
明
治
中
期
東
京
高
師
附
小
に
お
け
る
低
学
年
中
心
統
合
法
の
実
践

研
究
の
目
的
と
課
題

教
育
内
容
編
成
の
原
理
に
か
か
わ
っ
て

　
本
稿
に
お
い
て
は
、
明
治
期
申
ご
ろ
（
一
八
九
〇
年
代
か
ら
一

九
〇
〇
年
前
後
）
の
東
京
高
等
師
範
学
校
附
属
小
学
校
（
一
九
〇

二
－
明
治
三
五
－
年
ま
で
は
「
高
等
師
範
学
校
附
属
小
学
校
」
、

な
お
本
稿
で
は
、
以
下
「
高
師
附
小
」
と
省
略
）
で
、
低
学
年
に

ほ
ど
こ
さ
れ
た
申
心
統
合
法
に
か
か
わ
る
教
育
実
践
の
い
く
つ
か

を
と
り
あ
げ
、
そ
の
教
育
内
容
や
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

　
明
治
申
期
の
高
師
附
小
で
は
、
　
「
実
験
校
」
と
し
て
ユ
ニ
ー
ク

な
教
育
実
践
が
試
み
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
試
み
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
と
し
て
は
、
明
治
初
年
以
来
の
同
校
の
直
観
教
授
研
究
の
系
譜

の
上
に
立
つ
尋
常
小
学
校
（
当
時
四
年
制
）
で
の
「
地
理
」
。

「
歴
史
」
。
「
理
科
」
の
初
歩
教
授
（
「
尋
常
小
学
地
理
歴
史
理

科
」
）
や
、
高
等
小
学
校
修
身
科
申
の
「
国
民
科
」
特
設
等
と
し

て
、
具
体
化
さ
れ
て
い
た
。
　
「
尋
常
小
学
地
理
歴
史
理
科
」
や

新
　
井
　
孝
　
喜

「
国
民
科
」
は
、
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
の
同
校
『
小
学
校

教
授
細
目
』
に
登
場
す
る
教
科
・
科
目
で
あ
る
。

　
一
方
、
高
師
附
小
の
公
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
は
登
場
し
な
い

け
れ
ど
も
、
そ
の
自
由
か
っ
先
進
的
な
研
究
条
件
を
生
か
し
て
試

み
ら
れ
た
実
践
が
存
在
す
る
。
あ
る
活
動
や
学
習
内
容
を
教
授
活

動
の
中
心
に
す
え
た
小
学
校
低
学
年
の
教
授
法
と
し
て
は
、
樋
口

勘
次
郎
の
「
統
合
主
義
」
の
実
践
、
森
岡
常
蔵
の
「
混
沌
教
授
」

の
試
み
等
が
、
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

　
樋
口
は
子
ど
も
の
活
動
を
重
視
す
る
立
場
（
F
。
パ
ー
カ
ー
の

影
響
と
い
わ
れ
る
）
か
ら
、
後
の
「
校
外
観
察
」
に
も
つ
な
が
る

遠
足
等
の
実
践
を
行
な
い
、
森
岡
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
影
響
を
強

く
受
け
て
、
小
学
校
入
学
直
後
の
子
ど
も
に
「
申
心
統
合
法
」
に

も
と
づ
く
教
授
を
行
な
っ
た
。
な
お
、
こ
こ
に
「
申
心
統
合
法
」

と
は
、
あ
る
ひ
と
つ
の
教
授
内
容
（
「
教
科
」
領
域
の
場
合
も
あ

る
）
や
活
動
内
容
を
組
織
し
、
そ
れ
に
様
々
な
意
味
を
含
ま
せ
る

こ
と
で
、
複
数
教
科
に
よ
る
教
授
に
代
え
よ
う
と
す
る
教
授
法
を
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い
う
。

　
前
者
（
樋
口
）
は
、
そ
の
後
盛
ん
に
な
る
「
新
教
育
」
の
先
駆

的
な
実
践
と
み
な
さ
れ
、
後
者
（
森
岡
）
は
、
最
も
初
期
の
「
合
・

科
教
授
」
の
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
樋
口
の
実
践

を
取
り
上
げ
た
先
行
研
究
と
し
て
は
、
梅
根
悟
、
川
合
章
、
申
野

　
　
　
　
　
　
　
　
2
）

光
ら
の
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
樋
口
の
実
践
を
日
本
に
お
け

る
「
活
動
主
義
」
の
実
践
例
と
し
て
評
価
し
、
後
の
「
児
童
申
心

主
義
」
の
教
育
思
潮
を
準
備
し
た
ひ
と
つ
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。

ま
た
、
森
岡
の
実
践
に
つ
い
て
は
、
各
所
で
「
合
科
教
授
」
の
先

駆
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
彼
の
「
教
科
し
や
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
の
把
握
を
も
と
に
し
て
の
研
究
は
な
さ
れ
て
い

な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
両
者
を
当
時
の
高
師
附
小
の
特
徴
と
あ
わ

せ
て
、
比
較
検
討
し
た
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
。
両
者
の
実
践
の

背
景
と
し
て
、
当
時
の
高
師
附
小
の
教
育
研
究
の
あ
り
方
を
踏
ま

え
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
し
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
あ
い
つ
い
で
な
さ

れ
た
こ
の
こ
れ
ら
の
試
み
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
か
ら
は
、
今
日

の
低
学
年
教
授
法
を
考
え
る
う
え
で
の
示
唆
を
得
る
こ
と
に
な
ろ

㌔
つ
o

　
当
時
の
高
師
附
小
は
、
　
「
実
験
校
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
模
範

校
」
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
の
教
育
実
践
。
研
究

は
、
全
国
の
小
学
校
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。
そ
し
て
、

そ
の
実
践
・
研
究
が
先
進
的
で
あ
っ
た
理
由
と
し
て
、
高
師
附
小

が
、
高
師
の
校
長
で
あ
っ
た
嘉
納
治
五
郎
を
は
じ
め
と
す
る
有
力

な
教
師
た
ち
の
精
神
的
。
理
論
的
な
支
え
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
実
情
を
ふ
ま
え
る
こ
と
で
、
一

層
高
師
附
小
の
実
践
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
ま
た
、
樋
口
・
森
岡
両
者
の
実
践
を
比
較
検
討
す
る
際
の
視
点

と
し
て
、
彼
ら
が
、
教
材
を
ど
の
よ
う
に
選
択
し
、
教
授
し
よ
う

と
し
た
の
か
、
そ
し
て
、
　
「
統
含
」
の
中
心
を
ど
こ
に
置
こ
う
と

し
て
い
た
の
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
、
両
者
が
試
み
、
主
張
し
た
教
授
法
お
よ
び
そ
の
教
授

内
容
の
相
違
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
、
本
稿
に
お
け
る
研
究
課
題
と
し
て
、
次
の
三
点
が

あ
げ
ら
れ
る
。

①
明
治
期
申
ご
ろ
の
高
師
附
小
で
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も

　
　
っ
た
教
育
研
究
が
す
す
め
ら
れ
て
い
た
の
か
。

　
②
樋
口
。
森
岡
の
実
践
の
内
容
と
方
法
、
そ
し
て
「
統
合
」
の

　
　
際
の
申
心
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、

　
　
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
相
違
点
を
も
つ
の
か
。

③
樋
口
。
森
岡
の
実
践
を
支
え
た
教
育
観
は
ど
の
よ
う
な
も
の

　
　
で
あ
っ
た
の
か
。

　
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
三
点
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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こ
れ
ら
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
、
樋
口

・
森
岡
の
著
書
を
は
じ
め
と
し
て
、
高
師
附
小
の
研
究
機
関
誌
で

あ
る
『
教
育
研
究
』
、
ま
た
高
師
・
女
高
師
卒
業
生
の
研
究
機
関

誌
で
あ
る
笥
東
京
菩
渓
会
雑
誌
』
お
よ
び
そ
の
後
継
誌
『
教
育
』
、

さ
ら
に
、
当
時
の
代
表
的
教
育
理
論
誌
で
あ
る
『
教
育
学
術
界
』

（
｝
」
の
編
集
に
は
樋
口
も
加
わ
っ
て
い
た
）
等
の
論
稿
を
史
料
と

し
て
使
用
し
た
。

　
樋
口
・
森
岡
両
者
と
も
、
既
成
の
「
教
科
」
の
枠
や
教
材
を
越

え
る
教
授
法
や
教
育
内
容
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
作
り
出
し
た
と
い
う

点
で
、
高
師
附
小
に
お
け
る
積
極
的
な
教
授
法
改
造
の
流
れ
の
な

か
に
位
置
づ
く
も
の
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
、
以
下
、
当
時
の
高

師
附
小
の
教
育
実
践
、
研
究
を
支
え
た
条
件
を
把
握
し
た
う
え
で
、

樋
口
お
よ
び
森
岡
の
実
践
。
理
論
を
み
て
み
た
い
。

二
　
教
育
界
に
お
け
る
高
師
附
小
の
位
置
づ
け

　
当
時
初
等
教
育
の
「
総
本
山
」
で
あ
っ
た
高
師
附
小
の
影
響
力

が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
、
当
時
の
教
育
雑
誌
や
発
行
さ
れ
た
書
物

を
み
れ
ば
、
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
文
部
省
主
催

の
教
育
講
習
会
の
講
師
と
し
て
、
高
師
附
小
の
教
官
た
ち
は
自
ら

の
主
張
を
各
地
に
広
め
、
ま
た
、
彼
ら
の
著
書
や
論
文
は
、
全
国

の
教
師
に
広
く
読
ま
れ
て
い
た
。
同
校
の
『
教
授
細
目
』
や
研
究

さ
れ
て
い
た
教
育
方
法
を
意
識
し
た
研
究
が
、
当
時
の
教
育
雑
誌

に
散
見
す
る
の
を
み
る
と
、
そ
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
こ
う
し

た
こ
と
は
、
高
師
附
小
の
教
育
研
究
が
、
い
わ
ば
「
申
央
」
の
教

育
と
し
て
、
全
国
の
教
育
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

　
そ
し
て
ま
た
、
高
師
附
小
は
、
初
等
学
校
教
育
界
に
大
き
な
影

響
力
を
持
っ
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
あ
る
程
度
法
令
に
と
ら
わ

れ
な
い
教
育
研
究
や
教
育
実
践
を
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
特
権

も
持
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
の
「
小

学
校
令
」
改
正
で
、
　
「
地
理
」
、
　
「
歴
史
」
が
尋
常
小
学
校
の
教

育
課
程
に
加
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
状
況
下
で
も
、
内
容
と
し
て
そ

れ
ら
を
取
り
出
し
て
重
点
的
に
教
授
す
る
「
尋
常
小
学
地
理
歴
史

理
科
」
と
い
う
「
教
科
」
が
特
設
さ
れ
る
な
ど
、
　
「
例
外
的
な
実

験
教
育
」
　
（
梅
根
悟
）
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
教
育
が
、
高
師
附

小
で
は
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
特
権
が
、
同
時
に
そ
の
影
響
力
を
生

み
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
も
み
な
せ
る
。

　
こ
う
し
た
教
育
実
践
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
研
究
校
と
し
て

の
高
師
附
小
の
性
格
か
ら
当
然
で
あ
る
と
も
い
え
る
が
、
特
に
同

校
の
第
一
部
の
場
合
、
自
動
的
に
附
属
中
学
へ
連
縞
さ
れ
て
い
た

部
で
あ
っ
た
こ
と
も
か
か
わ
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
こ
と
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を
前
提
と
し
て
「
申
等
教
育
ノ
基
礎
ト
シ
テ
小
学
教
育
ヲ
研
究
ス

ル
」
こ
と
が
第
一
部
の
存
在
理
由
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
、
「
一
層
多

ク
研
究
上
ノ
自
由
ヲ
与
ヘ
ラ
レ
、
其
教
科
目
。
教
科
書
ノ
用
否
。

授
業
時
数
等
二
於
テ
、
小
学
校
令
及
ビ
同
施
行
規
則
二
於
テ
規
定

セ
ル
所
ノ
モ
ノ
ニ
比
シ
、
多
少
異
ル
所
ア
リ
ト
」
す
る
こ
と
が
可

　
　
　
　
　
　
　
引

能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
」
れ
は
、
高
師
附
小
、
特
に
第
一
部
が
、
い
わ
ば
エ
リ
ー
ト
養

成
の
た
め
の
特
権
を
付
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も

い
え
る
。
例
え
ば
「
尋
常
小
学
地
理
歴
史
理
科
小
学
」
に
つ
い
て

い
え
ば
、
同
校
が
こ
う
し
た
特
徴
を
持
っ
て
い
た
が
た
め
に
、

「
文
部
省
は
、
研
究
の
た
め
、
…
独
立
の
教
科
と
し
て
、
実
科
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

加
へ
る
こ
と
を
許
し
た
」
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
っ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
当
時
高
師
の
校
長
で
あ
っ
た
嘉

納
治
五
郎
が
、
附
小
の
教
育
研
究
・
教
育
実
践
に
理
解
を
示
し
、

自
由
に
任
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
条
件
と
し
て
大
切
な
こ
と
で

あ
ろ
う
。
嘉
納
は
、
高
師
や
そ
の
附
属
学
校
の
教
官
と
し
て
全
国

に
優
秀
な
人
材
を
求
め
、
ま
た
、
教
育
。
研
究
条
件
の
整
備
に
努

力
し
た
。
当
時
高
師
附
小
の
教
官
で
あ
っ
た
棚
橘
源
太
郎
の
回
顧

に
よ
れ
ば
、
嘉
納
の
姿
勢
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
あ
る
。
嘉
納
の
姿
勢
ば
か
り
で
な
く
、
当
時
の
高
師
附
小
の
様

子
も
う
か
が
え
る
の
で
、
や
や
長
く
な
る
が
引
用
し
た
い
。

　
「
私
が
主
任
を
し
て
ゐ
た
一
部
の
某
華
族
の
子
弟
の
成
績
が
悪

い
の
で
、
其
父
兄
を
学
校
へ
呼
び
出
し
た
時
の
事
件
で
あ
る
。
そ

こ
で
職
員
の
成
績
会
議
の
決
議
を
父
兄
に
申
渡
す
の
は
私
の
や
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
役
割
で
あ
つ
た
の
で
、
他
の
児
童
の
邪
魔
に
な
る
か

ら
他
に
転
校
し
て
く
れ
。
そ
れ
が
嫌
な
ら
二
部
の
方
へ
廻
つ
て
く

れ
。
　
（
こ
れ
は
申
学
に
は
連
絡
さ
れ
な
い
も
の
）
こ
の
二
者
の
申

ど
れ
か
を
選
ぶ
や
う
に
と
申
渡
し
た
。
処
が
や
っ
て
き
た
の
は
華

族
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
三
太
夫
が
来
た
。
こ
れ
で
少
々
気
を
悪
く

し
て
ゐ
た
の
も
手
伝
つ
て
、
私
は
直
情
径
行
式
に
申
渡
し
た
処
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

三
太
夫
氏
は
憤
然
と
色
を
な
し
て
威
武
高
に
な
り
、
　
『
私
共
の
若

様
を
二
部
へ
廻
れ
と
は
何
事
か
。
是
非
一
部
へ
置
け
』
と
い
ふ
調

子
。
私
も
此
の
叱
陀
大
声
に
少
々
立
腹
し
、
癩
に
障
つ
た
が
、
直

ぐ
冷
静
を
取
戻
し
て
、
物
静
か
に
『
こ
の
学
校
は
人
民
の
税
金
で

出
来
て
ゐ
る
学
枚
故
、
如
何
な
る
人
に
も
公
平
な
取
扱
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
二
部
が
嫌
な
ら
学
習
院
へ
転
校
さ
れ
て
は
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
画
　
㊥
一
マ
マ
）

何
で
す
か
』
と
謂
ふ
と
相
手
は
益
々
威
武
高
に
な
り
『
よ
し
ツ
。

菊
池
に
会
つ
て
私
の
主
張
は
通
し
て
見
せ
る
か
ら
左
様
心
得
よ
㎏

と
云
つ
て
威
嚇
さ
れ
た
経
験
が
あ
る
。
併
し
か
し
そ
の
後
何
の
こ

と
も
な
か
つ
た
。

　
か
く
い
ふ
と
、
如
何
に
も
棚
橘
が
肚
が
掘
つ
て
ゐ
た
や
う
に
聞

え
る
が
、
実
は
さ
に
あ
ら
ず
で
、
嘉
納
校
長
が
偉
か
っ
た
か
ら
で
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あ
る
。
嘉
納
校
長
は
始
終
吾
々
に
対
し
て
判
私
の
処
へ
色
々
文
句

を
云
っ
て
く
る
人
が
あ
る
が
、
一
々
こ
れ
を
取
り
あ
げ
て
は
君
達

が
や
り
難
い
こ
と
は
判
つ
て
い
ゐ
る
。
附
属
小
学
校
の
こ
と
は
附

属
小
学
校
に
一
切
委
し
て
あ
る
と
私
は
謂
つ
て
や
る
の
で
あ
る
か

ら
、
心
配
せ
ず
に
堂
々
と
や
れ
。
』
と
激
励
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
、

大
丈
夫
だ
と
い
ふ
肚
が
あ
つ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
…
」
　
（
傍
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
）

お
よ
び
カ
ッ
コ
内
は
原
薯
者
）

　
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
高
師
附
小
第
一
都
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な

エ
リ
ー
ト
養
成
の
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
示
し
て
い
る

が
、
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
条
件
を
も
つ
高
師
附
小
で
は
、
自
主

的
な
研
究
が
可
能
で
あ
り
、
先
進
的
な
教
育
実
践
に
基
づ
く
教
育

研
究
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
明
治
初
年
以
来
の
外
国
教
授
思
想
の
摂
取
の
過
程
で

も
あ
る
、
　
「
庶
物
指
教
」
、
　
「
開
発
教
授
」
に
よ
る
教
授
方
法
の

研
究
や
実
践
、
そ
の
後
の
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
教
育
思
想
の
摂
取
と

実
践
で
の
定
型
化
な
ど
、
学
校
教
育
に
お
け
る
教
育
方
法
の
定
型

化
に
果
た
し
た
高
師
附
小
の
役
割
は
、
非
常
に
大
き
な
も
の
が
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
。
以
下
、
こ
の
高
師
附
小
で
、
明
治
申
期
に
行

な
わ
れ
た
教
育
実
践
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
教
育
の
主
張
を
見
る
こ

と
で
、
教
授
法
や
教
育
課
程
の
改
造
を
志
向
し
た
教
育
上
の
主
張

の
い
く
つ
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

三
　
教
授
法
改
造
の
試
み

　
①
樋
口
勘
次
郎
の
「
統
合
主
義
」

　
樋
口
勘
次
郎
は
、
高
師
附
小
で
の
自
ら
の
実
践
を
下
敷
き
に
し

て
、
子
ど
も
の
「
自
発
活
動
」
を
重
視
し
た
教
育
の
主
張
を
行
な

い
、
同
時
に
、
　
「
教
授
の
統
合
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　
彼
の
実
践
の
背
景
に
は
、
高
師
附
小
の
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）

年
門
小
学
科
教
授
細
目
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
ド
イ
ツ
の
理
科

教
授
思
想
。
ユ
ン
ゲ
（
甲
旨
潟
①
）
の
「
生
活
共
同
体
」
が
展
開

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
教
育

主
張
に
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
そ
の
形
式
的
な
日
本
の
教
育
へ
の

適
用
に
対
す
る
批
判
も
、
樋
口
は
積
極
的
に
展
開
し
て
い
く
。
こ

の
両
者
の
結
合
が
、
彼
の
教
授
法
へ
の
姿
勢
を
生
み
出
し
た
と
い

っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
パ
ー
カ
ー
の
立
場
と
相
通
ず
る
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
　
「
活
動
主
義
」
的
な
子
ど
も
観
と
「
統
合
教

授
」
で
あ
っ
た
。

　
樋
口
の
所
論
が
パ
ー
カ
ー
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
は
、
当
時
か

ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
樋
口
は
単
に
パ
ー
カ
ー
の
説
を
模

倣
し
た
の
で
は
な
く
、
彼
の
立
場
が
パ
ー
カ
ー
の
も
の
と
類
似
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
樋
口
の
教
育
思
想
は
、
　
「
統
合
教
授
」
の
主
張
の
み
で
理
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解
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
後
の
変
遷
も
あ
わ
せ
て
、
時
代
背
景
な

ど
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、

教
授
法
改
造
の
主
張
の
ひ
と
つ
と
し
て
彼
の
教
育
の
主
張
と
実
践

を
あ
げ
、
そ
の
「
統
合
教
授
」
概
念
を
み
、
そ
の
位
置
づ
け
を
行

な
う
に
と
ど
め
た
い
。
彼
は
、
　
「
統
合
教
授
」
の
意
味
を
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

　
「
統
合
教
授
と
は
、
各
種
の
教
授
材
料
を
、
可
成
親
密
に
関
係

連
絡
し
て
、
殆
ど
一
大
学
科
を
学
ぶ
が
如
き
感
あ
ら
し
む
る
や
う

に
教
授
す
る
こ
と
塾
冒
す
牝
ば
、
教
授
に
よ
り
て
与
へ
た
る
観
念

間
に
、
可
成
強
き
連
合
を
、
可
成
多
方
に
形
成
す
る
こ
と
を
意
味

　
　
7
）

す
。
」

　
こ
れ
は
、
教
科
間
の
連
携
を
密
に
し
て
、
と
り
わ
け
知
識
の
記

憶
を
強
固
に
す
る
方
法
と
し
て
、
　
「
統
合
教
授
」
を
彼
が
把
握
し

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
教
科
間
の
矛
盾
を
解
消
し

た
り
、
重
複
を
避
け
た
り
と
い
う
こ
と
も
、
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
主
張
が
実
践
と
し
て
具
体
化
し
て

い
る
の
が
、
尋
常
科
二
年
生
の
飛
鳥
山
へ
の
遠
足
に
つ
い
て
の
報

告
で
あ
る
（
一
八
九
六
－
明
治
二
九
－
年
）
。

　
樋
口
は
、
様
々
な
事
物
が
社
会
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
関
係

し
た
状
態
で
把
握
さ
れ
る
の
に
、
遠
足
は
格
好
の
場
で
あ
る
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
画
　
　
　
苗
　
　
　
田
　
　
　
画
　
　
　
田
　
　
　
㊥
　
　
　
個
　
　
　
　
　
　
　
　
宙
　
　
　
曲
　
　
　
苗
　
　
　
田

ら
え
る
。
　
「
小
学
時
代
に
て
は
、
す
へ
て
の
も
の
を
、
其
社
会
の

曲
　
　
　
岨
　
　
　
㊥
　
　
　
　
　
　
苗
　
　
　
田
　
　
　
画
　
　
　
田
　
　
　
㊥
　
　
　
　
　
　
田
　
　
　
㊥
　
　
　
面
　
　
　
画
　
　
　
田
　
　
　
田
　
　
　
田
　
　
　
曲
　
　
　
曲
　
　
　
画
　
　
臼
　
　
　
画
　
　
　
曲
　
　
　
田
　
　
　
個

中
に
て
、
他
の
各
員
と
、
相
互
関
係
の
状
態
に
於
て
観
察
せ
し
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
）

曲
　
　
　
固
　
　
　
田
　
　
　
苗
　
　
　
㊥
　
　
　
曲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛

ざ
る
べ
か
ら
す
。
L
　
（
傍
点
は
原
著
者
）
と
、
彼
は
述
べ
、
総
合

的
な
体
験
を
準
備
す
る
場
で
あ
る
遠
足
お
よ
び
そ
の
機
会
に
な
さ

れ
る
「
観
察
」
の
教
育
的
意
義
に
着
目
し
た
。
こ
れ
は
、
遠
足
の

も
つ
役
割
を
、
訓
練
と
し
て
の
も
の
か
ら
、
教
授
－
学
習
の
場
へ

と
転
換
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
と
し
て
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
学
校
に
お
け
る
直
観
教
授
の
場
を
、
教
室

内
あ
る
い
は
そ
の
付
近
か
ら
、
よ
り
広
い
生
活
空
間
へ
と
準
備
す

る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
そ
こ
で
、
事
物
が
関
係

し
た
状
態
で
把
握
さ
れ
る
と
い
う
理
解
は
、
ユ
ン
ゲ
の
「
生
活
共

同
体
」
の
思
想
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
さ
し
く
、
こ

う
し
た
取
り
組
み
や
そ
れ
に
対
す
る
樋
口
の
理
解
は
、
そ
れ
が
た

と
え
パ
・
ー
カ
ー
に
範
を
と
っ
た
も
の
で
あ
れ
、
高
師
附
小
の
理
論

と
実
践
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
と
み
な
せ
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
彼
は
、
遠
足
で
、
子
ど
も
た
ち
が
「
動
物
学
、
植
物

学
、
農
業
、
商
業
、
工
業
、
地
理
、
地
質
、
人
類
学
、
物
理
学
、

　
　
　
　
　
　
　
9
）

詩
、
修
身
、
作
文
」
を
学
ぶ
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。

彼
の
把
握
で
は
、
遠
足
で
観
察
さ
れ
た
物
事
は
、
子
ど
も
の
後
の

学
習
に
応
用
さ
れ
る
は
ず
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
パ
ー
カ
ー

流
の
「
中
心
統
合
法
」
の
面
目
躍
如
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
樋
口
の
主
張
や
実
践
は
、
各
教
科
が
、
い
わ
ば
、
個
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々
バ
ラ
バ
ラ
に
教
授
を
行
な
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
連

性
や
重
複
に
注
意
し
な
が
ら
、
ま
た
、
事
物
の
総
合
性
に
着
園
し

な
が
ら
、
進
ん
で
い
く
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し

て
、
遠
足
の
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
あ
る
活
動
の
総
合
性
に
着

目
し
、
特
定
の
活
動
を
組
織
す
る
こ
と
で
、
様
々
な
知
識
の
獲
得

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
怯
」
の
よ
う
な
学
習
の
あ
り
方
は
、
や
が
て
高
師
附
小
に

お
い
て
は
、
　
「
尋
常
小
学
地
理
歴
史
理
科
」
で
の
と
り
く
み
を
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
、
　
「
校
外
観
察
」
へ
と
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
②
森
岡
常
蔵
の
「
混
沌
教
授
」

　
上
に
見
た
よ
う
に
、
樋
口
が
「
活
動
主
義
」
の
立
場
か
ら
「
統

合
教
授
」
を
唱
え
て
い
た
頃
、
高
師
附
小
の
訓
導
と
な
っ
た
森
岡

常
蔵
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
「
申
心
統
合
法
」
を
意
識
し
つ
つ
、

小
学
一
年
生
の
入
学
直
後
の
指
導
法
と
し
て
、
　
「
混
沌
教
授
」
と

称
す
る
合
科
的
な
指
導
を
試
み
た
（
一
八
九
七
－
明
治
三
〇
1
年
、

四
月
）
。
前
述
の
と
お
り
、
既
に
前
年
に
樋
口
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
派

へ
の
批
判
を
試
み
、
　
「
活
動
主
義
」
を
唱
え
て
い
た
の
に
と
比
べ

る
と
、
教
授
思
想
か
ら
い
う
と
両
者
は
対
照
的
で
あ
る
。

　
さ
て
、
森
岡
は
、
入
学
当
初
の
子
ど
も
の
状
況
を
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

　
「
今
此
二
入
学
シ
タ
ル
比
等
児
童
ノ
脳
髄
ハ
モ
ハ
ヤ
白
紙
ノ
如

ク
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヘ
ク
又
蝋
版
木
ノ
如
ク
ニ
モ
ア
ラ
サ
ル
ヘ
シ
彼
等

ハ
已
二
六
七
年
ノ
星
霜
ヲ
経
タ
リ
家
庭
ヨ
リ
社
会
ヨ
リ
一
切
環
象

ヨ
リ
種
々
ノ
影
響
ヲ
蒙
リ
居
ル
ナ
リ
其
頭
脳
ハ
疎
雑
ナ
カ
ラ
モ
道

徳
モ
存
シ
数
理
モ
存
シ
博
物
学
モ
歴
史
モ
地
理
モ
其
萌
芽
ヲ
存
ス

即
チ
混
沌
ト
シ
テ
未
ダ
剖
別
セ
ズ
而
カ
モ
漢
澤
ト
シ
テ
芽
ヲ
含
メ

ル
者
ト
謂
ヒ
テ
可
ナ
ラ
ム
彼
等
ノ
心
情
此
ノ
如
シ
此
ノ
混
沌
タ
ル

状
態
ヨ
リ
漸
次
二
明
瞭
ナ
ル
相
見
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ガ
教
授
ノ
手
段

タ
ル
ナ
リ
」

　
子
ど
も
の
頭
の
な
か
に
は
、
学
校
入
学
以
前
か
ら
の
認
識
が
あ

り
、
そ
れ
は
、
　
「
混
沌
」
と
し
て
い
る
の
で
、
学
校
で
の
教
授
は
、

そ
の
状
態
に
対
応
し
た
仕
方
で
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う

の
が
、
森
岡
の
「
混
沌
教
授
」
の
原
理
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
そ
し
て
森
岡
は
、
　
「
縦
二
開
化
史
段
階
説
ノ
関
係
ヲ
有
ス
」
る

の
が
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
理
論
で
あ
る
け
れ
ど
、
さ
し
あ
た
り
自
分

は
、
　
「
横
二
諾
学
科
ノ
関
係
」
を
つ
け
て
い
る
「
申
心
統
合
法
」

に
な
ら
い
、
　
「
メ
ル
ヘ
ン
」
を
教
材
と
し
て
「
混
沌
教
授
」
を
試

み
る
、
と
す
る
。

　
森
岡
が
実
際
に
行
な
っ
た
と
し
て
報
告
し
て
い
る
の
は
、
　
「
舌

切
雀
し
を
材
料
と
し
て
の
二
時
間
の
授
業
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
こ
で
子
ど
も
た
ち
は
、
　
「
修
身
科
」
　
（
「
慈
悲
清
潔
正
直
ノ
諸

徳
」
）
、
　
「
読
書
科
」
、
　
「
算
術
科
」
　
（
登
場
人
物
の
人
数
）
、
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「
理
科
し
　
（
雀
、
糊
、
鋏
な
ど
）
、
　
「
遊
戯
」
　
（
隠
れ
ん
坊
）
を

学
ん
だ
と
い
う
の
が
、
彼
の
「
混
沌
教
授
」
の
実
践
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
森
岡
が
、
理
論
的
に
あ
る
程
度
明
確
な
把
握
を
持
ち
、

ま
た
、
当
否
は
別
と
し
て
子
ど
も
の
学
校
入
学
時
の
状
況
を
踏
ま

え
た
上
で
、
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
実
践
に
取
り
か
か
っ
た
こ
と
は
、

こ
れ
が
単
な
る
思
い
っ
き
か
ら
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
で
し
か

し
、
一
年
生
と
い
う
学
年
の
た
め
か
、
ま
た
森
岡
自
身
の
初
め
て

の
高
師
附
小
で
の
実
践
で
あ
っ
た
た
め
か
、
報
告
を
見
る
隈
り
で

は
、
か
え
っ
て
目
標
が
分
散
し
て
、
こ
じ
つ
け
的
に
複
数
教
科
の

内
容
が
教
授
で
き
た
と
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
し
か
し
、
森
岡
が
、
少
な
く
と
も
、
小
学
校
入
学
当
初
の
子
ど

も
に
対
し
て
、
意
識
的
に
分
科
以
前
の
教
育
を
試
み
よ
う
と
し
て

い
た
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
　
「
舌
切
雀
」
を
題
材
と
す
る
授
業
で
、

多
方
面
に
わ
た
る
教
授
を
組
織
し
た
（
少
な
く
と
も
教
師
の
側
で

は
）
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
も
先
の
樋
口
の
遠
足
と
同
様
、

よ
っ
て
た
つ
理
論
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
総
合
的
な
授
業

あ
る
い
は
活
動
が
め
ざ
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
、
当
時
の
「
統
合
」
を
め
ぐ
る
理
論
的
状
況
の
複
雑
さ
が

み
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
さ
ら
に
両
者
の
違
い
に
着
目
し

て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
も
っ
と
も
大
き
な
相
違
点
と
し
て
、
教
材
を
ど
こ
に
求

め
る
か
、
と
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
樋
口
が
学
校
外
の
自
然
や

社
会
に
そ
の
場
を
求
め
た
の
に
対
し
て
、
森
岡
は
「
メ
ル
ヘ
ン
」

に
こ
れ
を
求
め
た
。
・
」
れ
は
、
　
「
中
心
統
合
法
」
の
「
申
心
」
が
、

パ
ー
カ
ー
の
場
合
、
子
ど
も
の
活
動
お
よ
び
そ
れ
を
準
備
す
る
場

と
し
て
の
地
理
学
を
は
じ
め
と
す
る
「
申
心
教
科
」
に
求
め
ら
れ

る
の
に
対
し
て
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
場
合
（
ラ
イ
ン
ー
デ
寄
圧
1
）

で
は
、
　
「
情
操
教
材
」
が
「
申
心
」
と
さ
れ
、
低
学
年
に
お
い
て

童
話
を
教
材
と
し
て
用
い
る
と
い
う
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
学
校
生
活
に
慣
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ

と
を
問
題
に
す
れ
ば
、
樋
口
の
場
合
、
二
年
生
で
の
実
践
で
あ
り
、

森
岡
は
小
学
校
入
学
直
後
の
子
ど
も
に
対
し
て
行
な
っ
た
、
二
週

間
の
実
践
で
あ
る
、
と
い
う
違
い
は
あ
る
。
し
か
し
、
森
岡
は
、

こ
の
試
み
を
二
週
間
で
打
ち
切
っ
て
、
そ
れ
以
降
は
「
分
科
」
し

た
「
教
科
」
で
の
教
授
に
移
行
し
た
と
し
て
お
り
、
各
「
教
科
」

や
行
事
で
あ
つ
か
う
場
面
を
「
統
合
」
さ
せ
た
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
こ
の
「
混
沌
教
授
」
が
そ
れ
以
降
試
み
ら
れ
た
と
い
う
記
録

は
な
い
け
れ
ど
も
、
後
に
も
森
岡
は
、
小
学
校
に
お
け
る
教
科
数

は
、
教
材
を
統
合
さ
せ
て
い
っ
て
、
少
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
主
張

し
続
け
る
の
で
、
彼
が
「
統
合
」
の
立
場
を
否
定
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
は
な
い
。

　
そ
し
て
森
岡
が
ラ
イ
ン
の
「
統
合
」
案
へ
の
志
向
を
持
ち
続
け
、
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学
校
入
学
後
あ
る
程
度
た
っ
て
も
ラ
イ
ン
流
の
教
材
を
用
い
て

「
統
合
」
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、

彼
が
「
統
合
」
の
「
中
心
」
と
認
め
る
「
修
身
科
」
の
教
材
と
し

て
書
き
下
ろ
し
た
「
盧
敏
三
」
と
い
う
童
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

題
名
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
ラ
イ
ン
ら
が
教
材
と
し
て
用
い
た
デ

ュ
フ
ォ
ー
の
「
ロ
ビ
ン
ソ
ー
。
ク
ル
ー
ソ
ー
物
語
」
を
翻
案
し
た

も
の
で
あ
る
。

　
当
時
高
師
附
小
で
は
、
一
九
〇
三
年
の
『
教
授
細
冒
』
改
訂
に

あ
た
っ
て
、
第
一
部
の
「
修
身
科
」
三
年
生
の
教
材
と
し
て
「
ロ

ビ
ン
ソ
ン
。
ク
ル
ー
ソ
ー
」
を
取
り
入
れ
て
い
た
。
し
か
し
森
岡

は
、
そ
の
ま
ま
で
は
「
我
が
国
の
児
童
に
は
余
り
耳
遠
き
も
の
、

宗
教
に
偏
す
る
も
の
少
な
か
ら
ざ
れ
ば
、
こ
れ
等
を
改
鼠
し
て
一

層
我
が
国
ぶ
り
な
ら
し
め
ん
」
と
し
て
、
こ
の
「
盧
敏
三
」
を
書

　
　
　
　
勾

い
た
と
い
う
。

　
こ
れ
は
、
盧
敏
三
と
い
う
外
国
へ
の
船
旅
を
夢
見
る
少
年
が
、

い
た
ず
ら
心
か
ら
友
人
の
父
親
の
船
に
乗
船
さ
せ
て
も
ら
い
船
旅

に
で
た
と
こ
ろ
、
遭
難
し
、
甫
海
の
孤
島
で
独
力
で
生
き
て
い
か

ざ
る
を
え
な
く
な
る
と
い
う
状
況
設
定
の
童
話
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
こ
で
敏
三
は
、
石
器
を
作
り
狩
り
を
す
る
と
い
う
生
活
か
ら
、

山
羊
を
飼
い
稲
作
を
す
る
と
い
う
生
活
を
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。

そ
の
生
活
の
変
化
の
記
述
か
ら
は
、
　
「
開
化
史
段
階
説
」
の
影
響

も
み
て
と
れ
る
。
そ
し
て
、
　
「
修
身
科
」
の
内
容
と
し
て
の
「
家

族
」
の
ほ
か
、
様
々
な
日
用
的
知
識
（
暦
、
方
角
な
ど
）
も
学
べ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
サ
」
う
し
た
森
岡
の
「
教
材
」
を
み
る
と
、
や
は
り
そ
れ
が
ヘ
ル

バ
ル
ト
派
の
影
響
か
ら
出
て
い
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し

て
、
　
「
統
合
」
の
あ
り
方
と
し
て
も
、
　
「
修
身
科
し
を
申
心
と
し

て
そ
れ
に
関
連
す
る
知
識
が
、
書
物
を
通
し
て
教
授
さ
れ
る
と
い

う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
森
岡
の
「
統
含
」
が
、
樋

口
の
唱
え
る
「
活
動
主
義
」
と
し
て
の
「
統
合
」
と
は
、
教
授
形

態
上
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
一
九
〇
〇
年
前
後
の
高
師
附
小
に
お
け
る
樋

口
と
森
岡
そ
れ
ぞ
れ
の
試
み
を
み
た
だ
け
で
も
、
　
「
統
合
」
を
め

ぐ
っ
て
異
な
る
位
置
づ
け
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当

時
の
教
育
内
容
に
っ
い
て
の
拘
束
か
ら
す
る
と
、
結
果
的
に
子
ど

も
に
学
ば
れ
る
内
容
と
し
て
い
う
と
両
者
は
さ
ほ
ど
違
わ
な
い
も

の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
あ
る
特
定
の
活

動
や
教
材
を
準
傭
し
て
、
そ
こ
か
ら
様
々
な
内
容
を
引
き
出
す
と

い
う
構
造
と
し
て
み
な
す
と
き
、
両
者
の
構
造
は
同
一
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
を
教
授
す
る
方
法
と
し
て
は
、
両
者
は
明
ら
か
に

異
な
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
樋
口
の
場
合
は
、
子
ど

も
の
実
際
の
活
動
を
重
視
し
、
そ
れ
が
申
心
を
な
す
と
い
う
把
握
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の
方
向
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
森
岡
の
場
合
は
、
教
師
の
側
の
準

備
す
る
教
材
が
ど
れ
だ
け
多
く
の
教
授
内
容
を
包
含
し
う
る
か
に

力
点
を
置
い
た
統
含
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
樋
口
・
森
岡
の
こ
う
し
た
「
申
心
統
合
」
の
把
握
の
違
い
は
、

両
者
の
よ
っ
て
立
つ
理
論
の
違
い
と
し
て
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

樋
口
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
へ
の
批
判
を
経
て
「
進
歩
主
義
の
父
」

と
も
呼
ば
れ
る
パ
ー
カ
ー
に
傲
っ
て
お
り
、
森
岡
は
、
あ
く
ま
で

も
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
正
当
な
継
承
者
た
る
ラ
イ
ン
に
準
じ
よ
う
と

し
て
い
る
。

　
明
治
申
期
の
高
師
附
小
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
多
様
な
立
場

か
ら
の
教
育
実
践
。
研
究
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
「
国
定
教
科
書
論
争
」

の
立
場

に
み
る
樋
口
一
森
岡

　
上
に
見
た
よ
う
に
、
樋
口
。
森
岡
の
「
申
心
統
合
」
に
つ
い
て

の
把
握
の
相
違
は
、
両
者
の
よ
っ
て
立
つ
理
論
的
立
場
の
違
い
に

起
因
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
違
い
を
よ
り
鮮
明
に
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
、
彼
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
教
育
理

論
に
依
拠
し
た
の
か
を
二
人
の
国
定
教
科
書
を
め
ぐ
る
論
争
か
ら

考
察
し
た
い
。

　
高
師
附
小
に
お
い
て
、
樋
口
と
森
岡
の
意
見
が
趣
鯖
を
き
た
す

こ
と
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
残
し
て
い
る
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
。

し
か
し
、
先
に
検
討
し
た
実
践
が
な
さ
れ
た
後
に
、
両
者
の
学
校

教
育
ほ
対
す
る
姿
勢
の
違
い
を
浮
き
彫
り
に
す
る
論
争
が
な
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
が
、
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
に
施
行
さ
れ
た

教
科
書
の
国
定
制
度
、
お
よ
び
翌
年
か
ら
発
行
さ
れ
た
国
定
教
科

書
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
樋
口
。
森
岡
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
「
国
定

教
科
書
論
争
」
で
あ
る
。

　
こ
の
論
争
は
、
教
科
書
国
定
後
、
樋
口
が
国
定
教
科
書
批
判
を

精
力
的
に
展
開
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
れ
に
森
岡
が
、
教
科

書
国
定
制
度
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
反
批
判
を
加
え
る
と
い
う
形

で
始
ま
り
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
か
ら
一
九
〇
五
（
明
治

三
八
）
年
に
わ
た
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
樋

口
と
森
岡
の
教
授
法
に
つ
い
て
の
把
握
の
相
違
の
解
明
が
目
的
な

の
で
、
こ
の
論
争
そ
の
も
の
の
全
体
的
な
流
れ
や
背
景
、
ま
た
争

点
に
つ
い
て
の
検
討
は
せ
ず
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に

ゆ
ず
り
た
い
。

　
さ
て
、
樋
口
は
、
ま
ず
「
真
善
美
は
官
定
す
べ
き
に
あ
ら
ず
」

と
し
て
、
こ
の
立
場
か
ら
「
教
科
書
国
定
制
度
の
誤
り
は
極
め
て

明
瞭
な
り
」
、
　
「
国
定
教
科
書
の
制
度
は
、
真
理
を
官
定
し
て
、

研
究
の
自
由
を
束
縛
せ
む
と
す
る
も
の
」
と
、
教
科
書
国
定
の
制
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度
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
樋
口
は
、
さ
ら
に
教
科
書

の
内
容
的
な
欠
陥
も
指
摘
す
る
。
例
え
ば
、
修
身
書
で
は
昔
噺
が

排
斥
さ
れ
て
い
た
り
、
国
語
読
本
で
は
子
ど
も
の
興
味
を
引
き
そ

う
も
な
い
材
料
が
多
か
っ
た
り
、
な
ど
の
具
体
的
な
批
判
を
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
樋
口
は
、
こ
の
よ
う
な
教
科
書
国
定
の

制
度
は
、
諸
外
国
に
も
例
が
な
く
、
社
会
の
病
的
現
象
で
あ
る
と

も
述
べ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
樋
口
の
国
定
教
科
書
批
判
に
対
し
て
森
岡
は
、
　
「
真

善
美
の
官
定
す
べ
か
ら
ざ
る
は
余
之
を
賛
す
」
と
し
て
、
基
本
的

な
立
場
と
し
て
は
樋
口
に
同
意
し
て
い
る
こ
と
を
表
明
す
る
。
し

か
し
森
岡
は
、
教
科
書
の
国
定
化
は
真
理
の
自
由
な
研
究
に
制
限

を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
　
「
学
者
が
教
材
選
択
排
列
の

真
理
を
研
究
す
る
と
、
之
を
応
用
し
て
教
科
書
を
編
纂
し
以
て
教

育
の
実
地
に
用
ひ
し
む
る
と
は
、
事
白
ら
異
る
も
の
あ
る
を
思
へ
」

と
い
う
。
森
岡
は
、
教
材
選
択
、
教
育
内
容
編
成
に
つ
い
て
の
研

究
は
必
要
で
あ
り
、
そ
の
自
由
は
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
実
際
に
使
用
す
る
教
科
書
に
っ
い
て
は
、
国
民
に
必
須
の

知
識
や
遣
徳
を
与
え
る
た
め
に
「
多
大
の
干
渉
を
加
ふ
べ
き
必
要
」

が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
森
岡
は
、
　
「
真
理
の
研
究
は
自
由
な
る
べ
し
」
と
い
う
基
本
的

な
立
場
に
っ
い
て
樋
口
と
一
致
し
て
い
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ

の
「
研
究
の
自
由
」
の
範
囲
は
、
樋
口
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
そ

れ
は
、
そ
の
後
の
論
争
の
な
か
で
、
森
岡
が
結
局
は
国
定
教
科
書

制
度
は
現
在
の
や
む
を
え
な
い
選
択
な
の
で
あ
っ
て
、
サ
」
れ
を
研

究
に
よ
っ
て
改
良
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
と
見
解
を

示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
樋
口
は
、
　
「
真
理
の
研
究
と
実
行
と

を
区
別
」
し
て
い
る
森
岡
の
議
論
は
誤
っ
て
お
り
、
文
部
省
の
著

作
の
み
が
教
科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
、

と
主
張
し
た
。
こ
㍉
」
に
は
、
森
岡
の
教
育
内
容
の
国
家
に
よ
る
統

制
を
必
要
と
し
て
い
る
立
場
と
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
樋
口
の
立
場

と
の
違
い
が
明
確
に
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
森
有
礼
以

来
の
、
学
間
と
教
育
と
の
区
別
と
い
う
枠
組
み
に
照
ら
せ
ば
、
森

岡
は
教
育
学
の
研
究
と
教
育
行
政
と
を
区
別
し
て
い
る
の
に
対
し

て
、
樋
口
は
両
者
を
分
離
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
と
み

な
せ
る
。

　
か
く
し
て
、
こ
の
教
科
書
国
定
化
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
教
育
学

研
究
と
教
育
行
政
（
教
育
実
践
）
の
自
由
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た

論
争
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
樋
口
は
、
研
究
の
自
由
と

実
践
の
自
由
の
両
者
を
主
張
し
、
森
岡
は
、
研
究
に
は
自
由
が
必

要
で
あ
る
が
実
践
に
お
い
て
は
国
家
に
よ
る
統
制
が
必
要
と
い
う

立
場
を
示
し
た
。

　
も
ち
ろ
ん
森
岡
も
、
先
の
「
盧
敏
三
し
の
よ
う
に
、
教
師
が
教
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材
を
自
分
で
作
成
す
る
こ
と
を
奨
励
し
て
は
い
る
。
し
か
し
彼
は
、

教
師
の
カ
量
か
ら
い
っ
て
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
ふ
さ
わ
し
い
も
の

に
な
る
と
は
認
め
て
い
な
い
。
森
岡
は
、
教
師
が
作
っ
た
「
仮
設

的
材
料
」
で
は
「
勢
が
付
け
に
く
・
児
童
も
禿
に
就
い
て
面
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎎

く
感
じ
な
い
」
こ
と
が
多
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
教
師
の
教
材
研
究
、
の
カ
量
に
つ
い
て
の
評
価
も
、
樋

口
と
森
岡
は
異
な
っ
て
い
る
。
上
の
よ
う
な
森
岡
の
評
価
に
対
応

す
る
か
の
よ
う
に
、
樋
口
は
、
自
分
の
国
定
教
科
書
批
判
の
目
的

の
一
つ
と
し
て
、
　
「
教
師
を
し
て
之
（
国
定
教
科
書
）
が
利
用
法

を
発
明
せ
し
め
む
と
し
た
る
な
り
」
と
い
い
、
激
煤
帥
の
手
で
、
教

科
書
の
欠
陥
が
正
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

　
以
上
、
国
定
教
科
書
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
樋
口
と
森
岡
と
の

論
争
の
一
端
を
検
討
し
た
。
そ
の
焦
点
の
一
つ
は
、
教
育
内
容
編

成
に
っ
い
て
の
自
由
の
保
障
を
ど
こ
ま
で
認
め
る
か
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
樋
口
は
、
教
科
書
の
自
由
採
択
を
主
張
し
、
国
定
教

科
書
に
っ
い
て
も
教
師
の
側
か
ら
改
良
し
て
い
く
よ
う
呼
び
か
け

た
。
森
岡
は
、
教
科
書
国
定
制
度
は
や
む
を
え
な
い
こ
と
と
し
な

が
ら
も
、
教
師
の
力
量
に
必
ず
し
も
信
頼
を
お
か
ず
、
既
成
の
国

定
教
材
が
必
要
と
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
樋
口
も
、
そ
の
国
定
教
科

書
批
判
の
立
場
が
国
策
に
み
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
こ
と
わ

っ
て
い
る
の
で
、
教
育
目
的
あ
る
い
は
教
育
内
容
の
多
く
に
つ
い

て
は
、
森
岡
と
食
い
違
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
い
わ
ば
、

両
者
の
認
め
る
国
民
に
必
須
の
知
識
や
道
徳
に
つ
い
て
は
、
多
く

の
部
分
が
共
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
相
違
点
は
、
そ
れ
ら
を
教

え
て
い
く
た
め
の
具
体
的
な
教
材
を
ど
の
よ
う
な
も
の
に
す
る
か
、

そ
し
て
、
そ
れ
を
選
択
す
る
主
体
は
誰
か
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

　
先
に
み
た
よ
う
に
、
｝
」
の
論
争
よ
り
や
や
前
に
、
両
者
は
高
師

附
小
に
お
い
て
、
対
照
的
な
低
学
年
の
申
心
統
合
法
の
実
践
を
試

み
て
い
た
。
そ
の
方
法
上
の
大
き
な
違
い
は
、
樋
口
が
子
ど
も
の

活
動
に
統
合
の
中
心
を
求
め
た
の
に
対
し
て
、
森
岡
の
場
合
は
、

教
師
の
準
備
し
た
物
語
の
教
材
で
あ
っ
た
。
教
科
書
国
定
化
を
め

ぐ
っ
て
の
両
者
の
論
争
で
は
、
教
育
方
法
と
し
て
の
子
ど
も
の
活

動
重
視
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
樋
口
が
教

材
選
択
、
編
成
の
自
由
を
教
師
に
保
障
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い

る
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
そ
れ
は
、
固
定
さ
れ
た
教
材
に
よ
っ

て
教
育
内
容
を
統
制
す
る
こ
と
よ
り
も
子
ど
も
の
興
昧
や
活
動
を

生
か
す
余
地
を
も
っ
て
い
る
主
張
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
大
き
な
両
者
の
違
い
は
、
樋
口
が
、
実
践
に
あ

っ
て
は
教
え
る
も
の
よ
り
も
学
ぶ
も
の
を
重
視
し
、
教
材
編
成
に

あ
っ
て
は
、
統
制
す
る
も
の
よ
り
も
教
え
る
も
の
を
重
視
し
た
点

に
象
徴
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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五
　
本
研
究
の
成
果
と
今
後
の
課
題

　
以
上
、
明
治
申
期
の
高
師
附
小
の
教
育
実
践
。
研
究
の
条
件
、

そ
し
て
こ
れ
ら
の
上
に
可
能
で
あ
っ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
試
み
を
み
た
。

繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、
樋
口
の
「
活
動
主
義
」
は
、
そ
の
後
の

「
新
教
育
」
の
先
駆
で
あ
り
、
ま
た
、
例
え
ば
芦
田
恵
之
助
を
経

て
、
深
層
に
お
い
て
日
本
の
教
授
法
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
み

る
こ
と
が
で
き
、
一
方
、
森
岡
の
立
場
は
、
い
わ
ば
オ
ー
ソ
ド
ッ

ク
ス
な
教
授
法
研
究
（
あ
る
い
は
教
育
学
研
究
）
の
ひ
と
つ
と
み

な
せ
る
。

　
し
か
し
、
両
者
は
単
に
対
立
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
高
師
附

小
全
体
の
研
究
の
進
展
と
し
て
考
え
た
と
き
に
は
、
む
し
ろ
相
互

の
交
流
を
通
じ
て
よ
り
新
し
い
教
授
法
を
開
発
し
よ
う
と
し
て
い

た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
例
え
ば
、
こ
こ
で
検
討
し
た
樋
口
の
実
践

の
直
後
に
、
低
学
年
の
教
授
法
と
し
て
直
観
教
授
を
と
り
い
れ
、

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
内
容
を
集
め
て
編
成
し
た
「
尋
常
小
学

地
理
歴
史
理
科
」
の
特
設
の
申
心
者
で
あ
っ
た
棚
橘
の
場
合
、
樋

口
の
「
活
動
主
義
」
に
賛
同
し
、
協
力
し
て
い
る
一
方
で
、
彼
が

樋
口
の
担
任
し
た
学
級
を
継
続
し
て
担
任
し
た
と
き
に
は
、
　
「
規

律
も
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
感
想
を
も
ち
、
訓
練
の
必
要
性
を
強

調
す
る
よ
う
に
な
る
。
い
わ
ば
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
、
研
究

が
進
め
ら
れ
た
と
い
え
る
。

　
た
だ
し
、
　
「
国
定
教
科
書
論
争
」
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
樋
口

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
新
教
育
」
の
担
い
手
と
、
森
岡
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
な
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
教
育
学
研
究
者
、
教
育
行
政

官
と
の
間
に
は
、
教
育
内
容
編
成
の
主
体
を
ど
こ
に
求
め
る
か
に

つ
い
て
の
越
え
難
い
溝
が
あ
っ
た
。
樋
口
と
森
岡
の
場
合
は
、
す

で
に
胎
動
し
て
い
た
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
i
」
の
風
潮
の
影
響
か
、

両
者
「
真
善
美
の
研
究
の
自
由
の
保
障
」
と
い
う
点
で
は
賛
同
し

て
い
た
。
し
か
し
、
具
体
的
な
そ
の
手
立
て
の
レ
ベ
ル
で
は
、
つ

い
に
両
者
の
論
が
一
致
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
そ
の

後
の
い
わ
ゆ
る
「
大
正
自
由
教
育
」
の
実
践
場
面
で
も
主
張
者
を

か
え
て
度
々
争
わ
れ
る
間
題
で
あ
る
。

　
「
中
心
統
合
法
」
と
い
う
教
材
編
成
。
教
授
法
を
例
に
す
る
と

き
、
そ
の
立
場
の
違
い
は
、
一
九
〇
〇
年
前
後
か
ら
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
今
回
は
、
樋
口
。
森
岡
の
実
践
に
つ

い
て
の
み
と
り
あ
げ
た
が
、
よ
り
広
く
低
学
年
教
授
法
の
改
造
と

し
て
、
さ
ら
に
多
く
の
事
例
を
検
討
す
る
こ
と
、
ま
た
、
樋
口
。

森
岡
を
み
る
だ
け
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
当
時
「
中
心
統
合
法
」

あ
る
い
は
教
授
法
改
造
を
め
ぐ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
外
国
教
授
法
の

検
討
、
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
樋
口
。
森
岡
の
論
争
に
か
か
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わ
っ
て
、
当
時
の
教
育
内
容
編
成
を
め
ぐ
る
状
況
を
検
討
す
る
必

要
も
あ
ろ
う
。
特
に
、
後
者
の
課
題
は
、
日
本
の
当
時
の
状
況
を

よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
注

ω
　
東
京
高
等
師
範
学
校
附
属
小
学
校
岬
東
京
高
等
師
範
学
校
紀
要
　
小

　
学
校
教
授
細
目
姑
、
一
九
〇
三
年
。

ω
樋
口
の
実
践
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の

　
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
梅
根
悟
「
日
本
の
新
教
育
運
動
－
大
正
期
新
学
校
に
つ
い
て
の
若
干
の

　
ノ
ー
ト
」
、
東
京
教
育
。
大
学
教
育
学
研
究
室
編
門
教
育
大
学
講
座
　
第

　
三
巻
　
日
本
教
育
史
』
、
金
子
書
房
、
一
九
五
一
年
。

　
梅
根
悟
「
社
会
科
の
歴
史
」
、
石
山
脩
平
他
編
集
門
教
育
文
化
史
体
系

　
n
』
、
金
子
書
房
、
一
九
五
四
年
。

　
中
野
光
門
大
正
自
由
教
育
の
研
究
』
、
黎
明
書
房
、
一
九
六
八
年
。

　
石
戸
谷
哲
夫
「
解
説
」
、
樋
口
勘
次
郎
門
統
合
主
義
新
教
授
法
』
教
育

　
名
著
叢
書
⑥
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
二
年
。

　
州
合
章
門
近
代
日
本
教
育
方
法
史
』
、
青
木
書
店
、
一
九
八
五
年
。
等
。

㈹
　
ω
と
同
じ
、
二
五
二
頁
。

ω
　
棚
橘
源
太
郎
『
尋
常
小
学
に
於
け
る
実
科
教
授
法
　
全
』
、
金
港
堂
、

　
一
九
〇
二
年
、
二
頁
。

㈲
　
高
師
の
校
長
と
し
て
の
嘉
納
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
博
雄
叩
東
京
教
育

　
大
百
年
史
』
、
図
書
文
化
社
、
一
九
七
八
年
、
等
を
参
照
。

㈹
　
棚
橋
源
太
郎
「
附
属
小
学
校
時
代
の
思
い
出
」
、
初
等
教
育
研
究
会

　
門
教
育
研
究
』
第
四
八
六
号
、
一
九
三
八
年
九
月
号
、
一
一
八
－
二

　
九
頁
。

ω
　
樋
口
勘
次
郎
門
統
合
主
義
新
教
授
法
』
、
同
文
館
、
一
八
九
九
年
、

　
六
四
－
五
頁
。

㈱
　
同
上
書
、
一
七
頁
。

⑨
　
同
上
書
、
二
八
－
二
九
頁
。

征
Φ
　
東
京
高
等
師
範
学
校
附
属
小
学
校
編
纂
判
小
学
校
教
授
細
圓
』
、
大

　
日
本
図
書
、
一
九
〇
七
年
。

ω
　
森
岡
常
蔵
「
余
カ
経
験
」
、
　
岬
東
京
蓉
渓
会
雑
誌
』
一
七
九
号
、
東

　
京
蓉
渓
会
事
務
所
、
一
八
九
七
年
二
万
二
〇
日
、
三
一
頁
。

ω
　
同
上
書
、
三
三
頁
。

㈹
　
同
上
書
、
三
五
頁
。

σ
幻
森
岡
は
、
　
「
盧
敏
三
」
を
『
教
育
㎏
誌
上
に
七
固
運
載
し
て
い
る

　
（
答
渓
会
門
教
育
』
、
第
四
十
八
号
－
一
九
〇
四
年
二
月
、
四
十
九
号

　
－
一
九
〇
四
年
三
月
、
五
ナ
一
号
－
一
九
〇
四
年
五
月
、
五
十
二
号
－

　
一
九
〇
四
年
六
月
、
五
十
五
号
－
一
九
〇
四
隼
九
月
、
五
十
六
号
－
一

　
九
〇
四
年
一
〇
月
、
五
十
七
号
－
一
九
〇
四
年
二
月
）
。
話
は
完
結

　
し
て
お
ら
ず
、
　
門
教
育
』
の
そ
れ
以
降
の
号
に
違
載
さ
れ
た
形
跡
は
な

　
い
。

　
　
な
お
、
森
岡
が
「
混
沌
教
授
」
の
試
み
の
後
も
教
科
・
教
材
の
統
含

　
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
文
章
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
森
岡
「
教

　
科
案
論
の
一
研
究
」
　
（
蓉
渓
会
閉
教
育
』
第
四
十
五
号
、
一
九
〇
四
年

　
八
月
）
、
　
刊
教
育
学
精
義
』
　
（
同
文
館
、
一
九
〇
六
）
の
「
第
十
七
章

　
教
科
案
の
諸
間
題
に
競
き
て
」
等
を
参
照
。

㈹
　
樋
口
勘
次
郎
「
教
科
書
国
定
制
度
論
に
つ
き
て
森
岡
常
蔵
君
に
答

　
ふ
」
、
教
育
学
術
研
究
会
編
閉
教
育
学
術
界
』
第
十
巻
第
五
号
、
一
九

　
〇
五
年
二
月
（
こ
の
部
分
の
樋
口
の
教
科
書
批
判
は
へ
　
「
教
科
書
国
定

　
制
度
を
難
ず
」
と
い
う
一
九
〇
四
隼
二
一
月
の
演
説
の
再
録
）
。
な
お
、

　
こ
の
論
争
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
久
木
幸
男
「
国
定
教
科

　
書
諭
争
」
、
久
木
他
編
刊
日
本
教
育
論
争
史
録
・
第
二
巻
　
近
代
編
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（
下
）
』
、
第
一
法
規
、
一
九
八
○
隼
、
等
を
参
照
。

　
森
岡
常
蔵
「
樋
口
勘
次
郎
君
の
国
定
教
科
書
批
評
を
読
む
」
、
客
渓

会
門
教
育
痘
錦
五
十
八
号
、
一
九
〇
四
年
二
月
。

　
劫
と
同
じ
。

　
森
岡
常
蔵
叩
各
科
教
授
法
精
義
』
、
同
文
館
、
一
九
〇
五
年
、
四
五

頁
。　

樋
口
勘
次
郎
「
国
家
社
会
主
義
教
育
学
本
論
附
録
　
国
定
修
身
書
批

評
」
、
樋
口
岬
国
家
社
会
主
義
教
育
学
本
論
』
、
同
文
館
、
一
九
〇

五
、
六
三
頁
。
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