
授
業
に
よ
る
人
間
形
成
と
学
力
の
基
礎
蟻
基
本

庄
　
　
司

他
虻
人
男

は
じ
め
に

　
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
「
教
育
的
教
授
」
（
黒
泣
県
①
邑
撃
c
箏
醇
ま
堅
）

の
概
念
は
、
授
業
に
よ
る
人
間
形
成
の
営
み
を
理
論
化
し
た
先
駆

的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
人
間
が
生
後
に
獲
得
す
る
表
象
の
総
体

で
あ
る
「
表
象
圏
」
が
、
そ
の
人
の
あ
ら
ゆ
る
精
神
活
動
の
「
座
」

を
占
め
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
り
、
そ
の

過
程
で
機
能
す
る
中
心
的
な
原
理
が
「
類
化
」
（
＞
署
竃
O
①
暮
8
）

で
あ
る
。
新
し
い
表
象
は
、
個
々
人
の
既
有
の
表
象
と
の
何
ら
か

の
関
わ
り
に
お
い
て
の
み
習
得
さ
れ
る
∵
と
い
う
紅
の
で
あ
る
。

　
デ
ュ
ー
イ
が
教
育
を
「
経
験
の
再
構
成
」
と
捉
え
た
こ
と
は
周

知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
従
来
は
多
く
の
場
合
そ
の
意
味
は
誤
解

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
彼
自
身
が
い
う
よ
う
に
「
経
験
」
は
「
日

常
経
験
的
な
」
（
Φ
冒
旦
ユ
s
一
）
な
も
の
だ
け
で
な
く
「
科
学
的

な
」
　
（
ω
O
｛
竃
饒
旨
）
な
も
の
を
も
含
む
広
い
概
念
で
あ
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
D

　
　
　
　
　
　
（

踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
理

論
に
非
常
に
近
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
デ
ュ
ー
イ
が
主
著
『
民

主
主
義
と
教
育
』
（
一
九
ニ
ハ
）
に
お
い
て
ヘ
ル
バ
ル
ト
を
高
く
評

価
し
た
の
も
十
分
に
肯
け
る
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
近
年
の
認
知
諸
科
学
は
、
こ
の
よ
う
な
ヘ
ル
バ
ル
ト
や

デ
ュ
ー
イ
の
理
論
の
基
本
的
部
分
を
肯
定
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
発

展
さ
せ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
筆
者
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
一
応
の
解
明
を
試
み
て
い

　
　
2
）

る
の
で
、
本
稿
で
は
そ
の
要
点
を
踏
ま
え
て
、
授
業
に
よ
る
人
間

形
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
学
力
の
面
か
ら
、
と
り
わ
け
学
力
の

「
基
礎
画
基
本
」
と
い
う
面
か
ら
巾
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
筆
者
が
今
こ
の
よ
う
な
問
題
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
授
業
が
学

校
教
育
の
中
核
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
問
形
成
と
は
無
関

係
で
あ
る
と
ず
る
考
え
方
や
、
学
力
の
向
上
を
目
指
す
こ
と
と
人

間
形
成
と
は
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
な
考
え
方
さ
え
依
然
と
し
て
根

強
く
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
人
問
の
価
値
は
学
カ
で

は
計
れ
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
学
力
の
向
上
と
人
間

形
成
と
を
切
り
離
す
の
は
、
授
業
に
よ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
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基
本
的
な
誤
解
に
基
づ
く
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
な
お
本
稿
は
、
長
谷
川
栄
筑
波
大
学
教
授
を
代
表
者
と
す
る
共

同
研
究
「
基
礎
画
基
本
に
関
す
る
研
究
」
（
文
部
省
委
託
）
■
に
お
い

て
筆
者
が
担
当
し
た
部
分
に
若
干
の
加
筆
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

、
教
育
課
程
審
議
会
「
答
串
」
と
学
力
の

的
転
換
」

「
質

　
今
回
の
教
育
課
程
審
議
会
の
「
答
申
」
（
昭
和
六
二
年
一
二
月
）

で
は
、
前
回
の
「
答
申
」
に
も
ま
し
て
「
自
ら
考
え
主
体
的
に
判

断
し
行
動
す
る
カ
」
を
育
て
る
教
育
へ
の
「
質
的
転
換
」
が
強
調

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
カ
」
の
育
成
は
、
教
育
本
来
の
姿

か
ら
み
れ
ば
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
今
あ
ら
た
め
て
そ
れ

を
力
説
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
今
日
の
教
育
問
題
の

深
刻
さ
と
、
教
育
そ
の
も
の
の
難
し
さ
が
あ
る
。

　
「
自
ら
考
え
主
体
的
に
判
断
し
行
動
す
る
力
」
と
は
、
こ
れ
を

学
習
指
導
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
　
そ
の
よ
う
な

「
学
力
」
（
能
力
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
学
力
の
「
質
的
転

換
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
は
そ
の
よ
う
な
「
学
力
」
は
追
求
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
目
指

し
な
が
ら
も
実
現
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
こ
と
は
、
今
度
こ
そ
「
質
的
転
換
」
を
し
っ
か
り
や
ら
な

け
れ
ば
ま
た
も
や
実
現
で
き
な
く
な
る
危
険
性
は
十
分
あ
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
注
目
し
た
い
の
は
次

の
こ
と
で
あ
る
。

　
現
行
の
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
各
教
科
の
「
目
標
」
や
学
年

（
分
野
）
の
「
目
標
」
に
は
、
「
・
－
…
す
る
態
度
を
育
て
至
と
い

う
表
現
が
多
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
態
度
」
と
は
各
人
の
判

判
や
行
動
の
「
性
向
」
な
い
し
「
傾
向
」
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
人
問
形
成
を
目
指
す
教
育
の
営
み
は
、
よ
り
具
体
的
に

は
、
そ
の
よ
う
な
「
性
向
」
を
よ
り
望
ま
し
い
方
向
に
変
容
さ
せ

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
答
申
」
に
言
う
「
自

ら
考
え
主
体
的
に
判
断
し
行
動
す
る
力
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な

「
性
向
」
を
支
え
る
「
力
」
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
も
「
態
度
」
が
重
視
さ
れ
て

い
る
こ
と
自
体
は
必
ず
し
も
誤
り
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
態

度
主
義
」
の
学
力
観
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
批
判
的
に
み

る
向
き
も
少
な
く
な
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
と

こ
ろ
一
部
の
論
者
を
除
い
て
は
、
「
態
度
」
を
重
視
す
る
側
に
も
、
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そ
れ
を
批
判
す
る
側
に
も
、
「
知
識
」
「
理
解
」
「
技
能
」
な
ど
と

「
態
度
」
と
の
関
係
に
関
す
る
明
確
な
認
識
を
欠
い
た
ま
ま
、
自

説
の
み
を
主
張
す
る
と
い
う
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
で
は

「
自
ら
考
え
主
体
的
に
判
断
し
行
動
す
る
力
」
を
し
っ
か
り
育
て

る
授
業
が
実
現
し
に
く
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
種
の
問
題
は
、
実
際
の
授
業
を
分
析
す
る
だ

け
で
は
解
決
の
た
め
の
十
分
な
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。
こ
れ
を
補
う
も
の
と
し
て
示
唆
に
富
む
の
は
近
年
の
認
知

諸
科
学
の
成
果
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
そ
の

成
果
を
も
踏
ま
え
な
が
ら
「
知
識
」
「
理
解
」
「
技
能
」
な
ど
が
、

「
態
度
」
と
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
そ
し
て
、
さ
ら
に
「
基
礎
画
基
本
」
の
観
点
を
導
入
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
上
述
の
よ
う
な
学
力
の
構
造
を
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

に
、
よ
り
具
体
的
に
把
握
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

等
し
い
、
と
論
じ
た
故
勝
田
守
一
氏
の
影
響
が
い
ま
だ
に
あ
る
よ

　
　
　
　
　
3
）

う
に
思
わ
れ
歓
。
し
か
し
、
勝
田
氏
が
そ
れ
を
主
張
し
た
三
〇
年

以
上
も
前
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
今
日
で
は
「
計
測
可
能
」
概
念
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
）

佐
伯
絆
氏
な
ど
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
論
破
さ
れ
て
お
似
、
「
態
度
」
に

つ
い
て
も
、
「
易
者
の
予
言
」
レ
ベ
ル
で
扱
う
の
で
は
な
く
、
学

問
的
な
解
明
も
可
能
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
近
年
の
認
知
諸
科
学

の
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
予
め
簡
潔
に
言
え
ば
、
「
態
度
」
と
は
判
断
や
行
動
の
「
性
向
」

な
い
し
「
傾
向
」
（
段
召
O
ω
ま
S
）
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は

一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
「
知
識
」
「
理
解
」
「
技
能
」
な
ど
の
「
量
」

よ
り
も
、
む
し
ろ
「
質
」
に
深
く
関
わ
る
。

　
た
だ
し
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、

一
応
の
考
察
を
試
み
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
要
点
だ
け
を
述
べ

る
こ
と
に
す
る
。

工31

二
、
知
識
南
理
解
誰
技
能
と
「
態
度
」
と
の
関
係

　
「
学
力
」
の
条
件
と
し
て
「
計
測
可
能
性
」
を
重
視
し
、
「
学

力
」
か
ら
「
態
度
」
を
排
除
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
人
々
が

あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
「
態
度
」
な
ど
と
い
う
得
体
の
知
れ
な

い
も
の
を
問
題
に
す
る
の
は
「
易
者
の
予
言
」
を
問
題
に
す
る
に

　
そ
の
第
一
は
、
今
日
も
な
お
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
国
語
教
育

の
三
読
法
は
、
解
釈
学
を
そ
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
い
る
が
、
そ

の
解
釈
学
が
、
近
年
で
は
自
然
科
学
的
分
野
を
も
含
む
全
領
域
に

通
じ
る
一
般
的
方
法
と
し
て
再
評
価
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
二
言
で
い
え
ば
、
「
自
然
科
学
と
人
間
科
学
は
、
ど
ち

ら
も
意
味
理
解
に
関
わ
る
解
釈
学
的
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
以
上
、



　
　
　
　
　
　
　
　
6

両
者
に
区
別
は
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
解
釈
学
で
は
「
体
験
画
表
現
画
理
会
（
理
解
）
」
の
循
環
が

学
習
の
基
本
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
は
何
も
国
語

科
な
ど
の
精
神
科
学
的
分
野
に
お
い
て
の
み
妥
当
す
る
も
の
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
今
日
の
三
読
法
は
、
こ
の

解
釈
学
本
来
の
理
論
か
ら
か
な
り
逸
脱
し
て
い
る
場
合
が
少
な
く

な
い
。

　
「
体
験
」
に
お
い
て
は
、
「
知
識
」
「
理
解
」
「
技
能
」
「
態
度
」

な
ど
は
揮
然
一
体
を
な
し
て
お
り
、
「
理
解
」
す
る
こ
と
は
「
追

体
験
」
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
理
解
」
は
、
「
態
度
」

か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
知
識
」
の
み
を
対
象
と
し
て
成
立
し
得
る

も
の
で
は
な
い
。
「
態
度
」
面
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
知
識
」
は
、

機
械
的
に
記
憶
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
「
理
解
」
さ
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
第
二
は
、
「
理
解
」
す
る
こ
と
は
「
解
釈
」
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
叡
。
「
解
釈
」
の
対
象
と
な
る
の
は
教
材

で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
解
釈
」
さ
れ
る
際
に
は
、
学
習
者
が
す
で

に
持
っ
て
い
る
「
体
験
」
、
つ
ま
り
「
情
報
」
な
い
し
「
意
味
」
が

積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
を
発
動
さ
せ
る
こ
と
な
し
に

　
　
　
　
・
固

は
「
解
釈
」
は
成
立
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
個
々
の
学
習
者
の
中

で
は
、
そ
れ
ら
の
「
情
報
」
や
「
意
味
」
は
不
可
分
画
一
体
と
な

っ
て
、
そ
の
人
独
自
の
「
情
報
構
造
」
な
い
し
「
意
味
構
造
」
を

構
成
し
て
い
る
。
実
は
、
こ
れ
が
個
々
人
の
判
断
や
行
動
の
「
性

向
」
（
態
度
）
に
強
く
影
響
す
る
の
で
あ
る
。
「
技
能
」
に
つ
い
て

も
同
様
で
あ
る
。
「
技
能
」
も
何
ら
か
の
「
知
識
」
や
「
毘
解
」
を

必
ず
伴
う
し
、
「
技
能
」
自
体
も
大
い
に
「
意
味
」
を
も
つ
か
ら

で
あ
る
。

　
教
育
（
学
習
指
導
）
と
は
、
新
し
い
「
意
味
」
を
獲
得
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
個
々
人
の
「
意
味
構
造
」
を
よ
り
よ
い
も
の
に
再

構
成
ず
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
デ
ュ
ー
イ
の
い
う
「
経
験
の

再
構
成
」
も
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
意
味
構
造
」
が
あ
ら

ゆ
る
精
神
活
動
の
根
底
に
あ
る
か
ら
、
「
知
識
」
や
「
技
能
」
や

「
態
度
」
が
相
互
に
絡
ま
り
合
う
の
で
あ
る
。
逆
に
こ
の
点
を
見

落
と
す
と
、
「
態
度
」
は
全
く
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
に
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
、
い
く
っ
か
の
重
要
な
帰
結
が
得
ら
れ
る
。
そ
の
一

つ
は
、
「
意
味
」
は
、
学
習
者
自
身
が
教
材
を
「
解
釈
」
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
教
師
が
学
習
者
に

言
葉
に
よ
っ
て
直
接
伝
達
し
う
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い

　
　
　
　
　
η

う
こ
と
で
あ
歓
。
も
う
一
つ
は
、
同
じ
教
材
が
与
え
ら
れ
て
も
、

学
習
者
自
身
が
生
み
出
す
「
意
味
」
に
は
、
個
々
人
の
多
様
な
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「
意
味
構
造
」
が
か
か
わ
る
の
で
、
必
ず
違
っ
た
部
分
が
生
じ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
理
解
」
す
る
と
い
う
こ
と
の
実

態
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
真
の
「
理
解
」
は
個
性
的
に
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
文
学
教
材
や
芸
術
教

材
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
理
科
や
算
数
画
数
学
の
場
合
も
本
質
的

に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
今
日
の
教
育
界
で
は
、
こ

れ
ら
の
点
は
無
視
さ
れ
て
い
る
場
合
が
非
常
に
多
い
。
。

　
し
た
が
っ
て
、
学
習
者
の
「
解
釈
」
が
活
発
に
展
開
さ
れ
る
授

業
ほ
ど
、
学
習
者
自
身
の
「
意
味
構
造
」
と
の
関
わ
り
も
強
く
な

り
、
そ
れ
だ
け
に
「
態
度
」
へ
の
影
響
も
大
と
な
る
。
事
実
、
す

ぐ
れ
た
授
業
で
は
、
「
な
る
ほ
ど
－
」
と
か
「
そ
う
い
う
こ
と
か
－
」

な
ど
、
学
習
者
の
「
解
釈
」
の
機
会
（
余
地
）
が
、
例
外
な
し
に

多
い
の
で
あ
る
。
逆
に
、
「
解
釈
」
の
余
地
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、

記
憶
カ
だ
け
が
も
の
を
い
う
学
習
に
お
い
て
は
、
「
意
味
構
造
」

へ
の
関
わ
り
も
薄
く
、
し
た
が
っ
て
「
態
度
」
へ
の
影
響
も
極
め

て
弱
い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　
第
三
は
、
新
し
い
教
材
を
「
理
解
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
学

習
者
の
既
有
の
「
情
報
構
造
」
な
い
し
「
意
味
構
造
」
が
そ
こ
ま

で
広
が
る
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
佐
伯
絆
氏
は
、
「
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
）

解
」
す
る
こ
と
は
「
関
連
す
る
世
界
が
広
が
る
こ
と
一
だ
と
言
う
。

ま
た
、
「
理
解
」
と
は
「
解
釈
」
で
も
あ
り
、
「
解
釈
」
は
個
々
人

の
「
情
報
構
造
」
な
い
し
「
意
味
構
造
」
の
発
動
に
よ
っ
て
の
み

成
立
す
る
。
だ
か
ら
、
新
し
い
教
材
を
「
理
解
」
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
学
習
者
の
「
情
報
構
造
」
な
い
し
「
意
味
構
造
」
が
新
し

い
教
材
に
ま
で
「
広
が
る
」
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と

は
、
あ
ま
り
に
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
見
逃
さ
れ
や
す
い
が
、
意

味
す
る
と
こ
ろ
は
重
要
で
あ
る
。
学
習
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と

を
学
習
者
（
子
ど
も
）
の
側
か
ら
み
た
姿
が
、
ま
こ
と
に
的
確
に

表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
広
が
り
方
は
、
地
理
教
材
の
場
合
は
主
と
し
て
空
問
的
に
、

歴
史
教
材
の
場
合
は
主
と
し
て
時
間
的
に
、
数
学
や
理
科
の
場
合

は
主
と
し
て
論
理
的
に
、
な
ど
と
い
う
よ
う
に
多
様
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
「
意
味
構
造
」
が
縦
横
に
広
が

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
者
の
「
関
心
」
も
広
が
り
、
「
態
度
」

の
形
成
に
も
強
く
影
響
が
及
ぶ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
習

者
自
身
の
も
っ
て
い
る
「
情
報
構
造
」
や
「
意
味
構
造
」
と
の
関

連
な
し
に
、
一
方
的
に
与
え
ら
れ
る
「
知
識
」
の
学
習
は
、
「
態

度
」
と
の
回
路
も
閉
ざ
さ
れ
た
学
習
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　
記
憶
中
心
の
学
習
が
問
題
な
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

覚
え
た
こ
と
を
す
ぐ
忘
れ
や
す
い
と
か
、
応
用
が
き
き
に
く
い
と

か
い
う
レ
ベ
ル
の
問
題
と
し
て
の
み
片
付
け
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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教
育
（
人
間
形
成
）

の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
第
四
点
は
、
上
述
の
よ
う
な
「
理
解
」
な
い
し
「
解
釈
」
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
）

い
て
は
、
「
真
実
性
感
覚
」
が
き
わ
め
て
重
要
に
な
ゑ
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
「
解
釈
」
が
成
立
す
る
と
き
に
は
、
「
な
1
る
ほ
ど

！
」
「
そ
う
い
う
こ
と
か
！
」
「
う
ま
く
で
き
て
る
な
－
」
ヂ
ば
ら

し
い
な
！
」
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
な
ん
ら
か
の
「
感
覚
」
が

伴
う
か
ら
で
あ
る
。
大
脳
生
理
学
的
に
も
、
「
感
じ
な
け
れ
ば
、

　
　
　
　
　
0
）

『
わ
か
ら
な
む
」
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
同

時
に
、
そ
の
人
に
と
っ
て
の
「
意
味
」
も
生
ま
れ
、
そ
れ
ま
で
の

「
意
味
構
造
」
の
全
体
も
何
ら
か
の
程
度
に
お
い
て
再
構
成
さ
れ

る
。
こ
れ
が
授
業
に
よ
る
人
問
形
成
の
内
実
な
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
理
解
」
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
説
明
の
言
葉
（
公
式
）
や
文
章
（
定
義
）
な
ど
を
そ
の
ま
ま

記
憶
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
学
習
者
自
身
が
そ
の
「
意
味
」
に
気

づ
い
た
り
、
そ
の
良
さ
を
感
じ
た
り
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
例

え
ば
、
「
基
本
的
人
権
」
と
い
う
概
念
を
「
理
解
」
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
の
定
義
を
記
憶
（
暗
記
）
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ

れ
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
の
深
刻
さ
に
気
づ
い
た
り
、
生
き
て
い
く

上
で
そ
れ
が
本
当
に
大
切
だ
と
感
じ
た
り
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

以
上
四
点
の
考
察
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
学
習
指
導
が
目
指
す

も
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
材
の
学
習
を
通
し
て
、
学
習
者
の
「
意

味
構
造
」
を
よ
り
豊
か
な
、
よ
り
確
か
な
、
よ
り
体
系
的
な
も
の

に
再
構
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、

学
習
者
の
判
断
や
行
動
の
「
性
向
」
（
態
度
）
を
よ
り
望
ま
し
い

方
向
に
変
容
す
る
こ
と
、
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
可
能

に
す
る
た
め
に
は
、
学
習
者
自
身
の
「
解
釈
」
に
よ
る
真
の
「
理

解
」
が
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
担
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
無

視
さ
れ
る
と
、
詰
め
込
み
主
義
教
育
の
根
本
的
な
誤
り
な
ど
も
迷

宮
入
り
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

三
、
　
「
態
度
」

の
形
成
と
学
力
の
質

　
今
日
の
学
力
問
題
に
関
し
て
最
も
厳
し
く
問
わ
れ
る
べ
き
は
、

「
学
力
の
質
」
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
は
「
知
識
」

「
理
解
」
「
技
能
」
な
ど
と
「
態
度
」
と
の
関
連
を
、
主
と
し
て
学

習
者
の
「
情
報
構
造
」
な
い
し
「
意
味
構
造
」
と
の
関
わ
り
で
考

え
て
き
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
「
知
識
」
や
「
技
能
」
は
、
「
情
報
構
造
」
や
「
意

味
構
造
」
と
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係
に
、
機
械
的
な
反
復
練
習
や
記

憶
に
よ
っ
て
習
得
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
程
度
は
可
能
で
あ
る
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
一
時
的
に
は
そ
の
方
が
か
え
っ
て
能
率
的
で
さ
え
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あ
り
う
る
。
し
か
し
こ
れ
と
は
反
対
に
、
「
態
度
」
の
方
は
個
々

人
の
「
情
報
構
造
」
な
い
し
「
意
味
構
造
」
と
無
関
係
に
、
そ
れ

だ
け
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。

　
「
態
度
主
義
」
学
力
論
の
代
表
的
提
唱
者
と
み
ら
れ
る
広
岡
亮

蔵
氏
で
さ
え
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
な
い
た
め
に
、
「
わ
か
る
力
と

生
き
る
力
の
絡
ま
り
」
を
認
め
な
が
ら
も
「
学
力
形
成
と
人
間
形

成
」
と
を
「
分
化
」
さ
せ
る
、
と
い
う
矛
盾
に
陥
っ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
し
か
も
不
思
議
な
こ
と
に
、
広
岡
氏
を
厳
し
く
批
判
す

る
立
場
の
理
論
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
全
く
同
じ
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
戦
後
の
経
験
主
義
に
お
け
る
問
題
解
決
力
即
学
力
の
考

え
に
抗
し
て
、
そ
の
後
に
登
、
場
し
て
き
た
い
く
つ
か
の
学
力
説
は
、

学
力
形
成
と
人
間
形
成
と
を
分
化
さ
せ
よ
う
と
ず
る
点
で
は
、
ほ

と
ん
ど
み
な
共
通
し
て
い
る
。
■
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
人
間
形

成
を
本
務
と
す
る
学
校
教
育
の
全
体
を
二
貫
し
た
祖
点
で
捉
え
る

こ
と
は
倒
底
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
「
情
意
」
や
「
態
度
」
の
面

に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
説
明
で
き
ず
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
を

「
易
者
の
予
言
」
と
同
一
視
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
「
態
度
」
は
無
意
識
の
う
ち
に
形
成
さ
れ
る
こ
と

も
多
い
が
、
そ
の
場
合
も
、
無
意
識
の
う
ち
に
何
か
を
学
び
、
そ

れ
に
よ
っ
て
「
情
報
構
造
」
や
「
意
味
構
造
」
に
何
ら
か
の
変
容

が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
算
数
の
楽
し
さ
を
学
び
っ

づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
人
が
意
識
し
な
く
と
も
算
数
の
学
習

へ
の
意
欲
的
な
「
熊
　
」
も
強
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
い
ろ
い
ろ

な
計
算
方
法
の
「
知
識
」
を
自
ら
考
え
て
「
理
解
」
す
る
学
習
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
阯

積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
自
ら
考
え
る
態
度
（
傾
吋
）
」
も

身
に
つ
く
の
で
あ
る
。
望
ま
し
く
な
い
「
態
度
」
の
場
合
も
同
様

で
あ
る
。
何
も
学
ぶ
こ
と
な
し
に
、
「
心
情
」
や
「
態
度
」
だ
け
を

形
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
例
え
ば
、
理
科
で
「
生
命
を
尊
重
す
る
態
度
を
育
て
る
」

（
小
学
校
学
習
指
導
要
領
）
際
に
、
発
達
の
実
情
に
応
じ
た
科
学

的
な
「
知
識
」
「
理
解
」
を
し
っ
か
り
学
習
さ
せ
る
こ
と
な
し
に
、

そ
れ
と
は
無
関
係
な
情
緒
レ
ベ
ル
の
指
導
を
し
て
も
、
理
科
の
学

力
が
向
上
し
な
い
ば
か
り
か
、
真
の
「
態
度
」
も
形
成
さ
れ
な
い

の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
は
、
そ
の
よ
う
に
「
態
度
」

が
「
知
識
」
「
理
解
」
「
技
能
」
な
ど
の
習
得
な
し
に
は
形
成
で
き

な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
と
さ
ら
「
態
度
」
を
問
題
に
す
る
必
要

は
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
論
が
出
そ
う
で
あ
る
。
「
易
者

の
予
言
」
的
な
「
態
度
」
排
除
論
は
論
外
で
あ
る
が
、
上
述
の

内
容
を
踏
ま
え
た
と
し
て
も
、
「
態
度
」
に
着
目
す
る
必
要

性
は
大
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
学
習
者
の
判
断
や
行
動
の

「
傾
向
」
（
態
度
）
に
し
っ
か
り
と
目
を
向
け
な
け
れ
ば
、
彼
ら
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の
「
意
味
構
造
」
の
十
分
な
把
握
は
困
難
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

そ
れ
を
学
習
指
導
の
過
程
で
効
果
的
に
生
か
す
こ
と
も
で
き
に
く

い
か
ら
で
あ
る
。
教
師
が
与
え
よ
う
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
知
識
」

「
理
解
」
「
技
能
」
な
ど
を
学
習
者
の
「
意
味
構
造
」
と
ど
の
よ

う
に
関
わ
ら
せ
る
か
が
、
「
自
ら
考
え
主
体
的
に
判
断
し
行
動
す

る
カ
（
傾
向
）
」
を
育
成
で
き
る
か
否
か
の
大
き
な
鍵
に
な
る
の

で
あ
る
。
学
力
の
「
質
」
が
問
わ
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
「
態
度
」
に
は
容
易
に
把
握
（
測
定
）
で
き
に
く

い
面
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
確

に
お
さ
え
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
教
育
界
で
蓄
積
し
て
き
た

方
法
画
技
術
の
中
に
も
、
あ
ら
た
め
て
有
効
に
活
用
で
き
る
も
の

は
決
し
て
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

四
、
学
力
論
の
現
状
と
基
礎
囲
基
本

　
わ
が
国
で
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

「
基
礎
学
力
」
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
「
基
礎
画
基
本
」
と

い
う
観
点
を
明
確
に
踏
ま
え
た
学
力
論
は
意
外
に
少
な
い
。
各
教

科
の
指
導
内
容
や
教
材
に
つ
い
て
は
、
そ
の
観
点
か
ら
の
実
践
報

告
や
出
版
物
は
か
な
り
多
い
が
、
そ
れ
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
．

　
そ
の
数
少
な
い
例
の
一
つ
に
、
木
下
繁
弥
氏
の
論
文
「
学
力
形

成
の
視
点
か
ら
み
た
基
礎
基
本
の
と
ら
え
方
」
が
あ
る
。
氏
は
、

わ
が
国
の
代
表
的
な
学
力
論
者
の
一
人
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
に

お
い
て
さ
え
「
基
礎
的
」
と
「
基
本
的
」
と
を
区
別
す
る
論
述
を

し
て
は
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、

　
　
「
基
礎
的
」
と
「
基
本
的
」
と
い
う
語
義
の
国
語
辞
典
的
な

　
解
釈
を
あ
れ
こ
れ
詮
索
し
た
り
、
悠
意
的
な
理
由
づ
け
に
よ
っ

　
て
「
種
わ
け
」
を
行
っ
た
カ
し
て
も
、
何
ら
生
産
的
な
も
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

　
生
ま
れ
て
こ
な
い
の
で
あ
を
。

と
み
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ

う
で
な
い
方
法
も
あ
り
う
る
し
、
よ
り
適
切
な
方
法
で
「
種
わ
け
」

を
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
必
要
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
木
下
氏
も
認
め
る
よ
う
に
、
ひ
と
口
に
「
基
礎
学
力
」

と
い
っ
て
も
、
そ
れ
に
は
読
固
書
田
算
の
能
力
だ
け
で
は
捉
え
き

れ
な
い
種
々
の
次
元
の
学
力
を
考
慮
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
れ
ら
を

学
習
者
に
習
得
さ
せ
る
に
は
、
「
マ
ク
ロ
的
」
と
「
ミ
ク
ロ
的
」
の

両
極
か
ら
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
は
数
多
い
か
ら
で
あ

る
。　

ま
た
、
広
岡
亮
蔵
氏
は
「
態
度
主
義
」
の
提
唱
者
だ
け
に
、

「
態
度
」
を
核
に
し
て
、
そ
の
外
側
に
「
総
括
能
カ
」
を
位
置
づ

け
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
に
「
要
素
能
力
」
を
配
置
す
る
同
心
円
的
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な
学
力
構
造
論
や
、
学
カ
の
三
側
面
と
し
て
「
認
知
的
側
面
「
技

能
的
側
面
」
「
情
意
的
側
面
」
を
あ
げ
る
論
を
展
開
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
ら
三
層
（
側
面
）
間
に
「
絡
ま
り
」
が
あ
る
こ
と

に
繰
り
返
し
言
及
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
係

に
っ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
て
い
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
一
方
で

学
力
の
「
情
意
的
側
面
」
を
あ
げ
て
お
き
な
が
ら
、
他
方
で
「
学

力
形
成
は
主
と
し
て
認
知
面
に
関
わ
り
、
そ
し
て
人
格
育
成
は
主

と
t
て
情
意
面
に
関
わ
る
。
認
知
と
情
意
と
は
異
な
る
働
き
で
あ

　
1
3

る
。
」
と
述
べ
る
よ
う
で
は
、
三
層
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
何
も

論
じ
え
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
「
基
礎
画
基
本
」
に
つ
い
て
は
、
「
基
礎
基
本
の
指
導

を
ど
う
す
る
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
述
べ
た
論
文
に
お
い
て
芦
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
M

「
基
礎
」
と
「
基
本
」
と
の
関
係
に
は
全
く
論
及
し
て
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
注
目
し
た
い
の
は
駒
林
邦
男
氏
の
「
基

礎
学
力
」
論
で
あ
る
。
氏
は
「
基
礎
画
基
本
」
に
直
接
論
及
し
て

は
い
な
い
が
、
そ
の
問
題
に
発
展
し
う
る
考
察
を
し
て
い
る
か
ら

　
　
5
）

で
あ
気
。

　
そ
の
第
一
は
、
永
野
重
史
氏
の
論
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、

基
礎
学
カ
と
い
う
と
き
の
「
基
礎
」
を
「
土
台
H
基
礎
学
カ
」
と

「
ミ
ニ
一
マ
ム
H
基
礎
学
力
」
の
二
通
り
に
分
類
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
前
者
は
「
学
力
形
成
過
程
を
考
え
て
土
台
と
な
る
よ
う
な

学
力
」
の
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
「
主
権
在
民
」
と
い
う
と
き
の

「
民
」
た
る
に
相
応
し
い
「
国
民
的
教
養
の
基
礎
」
で
あ
る
。
た

だ
し
、
こ
れ
ら
は
「
ハ
ッ
キ
リ
ニ
種
類
の
も
の
に
分
類
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

が
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
。
」

　
第
二
は
、
小
学
校
低
学
年
曲
中
学
年
程
度
の
読
画
書
画
算
は
別

と
し
て
、
は
た
し
て
、
そ
れ
以
上
の
学
年
段
階
に
、
「
建
物
の
土

台
に
匹
敵
す
る
程
堅
固
な
、
土
台
1
1
基
礎
学
カ
と
い
う
も
の
が
、

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
」
と
い
う
問
題
提
起
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の

論
拠
と
し
て
、
「
数
学
だ
い
き
ら
い
」
な
女
子
高
校
生
に
微
積
分

を
指
導
し
て
感
動
を
与
え
て
い
る
仲
本
正
夫
氏
の
実
践
例
を
あ
げ

て
い
る
。

　
第
三
は
、
基
礎
学
力
は
、
学
力
の
「
執
行
的
側
面
」
よ
り
も
む

し
ろ
「
学
習
能
力
と
か
学
習
意
欲
と
か
学
習
へ
の
傾
性
と
い
っ
た
、

学
力
の
鼓
舞
的
画
調
整
的
側
面
と
よ
り
多
く
か
か
わ
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
」
、
と
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
主
と
し
て

「
知
識
」
「
技
能
」
に
か
か
わ
る
面
、
後
者
は
主
と
し
て
「
意
欲
」

「
態
度
」
に
か
か
わ
る
面
、
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
三
氏
の
見
解
を
手
が
か
り
と
し
た
だ
け
で
も
、
少
な
く

と
も
次
の
二
点
は
確
認
で
き
よ
う
。

　
一
つ
は
、
小
学
校
低
学
年
画
中
学
年
程
度
ま
で
の
初
歩
的
な
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読
画
書
画
算
の
学
力
は
、
基
礎
学
力
を
支
え
る
基
礎
学
力
と
し
て

相
対
的
に
区
別
し
て
（
除
い
て
）
考
え
た
方
が
、
か
え
っ
て
生
産

的
な
検
討
が
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
主
な
理
由
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
①
初
歩
の
読
宙
書
固
算
の
学
力
が
あ
ら
ゆ
る
学
カ
の
「
基
礎
」

で
あ
る
こ
と
に
異
論
を
唱
え
る
人
は
い
な
い
し
、
「
基
礎
学
力
」

が
そ
れ
だ
け
で
十
分
だ
と
考
え
る
人
も
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
②

そ
れ
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
「
用
具
教
材
」
と
し
て
の
一
面
を
強
く
も

っ
て
お
り
、
他
の
基
礎
学
カ
と
は
か
な
り
性
格
を
異
の
す
る
面
を

持
っ
て
い
る
。
③
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
学
力
の
形
成
は
、
他

の
教
科
の
場
合
と
は
か
な
り
異
な
る
指
導
方
法
が
必
要
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
低
画
中
学
年
の
国
語
や
算
数
の
学
習
指

導
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
内
容
」
面
を
排
除
し
て
、
「
用
具
」
と
し

て
機
械
的
に
指
導
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の

で
は
決
し
て
な
い
。

　
も
う
一
つ
は
、
学
問
の
系
統
が
も
っ
と
も
整
然
と
し
て
い
る
と

い
わ
れ
る
算
数
画
数
学
教
育
に
お
い
て
は
、
学
力
の
「
執
行
的
側

面
」
つ
ま
り
「
知
識
」
や
「
技
能
」
が
「
土
台
1
1
基
礎
学
力
」
と

な
る
場
合
は
多
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
ま
で
は
、
そ
れ
に
と

ら
わ
れ
す
ぎ
て
、
も
う
一
つ
の
「
鼓
舞
的
側
面
」
が
軽
視
さ
れ
す

ぎ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
し
て
他
の
多
く
の
教
科
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
「
鼓
舞
的
側

面
」
の
方
が
「
土
台
H
基
礎
学
力
」
と
し
て
の
実
質
を
担
っ
て
い

る
場
合
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
小
学
校
高
学
年

や
中
学
校
の
国
語
画
理
科
国
社
会
科
な
ど
に
お
い
て
、
実
際
問
題

と
し
て
多
く
の
場
合
、
特
定
の
知
識
や
技
能
（
初
歩
の
読
固
書
田

算
は
別
と
し
て
）
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
よ
り
も
、
学
習
へ
の
意

欲
や
態
度
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
の
方
が
、
学
習
活
動
に
お
け
る

障
害
と
し
て
は
、
は
る
か
に
深
刻
だ
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

漢
字
や
語
句
の
「
知
識
」
が
増
え
た
か
ら
と
い
っ
て
自
動
的
に
読

書
へ
の
意
欲
が
高
ま
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
機
械
的
に
計
算
「
技

能
」
を
高
め
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
身
の
回
り
の
事
象
を
数
学
的
に

処
理
す
る
「
態
度
」
が
形
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
学
習
者
の

「
意
味
構
造
」
と
の
関
わ
り
の
強
い
学
習
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
今
日
、
学
力
の
「
質
的
転
換
」
が
最
も
必
要
な
の
は
、
煎
じ
詰

め
れ
ば
、
こ
の
「
知
識
」
「
技
能
」
と
「
意
欲
」
「
態
度
」
と
を
い

か
に
結
合
す
る
か
、
に
関
し
て
で
あ
ろ
う
。
学
力
の
国
際
比
較
に

お
い
て
世
界
一
を
誇
る
日
本
の
算
数
④
数
学
の
学
力
も
、
最
大
の

弱
点
は
こ
の
点
で
あ
る
。
「
数
学
を
で
き
上
が
っ
た
動
き
の
と
れ

な
い
知
識
、
技
能
の
寄
せ
集
め
と
み
る
子
ど
も
の
方
が
、
数
学
は

発
展
の
過
程
に
あ
り
多
様
な
見
方
や
解
決
が
可
能
な
お
お
ら
か
な

学
問
と
し
て
学
習
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
も
の
は
参
加
国
の
平
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蝸

均
よ
り
低
く
な
っ
て
い
る
。
」
（
と
い
う
状
況
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
五
、
学
力
の
質
お
よ
び
構
造
と
基
礎
倒
基
本

　
こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
「
基
礎
画
基

本
」
の
観
点
を
導
入
し
て
、
学
力
の
質
お
よ
び
構
造
に
っ
い
て
具

体
的
な
検
討
に
入
る
こ
と
と
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
∫

　
は
じ
め
に
、
「
基
礎
」
と
「
基
本
」
と
の
区
別
お
よ
び
関
係
に

つ
い
て
、
教
育
界
の
共
通
理
解
を
も
で
き
る
だ
け
踏
ま
え
な
が
ら
、

い
く
つ
か
の
点
に
ま
と
め
て
み
た
い
。

　
一
つ
は
、
あ
る
教
科
ま
た
は
単
元
で
ど
う
し
て
も
身
に
つ
け
る

べ
き
学
力
を
「
基
本
」
と
位
置
づ
け
、
そ
の
「
基
本
」
を
習
得
さ

せ
る
の
に
不
可
欠
な
学
力
を
「
基
礎
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
不
可
欠
と
い
う
意

味
に
は
、
「
基
礎
」
の
助
け
が
な
け
れ
ば
「
基
本
」
が
習
得
で
き

な
い
と
い
う
場
合
と
、
「
基
本
」
は
「
基
礎
」
を
学
習
す
る
結
果

と
し
て
の
み
習
得
で
き
る
と
い
う
場
合
、
と
に
大
別
で
き
よ
う
。

前
者
は
、
か
け
算
の
学
習
に
は
た
し
算
の
学
力
が
不
可
欠
で
あ
る

と
い
う
よ
う
な
場
合
で
あ
り
、
後
者
は
、
「
自
然
を
調
べ
る
態
度
」

は
具
体
的
な
自
然
（
教
材
）
を
適
切
に
「
調
べ
る
」
と
い
う
学
習

の
結
果
と
し
て
し
か
身
に
っ
か
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
場
合
で
あ

る
。
特
に
後
者
の
場
合
は
、
学
習
の
「
質
」
が
重
要
な
鍵
に
な
る
。

ど
ん
な
「
調
べ
」
方
を
し
て
も
、
望
ま
し
い
「
態
度
」
が
自
動
的

に
形
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
あ
る
学
年
や
単
元
で
「
基
本
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、

そ
の
後
の
学
年
や
単
元
で
は
「
基
礎
」
に
位
置
づ
く
こ
と
が
多
い

と
い
う
よ
う
に
、
「
基
礎
」
と
「
基
本
」
と
の
関
係
は
固
定
的
な

も
の
で
は
な
く
、
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
「
基
礎
」
と
「
基
本
」
を
区

別
す
る
こ
と
が
無
意
味
だ
と
い
う
こ
と
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
。

　
第
三
は
、
「
基
礎
」
と
「
基
本
」
と
い
う
関
係
は
固
定
的
で
は

な
い
の
で
、
小
画
中
画
高
と
い
う
学
校
段
階
で
も
考
え
ら
れ
る
し
、

各
教
科
や
学
年
で
も
、
さ
ら
に
は
一
単
元
ま
た
は
一
時
間
の
授
業

に
つ
い
て
も
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
小

学
校
段
階
で
ど
う
し
て
も
習
得
さ
せ
る
べ
き
「
基
本
」
的
学
力
が

何
か
は
重
要
な
問
題
で
あ
り
う
る
し
、
い
わ
ん
や
中
学
校
以
後
の

教
育
に
欠
か
せ
な
い
「
基
礎
」
学
力
は
何
で
あ
る
か
も
重
大
問
題

で
あ
る
。
ま
た
、
各
教
科
や
学
年
で
「
基
本
」
的
に
習
得
さ
せ
る

べ
き
学
力
は
、
学
習
指
導
要
領
の
場
合
で
い
え
ば
、
そ
こ
に
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
「
目
標
」
を
達
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
習
得
す
る
た
め
の
「
基
礎
」
学
力
は
、

同
じ
く
学
習
指
導
要
頒
で
言
え
ば
各
学
年
の
指
導
「
内
容
」
の
学
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習
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
に

お
け
る
「
目
標
」
と
「
内
容
」
と
の
関
係
は
、
観
点
を
変
え
て
学

習
者
の
学
力
の
面
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
観
点
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
も
の

は
少
な
く
な
い
。
次
に
こ
れ
ら
の
点
を
、
ま
ず
は
各
教
科
の
レ
ベ

ル
で
検
討
し
て
み
た
い
。

六
、
　
「
教
科
」

レ
ベ
ル
に
お
け
る
基
礎
㊧
基
本

　
現
行
の
中
学
校
学
習
指
導
要
領
に
よ
れ
ば
、
社
会
科
の
「
目
標
」

は
、
「
広
い
視
野
に
た
っ
て
、
わ
が
国
の
国
土
と
歴
史
に
対
す
る

理
解
を
深
め
、
公
民
と
し
て
の
基
礎
的
教
養
を
培
い
、
／
民
主
的
、

平
和
的
な
国
家
画
社
会
の
形
成
者
と
し
て
必
要
な
公
民
的
資
質
の

基
礎
を
養
う
。
」
（
斜
線
は
引
用
者
）
と
な
っ
て
い
る
。
論
述
の
都

合
か
ら
前
半
と
後
半
に
分
け
た
が
、
ま
ず
、
こ
の
「
目
標
」
の
前

半
と
後
半
と
の
関
係
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
習
得

す
べ
き
「
学
力
」
の
内
容
を
；
曽
で
言
え
ば
、
後
半
の
「
公
民
的

資
質
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
資
質
」
は
、
何
ら
か
の
「
学
力
」

を
習
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
養
わ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
実
際
の
授
業
で
な
し
う
る
こ
と
は
、
前
半
に
あ
る

よ
う
な
「
国
土
と
歴
史
に
対
ず
る
理
解
」
や
「
公
民
と
し
て
の
基

礎
的
教
養
」
を
得
さ
せ
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
習
得
さ

せ
る
こ
と
な
し
に
、
「
公
民
的
資
質
」
な
る
も
の
を
ス
ト
レ
ー
ト

に
身
に
つ
け
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
そ
の
前
半
部
分
の
具
体
的
内
容
は
、
地
理
ザ
、
歴
史
画

公
民
の
各
分
野
の
「
目
標
」
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
内
容
で
あ

る
。
例
え
ば
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領
「
地
理
的
分
野
」
の
（
3
）

に
は
、
「
日
本
や
世
界
に
は
大
小
様
々
な
地
域
的
ま
と
ま
り
が
あ

り
、
そ
れ
ら
が
相
互
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る

と
と
も
に
、
国
際
社
会
に
お
け
る
日
本
の
役
割
を
考
え
さ
せ
る
。
」

と
な
っ
て
い
る
。
「
教
科
」
の
レ
ベ
ル
で
み
た
場
合
、
こ
れ
ら
の

内
容
に
関
す
る
学
力
を
、
学
カ
の
「
基
本
」
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。　

次
に
、
こ
の
「
基
本
」
に
あ
る
よ
う
に
、
国
々
が
「
相
互
に
関

連
し
あ
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
し
っ
か
り
と
「
理
解
」
さ
せ

る
に
は
、
当
然
そ
れ
ら
の
国
々
の
問
の
交
通
や
貿
易
に
つ
い
て
も

当
然
学
習
さ
せ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
「
地
理
的
分

野
」
で
は
、
「
交
通
画
貿
易
」
に
関
す
る
一
定
の
「
知
識
」
や
「
理

解
」
は
「
基
礎
」
学
力
と
し
て
不
可
欠
と
な
る
。
こ
こ
に
「
基
礎
」

と
「
基
本
」
と
の
関
係
を
具
体
的
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
同
時
に
、
「
基
本
」
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
基
礎
」
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の
内
容
や
範
囲
も
自
か
ら
明
か
と
な
る
。
貿
易
の
晶
目
や
量
（
世

界
で
の
順
位
）
な
ど
を
必
要
以
上
に
詳
細
に
と
り
あ
げ
て
「
知
識
」

の
量
を
競
う
こ
と
が
無
意
味
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
か
ら
も
明
ら

か
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
「
基
本
」
は
、
国
々
が
「
相
互
に
関
連
し

あ
っ
て
い
る
こ
と
」
を
「
理
解
」
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ

る
。　

「
基
礎
」
と
「
基
本
」
と
の
関
係
を
検
討
す
る
積
極
的
な
意
義

は
こ
こ
に
あ
る
。
今
日
、
こ
の
点
に
関
す
る
認
識
が
教
育
界
の
共

通
理
解
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
、
教
材
の
精
選
を
妨
げ
る
最
大

の
原
因
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
上
記
の
よ
う
な
「
目
標
」
に
関
す
る
「
理
解
」
が
深
ま

れ
ば
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
そ
れ
ら
の
国
々
の
ニ
ュ
ー
ス
を
み
た
り
、

そ
の
国
に
旅
行
し
た
り
す
る
場
合
に
、
「
判
断
し
行
動
」
す
る
「
傾

向
」
に
何
ほ
ど
か
の
変
容
が
生
じ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
人
間

形
成
と
し
て
の
教
育
（
学
習
指
導
）
の
任
務
は
、
そ
の
よ
う
な
変

容
を
よ
り
望
ま
し
い
方
向
に
、
よ
り
効
果
的
に
進
め
る
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

　
な
お
、
こ
の
分
野
の
授
業
で
は
、
小
学
校
五
年
生
で
学
習
し
た

地
理
的
分
野
（
日
本
）
に
関
す
る
「
基
本
」
的
学
力
が
、
学
校
段

階
で
み
た
場
合
の
「
基
礎
」
学
力
と
し
て
役
立
つ
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。

　
次
に
、
理
科
の
場
合
に
つ
い
て
簡
単
に
検
討
す
る
。
小
学
校
学

習
指
導
要
領
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
目
標
」
は
、
「
観
察
、
実
験
な

ど
を
通
し
て
、
自
然
を
調
べ
る
能
力
と
態
度
を
育
て
る
と
と
も
に

自
然
の
事
物
画
現
象
に
つ
い
て
の
理
解
を
図
り
、
自
然
を
愛
す
る

豊
か
な
心
情
を
培
う
。
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
を
み
る
と
、
「
知
識
」
「
理
解
」
「
能
カ
」
「
心
情
」
「
態
度
」

な
ど
の
関
係
が
混
乱
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な

い
。
こ
れ
は
単
な
る
文
章
表
現
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
学

力
が
授
業
で
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
の
か
に
関
す
る
重
大
問
題

な
の
で
あ
る
。
「
自
然
を
調
べ
る
能
力
や
態
度
」
の
中
で
も
、
と

り
わ
け
「
態
度
」
は
、
「
観
察
や
実
験
な
ど
を
通
し
す
だ
け
で
な
く
、

「
自
然
の
事
物
画
現
象
に
つ
い
て
の
理
解
を
図
り
」
、
「
自
然
を
調

べ
る
能
カ
」
を
高
め
る
結
果
と
し
て
の
み
効
果
的
に
形
成
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
「
心
情
」
と
ほ
ぼ
同
レ
ベ
ル
に
あ
る

と
言
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
省

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
目
標
」
は
次
の
よ
う
に
整
理
し
直
し
た

方
が
、
学
習
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
実
態
を
よ
り
適
切
に
把
握
で
き
る

と
考
え
る
。

　
　
観
察
や
実
験
な
ど
を
通
し
て
、
自
然
の
事
物
画
現
象
に
つ
い

　
て
の
理
解
を
図
り
、
そ
れ
を
調
べ
る
能
力
を
育
て
る
と
と
も
に
、

　
目
然
を
調
べ
る
態
度
や
自
然
を
愛
す
る
豊
か
な
心
情
を
培
う
。
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自
然
を
観
察
し
た
り
、
実
験
を
し
た
り
し
て
自
然
の
事
物
や
現

象
に
つ
い
て
「
理
解
」
し
、
そ
の
過
程
で
「
自
然
を
調
べ
る
能
力
」

を
養
う
授
業
の
ほ
か
に
、
「
態
度
」
や
「
心
情
」
だ
け
を
養
う
特
別

の
授
業
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
「
理
科
」
で
は
何
が
「
基
本
」
な

の
か
が
多
少
で
も
整
理
し
や
す
く
な
り
、
そ
の
た
め
の
「
基
礎
」

も
検
討
し
や
す
く
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
網
羅

的
に
た
く
さ
ん
の
内
容
を
指
導
す
る
よ
り
も
、
精
選
さ
れ
た
内
容

と
教
材
で
じ
っ
く
り
学
習
さ
せ
る
方
が
、
「
基
本
」
を
達
成
す
る

の
に
は
よ
り
有
効
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

七
、
「
単
元
」
お
よ
び
「
本
時
」
に
お
け
る
基
礎
圃

　
基
本

　
各
教
科
の
「
目
標
」
は
各
学
年
（
分
野
）
の
「
目
標
」
に
具
体

化
さ
れ
、
そ
の
「
目
標
」
を
達
成
す
る
た
め
に
各
教
科
の
「
内
容
」

が
選
択
さ
れ
、
組
織
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
内
容
」
の
各
項

目
（
内
容
の
文
節
）
に
対
応
し
て
、
最
適
と
み
ら
れ
る
教
材
が
選

択
さ
れ
、
一
定
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ

が
「
単
元
」
曲
で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
こ
で
は
前
項
と
の
関
わ
り
で
、

中
学
校
社
会
科
の
指
導
案
例
を
手
が
か
り
に
、
「
基
礎
画
基
本
」

の
問
題
を
よ
り
具
体
的
に
考
察
す
る
。
「
地
理
的
分
野
」
の
単
元

「
ア
ジ
ア
」
（
十
四
時
間
）
の
指
導
案
で
、
「
本
時
」
は
そ
の
小
単

元
「
南
ア
ジ
ア
」
の
「
②
イ
ン
ド
の
農
業
」
（
一
時
間
扱
い
）
と
な

っ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
こ
の
単
元
で
達
成
さ
せ
る
べ
き
「
目
標
」
が
四
貫
目
に

わ
た
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
（
3
）
に
は
「
世
界
の
中
に

お
け
る
ア
ジ
ァ
の
政
治
的
画
経
済
的
位
置
を
考
え
さ
せ
、
ア
ジ
ァ

の
資
源
と
産
業
に
つ
い
て
日
本
と
の
関
係
に
お
い
て
把
握
さ
せ
、

地
域
の
特
色
を
と
ら
え
さ
せ
る
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
目
標
」

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
地
理
的
分
野
」
全
体
の
「
目
標
」
を
踏

ま
え
て
設
定
さ
れ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
具
体
的
な
「
指
導
内
容
」

の
学
習
を
通
し
て
の
み
達
成
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
「
目
標
」

も
、
そ
の
「
内
容
」
に
関
す
る
何
ら
か
の
「
知
識
」
「
理
解
」
「
能

力
」
な
ど
を
習
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
、
何
ら
か
の

「
学
力
」
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
の
み
達
成
さ
れ
る
。
こ

れ
ら
の
学
力
が
こ
の
単
元
の
「
基
本
」
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
上
記
の
「
目
標
」
を
み
て
み
る
と
、
「
基

本
」
の
捉
え
方
に
い
さ
さ
か
暖
昧
さ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

は
じ
め
に
「
…
…
を
考
え
さ
せ
」
と
あ
る
が
、
考
え
さ
せ
る
だ
け

で
、
何
も
「
把
握
」
さ
せ
た
り
「
と
ら
え
」
さ
せ
た
り
し
な
く
て

も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
「
把
握
さ
せ
る
」
こ
と
と
「
と
ら
え
さ
せ
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る
」
こ
と
と
は
違
う
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
ア
ジ
ア
の
「
経

済
的
位
置
」
の
方
は
、
「
ア
ジ
ア
の
資
源
と
産
業
」
や
ア
ジ
ア
「
地

域
の
特
色
」
を
学
習
し
た
後
の
方
が
「
理
解
」
し
や
ず
い
の
で
は

な
い
か
、
な
ど
で
あ
る
。
な
お
、
わ
れ
わ
れ
は
「
把
握
さ
せ
」
る

と
か
「
と
ら
え
」
さ
せ
る
と
か
い
う
こ
と
は
、
「
理
解
」
さ
せ
る

こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
で
は
、
「
ア
ジ
ア
の
資
源
と
産
業
」
や
「
地
域
の
特
色
」
と
し

て
、
ど
う
し
て
も
「
理
解
」
さ
せ
た
い
も
の
は
何
か
。
こ
れ
を
、

上
記
の
「
基
本
」
に
対
す
る
「
基
礎
」
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

各
小
単
元
の
指
導
内
容
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
小
単
元
の
学
習

を
通
し
て
で
な
け
れ
ば
、
上
記
四
項
目
の
「
単
元
目
標
」
は
達
成

さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
少
な
く
と
も
、
小
単
元
相
互

の
関
係
が
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
明
か
と
な
る
。

そ
こ
が
し
っ
か
り
し
て
い
な
け
れ
ば
、
ケ
ジ
ァ
全
体
の
「
特
色
」

を
生
徒
自
身
が
「
理
解
」
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら

で
あ
る
。

　
ま
た
、
上
記
「
基
本
」
を
「
理
解
」
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の

「
基
礎
」
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
四
地
域
を
と
り
あ
げ
る
必
要
が

あ
る
の
か
ど
う
か
、
代
表
的
な
地
域
を
し
ぼ
っ
て
、
そ
こ
に
も
っ

と
時
間
を
か
け
て
は
ど
う
か
、
な
ど
の
疑
問
も
生
じ
よ
う
。
「
本

時
」
の
「
指
導
過
程
」
を
み
る
と
、
い
っ
そ
う
こ
の
感
を
深
く
す

る
。　

次
に
、
「
本
時
」
レ
ベ
ル
の
「
基
礎
画
基
本
」
に
つ
い
て
検
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
．
虹

す
る
。
こ
れ
は
同
時
に
上
の
疑
問
に
答
え
る
こ
と
に
も
な
る
し
、

本
稿
の
鍵
概
念
で
あ
る
「
理
解
」
す
る
と
い
う
こ
と
を
授
業
場
面

に
即
し
て
具
体
的
に
述
べ
る
こ
と
に
も
な
る
。

　
「
本
時
の
ね
ら
い
」
は
、
「
イ
ン
ド
の
農
業
」
に
つ
い
て
「
自

然
的
条
件
の
差
異
に
よ
る
明
確
な
農
業
区
分
が
あ
る
こ
と
、
歴
史

的
画
社
会
的
条
件
の
制
約
に
よ
る
遅
れ
た
技
術
固
低
い
生
産
性
と

食
料
不
足
の
問
題
を
か
か
え
て
い
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
」
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
を
「
理
解
さ
せ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る

学
力
が
「
本
時
」
の
「
基
本
」
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
導
入
段
階
に
は
、
「
本
時
の
学
習
課
題
を
把
握
さ
せ
る
。
」

と
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
は
「
イ
ン
ド
の
農
業
の
特
色
と
問
題
は

何
か
」
を
「
学
習
課
題
と
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
」
と
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
「
学
習
課
題
」
を
教
師
か
ら
一
方
的
に
通

告
し
、
「
確
認
す
る
」
の
で
は
な
く
、
生
徒
自
身
が
そ
れ
を
で
き

る
か
ぎ
り
「
理
解
」
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
力
の
「
質
的
転
換
」
が
可
能
か
ど
う
か
は
、

具
体
的
に
は
ま
ず
は
こ
の
点
に
か
か
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
「
学
習
課
題
」
に
つ
い
て
生
徒
自
身
に
よ
る
何
が
し
か
の
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「
解
釈
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
作

る
も
の
は
日
本
と
は
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
？
」
「
日
本
の
よ
う

κ
機
械
は
使
え
な
い
か
ら
大
変
だ
ろ
う
な
！
」
「
イ
ン
ド
象
は
役

た
つ
の
か
な
？
」
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
え
よ
う
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
生
徒
の
も
っ
て
い
る
「
情
報
構
造
」
な
い

し
「
意
味
構
造
」
が
、
意
識
の
前
面
に
出
て
い
な
け
れ
ば
、
「
理

解
」
に
基
づ
く
学
習
は
成
立
し
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
「
理
解
」

と
は
「
関
連
す
る
世
界
が
広
が
る
こ
と
」
で
あ
る
か
ら
、
導
入
段

階
で
も
何
ら
か
の
「
広
が
る
」
元
が
生
徒
自
身
の
方
に
も
な
け
れ

ば
、
そ
の
後
の
「
理
解
」
は
発
展
し
て
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
後
の
展
開
は
、
「
課
題
解
決
の
見
通
し
を
発
表
さ
せ
」
、
そ

れ
に
つ
い
て
「
イ
ン
ド
の
農
業
の
特
色
画
問
題
に
つ
い
て
自
然
的

画
歴
史
的
画
社
会
的
条
件
か
ら
多
面
的
固
多
角
的
に
考
察
さ
せ

る
。
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
わ
ず
か
五
〇
分
の
授
業
で
、
は
た

し
て
こ
れ
だ
け
の
内
容
に
つ
い
て
生
徒
自
身
に
「
解
釈
」
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
上
に
「
疑
問
」
と
言
っ
た
の
は
こ

の
点
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
得
ら
れ
る
学
カ
が

「
本
時
」
で
目
指
す
「
基
礎
」
学
力
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
最
後
に
「
イ
ン
ド
の
農
業
の
特
色
と
問
題
に
つ
い
て
ま
と
め
さ

せ
る
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
ま
と
め
」
に
か
か
わ
っ
て

重
要
な
こ
と
は
、
や
は
り
個
々
の
生
徒
自
身
の
「
解
釈
」
が
ど
の

程
度
か
か
わ
っ
た
「
ま
と
め
」
に
な
っ
て
い
る
か
、
で
あ
る
。
教

師
だ
け
が
「
解
釈
」
を
し
て
黒
板
に
「
ま
と
め
」
た
「
知
識
」
を
、

生
徒
は
「
記
憶
」
す
る
だ
け
に
な
っ
た
の
で
は
、
い
か
に
確
実
に

「
記
憶
」
し
て
も
「
理
解
」
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
「
知
識
」
は
、
か

れ
ら
の
「
意
味
構
造
」
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
き
わ
め
て
弱
く
、
し

た
が
っ
て
「
公
民
的
資
質
」
と
し
て
の
「
判
断
や
行
動
」
の
「
性

向
」
（
態
度
）
を
向
上
さ
せ
る
力
に
も
ほ
と
ん
ど
な
り
得
な
い
で

あ
ろ
う
。

　
　
　
〔
注
〕

は
　
O
①
峯
①
ざ
」
二
肉
◎
幸
オ
Φ
↓
ま
箏
〆
お
－
P
P
旨
9

②
　
摂
稿
「
授
業
に
お
け
る
人
間
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
　
（
一
）
　
（
二
）

　
（
三
）
　
（
四
）
、
福
島
大
学
教
育
学
部
論
集
（
教
育
曲
心
理
部
門
）
第
二

　
八
号
（
一
九
八
五
）
、
四
〇
号
（
一
九
八
六
）
、
四
一
号
（
一
九
八
七
）
、

　
四
三
号
（
一
九
八
八
）
。

③
　
藤
岡
信
勝
「
わ
が
国
に
お
け
る
学
力
論
争
の
歴
史
と
今
臼
の
課
題
」

　
日
本
標
準
『
日
本
の
学
力
3
』
一
九
七
九
年
、
頁
四
四
－
四
五
。

④
　
佐
伯
畔
『
学
カ
と
患
考
』
第
一
法
規
、
一
九
八
二
年
、

⑤
　
丸
山
高
司
ほ
か
編
『
知
の
理
論
の
現
在
』
世
界
思
想
社
、
一
九
八
七

　
年
、
頁
二
七
九
。

㈲
　
字
佐
美
寛
『
思
考
指
導
の
論
理
」
明
治
図
書
、
一
九
七
三
年
、
頁
二

　
三
－
二
四
。

㎝
　
鈴
木
孝
夫
『
こ
と
ば
と
文
化
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
、
頁
九
二
。

⑧
　
佐
伯
絆
『
「
わ
か
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
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三
年
、
頁
ニ
ハ
四
。

　
佐
伯
畔
『
学
力
と
思
考
』
、
第
一
法
規
、
一
九
八
二
年
、
頁
一
〇
八
。

　
晶
川
嘉
也
『
思
考
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
』
P
H
P
研
究
所
、
一
九
八
六
年
、

頁
一
三
七
。

　
広
岡
亮
蔵
『
現
代
の
学
力
問
題
』
明
治
図
書
、
一
九
七
九
年
、
頁
五
－

七
。　

『
授
業
研
究
』
明
治
図
書
、
一
九
八
一
年
一
一
月
号
、
頁
二
六
。

　
広
岡
亮
蔵
、
前
掲
書
、
頁
五
七
。

　
『
授
業
研
究
』
明
治
図
書
、
一
九
八
一
年
、
二
号
、
頁
五
－
九
。

　
『
現
代
教
育
科
学
」
明
治
図
書
、
一
九
八
○
年
、
頁
三
二
－
三
七
。

　
松
原
元
一
画
柳
瀬
修
『
算
数
　
よ
い
授
業
わ
る
い
授
業
』
国
土
社
、

一
九
八
八
隼
、
頁
三
四
。
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