
、
分
類

の
場
合
も
実
験
的
な
、
ま
た
は
校
外

で
の
練
習
を
行
う
。

学
校
内
外
で
の
身
体
訓
練

　
語

言
語
学
的
相
異
を
テ
キ
ス
ト
ヘ
実
際

に
応
用
す
る
ト
」
と
、
英
語
へ
の
翻
訳

史文
献
、
討
論
会
、
会
議
、
ク
ラ
ブ
、

体
育
会
な
ど
を
通
じ
て
、
議
会
政
治

の
方
法
を
練
習
す
る
。
あ
る
場
合
に

は
学
校
市
と
い
う
よ
う
な
、
あ
る
い

は
ジ
ョ
ン
少
年
共
和
共
の
組
識
に
お

け
る
る
よ
う
な
自
治
の
練
習

済製
図
、
デ
ザ
イ
ン
、
工
作
、
料
理
、

手
芸
な
ど
の
生
産
技
術
。

計
算
、
速
記
、
タ
イ
プ
、
商
晶
の
実

験
的
研
究
、
現
代
語
の
商
業
的
用
法

な
ど

　
ζ
の
よ
う
に
「
技
能
」
を
重
視
す
る
と
い
う
ソ
」
と
は
学
校
の
杜
会
化
の
現
れ

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
く
り
返
し
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
教
育
内
容
の
面
で
は
ま
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た
作
業
場
の
概
念
（
奉
o
寿
あ
ぎ
o
己
g
）
を
全
教
科
に
拠
大
す
る
と
い
う
㌢
」
と

に
も
た
る
。
　
「
我
々
人
類
は
原
野
や
作
業
場
や
公
共
の
生
活
に
お
け
る
実
際
活

動
と
の
関
連
に
お
い
て
殆
ん
ど
の
知
識
を
得
て
来
た
。
」
の
で
あ
る
が
、
　
「
作

業
場
の
概
念
」
を
拡
大
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
　
「
そ
の
よ
う
な
人
類
の
経
験
と

学
校
教
育
と
を
再
び
結
合
す
る
こ
と
に
な
る
。
」
の
で
あ
る
一
2
0
一
。
知
識
を
実
生

活
に
応
用
す
る
と
共
に
、
実
生
活
を
通
し
て
学
ぶ
こ
と
に
ょ
っ
て
、
そ
れ
が
益

々
「
杜
会
的
有
用
性
」
を
高
め
る
の
で
あ
る
。
　
「
全
教
科
の
二
側
面
し
の
「
技

術
」
と
い
う
と
こ
ろ
だ
け
を
み
た
の
で
は
「
作
業
場
の
概
念
」
が
ど
れ
だ
け
「
全

教
科
に
拡
大
」
さ
れ
て
い
る
の
か
が
必
ら
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
ト
」

の
よ
う
な
主
張
は
従
来
の
ア
メ
リ
カ
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
に
お
け
る
よ
う
な
書
物

中
心
の
教
育
に
比
較
す
る
と
非
常
に
杜
会
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
疑

間
の
余
地
は
な
い
。

　
つ
ぎ
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
　
「
技
術
」
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
教
授

段
階
に
お
け
る
「
応
用
」
（
岩
畠
S
戊
竃
）
の
意
味
が
か
な
り
変
っ
て
き
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
｝
」
れ
は
む
し
ろ
教
授
段
階
に
属
す
る
問
題
で
あ
る

が
、
　
「
応
用
」
の
意
味
な
い
し
狙
い
に
変
化
が
生
ず
る
な
ら
ば
、
教
授
内
容
に

も
当
然
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
の
で
｝
」
こ
で
と
り
あ
げ
る
こ
と
に

す
る
。

　
ア
メ
リ
カ
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
に
ょ
る
最
初
の
著
作
と
言
れ
る
「
本
法
の
本
質
」

（
票
ω
9
叶
巨
ω
O
｛
昌
⑦
亭
3
二
〇
。
O
。
⑩
）
の
中
で
は
、
ド
ガ
ー
モ
は
「
応
用
」
の

ね
ら
い
と
し
て
つ
ぎ
の
諸
点
を
あ
げ
て
い
る
一
班
）
。
①
そ
の
一
つ
は
知
識
を
豊

か
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
実
際
の
教
授
に
お
い
て
目
指
す
も
の
は
、

二
般
の
概
念
」
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
内
容
面
を
抜
き
去
っ
た
、
や
せ
た

も
の
に
な
り
易
い
。
そ
れ
を
補
っ
て
知
識
な
い
し
二
般
の
概
念
」
を
豊
な
も

の
に
す
る
の
が
「
応
用
」
の
役
目
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
②
つ
ぎ
は
知
識
の
定

着
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
何
ら
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
③
三

つ
め
は
、
応
用
に
お
け
る
「
練
習
を
あ
ら
ゆ
る
生
活
問
魑
　
（
肩
o
g
⑦
冒
ω
　
艮

ξ
①
）
に
関
連
さ
せ
る
ご
と
」
で
あ
る
。
人
間
は
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
　
「
本
質
的

な
も
の
と
非
本
質
的
な
も
の
」
を
区
別
す
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
る
が
、
　
「
こ
の

よ
う
な
洞
察
力
は
個
々
の
事
実
を
学
習
し
た
り
、
普
遍
的
真
理
を
暗
記
し
た
り

し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
個
々
の
場
合
か
ら
意
識
的
に
引
き
出
さ
れ
て

き
た
一
般
的
法
則
を
そ
れ
ぞ
れ
の
広
い
分
野
に
絶
え
ず
能
率
的
に
応
用
す
る
ソ
」

と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
お
け
る
彼
の
意
図

は
、
実
生
活
へ
の
知
識
の
応
用
そ
れ
自
体
を
重
視
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
　
「
洞
察
力
」
を
養
う
た
め
の
手
殴
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
④
第
四
点
と
し
て
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
彼
独
自
の
教
授
内

容
論
か
ら
し
て
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
　
「
応
用
」
す
る
と

い
う
こ
と
、
つ
ま
り
二
般
を
椿
殊
へ
常
に
戻
す
と
い
う
サ
」
と
は
、
知
識
の
相

互
連
関
（
8
－
暮
a
墨
叫
9
）
の
た
め
の
最
も
有
効
た
手
段
で
あ
る
。
」
　
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ド
ガ
ー
モ
が
、
極
端
な
「
中
心
統
合
法
」
に
反
対
し
て
「
相
互

関
連
法
」
を
主
張
し
た
｝
」
と
は
既
に
述
べ
た
が
そ
れ
に
お
い
て
「
応
用
」
は
各

教
科
な
い
し
教
科
群
の
間
の
「
相
互
連
関
」
を
強
め
る
の
に
責
献
す
る
と
い
う
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の
で
あ
る
。

　
｝
」
れ
に
対
し
て
「
中
等
教
育
の
原
理
」
で
は
、
　
「
応
用
」
の
必
要
性
は
つ
ぎ

の
諾
点
に
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
一
2
2
一
。
そ
の
第
一
点
は
「
内
容
を
豊
か
に
す

る
た
め
、
第
二
点
は
「
習
得
の
永
続
性
を
確
保
す
る
た
め
」
で
、
こ
の
二
つ
は

以
前
と
全
く
同
じ
な
の
で
問
題
は
な
い
。
問
題
は
彼
自
身
「
最
も
重
要
な
理

由
」
と
し
て
い
る
第
三
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
洞
察
（
知
識
）
と
能
力
の
相
互

関
係
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
。
し
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
応
用
」
は
「
心
理
的

な
も
の
と
杜
会
的
な
も
の
を
統
合
し
す
る
の
に
最
も
有
効
で
あ
り
、
そ
の
た
め

に
欠
く
｝
」
と
の
で
き
な
い
も
の
だ
、
と
い
う
ン
」
と
で
あ
る
。
彼
の
言
う
「
心
理

的
な
も
の
と
杜
会
的
」
な
も
の
と
い
う
の
は
、
結
局
「
知
識
と
技
術
の
二
側

面
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
っ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
　
「
教
育
の
心
理
的

側
面
と
い
う
の
は
個
人
そ
の
も
の
の
発
達
に
関
係
す
る
。
そ
れ
は
各
人
の
個
人

的
教
養
、
知
的
訓
練
、
習
得
、
身
体
的
完
成
に
関
係
し
、
多
様
な
形
式
の
い
か

な
る
杜
会
と
も
直
接
に
関
連
す
る
ト
」
と
を
意
図
し
な
い
。
」
こ
れ
に
対
し
て
、

「
教
育
の
杜
会
的
観
点
は
市
民
的
、
宗
教
的
、
教
育
的
、
経
済
的
、
家
族
的
、

杜
会
的
な
ど
、
限
定
さ
れ
た
意
味
で
種
々
の
集
団
に
お
け
る
同
僚
と
関
係
す
る

よ
う
な
立
場
か
ら
個
人
を
み
る
。
」
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
前
者
は
「
洞
察
と

知
的
訓
練
」
を
、
後
者
は
「
有
益
な
知
識
と
訓
練
さ
れ
た
能
力
」
を
直
接
の
ね

ら
い
と
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
二
つ
の
側
面
を

統
合
す
る
の
が
「
応
用
」
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

　
ご
の
よ
う
に
「
方
法
の
本
質
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
用
語
こ
そ
用
い

て
は
い
な
い
が
、
結
局
は
「
心
理
的
側
面
」
が
前
面
に
出
て
お
り
、
　
「
杜
会
的

側
面
」
も
考
慮
さ
れ
て
は
い
る
が
、
実
質
的
に
は
前
者
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る

手
段
と
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
、
教
科
（
群
）
間
の
「
相
互
連
関
」
が
「
応
用
」

の
大
き
な
ね
ら
い
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
　
「
中
等
教
育
の
原
理
」
に
お
い
て

は
「
知
識
と
能
力
し
と
い
う
二
つ
の
側
面
に
応
じ
て
、
　
「
心
理
的
側
面
」
と
「
杜

会
的
側
面
」
は
全
く
同
等
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
　
「
応
用
科
学
の
方
が
純
粋
科

学
よ
り
も
一
層
遣
徳
性
（
杜
会
性
）
し
が
高
い
、
と
い
う
点
な
ど
か
ら
す
れ
ば

む
し
ろ
逆
に
「
杜
会
的
側
面
」
の
方
が
重
視
さ
れ
る
と
も
言
え
よ
う
。
そ
し
て

教
科
（
群
）
間
の
「
相
互
連
関
」
よ
り
も
、
各
教
科
と
杜
会
生
活
と
の
関
連
が

強
く
う
ち
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
こ
と
は
各
教
科
が

バ
ラ
バ
ラ
に
・
教
授
さ
れ
て
も
良
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
た
く
、

杜
会
生
活
と
の
関
連
を
重
視
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
教
科
（
群
）
間
の
「
相
互

関
連
）
は
自
ら
考
慮
さ
れ
る
と
み
る
に
至
っ
た
も
の
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
「
応
用
」
の
目
指
す
も
の
が
変
れ
ば
、
教
育
内
容
の
問
題
に

も
重
大
な
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
は
必
須
で
あ
り
、
と
り
わ
け
教
材
の
選
択
に
直

接
関
連
す
る
こ
と
に
放
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
四

　
ア
メ
リ
カ
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
に
初
め
の
こ
ろ
ほ
ぽ
一
致
し
て
い
た
教
授
段
階

論
は
、
ツ
ィ
ラ
ー
に
ょ
っ
て
公
式
化
さ
れ
、
ラ
イ
ン
に
ょ
っ
て
通
俗
化
さ
れ
た

と
言
わ
れ
る
「
予
備
」
「
提
示
」
「
比
較
」
　
「
総
括
」
　
「
応
用
」
の
五
段
階
を
骨

子
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
ド
ガ
ー
モ
は
、
　
「
ド
イ
ツ
。
ヘ
ル
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バ
ル
ト
派
は
い
わ
ゆ
る
形
式
段
階
（
｝
暮
冒
o
｝
黒
①
湯
）
を
、
そ
れ
が
帰
納
と
演

緯
の
両
方
を
認
め
て
い
る
が
故
に
完
全
な
方
法
で
あ
る
と
し
て
弁
護
し
て
い

る
（
邑
。
し
と
述
べ
て
、
そ
の
誤
り
を
指
摘
す
る
。
そ
う
言
え
ば
彼
は
既
に
．
「
方

法
の
本
質
」
に
お
い
て
も
、
そ
れ
を
彼
が
ド
イ
ツ
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
に
つ
い
て

指
摘
す
る
ほ
ど
固
定
し
た
も
の
と
解
し
て
い
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ

で
も
彼
は
帰
納
と
演
緯
の
方
法
論
を
と
り
入
れ
て
教
授
段
階
を
科
学
的
な
も
の

に
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
絶
え
ず
ち
つ
づ
け
て
い
た
ト
」
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ

れ
が
後
の
教
授
論
全
体
に
お
け
る
杜
会
化
と
科
学
化
の
傾
向
と
共
に
一
段
と
顕

著
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
中
等
教
育
の
原
理
」
に
お
い
て
も
「
べ
ー
コ
ン
の
新
し
い
方
法
」
が
「
教

授
の
モ
デ
ル
」
（
竃
a
g
O
｛
箒
碧
江
轟
）
に
な
っ
て
お
り
、
帰
納
と
演
緯
を

基
本
原
理
と
し
て
い
る
｝
」
と
に
お
い
て
は
以
前
と
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
（
2
4
一
。
し

か
し
こ
れ
に
お
い
て
は
科
学
的
な
教
授
段
階
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
さ

ら
に
明
確
と
な
り
、
そ
の
緒
果
教
授
段
階
を
は
っ
き
り
と
「
帰
納
的
方
法
」

（
ぎ
き
茎
き
嵩
買
§
争
）
と
「
演
緯
的
方
法
」
（
宗
ま
邑
き
岩
肩
8
g
）

の
二
本
立
て
と
し
、
多
く
の
人
々
の
科
学
論
や
科
学
方
法
論
を
と
り
入
れ
て
い

る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
ナ
」
と
と
思
わ
れ
る
。
彼
が
参
考
に
し
た
主
た
著
書
を
あ

げ
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
寓
¢
巴
⑦
く
ー
一
ω
g
①
箏
8
印
り
q
固
｛
白
8
庄
o
冒

　
黒
易
叶
竃
賞
5
勺
8
巳
讐
ω
O
甘
彗
叫
匡
0
5
9
暮
撃
（
叶
蟹
箏
阻
黒
＆
）

　
婁
旨
鼠
冒
ω
冨
己
昌
旨
く
o
易
一
軍
ぎ
9
竺
窪
o
｛
ω
q
g
8
．

　
』
◎
げ
箏
旬
涼
斤
Φ
…
＞
O
⑦
■
叶
¢
〔
く
o
｛
ω
o
庁
目
o
⑦
．

　
』
．
ω
1
竃
覧
一
ピ
o
σ
q
μ
ρ

　
＞
后
×
ρ
。
α
撃
田
駐
三
ピ
O
σ
q
ざ
山
り
～
■
O
ま
O
響

　
↓
．
O
h
Φ
｝
σ
q
げ
叶
o
■
…
H
芦
叶
『
o
¢
■
o
け
o
『
く
ビ
o
σ
q
｝
o
．

　
顯
9
q
＞
H
冒
等
O
轟
一
H
ぎ
↓
S
O
巨
轟
艮
ω
9
津
5
0
竃
9
ぎ
以
．

　
｝
o
ω
召
プ
弓
o
竈
①
ご
ω
g
a
霧
，
o
げ
①
冒
｛
g
q
．

　
》
¢
σ
q
蕩
g
ω
］
U
①
竃
o
品
ψ
三
望
¢
｛
く
～
■
｛
冒
㎞
饒
o
己
竈
窃
o
㎞
旨
與
亭
Φ
－

　
　
　
旨
叫
巨
o
ω
．

　
固
α
奉
巨
饒
邑
二
弓
ぎ
弓
＄
9
ぎ
胴
§
｛
勺
ξ
9
婁

　
肉
馨
一
勺
①
賢
ω
o
箏
一
〇
蟹
昌
s
弩
o
h
ω
a
①
■
8
．

　
「
方
法
の
本
質
」
に
お
け
る
教
授
段
階
は
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
ず
「
い
か
な
る
場
合
に
も
、
実
際
の
知
識
は
具
体
的
個
の
概
念
か
ら

始
ま
り
、
そ
れ
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
で
は
「
個
の
概
念
」
は
い

か
に
し
て
得
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
原
理
が
「
類
化
」

（
饅
署
弩
8
冥
一
昌
）
　
で
あ
る
。
新
し
く
獲
得
さ
れ
る
「
個
の
概
念
」
は
既
に

習
得
さ
れ
て
い
る
（
古
い
）
概
念
と
の
何
ら
か
の
関
係
に
お
い
て
の
み
可
能
で

あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
ト
」
に
お
い
て
教
師
の
な
す
べ
き
こ
と
は
「
予
備
」

（
買
Φ
寝
轟
饒
g
）
と
「
提
示
」
（
惇
霧
§
冨
庄
g
）
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し

て
得
ら
れ
た
「
個
の
概
念
」
は
「
一
般
の
概
念
」
へ
と
導
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら

た
い
。
こ
こ
で
行
れ
る
の
が
「
比
較
」
（
8
竃
寝
H
尉
§
）
と
二
般
化
」
（
σ
q
①
－

鳥
蟹
一
｝
墨
饒
§
）
で
あ
る
。
こ
の
一
般
化
は
実
際
に
は
「
分
類
」
「
定
義
」
「
法
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則
」
な
ど
の
形
を
と
る
。
こ
こ
は
実
質
的
に
は
「
帰
納
的
」
（
｛
邑
暮
ま
く
Φ
）
に

な
さ
れ
る
。
と
言
う
の
は
こ
こ
で
起
こ
る
問
題
は
、
　
「
精
神
が
普
遍
的
な
も
の

に
到
達
す
る
際
に
通
る
過
程
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
　
「
ト
」
れ
は
帰
納

法
の
本
質
は
何
か
、
と
い
う
問
題
と
同
義
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
っ
ぎ
に
、
ト
」
の

二
般
の
概
念
」
は
再
び
「
新
し
い
個
に
戻
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
」
こ

れ
が
「
応
用
」
で
あ
る
。
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
の
で
｝
」
こ
で

は
く
り
返
さ
な
い
。
彼
は
そ
う
呼
ん
で
は
い
な
い
が
、
ご
れ
は
演
緯
の
過
程
で

あ
る
ト
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
結
局
っ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

　
個
の
概
念
を
得
る
1
－
類
　
化
　
　
　
　
　
＼
予
　
備

　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
（
岩
潟
3
召
匡
O
箏
）
／
提
　
示

　
　
　
　
　
　
↑

　
一
般
の
概
念
へ
と
進
む
1
抽
象
化
　
＼
比
較

　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
（
ぎ
g
；
ま
8
）
／
総
括
（
一
般
化
）

　
　
　
　
　
　
↑

　
新
し
い
個
に
応
用
す
る
　
　
応
　
用
　
　
　
　
応
　
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岩
旦
｝
s
注
o
づ
）

　
｝
二
」
で
我
々
は
彼
が
「
抽
象
化
」
の
段
階
に
つ
い
て
「
特
に
考
慮
す
ぺ
き
こ

と
」
，
と
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
を
み
の
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に

言
う
。
　
「
特
殊
（
個
）
は
一
般
化
に
先
行
す
ぺ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
正

」
い
教
授
の
普
遍
的
法
則
で
あ
る
。
…
…
し
か
し
こ
の
こ
と
は
教
育
的
方
法
の

手
煩
が
一
つ
に
限
ら
れ
る
と
い
う
↑
」
と
を
意
味
し
な
い
。
」
と
一
磐
。
す
な
わ
ち

二
般
の
概
念
」
に
到
達
す
る
の
は
必
ら
ず
し
も
「
帰
納
法
」
に
よ
る
も
の
で

は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
数
学
な
ど
に
お
い
て
は
「
多
く
の
良

い
教
科
書
は
一
つ
の
題
材
（
ざ
且
8
）
を
、
そ
れ
に
関
す
る
広
汎
な
一
般
的
真

理
や
法
則
㊧
叙
述
に
よ
っ
て
導
入
し
て
い
る
。
」
こ
の
場
合
、
最
初
に
「
個
の

概
念
」
を
も
っ
て
は
く
る
が
、
そ
れ
は
直
ち
に
二
般
の
概
念
」
の
応
用
と
し

て
説
明
さ
れ
る
。
ご
れ
は
明
ら
か
に
演
緯
的
で
あ
る
。

　
L
か
し
「
方
法
の
本
質
」
に
お
い
で
は
「
演
緯
的
方
法
」
は
ま
だ
「
帰
納
的

方
法
」
に
並
ぶ
重
要
な
方
法
と
し
て
で
は
な
く
、
実
際
の
教
授
過
程
で
は
後
者

の
不
足
を
補
う
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
中
等
教
育
の
原
理
」

に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
に
つ
い
て
、
　
「
批
判
的
に
吟
味
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

み
る
と
彼
等
の
用
い
た
演
緯
は
、
あ
る
授
業
に
お
い
て
帰
納
的
に
習
得
さ
れ
た

　
　
　
、
　
　
　
、

知
識
の
応
用
に
限
ら
れ
て
い
た
。
彼
等
は
演
緯
的
方
法
が
知
識
の
獲
得
に
お
い

て
も
同
様
に
有
益
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
」

一
2
6
一
と
し
て
、
二
つ
の
方
法
を
全
く
同
等
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
実
際
に
は

「
帰
納
的
方
法
」
と
演
緯
的
方
法
の
二
つ
は
独
立
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
む

し
ろ
少
な
い
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
教
材
の
性
質
に
応
じ
て
こ
の
二
つ
は
明
確

に
使
い
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
、
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
科

学
方
法
論
が
大
巾
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
彼
は
「
べ
ー
コ
ン
の
新
し
い
方
法
」
と
し
て
の
帰
納
法
に
つ
い
て

つ
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
新
し
い
自
然
科
学
の
最
大
の
要
求
は
、
す
べ
て

の
古
い
原
理
が
検
証
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
新
し
い
原
理
は
観
察
、
実
験
、
仮

説
、
類
推
（
§
巴
o
σ
q
く
）
に
よ
る
帰
納
的
探
求
を
通
し
て
確
立
さ
れ
る
ぺ
き
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
一
2
7
）
と
。
こ
の
帰
納
法
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら

結
論
的
に
、
彼
は
、
　
「
科
学
的
な
完
全
さ
を
目
ざ
す
す
べ
て
の
教
育
方
法
に
は

…η一



少
く
と
も
三
つ
の
き
わ
だ
っ
た
段
階
が
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。
つ
ぎ
の
通
り

で
あ
る
。
（
2
8
）

　
1
　
権
威
、
観
察
、
実
験
に
ょ
る
事
実
の
獲
得

　
2
　
推
理
（
葛
易
◎
己
潟
）
の
過
程
を
通
じ
て
㌢
」
れ
ら
の
事
実
の
意
味
を
決

　
　
　
定
す
る
こ
と
。

　
3
　
そ
う
し
て
得
ら
れ
た
知
識
を
使
用
す
る
能
力
の
向
上
。

そ
し
て
「
こ
れ
ら
三
つ
の
段
階
を
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
知
的
週
程
（
ぎ
訂
冒
？

糾
竃
一
眉
o
8
窪
）
の
観
点
か
ら
み
る
と
っ
ぎ
の
よ
う
に
改
名
さ
れ
る
。
」
と
い

う
。

　
1
　
「
類
化
の
過
程
」
（
軍
◎
8
ω
ω
o
｛
岩
潟
葛
岩
饒
o
冒
）

　
2
　
「
思
考
の
過
程
」
（
軍
o
8
ω
ω
o
｛
夢
o
ひ
q
窯
）

　
3
　
「
応
用
の
過
程
」
（
軍
◎
8
留
o
｛
卿
署
旨
8
匡
o
箏
）

こ
の
よ
う
に
教
授
段
階
を
ま
ず
大
き
く
三
段
階
に
分
け
る
こ
と
は
以
前
の
も
の

と
全
く
同
じ
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
・
ヘ
ル
バ
ル
派
に
ほ
ぽ
共
通
し
た
見
解
で
あ

る
。
し
か
し
我
々
は
、
ト
」
こ
で
は
そ
れ
が
科
学
的
方
法
論
を
吟
味
し
た
結
果
と

し
て
出
さ
れ
て
い
る
ト
」
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
「
こ
れ
ら
三
っ
の
基
本
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
帰
納
と
演
緯
の
両
方
法
に
あ

て
は
ま
る
。
」
と
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
教
授
の
五
段
階
も
結
局
は
両

方
に
あ
て
は
ま
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
「
演
緯
的
方
法
」

に
っ
い
て
は
教
授
の
段
階
的
な
こ
と
に
は
全
く
触
れ
ず
、
三
っ
の
基
本
カ
テ
ー
ゴ

リ
ー
に
お
け
る
演
緯
的
遭
行
だ
け
を
論
じ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
と
解

さ
れ
る
。
つ
ま
り
二
つ
の
方
法
に
基
づ
い
た
教
授
段
階
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る

の
で
あ
る
。

　
　
　
帰
納
的
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
演
緯
的
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
（
基
本
カ
テ
ゴ
リ
ー
）

帰
納
的
魏
の
の
灘
V
類
化
の
過
程
く
順
躯
㎜
釦
津
演
緯
的

帰
納
的
廠
瀦
蟹
V
思
考
の
過
程
く
篇
の
の
搬
襲
演
緯
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑

　
演
緯
的
｛
応
　
　
用
－
応
用
の
過
程
－
応
　
　
用
　
　
｝
演
緯
的

　
こ
こ
で
ま
た
我
々
が
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
彼
の
教
授
段
階

が
、
い
わ
ゆ
る
「
問
趨
解
決
」
の
形
を
明
確
に
示
し
て
い
る
ト
」
と
で
あ
る
。
今

こ
こ
で
「
問
題
解
決
学
習
」
の
元
祖
を
云
々
す
る
考
え
は
全
く
な
い
が
、
ヘ
ル

バ
ル
ト
派
の
基
本
路
線
を
維
持
し
な
が
ら
、
一
般
に
は
全
く
相
容
れ
な
い
と
考

え
ら
れ
そ
う
な
「
問
題
解
決
」
の
形
を
と
っ
て
い
る
ト
」
と
に
注
目
し
た
い
の
で

あ
る
。
両
方
と
も
教
授
の
段
階
と
し
て
は
殆
ん
ど
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

問
題
は
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
至
る
思
考
の
過
程
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

　
従
っ
て
そ
れ
ら
二
つ
の
方
法
に
つ
い
て
、
そ
の
過
程
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
両
方
に
共
通
す
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
若
干

述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
「
問
題
の
設
定
」
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
普

通
に
「
問
題
」
と
言
れ
て
い
る
も
の
を
や
や
詳
し
く
み
る
と
そ
れ
は
三
つ
に

大
別
さ
れ
る
、
と
い
う
。
　
「
原
因
（
結
果
）
の
決
定
」
、
「
分
類
」
、
二
般
化
」

（
数
学
的
と
非
数
学
的
）
の
三
っ
で
あ
る
。
っ
ぎ
に
こ
れ
ら
の
「
間
題
」
に
却
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し
て
「
事
実
」
を
集
め
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
三
つ
の
方
法
が
あ
る
、

と
い
う
。
そ
の
一
つ
は
「
権
威
に
ょ
っ
て
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
自
分
で
直
接

に
確
か
め
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
　
「
話
さ
れ
た
ヒ
と
ば
や
印
刷
物
を
通
し
て
」
事

実
を
獲
得
す
る
、
と
い
う
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
方
法
で
あ
る
。
他
の
二
つ
は

「
観
察
」
と
「
実
験
」
を
通
し
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
特
に
説
明
を

要
す
る
ト
」
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
次
い
。
そ
れ
で
っ
ぎ
に
二
っ
の
方
法
に
っ
い
て

考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
一
2
9
一

　
ま
ず
「
帰
納
的
方
法
」
に
つ
い
て
。
第
一
段
階
の
「
問
題
の
設
定
」
に
お
い

て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
　
「
帰
納
的
な
授
業
の
た
め
の
問
題
は
常
に
生
徒

の
要
求
と
教
材
の
性
質
か
ら
生
じ
て
く
る
。
」
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
問

題
が
設
定
さ
れ
れ
ば
、
つ
ぎ
に
そ
れ
に
基
づ
い
て
事
実
が
集
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、
｝
二
」
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
「
ど
の
よ
う
な
事
実
」
を
「
ど
の
よ

う
に
し
て
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
熟
練
し
た
教
師
に
と
っ

て
は
大
き
な
困
難
は
な
く
、
よ
り
重
大
な
の
は
後
者
で
あ
る
と
い
う
。
結
論
だ

け
を
言
え
ば
、
　
「
直
接
的
な
観
察
と
実
験
が
忠
実
な
方
法
と
し
て
最
初
に
く
る

べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
教
材
の
性
質
と
時
問
に
よ
っ
て
の
み
制
限
さ
れ
る
べ
き

こ
と
、
そ
れ
に
、
諸
事
実
が
間
接
的
に
（
黒
器
8
邑
冨
邑
）
に
得
ら
れ
な

け
れ
ば
次
ら
な
い
と
き
は
－
－
、
そ
れ
ら
は
受
動
的
に
で
は
な
く
、
常
に
能
動

的
に
生
徒
が
獲
得
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
、
」
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
得
ら
れ
た
「
事
実
」
か
ら
「
仮
説
」
が
引
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
ま
さ
に
「
帰
納
的
」
に
な
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
「
検
証
」
は
、
　
「
こ

の
結
果
（
仮
説
）
を
あ
る
方
向
に
演
綴
し
、
知
ら
れ
て
い
る
事
実
に
よ
る
テ
ス

ト
に
ょ
っ
て
行
わ
れ
る
」
の
で
、
明
か
に
「
演
緯
的
」
と
な
る
。
・
こ
れ
で
こ
ト
」

で
は
「
帰
納
的
方
法
と
演
締
的
方
法
の
必
然
的
混
合
」
が
み
ら
れ
る
。
　
「
帰
納

的
方
法
」
と
言
え
ど
も
、
最
後
の
「
応
用
」
の
段
階
で
は
く
り
返
し
触
れ
た
ご

と
く
「
演
緯
的
」
と
な
る
。
一
3
0
）

　
「
帰
納
的
方
法
」
は
彼
が
ド
イ
ツ
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
に
つ
い
て
批
判
し
た
も

の
と
殆
ん
ど
同
じ
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
が
用
い
ら
れ
る
領
域
が
非
常
に
広
い

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
彼
は
こ
れ
を
全
教
科
の
教
材
に
一
様
に
適
用
す
る

こ
と
に
誤
り
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
。
れ
で
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
の
は

む
し
ろ
「
演
緯
的
方
法
」
で
あ
る
。

　
「
演
緯
的
方
法
の
一
般
的
な
目
的
は
第
一
に
、
予
想
を
立
て
た
り
、
新
し
い

経
験
を
得
た
り
す
る
た
め
に
既
に
も
っ
て
い
る
経
験
を
利
用
す
る
こ
と
…
…
」

で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
の
方
法
に
お
い
て
は
、
「
問
題
の
設
定
」
を
し
た
後
の
「
事

実
」
を
得
る
段
階
も
「
仮
説
」
を
立
て
る
段
階
も
、
い
わ
ん
や
そ
の
検
証
も
、

基
本
的
に
は
す
べ
て
「
既
に
も
っ
て
い
る
知
識
を
利
用
す
る
。
」
と
い
う
形
で

な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
「
帰
納
法
は
常
に
結
論
へ
の
飛
躍
　
（
ぼ
岩
寓

旨
竃
℃
）
を
含
む
け
れ
ど
も
、
演
緯
的
方
法
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
」

こ
の
方
法
が
用
い
ら
れ
る
の
は
「
予
想
を
立
て
る
よ
う
な
形
の
演
緯
的
展
開
の

授
業
と
言
れ
る
形
式
し
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
の
範
囲
も
非
常
に
広
い
。
例

え
ば
地
理
に
お
い
て
「
あ
る
地
域
の
気
侯
」
を
扱
う
場
合
を
考
え
て
み
ょ
う
。

ま
ず
「
問
題
設
定
」
が
な
さ
れ
た
後
は
、
気
侯
を
左
右
す
る
条
件
と
し
て
は
ど
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の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
、
に
つ
い
が
て
生
徒
が
常
識
と
し
て
あ
る
い
は
以

前
の
学
習
の
成
果
と
し
て
も
っ
て
い
る
「
知
識
」
が
利
用
さ
れ
る
。
緯
度
、
地
形

高
度
な
ど
が
影
響
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
も
な
く
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
は
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
「
事
実
」
が
集
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
「
事
実
」

か
ら
そ
の
地
域
の
お
お
よ
そ
の
気
候
が
「
仮
説
」
と
し
て
「
演
緯
的
し
に
出
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
「
仮
説
」
は
「
試
験
的
な
原
理
」
　
（
8
－

艮
算
享
⑦
買
巨
O
盲
ざ
）
と
し
て
応
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
検
証
」
さ
れ
る
。

「
仮
説
」
は
何
回
か
の
修
正
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
度
に

「
検
証
」
が
行
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
仮
説
」

が
一
般
の
原
理
に
高
ま
れ
ば
、
そ
れ
が
実
生
活
を
含
め
た
種
々
の
場
面
に
「
応

用
」
さ
れ
る
。

　
数
学
の
場
合
も
殆
ん
ど
同
様
な
の
で
、
こ
こ
で
は
数
学
が
す
べ
て
「
演
緯
的

方
法
」
に
よ
る
の
で
は
な
い
一
」
と
、
あ
る
「
題
材
」
が
最
初
か
ら
「
新
し
い
原

理
」
の
応
用
と
し
て
導
入
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
そ
の
と
き
は
「
事
実
の
獲

得
」
の
段
階
が
実
質
的
に
は
ス
キ
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
、
の

二
っ
を
指
摘
す
る
だ
け
に
と
ど
め
る
。
そ
の
他
の
教
科
に
淑
い
て
も
教
材
の
性

質
に
応
じ
て
「
演
緯
的
方
法
」
が
広
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
杢
言
う
ま
で
も
な

い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
方
法
に
お
い
て
は
、
生
徒
が
既
に
も
っ
て
い
る
、

あ
る
い
は
新
し
く
提
示
さ
れ
る
「
原
理
」
を
「
応
用
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新

し
い
「
知
識
」
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
3
1
一
。

　
ト
」
の
よ
う
に
二
っ
の
方
法
を
使
い
わ
げ
た
ト
」
と
は
、
全
教
－
科
に
一
っ
の
方
法

を
適
用
す
る
と
い
う
以
前
の
方
法
に
比
較
す
れ
ば
、
教
材
の
性
質
を
よ
り
一
層

考
慮
し
て
い
る
だ
け
に
一
つ
の
進
歩
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
科
学
方
法
論

を
全
教
科
の
方
法
と
し
て
採
用
し
た
こ
と
に
間
題
は
あ
る
が
、
他
に
教
授
過
程

を
科
学
的
な
ら
し
め
る
方
法
が
な
か
っ
た
当
時
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
の

歴
史
的
な
意
義
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
五

　
「
全
園
ヘ
ル
バ
ル
ト
協
会
」
は
一
九
〇
一
年
の
二
月
に
そ
の
再
組
織
の
た
め

の
会
合
を
開
い
て
「
全
園
科
学
的
教
育
研
究
協
会
」
N
S
S
S
E
と
し
て
再
出

発
す
る
ト
」
と
に
な
っ
た
。
ド
ガ
ー
モ
と
C
・
マ
ク
マ
リ
ー
も
依
然
と
し
て
そ
の

指
導
的
な
位
置
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
新
し
い
協
会
の
規
約
（
8
易
津
g
μ
冨
）

が
採
択
さ
れ
た
が
、
第
一
条
「
本
会
の
国
的
」
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
一
定
め
て
あ

る
。
「
こ
の
名
称
は
本
協
会
の
一
般
的
目
的
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
教
育
問
題

の
真
剣
に
し
て
、
た
ゆ
ま
ざ
る
、
精
密
な
る
研
究
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
特
定
の
信
条
や
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
は
味
方
せ
ず
、
そ
の
目
標
、
精
神
、
方

法
に
お
い
て
科
学
的
で
あ
る
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
い
る
。
」
一
3
2
一
こ
れ
は
ド

ガ
ー
モ
だ
け
で
な
く
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
全
体
、
否
ア
メ
リ
カ
教
育
界
全
体
が
科

学
的
な
教
育
の
研
究
を
目
ざ
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
ヘ
ル

バ
ル
ト
は
し
ば
し
ば
「
科
学
的
教
育
学
の
父
し
と
言
れ
る
よ
う
に
、
ヘ
ル
バ
ル

ト
派
の
教
育
学
も
あ
る
意
味
で
科
学
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し

か
し
そ
れ
は
「
合
理
論
的
科
学
」
（
蟹
饒
O
§
－
ω
9
9
8
）
　
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
（
碧
そ
れ
に
対
し
前
世
紀
末
か
て
ら
、
、
「
観
察
的
方
法
」
に
基
づ
く
「
児
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童
研
究
」
や
、
科
学
的
方
法
に
基
づ
く
「
生
物
学
的
、
生
理
学
的
心
理
学
」
の

立
場
か
ら
厳
し
い
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
再
組
織
は
そ
の

よ
う
な
中
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
教
授
論
に
お
け
る
杜
会
化
の

傾
向
も
こ
の
科
学
化
の
傾
向
と
表
裏
一
体
を
な
す
も
の
た
の
で
あ
る
。

　
ド
ガ
ー
モ
の
教
授
論
が
社
会
化
さ
れ
科
学
化
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
今
日
か
ら

み
れ
ば
そ
こ
に
多
く
の
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
た
い
。
教
育
内
容

の
杜
会
化
や
「
間
題
解
決
」
の
方
法
も
、
彼
の
よ
う
に
教
科
群
間
は
お
ろ
か
、

各
教
科
群
内
の
教
科
間
に
お
い
て
も
そ
の
枠
が
全
く
固
定
し
て
い
る
よ
う
で
は

そ
の
隈
界
は
自
ら
明
か
で
あ
る
。
今
臼
ブ
ル
ナ
ー
の
構
造
論
が
他
教
科
に
適
用

で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
ド
ガ
i
モ
の
よ
う

に
科
学
方
法
論
を
充
分
な
吟
味
も
な
く
全
教
科
に
適
用
す
る
こ
と
に
粗
雑
さ
が

あ
る
｝
」
と
も
明
か
で
あ
る
。

　
し
か
し
「
中
等
教
育
の
原
理
」
に
お
け
る
ド
ガ
ー
モ
の
教
授
論
は
い
く
つ
か

の
点
で
従
来
の
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
を
一
歩
前
進
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
九
二
〇
年
代
に
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
は
再
び
注
冒
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
言
れ
る
が
、
そ
・
」
に
至
る
遇
程
の
教
授
論
と
し
て
も
彼
の
教
授

論
は
無
視
で
き
な
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
註

（
1
）
　
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
教
授
論
の
展
開
」
、
本
誌
「
第
一

　
　
　
集
」

（
2
）
パ
ー
カ
ー
は
既
に
一
八
八
O
年
代
に
、
　
「
中
心
統
合
法
し
の
形
式
だ
け

（
3
）

（
4
）
、

（
6
）987

（
1
0
）

（
u
）

（
皿
）

（
1
3
）

を
模
倣
し
た
実
践
を
行
っ
て
い
た
、
し
か
し
彼
は
自
ら
「
私
は
ヘ
ル
バ

ル
ト
派
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
し
、
実
際
た
だ
そ
れ
だ
け
で
彼
を

ヘ
ル
バ
ル
ト
派
に
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
、
敢
え
て
「
本
格
的
」

と
い
う
｝
」
と
ば
を
入
れ
た
。

そ
の
例
は
少
く
な
い
が
、
例
え
ば
カ
バ
レ
ー
や
ブ
ル
ー
バ
ッ
ハ
も
ド
ガ

ー
モ
と
C
・
マ
ク
マ
リ
ー
を
ア
メ
リ
カ
の
中
心
的
指
導
者
で
あ
る
ト
」
と

を
認
め
て
は
い
る
が
、
そ
の
教
授
論
に
つ
い
て
は
何
の
説
明
も
な
し
に

C
・
マ
ク
マ
リ
ー
の
立
場
だ
け
が
扱
れ
て
い
る
。

（
5
）
東
京
教
育
大
学
大
学
院
研
究
集
録
、
第
五
集
と
第
六
集
。
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