
範
例
教
授

・
学
習
と
形
式
陶

ム
ロン

長
　
谷
　
川

栄

、
は
じ
め
に

　
教
授
学
に
お
い
て
、
実
質
陶
冶
と
形
式
陶
冶
　
（
罵
算
Φ
ま
蕾
竈
昌
α
q
昌
｛

勺
o
旨
巴
『
星
暮
σ
・
）
は
古
く
か
ら
間
題
と
さ
れ
て
き
た
。
一
般
に
は
、
陶
冶
は

主
体
が
あ
る
対
象
に
出
会
っ
て
、
そ
ひ
内
容
を
学
習
す
る
活
醐
を
遡
じ
て
起
こ

る
人
聞
形
成
の
作
用
で
あ
る
、
と
書
え
る
。
こ
の
作
用
構
造
に
お
い
、
て
、
さ
ま

ざ
ま
の
対
象
の
知
識
の
習
得
と
い
う
点
に
陶
冶
の
本
質
を
求
め
る
か
、
そ
れ
と

も
そ
の
如
識
1
の
媒
介
に
よ
る
主
体
の
さ
ま
ざ
ま
の
能
カ
の
発
膿
と
い
う
点
に
陶
．

冶
の
本
質
を
求
め
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
質
陶
冶
と
形
式
陶
冶
の

理
論
が
生
じ
て
く
る
。
．
両
理
諭
は
後
に
明
か
に
す
る
よ
う
に
、
考
察
視
点
の
相

逮
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
い
く
っ
か
の
類
型
に
区
別
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
概
括

的
に
言
え
ば
、
実
質
陶
冶
論
は
陶
冶
過
程
に
お
け
る
省
観
的
、
内
容
的
な
側
面

を
重
視
す
る
の
に
対
し
て
、
形
式
陶
冶
論
は
陶
冶
過
程
に
お
け
る
圭
観
的
、
学

習
者
の
側
面
を
重
視
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
実
質
陶
冶
と
形
式
陶
冶
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
す
る
と
、
　
「
穐

例
教
授
・
学
習
」
（
向
莞
冒
芭
良
留
新
ω
r
牙
①
p
富
｛
τ
冒
8
）
と
い
わ
れ
る

方
式
が
い
か
な
る
特
質
を
示
す
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
解
閉
す
る
こ
と
が
、

本
稿
の
意
図
で
．
あ
る
。

　
し
か
し
、
範
例
教
授
・
幣
習
の
考
錐
に
っ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
限
定
し
て

お
き
た
い
。
第
一
は
、
範
例
教
授
・
学
習
の
方
式
を
、
そ
れ
が
主
張
さ
れ
た
教

育
界
の
現
実
の
動
き
の
中
で
明
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
方
式
は
、
少
く

と
も
現
実
の
教
育
の
あ
り
方
に
対
す
る
批
判
か
ら
生
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
批
判
に
基
づ
く
新
た
な
要
求
を
示
す
ス
ロ
ー
、
が
ン
を
中
心
に
し
て
、
こ
こ
で

考
察
す
る
。
第
二
は
、
範
例
教
授
・
学
習
を
、
範
例
に
よ
っ
て
教
授
し
学
習
す

る
と
い
う
意
味
に
限
定
し
て
、
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
範
例

概
念
が
間
魑
に
狂
る
。
特
に
、
範
例
に
よ
っ
て
な
に
を
表
わ
し
う
る
か
、
ま
た

範
例
に
よ
っ
て
学
習
す
る
こ
と
は
根
底
に
お
い
て
た
に
を
意
蝶
す
る
か
、
と
い

う
こ
と
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
考
察
の
み
で
も
っ
て
、
範
例

教
授
・
学
習
の
全
体
を
す
べ
て
必
ず
し
も
明
か
に
し
た
と
は
い
え
粧
い
が
、
範

例
教
授
・
学
習
が
実
質
陶
冶
と
形
式
陶
冶
と
い
か
に
関
迦
し
て
い
る
か
に
つ
い
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て

少
く
と
も
払
礎
的
に
明
か
に
で
き
る
と
思
う

二
、
実
質
陶
冶
と
形
式
陶
桧

　
今
日
、
実
質
陶
冶
と
形
式
陶
冶
と
は
い
か
杜
る
意
味
で
把
握
さ
れ
て
い
る
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ク
ラ
フ
キ
（
オ
。
曽
則
表
）

の
所
説
で
あ
る
。

　
ク
ラ
フ
キ
は
、
十
八
世
紀
以
来
の
陶
冶
論
の
歴
史
的
系
譜
を
た
ど
っ
て
、
実

質
陶
冶
と
形
式
陶
冶
と
を
四
つ
の
理
論
類
型
に
分
け
る
。
一
－
一
実
質
陶
冶
諭
で

は
、
「
陶
冶
論
的
客
観
主
簸
」
（
U
讐
げ
ま
冒
α
q
㎝
亭
8
8
ユ
ω
o
訂
0
9
県
牙
ポ
昌
島
）

と
「
古
典
的
な
も
の
の
陶
冶
論
」
（
一
）
ポ
ぴ
崖
竃
σ
q
ω
庄
8
ま
～
①
ω
肇
麸
診
亭
竃
）

と
の
二
類
型
を
あ
げ
る
。
形
式
陶
冶
論
で
は
、
－
「
機
能
陶
冶
の
理
論
」

↓
訂
o
亭
宗
『
｛
竃
一
a
o
冒
一
竃
ω
竃
冒
o
q
）
と
　
「
方
法
陶
冶
の
理
諭
」

↓
『
8
H
庁
宗
H
自
①
｝
◎
宗
｝
ω
箏
ω
竃
竃
晩
）
と
の
二
類
型
を
指
摘
す
る
。

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
の
特
徴
と
欠
陥
と
を
明
か
に
す
る
。

　
一
　
陶
冶
論
的
客
観
主
義

そg’G
し・お’5’

「
こ
の
兄
解
で
は
、
陶
冶
は
文
化
財
－
遭
徳
的
価
値
、
美
的
価
値
内
容
、
科
学

的
認
識
な
ど
ー
が
そ
れ
ら
の
客
湖
的
相
在
（
ω
9
ω
Φ
庁
）
に
お
い
て
人
閉
の
心
に

受
容
さ
れ
る
過
程
で
あ
る
。
」
　
こ
の
客
概
主
義
の
特
徴
は
、
陶
冶
財
が
文
化
財

と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
、
生
徒
は
附
冶
財
に
飢
物
的
に
（
竃
o
彗
争
）
没
入
し

て
そ
れ
を
受
容
す
る
こ
と
、
陶
冶
過
程
の
結
果
と
し
て
生
徒
を
文
化
の
頂
点
に

立
た
せ
る
こ
と
、
教
師
の
任
務
は
そ
の
よ
う
な
㈱
冶
財
の
習
得
を
煤
介
す
る
こ

と
な
ど
の
点
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
児
解
は
、
十
九
世
紀
以
来
特
に
中
飾
箏
校
の

教
筒
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
科
学
が
優
先
し
’
て
、
い
わ
ゆ
る
「
科

学
至
上
主
義
」
（
ω
〇
一
彗
法
舅
易
）
と
い
う
一
方
約
形
式
が
と
ら
れ
た
。
そ
れ

は
、
如
識
内
容
の
陶
冶
価
値
が
も
っ
ぱ
ら
内
容
の
科
学
的
榊
遭
の
う
ち
に
あ

．
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ク
ラ
フ
キ
は
、
こ
の
客
槻
圭
義
に
は
次
の
三
つ
の
欠
陥
が
あ
る
、
と
批
判
す

る
。
第
一
に
、
客
襯
主
義
は
文
化
内
容
を
絶
対
槻
し
て
、
そ
れ
の
歴
史
性
か
ら

切
り
離
し
、
文
化
内
容
に
疑
間
の
余
地
の
な
い
妥
当
性
と
い
う
外
槻
を
与
え

る
。
第
、
二
、
客
概
主
義
は
科
学
の
内
容
が
一
定
の
科
学
的
側
魍
設
定
と
繁
密
に

か
か
わ
っ
て
い
る
事
実
を
否
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
科
学
の
内
容
に
お
い
て

は
研
究
に
よ
っ
て
た
え
ず
遊
歩
す
る
と
い
う
性
格
が
み
ら
れ
粗
い
。
第
三
に
、

客
槻
主
義
に
は
、
教
育
的
な
内
容
選
択
基
準
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め

に
、
中
等
学
校
の
教
材
は
文
化
内
容
の
尽
き
る
こ
と
の
な
い
充
満
の
ま
虫
に
ま

か
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
b
ま
た
、
ま
す
ま
す
瑚
加
す
る
教
材
姓
を
概
括
的
に

生
徒
に
教
え
こ
む
傾
向
が
強
く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
汎
か
ら
、
教
材
制
限

の
要
求
が
生
じ
て
き
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
二
　
古
典
的
な
毛
の
の
陶
冶
論

　
こ
の
理
諭
は
、
客
概
主
薙
の
特
微
で
あ
る
文
化
財
と
附
冶
財
と
の
同
一
視
を

否
定
し
、
古
典
的
な
も
の
を
教
甫
的
な
内
奔
選
杁
狐
準
と
し
て
設
定
す
る
。

「
す
べ
て
の
文
化
内
容
そ
の
も
の
が
、
瑞
概
的
価
仏
を
具
舳
し
て
い
る
か
ら
と

い
っ
て
、
す
で
に
陶
冶
仙
値
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
内
容
の
科
学
的
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構
娃
そ
の
も
の
の
中
に
陶
冷
す
る
働
き
が
あ
る
わ
け
で
は
汰
い
。
古
典
的
枚
も

の
の
み
が
真
に
陶
冷
す
る
。
」
　
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
古
典
的
な
も
の
の
み

が
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
「
一
定
の
人
閥
的
諦
性
質
」
を
理
解
さ
せ
て
、

そ
の
こ
と
に
よ
σ
て
入
を
心
服
せ
し
め
た
り
「
蒲
趨
さ
せ
た
り
す
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
陶
冶
は
、
民
族
も
し
く
は
文
化
圏
の
一
層
高
い
締

神
的
な
生
活
、
価
値
、
一
理
想
像
な
ど
を
理
解
し
、
そ
の
理
想
的
な
価
値
内
容
に

お
い
て
自
分
た
ち
固
有
の
精
神
的
存
在
を
獲
得
す
る
過
程
で
あ
る
、
ど
規
定
さ

れ
る
。

　
た
し
か
に
、
古
典
的
枢
も
の
は
陶
冶
的
働
き
を
も
つ
内
容
の
ひ
と
つ
の
根
本

形
式
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
欠
陥
を
も
っ
て
い

る
。
第
一
に
、
古
典
的
な
も
の
と
し
て
の
・
一
致
し
た
承
認
は
な
に
を
基
礎
と
し

て
可
能
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
基
礎
が
明
確
で
な
い
と
、
教

材
の
適
切
な
逮
択
が
で
き
な
い
。
　
「
古
典
的
な
も
の
の
把
握
は
、
そ
れ
だ
け
で

基
準
的
妥
当
性
そ
の
も
の
を
要
求
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
伝
承
に
由
来

す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
…
…
硯
在
の
生
き
た
必
要
か
ら
生
じ
る
こ
と
が
多

い
。
」
　
一
」
う
な
る
と
、
古
典
的
な
も
の
の
選
択
帖
、
陶
冶
理
想
の
相
違
に
よ
っ

て
異
た
っ
て
く
る
わ
付
で
あ
る
。
第
二
に
“
古
典
的
な
も
の
が
陶
冶
活
動
に
お

い
て
正
当
な
位
置
を
占
め
る
の
は
、
先
ず
、
古
典
的
な
も
の
の
中
に
偉
大
な
柑

神
的
方
向
が
直
観
的
に
あ
り
あ
り
■
と
柵
き
出
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
次

に
、
現
代
の
陶
冶
課
題
の
解
決
を
古
典
的
な
も
の
の
中
に
兄
出
す
こ
と
が
で
き

る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
の
多
く
の
陶
冶
課
魑
は
古
典
的
な
も
の
の
み

で
僻
決
で
き
な
い
。
そ
の
課
魑
が
ま
っ
た
く
新
し
く
、
先
例
も
な
い
も
の
な
ら

ぱ
、
あ
る
遇
去
の
古
典
的
な
も
の
に
解
決
の
基
礎
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
三
　
機
能
陶
冶
の
理
論

　
こ
の
理
諭
は
、
も
っ
と
も
大
き
な
持
続
的
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
形
式
陶
冶
。

論
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
「
児
逝
の
識
能
力
の
陶
冶
」
（
里
竃
竃
α
・
宗
H
。
内
母
｛
宥
、

宗
ω
容
邑
窪
）
と
い
う
中
心
テ
ー
ゼ
は
、
今
目
で
も
多
く
の
学
校
で
目
標
と
し

て
か
か
ガ
ら
れ
て
い
る
。
、
こ
の
理
繍
は
、
フ
ン
ボ
ル
ト
以
来
十
九
世
紀
の
ギ
ム

ナ
ジ
ウ
ム
の
教
育
に
お
い
て
支
配
的
た
陶
冶
概
で
あ
っ
た
し
、
今
世
紀
初
期
の

改
革
教
脅
学
に
お
い
て
も
大
き
粗
役
制
を
改
じ
た
。
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
陶
　
　
一

冶
の
本
質
は
対
象
内
容
の
受
容
と
習
得
で
は
な
く
て
、
身
体
的
、
心
理
的
お
よ
　
2
8

び
精
神
な
講
能
力
の
成
熱
、
曹
成
、
雅
艘
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
能
力
と
い

う
の
は
、
槻
察
、
思
考
と
判
断
、
美
的
感
惰
、
倫
理
的
評
伽
、
決
断
と
意
志
な

ど
の
、
人
格
に
一
体
化
さ
れ
て
働
く
雌
伽
の
と
と
の
っ
た
カ
を
さ
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
能
カ
を
身
に
つ
け
れ
ば
、
別
の
内
容
や
状
況
に
お
い
て
も
意
蛛
に
そ

く
し
て
そ
れ
ら
を
「
転
移
」
　
（
蔓
豪
㎞
撃
）
で
き
る
と
考
え
る
。

　
ク
ラ
フ
キ
は
、
こ
の
理
諭
を
次
の
二
点
に
お
い
て
批
判
す
る
。
第
㍗
に
、
ぞ

れ
は
、
哲
学
的
人
間
学
的
前
提
と
し
て
人
間
を
諦
能
カ
も
し
く
は
諦
機
能
の
統

一
体
と
し
て
想
定
す
る
し
、
し
か
も
そ
の
能
力
を
生
物
学
的
能
カ
の
類
推
に
も

と
づ
い
て
考
え
る
。
「
能
カ
（
琴
箏
Φ
）
は
、
潜
在
的
可
能
性
と
し
て
の
一

定
の
限
定
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
機
能
を
あ
ら
か
じ
め
柵
き
出
し
て
含
ん
だ
才
能



（
！
、
．
；
箏
長
；
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
」
し
か
し
、
こ
の
才
能
は
ま
っ
た
く
収

説
的
性
質
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
思
考
、
感
情
、
比
断
な
ど

は
、
自
己
の
内
的
経
鹸
や
他
人
の
了
解
に
お
い
て
現
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ

の
現
わ
れ
に
対
し
て
能
力
を
代
糧
さ
せ
、
そ
の
現
わ
れ
を
能
カ
の
働
い
た
縞
果

と
し
て
解
釈
す
る
。
こ
れ
は
、
物
理
学
の
領
域
で
行
わ
れ
る
解
釈
を
、
精
神
的

領
城
で
行
な
、
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
理
諭
は
精
神
と
人

間
陶
冶
と
の
本
質
を
、
生
物
学
的
・
カ
学
的
な
モ
デ
ル
表
象
の
面
に
移
す
こ
と

に
よ
っ
て
誤
ま
っ
て
い
る
。
ク
ラ
フ
キ
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
陶
冶
理
論
は
、
人

間
の
対
象
内
容
と
の
出
会
い
と
い
う
精
神
的
現
実
か
ら
分
析
的
に
立
て
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
さ
い
に
、
仮
説
的
に
存
在
す
る
能
力
を
実
体
化
し
て

は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
出
会
い
の
内
容
、
し
た
が
っ
て
陶
冶
内
容
を
、
講
能
力

を
喚
起
し
訓
練
す
る
手
徴
と
み
な
し
て
は
な
ら
た
い
。

　
第
二
に
、
素
朴
な
槻
察
に
よ
る
経
験
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
数
学
に

お
い
て
関
係
的
思
考
能
カ
在
示
す
生
徒
が
、
言
語
化
お
い
て
そ
れ
を
示
す
と
は

か
ぎ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
関
係
的
思
考
は
、
数
学
的
な

も
の
と
言
語
的
な
も
の
と
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
は
じ
め
に
統
一

的
に
考
え
ら
れ
た
能
カ
が
、
内
容
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
に
細
分
さ
れ
ざ
る
を
え

な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
関
係
的
思
考
は
明
ら
か
に
内
容
の

構
造
に
依
存
丁
る
。
・
」
う
し
て
、
一
定
の
内
容
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
能
力

が
意
味
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
機
能
陶
冶
補
の
白
立
性
は
く
ず
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
四
　
方
法
陶
冶
の
理
論

．
こ
の
理
諭
は
、
機
能
陶
冶
諭
と
蛛
密
に
締
び
つ
い
た
も
の
で
、
ケ
ル
ン
ェ
ン

シ
ュ
タ
ィ
ナ
ー
、
ガ
ウ
デ
ィ
ヅ
ヒ
、
デ
ュ
ー
イ
箏
の
思
楓
に
み
ら
れ
各
。
こ
の

理
論
に
よ
れ
ば
、
内
容
の
充
滴
と
い
う
事
態
を
考
え
る
レ
一
、
ど
う
し
て
も
陶
冶

の
本
質
を
内
容
か
ら
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
い
。
　
ま
た
、
　
ふ
さ
わ
し
い
教

材
に
そ
く
し
て
育
成
し
よ
う
と
す
る
一
定
の
能
カ
を
、
　
人
間
の
う
ち
に
仮
説

的
に
設
定
す
る
こ
と
も
し
な
い
。
　
む
し
ろ
、
　
人
間
の
陶
冶
さ
れ
る
「
過
程
」

（
く
o
お
彗
的
）
に
注
目
す
る
の
で
あ
る
。
陶
冶
と
い
う
・
の
は
、
思
考
方
法
、
繊

惰
範
鵬
、
価
値
基
準
、
す
た
わ
ち
「
方
法
」
　
（
竃
Φ
｝
＆
g
）
の
獲
得
と
習
熟

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
方
法
を
幼
け
に
し
て
、
人
間
は
次
の
生
活
に
お
い
て
必

要
な
さ
い
に
多
く
の
内
容
を
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
・
で
あ
る
。
方
法
陶
冶

は
、
具
体
的
に
は
、
道
具
を
使
う
、
工
作
技
術
を
樹
得
す
る
、
事
典
や
辞
欝

を
利
用
す
る
、
地
図
記
号
を
理
解
す
る
、
数
学
的
解
決
法
を
如
る
、
あ
る
い
は

道
徳
的
行
為
の
方
法
的
基
準
と
し
て
の
カ
ン
ト
の
定
青
命
法
を
内
耐
的
に
理
解

す
る
、
と
い
う
こ
と
を
さ
す
。
特
に
、
方
法
陶
冶
は
、
作
楽
教
育
に
み
ら
れ
る

工
作
技
術
の
面
で
強
調
さ
れ
る
と
と
も
に
、
楓
識
陶
冶
に
お
け
る
科
学
の
方
法

の
而
で
重
視
さ
れ
る
。
こ
の
後
背
に
お
い
て
は
、
上
述
の
榔
棚
主
鍍
に
み
ら
れ

る
「
内
容
的
科
学
主
蕪
」
（
肝
二
b
茅
雲
艮
Φ
ω
〇
一
①
邑
竃
竃
）
に
対
し
て
、

「
方
法
的
科
学
主
義
」
（
宗
H
員
9
ぎ
象
O
烹
ω
9
9
一
一
竃
轟
）
が
起
こ
っ
て
い

る
、
と
言
わ
れ
る
。

　
方
法
陶
冶
論
に
対
す
る
批
判
は
、
機
能
陶
冶
諭
に
対
す
る
批
判
と
同
じ
立
場

2



・
に
立
っ
。
鏑
一
は
、
内
容
な
く
し
て
個
人
の
精
神
鮒
能
力
が
な
い
と
同
様
に
、

内
容
の
な
い
も
し
く
は
内
容
以
前
の
方
法
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
内

容
の
構
造
が
方
法
の
本
質
を
規
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
方
法
陶
冶
諭

は
、
ひ
と
つ
の
頒
城
の
方
法
を
絶
対
化
し
、
他
ひ
領
域
の
す
べ
て
の
内
容
を
こ

れ
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
デ
ュ
ー
イ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ

ム
の
教
奮
学
に
お
け
る
実
験
的
認
識
方
法
の
絶
対
化
、
あ
る
い
は
ソ
ビ
エ
ト
や

東
独
の
教
胃
学
に
お
け
る
弁
証
法
的
唯
物
論
の
方
法
の
絶
対
化
の
傾
向
に
あ
ら

か
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
第
三
は
、
生
徒
に
習
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
法
が
、

実
際
に
役
に
立
た
な
い
ほ
ど
抽
象
的
に
か
つ
形
式
的
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
例
え
ば
、
認
識
過
程
に
お
い
て
推
理
さ
れ
た
間
題
解
決
試
案
を
そ
の
妥
当

性
に
つ
い
て
吟
味
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
規
則
は
、
物
理
的
、
言
語

的
、
葵
的
等
の
各
領
域
に
お
い
て
こ
の
吟
味
が
具
体
的
に
い
か
に
行
わ
れ
る
か

を
知
ら
な
い
か
ぎ
り
、
実
践
的
に
大
き
な
価
値
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
周
、
す

べ
て
の
方
法
は
内
容
と
の
相
関
に
お
い
て
の
み
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
、
ク
ラ
フ
キ
の
所
説
に
も
と
づ
い
て
、
実
質
陶
冶
と
形
式
陶
冶
の
四

つ
の
類
型
化
せ
る
理
諭
の
特
徴
と
批
判
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
四
つ
の
理
論

は
、
陶
冶
作
用
に
お
け
る
主
槻
面
（
形
式
）
と
客
観
面
（
実
質
）
と
の
両
者
を

暗
々
裡
に
前
提
に
し
た
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
面
の
み
を
強
調
す
る
点
に
特

微
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
ま
さ
に
そ
の
点
に
弱
点
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
実
質
陶
冶
も
形
式
陶
冶
も
そ
れ
ぞ
れ
否
定
し
尽
さ
れ
な
い
意
義
を
も
っ
て

い
る
～
し
か
し
、
陶
冷
過
稚
に
お
い
て
は
、
学
習
杵
と
対
象
内
容
と
が
た
が
い

に
他
に
そ
く
し
て
そ
の
実
現
を
果
た
す
よ
う
に
、
一
両
背
が
一
体
化
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
ヴ
ィ
ル
マ
ン
（
〇
一
考
皇
冒
彗
箏
）
が
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
．
「
実
質
的
原
則
と
形
式
的
原
則
と
は
、
両
命
法
の
ひ
と
つ
の
全
体

に
お
い
て
は
じ
め
て
真
理
を
得
る
」
＾
1
2
）
　
（
傍
点
筆
者
）
の
て
あ
る
。
ク
ラ
フ

キ
に
し
て
も
、
四
つ
の
理
諭
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
真
理
モ
メ
ン
ド
が
含
ま
れ
て
い

る
事
実
を
否
定
し
て
い
枚
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
四
つ
の
理
論
を
相
互
に
補
完

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
総
合
」
す
る
誠
み
1
「
実
質
陶
冶
も
形
式
陶
冶
も
」

あ
る
い
は
「
実
質
陶
冶
ば
か
り
で
な
く
形
式
陶
冶
も
」
と
い
う
形
で
総
合
す
る

試
み
ー
は
、
陶
冶
と
い
う
精
神
現
象
の
本
質
を
十
分
に
把
掻
で
き
な
い
。
四
　
　
一

つ
の
理
論
に
お
け
る
各
因
子
α
縞
合
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
常
に
「
全
俸
」
と
　
3
0

し
て
の
陶
冶
過
程
に
お
い
て
「
弁
紐
法
的
思
考
の
意
蛛
で
の
モ
メ
ン
ト
」
と
し

て
、
陶
冶
を
把
握
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
、
と
い
う
。
（
3
）
ク
ラ
フ
キ
に
よ
れ

ば
、
陶
冶
と
い
う
精
神
現
象
は
常
に
「
全
体
」
で
あ
っ
て
、
実
質
陶
冶
と
形
武

陶
冶
は
ア
ス
ペ
ク
ト
の
相
違
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
に
す
ぎ
た
い
。
客
槻
的
、
・

実
覧
的
た
ア
ス
ペ
ク
ト
で
は
、
　
「
附
冶
は
人
閥
に
物
的
お
よ
び
精
枠
的
な
現
実
・

が
開
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
」
こ
れ
に
対
し
て
圭
概
的
、
形
式
的
な
ア
ス
ペ
ク

ト
で
は
、
陶
冶
は
「
こ
の
現
実
に
人
間
の
心
が
開
か
れ
る
一
）
と
で
あ
る
。
」
そ

し
て
、
両
者
の
働
き
は
同
時
に
趨
こ
る
。
し
た
が
っ
て
、
陶
冶
は
同
除
的
に
二

面
的
に
開
き
、
開
か
れ
る
過
程
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
ク
ラ
フ
キ

は
「
範
鵬
的
」
（
断
箒
α
・
◎
・
邑
）
と
い
う
概
念
を
導
入
し
、
　
「
陶
冶
と
い
う
の



は
、
班
尖
が
人
閉
に
範
眺
的
に
解
き
閉
か
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ

れ
で
も
っ
て
人
閉
白
体
が
1
白
ら
行
な
っ
た
純
、
岬
的
な
洞
鎌
、
経
験
、
体
験

に
よ
っ
て
　
　
こ
の
現
実
に
心
が
闘
か
れ
た
と
い
う
、
二
重
の
意
味
に
お
い
て

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

範
鵬
的
陶
冶
で
あ
る
」
と
縞
諭
づ
け
て
い
る
。
へ
4
）
こ
の
範
嚇
的
陶
冶
に
っ
い

て
の
究
明
は
本
稿
の
直
接
的
課
魑
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
現
代
教
授
学
の
陶
冶

観
を
示
す
新
し
い
勅
向
で
あ
る
。

刊
さ
て
、
陶
冶
過
程
は
常
に
全
体
と
し
て
見
な
お
さ
れ
、
そ
・
の
全
体
に
お
い
て

実
質
陶
冶
も
形
式
陶
冶
も
そ
の
真
理
性
を
得
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
質
陶
冶
と

形
式
陶
冶
は
、
ア
ス
ペ
ク
ト
の
相
違
と
し
て
全
林
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
真
理
モ
メ
ン
ト
を
含
ん
で

い
る
。
こ
の
真
理
モ
メ
ン
ト
は
、
上
述
の
四
つ
の
理
論
の
中
に
求
め
る
な
ら

ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
に
、
陶
冶
論
上
の
客
槻
主
義
が
要
求
す
る
根
本
的
事
柄
は
、
教
授
内
容

が
厳
密
な
客
概
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
授
内
容
は
、
単
に
生
徒
の

能
カ
を
陶
冶
す
る
手
殿
と
し
て
み
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
生
徒
が
理
解

で
き
る
よ
う
な
水
準
に
適
合
し
た
も
の
で
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ

れ
は
主
棚
に
よ
っ
て
安
易
に
左
右
で
き
な
い
。
そ
れ
は
概
念
、
法
則
、
原
理
な

ど
の
よ
う
に
、
一
般
的
で
「
客
観
的
な
構
造
」
　
（
o
冴
県
牙
黒
望
昌
江
昌
）
を

も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
構
造
に
し
た
が
っ
て
没
我
的
に
理
解
し
よ

う
す
る
生
徒
の
努
力
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
　
「
内
容
が
生
徒
に
要
求
す
る

き
び
し
い
即
物
性
（
ω
竃
雲
o
弄
①
6
」
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
市
以
的
な
も
け
の
胸
冶
楡
か
ら
み
れ
ば
、
あ
の
粋
似
的
榊
造
を
純

粋
で
的
碓
な
形
式
に
お
い
て
示
し
、
そ
れ
を
閉
白
に
坐
徒
に
理
仰
せ
し
め
る
ζ

と
が
、
重
要
な
ポ
ィ
ン
ト
と
な
る
。
そ
の
理
論
の
抑
求
す
る
モ
メ
ン
ト
は
、
内
－

容
の
核
心
で
あ
る
根
木
思
想
や
人
湖
的
態
度
の
「
純
粋
性
」
（
寂
庁
訂
己

と
「
簡
潔
性
」
　
（
軍
蒜
暮
冒
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
教
授
内
容
は
、
客
槻
的
構
造
を
も
た
せ
、
そ
れ
を
純
粋
で
簡
潔
な

形
式
に
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
た
だ
ち
に
価
値
の
あ
る
陶
冶

内
容
に
な
る
と
は
み
た
し
え
な
い
。
そ
の
内
容
は
生
徒
の
締
神
生
活
に
お
い
て

生
き
た
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
獲
得
さ
れ
て
こ
そ
、
真
に
仙
値
の
高
い
陶
冶
内

容
に
枚
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
内
容
が
生
徒
の
間
魍
意
識
に
お
い
て
洞
察
さ
　
　
一

れ
、
白
己
の
締
神
的
成
長
の
蕃
び
と
縞
び
つ
く
よ
う
に
自
己
活
動
的
に
習
得
さ
　
3
1

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
「
精
神
的
な
迫
実
行
に
お
い
て
輿
に
身
　
　
一

に
つ
い
た
根
本
洞
察
は
　
　
比
楡
的
意
味
で
　
　
ひ
と
つ
の
能
力
に
た
る
。
」

こ
れ
が
、
機
能
陶
冶
論
の
中
心
形
式
を
示
す
能
力
陶
冶
の
理
求
で
あ
る
。

　
第
四
に
、
生
徒
に
で
き
る
か
ぎ
り
柑
神
的
白
己
活
肋
を
媒
求
す
る
｝
）
と
は
、

生
徒
が
具
体
的
諦
間
魑
を
自
韮
的
に
処
理
す
る
た
め
の
閉
い
の
方
向
と
方
法
的

道
筋
を
白
己
活
動
で
も
っ
て
の
み
身
に
つ
け
う
る
の
だ
、
レ
」
い
う
こ
と
を
意
昧

す
る
。
な
、
せ
な
ら
、
教
授
内
容
は
坐
徒
が
「
内
容
へ
張
る
遮
」
を
少
く
と
も
収

純
化
し
た
形
式
で
白
ら
歩
む
こ
と
が
た
け
れ
ば
、
そ
れ
は
正
し
く
理
解
さ
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
方
法
陶
冶
は
、
糀
神
的
内
容
を
典
に
陶
冶
的

に
習
得
す
る
ひ
と
つ
の
必
須
の
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
た
だ
し
、
内
容
と
方
法
と



は
梱
亙
に
密
接
不
離
で
あ
り
、
内
容
が
方
法
を
内
に
側
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
た
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
四
つ
の
真
理
モ
メ
ン
ト
は
、
実
質
陶
冶
と
形
式
陶
冶
と
を
識

別
す
る
重
要
な
視
点
に
た
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
意
る
。
そ
う
い
う
角
度
に
お

い
て
、
こ
れ
か
ら
範
例
教
授
・
学
習
と
い
わ
れ
る
方
跳
の
特
質
を
考
察
し
て
み

た
い
と
思
う
。

　
　
　
三
、
教
材
の
量
か
ら
質
へ

　
先
ず
、
範
例
教
授
・
学
習
の
方
式
は
酉
ド
イ
ツ
の
教
授
改
革
運
鋤
の
一
瑛
と

し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
教
簿
現
実
か
ら
唱
導
さ
れ

て
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
よ
う
。
た
ぜ
な
ら
、
実
質
陶
冶
あ
る
い
は

形
式
陶
冶
の
主
張
は
、
歴
史
的
に
み
れ
ば
、
た
と
え
そ
の
諭
拠
が
素
朴
で
あ
ろ

う
と
も
、
少
く
と
も
教
育
の
現
実
の
欠
陥
を
是
正
し
、
教
筒
の
木
質
に
と
っ
て

、
必
要
な
条
件
を
満
た
そ
う
と
す
る
課
魑
か
ら
起
こ
っ
て
き
た
、
、
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
範
例
教
授
・
学
習
を
提
唱
す
る
直
接
的
発
端
と
な
っ
た
「
チ
ュ
i
ビ
ン
ゲ
ン

決
識
」
（
H
臣
巨
α
q
艘
吋
馨
毒
一
馨
）
で
は
、
「
ド
イ
ツ
の
教
賛
制
度
は
、
少
く

と
も
中
等
竿
校
と
大
学
に
お
い
て
は
、
教
材
過
剰
に
よ
ツ
て
精
神
的
生
命
を
窒

．
息
せ
し
め
る
危
険
に
あ
る
」
（
5
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
学
校
教
育
の
危
機
的

間
魑
の
根
源
と
み
な
し
た
こ
の
「
教
材
過
剰
」
は
、
従
来
か
ら
あ
る
伝
統
的
講

敷
科
の
中
で
の
教
材
の
充
満
を
さ
す
ば
か
り
で
な
く
、
科
学
・
技
術
の
急
速
に

発
腿
し
た
今
目
の
杜
会
生
活
に
必
、
要
な
新
し
い
指
堪
分
野
、
が
学
校
教
育
の
内
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
き
た
（
6
）
こ
と
も
、
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
教
材
過
剰
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
、
教
師
が
も
っ
ぱ
ら
巧
み
な
指
導
技
術
に

の
み
白
ら
の
活
動
余
地
を
見
出
す
現
状
に
お
い
て
は
、
生
從
の
学
カ
は
決
し
て

充
分
に
向
上
し
な
い
、
と
確
諮
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
態
を
克
服
す

る
遣
ど
し
て
、
■
範
例
教
授
・
学
習
が
搬
起
さ
れ
、
そ
れ
が
何
効
な
方
式
だ
と
し

て
推
進
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
教
材
過
剰
を
克
服
す
る
動
き
の
中
で
特
北
注
目
し
た
い
ノ
」
と

は
、
「
隙
間
へ
の
勇
気
」
（
賢
宗
簑
H
ピ
箒
ポ
）
と
い
う
教
材
制
隈
の
叫
び
か

ら
、
「
徹
底
性
へ
の
勇
気
」
（
竃
一
箒
豊
H
9
旨
彗
o
寿
①
一
↓
）
あ
る
い
は
「
根
源

的
な
も
の
へ
の
勇
気
」
（
買
昌
曽
竃
c
『
岩
乱
箏
答
｝
g
）
と
い
ポ
教
材
選
択

の
叫
び
へ
転
換
し
た
と
■
い
う
点
で
あ
る
。

「
隙
閲
へ
の
勇
気
十
は
、
教
科
の
巾
で
充
満
し
た
教
材
を
減
算
的
に
制
限
す
る

た
め
の
素
朴
な
要
求
で
あ
る
臥
そ
れ
は
、
　
「
各
教
科
の
背
後
木
あ
る
学
間
的
部

門
の
伝
統
的
な
方
法
的
－
体
系
的
構
成
」
（
7
一
）
を
前
提
に
し
て
お
い
て
、
そ
の

上
で
重
要
で
虎
い
教
材
を
棄
て
去
名
と
い
う
、
消
極
的
な
教
材
制
限
を
意
味
す

る
。
し
た
が
っ
て
、
リ
ー
メ
ッ
ク
（
印
震
①
冒
8
c
に
よ
れ
ば
、
　
「
『
教
材
附

限
』
と
『
隙
閲
へ
の
勇
気
』
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
百
科
全
蕃
的
な
陶
冶
理

想
か
ら
ま
っ
た
く
決
定
的
に
訣
別
し
な
か
っ
た
」
（
8
）
こ
と
に
な
る
。
教
材
制

限
の
実
際
の
試
み
は
、
多
く
の
教
材
で
、
例
え
ば
歴
史
科
に
お
い
て
、
教
材
項

員
表
（
ω
δ
雪
誓
Φ
）
の
中
か
ら
価
値
の
な
い
教
材
を
切
り
と
る
さ
い
教
師
の
窓

3
2
’



血
思
ま
た
は
、
仙
向
が
み
ら
れ
た
け
で
、
附
…
…
川
が
如
榊
一
の
支
舳
榊
減
裂
（
N
易
螂
∋
箏
弓
箏
－

ア
竃
牡
o
ω
一
祭
隼
）
を
ひ
き
起
こ
し
て
い
る
、
と
い
う
批
判
を
受
け
た
。
し
か

も
、
そ
の
批
判
を
充
分
仮
ぱ
く
で
き
な
か
っ
た
、
　
と
い
う
。
　
シ
ョ
イ
ァ
ル

（
声
c
o
o
訂
罵
〔
こ
は
「
隙
閉
へ
の
勇
気
」
の
閥
魑
性
を
次
－
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
「
『
隙
間
へ
の
勇
気
』
は
、
適
切
で
も
な
い
し
充
分
で
も
な
い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
誤
り
導
い
た
。
わ
れ
わ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
側
而
か
ら
押
し
寄
せ
る
教
材

、
の
充
満
を
隙
間
に
よ
っ
て
緩
和
す
る
こ
と
を
単
に
く
り
返
し
て
い
る
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
教
材
過
剰
を
克
服
し
え
な
い
で
、
絶
望
的
に
そ
れ
に
従
属
し
つ
づ

け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
。
一
9
）
結
周
、
。
「
隙
閲
へ
の
勇
気
」
の
間
題
性

は
、
教
材
の
単
な
る
削
減
や
減
算
に
よ
っ
て
隙
閲
を
設
け
る
こ
と
が
、
教
材
の

鑑
的
変
化
を
も
た
ら
す
の
み
で
、
教
材
の
実
体
そ
の
も
の
を
決
し
て
疑
間
視
し

て
い
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
実
際
に
は
「
隙
間
へ
の
勢
気
」

め
要
求
は
、
否
定
ぎ
れ
て
消
え
去
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
、
と
は
、
同
時
に
、

教
材
の
鑑
を
陶
冶
の
基
準
と
考
え
る
い
わ
ゆ
る
「
教
授
学
上
の
塞
質
圭
鍍
」
一
1
0
）

（
皇
計
雪
色
一
害
尾
算
＆
φ
茅
舅
冨
）
の
本
質
的
志
向
が
放
棄
さ
れ
た
こ
と
を
意

味
す
る
。

　
次
い
で
強
調
さ
れ
た
「
微
底
性
へ
の
勇
気
」
や
「
根
源
的
な
も
の
へ
の
勇

気
」
と
い
う
の
は
、
僅
か
の
重
要
な
教
材
を
選
択
し
て
、
そ
れ
だ
け
を
そ
の
根

源
に
ま
で
深
く
徹
底
的
に
学
習
さ
せ
る
一
」
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
．
る
。
そ
れ

は
、
古
く
か
ら
の
教
授
学
上
の
如
恵
で
あ
る
「
最
小
限
の
学
習
素
材
で
も
っ
て

撮
大
限
の
陶
冶
効
果
を
め
ざ
す
こ
と
」
一
ー
ユ
一
を
意
昧
す
る
。
最
大
限
の
醐
冶
効

果
を
ひ
き
起
こ
す
た
め
に
、
そ
の
牡
材
と
微
底
的
に
州
リ
下
げ
て
そ
の
狐
淋
舳

な
も
の
に
連
す
る
よ
う
に
学
褐
を
寸
す
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
「
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
決
識
」
の
巾
に
、
　
「
榊
神
界

の
根
源
的
諾
現
象
を
明
か
に
す
る
こ
と
」
、
「
教
授
対
象
の
木
質
的
な
も
の
を
児

ぬ
く
こ
と
」
、
．
あ
る
い
は
「
本
質
的
な
も
の
へ
の
深
化
」
と
い
う
表
現
に
示
き

れ
て
い
る
。
（
1
2
）
こ
の
場
合
に
、
．
「
隙
閥
へ
の
勇
気
」
の
要
求
の
根
底
に
あ
り

た
教
科
の
方
法
的
－
体
系
的
構
成
は
、
こ
こ
で
は
帥
提
に
さ
れ
て
い
な
い
。
む

し
ろ
、
そ
れ
は
学
習
し
た
剛
次
的
な
成
果
も
し
く
は
学
習
の
・
め
ざ
す
べ
き
目
裸

と
み
な
さ
れ
る
。
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
椴
本
約
な
こ
と
は
、
糟
神
界
の
楓
源
的

な
も
の
、
あ
る
い
は
本
質
的
な
も
の
を
開
く
こ
と
の
で
き
る
教
材
の
あ
り
方
が

澗
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
換
曹
す
れ
ば
、
人
間
の
世
堺
独
解
と
と
も
に
自

己
理
解
を
ひ
き
起
こ
し
う
る
教
材
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
構

成
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ヅ
」
う
い
ク
間
の

た
て
方
に
お
い
て
明
白
な
こ
と
は
、
教
材
の
・
搬
的
考
え
方
が
す
で
に
背
後
に
の

い
て
、
教
材
の
質
的
考
え
方
が
積
楓
的
に
前
而
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
点
で
あ

る
。
範
例
教
授
・
学
習
の
主
張
は
、
こ
の
教
材
の
質
的
な
而
に
視
点
を
す
え
た

と
こ
ろ
に
そ
の
出
発
点
が
あ
り
、
そ
の
・
基
本
的
猟
理
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
教
材
過
剰
を
克
服
す
る
遡
程
に
お
い
て
「
隙
閲
へ
の
勇
気
」

と
い
う
教
材
制
限
の
要
求
か
ら
「
徽
底
性
へ
の
勇
気
」
や
「
根
楓
的
な
も
の
へ

の
唖
気
」
と
い
う
教
材
避
択
の
要
求
へ
と
変
化
し
た
こ
と
は
、
単
に
ス
ロ
ー
ガ

ン
の
表
現
上
の
変
化
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
教
材
の
撞
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か
ら
質
へ
と
陶
冷
の
視
点
が
転
換
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
一
）
の
こ
と
は
、
　
「
教
授
学
上
の
実
質
主
義
」
の
本
質
的
志
向
が
放
棄
さ
れ
・

て
、
そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
「
教
授
学
上
の
形
式
主
義
」
（
1
3
一
へ
志
向
す
る
傾
向

を
示
し
て
い
る
。
ヴ
ィ
ル
マ
ン
が
、
　
「
教
授
実
践
は
す
べ
て
実
質
的
、
客
概
的

モ
メ
ン
ト
の
側
面
へ
慨
き
が
ち
で
あ
る
が
、
教
授
学
的
反
省
は
た
い
て
い
こ
れ

を
調
整
す
る
た
め
に
、
他
の
側
面
へ
向
か
っ
て
い
く
」
一
1
4
一
と
指
摘
し
た
の

は
、
こ
こ
で
充
分
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
範
例
概
念
、

　
範
例
教
授
・
学
習
の
方
式
は
、
教
育
の
現
実
の
動
き
か
ら
み
る
と
、
そ
の
根

底
に
お
い
て
教
材
の
最
か
ら
質
へ
、
実
質
か
ら
形
式
へ
と
転
換
し
た
と
こ
ろ
に

成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
範
例
教
授
・
学
習
の
理
諭
的
解

明
か
ら
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
次
に
範
例
牧
授
・
学
習
を
範
例
に
よ
る
教

授
・
学
習
と
い
う
意
味
に
隈
定
し
、
そ
の
核
心
で
あ
る
「
範
例
」
概
念
の
考
察

を
試
み
た
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
限
定
し
た
考
察
は
、
範
例
教
授
・
学
習
の

．
全
体
的
考
察
に
比
較
し
て
、
内
容
的
に
一
屑
明
雌
に
規
定
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
た
上
で
、
あ
の
教
材
の
形
式
が
な
に
を
意
味
し
て
い
る
か
、
明
か
に

し
た
い
と
思
う
。

　
範
例
を
表
わ
す
婁
①
冒
豆
生
蜆
庄
の
語
源
は
、
ラ
テ
ン
語
動
詞
婁
ぎ
胃
①

（
取
り
出
す
の
意
味
）
で
あ
り
、
そ
の
名
詞
が
Φ
話
目
怯
仁
昌
（
取
り
出
さ
れ
た

も
の
の
意
味
）
で
あ
る
。
費
①
冒
旦
ζ
蔓
は
、
一
般
に
例
、
兄
本
、
モ
デ
ル
、
棋

範
、
い
ま
1
し
め
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
の
意
味
で
使
わ
れ
る
。

　
こ
の
言
語
的
意
味
か
ら
み
る
と
、
あ
る
具
体
的
個
A
と
い
う
も
の
が
範
例
と

し
て
取
り
出
さ
れ
る
さ
い
に
、
先
ず
あ
る
範
囲
の
多
く
の
も
の
を
比
較
し
分
析

↓
て
、
次
に
そ
れ
ら
の
も
の
の
中
に
あ
る
種
の
特
微
が
共
通
に
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
、
最
後
に
そ
れ
ら
の
も
の
の
中
で
特
に
A
と
い
う
個
を
そ
れ
以

外
の
他
の
も
の
に
対
す
る
範
例
と
し
て
取
り
山
す
の
で
あ
る
。
こ
の
揚
合
に
、

A
が
取
り
出
さ
れ
る
前
に
は
、
あ
る
範
醐
の
多
く
の
も
の
が
獅
在
し
て
い
る

し
、
A
が
取
り
出
さ
れ
た
後
に
は
、
取
り
出
さ
れ
枚
か
っ
た
多
く
の
も
の
が
残

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
A
が
範
例
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
と

す
れ
ば
、
A
は
多
く
の
も
の
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
典
型
的
な
代
表
物
で
あ
る
と

同
時
に
、
残
さ
れ
た
多
く
の
も
の
を
範
例
の
意
味
で
指
示
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
指
示
は
、
A
と
そ
れ
以
外
の
多
く
の
も
の
と
に
お
い
て
あ
る
種

の
特
徴
の
同
一
性
も
し
く
は
類
似
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
根
拠
に
す
る
。
一
1
5
一

そ
れ
故
に
、
あ
る
種
の
特
徴
の
岡
一
性
や
類
似
性
が
あ
っ
て
一
」
そ
、
A
は
範
例

と
し
て
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
範
例
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
使
う
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
1
の
同
一
性
や
類
似
性
を
示
す
特
徴
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
間
題
は
、
根
本
的
に
は
、
範
例
と
し
て
な
に
を
代
表
さ
せ
る
か
、

と
い
う
選
択
者
の
意
図
あ
る
い
は
日
H
標
設
定
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
上
述
の
「
根
源
的
な
も
の
」
や
「
本
質
的
桂
も
の
」
と
は
一
体
な
に
を
さ

す
の
か
、
と
い
う
間
に
帰
蒲
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
純
例
概
念
と
い
う
限
定

一34一



に
た
り
て
い
え
ぱ
、
そ
れ
は
、
　
「
特
殊
的
な
も
の
」
（
艮
㎝
困
仰
6
箏
宗
冨
）
に
対

す
る
「
一
般
的
も
の
」
（
象
㎝
隻
鷺
昌
巴
烏
）
と
い
う
表
現
で
総
柵
さ
れ
る
。
、

「
範
例
に
つ
い
て
閉
魍
に
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
、
一
般
的
な
も
の
と
特
殊
的
な

も
の
と
の
関
係
が
み
ら
れ
る
」
一
1
6
一
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
具

体
的
な
も
の
に
お
い
て
共
通
に
み
ら
れ
る
一
般
的
な
も
の
が
間
題
に
さ
れ
る
と

き
に
、
範
例
が
取
り
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
特
殊
的
な
。
も
の

は
そ
れ
自
体
特
殊
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、
範
例
と
し
て
示
さ
れ
な
い
。
そ
れ
が
、

一
般
的
な
も
の
を
代
表
す
る
か
ぎ
り
で
の
み
、
範
例
的
関
係
の
中
に
組
み
入
れ
一

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
さ
て
、
概
念
か
ら
み
れ
ば
、
範
例
は
一
般
附
た
も
の
と
特
殊
的
た
も
の
と
の

関
係
に
お
い
て
示
さ
れ
る
。
一
般
的
な
も
の
と
特
殊
的
な
も
の
と
の
関
係
は
、

ク
ラ
フ
キ
に
よ
れ
ば
、
法
則
と
事
例
（
o
窃
§
冒
｛
票
δ
、
原
理
と
特
殊
化

（
串
一
…
骨
；
匹
津
8
民
①
箏
一
晶
）
、
方
法
と
適
用
（
冒
①
序
O
宗
冒
叫
＞
目
老
、
9
1

～
彗
σ
・
）
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
範
例
は
、
　
自
然
科
学
的
陶
冶

と
算
数
H
数
学
的
陶
冶
の
内
容
に
と
っ
て
要
索
的
な
も
の
（
影
ω
曽
①
冒
竃
雪
①
）

を
示
す
の
に
適
切
た
形
式
と
な
る
。
さ
ら
に
、
経
済
的
・
地
理
的
な
基
確
概

念
、
生
物
学
的
基
礎
概
念
と
法
則
、
歴
史
的
・
政
治
的
な
理
解
の
基
礎
概
念
と

基
礎
構
造
、
そ
れ
か
ら
す
べ
て
の
基
礎
的
方
・
阿
に
お
い
て
の
方
法
の
照
明
に
と

っ
て
、
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
．
と
な
る
。
一
1
7
一
こ
の
兄
解
は
、
フ
リ
ッ
ト
ナ

ー
（
考
・
ヨ
ぎ
2
）
が
「
ひ
と
つ
の
学
科
も
し
く
は
学
習
分
野
の
陶
冶
価
値
が

方
法
の
う
ち
に
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
学
習
分
野
が
そ
れ
に
も
と
づ
く
と
こ

ろ
の
そ
の
桝
造
の
ラ
ち
に
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
ど
こ
で
も
榊
例
に
よ
る
学
柵
は

可
能
で
あ
る
」
（
蝸
）
と
い
う
命
魑
を
継
承
し
て
瓜
閉
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
と
も
か
く
も
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
他
例
と
し
て
の
特
殊
的

た
も
の
の
指
示
す
る
一
般
的
な
も
の
が
、
陶
冶
価
値
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
対

象
の
概
念
、
法
則
、
原
理
な
ど
の
客
槻
的
榊
造
と
そ
れ
ら
を
淡
究
し
解
閉
す
る

方
法
と
を
意
味
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
意
昧
に
お
い
て
、
ワ
ー
ゲ

ン
シ
ャ
イ
ン
（
声
タ
、
晶
竃
ω
o
τ
ゴ
）
は
、
物
理
科
の
範
例
教
授
・
学
習
の
腿

開
に
お
い
て
、
一
方
で
自
然
界
の
構
造
へ
の
洞
察
を
重
視
す
る
と
と
も
に
、
仙

方
で
白
然
科
学
的
方
法
の
理
僻
と
習
得
を
蔵
接
の
ね
ら
い
に
し
て
い
る
。
（
1
9
）

　
シ
ョ
イ
ア
ル
は
、
範
例
的
代
表
の
ひ
と
つ
の
形
式
で
あ
る
狭
義
の
「
俺
例
」

概
念
が
、
二
つ
の
ち
が
っ
た
強
調
点
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
（
2
0
）

そ
れ
を
示
す
言
葉
は
、
ひ
と
つ
は
向
莞
目
良
賢
で
あ
り
、
他
は
向
肩
冒
潟
－
で

あ
る
。
向
曽
冒
見
實
は
、
　
「
厳
密
な
メ
ル
ク
マ
ル
の
同
一
性
に
も
と
づ
い
て
あ

る
部
類
の
対
象
の
一
般
的
な
も
の
を
概
念
的
に
表
わ
す
．
。
」
　
ぞ
れ
は
、
特
殊
的

な
も
の
に
お
い
て
一
般
的
柾
も
の
を
表
わ
す
か
ぎ
り
で
意
維
を
も
ち
、
特
殊
灼

な
も
の
そ
の
も
の
の
価
値
を
没
却
す
る
。
そ
し
て
、
特
殊
的
な
も
の
と
一
般
灼

な
も
の
と
の
「
帰
納
法
と
演
緯
法
と
に
よ
る
諭
理
的
秘
作
」
を
棉
示
す
る
。

向
話
昌
見
胃
に
よ
る
学
習
が
可
能
な
分
野
は
、
「
概
則
的
な
も
の
」
、
　
「
分
類
」

と
「
包
摂
」
、
「
法
則
的
関
係
の
適
用
」
が
煎
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
言
語
形
態
諭
、
推
然
た
る
自
然
側
L
察
、
数
学
の
分
．
岬
で
あ
る
。
こ
の

兄
僻
は
、
上
述
の
ク
ラ
フ
キ
の
㈹
例
概
念
に
棚
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
の
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ヲ
三
名
・
一
は
「
規
範
を
表
わ
す
。
」
そ
れ
は
、
「
ほ
と
ん
ど
い
っ
も
惜
緒
的
に

色
づ
け
ら
れ
た
カ
点
を
も
っ
て
実
践
的
襲
求
を
曾
む
。
　
い
わ
ば
倫
理
的
要
求

を
含
む
凸
し
「
そ
こ
に
含
ま
れ
た
”
一
回
か
ぎ
り
■
”
で
示
さ
れ
る
教
訓
の
た
め

に
、
そ
れ
を
見
習
っ
て
断
固
実
行
す
る
こ
と
が
期
符
さ
れ
る
。
」
し
た
が
っ
て
、

向
弟
冒
潟
一
は
模
範
、
い
ま
し
め
、
見
せ
し
め
な
ど
の
遣
他
的
意
蛛
で
用
い
ら

れ
る
の
て
あ
る
。
穿
Φ
冒
晋
・
が
没
価
値
的
而
で
用
い
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

穿
①
昌
潟
一
は
価
値
的
、
規
範
的
面
で
用
い
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
向
常
8
潟
一

は
人
間
圭
体
の
意
志
に
か
か
－
わ
る
行
為
に
璽
点
が
お
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
範

例
が
表
明
す
る
一
般
的
な
も
の
は
、
人
間
自
体
の
糟
神
的
態
度
や
行
為
を
指
摘

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
範
例
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
一
般
的
な
も
の
は
、
対
象
界
の
思

惟
的
連
関
と
し
て
の
構
造
と
そ
れ
む
解
明
す
る
方
法
、
お
よ
び
圭
体
に
か
か
わ

る
精
神
的
態
度
と
い
う
三
っ
の
方
向
で
あ
る
。
そ
．
れ
ら
は
、
す
で
に
一
般
的
な

も
の
と
し
て
き
わ
め
て
強
い
形
式
的
性
格
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら

が
ま
さ
に
教
材
の
質
と
い
わ
れ
る
も
の
の
中
味
で
あ
ろ
う
。

五
、
転
移
可
能
性

　
範
例
は
、
そ
れ
白
体
と
し
て
は
あ
く
ま
で
も
具
体
的
、
個
別
的
な
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
範
例
は
そ
れ
だ
け
で
尽
く
し
え
な
い
で
、
そ
れ
自
体
を
一
」
え
て

あ
る
一
般
的
た
も
の
を
代
表
す
る
。
そ
の
一
般
的
な
も
の
を
こ
れ
ま
で
紬
例
概

念
の
解
明
を
通
し
て
考
察
し
．
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
一
般
的
な
も
の
を
堵
・
習
者

が
把
握
す
る
と
い
う
襯
点
か
ら
、
考
療
を
加
え
よ
う
と
思
う
。

　
実
際
、
ひ
と
つ
の
具
体
的
個
を
範
例
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
意
味
す
る
一
般

的
な
も
の
を
充
分
理
解
し
た
こ
と
は
、
同
時
に
、
そ
れ
と
同
一
の
も
し
く
は
類

似
の
多
く
の
も
の
を
粋
明
し
、
処
理
す
る
可
能
性
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味

す
る
。
こ
の
考
え
に
は
、
　
「
一
を
聞
い
て
十
を
知
る
」
と
い
う
諭
理
が
あ
る
。

一
を
充
分
迎
解
す
れ
ば
、
一
を
こ
え
た
十
を
理
解
す
る
可
能
性
が
開
か
れ
る
の

で
、
い
わ
ゆ
る
教
材
過
刺
と
時
間
不
足
と
を
克
服
す
る
遭
が
開
か
れ
る
の
で
あ

る
。　

ビ
ュ
ー
テ
（
考
．
ω
費
牙
）
は
、
「
範
例
の
教
奮
的
意
錐
は
、
　
エ
ク
セ
ン
プ

ル
ム
（
向
詰
昌
音
彗
）
が
精
神
的
分
野
に
お
け
る
”
遭
具
”
で
あ
る
、
と
い
う
一

点
に
も
と
づ
い
て
い
る
」
、
（
2
1
）
．
と
述
べ
て
い
る
。
範
例
の
こ
の
遭
臭
的
な
い
・

し
は
手
段
的
な
性
格
は
、
次
の
三
点
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
　
「
エ
ク

セ
ン
プ
ル
ム
は
杣
象
的
な
も
の
（
概
念
、
公
式
、
規
則
た
ど
）
を
直
襯
化
し
、

具
象
化
し
、
明
瞭
化
し
、
具
体
化
す
る
の
に
役
立
っ
。
」
第
二
に
、
「
エ
ク
セ
ン
ー

プ
ル
ム
は
一
般
的
・
抽
象
的
真
理
を
認
識
し
、
そ
れ
を
助
け
に
し
て
新
し
い
、

未
知
の
、
だ
が
類
似
の
講
事
態
を
解
明
し
、
克
服
す
る
の
に
役
立
つ
。
」
第
三
に
、

「
エ
ク
セ
ン
プ
ル
ム
は
愉
定
の
精
榊
的
活
動
を
指
示
し
、
習
得
し
、
完
成
す
る
ー

の
に
役
立
つ
。
」
（
2
2
一
こ
の
よ
う
な
ビ
ュ
ー
テ
の
原
理
的
考
察
に
お
い
て
重
要

視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
二
般
的
、
抽
象
的
真
理
」
（
概
念
、
法
則
｛
原
理
、

規
則
杜
ど
）
と
「
特
定
の
精
神
的
活
醐
形
式
」
（
い
か
に
し
て
材
料
収
集
を
用

意
す
る
か
、
い
か
に
し
て
地
図
を
利
用
す
る
か
、
い
か
に
し
て
対
象
を
物
理
学
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的
．
に
絞
刊
す
る
か
、
い
か
に
し
て
雌
史
資
料
を
利
川
す
る
か
汰
ど
）
と
を
洞
炎

し
て
捌
得
丁
る
こ
と
に
よ
り
て
、
新
し
い
未
如
の
対
鍛
や
箏
態
を
児
ぬ
い
て
、

そ
れ
を
克
服
す
る
可
能
性
を
閉
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
範
例
の
教
育
的
役

割
を
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
な
意
蛛
に
お
い
て
オ
ー
デ
ン
バ
ッ
ハ
（
内
1
0
ユ
竃
臣
庄
）

も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
わ
れ
わ
れ
が
範
例
に
対
す
る
一
般
的
定
義
を

求
め
る
と
す
れ
ば
、
－
…
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

”
純
例
”
と
い
う
こ
と
で
も
っ
て
、
一
定
の
諜
魍
解
決
に
向
か
っ
て
獲
得
さ
れ

る
知
織
、
理
解
、
能
カ
が
表
わ
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
同

時
に
一
連
の
似
た
課
．
越
を
自
圭
的
に
解
決
す
る
こ
と
を
人
閲
に
可
能
に
す
る
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

識
、
理
解
、
能
カ
が
表
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
如
識
と
能
力
は
帳
移

で
き
る
（
穿
賢
墨
α
q
σ
彗
）
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
一
響
彼
は
、
純
例

に
よ
る
教
授
・
学
習
の
本
質
的
課
魑
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
他
の
新
た
柾
諜
魑
を
白

主
的
に
解
決
で
き
る
よ
う
な
力
を
。
生
徒
に
身
に
っ
け
さ
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

こ
れ
を
「
転
移
可
能
性
」
（
ζ
新
葦
晶
『
胃
τ
己
と
名
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
で

は
、
こ
の
転
移
可
能
な
も
の
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
考
察
の
さ
い
に
、
彼

は
感
情
的
要
棄
の
ご
と
き
敬
授
過
挫
の
非
含
理
的
側
而
は
重
要
で
は
あ
る
が
、

教
授
者
が
舖
単
に
左
石
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
度
外
視
す

る
。
そ
し
て
、
合
理
的
側
而
に
の
み
限
定
す
る
。
そ
う
し
た
上
で
、
　
「
：
…
・
の

場
合
と
同
じ
で
あ
る
、
」
「
…
…
に
棉
応
す
る
、
」
「
・
－
…
の
場
合
と
似
て
い
る
、
」

「
・
・
－
一
と
比
校
で
き
る
し
と
い
っ
た
表
現
に
お
い
て
、
転
移
可
能
な
内
容
の
ま

と
麦
り
を
忠
肥
す
る
。
こ
う
．
し
て
あ
げ
ら
れ
た
似
彬
可
能
な
内
俗
は
、
い
附
決

方
法
、
o
作
莱
披
術
、
臼
法
川
．
㈹
作
川
辿
脚
と
困
果
系
列
、
．
㈲
直
側
像
、
㈹

生
活
型
、
㈹
僻
釈
法
の
七
つ
で
あ
る
。
荻
）
そ
れ
ら
は
、
ま
と
め
る
な
ら
■
ば
、

類
型
的
な
も
の
（
㈲
と
内
）
、
法
則
的
な
も
の
（
臼
と
㈱
）
、
方
法
的
な
も
の

（
H
と
目
と
ω
．
）
の
三
つ
に
た
る
。

　
こ
の
よ
、
う
な
「
精
神
的
遭
臭
性
」
お
よ
び
「
転
移
可
能
性
」
が
、
糊
例
に
よ

る
教
授
・
学
習
の
根
底
に
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
周
し
な
け
れ
ば
な
・
ら

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
形
式
陶
冶
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
一
般
に
学
習
し
た
も
の
を
次
の
新
し
い
揚
面
に
転
移
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
教
授
の
根
本
的
要
諦
で
あ
る
。
　
ロ
ー
ト
（
甲

肉
◎
庄
）
に
よ
れ
ば
、
「
学
習
の
ね
ら
い
は
、
学
習
し
た
も
の
を
所
持
す
る
ヅ
」
と

で
は
な
い
。
学
習
し
た
も
の
を
新
た
な
揚
而
の
た
め
に
使
う
用
意
を
す
る
こ
と

で
あ
る
。
」
一
2
5
一
学
習
し
た
も
の
が
新
た
な
揚
面
を
克
服
す
る
た
め
に
生
か
さ
れ

な
い
と
す
れ
ば
、
学
習
し
た
こ
と
の
意
艇
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

「
根
本
的
に
は
形
式
陶
冶
の
よ
う
な
も
の
、
す
な
わ
ち
学
弼
し
た
も
の
を
新
し

い
場
而
へ
転
移
す
る
こ
と
、
言
彗
路
竈
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
の

教
授
は
非
常
に
限
ら
れ
た
、
ま
さ
に
無
益
な
努
力
で
あ
．
ろ
う
。
」
（
2
6
一
口
i
ト

は
、
内
容
に
か
か
わ
ら
な
い
、
抽
錬
さ
れ
た
一
耶
純
な
能
力
■
の
似
移
の
考
え
ば
．
脊

定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
転
移
が
可
能
で
あ
ゐ
こ
と
は
疑
閉
の
余
地
が

な
い
、
と
み
な
ナ
。
そ
し
て
、
転
彬
カ
を
も
っ
た
も
の
と
し
で
証
閉
さ
れ
た
も
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の
を
三
つ
あ
げ
る
。
第
一
は
、
「
真
に
洞
察
を
得
た
一
般
的
諾
原
理
」
、
第
二

は
、
「
意
織
的
に
遮
用
す
る
こ
と
を
学
習
し
た
活
醐
方
法
と
思
考
方
法
」
、
第
三

は
、
　
「
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
定
潜
し
た
態
度
」
で
あ
る
。
（
2
7
一
・

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
す
べ
て
の
教
授
は
学
習
し
た
も
の
の
転
移
可
能
性

を
常
に
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
範
例
に
よ
る
教

授
・
学
習
が
転
移
可
能
性
を
実
現
し
よ
ク
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
こ
と
さ
ら
に

強
調
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
注
意
し
た
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
、
学
習
し
た
も
の
の
転
移
が
か
な
ら
ず
し
も
自
然
に
起
こ
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
「
学
習
に
よ
る
転
移
は
、
転
移
そ
の
も
の
が
教
え

ら
れ
、
意
識
的
に
め
ざ
さ
れ
る
と
き
に
、
も
っ
と
も
碓
実
に
保
証
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
」
一
2
8
一
そ
れ
故
に
、
転
移
が
充
分
に
保
証
さ
れ
る
よ
う
に
、
教
材
を
構

成
し
て
指
導
す
る
努
力
が
、
か
た
む
け
ら
れ
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
か

に
こ
そ
、
範
例
教
授
・
学
習
の
方
式
が
重
視
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
方
式

は
、
強
調
し
て
言
え
ば
、
転
移
を
起
こ
す
よ
う
な
教
材
を
選
択
し
構
成
す
る
こ

と
を
も
く
ろ
ん
で
か
る
し
、
さ
ら
に
転
移
を
保
証
す
る
よ
う
な
教
師
の
指
導
性

を
要
求
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
オ
ー
デ
ン
バ
ッ
ハ
は
、
　
「
純
例
と
い
う
概
念

に
は
、
二
つ
の
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
し
っ
か
り
把
握
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
徹
底
性
と
転
移
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
が
欠

除
し
た
さ
い
に
は
、
”
範
例
”
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
一
2
9
一
と
述

べ
て
い
る
。

　
　
　
　
六
、
お
わ
り
に

　
さ
て
、
純
例
教
授
・
学
習
の
方
式
は
、
塞
傲
陶
冶
と
形
武
陶
冶
と
い
う
角
度

か
ら
み
る
と
、
ど
う
い
う
特
質
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
鍛
後
に
、
総
拮
を
し

な
が
ら
そ
の
点
を
明
か
に
し
た
い
と
思
う
。

　
先
ず
、
純
例
教
授
・
学
習
の
方
武
を
提
起
し
推
逃
す
る
た
め
の
要
求
、
っ
ま

り
「
徹
底
性
へ
の
勇
気
」
や
「
根
源
約
匁
も
の
へ
の
勇
気
」
が
な
に
を
一
体
意

味
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
錐
レ
た
。
そ
の
考
雛
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
る
t

と
は
、
教
材
が
最
的
増
減
で
は
な
く
、
質
的
深
浅
と
い
う
概
点
か
ら
と
ら
え
ら

れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
デ
ェ
ル
プ
ェ
ル
ト
の
い
う
教

授
学
上
の
実
質
主
議
の
本
質
的
志
向
が
放
棄
さ
れ
て
、
教
艦
学
上
の
形
式
主
燕

の
本
質
的
志
向
が
ま
っ
た
く
前
一
耐
に
出
て
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
昧
す

る
。
こ
の
形
式
主
義
が
直
ち
に
形
式
陶
冶
を
嵐
味
す
る
も
の
と
考
え
な
い
が
、

知
識
内
容
の
質
的
形
式
や
能
力
の
陶
冶
へ
と
力
向
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
形
式

陶
冶
を
強
調
す
る
方
向
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
範
例
教
授
・
学
習
の
方
式
を
鰯
例
を
用
い
て
の
教
授
・
学
習
と
し
て
意

味
限
定
し
て
考
察
し
、
特
に
そ
の
中
核
で
あ
る
摘
例
概
念
を
明
か
に
し
た
。
範

例
は
、
特
殊
的
、
具
体
的
な
も
の
と
一
般
的
、
杣
象
的
な
も
の
と
の
代
爽
的
関
係

に
お
い
て
示
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
純
例
的
な
も
の
は
一
般
的
な
も
の
を
具

伽
し
た
典
型
的
た
個
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
個
に
そ
く
し
て
一
般
的
な
も
の

を
開
示
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
櫛
例
に
よ
る
学
習
で
は
、
ど

ん
な
範
例
に
よ
っ
て
一
般
的
な
も
の
を
代
表
せ
し
め
、
そ
し
て
そ
れ
を
学
習
せ

し
め
る
か
、
と
い
う
教
材
構
成
が
重
襲
な
間
燭
と
な
る
。
蛮
た
、
純
例
に
よ
っ
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て
火
わ
さ
れ
、
学
柵
さ
れ
る
、
へ
き
一
般
的
内
容
は
、
大
き
く
み
て
、
次
の
三
つ

で
あ
っ
た
。
第
一
は
、
教
科
内
容
に
お
い
て
重
．
嬰
な
位
置
を
し
め
る
概
念
、
法

則
、
原
理
な
ど
の
基
本
的
な
内
容
構
造
に
か
か
わ
る
も
の
、
第
二
は
、
そ
れ
ら

を
探
究
し
解
明
す
る
活
動
形
式
、
思
考
方
法
、
価
値
基
準
な
ど
の
方
法
に
か
か

わ
る
も
の
、
第
三
は
、
そ
の
方
法
の
根
底
に
ひ
そ
む
学
習
主
体
の
精
神
と
態
度

に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
対
象
－
方
法
－
主
体
の
三
つ
に
か
か

わ
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
個
々
に
お
い
て
拙
象
度
の

相
違
が
あ
る
に
し
て
も
、
特
殊
的
な
も
の
に
対
し
て
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。

、
一
・
般
的
な
も
の
で
あ
み
が
故
に
、
そ
れ
ら
は
身
に
つ
け
る
な
ら
ば
、
次
の
間
題

事
態
に
生
か
し
て
自
由
に
使
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
ら
の
学
習
は
転
移
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
範
例
に
よ
る
学
習
は
学
習
し
た
も
の
が
転
移
し
う
る
、
と
い
う

意
味
を
本
質
的
に
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
範
例
に
よ
る
学
習

は
、
、
形
式
陶
冶
を
め
ざ
し
で
い
る
、
・
と
い
う
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
範
例
に
よ
る
学
習
が
形
式
陶
冶
の
み
を
考
え
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
範
例
教
授
・
学
習
を
勢
カ
的
に
推
進
し
た
ワ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
ィ
ン
に

し
て
も
、
「
形
式
附
冶
は
半
面
の
真
理
に
す
ぎ
な
い
」
、
と
述
べ
て
い
る
。
一
3
0
一

そ
こ
で
、
初
め
に
述
べ
た
ク
ラ
フ
キ
の
実
質
陶
冶
と
形
式
陶
冶
の
四
類
型
の
理

論
に
み
ら
れ
る
真
理
モ
メ
ン
ト
を
、
今
ま
で
明
か
に
し
た
範
例
に
よ
る
教
授
・
・

学
習
の
特
質
に
対
比
さ
せ
て
み
よ
う
。

　
第
一
の
陶
冶
論
的
客
槻
主
義
に
み
ら
れ
る
内
容
の
審
槻
的
構
造
と
そ
れ
が
生

徒
に
．
嬰
求
す
る
岬
物
性
は
、
他
例
に
よ
っ
て
代
淡
さ
れ
る
微
科
内
容
の
拠
的
位

樹
に
あ
る
概
念
、
　
法
則
、
　
㎜
一
珊
な
ど
の
兆
本
的
な
内
一
奔
榊
造
の
似
一
明
に
棚
応

す
る
も
の
で
あ
る
。
、
錦
二
の
古
火
的
な
も
の
の
陶
冶
諭
か
ら
は
、
内
容
の
核
心

で
あ
る
楓
本
思
独
や
人
閲
的
態
度
の
純
粋
で
櫛
潔
な
表
現
の
形
式
が
示
さ
れ

た
。
こ
れ
は
、
内
容
の
客
槻
的
構
遼
を
い
か
な
る
教
材
に
お
い
て
典
秋
的
に
代

表
せ
し
め
る
か
、
そ
し
て
明
白
に
理
解
せ
し
め
る
か
、
と
い
う
教
材
稚
成
の
形

式
の
間
題
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
範
例
と
い
う
代
爽
形
式
が
求
め
ら
れ
て

く
る
。
し
た
が
っ
て
、
範
例
教
授
・
学
習
の
基
本
的
閥
鰯
と
一
致
す
る
。
第
三

の
機
能
陶
冶
諭
で
は
、
内
容
が
生
徒
の
自
已
活
動
に
お
い
て
追
体
験
的
に
洞
察

さ
れ
て
習
得
さ
れ
る
と
、
そ
の
内
容
は
次
の
間
魑
箏
態
に
お
い
て
生
き
て
働
く

カ
ヘ
と
転
化
さ
れ
る
、
と
い
う
考
え
方
に
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
範
例
に
よ

っ
て
学
習
し
た
内
容
が
生
徒
白
身
の
身
恒
つ
い
て
次
の
活
醐
に
そ
れ
が
転
移
し

て
働
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
四
の
方
法
陶
冶
は
、
範
例
に
よ
る
学
習
で
は
先

に
み
た
よ
づ
に
本
贋
的
に
意
図
さ
れ
て
い
る
。
概
念
、
法
則
、
原
理
な
ど
を
解

明
す
る
方
法
が
習
得
さ
れ
る
．
と
、
そ
れ
が
次
の
閥
魍
班
態
の
解
決
に
お
い
て
転

移
し
て
働
く
可
能
性
が
開
か
れ
る
。
こ
れ
は
、
他
例
に
よ
る
学
習
の
強
調
す
る

点
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
他
例
に
よ
る
教
授
・
学
澗
は
、
ク
ラ
フ
キ
の
突
質
陶

冶
と
形
式
陶
冶
の
そ
れ
ぞ
れ
の
真
理
モ
メ
ン
ト
を
す
べ
て
含
ん
で
い
る
こ
と
に

な
る
。
実
際
に
、
ク
ラ
フ
キ
白
身
も
、
ワ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
イ
ツ
が
「
中
綿
学
校
商

学
年
の
真
に
陶
冶
す
る
物
理
教
授
に
お
け
る
純
例
学
習
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
有
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効
な
教
材
」
と
し
て
提
案
す
る
テ
ー
マ
「
月
と
そ
の
運
動
」
．
を
示
し
、
そ
こ
に

四
つ
の
真
理
モ
メ
ン
ト
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
明
か
に
し
て
い
る
。
（
3
1
）
そ

の
よ
う
に
み
る
な
ら
ば
、
範
例
教
授
・
学
習
は
実
質
陶
冶
と
形
式
陶
冶
と
の
対

立
を
真
に
超
克
し
た
全
体
的
陶
冶
の
具
体
的
方
式
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
範
例
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
、
一
開
示
さ
れ

る
第
三
の
も
の
、
■
つ
ま
り
学
習
圭
体
の
精
神
と
態
度
に
か
か
わ
る
も
の
は
、
ク

ラ
フ
キ
の
四
っ
の
真
理
モ
メ
ン
ト
の
い
ず
れ
に
も
直
接
的
に
属
し
て
い
な
い
。

精
神
と
態
度
の
陶
冶
は
、
主
体
の
対
象
界
へ
の
根
本
的
あ
り
方
と
。
し
て
、
い
わ

ゆ
る
よ
り
上
位
の
形
式
陶
冶
の
範
鵬
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
は
、

範
例
教
授
・
学
習
の
究
極
の
ね
ら
い
で
あ
る
人
間
の
白
己
理
解
の
拡
大
と
変
容

と
い
う
こ
と
と
直
接
的
に
か
か
わ
っ
て
い
る
が
、
本
稿
の
直
接
的
な
論
究
主
魑

で
は
な
い
の
で
、
間
題
を
残
し
て
お
き
た
い
。

　
た
だ
、
範
例
教
授
・
学
習
の
特
質
は
、
き
わ
め
て
限
定
し
た
考
察
だ
け
か
ら

で
は
あ
る
が
、
形
式
陶
冶
の
性
格
を
強
く
も
っ
て
い
る
、
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
、
従
来
か
ら
の
実
質
陶
冶
と
形
式
陶
冶
と
い
う
意
味
で
の
後
者
の

一
方
的
強
調
を
言
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
一
利
者
の
対
立
を
の
り
こ
え
た
上
で
、

な
お
上
位
の
形
式
陶
冶
の
特
微
空
、
不
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
陶
冶
が
人
間
の
形
成
で
あ
る
か
ぎ
り
そ
の
本
質
の
必
然
的
枚
帰
緕
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
し
、
同
時
に
現
代
の
教
授
・
学
の
根
本
的
特
徴
を
示
し
て
い
ろ
と
思

わ
れ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
加
）

（
！
1
）

（
1
2
）

一
註

峯
一
H
（
鼠
｛
ダ
∴
ω
吋
■
～
｛
ω
づ
N
自
『
ω
㌧
～
冒
b
的
黒
げ
①
o
ユ
①
　
竈
p
～
　
－
）
｝
』
軸
ポ
ユ
バ
．

H
鵠
卜
～
＞
墨
・
ω
・
ミ
山
・
。
・
　
以
下
、
こ
の
節
は
岡
轡
に
よ
る
。

〇
一
オ
E
舅
｝
目
P
U
己
陣
写
岸
包
ω
団
｛
江
巨
箏
α
q
㎝
庁
げ
馬
1
H
㊤
㎝
べ
ー
べ
＞
⊆
φ
1

ω
．
ω
蟻
一

考
．
］
一
（
－
陣
｛
斤
一
｝
σ
削
匝
．
ω
1
ω
㊤
．

オ
．
H
（
川
軸
｛
斤
ガ
｛
げ
｛
則
．
ω
1
杜
＾
，

饒
，
ω
o
げ
①
ε
①
ユ
ー
勺
H
o
げ
－
Φ
冒
Φ
Φ
Φ
h
串
◎
o
げ
m
o
げ
口
一
H
Φ
…
州
Φ
．
H
⑩
①
M
．
ω
．
　
H
㎝
］
．
・

｝
（
．
○
ユ
Φ
箏
げ
ρ
O
プ
ー
ω
け
ζ
山
μ
⑭
箏
N
β
H
－
）
－
叫
ρ
斤
ユ
斤
｛
⑯
H
∩
w
㈹
⑰
q
①
胃
事
蝉
H
け
一
H
①
①
ω
・

ω
．
一
睾
オ
ー
デ
ン
バ
ヅ
ハ
は
、
そ
こ
で
新
し
い
指
導
分
野
と
し
て

「
杜
会
科
、
現
代
教
授
（
時
郭
間
題
の
迫
求
）
、
爽
逝
安
全
教
育
、
生
徒

案
内
奉
仕
（
ω
穿
邑
＆
募
g
讐
g
色
．
自
然
保
繊
思
想
の
育
成
（
学
校

林
）
、
応
急
手
当
訓
練
、
多
く
の
記
念
目
の
考
廠
」
を
列
挙
し
て
い
る
。
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