
は
じ
め
に

中
教
審
答
申
で
は
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
（
ア
ク
テ

ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ：

A
ctive

L
earning

）」
が
強
調
さ
れ
た
。
こ

れ
は
現
行
の
「
言
語
活
動
の
充
実
」
の
反
省
点
に
立
つ
も
の
で
あ

る
が
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
ン
グ
自
体
も
そ
の
形
ば
か
り
を
真

似
て
「
深
い
学
び
」
に
誘
う
視
点
を
持
た
な
け
れ
ば
、
現
行
の

「
言
語
活
動
の
充
実
」
と
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
深
い
学
び
」

に
誘
う
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
い
か
に
し
て
可
能
か
、
課
題

と
な
る
。
今
、
大
学
教
育
の
分
野
で
も
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
デ

ィ
ー
プ
・
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
動
き
も
出
始
め
て
い

る
。
い
か
な
る
視
点
を
具
備
す
れ
ば
、
学
習
が
深
い
学
び
に
な
る

の
か
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
学
習
を
「
深
い
学
び
」
に
誘
う
視

点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
の
こ
と
を
青
木
照

明
の
「
瞑
想
読
み
」
の
実
践
か
ら
、
そ
の
具
体
的
な
視
点
を
導
き

出
し
た
い
と
考
え
る
。
青
木
は
国
語
教
育
学
者
の
垣
内
松
三
の

「
形
象
理
論
」
と
「
自
証
体
系
」
の
読
み
の
理
論
を
も
と
に
、
自
ら

「
瞑
想
読
み
」
と
い
う
文
学
教
材
読
解
の
学
習
指
導
法
を
生
み
出
し

た
。
そ
し
て
、「
授
業
行
脚
」
と
し
て
、
茅
ケ
崎
市
の
小
学
校
で
、

一
つ
の
文
学
教
材
の
指
導
時
間
を
全
部
も
ら
っ
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
授
業
を
行
っ
て
い
る
。
先
行
研
究
と
し
て
は
、、
青
木
が
綴
っ

た
授
業
実
践
の
著
作
が
残
さ
れ
て
い
る

盧
。
こ
こ
で
は
「
や
ま
な

し
」（『
創
造
』
六
下
光
村
図
書
）
の
授
業
実
践
か
ら
、「
深
い
学

び
」
に
学
習
指
導
法
の
視
点
を
導
き
出
す
こ
と
に
す
る
。
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「
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的
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│
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一
　
中
教
審
答
申
と
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」

１
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
と
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ

ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
、
平
成
二
四
（
二
○
一
二
）
年
、

中
央
教
育
審
議
会
答
申
、「
新
た
な
未
来
を
築
く
た
め
の
大
学
教
育

の
質
的
転
換
に
向
け
て
〜
生
涯
学
び
続
け
て
、
主
体
的
に
考
え
る

力
を
育
成
す
る
大
学
へ
〜
」
で
「
学
生
が
主
体
的
に
問
題
を
発
見

し
解
を
見
出
し
て
い
く
能
動
的
学
修
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン

グ
）」
と
い
う
言
葉
で
表
れ
て
き
た
。
こ
の
答
申
に
は
「
用
語
集
」

が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
次
の
よ
う
に

紹
介
し
て
い
る

盪
。

教
員
に
よ
る
一
方
的
な
講
義
形
式
の
教
育
と
は
異
な
り
、
学
修

者
の
能
動
的
な
学
習
へ
の
参
加
を
取
り
入
れ
た
教
授
・
学
習
法
の

総
称
。
学
修
者
が
能
動
的
に
学
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
知
的
、

倫
理
的
、
社
会
的
能
力
、
教
養
、
知
識
、
経
験
を
含
め
た
汎
用
的

能
力
の
育
成
を
図
る
。
発
見
学
習
、
問
題
解
決
学
習
、
体
験
学
習
、

調
査
学
習
等
が
含
ま
れ
る
が
、
教
室
内
で
の
グ
ル
ー
プ
・
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
、
グ
ル
ー
プ
・
ワ
ー
ク
等
も
有
効
な

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
方
法
で
あ
る
。

こ
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
学
習
指
導
要
領
の
方
向
性

を
示
す
答
申
に
も
表
れ
た
。「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等

学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
及
び
必
要

な
方
策
等
に
つ
い
て
（
答
申
）」
で
あ
る

蘯
。
そ
の
第
四
章
の
「
二．

学
習
指
導
要
領
の
改
善
の
方
向
性
」
の
「
蘯
「
主
体
的
・
対
話
的

で
深
い
学
び
」
の
実
現
（「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
の
視

点
）
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
七
章
の
「
二．
「
主
体
的
対
話

的
で
深
い
学
び
」
を
実
現
す
る
こ
と
の
意
義
」
に
詳
し
く
記
さ
れ

て
い
る
。
ま
ず
、「
主
体
的
で
対
話
的
で
深
い
学
び
」
と
は
何
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
答
申
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る

盻
。

・「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
実
現
と
は
、
以
下
の
視
点

に
立
っ
た
授
業
改
善
を
行
う
こ
と
で
、
学
校
教
育
に
お
け
る
質

の
高
い
学
び
を
実
現
し
、
学
習
内
容
を
深
く
理
解
し
、
資
質
・

能
力
を
身
に
付
け
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
能
動
的
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
）

に
学
び
続
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

①
学
ぶ
こ
と
の
興
味
や
関
心
を
持
ち
、
自
己
の
キ
ャ
リ
ア
形
成

の
方
向
性
と
関
連
付
け
な
が
ら
、
見
通
し
を
以
っ
て
粘
り
強

く
取
り
組
み
、
自
己
の
学
習
活
動
を
振
り
返
っ
て
次
に
つ
な

げ
る
「
主
体
的
な
学
び
」
が
実
現
で
き
て
い
る
か
。

②
子
供
同
士
の
協
働
、
教
職
員
や
地
域
の
人
々
と
の
対
話
、
先
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哲
の
考
え
方
を
手
掛
か
り
に
考
え
る
こ
と
等
を
通
じ
、

自
己
の
考
え
方
を
広
げ
深
め
る
「
対
話
的
な
学
び
」
が
実
現

し
て
い
る
か
。

③
習
得
、
活
用
、
探
求
と
い
う
学
び
の
過
程
の
中
で
、
各
教
科

等
の
特
質
に
応
じ
た
「
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ
な
が
ら
、

知
識
を
相
互
に
関
連
付
け
て
よ
り
深
く
理
解
し
た
り
、
情
報

を
精
査
し
て
考
え
を
形
成
し
た
り
、
問
題
を
見
出
し
て
解
決

策
を
考
え
た
り
、
思
い
や
考
え
を
基
に
創
造
し
た
り
す
る
こ

と
に
向
か
う
「
深
い
学
び
」
が
実
現
で
き
て
い
る
か
。

答
申
で
は
、
各
教
科
レ
ベ
ル
の
具
体
的
な
方
法
に
も
触
れ
て
い

る
。
次
の
通
り
で
あ
る

眈
。

・
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
に
つ
い
て
は
、
地
域
や
社
会

の
具
体
的
な
問
題
を
解
決
す
る
学
習
を
指
す
も
の
と
理
解
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
が
、
例
え
ば
国
語
や
各
教
科
等
に
お
け
る
言
語

活
動
や
、
社
会
科
に
お
い
て
課
題
を
追
究
し
解
決
す
る
活
動
、

理
科
に
お
い
て
観
察
・
実
験
を
通
じ
て
課
題
を
探
求
す
る
活
動
、

体
育
に
お
け
る
運
動
課
題
を
解
決
す
る
学
習
、
美
術
に
お
け
る

表
現
や
鑑
賞
の
活
動
な
ど
、
全
て
の
教
科
等
に
お
け
る
学
習
活

動
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
も
充
実
が
図
ら
れ
た
き

た
こ
う
し
た
学
習
を
、
更
に
改
善
・
充
実
さ
せ
て
い
く
た
め
の

視
点
で
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
学
習
活
動
は
現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
も
推
奨
し
て

い
る
。
現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
は
「
言
語
活
動
の
充
実
」
を
教

科
横
断
的
に
行
う
よ
う
に
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
答
申
で
は
、

「
言
語
活
動
の
充
実
」
の
活
動
よ
り
も
そ
の
活
動
の
質
、
い
わ
ば
学

び
の
深
さ
を
問
題
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
現
行
の
「
言
語
活
動
の

充
実
」
が
「
は
い
回
る
言
語
活
動
」
と
揶
揄
さ
れ
る
ほ
ど
、
形
ば

か
り
の
学
習
活
動
に
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
一
つ
の
学
習
活

動
が
終
わ
る
と
児
童
生
徒
が
感
想
を
言
い
合
っ
た
り
、
ノ
ー
ト
に

感
想
を
記
入
し
た
り
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
学
習
成

果
に
は
、
児
童
に
認
識
の
深
化
が
表
れ
て
い
な
い
。
こ
の
反
省
の

基
に
次
期
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
学
び
の
深
化
」
を
問
う
も
の
と

な
っ
て
い
る
。

一
般
に
こ
う
し
た
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
に
は
時

間
が
か
か
る
。
問
題
解
決
学
習
や
調
べ
学
習
、
体
験
学
習
等
が
そ

う
で
あ
る
。
ゆ
と
り
教
育
の
頃
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
総
合
的

な
学
習
の
時
間
」
を
設
定
し
、
そ
の
時
間
の
確
保
を
明
確
に
行
っ

た
。
し
か
し
、
今
回
の
答
申
で
は
こ
の
「
主
体
的
対
話
的
な
深
い

学
び
」
の
た
め
に
特
別
な
時
間
を
と
っ
て
い
な
い
。
答
申
で
は
次
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の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る

眇
。

・
こ
う
し
た
学
習
活
動
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
の
学
習
時
間
と
は

別
に
新
た
に
時
間
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な

く
、
現
在
す
で
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
活
動
を
、「
主
体

的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
視
点
で
改
善
し
、
単
元
や
題
材

の
ま
と
ま
り
の
中
で
指
導
内
容
と
関
連
付
け
つ
つ
、
質
を
高
め

て
い
く
工
夫
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
今
回
の
答
申
で
は
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学

び
」
を
単
元
や
題
材
の
ま
と
ま
り
と
い
う
長
い
ス
パ
ン
の
中
で
行

う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
単
元
の
中
に
、
児
童
生
徒
の
認
識
を
深

め
て
い
く
よ
う
な
活
動
を
設
定
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

従
来
の
方
法
と
は
ど
こ
が
違
う
か
と
言
え
ば
、
教
科
書
に
書
か
れ

て
い
る
教
育
内
容
を
消
化
す
る
で
は
な
く
、
児
童
生
徒
の
認
識
が

深
ま
る
よ
う
な
活
動
を
含
む
単
元
を
教
師
が
作
っ
て
い
く
こ
と
に

違
い
が
あ
る
。
こ
の
た
め
に
答
申
で
は
、
教
師
の
「
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
単
元
を
独
自
に
作

成
で
き
る
教
師
の
力
量
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
学
習
指
導
要
領
で
は
、
従
来
の
教
育
内
容
中
心
の
「
何
を
教

え
る
か
」
で
は
な
く
、「
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
か
」
と
い
う

「
育
成
を
目
指
す
資
質
・
能
力
」
に
学
習
指
導
要
領
の
枠
組
み
を
変

更
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

２
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
背
景
と
課
題

中
教
審
答
申
は
、
二
○
二
○
年
か
ら
二
○
三
○
年
の
社
会
に
生

き
る
児
童
生
徒
の
育
成
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時

代
は
現
在
に
続
く
、
知
識
基
盤
社
会
、
Ｉ
Ｔ
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化

に
続
き
、
人
工
知
能
や
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
の
発
展
に
よ
り
、
労
働
市

場
の
変
化
が
予
期
さ
れ
る
。
英
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
マ
イ

ケ
ル
・
Ａ
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
（M

ichaelA
.O

sborne

）
准
教
授
は
、

「
七
○
二
の
仕
事
の
将
来
を
そ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
に
よ
っ
て
分
析

す
る
と
、
米
国
の
総
雇
用
者
の
約
四
七
％
が
仕
事
を
失
う
可
能
性

が
高
い
。」
と
述
べ
て
い
る

眄
。
こ
う
し
た
社
会
に
備
え
る
教
育
の

指
針
が
答
申
で
は
語
ら
れ
て
い
る
。
答
申
の
根
拠
と
な
る
資
料
は

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
と
全
国
学
力
学
習
状
況
調
査
で
あ
る
。

日
本
の
子
ど
も
は
判
断
の
根
拠
や
理
由
を
示
し
な
が
ら
自
分
の
考

え
を
論
理
的
に
説
明
す
る
の
が
苦
手
で
あ
る
。
特
に
相
手
を
説
得

す
る
た
め
の
「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
」
に
欠
け
て
い
る
。

そ
こ
で
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
は
教
科
横
断
的
に
「
言
語
活

動
の
充
実
」
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
、「
言
語
活
動
の
充

実
」
は
学
習
や
活
動
の
後
に
、
感
想
や
意
見
を
交
流
す
る
だ
け
の
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底
の
浅
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
次
期
学
習
指
導

要
領
で
は
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー

ニ
ン
グ
）」
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」

の
実
現
可
能
性
で
あ
る
。
こ
う
し
た
学
び
を
実
現
す
る
た
め
に
は

多
く
の
学
習
時
間
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
ゆ
と
り
教
育
時

代
で
は
学
習
内
容
の
削
減
を
行
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
今
回
は
こ

の
削
減
を
行
わ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ

が
は
た
し
て
成
立
す
る
か
ど
う
か
、
疑
わ
し
く
な
っ
て
く
る
の
で

あ
る
。
答
申
で
は
教
科
横
断
的
に
学
習
内
容
を
関
連
さ
せ
、
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
し
か
し
、
学
校
は
相
変
わ
ら
ず
教
科
書
と
ド
リ
ル
・

テ
ス
ト
中
心
の
授
業
に
な
っ
て
い
る
。
教
師
は
こ
れ
ら
を
こ
な
す

だ
け
で
も
精
一
杯
で
あ
る
。
教
師
が
教
科
横
断
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
行
お
う
と
し
て
も
、
多
忙
で
そ
れ
を
考
え
る
時
間
が
な
い
。

第
一
中
学
校
で
は
、
教
科
横
断
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
成
立
し
な

い
。
学
校
長
を
中
心
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
を
全
校
的
に
行
わ
な

け
れ
ば
無
理
で
あ
る
。
ま
た
、
小
学
校
教
師
は
観
点
別
評
価
に
苦

慮
し
て
い
る
。
保
護
者
へ
の
説
明
を
恐
れ
る
あ
ま
り
、
業
者
テ
ス

ト
を
導
入
し
、
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー

ニ
ン
グ
を
行
う
た
め
に
は
、
そ
の
時
間
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る

の
で
あ
る
。
教
科
書
の
教
師
用
指
導
書
の
単
元
計
画
通
り
に
授
業

を
進
め
て
い
て
は
、
到
底
時
間
が
足
り
な
く
な
る
。
時
間
を
生
み

出
す
た
め
に
は
重
要
な
学
習
内
容
を
中
心
に
教
え
、
優
先
順
位
の

低
い
内
容
は
簡
単
に
す
ま
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
て
時
間
を

生
み
出
し
、
そ
れ
を
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
回
す
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
中
学
校
で
は
生
徒
が
中
間
・
期
末
考
査
で
不
利
に
な
ら

な
い
よ
う
に
ま
ん
べ
ん
な
く
教
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
教

師
の
裁
量
は
使
え
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

二
　
「
深
い
学
び
」
は
い
か
に
し
て
可
能
か

１
　
デ
ィ
ー
プ
・
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ

現
行
学
習
指
導
要
領
の
「
言
語
活
動
の
充
実
」
に
は
、
認
識
の

深
い
部
分
に
導
く
と
い
う
意
識
が
欠
如
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
中

教
審
答
申
で
は
、「
主
体
的
・
対
話
的
な
深
い
学
び
」
と
し
た
。
つ

ま
り
、「
深
い
学
び
」
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き

は
高
等
教
育
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
も
同
じ
で
あ
る
。
ア

ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
大
学
の
授
業
改

善
か
ら
き
た
言
葉
で
あ
る
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
第
一
人

者
で
あ
る
溝
上
慎
一
は
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
次
の
よ
う

に
定
義
し
て
い
る

眩
。
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一
方
的
な
知
識
伝
達
講
義
を
聴
く
と
い
う
（
受
動
的
）
学
習
を

乗
り
越
え
る
意
味
で
の
、
あ
ら
ゆ
る
能
動
的
な
学
習
の
こ
と
、
能

動
的
な
学
習
に
は
、
書
く
、
話
す
・
発
表
す
る
な
ど
へ
の
活
動

へ
の
関
与
と
、
そ
こ
で
生
じ
る
認
知
プ
ロ
セ
ス
の
外
化
を
伴
う
。

溝
上
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
は
「
認
知
プ
ロ
セ
ス
の
外

化
」
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
外
化
」
が
ア
ク
テ

ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
た
だ
の
活
動
で
終
わ
ら
せ
ず
、
質
の
高
い
学

習
と
す
る
必
然
性
と
な
る
。
い
わ
ゆ
る
「
深
い
学
び
」
に
相
当
す

る
も
の
と
な
る
。
溝
上
は
学
習
の
質
を
高
め
る
た
め
に
、「
①
授
業

外
学
習
の
時
間
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
、
②
逆
向
き
設
計
と
ア
セ
ス
メ

ン
ト
、
③
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
デ
ィ
プ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
、
④
授
業
を

週
複
数
回
に
す
る
、
⑤
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
た
め
の
学
習

環
境
の
整
備
、
⑥
反
転
授
業
を
お
こ
な
う
」
を
あ
げ
て
い
る

眤
。

ま
た
、
学
習
へ
の
浅
い
ア
プ
ロ
ー
チ
の
問
題
と
し
て
、「「
振
り
返

る
」「
離
れ
て
問
題
に
適
応
す
る
」「
仮
説
を
立
て
る
」「
原
理
を
関

連
付
け
る
と
い
っ
た
動
詞
が
示
す
、
高
次
の
認
識
機
能
を
用
い
た

活
動
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る

眞
。
こ

こ
か
ら
溝
上
は
、
デ
ィ
ー
プ
・
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
（
Ｄ
Ａ

Ｌ
）
の
必
要
性
を
説
く
。

ま
た
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
Ｆ
・
バ
ー
ク
レ
ー(B

arkley
E
.F
.

）

は
、
よ
り
深
い
学
び
の
た
め
に
は
「
学
生
の
授
業
へ
の
関
与
の

重
要
性
」
を
あ
げ
て
い
る

眥
。
バ
ー
ク
レ
ー
は
、
学
生
へ
の
動
機

づ
け
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、「
適
度
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
課
題
を

デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
」「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
構
築
す
る
こ
と
」

「
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
学
習
を
め
ざ
す
授
業
を
行
う
こ
と
」
を
あ
げ

た
眦
。

こ
の
よ
う
に
今
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
分
野
で
も
、
よ

り
質
の
高
い
学
習
、
よ
り
深
い
学
び
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る

研
究
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
認
識
の
よ
り
深
い
部
分
へ
届
く
学

び
こ
そ
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
到
達
目
標
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
今
、「
デ
ィ
ー
プ
・
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン

グ
」
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

２
　
認
識
の
深
い
部
分
へ
届
く
ア
プ
ロ
ー
チ

認
識
の
深
い
部
分
に
届
か
せ
る
の
を
目
的
と
し
た
学
習
方
法
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
か
。
こ
う
し
た
方
法
は
従
来
に
は
な
か
っ

た
か
と
問
え
ば
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
問
題
解
決
学
習
も
体

験
学
習
も
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、「
は
い
回
る
経
験
主
義
」
と
揶

揄
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
方
法
が
形
骸
化
し
て

し
ま
っ
て
、
認
識
の
深
い
部
分
に
到
達
し
な
い
学
習
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
認
識
の
深
い
部
分
に
到
達
す
る
学
習
指
導
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法
と
し
て
、
デ
ィ
ー
プ
・
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
は
、
協
働

学
習
、
児
童
生
徒
の
動
機
づ
け
、
高
度
な
認
識
を
働
か
せ
る
学
習

を
重
視
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
深
い
部
分
に
届
く
学
習

法
と
し
て
は
「
合
流
教
育
（C

onfluent
E
ducation

）」
が
あ
る

眛
。

「
合
流
教
育
」
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｉ
・
ブ
ラ
ウ
ン
（G

eorge
Isaac

B
row

n

）
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
学
習
指
導
法
で
あ
る
。
認
知
的

領
域
と
情
意
的
領
域
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
日
本
で
は

河
津
雄
介
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
て
い
た

眷
。
河
津
は
人
格
を
表

層
・
中
間
層
・
内
層
に
分
け
て
捉
え
た
。
外
側
の
表
層
は
暗
記
の

よ
う
な
認
識
、
内
側
の
内
層
は
学
習
者
一
人
ひ
と
り
の
独
自
な
感

じ
方
、
考
え
方
、
欲
求
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
合
流
教
育
で
は
表
層

機
能
を
働
か
せ
る
学
習
活
動
と
内
層
機
能
を
働
か
せ
る
学
習
活
動

を
中
間
層
で
合
流
さ
せ
る
学
習
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
内
的

な
認
識
に
届
く
、
深
い
学
び
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
。
河
津
は
こ

れ
を
電
流
の
授
業
で
実
践
し
た

眸
。

河
津
は
児
童
に
「
自
分
が
電
気
に
な
っ
た
つ
も
り
で
電
線
の
中

を
走
る
よ
う
す
」
を
絵
に
描
か
せ
、
イ
メ
ー
ジ
化
さ
せ
た
。
そ
の

う
え
で
、
電
流
の
通
り
道
と
壁
を
実
際
に
作
り
、
児
童
が
電
流
に

な
っ
た
つ
も
り
で
ニ
ク
ロ
ム
線
に
見
立
て
た
壁
に
ぶ
つ
か
る
体
験

を
さ
せ
た
。
こ
の
こ
と
の
よ
っ
て
河
津
は
、
児
童
に
電
流
と
い
う

表
層
（
知
識
）
と
発
熱
を
実
感
す
る
と
い
う
内
層
（
深
い
学
び
）

を
中
間
層
で
合
流
さ
せ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
学
習
に
お
い
て
は
、

イ
メ
ー
ジ
と
体
験
が
児
童
の
認
識
に
深
く
影
響
す
る
も
の
で
あ
る

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
こ
が
高
等
教
育
対
象
の
デ
ィ
ー
プ
・

ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
は
違
う
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要

と
な
る
の
が
、
人
間
の
認
識
の
構
造
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
部
分
を
明
ら
か
に
し
て
こ
そ
、「
深

い
学
び
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

三
　
形
象
理
論
と
自
証
体
系
の
読
み

国
語
科
の
文
学
教
材
の
読
み
に
お
い
て
、
人
間
の
認
識
の
構
造

に
触
れ
な
が
ら
「
自
証
体
系
」
と
い
う
読
み
の
方
法
論
を
唱
え
た

の
が
垣
内
松
三
で
あ
っ
た
。
垣
内
は
ま
ず
「
形
象
理
論
」
を
唱
え

る
。
形
象
理
論
の
説
明
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
有
名
で
あ
る

睇
。

雪
片
を
手
に
執
り
て
、
そ
の
微
妙
な
る
結
晶
の
形
象
を
見
ん

と
す
る
と
き
、
温
か
い
掌
上
に
在
る
も
の
は
、
唯
一
滴
の
水
で

あ
る
。
文
に
面
し
て
、
作
者
が
書
こ
う
と
思
っ
た
も
の
を
捉
え

や
う
と
す
る
時
も
し
文
字
に
泥
む
な
ら
ば
、
そ
こ
に
在
る
も
の

は
、
既
に
生
命
の
蒸
発
し
去
っ
た
文
字
の
連
な
り
で
あ
る
。
微

－ 27－



妙
な
る
結
晶
を
見
る
に
は
、
硝
子
板
に
上
ぼ
せ
て
顕
微
鏡
下
に

結
晶
の
形
象
を
視
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
文
の
真
相
を
観

る
に
は
文
字
に
累
は
さ
る
ゝ
こ
と
な
く
、
直
下
に
作
者
の
相
形

を
視
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
文
の
解
釈
の
第
一
着
手
を
、
文
の
形

に
求
む
る
と
い
ふ
時
、
そ
れ
は
文
字
の
連
続
の
形
を
い
ふ
の
で

は
な
く
し
て
、
文
字
の
内
に
潜
在
す
る
作
者
の
思
想
の
微
妙
な

る
結
晶
の
形
象
を
観
取
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

言
語
に
は
、
文
字
（
形
）
の
奥
に
は
人
間
の
「
相
」（
象
）
が
あ
る

と
す
る
。
文
字
（
形
）
の
奥
に
あ
る
人
間
の
「
相
」
を
読
み
解
く
の

が
文
章
読
解
で
あ
る
と
し
た
。
垣
内
は
文
学
教
材
の
読
解
が
「
直

観
│
自
証
│
証
自
証
」
の
過
程
を
辿
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
れ
を

「
自
証
体
系
」
と
呼
ん
だ
。
垣
内
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る

睚
。

そ
の
自
証
体
系
は
、
わ
れ
わ
れ
が
文
を
読
む
と
き
に
ま
ず
第

一
に
用
に
着
眼
す
る
の
で
あ
る
が
、
用
を
見
る
こ
と
に
よ
つ
て

素
早
く
体
を
直
感
す
る
と
ふ
は
た
ら
き
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
二
つ
の
は
た
ら
き
が
あ
る
け
れ
ど
も
両
方
を
つ
な

ぐ
も
の
を
更
に
明
白
に
す
る
た
め
に
自
分
の
読
み
と
っ
た
も
の

を
据
え
つ
け
て
深
く
考
へ
て
み
る
と
い
ふ
は
た
ら
き
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
考
へ
に
つ
い
て
は
、
用
語
は
東
洋
哲
学
の

唯
識
論
風
の
言
葉
で
あ
る
が
、
直
観
、
自
証
、
証
自
証
と
い
う

言
葉
を
以
て
読
方
体
系
の
基
礎
に
据
え
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
故
わ
た
し
の
解
釈
学
は
、
文
を
読
む
に
あ
た
つ
て
、
直
観
、

自
証
、
証
自
証
の
道
程
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
据
え
つ
け

て
ゐ
る
。
こ
れ
を
平
た
く
い
へ
ば
義
を
掴
む
と
い
ふ
こ
と
は
自

証
と
い
ふ
作
用
の
ほ
か
な
い
。
自
分
の
受
け
取
っ
た
こ
と
が
正

し
い
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
を
自
分
で
証
明
す
る
ほ
か
な
い
わ

け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
自
己
を
読
む
と
い
ふ
こ
と
の
意
味
を
自

証
と
い
ふ
意
味
に
打
立
て
て
、
そ
の
上
に
自
証
に
達
す
る
道
と
、

自
分
か
ら
更
に
進
む
自
証
体
系
を
た
て
た
の
が
私
の
解
釈
学
で

あ
る
。

人
間
は
文
章
を
読
む
と
き
、
ま
ず
最
初
に
、
あ
る
イ
メ
ー
ジ
を

持
つ
。
こ
れ
が
「
直
観
」
で
あ
る
。
直
観
は
文
字
の
奥
に
あ
る
人

間
の
「
相
」
を
読
み
解
く
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
は
部
分
的
な
文
の

象
徴
を
感
じ
る
行
為
で
も
あ
る
。
次
に
、
こ
の
文
章
で
作
者
は
何

を
言
い
た
い
の
か
を
考
え
て
い
く
。
文
章
中
の
文
と
文
、
部
分
と

部
分
を
関
連
付
け
て
、
全
体
の
中
で
構
造
付
け
、
作
者
は
何
を
主

張
し
た
か
っ
た
の
か
を
特
定
し
て
い
く
。
こ
れ
は
テ
キ
ス
ト
を
論

理
的
に
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
自
証
」
と
垣
内
は
言

う
。
あ
く
ま
で
も
自
分
の
読
み
を
追
究
し
て
い
く
と
い
う
ス
タ
ン
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ス
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
作
者
が
こ
の
文
章
を
通
し
て
言
い
た
か

っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
自
分
は
こ
の
文
章
か
ら
何
を
読
み
取
っ

た
か
を
自
分
自
身
に
問
い
か
け
る
。
こ
れ
は
「
自
証
」
よ
り
も
さ

ら
に
自
分
を
一
歩
高
み
に
お
い
て
、
俯
瞰
的
な
視
点
で
テ
キ
ス
ト

を
読
む
も
の
で
あ
る
。
時
間
的
に
も
経
過
し
、
そ
の
文
章
が
自
分

の
内
面
に
沈
み
、
完
全
に
自
分
の
中
で
消
化
さ
れ
て
、
熟
成
さ
れ

て
、
表
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
メ
タ
認
知
と
呼
ん
で
も

よ
い
。
こ
の
よ
う
に
垣
内
の
「
自
証
体
系
」
は
、
認
知
レ
ベ
ル
が

直
観
的
な
も
の
か
ら
、
メ
タ
認
知
的
な
も
の
に
順
次
読
み
深
め
て

い
く
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
読
み
の
過
程
に
お
い
て
、
高
度

な
認
識
が
働
い
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。「
深
い
学
び
」
が
要
求
し

て
い
る
認
識
の
深
み
へ
と
導
く
学
習
方
法
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
　
青
木
照
明
の
「
瞑
想
読
み
」
の
授
業
実
践

１
　
青
木
照
明
の
「
瞑
想
読
み
」

青
木
照
明
は
垣
内
松
三
の
自
証
体
系
「
直
観
│
自
証
│
証
自
証
」

を
小
学
校
国
語
の
文
学
教
材
の
授
業
を
行
っ
て
い
る
。
茅
ケ
崎
市

の
小
学
校
で
、
招
待
授
業
の
か
た
ち
で
行
っ
て
い
る
。
青
木
は
こ

れ
を
「
授
業
行
脚
」
と
称
し
て
い
る
。
青
木
の
場
合
は
一
時
間
の

授
業
で
は
な
く
、
国
語
の
一
つ
の
文
学
教
材
の
時
間
数
を
そ
の
ま

ま
受
け
持
っ
て
い
る
。
青
木
は
こ
の
垣
内
の
自
証
体
系
を
具
体
化

す
る
学
習
指
導
法
を
「
瞑
想
読
み
」
と
命
名
し
て
い
る
。「
瞑
想
」

と
言
う
言
葉
は
、
心
の
深
層
に
触
れ
る
と
い
う
意
味
で
青
木
は
使

用
し
て
い
る
。
青
木
の
学
習
指
導
法
に
は
、
児
童
が
相
互
的
に
交

流
す
る
「
対
話
」
と
い
う
過
程
が
あ
る
。
こ
の
「
対
話
」
の
活
動

を
含
め
て
、
青
木
は
一
連
の
学
習
過
程
を
「
瞑
想
読
み
」
と
し
て

い
る
。
青
木
の
「
瞑
想
読
み
」
の
方
法
は
次
の
通
り
で
あ
る

睨
。

①
先
ず
、
教
材
を
読
ん
で
、
自
分
の
教
材
観
を
持
つ
。

②
言
葉
に
は
、
心
と
魂
が
あ
る
こ
と
を
話
し
合
う
。
心
の
目
、

心
の
耳
の
実
験
を
す
る
。

③
全
文
を
通
読
し
て
新
出
漢
字
や
難
語
句
の
読
み
を
確
認
す
る
。

④
意
味
の
分
か
ら
な
い
言
葉
の
意
味
調
べ
を
す
る
。

⑤
初
め
の
感
想
を
書
く
。

⑥
初
め
の
感
想
を
ク
ラ
ス
で
読
み
あ
い
、
友
達
の
い
い
感
想
を

見
つ
け
る
。

⑦
友
達
の
い
い
感
想
を
一
つ
選
び
、
そ
こ
か
ら
自
分
が
読
み
深

め
た
い
こ
と
を
見
つ
け
カ
ー
ド
に
書
く
。

⑧
柱
立
て
を
す
る
。

⑨
柱
立
て
ご
と
に
、
自
分
の
読
み
深
め
た
こ
と
を
書
く
。
そ
れ
を
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対
話
と
い
う
か
た
ち
で
発
表
し
て
い
く（
対
話
に
よ
る
交
流
）。

⑩
論
文
テ
ス
ト
　
読
み
深
め
た
こ
と
を
書
く
。

ま
ず
、
青
木
は
垣
内
の
「
直
観
」
に
当
た
る
過
程
を
「
潸
初
発

の
感
想
を
書
く
」
で
行
っ
て
い
る
。「
自
証
」
の
過
程
は
、「
⑥
〜

⑨
の
柱
立
て
ご
と
に
対
話
で
読
み
深
め
る
」
で
行
っ
て
い
る
。「
証

自
証
」
の
過
程
は
、「
⑩
論
文
テ
ス
ト
」
で
行
っ
て
い
る
。
自
己
の

直
観
に
気
づ
く
た
め
に
は
「
②
言
葉
に
は
心
と
魂
が
あ
る
こ
と
を

話
し
合
う
」
こ
と
も
重
要
な
伏
線
と
な
る
。
柱
立
て
は
、
児
童
の

感
想
を
集
約
し
、
柱
と
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
た
も
の
で
あ
る
。

模
造
紙
に
書
い
て
一
欄
表
と
し
、
児
童
に
提
示
す
る
。「
対
話
」
の

授
業
で
は
、
こ
の
項
目
に
そ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
児
童
が
「
自
分

が
読
み
深
め
た
い
こ
と
」
を
書
い
て
い
く
。
ま
ず
自
分
で
書
き
、

そ
れ
か
ら
そ
れ
を
発
表
し
て
い
く
。
児
童
は
他
の
児
童
の
発
表
を

聞
き
な
が
ら
、
そ
の
発
表
と
自
己
の
意
見
と
を
比
べ
な
が
ら
、
自

分
の
読
み
を
さ
ら
に
深
め
て
い
く
。
こ
う
し
て
児
童
は
自
己
の
内

面
に
あ
る
象
徴
を
言
葉
に
直
し
て
い
く
作
業
を
行
っ
て
い
く
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
「
自
証
」
と
な
る
。「
⑩
論
文
テ
ス
ト
」
で
は
、
そ

う
し
た
「
自
証
」
の
成
果
を
四
○
○
字
詰
め
原
稿
用
紙
に
書
き
、

さ
ら
に
深
い
「
自
証
」
を
め
ざ
す
。
こ
れ
を
「
証
自
証
」
と
言
う
。

「
証
自
証
」
は
「
自
証
」
の
メ
タ
認
知
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

「
対
話
」
の
授
業
で
は
、
教
師
に
よ
る
指
名
は
な
い
。
児
童
は
自

主
的
に
発
言
す
る
。
青
木
は
児
童
の
全
員
発
言
を
め
ざ
し
て
い
る

の
で
、
児
童
は
一
時
間
に
一
回
は
発
言
す
る
こ
と
に
な
る
。
発
言

が
重
な
っ
た
時
は
互
い
に
譲
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
学

習
の
ル
ー
ル
に
な
っ
て
い
る
。「
対
話
」
の
授
業
の
目
的
は
、
他
者

の
発
言
を
聴
い
て
、
自
己
の
読
み
を
修
正
し
て
い
く
こ
と
で
は
な

い
。
他
者
の
読
み
と
自
己
の
読
み
を
相
対
化
し
な
が
ら
、
自
己
の

読
み
（
直
観
）
を
よ
り
深
め
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。

２
「
対
話
」
に
よ
っ
て
児
童
の
認
識
に
深
ま
り
が
み
ら
れ
た
か

青
木
は
こ
の
「
瞑
想
読
み
」
の
授
業
を
小
学
校
６
年
の
宮
沢
賢

治
「
や
ま
な
し
」（『
創
造
』
六
下
光
村
図
書
）
で
行
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
Ｒ
児
の
認
識
の
深
ま
り
の
あ
り
よ
う
を
見
て
い
く
。
Ｒ

児
は
ま
ず
「
初
発
の
感
想
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る

睫
。

最
初
は
、
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
け
ど
、
読
ん
で
い
く
う
ち
に
、

こ
の
本
は
、「
宮
沢
賢
治
の
想
像
し
た
物
語
な
の
か
な
」
と
思
い
ま

し
た
。（
中
略
）
こ
の
お
話
を
読
ん
で
い
る
と
す
い
こ
ま
れ
そ
う
な

気
持
に
な
り
ま
し
た
。「
や
ま
な
し
」
の
絵
を
み
て
、
左
ペ
ー
ジ
と

右
ペ
ー
ジ
を
映
し
だ
し
た
絵
の
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。（
似
て
る
）

ク
ラ
ン
ボ
ン
は
、
一
体
何
な
の
か
。「
あ
わ
」
か
も
知
れ
な
い
し
、
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題
名
の
「
や
ま
な
し
」
か
も
知
れ
な
い
。
私
は
、
な
ん
と
な
く

「
あ
わ
」
が
ク
ラ
ン
ボ
ン
な
気
が
し
ま
し
た
。
一
つ
一
つ
の
意
味
を

考
え
て
読
ん
で
い
る
と
「
や
ま
な
し
」
は
、
本
当
に
ス
テ
キ
な
お

話
だ
と
思
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
児
童
の
「
直
観
」
の
部
分
で
あ
る
。
児
童
は
「
直
観
」
で
、

自
分
に
と
っ
て
の
こ
の
文
章
の
意
味
を
か
ぎ
取
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
後
、「
対
話
に
よ
る
読
み
の
交
流
」
が
行
わ
れ
た
。
そ
こ

で
Ｒ
児
は
自
己
の
読
み
を
深
め
て
い
っ
た
。「
対
話
に
よ
る
読
み
の

交
流
」
で
、
Ｒ
児
は
次
の
よ
う
な
認
識
の
深
ま
り
を
見
せ
た

睛
。

・
ク
ラ
ン
ボ
ン
は
「
あ
わ
」
だ
と
思
う
。
ク
ラ
ン
ボ
ン
は
「
魚
」

だ
と
思
う
。

・
か
わ
せ
み
が
と
び
こ
ん
で
き
て
、
お
父
さ
ん
は
怖
か
っ
た
。

子
供
を
守
る
た
め
に
が
ま
ん
し
て
い
た
。

・
青
（
静
か
な
夜
）
と
い
う
感
じ
。
水
中
に
ラ
ム
ネ
の
び
ん
の

形
で
月
光
が
す
き
と
お
る
。
さ
び
し
げ
。

・
イ
サ
ド
は
賢
治
し
か
知
ら
な
い
、
賢
治
の
想
像
し
た
町
。

・
す
い
こ
ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
。
静
か
で
青
く
、
月
光
の
虹
キ

ラ
キ
ラ
。
雲
ひ
と
つ
な
い
空
間
。

・
こ
の
お
話
は
宮
沢
賢
治
の
体
の
一
部
。
個
性
を
だ
し
き
っ
た
。

・
や
ま
な
し
の
や
わ
ら
か
さ
、
や
さ
し
い
、
平
和
、
お
だ
や
か

と
い
う
感
じ
。
や
ま
な
し
は
笑
顔
。

Ｒ
児
の
読
み
は
「
対
話
に
よ
る
読
み
の
交
流
」
で
深
ま
り
を
見

せ
た
。
他
の
児
童
の
読
み
を
自
己
の
読
み
と
相
対
化
さ
せ
な
が
ら
、

自
己
の
中
に
あ
る
象
徴
（
読
み
）
を
明
確
化
し
て
い
っ
た
。
こ
の

読
み
の
深
ま
り
は
「
論
文
テ
ス
ト
」
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
。

Ｒ
児
は
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る

睥
。

私
は
「
ん
。
ク
ラ
ン
ボ
ン
と
は
何
だ
ろ
う
。」
と
疑
問
に
思
っ

た
。（
中
略
）
他
に
も
疑
問
に
思
っ
た
言
葉
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は

〝
イ
サ
ド
〞
イ
サ
ド
と
い
う
町
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
し
、
そ

う
ゆ
う
と
こ
ろ
は
存
在
し
な
い
。
で
も
、
一
つ
だ
け
存
在
す
る

場
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
賢
治
の
心
の
中
。
心
の
中
で
は
何
で
も

あ
り
。
イ
サ
ド
も
ク
ラ
ン
ボ
ン
も
賢
治
の
想
像
な
ん
だ
か
ら
。

そ
し
て
、
月
光
の
に
じ
、
金
雲
母
、
金
剛
石
に
、
や
ま
な
し
。

こ
れ
ら
の
言
葉
に
も
賢
治
の
心
、
感
情
が
こ
も
っ
て
い
る
。
そ

の
中
で
も
〝
や
ま
な
し
〞
は
、
賢
治
が
題
名
に
し
た
く
ら
い
の

言
葉
。
そ
れ
ほ
ど
心
に
ひ
っ
か
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も
も
で
も

駄
目
、
な
し
で
も
駄
目
、
や
ま
な
し
じ
ゃ
な
い
と
い
け
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
や
ま
な
し
は
賢
治
の
心
を
の
せ
た
果
物
だ
か
ら
。
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Ｒ
児
は
授
業
の
中
で
何
を
自
証
し
た
の
か
。
初
発
の
感
想
は

「
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
が
Ｒ
児
の
本
音
で
あ
る
。
そ

れ
は
ク
ラ
ン
ボ
ン
な
ど
、
意
味
の
分
か
ら
な
い
言
葉
に
対
し
て
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
宮
沢
賢
治
の
想
像
の
産
物
で
あ
る

こ
と
も
う
す
う
す
気
づ
い
て
い
た
。
ま
た
、
何
か
「
ス
テ
キ
」
な

話
で
あ
る
こ
と
も
予
感
し
て
い
る
。
こ
れ
は
Ｒ
児
の
「
直
観
」
で

あ
る
。
こ
の
「
直
観
」
を
Ｒ
児
は
自
証
し
て
い
く
。「
対
話
」
の
授

業
の
中
で
、
Ｒ
児
は
自
己
の
「
直
観
」
に
言
葉
を
与
え
て
い
く
。

「
青
」「
静
か
な
夜
」「
さ
び
し
げ
」
と
い
う
感
覚
的
な
言
葉
が
出
て

く
る
。
ま
た
、「
す
い
こ
ま
れ
そ
う
な
感
じ
」「
月
光
の
虹
の
キ
ラ

キ
ラ
」「
雲
ひ
と
つ
な
い
空
間
」
へ
と
心
象
が
変
わ
る
。
Ｒ
児
の
内

面
は
静
寂
の
世
界
へ
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
最
終
的
に
は
や
ま
な
し

の
登
場
で
、
そ
の
感
じ
は
は
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
。
や
ま
な
し

の
象
徴
と
し
て
、「
や
わ
ら
か
さ
」「
や
さ
し
い
」「
お
だ
や
か
」

「
平
和
」
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
て
く
る
。
Ｒ
児
は
最
終
的
に
は

「
直
観
」
で
読
み
と
っ
た
「
ス
テ
キ
」
の
内
容
を
「
自
証
」
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。「
直
観
」
を
言
葉
で
置
き
換
え
る
作
業
を
行
っ
た

の
で
あ
る
。「
や
ま
な
し
」
と
い
う
言
葉
の
奥
に
あ
る
「
お
だ
や

か
、
平
和
」
と
い
う
象
徴
を
読
み
と
っ
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。「
ま
と
め
の
感
想
」
で
は
、「
や
ま
な
し
は
、
賢
治
の

心
を
の
せ
た
果
物
だ
」
と
書
い
て
い
る
。
だ
か
ら
「「
な
し
」
で
は

な
く
、「
や
ま
な
し
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
（
象
徴
）
を
Ｒ
児
は
か
ぎ
と
っ
て

い
っ
た
。
そ
の
発
言
の
雰
囲
気
に
は
何
か
確
信
め
い
た
も
の
さ
え

感
じ
さ
せ
る
。「
心
の
中
、
心
を
の
せ
た
」
と
断
言
で
き
る
「
自

証
」
を
Ｒ
児
は
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
Ｒ
児
の
「
直
観
」
で
あ
る

「
す
い
こ
ま
れ
そ
う
な
気
持
ち
」（
初
発
の
感
想
）
は
、「
証
自
証
」

の
「
ま
と
め
の
感
想
」
で
は
、
他
な
ら
ぬ
Ｒ
児
自
身
が
賢
治
の
心

の
中
に
す
い
こ
ま
れ
て
い
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

Ｒ
児
は
自
分
の
気
持
ち
を
分
析
し
な
い
。
し
か
し
、
賢
治
の
心
を

感
覚
的
に
理
解
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
直
観
」
と
「
自
証
」
の

過
程
は
、
Ｒ
児
の
作
業
だ
け
で
生
ま
れ
て
は
こ
な
い
。
他
の
児
童

と
の
「
対
話
」
と
い
う
作
業
が
あ
っ
て
こ
そ
、
生
ま
れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
。
他
の
児
童
の
発
言
を
自
己
の
内
面
と
対
峙
し
て
相
対

化
し
た
か
ら
こ
そ
、
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
学
び

に
は
や
は
り
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
」
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
人
間

は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
中
で
、
相
互
作
用
的
に
交
流
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
己
の
認
識
を
深
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「
主
体
的
・
対
話
的
な
深
い
学
び
」
が
中
教
審
答
申
で
強
調
さ
れ
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て
い
る
。
こ
れ
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、

現
行
の
学
習
指
導
要
領
の
「
言
語
活
動
の
充
実
」
が
形
だ
け
の
も

の
と
な
り
、
児
童
生
徒
に
認
識
の
深
い
部
分
に
誘
う
も
の
で
な
か

っ
た
反
省
か
ら
出
て
い
る
。
高
等
教
育
で
も
今
、
デ
ィ
ー
プ
・
ア

ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
叫
ば
れ
て
お
り
、
高
次
の
認
識
活
動
に

関
与
す
る
学
習
指
導
法
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。「
振
り
返
り
」「
俯

瞰
的
な
視
点
で
捉
え
る
」「
仮
説
を
立
て
る
」「
原
理
と
関
連
付
け

る
」
と
言
っ
た
高
次
な
認
識
活
動
で
あ
る
。
こ
う
し
た
高
度
な
認

識
活
動
を
伴
う
学
習
活
動
は
、
か
つ
て
も
あ
っ
た
。
問
題
解
決
学

習
、
調
べ
学
習
が
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
学
習
を
成

立
さ
せ
る
た
め
に
は
、「
学
習
者
の
関
与
」
を
持
続
さ
せ
る
必
要
が

あ
る
。「
適
度
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
目
標
設
定
」「
学
ぶ
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
の
構
築
」「
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
授
業
を
目
指
す
」
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
高
度
な
認
識
活
動
を
伴
う
学
習
と
し

て
、「
合
流
教
育
」
や
青
木
照
明
の
「
瞑
想
読
み
」
が
あ
る
。「
瞑

想
読
み
」
は
、
文
学
教
材
の
読
解
に
お
い
て
、
児
童
を
認
識
の
深

い
部
分
に
誘
い
、
高
次
な
認
識
活
動
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

青
木
は
国
語
教
育
学
者
、
垣
内
松
三
の
「
形
象
理
論
」
と
い
う
、

言
葉
（
言
語
）
の
奥
に
あ
る
人
間
の
「
相
（
象
徴
に
）」
に
触
れ
る

学
習
活
動
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
垣
内
の
「
自
証
体
系
」

と
い
う
読
み
の
理
論
を
具
体
化
す
る
学
習
指
導
法
で
あ
っ
た
。
人

間
は
「
直
観
│
自
証
│
証
自
証
」
と
い
う
順
に
読
み
を
深
め
て
い

く
。
青
木
は
文
学
教
材
の
指
導
を
「
初
発
の
感
想
│
対
話
に
よ
る

交
流
│
論
文
テ
ス
ト
」
と
い
う
順
番
で
行
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
は

宮
沢
賢
治
の
「
や
ま
な
し
」（『
創
造
』
六
下
光
村
図
書
）
の
授
業

で
実
際
に
行
っ
た
。
こ
の
授
業
を
受
け
た
児
童
の
発
言
の
記
述
か

ら
は
、
児
童
の
認
識
の
深
ま
り
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の

こ
と
か
ら
青
木
の
授
業
は
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
に

相
当
す
る
学
習
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

青
木
の
「
瞑
想
読
み
」
で
は
、
高
次
な
認
識
活
動
を
行
っ
て
い

た
。
そ
れ
は
自
己
の
「
直
観
（
象
徴
）」
を
捉
え
、
そ
れ
を
言
葉
に

置
き
換
え
る
と
い
う
作
業
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、「
自
証
」
を
通
し

て
、
自
己
の
深
層
に
あ
る
本
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
。
そ
し

て
、
最
終
的
に
は
、
自
己
を
テ
キ
ス
ト
か
ら
距
離
を
置
き
、
俯
瞰

的
な
視
点
で
「
証
自
証
」
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
本
質

を
導
き
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
こ
に
高
次
な
認
識
活
動
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
先
の
述
べ
た
デ
ィ
ー
プ
・
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ

ン
グ
の
「
俯
瞰
的
な
視
点
で
捉
え
る
」
に
相
当
す
る
。
ま
た
、「
自

証
」
の
過
程
に
お
い
て
は
、
他
者
の
意
見
も
聞
き
、
自
己
の
本
質

と
相
対
化
す
る
作
業
も
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
デ
ィ
ー
プ
・
ア

ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
学
習
者
の
関
与
」

の
「
学
ぶ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
構
築
」
に
相
当
す
る
。
青
木
の
授
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業
の
場
合
、
ク
ラ
ス
と
い
う
学
ぶ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
中
で
、
児

童
の
認
識
の
深
ま
り
が
進
ん
だ
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
青
木
は
「
対
話
に
よ
る
意
見
交
流
」
の
場
面
で
、
児
童
の

発
言
が
か
ち
合
っ
た
時
は
、
互
い
に
発
言
を
譲
り
合
う
よ
う
に
指

導
し
て
い
た
。
青
木
は
こ
う
し
た
学
級
経
営
的
側
面
も
学
習
指
導

で
重
視
し
て
い
た
。
何
よ
り
も
児
童
が
自
己
の
考
え
を
ク
ラ
ス
で

言
え
る
と
い
う
の
は
、
教
師
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
と
い

う
前
提
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
青
木
と
児

童
と
の
信
頼
関
係
も
で
き
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。
筆
者
も
青
木

の
授
業
を
参
観
し
た
が
、
児
童
は
口
々
に
「
青
木
先
生
の
授
業
は

楽
し
い
。
青
木
先
生
は
最
後
ま
で
意
見
を
聞
い
て
く
れ
る
か
ら
発

表
で
き
る
。」
と
答
え
て
い
る

睿
。
こ
こ
か
ら
は
「
学
び
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
」
が
成
立
し
て
い
る
と
み
て
と
れ
る
。
さ
ら
に
、
青
木

の
学
習
指
導
は
、
他
者
の
意
見
で
な
く
、
自
己
の
「
直
観
」
を
言

葉
に
移
し
、
そ
れ
を
「
自
証
」
し
て
い
く
と
い
う
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン

グ
な
課
題
設
定
で
も
あ
る
。
デ
ィ
ー
プ
・
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン

グ
で
述
べ
た
「
適
度
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
目
標
設
定
」
に
相
当

す
る
。
同
時
に
こ
の
方
法
は
、
自
己
の
内
面
の
深
層
に
触
れ
る
と

い
う
「
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
授
業
」
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
考
え
る
と
青
木
の
授
業
は
、
デ
ィ
ー
プ
・
ア
ク
テ
ィ

ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
そ
の
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。「
深
い
学

び
」
で
あ
る
条
件
を
兼
ね
備
え
た
学
習
指
導
法
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

註
盧
　
青
木
照
明
『
言
霊
が
実
現
す
る
瞑
想
読
み
』
文
芸
社
、
二
○

一
一
年

盪
　
文
部
科
学
省
「
新
た
な
未
来
を
築
く
た
め
の
大
学
教
育
の
質

的
転
換
に
向
け
て
〜
生
涯
学
び
続
け
、
主
体
的
に
考
え
る
力
を

育
成
す
る
大
学
へ
〜
（
答
申
）」）
二
○
一
二
年
八
月
二
八
日
、

三
七
頁

http://w
w
w
.m

ext.go.jp/com
ponent/b_

m
enu/shingi

/toushin/_
_

icsF
iles/afieldfile/2012/10/04/1325048

_
3.pdf,

二
○
一
七
年
二
月
一
日
取
得

蘯
　
文
部
科
学
省
「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及

び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
及
び
必
要
な
方

策
等
に
つ
い
て
（
答
申
）」
二
○
一
六
年
一
二
月
二
一
日

http://w
w
w
.m

ext.go.jp/com
ponent/b_

m
enu/shingi

/toushin/_
_

icsF
iles/afieldfile/2016/12/27/1380902

_
1.pdff

、
二
○
一
七
年
二
月
一
日
取
得

盻
　
前
掲
書
、
八
頁
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眈
　
前
掲
書
、
八
頁

眇
　
前
掲
書
、
八
頁

眄
　C

arl
B
enedikt

F
rey

＆M
ich

ael
A
.
O
sborne,

T
h
e

F
uture

O
f
E
m
ploym

ent:
H
ow

S
usceptible

A
re

Jobs

T
o
C
om

puterisation?,2013,p.1,

http://w
w
w
.oxfordm

artin.ox.ac.uk/dow
nloads/acade

m
ic/T

he_
F
uture_

of_
E
m
ploym

ent.pdf

二
○
一
七
年
二
月
一
日
取
得

眩
　
溝
上
慎
一
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
論
か
ら
見
た
デ
ィ
ー

プ
・
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
松
下
佳
代
編
著
『
デ
ィ
ー

プ
・
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
』
勁
草
書
房
、
二
○
一
五
年
、

三
二
頁

眤
　
前
掲
書
、
三
七_

四
四
頁．

眞
　
前
掲
書
、
四
四_

四
六
頁．

眥
　
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
Ｆ
・
バ
ー
ク
レ
ー
「
関
与
の
条
件
│
大
学
授

業
へ
の
学
生
の
関
与
を
理
解
し
、
促
す
と
い
う
こ
と
│
」
松
下

佳
代
編
著
『
デ
ィ
ー
プ
・
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
』
勁
草
書

房
、
二
○
一
五
年
、
五
八_

九
一
頁

眦
　
前
掲
書
、
八
七
頁

眛
　B

row
n
.G

.I.;Y
eom

an
s.T

.;G
rizzard.L

,
,

T
he

L
ive

C
lassroom

._Innovation
through

C
onfluent

E
ducation

and

G
estalt_,Penguin

B
ooks,1975,p.3

眷
　
河
津
雄
介
『
合
流
教
育
│
そ
の
考
え
方
と
実
際
』
学
事
出
版
、

一
九
八
二
年
、
一
九
四
頁

眸
　
前
掲
書
、
九
六_

一
○
六
頁

睇
　
垣
内
松
三
『
国
語
の
力
』
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
七
二
年
、

六
一
頁
、
初
出
一
九
二
二
年

睚
　
垣
内
松
三
「
国
語
教
育
講
話
」『
垣
内
松
三
著
作
集
七
』
一
九

七
七
年
、
二
一
一_

二
一
二
頁
、
初
出
一
九
三
六
年

睨
　
青
木
照
明
『
言
霊
が
実
現
す
る
瞑
想
読
み
』
文
芸
社
、
二
○

一
一
年
、
二
二
八_

三
一
四
頁

睫
　
前
掲
書
、
三
四
○_

三
五
三
頁

睛
　
前
掲
書
、
三
四
二_

三
四
五
頁

睥
　
前
掲
書
、
三
四
八
頁

睿
　
二
○
一
一
年
一
月
一
三
日
　
茅
ケ
崎
市
Ａ
小
学
校
で
青
木
の

詩
「
あ
お
ぞ
ら
の
心
」
の
授
業
を
参
観
し
た
後
、
児
童
に
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
行
っ
た
。
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