
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
の
教
授
理
論
史
的
意
義
と
そ
の
限
界
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司

他
　
人
　
男

は
じ
め
に

　
こ
の
小
論
は
ア
メ
リ
カ
教
授
理
論
史
に
お
け
る
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
の
役
割
を

究
明
し
よ
う
と
す
る
意
図
の
も
と
に
、
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー

運
動
の
意
義
と
そ
の
限
界
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
従
来
の
ア
メ
リ
カ
咀
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
に
関
す
る
研
究
に
は
、
少
な
く
と
も

四
つ
の
大
き
な
聞
題
点
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
は
つ

ぎ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
（
1
）
す
な
わ
ち
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
ヘ
ル

バ
ル
ト
主
義
が
移
入
さ
れ
る
以
前
の
ア
メ
リ
カ
教
授
理
論
が
い
か
な
る
性
格
の

も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
の
解
明
が
決
し
て
十
分
と
は
言
え
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
聞
題
を
十
分
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
し
に
、
た
だ
ヘ
ル

バ
ル
ト
主
義
の
教
授
理
論
だ
け
を
論
じ
て
も
、
そ
の
教
授
理
論
史
的
童
義
を
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕗

確
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ラ
ン
デ
ル
ス
が
当
時
の
N
E
A
の
大
会
で
な
さ
れ
た

「
レ
ポ
ー
ト
」
の
分
析
か
ら
、
　
「
道
徳
教
育
」
や
「
教
科
の
相
対
的
価
値
」
が

教
育
界
の
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す

る
。
（
2
）
ま
た
エ
ド
マ
ン
ズ
が
、
当
時
の
一
般
的
状
況
と
し
て
、
初
等
教
育
で

は
す
で
に
教
材
遇
剰
の
傾
向
が
現
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
　
「
形
式
的
精
神
陶
治
」

（
｛
暮
嘗
p
。
－
5
§
邑
3
ω
q
E
川
饒
①
）
の
思
想
が
支
配
的
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る

こ
と
、
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
の
『
教
育
哲
学
」
が
広
く
読
ま
れ
て
は
い
た
が
、

教
育
活
動
を
支
え
る
理
論
が
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
は
ヘ
ル
バ
ル

ト
主
義
研
究
に
と
っ
て
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
（
3
）
そ
の
ほ
か
、

ド
ロ
ス
ィ
宙
マ
ク
マ
リ
ー
の
歴
史
教
授
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
分
析
や
、
シ
ー

グ
ェ
ル
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
中
心
と
し
た
考
察
も
大
変
に
貴
重
で
あ
る
。
（
4
）

　
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
の
移
入
が
当
時
の
ア
メ
リ
カ
教
育

界
に
と
っ
て
い
か
に
タ
イ
ム
リ
ー
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
を
歓
迎
す
る
直
接
的
な

条
件
が
い
か
に
そ
ろ
っ
て
い
た
か
、
と
い
う
点
の
解
明
を
意
図
し
て
い
る
こ
と

で
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
絶
対
に
欠
か
せ
な
い
重
要
な
着

眼
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
を
一
時
的
な
流
行
現
象
と
み
る
な

ら
と
も
か
く
、
そ
の
教
授
理
論
史
的
意
義
を
徹
底
的
に
究
明
し
よ
う
と
す
る
な
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ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
考
察
だ
け
で
は
決
し
て
十
分
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
を
普
及
さ
せ
る
直
接
的
な
要
因
に
な
っ

た
か
ど
う
か
の
聞
題
と
は
一
応
切
り
離
し
て
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
の
第
一
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
が
移
入
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
ろ
の
ア

メ
リ
カ
教
育
界
を
一
般
に
最
も
広
く
支
配
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
教
授
理
論
の

特
質
を
（
た
と
え
そ
れ
が
明
確
に
意
識
化
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
）
、

客
観
的
な
資
料
に
基
づ
い
て
体
系
的
に
分
析
し
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
の
そ
れ
と

比
較
し
な
が
ら
検
討
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
は
、
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
i

運
動
お
よ
び
F
画
パ
ー
カ
ー
の
教
授
理
論
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
、
同
様
に
ヘ

ル
バ
ル
ト
主
義
の
そ
れ
と
の
対
比
に
お
い
て
吟
味
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
オ

ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
の
主
張
は
F
苗
パ
i
カ
ー
や
、
第
一
の
と
こ
ろ
で
聞
題
に
さ

れ
る
べ
き
教
授
理
論
に
も
い
ろ
い
ろ
の
形
で
入
り
込
ん
で
は
い
る
が
、
決
し
て

同
一
に
論
じ
え
な
い
重
要
な
棉
異
点
も
少
な
く
な
い
の
で
、
や
は
り
そ
れ
ら
は

一
応
区
別
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
第
一
の
点
に
関
し
て
は
筆
者
は
す
で
に
一
応
の
解
明
を
試
み
て

い
る
の
で
、
本
稿
で
は
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

F
一
パ
ー
カ
ー
に
つ
い
て
は
次
の
機
会
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
が
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
最
初
の
本
格
的
な
教
育
改
革
運

動
で
あ
っ
た
と
す
れ
ぱ
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
運
動
は
ま
さ
に
そ
の
第
二
弾
と
も

い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
教
育
の
ど
こ
を
ど

の
よ
う
に
改
革
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
の
研

究
に
と
っ
て
も
欠
か
せ
な
い
基
礎
作
業
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
の

そ
れ
と
比
較
す
る
と
か
な
り
充
実
し
て
お
り
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
教
育
へ
の
貢
献

に
関
し
て
も
ほ
ぼ
定
説
が
確
立
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
み
る
と
オ

ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
が
い
か
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
か
は
十
分
理
解
で
き
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
教
授
理
論
を
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
の
そ
れ
と

比
較
し
な
が
ら
検
討
し
て
み
る
と
、
ま
だ
ま
だ
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
未
発
達
の

状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。

　
従
来
の
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
に
関
す
る
研
究
で
は
、
こ
の
よ
う
な
点
の
解
岬
が

ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
ア
メ
リ
カ

教
授
理
論
史
に
お
け
る
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
の
役
割
は
決
し
て
正
当
に
評
価
さ
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
の
教
授
理
論

　
H
　
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
の
中
心
的
指
導
者
は
い
う
ま
で
も
な
く
シ
ェ
ル
ド

ン
（
甲
を
ω
冨
巳
8
し
O
O
轟
～
H
C
O
署
）
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
教
授
理
論

は
決
し
て
彼
自
身
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
理
解
か
ら
直
接
に
生
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

『
初
等
教
授
の
手
引
』
（
＞
　
ζ
彗
§
一
艮
里
⑦
昌
竃
訂
q
H
易
け
；
g
§
一

－
o
o
竃
）
と
『
実
物
教
授
』
（
ピ
①
ω
ω
8
ω
8
0
げ
盲
9
ω
一
H
c
o
艶
）
は
彼
の
代

■21



表
作
で
あ
る
と
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
に
そ
の
教
授
法
を
普
及
さ
せ
る
の
に
最
も

頁
献
し
た
書
物
で
も
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
メ
ー
ヨ
ー
女
史
に
は
す
で
に
全
く

岡
じ
タ
イ
ト
ル
の
書
物
が
二
つ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
シ
ェ
ル
ド
ン

の
『
初
等
教
授
の
手
引
』
を
み
る
と
、
著
者
名
の
下
に
『
ジ
ョ
ー
ン
ズ
女
史
と

ク
リ
ュ
ー
ジ
ィ
教
授
の
援
助
に
よ
る
』
と
わ
ざ
わ
ざ
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
両

者
は
イ
ギ
リ
ス
の
「
幼
児
教
貫
養
成
所
」
（
饒
o
冒
①
p
。
目
α
O
◎
一
8
邑
↓
S
ま
－

三
σ
q
H
婁
ま
貫
戌
婁
）
に
お
い
て
メ
ー
ヨ
ー
兄
妹
の
指
導
を
受
け
て
活
躍
し
た
人

で
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
女
史
は
一
八
六
一
年
シ
ェ
ル
ド
ン
の
招
き
で
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー

に
来
て
一
年
間
、
主
と
し
て
理
論
面
の
指
導
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
ク

リ
ュ
ー
ジ
ィ
も
、
一
八
五
二
年
以
来
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
い
た
が
、
ジ
ョ
ー
ン

ズ
女
史
の
帰
国
後
は
シ
ェ
ル
ド
ン
を
助
け
て
理
論
と
実
践
の
両
面
に
わ
た
っ
て

活
躍
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
ま
た
『
実
物
教
授
』
に
お
い
て
は
、
メ
ー
ヨ
ー
女
史
の
「
第
十
四
刷
ロ
ン
ド

ン
版
序
文
」
が
そ
の
ま
ま
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
態
打
の
で
、
こ

の
書
の
著
者
名
は
「
シ
ェ
ル
ド
ン
編
」
（
＞
口
～
箏
鴨
α
O
O
＜
申
＞
－
ω
冨
δ
8
）

と
い
う
形
式
で
示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
シ
ェ
ル
ド
ン
の
教
授
理
論
は
、
メ
ー
ヨ
ー
兄
妹
を
中
心
と
す
る
イ

ギ
リ
ス
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
主
義
に
全
面
的
に
依
存
し
、
そ
れ
を
多
少
自
分
な
り

の
実
践
結
果
に
よ
っ
て
補
充
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
デ
ア
ボ
ー

ン
が
、
　
「
シ
ヱ
ル
ド
ン
氏
は
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
諸
原
理
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
の

解
釈
を
受
け
入
れ
る
際
に
、
何
ら
明
確
な
分
析
を
し
た
形
跡
が
な
い
u
（
5
）
と

言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
こ
こ
ら
あ
た
り
に
も
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
内
容
面
に
お
い
て
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー

に
お
け
る
ジ
ョ
ー
ン
ズ
女
史
の
講
義
を
、
自
ら
「
正
規
の
学
生
と
し
て
」
聴
講

し
た
と
き
に
と
っ
た
シ
ェ
ル
ド
ン
の
「
ノ
ー
ト
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
デ
ァ
ポ
ー

ソ
の
『
ア
メ
リ
カ
教
育
に
お
け
る
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
』
（
一
九
二
五
）
以
来
多

く
の
人
々
に
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と

ジ
ョ
ー
ン
ズ
女
史
は
、
「
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
主
義
の
原
理
」
を
十
一
項
圏
に
ま
と
め

て
い
る
が
、
シ
ェ
ル
ド
ン
の
『
初
等
教
授
の
手
引
』
で
も
全
く
同
じ
内
容
の
項

園
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
も
メ
」
ヨ
ー
女
史
が
そ
の
源
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
こ
に
完
全
な
一
致
が
見
ら
れ
る
と
し
て
も

少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
ア
メ
リ
カ
纈
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
と
の
関
連
で
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動

を
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
主
義
の
英

米
に
お
け
る
相
異
や
、
そ
れ
ら
の
関
連
に
ま
で
さ
か
の
ぽ
っ
て
解
明
す
る
こ
と

は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
。
し
か
も
ア
メ
リ
カ
の
教
育
界
に
直
接
に
影
響
を

与
え
た
の
は
シ
ェ
ル
ド
ン
自
身
な
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
シ
ェ
ル
ド
ン
の
著

作
に
現
わ
れ
た
も
の
は
す
べ
て
彼
の
理
論
と
し
て
扱
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

そ
れ
が
実
質
的
に
は
ほ
と
ん
ど
メ
ー
ヨ
ー
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は

考
え
な
い
こ
と
に
す
る
。

　
目
　
シ
ェ
ル
ド
ン
の
教
授
理
論
は
「
実
物
教
授
」
が
そ
の
基
本
で
あ
る
こ
と
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は
知
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
で
は
そ
の
教
授
理
論
は
い
か
な
る
性
格
の
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
彼
は
『
初
等
教
授
の
手
引
」
に
お
い
て
、
「
授
業
を
す
る
に
は
い
く
つ
か
の
方

法
が
あ
る
」
と
し
て
、
「
植
物
の
授
業
」
（
ピ
窮
ω
◎
箏
8
～
コ
～
算
）
を
例
に
し

て
、
六
つ
の
教
授
法
を
あ
げ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
み
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

　
①
子
ど
も
は
そ
の
植
物
の
説
明
を
教
科
書
か
ら
学
び
、
教
師
の
前
で
そ
れ

　
　
を
反
謂
す
る
。

　
②
　
記
述
が
学
習
さ
れ
、
反
調
さ
れ
、
そ
の
後
教
師
が
そ
の
意
味
を
説
明
す

　
　
る
。

　
③
一
片
の
植
物
が
最
初
に
教
師
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
子
ど
も

　
　
が
学
習
し
、
反
復
す
る
。

　
④
絵
が
示
さ
れ
、
各
部
分
が
教
師
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
説
明

　
　
文
が
学
習
さ
れ
、
教
師
の
前
で
反
調
さ
れ
る
。

　
⑤
　
標
本
が
示
さ
れ
、
最
初
に
各
部
分
が
教
師
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ

　
（
①
鴬
冒
巨
＆
）
そ
れ
か
ら
子
ど
も
が
観
察
す
る
。

　
⑥
標
本
が
配
ら
れ
、
各
部
分
が
子
ど
も
に
よ
っ
て
見
つ
け
出
さ
れ
、
そ
れ

　
　
か
ら
子
ど
も
が
説
明
を
組
み
立
て
る
。
そ
れ
か
ら
板
書
さ
れ
、
記
憶
さ
れ

　
　
る
。
（
6
）

　
彼
の
い
う
「
実
物
教
授
」
は
⑥
の
方
法
で
あ
る
。
⑤
ま
で
は
当
時
一
般
の
学

校
で
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
誤
れ
る
教
授
法
、
な
い
し
似
て
非
な
る
方
法
と
い

う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
だ
け
で
は
「
実
物
教
授
」
の

基
本
的
特
徴
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
は
明
確
と
は
言
え
な
い
が
、
他
の
方
法
と
い

く
つ
か
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
実
物
教
授
」
の
方
法
は
ど
の
よ
う
な
原
理
に
支
え
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
検
討
す
れ
ば
、
シ
ェ
ル
ド
ン
の
教
授
理

論
の
特
質
も
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
究
明
し

よ
う
と
す
る
と
き
、
ま
ず
わ
れ
わ
れ
が
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
さ

き
に
も
触
れ
た
彼
の
「
ノ
ー
ト
」
で
あ
る
。
デ
ァ
ボ
ー
ン
も
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
師

範
学
校
に
お
け
る
教
育
課
程
に
論
及
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
れ

ら
の
理
論
的
日
哲
学
的
課
程
の
枠
組
を
作
っ
た
諸
原
理
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
と
き
、
ジ
ョ
i
ン
ズ
女
史
が
一
八
六
一
－
二
年
に
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
で
行
っ

た
講
義
に
正
規
の
学
生
と
し
て
出
席
し
て
い
る
間
に
と
っ
た
シ
ェ
ル
ド
ン
の
ノ

ー
ト
に
ま
さ
る
権
威
あ
る
も
の
は
な
い
。
」
（
7
）
と
。

　
た
だ
し
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
十
一
項
目
の
諸
原
理
は
、
シ
ェ
ル
ド
ン
の
『
初

等
教
授
の
手
引
』
で
は
九
項
目
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
実
質
的
内
容
に
は
全

く
変
更
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
後
者
を
手
が
か
り
に
昆
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

後
者
に
お
い
て
二
項
目
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
以
下
に
示
す
③
の
内
容
が

前
半
と
後
半
で
別
箇
の
項
目
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、
前
者
に
は
「
変
化
を
好

む
の
は
子
ど
も
時
代
の
法
則
。
変
化
は
休
息
で
あ
る
。
」
と
い
う
項
園
が
加
わ
っ

て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
後
者
で
は
見
あ
た
ら
な
い
項
目
で

あ
る
が
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
は
教
授
の
原
理
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
諸
原
理
の
背
景
に
な
る
児
童
観
と
も
い
う
べ
き
内
容
で
、
他
の
項
圏
と
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は
次
元
を
異
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
十
一
項
目
と
九
項
園
の
ち

が
い
は
何
ら
実
質
的
な
意
味
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
に
九
項
目
を
あ
げ

て
み
よ
う
。

　
①
活
動
は
児
童
期
の
法
則
で
あ
る
。
子
ど
も
を
行
動
す
る
こ
と
に
慣
れ
さ

　
　
せ
よ
。
っ
ま
り
手
を
教
育
せ
よ
。

　
　
（
＞
O
葦
ξ
涼
二
～
婁
O
｛
O
巨
一
肇
O
邑
＞
8
易
δ
8
庄
①
O
茎
｛

　
　
ざ
a
1
＆
9
黒
⑭
什
冨
訂
己
一
）

　
②
　
諸
能
力
を
そ
σ
自
然
の
頗
序
に
し
た
が
っ
て
酒
養
せ
よ
。
す
な
わ
ち
始

　
　
め
に
精
神
を
形
成
し
、
の
ち
に
そ
れ
に
与
え
よ
。

　
（
o
■
－
宣
く
與
朴
①
叫
訂
｛
ゆ
o
■
－
饒
①
ω
｛
箏
け
プ
Φ
｛
『
り
Φ
叫
鳶
ぺ
p
o
－
　
◎
『
似
①
h
1
ご
『
ω
叶
｛
Q
I

　
　
『
憂
け
冨
邑
己
一
庄
竃
h
冒
巳
ω
ぱ
p
）

　
③
感
覚
よ
り
始
め
よ
。
子
ど
も
が
自
分
で
発
見
で
き
る
こ
と
は
、
決
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
教
え
て
は
な
ら
な
い

　
（
じ
O
①
σ
q
巨
至
庄
ま
⑦
ω
竃
ω
①
9
與
り
①
竈
く
撃
け
9
ψ
O
巨
巨
毫
冨
叶
げ
①

　
O
～
箏
α
｛
ω
O
◎
く
⑰
『
　
｛
◎
『
　
プ
｛
B
O
O
①
－
｛
．
）
　
　
　
　
　
・
士

　
④
す
べ
て
の
教
科
を
そ
の
要
素
に
分
類
せ
よ
子
ど
も
に
は
一
時
に
一
事

　
　
で
十
分
。

　
　
一
忍
邑
8
竃
q
ω
亘
Φ
・
二
・
一
試
署
影
募
1
・
竃
｛
嚢
ε
ξ

　
　
算
①
ま
ヨ
Φ
み
8
8
σ
q
げ
｛
睾
～
O
ぽ
二
P
）

　
⑤
一
歩
ず
っ
進
め
。
完
全
で
あ
れ
。
知
識
の
尺
度
は
教
師
が
何
を
与
え
う

　
　
る
か
で
は
な
く
、
子
ど
も
が
何
を
受
け
入
れ
う
る
か
、
で
あ
る
。

（
？
◎
8
＆
ω
け
8
耳
ω
け
8
．
思
け
ぎ
〔
ε
筈
－
弓
訂
S
8
ω
竃
①
◎
｛
一
亭

　
｛
冒
昌
塁
8
涼
箏
9
奏
冨
け
暮
④
け
＄
争
雪
O
§
σ
q
一
く
①
一
ぎ
け
峯
プ
①
↓

　
ば
プ
①
　
O
㌻
二
μ
O
P
箏
刊
①
O
①
｝
く
①
■
）

⑥
す
べ
て
の
課
業
に
要
点
を
も
た
せ
よ
。
そ
れ
は
直
接
的
な
も
の
で
も
よ

　
い
し
、
距
離
を
お
い
た
も
の
で
も
よ
い
。

（
ピ
g
雲
g
二
霧
ω
§
冨
く
①
｝
℃
・
巨
一
①
事
睾
ぎ
秦
蟹
誌
o
剛
鶉
．

　
s
◎
需
1
）

⑦
ま
ず
そ
の
概
念
を
発
展
さ
せ
、
そ
れ
か
ら
こ
と
ば
を
与
え
よ
。
言
語
カ

　
を
養
い
な
さ
い
。

　
（
U
雪
巴
8
豪
①
己
＄
－
ま
彗
σ
q
～
⑦
ま
①
叫
撃
蟹
1
o
巳
戌
轟
誌
鼠
饒
σ
q
－

　
§
σ
q
⑦
．
）

⑧
既
知
か
ら
未
知
へ
、
特
殊
か
ら
一
般
へ
、
具
体
か
ら
抽
象
へ
、
簡
単
な

　
も
の
か
ら
困
難
な
も
の
へ
、
と
進
み
な
さ
い
。

　
（
？
◎
8
＆
守
O
嘗
艘
Φ
ぎ
O
§
叫
◎
芽
①
暮
ぎ
◎
竃
－
印
◎
ヨ
ま
①

　
温
ま
邑
ゆ
二
◎
箒
σ
・
彗
9
～
一
1
ぎ
誉
序
①
8
暮
邑
ニ
ニ
げ
①
ぎ
－

　
段
冨
9
1
守
◎
蟹
什
箒
ω
ぎ
旦
①
ざ
暮
Φ
昌
◎
『
①
a
蟹
8
三
）

⑨
初
め
に
総
合
し
、
の
ち
に
分
析
せ
よ
。
教
材
の
順
序
に
で
は
な
く
、
自

　
然
の
順
序
に
従
え
。

（
ヨ
易
叶
召
g
冨
巴
ω
一
艘
窒
①
自
p
．
q
ω
一
ω
；
g
糾
撃
①
◎
＆
g
◎
｛
｛
冨

　
竃
σ
」
8
戸
び
巨
蟹
①
◎
＆
撃
◎
怖
箏
g
暮
①
一
）

シ
ェ
ル
ド
ン
の
書
物
は
自
分
の
師
範
学
校
で
使
用
す
る
テ
キ
ス
ト
を
主
た
る
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目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
た
め
か
、
こ
れ
ら
の
諸
原
理
に
っ
い
て
は
そ
れ
以
上
の

解
説
は
全
然
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
か
わ
り
、
そ
れ
ら
が
よ
く
理
解
さ
れ
た

か
ど
う
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
の
「
質
問
」
が
十
六
項
目
示
さ
れ
て
い
る
。

「
教
師
が
子
ど
も
に
算
数
を
教
え
る
の
に
一
・
二
二
一
丁
四
…
：
・
と
数
え
さ
せ

る
こ
と
か
ら
始
め
た
。
こ
れ
は
ど
の
原
理
に
反
し
て
い
る
か
。
」
（
9
）
と
い
う
類

の
も
の
で
あ
る
。

　
目
　
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
に
お
け
る
教
授
理
論
も
実
質
的
に
は
シ
ェ
ル
ド
に

み
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
諸
原
理
に
ほ
ぽ
尽
き
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
デ
ァ
ボ
ー
ン
は
、
そ
れ
ら
の
原
理
が
「
現
在
受
け
入
ら
れ
て
い
る
教
授
の
理

論
と
著
し
く
矛
盾
す
る
も
の
が
あ
る
。
」
（
王
0
）
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
項
目
を
と

り
あ
げ
て
論
評
し
て
い
る
。
彼
の
著
作
は
一
九
二
五
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
の

で
、
そ
の
時
点
で
は
そ
の
よ
う
な
批
評
に
も
そ
れ
な
り
の
意
味
は
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
教
授
理
論
の
発
達
過
程
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ

が
最
も
重
視
し
た
い
の
は
、
シ
ェ
ル
ド
ン
が
教
授
と
い
う
営
の
ど
の
よ
う
な
面

を
ど
の
よ
う
に
闘
題
に
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
原
理

の
具
体
的
内
容
が
、
今
日
の
理
論
と
比
較
し
て
妥
当
性
を
も
つ
か
ど
う
か
、
と

い
う
よ
う
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
る
と
き
、
九
項
国
の
原
理
に
関
し
て
特
に
注
目
さ

れ
る
べ
き
こ
と
は
、
教
師
が
教
室
で
授
業
を
す
る
場
合
の
原
理
と
し
て
提
示
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
師
に
と
っ
て
は
教
室
に
入
る
以
前
の
仕
事

と
し
て
、
例
え
ば
教
育
の
目
的
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
、
目
的
を
実
現
す

る
た
め
の
教
材
を
ど
の
よ
う
に
選
択
す
る
か
、
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
と
ス
コ
ー
プ
に

従
っ
て
ど
う
組
織
す
る
か
、
教
材
を
ど
の
よ
う
に
ま
と
め
る
か
（
単
元
構
成
）
、

な
ど
に
か
か
わ
る
重
要
な
閤
題
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
シ
ェ
ル
ド
ン

の
諸
僚
理
に
も
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
内
容
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
の
主
た
る
関
心
が
教
室
で
の
授
業

の
す
す
め
方
、
つ
ま
り
狭
義
の
教
授
法
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　
彼
が
九
項
目
の
原
理
を
提
示
す
る
ま
え
に
六
つ
の
教
授
法
を
あ
げ
、
そ
の
中

で
彼
が
最
も
正
し
い
と
す
る
第
六
番
目
の
方
法
、
つ
ま
り
「
実
物
教
授
」
の
方

法
を
、
原
理
的
に
支
え
る
も
の
と
し
て
諸
原
理
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
も

そ
の
た
め
で
あ
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
課
薬
は
下
記
の
原
理
に
従
っ
て
与
え
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
そ
れ
は
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
に
ょ
っ
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ご
（
u
）

と
い
う
短
い
説
明
が
、
六
つ
の
教
授
法
と
九
項
目
の
原
理
の
間
に
置
か
れ
て
い

る
の
は
こ
の
こ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
こ
れ
に
加
え
て
見
の
が
し
え
な
い
こ
と
は
、
九
項
目
が
何
ら
の
分
類
基
準
も

な
し
に
、
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
、

狭
義
の
教
授
法
を
中
心
に
そ
れ
に
か
か
わ
る
諸
原
理
を
列
挙
す
る
と
い
う
、
シ

ェ
ル
ド
ン
教
授
理
論
の
体
質
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
シ
ェ
ル
ド
ン
が
教
授
と
い
う
営
み
の
ど
の
よ
う
な
面
を

問
題
に
し
た
の
か
、
と
い
う
問
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
一
応
、
狭
義
の
方
法
と
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い
う
面
を
、
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
教
授
理
論
は
結

局
は
こ
の
授
業
に
帰
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
、
こ
れ
で
は
答
え
に
な

ら
な
い
と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
理

解
し
て
も
ら
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
シ
ェ
ル
ド
ン
の
教
授
理
論
上
の
貢
献

と
限
界
は
す
べ
て
こ
の
点
と
か
か
わ
っ
て
い
る
と
さ
え
言
え
よ
う
。

　
で
は
彼
は
、
狭
義
の
方
法
と
い
う
面
を
、
ど
の
よ
う
に
問
題
に
し
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
わ
れ
わ
れ
は
、
能
力
心
理
学
を
基

盤
と
し
て
、
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
シ
ェ
ル
ド
ン
の

教
授
理
論
が
当
時
支
配
的
で
あ
っ
た
能
カ
心
理
学
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
は
異

論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
教
育
の
主
要
園
的
を
「
諸
能
カ
の
訓
練
」
に
求

め
る
彼
の
立
場
は
、
こ
の
こ
と
を
明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
。

　
シ
ェ
ル
ド
ン
の
教
授
理
論
は
イ
ギ
リ
ス
の
メ
ー
ヨ
ー
女
史
に
依
存
し
て
い
る

こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
能
カ
心
理
学
は
二
九
世
紀
初
頭
に
は
ド
イ
ツ
の

み
な
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
に
も
ひ
ろ
く
お
こ
な
わ
れ
た
一
（
1
2
）
の

で
あ
る
。
メ
ー
ヨ
ー
兄
妹
が
活
動
の
基
礎
を
確
立
し
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の

時
期
な
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
や
イ
ギ
リ
ス
の
影
響
が
強
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
に
お

い
て
も
、
こ
の
傾
向
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
口
ー
バ
ッ
ク
は
、
ア
ッ
パ
ム
の
『
精

神
哲
学
の
基
礎
』
（
↓
ぎ
昌
轟
ρ
O
℃
訂
員
里
⑦
竃
①
9
ω
o
h
ζ
彗
邑
勺
ヨ
ー

一
◎
ω
◎
冨
予
H
O
O
ω
H
）
を
当
時
の
ア
メ
リ
カ
心
理
学
の
「
決
定
的
な
教
科
書
」
だ
と

し
て
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
も
「
知
性
」
「
感
情
」
「
意
志
」
が
「
心
理
学
の
全
体

を
構
成
す
る
」
と
み
て
い
る
な
ど
（
1
3
）
明
ら
か
に
能
力
心
理
学
に
属
す
る
も

の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
ろ
の
ア
メ
リ
カ
教
育
界
で
最
も
広
く
普

及
し
て
い
た
の
は
ぺ
ー
ジ
の
『
教
授
の
理
論
と
実
際
』
（
◎
①
弐
α
勺
鍔
P
↓
ぼ
．

Φ
◎
q
§
似
～
轟
O
ヰ
8
0
｛
↓
9
9
｛
自
σ
q
一
－
O
O
ミ
）
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
も
そ
の
理
論
的
な
基
盤
は
明
ら
か
に
能
カ
心
理
学
な
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
シ
ェ
ル
ド
ン
は
教
育
の
目
的
を
、
「
諸
能
カ
の
調
和
的
発
達
を
目
ざ

し
な
が
ら
、
自
然
的
発
達
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
を
訓
練
す
る
こ

と
d
と
す
る
。
（
μ
）
彼
の
い
う
「
諸
能
力
」
と
は
、
「
知
覚
能
力
」
　
（
潟
S
召
饒
竃

武
8
ヨ
⑰
ω
）
　
「
概
念
形
成
カ
」
　
（
8
9
召
弐
く
⑦
℃
◎
毫
撃
ω
）
　
「
整
理
。
分
類

能
力
」
　
（
署
奏
9
ω
◎
｛
弩
H
§
σ
q
ぎ
σ
q
竃
α
O
冨
ω
ω
岸
首
箏
σ
q
）
　
「
推
理
カ
と
判

断
力
」
　
（
h
8
ω
S
彗
｛
σ
q
■
似
α
q
8
彗
叫
）
と
四
つ
で
あ
る
。
（
1
5
）
こ
の
こ
と
は

彼
の
教
授
理
論
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
か
な
り
ス
ト
レ
ー
ト
に
現
わ
れ
て
く
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
四
つ
の
能
力
は
単
に
能
力
の
種
類
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
そ
の
発
達
の
順
序
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
教
材
の
選
択
や
配
列
が
直
接
に
こ
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。

　
さ
ら
に
見
お
と
せ
な
い
こ
と
は
、
四
つ
の
能
力
は
す
べ
て
「
知
的
能
カ
」
に

属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
能
カ
心
理
学
で
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
他
の
能
力

す
な
わ
ち
「
感
情
的
能
力
」
と
「
意
志
的
能
力
」
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
・
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
能
カ
心
理
学
に
基
づ
く
教
授
理
論
と
し

て
は
矛
盾
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
。

そ
れ
ら
の
能
力
を
相
対
的
に
独
立
し
た
も
の
と
考
え
る
の
も
ま
た
、
能
力
心
理
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学
の
立
場
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
シ
ェ
ル
ド
ン
が
「
調
和
的
発
達
」
を

強
調
し
て
も
、
そ
れ
は
結
局
「
知
的
能
力
」
内
部
の
調
和
に
す
ぎ
な
い
も
の
に

な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
知
情
意
の
調
和
的
発
達
を
目
ざ
す
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ

の
基
本
的
思
想
と
は
か
な
り
異
質
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
シ
ェ
ル
ド
ン
は
（
し
た
が
っ
て
メ
ー
ヨ
ー
は
）
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
精
神
を
逸

し
て
、
も
っ
ば
ら
そ
れ
を
方
法
化
し
て
し
ま
っ
た
、
と
は
し
ば
し
ぱ
指
摘
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
以
上
の
簡
単
な
考
察
か
ら
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い

こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

二
、
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
の
教
授
理
論
史
的
貢
献

　
H
　
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
に
お
い
て
は
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
精
神
が
失
わ
れ
、

狭
義
の
方
法
の
問
題
に
嬢
小
化
さ
れ
た
と
は
言
っ
て
も
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
教
育

界
へ
の
責
献
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
教
師
養
成
全

般
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
教
授
理
論
へ
の
寄
与
は
そ
の
一
環
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
貢
献
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
教
授
理
論
面
に

関
し
て
こ
の
点
を
最
も
よ
く
整
理
し
て
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
は
カ
バ
リ
ー
で

あ
ろ
う
。
倉
沢
剛
の
『
米
困
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
研
究
の
史
的
考
察
』
に

お
い
て
も
、
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
の
評
価
に
関
す
る
部
分
は
、
大
部
分
カ
バ
リ

1
の
見
解
に
同
意
し
て
い
る
。
（
1
6
）
そ
れ
で
わ
れ
わ
れ
も
、
ま
ず
彼
の
指
摘
し

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
「
ま
ず
第
一
に
」
彼
が
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
、
シ
ェ
ル
ド
ン
の
「
実
物
教
授
」

の
方
法
は
、
当
時
の
教
育
界
で
一
般
に
行
な
わ
れ
て
い
た
「
教
授
過
程
そ
の
も

の
の
性
格
を
大
は
ば
に
変
え
た
ピ
（
〃
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
少
な
く
と
も

一
九
世
紀
の
中
ご
ろ
ま
で
は
、
そ
し
て
多
く
の
学
校
で
は
そ
の
ず
っ
と
後
ま
で

教
授
の
最
も
支
配
的
な
特
徴
は
反
諦
（
葛
O
饒
塁
8
）
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は

生
徒
は
教
科
書
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
単
に
反
謂
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
教
師
の
任
務
は
教
え
る
こ
と
（
け
8
9
ぎ
σ
q
）
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
学

校
管
理
（
ω
9
8
一
－
訂
8
一
曙
）
に
あ
っ
た
一
（
1
8
）
と
い
う
。
こ
れ
は
少

し
も
誇
張
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
さ
き
に
も
触
れ
た
ぺ
ー
ジ
の
『
教
授
の
理

論
と
実
際
』
に
お
い
て
は
、
「
授
業
」
に
相
当
す
る
踊
語
が
「
反
謂
し
、
つ
ま
り

「
レ
シ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
　
（
『
8
ま
娑
8
）
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
こ
と
ば

の
閤
題
で
す
ま
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
こ
ろ
の
授
業
の
実
態
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
徒
が
教
科
書
か

ら
学
ん
だ
（
暗
記
し
た
）
こ
と
を
ひ
と
り
教
師
の
前
に
来
て
「
反
調
」
し
、
教

師
は
そ
れ
を
「
聞
く
」
　
（
箒
P
。
ユ
饒
閑
）
そ
れ
が
授
業
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
シ
ェ
ル
ド
ン
の
「
実
物
教
授
」
の
方
法
は
、
そ
の
よ
う
な
教
育
を
す
て
て
、

「
生
徒
の
感
覚
（
ω
8
ω
霧
）
と
精
神
（
邑
箏
穿
）
を
活
用
さ
せ
る
、
つ
ま
り
注
意
深

く
も
の
を
見
、
数
を
か
ぞ
え
、
形
を
観
察
し
、
五
官
を
通
し
て
周
囲
の
世
界
の

事
物
や
生
命
に
関
す
る
明
瞭
な
印
象
や
観
念
を
得
さ
せ
、
自
分
で
見
た
こ
と
に
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つ
い
て
考
え
さ
せ
、
さ
ら
に
教
師
の
質
問
に
対
し
て
答
え
さ
せ
る
ば
（
犯
）
と

い
う
よ
う
に
展
開
す
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は
シ
ェ
ル
ド
ン
が
示
し
た
「
正
し

い
方
法
」
や
九
項
目
の
諸
原
理
か
ら
も
容
易
に
推
察
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
教
授
の
過
程
」
を
こ
の
よ
う
に
改
革
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
具
体

的
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
そ
の
一
つ
は
、
「
言
呈
㎜
教
授
」
、
特
に
「
話
し
こ
と
ば
の
叫
．
十
習
活
動
」
　
（
◎
S
一

訂
潟
§
σ
q
①
峯
o
募
）
　
が
重
要
な
教
育
的
意
義
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
学
校

教
育
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
2
0
）

生
徒
に
身
の
ま
わ
り
に
あ
る
多
く
の
「
事
物
」
を
積
極
的
に
観
察
さ
せ
、
調
べ

さ
せ
て
、
そ
の
結
果
に
関
し
て
ど
し
ど
し
意
見
を
発
表
さ
せ
る
、
と
い
う
教
授

法
に
お
い
て
は
、
「
は
な
し
こ
と
ば
」
の
訓
練
が
重
視
さ
れ
る
の
は
自
然
の
勢
と

言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
二
は
、
「
初
等
理
科
」
　
（
£
①
8
9
＄
q
ω
O
｛
竃
8
）
を
導
入
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
（
2
1
）
子
ど
も
の
身
の
ま
わ
り
に
あ
る
植
物
や
動
物
を
注
意

深
く
観
察
さ
せ
、
調
べ
さ
せ
る
と
い
う
学
習
活
動
が
授
業
の
重
要
な
部
分
と
し

て
積
み
重
な
れ
ば
、
そ
れ
が
科
学
教
育
の
第
一
歩
に
結
び
つ
く
こ
と
も
決
し
て

無
理
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
科
学
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
時
代

の
流
れ
と
も
合
致
し
て
、
や
が
て
「
自
然
研
究
」
　
（
轟
9
篶
ω
巨
身
）
　
へ
と

発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
三
は
地
理
教
授
の
改
善
で
あ
る
。
（
2
2
）
教
科
書
中
心
の
教
授
法
に
よ

っ
て
地
理
の
教
授
を
す
る
場
合
は
ど
う
し
て
も
暗
記
主
義
に
傾
き
や
す
く
な
る

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
「
実
物
教
授
」
の
方
法
で
は
、
生
徒
の
毎
日
の
生

活
の
場
で
あ
る
家
庭
や
地
域
社
会
に
圏
を
向
け
さ
せ
、
そ
の
あ
り
の
ま
ま
の
状

態
を
観
察
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
「
郷
土
地
理
」
　
（
ぎ
S
①
σ
q
8
σ
q
轟
，

り
ぽ
㌣
）
と
い
う
発
想
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
は
当
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
地
理
科
は
単
な
る
地
図
の
上
だ
け
の
暗
記
科
目
で
な
く
な
り
、

生
徒
自
身
の
生
活
と
直
結
し
た
も
の
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
四
は
「
暗
算
」
（
旨
彗
邑
黒
｝
ま
旨
撃
O
）
を
重
視
す
る
算
術
へ
の
改

善
で
あ
る
。
（
2
3
）
当
時
は
算
術
と
言
え
ば
む
ず
か
し
い
商
業
的
な
計
算
や
、
や

た
ら
に
面
倒
な
問
題
の
解
き
方
が
多
く
て
生
徒
を
無
用
に
苦
し
め
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
「
実
物
教
授
」
に
よ
っ
て
、
視
覚
に
う
っ
た
え
る
「
数
の
図
」
（
箏
賞
嘗
－

ぴ
g
o
訂
ユ
）
　
な
ど
を
利
用
し
た
暗
算
が
重
要
な
位
置
を
し
め
る
よ
う
に
改

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
主
義
は
こ
の
面
の
改
革

に
結
び
っ
い
て
前
世
紀
の
初
め
ご
ろ
か
ら
か
な
り
普
及
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

中
で
も
コ
ル
バ
ー
ン
の
算
数
教
科
書
は
有
名
で
あ
る
。

　
そ
の
ほ
か
カ
バ
リ
ー
は
、
心
理
学
を
教
師
教
育
の
た
め
の
「
主
要
科
学
」
た

ら
し
め
た
こ
と
、
お
よ
び
「
児
童
研
究
運
動
」
（
O
圧
巨
ω
巨
O
く
冒
◎
轟
B
①
9
）

に
道
を
開
い
た
こ
と
を
、
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
の
大
き
な
成
果
と
し
て
あ
げ
て

い
る
。
こ
れ
は
教
授
理
論
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
や
は
り
そ
の
基
礎
を
な
す

も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
に
よ
っ
て
、

「
子
ど
も
は
徐
々
に
発
達
す
る
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
で
あ
る
と
い
う
新
し
い
考
え

方
、
発
達
段
階
に
適
し
た
教
材
と
方
法
が
必
要
だ
と
い
う
考
え
方
、
生
徒
の
反
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謂
を
聞
く
と
か
、
『
授
業
を
管
理
す
る
』
（
冨
8
巨
σ
q
ω
g
◎
g
）
　
と
い
う
考
え

方
で
な
し
に
、
教
育
の
過
程
を
指
導
す
る
　
（
a
竃
9
づ
σ
q
亭
①
＆
9
塁
＜
①

肩
8
窮
ω
）
と
い
う
新
し
い
考
え
方
」
（
2
4
）
が
一
般
に
定
着
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
心
理
学
の
重
要
性
が
ひ
ろ
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
児
童
研

究
の
気
運
を
高
め
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
点
を
考
慮
す
れ
ば
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
の
責
献
は
教
授
理
論
面
に

限
定
し
て
も
、
決
し
て
軽
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
目
　
一
方
、
ド
ロ
ス
ィ
。
ロ
ジ
ャ
i
ス
は
、
近
著
『
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
一
教
師

教
育
の
本
源
ー
シ
ェ
ル
ド
ン
の
伝
統
一
世
紀
』
（
一
九
六
一
）
に
お
い
て
、
カ

バ
リ
ー
と
は
ま
た
多
少
こ
と
な
る
観
点
か
ら
、
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
の
意
義
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
内
容
的
に
は
カ
バ
リ
ー
と
重
複
す
る
点
も
あ
り
、
こ
れ

ま
で
も
何
ら
か
の
形
で
い
ろ
い
ろ
の
人
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

ろ
う
が
、
き
ち
ん
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
わ
れ
わ
れ
に
も
貴
重
な
示
唆

を
与
え
て
く
れ
る
。

　
ま
ず
彼
は
、
っ
ぎ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
の
意
義
を
高
く

評
価
す
る
こ
と
に
は
否
定
的
な
人
が
い
る
、
と
し
て
三
つ
の
点
を
あ
げ
る
。
（
2
5
）

そ
の
一
つ
は
、
「
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
派
の
人
々
は
模
倣
者
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
上
手

な
模
倣
者
で
は
な
か
つ
た
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
シ
ェ
ル
ド
ン
の
教
授
理
論

と
イ
ギ
リ
ス
の
メ
ー
ヨ
ー
の
そ
れ
と
の
関
係
な
ど
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
二
は
、
「
実
物
教
授
を
『
魔
法
の
カ
バ
ン
』
（
ぴ
鍔
◎
朴
ぎ
昆
ω
）

と
考
え
て
す
ぐ
そ
れ
に
頼
っ
て
し
ま
う
多
く
の
無
知
な
模
倣
者
を
つ
く
り
出
し

た
。
」
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
第
三
は
、
「
動
機
づ
け
の
価
値
や
個
人
差
を
考
慮
す

る
必
要
性
を
認
識
は
し
た
が
、
そ
の
ど
ち
ら
を
も
適
切
に
は
説
明
し
な
か
っ
た
。
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ジ
ャ
ー
ス
は
、
そ
れ
ら
の
こ
と
は
決
し
て
オ
ス
ウ
ィ

ゴ
ー
運
動
の
意
義
を
低
く
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
立
場
の
よ
う
で
あ
る
が
、

わ
れ
わ
れ
も
全
く
同
感
で
あ
る
。

　
そ
う
し
て
彼
は
、
そ
れ
と
反
対
に
そ
の
意
義
を
積
極
的
に
評
価
で
き
る
理
由

と
し
て
八
つ
の
点
を
あ
げ
る
。
教
授
理
論
と
の
関
連
を
考
慮
し
な
が
ら
み
て
ゆ

く
こ
と
に
し
よ
う
o

　
そ
の
一
は
、
シ
ェ
ル
ド
ン
は
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
主
義
を
ア
メ
リ
カ
に
紹
介
し
た

最
初
の
人
で
は
な
か
っ
た
が
、
「
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
は
そ
れ
を
普
及
さ
せ
、
そ
れ
を

当
時
の
師
範
学
校
に
受
け
つ
ぐ
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
も
の
に
改
造
し
た
。
」
（
2
6
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
主
義
は
十
九
世
紀
の
初
期
に
す
で
に
ア

メ
リ
カ
に
入
っ
て
き
て
い
る
し
、
シ
ェ
ル
ド
ン
の
教
授
理
論
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら

移
入
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
役
割

を
果
た
し
た
こ
と
は
十
分
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ロ
ジ
ャ
ー
ス
は
別

の
と
こ
ろ
で
、
「
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
の
な
し
と
げ
た
こ
と
は
、
多
く
の
浮
遊
し
て
い

る
思
想
　
（
讐
8
叶
ぎ
α
q
a
轟
ω
）
を
焦
点
づ
け
た
－
例
え
ば
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
主

義
1
こ
と
で
あ
り
、
教
室
で
利
用
で
き
る
合
理
的
な
方
法
を
つ
く
り
出
し
た

こ
と
で
あ
る
d
（
2
7
）
と
も
言
っ
て
い
る
。
同
じ
主
旨
と
言
え
よ
う
。
ア
メ
リ
カ

に
は
ま
だ
そ
れ
に
ま
さ
る
教
授
理
論
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
シ
ェ
ル
ド
ン
が
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イ
ギ
リ
ス
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
主
義
を
模
倣
し
て
で
も
、
ア
メ
リ
カ
の
教
育
を
改

善
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
む
し
ろ
大
い
に
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
二
は
、
「
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
方
式
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
機
械
的
（
ヨ
①
－

○
冨
己
O
邑
で
は
あ
っ
た
が
、
教
科
書
－
反
調
の
方
法
か
ら
始
め
て
脱
脚
し

た
’
（
2
8
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
の
最
も
基
本
的

な
貢
献
と
も
い
う
べ
き
点
で
あ
る
が
、
カ
バ
リ
ー
も
指
摘
し
て
い
る
こ
と
な
の

で
、
こ
れ
以
上
の
説
明
は
省
略
す
る
。

　
そ
の
三
と
し
て
、
「
実
物
教
授
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
変
化
は
、
失
敗
を
運

命
づ
け
る
ほ
ど
過
激
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
一
（
2
9
）
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
が
、

こ
の
項
は
前
項
の
補
足
説
明
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
四
は
、
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
は
「
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
、
子
ど
も

の
知
的
発
達
の
段
階
に
適
し
た
個
々
人
の
経
験
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
の
学
習
範

囲
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
ピ
（
3
0
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
、
そ
の
二
に

お
い
て
従
来
の
教
科
書
暗
記
の
学
習
方
法
が
克
服
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
具
体
的
方
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
必
然

的
な
結
果
と
し
て
、
子
ど
も
の
個
人
差
に
注
意
が
集
中
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

さ
ら
に
手
工
科
や
自
然
科
の
よ
う
な
具
体
的
で
、
活
動
的
な
教
科
を
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
に
導
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
一
（
3
1
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー

運
動
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
最
初
の
本
格
的
な
教
育
改
革
運
動
で
あ
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
以
上
の
こ
と
か
ら
も
十
分
納
得
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　
そ
の
五
は
、
「
ア
メ
リ
カ
教
育
に
お
い
て
初
め
て
、
実
物
教
授
が
人
間
（
罵
『
－

ω
S
）
と
し
て
の
生
徒
の
中
に
目
ざ
め
さ
せ
た
興
味
」
（
3
2
）
に
関
し
て
で
あ
る
。

生
徒
が
日
常
生
活
の
中
で
つ
ね
に
接
し
て
い
る
実
物
を
ふ
ん
だ
ん
に
学
習
活
動

に
と
り
入
れ
、
積
極
的
で
活
動
的
な
学
習
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
実
物
教
授
」

の
方
法
は
、
「
興
味
」
と
い
う
概
念
に
新
し
い
重
要
な
教
育
的
な
意
味
づ
け
を
与

え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
の
貢
献
と
し
て

十
分
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
「
興
味
」
概
念
に
論
及
し
て
、
「
彼
ら
は
子
ど
も

の
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
一
（
3
3
）
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
無
条
件
で
は
同
意
で
き

な
い
。
彼
等
は
「
興
味
」
と
い
う
も
の
を
目
的
概
念
と
し
て
把
握
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
教
授
理
論
の
発
展
に
大
き
な
寄
与
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

「
興
味
」
と
い
う
概
念
の
教
育
的
位
置
づ
け
に
お
い
て
両
者
間
に
は
大
き
な
ち

が
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
無
視
し
て
簡
単
に
そ
の
よ
う

に
片
づ
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。

　
な
お
、
そ
の
六
、
七
、
八
に
お
い
て
は
、
教
職
の
専
門
性
を
高
め
た
こ
と
、

貧
弱
な
師
範
学
校
教
育
に
活
力
を
与
え
た
こ
と
、
の
ち
の
「
進
歩
主
義
の
教
育

運
動
」
に
パ
イ
オ
ニ
ア
的
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
一
（
3
4
）

　
以
上
の
カ
バ
リ
ー
と
ロ
ジ
ャ
ー
ス
の
指
摘
は
、
こ
れ
ま
で
の
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー

運
動
に
関
す
る
諸
家
の
研
究
成
果
を
十
分
に
反
映
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
、
わ
れ
わ
れ
の
当
面
の
目
的
に
は
こ
れ
以
上
つ
け
加
え
る
必
要
は
な
い
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で
あ
ろ
う
。三

、

オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
教
授
理
論
の
限
界

　
ー
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
と
の
比
較
1
1

　
H
　
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
に
お
け
る
教
授
理
論
は
前
章
で
明
ら
か
に
さ
れ
た

よ
う
に
、
い
く
つ
も
の
重
要
な
点
の
改
革
を
含
ん
で
お
り
、
ア
メ
リ
カ
最
初
の

教
育
改
革
運
動
と
呼
ば
れ
る
に
相
応
し
い
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
教
授
理
論
の

面
か
ら
み
る
と
ま
だ
ま
だ
未
熟
な
状
態
に
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
と
の
比
較
に
お
い
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
の
が
本
章

の
直
接
の
ね
ら
い
で
あ
る
と
同
時
に
、
本
稿
全
体
の
意
図
に
も
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
を
指
導
し
た
シ
ェ
ル
ド
ン
の
教
授
理
論
が
狭
義
の
方
法

に
ポ
イ
ン
ト
を
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
理
論
的
根
拠
を
能

カ
心
理
学
に
求
め
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
邊
だ
が
ヘ
ル
バ
ル

ト
主
義
と
の
比
較
に
お
い
て
そ
の
限
界
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
ら

に
加
え
て
見
の
が
す
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
は
、
両
者
に
お
け
る
教
育
的
状
況

の
変
化
で
あ
る
。

　
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
は
南
北
戦
争
が
始
ま
っ
た
年
の
一

八
六
一
年
で
あ
る
が
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
運
動
が
ス
タ
i
ト
し
た
の
は
お
よ
そ
三
十

年
後
の
一
八
九
〇
年
前
後
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
三
十
年
間
は
ア
メ
リ
カ
社
会

全
体
が
大
き
く
変
化
し
た
時
期
で
も
あ
る
。
南
北
戦
争
（
一
八
六
一
－
五
）
に

お
け
る
北
部
の
勝
利
は
、
「
産
業
資
本
の
勝
利
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ア
メ
リ

カ
は
工
業
国
へ
の
道
が
拓
か
れ
た
の
で
あ
る
。
　
一
八
九
〇
年
ま
で
に
は
工
薬
生

産
高
は
す
で
に
農
業
生
産
高
を
追
い
越
す
に
至
っ
て
い
た
一
（
3
5
）
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
間
に
お
け
る
教
育
的
状
況
の
変
化
も
、
ま
こ
と
に
目
ざ
ま

し
い
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
変
化
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
も
の
の
一
つ
に
師
範
学
校
の
発
達
が

あ
る
。
カ
バ
リ
ー
に
よ
る
と
、
二
八
六
〇
年
ま
で
に
創
設
さ
れ
た
師
範
学
校
は

州
立
十
二
校
と
市
立
一
校
、
そ
れ
に
私
立
六
校
」
（
3
6
）
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、

一
八
九
〇
年
に
は
何
と
私
立
が
一
五
〇
校
以
上
で
、
公
立
も
そ
れ
に
近
い
数
に

激
増
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
義
務
教
育
が
初
め
て
法
制
化
さ
れ
た
の
は
マ

サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
一
八
五
二
年
で
あ
っ
た
が
、
「
こ
の
問
題
に
関
し
て
国
中

で
大
論
争
さ
れ
て
、
そ
の
大
勢
が
決
定
し
た
の
も
こ
の
時
期
」
、
つ
ま
り
「
南
北

戦
争
後
の
時
期
」
（
り
◎
ω
吋
－
q
邑
－
峯
弩
潟
ユ
＆
）
（
3
7
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
が
ス
タ
ー

ト
し
た
ば
か
り
の
こ
ろ
は
、
義
務
教
育
制
度
も
ほ
と
ん
ど
確
立
し
て
お
ら
ず
、

教
師
養
成
も
ほ
ん
の
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
は
教
授
理
論
の
質

を
問
題
す
る
ほ
ど
の
余
裕
は
全
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
れ
に
対
し
て
一
八
九
〇
年
ご
ろ
に
は
初
等
教
育
の
義
務
化
も
か
な
り
進
み
、

教
師
養
成
も
以
前
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
充
実
し
た
。
ま
た
既
存
の
伝
統

的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
、
社
会
生
活
全
般
の
向
上
に
と
も
な
っ
て
、
つ
ぎ
つ
ぎ
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に
新
し
い
教
材
や
教
科
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
す
で
に
「
教
材
過
剰
」

の
問
題
さ
え
現
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
教
育
界
に
は
、
科
学
的
教
育
学

を
求
め
て
口
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
の
『
教
育
哲
学
』
が
広
く
読
ま
れ
る
ほ
ど
の
、

あ
る
種
の
ゆ
と
り
も
出
て
い
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
の
教
授
理
論
が

移
入
さ
れ
始
め
た
の
は
こ
の
よ
う
な
時
期
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
主

義
者
は
科
学
的
教
授
理
論
の
確
立
を
め
ざ
し
て
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
る
と
お
り

で
あ
る
が
、
特
に
そ
の
重
鎮
チ
ャ
ー
ル
ズ
。
マ
ク
マ
リ
ー
に
お
い
て
は
、
「
教
材

過
剰
」
を
い
か
に
克
服
す
る
か
と
い
う
問
題
意
識
が
初
め
か
ら
強
く
支
配
し
て

い
た
こ
と
も
、
（
3
8
）
彼
の
教
授
理
論
の
特
質
を
規
定
す
る
大
き
な
要
因
に
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
目
　
こ
れ
ら
の
事
情
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
を
代

表
す
る
シ
ェ
ル
ド
ン
の
教
授
理
論
に
、
以
下
に
示
す
よ
う
な
限
界
な
い
し
問
題

点
が
指
摘
さ
れ
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
部
分
的
に
は
す
で

に
論
及
し
た
点
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
整
理
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
そ
の
第
一
は
、
シ
ュ
ル
ド
ン
の
教
授
理
論
は
お
お
よ
そ
授
業
場
面
だ
け
を
念

頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
裏
を
か
え
せ
ば
、
教
授
と
い
う
い
く
つ
も
の
準
備
的
な
作

業
を
必
要
と
す
る
営
み
を
、
そ
の
最
終
段
階
と
も
い
う
べ
き
教
室
で
の
活
動
と

し
て
し
か
と
ら
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

そ
の
た
め
第
二
項
以
下
に
示
す
よ
う
な
、
少
な
く
と
も
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
以

来
、
教
授
理
論
に
は
不
可
欠
の
視
点
と
も
な
っ
て
い
る
い
く
つ
か
の
点
が
、
明

確
に
は
問
題
意
識
化
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
彼
の
主
著

に
お
い
て
も
そ
れ
ら
の
点
が
全
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
の

は
、
決
し
て
ス
パ
ー
ス
の
制
限
や
編
集
の
都
合
ば
か
り
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

彼
に
は
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
問
題
に
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
と
い
う
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
当
時
の
教
授
理
論
（
少
な
く
と
も
ア
メ
リ

カ
に
お
い
て
は
）
に
は
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
シ
ェ
ル
ド
ン
の
九
項

園
の
中
に
は
、
内
容
的
に
そ
れ
ら
に
か
か
わ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、

そ
の
意
味
で
は
当
時
の
教
授
理
論
そ
の
も
の
の
体
質
を
抜
本
的
に
改
善
す
る
よ

う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
を
な
し
と
げ
た
と
こ

ろ
に
ア
メ
リ
カ
教
授
理
論
史
に
お
け
る
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
の
最
大
の
貢
献
が
あ

っ
た
と
み
る
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
基
本
的
な
立
場
な
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
第
二
は
、
前
項
に
お
け
る
具
体
的
問
題
点
の
一
つ
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
が
、
教
材
を
ど
う
選
択
す
る
か
と
い
う
問
題
意
識
が
明
確
で

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
教
材
選
択
の
考
え
方
が
妥
当
で
な
い
、
な

ど
と
い
う
以
前
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
の
最
大
の
原
因
は
、
能
力
心
理
学
に

依
存
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
能
カ

心
理
学
に
よ
れ
ば
、
教
育
の
目
的
は
「
諸
能
力
の
訓
練
」
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
、
そ
こ
で
は
教
材
の
内
容
自
体
は
何
ら
特
別
の
価
値
を
も
つ
こ
と
は
で
き

ず
、
生
来
の
諸
能
カ
を
訓
練
す
る
た
め
の
単
な
る
手
段
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し

た
が
っ
て
ど
の
よ
う
な
手
段
が
有
効
か
と
い
う
視
点
か
ら
の
選
択
は
当
然
な
さ
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れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
内
容
面
か
ら
吟
味
す
る
と
い
う
こ
と
は
全
く
意
味
を
な

さ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
は
、
手
段
と
し
て

の
有
効
性
か
ら
の
選
択
も
余
り
重
要
な
問
題
と
は
さ
れ
ず
、
実
質
的
に
は
教
材

の
順
序
や
配
列
の
問
題
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
九

項
目
の
中
に
⑧
の
「
既
知
か
ら
未
知
へ
、
特
殊
か
ら
一
般
へ
…
－
…
－
」
と
い

う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
教
材
の
選
択
と
も
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ

れ
で
は
そ
の
基
準
に
な
る
「
既
知
」
や
「
特
殊
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
選
択
さ

れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
全
く
聞
題
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
ヘ
ル
バ
ル
ト
お
よ
び
そ
の
学
派
の
二
種
六
類
の
「
輿
味
」
や
「
教
科
の
相
対

的
価
値
し
に
関
す
る
主
張
は
、
ま
さ
に
こ
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は

彼
等
の
主
張
が
今
日
も
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。

た
だ
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
の
あ
の
よ
う
な
主
張
は
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
は
反

対
す
る
人
々
を
も
含
め
て
、
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
意
識
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
教
材

選
択
の
問
題
に
、
強
い
関
心
を
向
け
さ
せ
、
そ
の
後
の
教
授
理
論
に
お
け
る
不

可
欠
の
視
点
と
し
て
定
着
さ
せ
た
、
と
い
う
こ
と
に
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
と

思
う
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
教
材
の
組
識
や
配
列
の
聞
題
も
、
シ
ェ
ル
ド
ン
に
お
い
て
は
き

わ
め
て
限
ら
れ
た
観
点
か
ら
の
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
は
、
前
項
と
密
接
に
関
連
す
る
闘
題
で
あ
る
が
、
教
材
を
「
精
選
す
る
」

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
全
く
問
題
と
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当

時
の
シ
ェ
ル
ド
ン
に
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
の
方
が
む
し
ろ
無
理
な
の
か
も
知
れ

な
い
が
、
こ
れ
も
教
授
理
論
に
は
欠
か
せ
な
い
視
点
な
の
で
、
一
応
指
摘
お
く

必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
チ
ャ
！
ル
ズ
。
マ
ク
マ
り
！
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
終
始
重
要
な
問
題
と
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
「
教
材
過
剰
」

と
い
う
教
育
的
現
象
が
す
で
に
現
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
の
教
授
理
論
そ
の

も
の
の
中
に
、
具
体
的
に
言
え
ば
「
開
化
史
段
階
説
」
「
中
心
統
合
法
」
「
方
法

単
元
し
な
ど
の
諸
原
理
の
中
に
、
そ
の
よ
う
な
問
題
を
吸
い
上
げ
る
こ
と
の
で

き
る
要
索
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
シ

ェ
ル
ド
ン
の
場
合
は
、
た
と
え
同
じ
現
象
が
発
生
し
て
い
た
と
し
て
も
、
は
た

し
て
そ
れ
を
十
分
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
、
そ
の
教
授
理
論

の
性
格
か
ら
し
て
き
わ
め
て
疑
問
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　
第
四
は
「
単
元
」
と
い
う
概
念
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
概
念
が

ド
イ
ツ
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
ツ
ィ
ラ
・
1
に
始
ま
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ

り
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
の
移
入
以
前
に
は
そ
れ
が
な
か

っ
た
の
は
当
然
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
聞
題
な
の
は
、
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
教

授
理
論
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
面
か
ら
み
て
も
、
シ
ェ
ル
ド
ン
の
教
授
理
論
は
ま
だ
立
ち
遅
れ

て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
も
能
力
心
理
学
と
直
接
的
に
関
連
し
て

い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
に
関
し
て
、
能
カ
心
理
学
が
そ
も
そ
も
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誤
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
基
礎
に
し
た
教
授
理
論
は
信
用
で
き
な
い
、

と
い
う
論
法
も
し
ば
し
ば
聞
か
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
論
理
を
全
面
的
に
否

定
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
が
、
あ
ま
り
実
り
多
い
も
の
と
も
思
わ
な
い
。
教
授

理
論
史
的
に
み
る
と
き
に
重
要
な
の
は
、
そ
の
心
理
学
で
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

が
問
題
に
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
反
対
に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
問
題
さ
れ
な
か

っ
た
（
当
然
に
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
）
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　
こ
の
論
法
か
ら
す
る
と
き
に
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る

の
は
、
そ
の
基
盤
と
な
っ
た
表
象
心
理
学
が
正
し
か
っ
た
か
ら
で
は
も
ち
ろ
ん

な
い
。
そ
の
心
理
学
で
は
「
表
象
群
」
が
決
定
的
に
重
要
に
な
る
の
で
、
必
然

的
に
教
育
内
容
の
問
題
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
注
目

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
「
単
元
」
と
い
う
概
念
も
、
そ
の
よ

う
な
観
点
か
ら
問
題
を
追
求
し
た
当
然
の
帰
結
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　
能
力
心
理
学
に
依
存
す
る
シ
ェ
ル
ド
ン
の
教
授
理
論
で
は
、
「
単
兀
」
と
い
う
概

念
が
生
み
出
さ
れ
る
必
然
性
が
ど
こ
に
も
見
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
最
初
に
第
五
と
し
て
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
今

日
わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
し
て
い
る
よ
う
な
、
単
元
の
展
開
と
し
て
の
教
授
過
程

と
い
う
問
題
が
全
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
シ
ェ
ル
ド
ン
の
主
た
る
関
心
が
教
室
で
の
授
業
場
面
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
こ
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
の
よ
う
に
さ
え
考
え
ら
れ

る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
問
題
は
授
業
の
中
身
で
あ
る
。

　
教
材
そ
の
も
の
の
内
容
に
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
諸
能
力
の
訓
練
効
果

に
教
育
的
意
義
が
あ
る
と
す
る
シ
ェ
ル
ド
ン
に
お
い
て
は
、
豊
か
な
内
容
を
も

つ
教
材
の
ま
と
ま
り
（
単
元
）
を
、
そ
の
中
心
的
な
ね
ら
い
に
即
し
て
追
求
さ

せ
る
、
と
い
う
よ
う
な
授
業
の
プ
ロ
セ
ス
は
多
分
そ
の
発
想
と
し
て
あ
り
え
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
な
る
ほ
ど
シ
ェ
ル
ド
ン
の
主
著
に
は
非
常
に
た
く
さ
ん
の
教
材
が
示
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
材
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
な
り
の
「
ま
と
ま
り
」
を
な
し

て
い
る
。
そ
れ
に
例
の
九
項
目
に
は
、
⑥
「
す
べ
て
の
課
業
に
は
ポ
イ
ン
ト
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
－
」
（
－
段
撃
①
q
一
①
ω
ω
婁
才
署
①
｝
り
◎
巨
ご
－
1
）

と
い
う
原
理
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の
教
材
は
あ
ま
り
に
も
コ
マ
切
れ
で
数
が
多

く
、
授
業
時
間
も
せ
い
ぜ
い
二
十
分
な
い
し
二
十
五
分
と
短
か
く
、
そ
の
関
連

も
特
に
問
題
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
く
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
教
育

の
目
的
は
教
材
に
含
ま
れ
る
内
容
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
の
訓
練
効
果
に

お
か
れ
て
い
る
。

　
こ
う
み
て
く
る
と
、
シ
ェ
ル
ド
ン
に
お
け
る
授
業
過
程
の
問
題
は
、
今
日
わ

れ
わ
れ
が
単
元
の
展
開
過
程
と
し
て
問
題
に
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
と
、
そ
の

次
元
が
異
な
っ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
。
マ
ク
マ
リ
ー
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
教
材

　
過
剰
」
の
克
服
を
目
ざ
し
、
豊
か
な
内
容
を
「
基
本
観
念
」
（
註
竃
二
①
8
－

ω
）
な
い
し
「
中
心
観
念
」
　
（
8
津
轟
二
α
8
ω
）
を
軸
に
「
単
元
」
構
成
し
、
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そ
れ
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
の
教
授
過
程
論
は
、
　
「
形
式
段

階
」
に
み
ら
れ
る
硬
直
性
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
現
代
の

教
授
理
論
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
基
盤
を
与
え
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

む
す
ぴ

　
以
上
の
考
察
で
お
お
よ
そ
明
ら
か
な
よ
う
に
、
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
は
ア
メ

リ
カ
最
初
の
教
育
改
革
運
動
と
し
て
不
滅
の
足
跡
を
残
し
た
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
と
し
て
も
、
教
授
理
論
そ
の
も
の
の
性
格
は
ま
だ
多
く
の
問
題
を
残
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
教
授
理
論
も
当
然
そ
の
時
代
の
諸
々
の
条
件
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
る
の
で
、
そ
の
責
任
を
も
っ
ぱ
ら
シ
ェ
ル
ド
ン
や
メ
ー
ヨ
ー
に
の
み
負
わ

せ
る
の
は
正
し
く
な
い
が
、
シ
ェ
ル
ド
ン
の
教
授
理
論
を
そ
れ
と
し
て
十
分
に

検
討
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
そ
れ
に
つ
づ
く
教
育
改
革
運
動
の
意
義
を
的
確
に

把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
従
来
の
ア
メ
リ
カ
画
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の

辺
の
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
十
分
に
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る

の
で
、
こ
れ
ま
で
オ
ス
ウ
ィ
ゴ
ー
運
動
そ
の
も
の
に
関
す
る
研
究
は
非
常
に
多

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
敢
え
て
と
り
あ
げ
た
次
第
で
あ
る
。
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＆
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叶
；
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①
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叶
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①
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＆
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；
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◎
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．
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．
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①
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＞
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