
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
二
般
教
育
学
』
に
お
け
る
「
教
育
的
関
係
」
諭
の
展
開

　
　
－
精
神
科
学
的
教
育
学
派
「
第
二
世
代
」
に
よ
る
ノ
ー
ル
の
「
教
育
的
関
係
」
論
の
継
承
と
発
展
1

助
　
川
　
晃
　
洋

亙
　
研
究
の
冨
的
と
方
法

　
「
教
育
的
関
係
」
（
り
陣
尉
習
阻
。
。
昏
竃
艶
⑪
墨
町
田
）
な
る
概
念
は
、

1
9
2
0
1
3
0
年
代
に
、
ノ
ー
ル
（
饒
竃
冒
竃
岩
◎
匡
）
に
よ

っ
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ノ
ー
ル
は
「
教
育
的
関
係
」
を

「
教
育
者
の
被
教
育
者
に
対
す
る
人
格
的
関
係
」
ω
と
定
義
し
、

さ
ら
に
「
教
育
の
基
礎
は
、
成
熟
し
た
人
間
の
成
長
し
つ
つ
あ
る

人
間
に
対
す
る
情
熱
的
な
関
係
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
成
長
し

つ
つ
あ
る
人
間
自
身
の
た
め
の
、
彼
が
自
已
の
生
と
そ
の
形
式
に

至
る
た
め
の
関
係
で
あ
る
」
ω
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
大
人
に

対
す
る
子
ど
も
の
未
成
熟
さ
を
前
提
と
し
、
人
格
的
か
つ
情
緒
的

に
保
障
さ
れ
た
共
同
体
の
中
で
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
、
ノ

ー
ル
の
「
教
育
的
関
係
」
は
、
様
々
な
批
判
を
被
り
な
が
ら
も
基

本
的
に
は
ド
イ
ツ
教
育
学
の
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
っ
た
。
特
に

「
教
育
的
関
係
」
は
、
精
神
科
学
的
教
育
学
派
に
属
す
る
教
育
学

者
に
よ
っ
て
共
通
の
関
心
事
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

我
々
は
精
神
科
学
的
教
育
学
派
に
お
け
る
ノ
ー
ル
に
後
続
す
る
世

代
の
う
ち
に
、
「
教
育
的
関
係
」
論
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
動
き

を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
二
方
で
は
ノ
i
ル
の

根
本
的
洞
察
と
結
び
つ
き
、
し
か
し
他
方
で
は
異
な
っ
た
ア
ク
セ

ン
ト
を
置
く
」
㈹
と
い
う
形
で
、
そ
れ
を
実
践
し
て
い
る
人
物
と

し
て
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
（
牽
饒
宥
臣
雪
甘
歓
竃
）
の
名
が
挙
げ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
は
、
古
典
的
な
意
味
に
お
け
る
精
神
科
学
的
教

育
学
派
の
最
後
の
後
継
者
で
あ
る
。
ま
た
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
忠

実
な
デ
ィ
ル
タ
イ
学
徒
と
し
て
、
ド
イ
ツ
教
育
学
の
正
統
の
系
譜

に
身
を
置
き
つ
つ
も
、
各
学
派
に
対
し
て
公
正
な
態
度
で
臨
み
、

学
派
間
の
壁
を
越
え
た
教
育
学
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
探
究
し
続
け

て
い
た
。
1
9
8
9
年
に
出
版
さ
れ
た
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
1
0
0
歳
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記
念
論
文
集
『
教
育
科
学
に
お
け
る
流
派
の
争
い
と
教
育
学
的
合

血
恩
』
　
（
射
川
o
プ
叶
臼
箏
σ
q
ω
㎝
汁
哨
Φ
宗
｛
箏
創
Φ
哨
国
哨
N
甘
①
ぼ
自
箏
σ
q
⑫
糞
｝
ω
⑰
①
饒
ω
o
げ
閨
津

¢
邑
り
艶
晶
◎
阻
繋
副
く
⑦
易
汁
ぎ
ρ
一
習
晶
）
の
執
筆
に
、
多
数
の

教
育
学
者
が
参
加
し
て
い
る
の
は
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
そ
う
し
た

学
究
的
態
度
の
反
映
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
は
、

1
9
9
0
年
－
月
2
1
日
に
不
帰
の
客
と
な
っ
た
が
、
そ
の
広
範

な
理
論
的
－
実
践
的
営
為
が
、
長
き
に
渡
っ
て
ド
イ
ツ
教
育
学
界

を
支
え
て
き
た
と
い
う
功
績
は
、
決
し
て
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
本
研
究
に
お
い
て
筆
者
は
、
，
こ
の
フ
リ
ッ
ト
ナ

i
に
と
り
わ
け
注
目
す
る
。
そ
し
て
精
神
科
学
的
教
育
学
派
の
代

表
者
の
一
人
と
み
な
さ
れ
る
ノ
ー
ル
の
「
教
育
的
関
係
」
論
が
、

同
じ
く
精
神
科
学
的
教
育
学
派
に
属
す
る
他
の
教
育
学
者
、
つ
ま

り
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
に
よ
っ
て
い
か
に
継
承
さ
れ
、
発
展
せ
ら
れ
た

の
か
を
解
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
本
研
究
の
目
的
は
、
『
一
般
教
育
学
』
（
》
二
σ
q
①
冒
①
訂
Φ

憎
艶
晶
◎
阻
所
）
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
展

開
さ
れ
て
い
る
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
「
教
育
的
関
係
」
論
が
い
か
な

る
特
質
を
有
し
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
そ
れ
が
ノ
ー
ル
の
「
教
育

的
関
係
」
論
に
対
し
て
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
の
二
点
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
研
究
の
論
点

は
、
主
と
し
て
次
の
四
点
で
あ
っ
た
。
そ
の
第
一
は
、
改
革
教
育

学
運
動
期
に
お
け
る
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
と
「
青
年
運
動
」

（
ら
¢
σ
q
⑦
賞
創
ぽ
①
糞
Φ
σ
q
負
饒
σ
q
）
、
「
民
衆
大
学
運
動
」

（
く
◎
寿
ω
ぼ
g
ぽ
窒
げ
巳
ぽ
③
章
Φ
⑰
q
¢
蝪
α
q
）
及
び
「
成
人
教
育
」

（
国
ド
嵩
馨
尉
竃
竃
冨
崖
■
β
σ
q
）
と
の
か
か
わ
り
、
第
二
は
、
第
二

次
世
界
大
戦
後
に
、
い
わ
ゆ
る
「
内
的
学
校
改
革
」
（
巨
箏
蟹
①

c
◎
蟹
邑
轟
冷
亀
冒
）
に
加
わ
っ
た
教
育
改
革
者
と
し
て
の
フ
リ
ッ
ト

ナ
ー
の
大
学
教
育
や
中
等
教
育
に
関
す
る
見
解
の
検
討
、
第
三

は
、
『
現
代
に
お
け
る
教
育
科
学
の
自
已
理
解
』
（
箏
塞

o
◎
色
訂
才
蟹
象
欝
φ
邑
ω
q
簑
国
『
N
－
県
¢
欝
σ
q
ω
ま
ω
器
易
詳
堅
巨
創
③
噌

Ω
晶
窪
糞
費
叶
）
に
お
い
て
代
表
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、

フ
リ
ッ
ト
ナ
i
に
よ
る
「
解
釈
学
的
－
実
践
的
教
育
学
」

（
げ
窪
冒
竃
讐
臣
監
－
層
潟
肩
妙
叶
ポ
監
Φ
勺
艶
陣
習
魁
隊
）
と
し
て
の
教

育
学
の
科
学
的
性
格
の
基
礎
づ
け
の
間
題
、
そ
し
て
第
四
は
、

『
一
般
教
育
学
』
の
第
－
章
「
教
育
の
現
象
」
（
箏
銘
噌
ヴ
瞥
◎
嘗
蟹

創
電
国
蟹
川
浄
負
賞
σ
q
）
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
「
人
間
と
教
育

の
四
つ
の
見
方
」
（
≦
竃
O
◎
ぎ
軍
奏
臥
ω
曾
皆
⑫
竃
③
易
監
竃
貞
饒
創

創
竃
爵
江
県
¢
螢
胴
）
の
紹
介
と
検
討
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
第
四
の

論
点
は
、
本
研
究
と
同
じ
く
『
一
般
教
育
学
』
を
分
析
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
取
り
組
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
こ
で
は
同
書
第
2
章

の
内
容
が
組
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
本
研
究

は
、
『
一
般
教
育
学
』
の
第
2
章
「
教
育
学
の
基
礎
概
念
」
（
良
Φ
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り
陣
歓
唱
阻
繋
ぼ
Φ
暮
夢
夢
Φ
鵯
甘
摩
）
に
お
い
て
「
教
育
共
同
体
－

教
育
的
関
係
」
（
皇
⑦
国
竃
ポ
げ
良
螢
鵯
鴇
竃
⑪
庄
ω
島
良
叶
白
竃

り
監
晶
◎
阻
窒
ぼ
飼
蟹
晶
）
と
い
う
表
題
の
下
に
論
じ
ら
れ
た
部

分
を
主
た
る
研
究
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
本
研
究
で
は
、
上
記
の
冒
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
三

つ
を
研
究
方
法
と
し
て
設
定
す
る
。
第
一
は
、
精
神
科
学
的
教
育

学
派
に
お
い
て
「
教
育
的
関
係
」
が
共
通
の
関
心
事
で
あ
る
こ
と

の
確
認
で
あ
る
。
精
神
科
学
的
教
育
学
を
他
の
教
育
学
的
思
潮
か

ら
区
別
せ
し
め
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
「
笥
教
育
的
関
係
』
論

の
展
開
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
。
第

二
は
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
「
教
育
的
関
係
」
論
の
特
質
の
解
明
で

あ
る
。
「
教
育
的
関
係
」
を
他
の
生
の
諸
関
係
か
ら
区
別
せ
し
め

る
独
自
性
は
何
か
、
「
教
育
的
関
係
」
の
あ
り
方
が
い
か
に
類
型

的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
か
、
「
教
育
的
」
と
称
す
る
に
ふ
さ
わ
し

い
教
育
者
と
被
教
育
者
の
関
係
を
構
成
す
る
条
件
は
何
か
の
三
点

を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
第
三
は
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
と
ノ
ー
ル

の
「
教
育
的
関
係
」
論
の
比
較
検
討
で
あ
る
。
ノ
i
ル
ー
フ
リ
ッ

ト
ナ
ー
間
に
お
け
る
、
「
教
育
的
関
係
」
に
関
す
る
思
想
的
連
続

性
を
見
出
す
た
め
に
、
両
者
の
見
解
の
共
通
点
一
相
違
点
を
抽
出

し
、
順
次
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
さ
ら
に
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー

の
「
教
育
的
関
係
」
論
に
つ
い
て
の
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
及

び
評
価
の
正
当
性
も
吟
味
す
る
こ
と
に
す
る
。

n
精
神
科
学
的
教
育
学
派
に
お
け
る

「
教
育
的
関
係
」
へ
の
関
心

　
1
　
精
神
科
学
的
教
膏
学
派
の
特
徴

　
丸
山
高
司
の
『
人
間
科
学
の
方
法
論
争
』
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ

に
お
い
て
「
自
然
科
学
」
（
買
牡
罵
峯
ポ
箒
易
影
臥
叶
）
に
対
抗
し

て
登
場
す
る
「
精
神
科
学
」
（
Ω
直
落
霧
峯
ぼ
。
。
⑪
婁
監
路
叶
）
と
い
う

用
語
は
、
ヱ
8
4
9
年
に
ミ
ル
（
夢
ぽ
豊
c
Q
ざ
翼
叶
富
畠
）
の
『
論

理
学
体
系
』
（
陣
c
o
壱
皆
竃
良
5
阻
⑰
）
が
独
訳
さ
れ
た
と
き
に
、

「
遺
徳
科
学
し
（
竃
寓
巴
繋
ポ
屋
Φ
）
の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た

の
が
普
及
の
発
端
で
あ
る
ω
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
を
術
語
及
び

学
的
方
法
と
し
て
決
定
づ
け
た
人
物
は
、
や
は
り
デ
ィ
ル
タ
イ

（
奉
帥
蟹
巴
冒
良
牌
臣
選
）
で
あ
ろ
う
。
1
8
8
3
年
刊
行
の
『
精

神
科
学
序
説
』
（
嚢
邑
県
冒
σ
Q
庄
亀
⑪
Ω
あ
落
⑩
ω
ま
ω
器
霧
艮
津
窪
）

に
お
い
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
自
然
科
学
に
対
し
て
「
知
識
の
地
球

儀
（
α
q
ぎ
ざ
ω
歓
置
｝
9
ぎ
娑
ω
）
の
他
の
半
分
」
を
表
す
「
歴
史

的
一
杜
会
的
現
実
を
対
象
と
す
る
諸
科
学
の
全
体
」
を
精
神
科
学

と
命
名
し
、
そ
れ
の
哲
学
的
一
方
法
論
的
基
礎
づ
け
と
具
体
的
な

理
論
展
開
に
心
血
を
注
い
だ
の
で
あ
る
㈲
。
そ
し
て
古
く
は
シ
ュ
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ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
（
句
ユ
Φ
津
ざ
ぼ
o
陣
艮
巴
国
哨
壌
艮

○
り
昏
置
簑
冒
馨
げ
竃
）
に
ま
で
遡
り
つ
つ
も
、
直
接
に
は
こ
の
デ

ィ
ル
タ
イ
の
影
響
下
に
お
い
て
成
立
し
、
ワ
イ
マ
…
ル
期
に
発
展

を
遂
げ
、
ナ
チ
ス
支
配
下
の
暗
闇
を
く
ぐ
り
抜
け
て
、
第
二
次
世

界
大
戦
後
の
お
よ
そ
1
9
6
0
年
代
に
至
る
ま
で
ド
イ
ツ
教
育
学

の
支
配
的
地
位
を
占
め
て
い
た
思
潮
の
総
称
が
精
神
科
学
的
教
育

学
な
の
で
あ
る
。

　
精
神
科
学
的
教
育
学
派
の
代
表
者
と
し
て
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
を

筆
頭
に
、
ノ
ー
ル
、
リ
ツ
ト
（
弓
冨
a
亀
崖
も
、
シ
ュ
プ
ラ
ン

ガ
ー
（
国
弘
偉
陣
＆
o
り
唱
墨
樽
σ
q
竃
）
、
ヴ
ェ
ー
ニ
ガ
i
（
箇
ユ
序

事
農
耐
亀
）
、
フ
リ
ツ
ト
ナ
ー
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
場
合
に

よ
っ
て
は
ボ
ル
ノ
ウ
（
◎
津
◎
厚
ポ
亀
ざ
ぼ
固
邑
竃
詞
）
、
ケ
ル
シ

ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ナ
i
（
寂
◎
轟
肉
Φ
易
監
窪
ω
訂
歓
竃
）
、
ラ
ン
ゲ
フ

エ
ル
ト
〈
竃
鷲
叶
ぎ
易
』
弩
ご
竃
鴇
室
5
）
等
の
名
前
が
加
え
ら

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
彼
ら
は
師
弟
関
係
や
友
人
関
係
に
よ
っ
て
個

人
的
に
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
し
か
し
彼
ら
が
明
確
な
一
つ
の

学
派
を
形
成
し
て
い
た
の
か
、
ど
れ
ほ
ど
の
学
的
統
一
性
を
有
し

て
い
た
の
か
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
疑
間
が
投
じ
ら
れ
て
い
る
。

む
し
ろ
今
日
の
研
究
成
果
は
、
そ
の
多
様
性
を
強
調
し
て
い
る
よ

う
に
さ
え
思
え
る
。
例
え
ば
『
教
育
学
入
門
』
（
黒
鐵
註
ぽ
署
賢
σ
q
ぎ

監
⑦
勺
艶
顯
胴
晶
岸
）
に
お
い
て
ラ
サ
ー
ン
（
射
¢
夢
罵
ビ
興
覇
浄
幻
）

は
、
「
確
固
と
し
た
『
学
派
』
と
い
う
意
味
で
の
精
神
科
学
的
教

育
学
は
（
中
略
）
存
在
し
な
い
」
、
「
共
通
点
は
、
た
だ
思
想
伝
統

の
非
常
に
粗
い
枠
組
み
に
、
お
そ
ら
く
は
共
通
の
世
代
体
験
に
包

ま
れ
て
い
る
こ
と
に
、
そ
し
て
時
と
し
て
多
様
な
個
人
的
結
び
つ

き
に
お
い
て
存
す
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
㈹
。
し
か
し

精
神
科
学
的
教
育
学
と
総
称
さ
れ
る
限
り
、
そ
れ
は
他
の
教
育
学

的
思
潮
か
ら
自
ら
を
判
然
と
画
す
る
特
徴
を
有
し
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
そ
こ
に
属
す
る
教
育
学
者
が
、
そ
の
多
様
性
及
び
相
違
点

を
越
え
て
通
有
し
、
自
ら
を
独
自
の
立
場
た
ら
し
め
る
本
質
的
な

特
徴
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
と

し
て
抽
出
さ
れ
る
事
柄
は
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
ヴ
ル
フ

（
O
亭
川
黒
層
ぼ
考
巳
｛
）
が
『
教
育
科
学
の
理
論
と
構
想
』

（
夢
置
窪
賃
邑
窟
汗
江
蟹
国
艮
Φ
げ
員
翌
霧
竃
露
）
に
お

い
て
示
し
た
次
の
五
点
は
代
表
的
で
あ
る
ω
。

　
①
教
育
に
お
け
る
理
論
と
実
践
の
関
係
の
究
明

　
②
教
育
学
の
「
相
対
的
自
律
性
」
（
邑
暮
謡
浜
艮
竃
◎
邑
Φ
）

　
　
の
要
求

　
③
「
教
育
現
実
」
（
畢
臥
昏
竃
σ
q
署
岸
震
昏
駈
甘
仲
）
及
び
教

　
　
育
学
の
歴
史
性
の
意
識
化

④
教
育
学
研
究
方
法
と
し
て
の
解
釈
学
的
方
法
の
採
用

⑤
「
教
育
的
関
係
」
論
の
展
開
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な
お
こ
の
う
ち
の
①
か
ら
④
に
つ
い
て
は
、
ク
ラ
フ
キ

（
峯
色
碕
習
胴
匿
蔭
甘
）
が
「
批
判
的
－
構
成
的
理
論
と
し
て
の
教

育
科
学
」
（
肉
竃
岬
島
臼
誉
α
q
ω
ま
霧
③
寡
夢
閏
津
巴
ω
町
峯
署
甲

酊
易
宵
艮
戌
話
弓
ぼ
竃
甘
⑪
）
に
お
い
て
掲
げ
た
精
神
科
学
的
教
育

学
の
特
徴
と
同
一
で
あ
る
⑧
。
そ
の
四
点
が
意
味
す
る
詳
し
い
内

容
は
、
す
で
に
浩
翰
な
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
研
究
書
で
あ
る
『
現
代
ド

イ
ツ
教
育
学
説
史
研
究
序
説
』
に
お
い
て
、
小
笠
原
道
雄
が
前
掲

論
文
に
お
け
る
ク
ラ
フ
キ
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
詳
し
く
紹
介
し

て
い
る
の
で
⑨
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。

　
本
研
究
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
べ

き
項
目
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
⑤
で
あ
る
。
但
し
⑤
は
、
本
来
は

①
、
②
、
③
、
④
と
の
関
連
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
間
題
で

あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
教
育
学
の
相
対
的
自
律
性
を
基
礎
づ
け
る
の

が
、
他
の
客
観
的
諸
勢
力
に
よ
っ
て
は
侵
食
さ
れ
な
い
独
自
の
空

間
と
し
て
の
「
教
育
的
関
係
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
教
育
的

関
係
は
、
科
学
と
し
て
の
教
育
学
の
解
放
に
そ
の
本
質
的
機
能
」

ω
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま

た
精
神
科
学
的
教
育
学
が
解
釈
の
対
象
と
す
る
コ
ア
キ
ス
ト
」

（
宗
茎
）
と
は
、
単
に
教
育
に
関
す
る
「
文
献
」
を
意
味
す
る
だ

け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
学
的
認
識
の
出
発
点
と
し
て
の
教
育
現

、
実
も
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
バ
ル
テ
ル
ス
（
竃
弩
ω
固
馨
汁
色
ω
）
の

『
ヘ
ル
マ
ン
一
ノ
ー
ル
の
教
育
学
』
（
皇
⑱
噌
艶
晶
◎
阻
吋
饒
窪
冒
嘗

老
◎
巨
ω
）
に
よ
れ
ば
、
「
教
育
的
関
係
」
は
「
教
育
現
実
の
『
核

細
胞
』
（
肉
窪
竃
邑
⑯
）
」
川
と
し
て
、
教
育
の
理
論
と
実
践
の
た

め
の
出
発
点
を
形
成
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
教
育
現
実
を

歴
史
的
。
体
系
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
最
終
的
に
現
実
の

教
育
間
題
に
関
与
し
、
実
践
に
援
助
を
与
え
る
申
」
と
を
精
神
科
学

的
教
育
学
は
企
図
し
て
い
る
。
こ
甲
」
に
ヴ
ェ
ー
ニ
ガ
ー
の
「
教
育

に
お
け
る
理
論
と
実
践
」
（
良
蟹
蔚
慶
劇
津
鼠
ω
歓
腎
鈎
鼠
陰
員
屯

に
典
型
的
な
「
実
践
の
優
位
」
（
軍
臣
牡
創
竃
掌
熊
む
ω
の
原

則
を
、
我
々
は
見
て
取
る
甲
」
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
傾

向
は
、
ノ
ー
ル
の
「
教
育
的
関
係
」
論
に
お
い
て
も
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
「
教
育
的
関
係
か
ら
教
育
的
楯
互
作
用
へ
」
（
く
◎
竃

鳳
歓
α
q
亀
。
鉋
昏
竃
黒
塞
鴛
胃
り
監
晶
鼠
ω
昏
竃
ぎ
導
降
ま
簿
）

に
お
い
て
ク
ロ
ー
ン
（
津
甘
＆
艮
淳
糞
・
寧
竃
）
は
、
「
教
育
的
関

係
」
論
を
定
式
化
し
た
ノ
ー
ル
の
関
心
と
し
て
「
『
実
践
に
よ
る

実
践
の
た
め
の
』
（
く
竈
弘
竃
軍
置
。
。
凄
噌
監
Φ
津
震
涼
）
教
育
理

論
の
発
展
」
㈹
を
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
改
革
教
育
学
運
動
の
渦

中
に
お
い
て
、
ノ
ー
ル
は
そ
の
科
学
的
反
省
の
必
要
を
認
め
、
そ

し
て
そ
の
対
象
を
「
教
育
的
関
係
」
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
「
教
育
的
関
係
」
は
、
教
育
学
の
相
対
的
自
律
性
を
主
張

す
る
際
の
根
拠
で
あ
り
、
教
育
現
実
を
歴
史
的
一
体
系
的
に
解
釈
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す
る
際
の
基
礎
で
あ
り
、
さ
ら
に
実
践
の
た
め
の
理
論
を
構
築
す

る
際
の
反
省
の
対
象
な
の
で
あ
る
。
「
教
育
的
関
係
」
論
の
展
開

は
精
神
科
学
的
教
育
学
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
精

神
科
学
的
教
育
学
の
独
自
性
を
表
す
他
の
特
徴
と
密
接
に
関
連
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
2
　
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
世
代
的
。
学
説
史
的
位
置

　
一
般
に
精
神
科
学
的
教
育
学
派
に
お
い
て
、
「
教
育
的
関
係
」

論
の
幡
矢
と
み
な
さ
れ
る
人
物
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
で
あ
る
。
デ
ィ

ル
タ
イ
は
、
1
8
7
4
年
の
夏
学
期
、
1
8
7
4
－
7
5
年
の
冬

学
期
、
そ
し
て
1
8
7
8
1
7
9
年
の
冬
学
期
に
ブ
レ
ス
ラ
ウ
大

学
で
、
1
8
8
4
年
か
ら
1
8
9
4
年
に
か
け
て
ベ
ル
リ
ン
大
学

で
教
育
学
の
講
義
を
担
当
し
て
い
た
。
こ
の
う
ち
ベ
ル
リ
ン
大
学

時
代
の
講
義
草
稿
が
ボ
ル
ノ
ウ
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
、
「
教
育
学
」

（
噌
艶
鍔
◎
魁
庁
）
と
い
う
題
目
で
、
笥
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
。
デ
ィ
ル
タ

イ
全
集
』
（
峯
μ
冒
巴
竃
皇
－
臣
選
寂
罵
冒
冒
Φ
一
帯
o
◎
o
軍
肇
魯
）
第

9
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
教
育
学
と

い
う
学
間
は
、
た
だ
被
教
育
者
に
対
す
る
関
係
に
お
け
る
教
育
者

の
記
述
か
ら
の
み
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
ω
と
述
べ
て
、
「
教

育
的
関
係
」
に
つ
い
て
一
定
の
分
析
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
フ
リ
ッ
シ
ュ
ア
イ
ゼ
ン
。
ケ
ー
ラ
ー
（
寓
鯉
消

軍
ぼ
監
9
ω
婁
■
肉
爵
｝
蟹
）
が
1
9
0
0
年
に
著
し
た
「
教
師
と
生

徒
」
（
嵩
乱
落
宵
¢
箏
印
o
り
艮
巳
窪
）
を
経
て
、
ノ
ー
ル
に
至
っ
て

「
教
育
的
関
係
」
は
体
系
的
な
叙
述
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
『
教
育
的
関
係
』
（
o
霧
り
監
鍔
◎
阻
窒
ぼ
く
①
亭
瞥
汁
箏
邑
の

「
序
」
（
霞
巳
色
ぎ
箏
σ
q
）
に
お
い
て
ク
ル
ー
ゲ
（
岩
◎
ま
撃
叶
霞
晶
Φ
）

は
、
「
自
分
の
研
究
の
中
で
教
育
的
関
係
の
理
論
を
さ
ら
に
追
究

し
た
ノ
ー
ル
の
弟
子
」
と
し
て
、
次
の
人
物
の
名
前
を
列
挙
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
ガ
イ
ス
ラ
ー
（
Ω
8
お
Ω
乱
賓
竃
）
、
ヘ
ル
ツ

（
曽
色
竃
⑦
顯
萬
冨
）
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
、
パ
チ
ュ
ケ
（
峯
甘
蟹
巴
冒

噌
落
豊
影
昏
）
、
ヴ
ェ
ー
ニ
ガ
ー
、
ブ
ロ
ッ
ホ
マ
ン
（
曽
ポ
導
①
淳

里
◎
亭
冒
蟹
簑
）
、
ネ
ッ
ツ
ァ
ー
（
饒
聲
ω
オ
Φ
冨
竃
）
、
シ
ャ
イ
ベ

（
峯
◎
－
持
弩
σ
Q
0
◎
序
Φ
岸
③
）
、
フ
i
ル
ッ
ク
（
o
鷲
－
■
ご
簿
則
ま
σ
q
勾
脅
降
）
、

ボ
ル
ノ
ウ
、
そ
し
て
ヴ
ェ
ー
ニ
ガ
ー
の
弟
子
で
は
あ
る
が
、
ク
ラ

フ
キ
と
バ
ル
テ
ル
ス
、
以
上
の
1
2
名
で
あ
る
1
5
。
こ
う
し
た
人

物
に
よ
っ
て
公
に
さ
れ
た
「
教
育
的
関
係
」
と
か
か
わ
る
諸
理
論

の
う
ち
で
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
所
論
は
、
ノ
ー
ル
の
「
教
育
的
関

係
」
論
を
深
化
。
拡
大
し
た
思
想
の
典
型
と
し
て
と
り
わ
け
注
目

に
値
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
次
の
二
つ
の
言

葉
が
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
「
教
育
的
関
係
」
論
が
、
ノ
ー
ル
の

「
教
育
的
関
係
」
論
を
継
承
し
た
も
の
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
を
さ

ら
に
発
展
さ
せ
た
も
の
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
を
我
々
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に
推
測
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
『
教
育
的
関
係
と
教
育
現
実
』

（
噌
艶
鍔
◎
阻
ω
監
窪
く
㊦
昏
瞥
叶
邑
。
。
筒
饒
⑳
国
竃
｝
昏
蟹
饒
σ
q
ω
致
降
5
げ
－

叙
5
に
お
い
て
ク
ル
ー
ゲ
は
、
「
友
で
あ
り
師
で
あ
る
ヘ
ル
マ

ン
・
ノ
ー
ル
の
思
想
の
歩
み
に
依
拠
し
て
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
固
フ

リ
ッ
ト
ナ
ー
は
教
育
的
関
係
に
関
す
る
彼
の
根
本
思
想
を
展
開
し

て
い
る
。
そ
れ
は
主
著
二
般
教
育
学
』
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
。

教
育
学
の
基
礎
概
念
が
論
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
教
育
的
関
係
と

い
う
カ
テ
ゴ
リ
i
は
第
一
位
の
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
」

㈹
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
『
教
育
的
関
係
』
（
o
竃
勺
艶
晶
◎
阻
碧
亭

団
蟹
¢
α
Q
）
に
お
い
て
リ
ー
（
』
◎
饒
σ
q
あ
8
ご
窪
）
は
、
「
W
。
フ
リ

ッ
ト
ナ
ー
に
よ
っ
て
企
て
ら
れ
た
教
育
的
関
係
の
体
系
化
は
、
ノ

i
ル
と
は
様
々
に
対
照
を
成
し
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
（
申
略
）
教
育
学
的
な
伝
統
連
関
を
見
失
っ
て
は
い
な
い

も
の
で
あ
る
」
川
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
の
学
間
的
自
已
形
成
に
と
っ
て
と
り
わ
け
重
要

な
契
機
と
な
っ
た
こ
と
の
一
つ
は
、
ノ
ー
ル
と
の
出
会
い
で
あ
る
。

教
育
実
践
と
し
て
の
「
教
育
運
動
」
（
り
監
亀
陰
⑪
思
義
暮
屯

と
の
か
か
わ
り
と
い
う
点
で
両
者
の
結
び
つ
き
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
は
、
例
え
ば
ブ
ル
マ
イ
ス
タ
ー
（
3
娑
匡
冒
団
買
冒
乱
象
蟹
）

が
『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
』
（
峯
沖
豪
色
冒
国
｛
区
竃
）

に
お
い
て
詳
細
に
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
㈹
。
ま
た
『
教
育
学

の
歴
史
』
（
Ω
窪
臣
ざ
堅
③
創
亀
噌
艶
晶
◎
阻
耐
）
に
お
い
て
レ
i
ブ

レ
（
邑
冨
艮
黒
匡
⑳
）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
精
神
科
学
的

教
育
学
の
発
展
と
い
う
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
我
々
は
デ
ィ
ル
タ
イ

ー
ノ
i
ル
ー
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
と
続
く
学
的
系
譜
の
成
立
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
州
。
つ
ま
り
精
神
科
学
的
教
育
学
派
に
お
い
て

フ
リ
ッ
ト
ナ
i
は
、
世
代
的
に
見
れ
ば
ヴ
ヱ
i
ニ
ガ
i
と
共
に
、

ノ
ー
ル
、
リ
ツ
ト
、
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
i
等
に
続
く
、
い
わ
ば
「
第

二
世
代
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
グ
ロ
i

ト
フ
（
顯
習
⑫
由
亀
冒
賢
簿
＄
8
臣
◎
鴎
）
は
、
「
ド
イ
ツ
教
育
学

に
対
す
る
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
咀
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
の
意
義
」
（
冒
⑯

固
⑦
似
⑪
算
貞
幻
胴
峯
饒
ぽ
巴
冒
里
纂
簿
⑪
易
凄
噌
監
Φ
弘
⑪
岸
雰
o
ぽ
⑪

勺
艶
晶
◎
阻
師
）
に
お
い
て
学
説
史
的
に
論
じ
て
い
る
。
グ
ロ
ー
ト

フ
に
よ
れ
ば
、
「
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
は
時
代
と
時
代
の
間
に
位
置
し

て
い
る
」
㎝
。
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
が
「
中
間
世
代
」
に
属
す
る
と
い

う
ザ
」
と
は
、
一
方
で
は
年
齢
的
に
精
神
科
学
的
教
育
学
の
創
始
者

よ
り
や
や
遅
れ
た
世
代
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
他

方
で
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
の
歴
史
的
状
況
を
根
底
か

ら
熟
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
世
代
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
事
実
は
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
が
ド
イ
ツ
教
育
学
説
史
上
に

お
い
て
極
め
て
特
異
な
立
場
を
占
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま

り
中
間
世
代
に
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
精
神
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科
学
的
教
育
学
派
の
申
に
あ
っ
て
、
「
第
一
世
代
」
の
学
的
立
場
、

な
い
し
は
そ
の
学
と
し
て
の
基
礎
づ
け
の
試
み
を
正
統
に
継
承
し

つ
つ
も
、
そ
れ
を
対
象
化
し
得
る
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま

た
ク
ラ
フ
キ
、
ブ
ラ
ン
ケ
ル
ツ
（
籟
蟹
茎
σ
q
望
竃
隊
弩
詳
）
、
モ
レ

ン
ハ
ウ
ア
ー
（
圏
竈
ω
峯
邑
霧
ぼ
篭
蟹
）
等
、
「
第
三
世
代
」
と

で
も
い
う
べ
書
そ
の
継
承
者
と
の
接
点
に
位
置
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
学
派
の
深
化
一
発
展
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
無
論
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
自
身
の
性
格
に
起
因
す

る
面
が
多
い
と
は
思
わ
れ
る
が
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
が
独
自
の
「
教

育
的
関
係
」
論
を
提
唱
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
中
間
世
代
に

属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
代
的
に
教
育
学
研
究
の
方
法
論
に
対

し
て
比
較
的
展
望
の
利
く
位
置
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
と
決
し
て

無
縁
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
の
世
代
的
位

置
に
加
え
て
、
こ
ヅ
」
で
我
々
が
踏
ま
え
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
西

村
晧
が
『
生
の
教
育
学
研
究
』
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

デ
ィ
ル
タ
イ
ー
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
間
、
及
び
ノ
ー
ル
ー
フ
リ
ッ
ト
ナ

ー
間
の
思
想
的
連
続
性
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
ー
ノ
ー
ル
間
の
場
合
に

比
べ
て
「
少
し
線
が
細
く
な
る
」
し
、
「
あ
ま
り
目
立
っ
て
い
な

い
」
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〃
。
こ
う
し
た
事

態
は
、
精
神
科
学
的
教
育
学
派
に
属
す
る
教
育
学
者
が
、
デ
ィ
ル

タ
イ
の
思
想
や
解
釈
学
的
方
法
等
、
精
神
科
学
的
に
理
解
さ
れ
る

教
育
学
の
講
素
質
を
、
自
ら
の
生
き
た
時
代
、
或
い
は
自
分
自
身

の
体
験
と
思
想
の
個
性
に
応
じ
て
研
究
の
中
に
発
展
的
に
取
り
入

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
訪
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
及
び
限
界
を
考
慮
に

入
れ
た
上
で
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
「
教
育
的
関
係
」
論
の
特
質
の

解
明
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
と
ノ
ー
ル
の
「
教
育
的
関
係
」
論
の
比
較

検
討
と
い
う
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
よ
う
。

フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
に
お
け
る

「
教
育
的
関
係
」
論
の
特
質

　
1
　
　
「
教
育
的
関
係
」
の
類
型

　
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
主
著
と
し
て
は
、
『
体
系
的
教
育
学
』

（
c
り
溝
宥
竃
鼻
甘
塞
尉
噌
艶
鍔
◎
魁
師
）
と
『
一
般
教
育
学
』
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。
『
体
系
的
教
育
学
』
は
、
1
9
2
9
年
か
ら
1
9
3

2
年
に
か
け
て
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
に
お
い
て
行
っ
た
教
育
学
の
講

義
を
基
に
執
筆
さ
れ
た
著
作
で
あ
り
、
！
9
3
3
年
に
出
版
さ
れ

た
。
そ
し
て
『
体
系
的
教
育
学
』
の
改
訂
増
補
版
と
し
て
1
9
5

0
年
に
出
版
さ
れ
た
著
作
が
『
一
般
教
育
学
』
で
あ
る
。
『
一
般

教
育
学
』
は
、
1
9
5
0
年
か
ら
1
9
7
9
年
ま
で
の
間
に
1
4

版
を
重
ね
て
お
り
、
現
在
で
は
「
今
世
紀
の
教
育
学
の
『
古
典
的
』
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テ
キ
ス
ト
の
一
つ
」
ω
に
数
え
入
れ
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た

『
教
育
科
学
－
教
育
の
英
知
』
（
国
§
甘
島
蟹
曽
暢
色
霧
③
塞
監
陣
冷
呼
－

固
竃
帥
Φ
げ
膚
饒
Φ
q
ω
葛
巴
ω
ぼ
③
岸
）
に
お
い
て
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー

（
o
り
訂
冨
饅
c
り
苛
霧
ω
窪
）
は
、
『
一
般
教
育
学
』
を
精
神
科
学
的
教

育
学
派
に
属
す
る
教
育
学
者
か
ら
生
ま
れ
た
「
最
も
円
熟
し
た
、

最
も
均
整
の
と
れ
た
教
育
学
的
著
作
」
⑫
訓
と
評
し
て
い
る
。
そ
の

二
般
教
育
学
』
は
『
体
系
的
教
育
学
』
を
改
訂
し
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
が
「
教
育
的
関
係
」
論
を
ま
と
ま
っ
た

形
で
最
初
に
論
じ
た
の
は
『
体
系
的
教
育
学
』
に
お
い
て
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
と
も
あ
れ
、
い
ず
れ
の
場
合
に
せ
よ
、
「
教
育
学

の
基
礎
概
念
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
箇
所
で
、
し
か
も
そ
の
最
初

の
部
分
で
、
「
教
育
共
同
体
－
教
育
的
関
係
」
と
い
う
表
題
の
下

に
「
教
育
的
関
係
」
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
「
教
育
的
関
係
」
論
の
特
徴
は
、
ま
ず
「
教

育
的
関
係
」
が
「
教
育
共
同
体
」
（
穿
㌫
⑯
ぎ
晶
轟
⑯
澤
乱
易
艮
堅
）

と
の
関
連
に
お
い
て
究
明
さ
れ
て
い
る
申
」
と
に
求
め
ら
れ
る
。

「
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
二
般
教
育
学
』
に
お
け

る
岡
教
育
的
関
係
』
の
言
語
理
論
的
含
意
」
（
国
｛
饒

憎
轟
影
聾
8
蟹
節
ω
監
霧
細
冒
晃
岸
落
腎
ω
品
肺
り
艶
錨
晶
床
島
竃

　
　
　
　
　
　
　
署
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鶉

く
⑳
昏
瞥
藪
尉
⑫
霧
甘
⑳
蟹
、
、
邑
ポ
⑪
嘗
③
ま
竃
噌
陣
弘
陣
⑰
q
◎
σ
q
岸

事
μ
蟹
色
冒
曽
甘
冨
Φ
易
）
に
お
い
て
コ
ー
ケ
モ
ー
ル
（
罰
p
ぎ
弩

肉
昆
Φ
竃
Q
亭
）
は
、
「
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
は
教
育

的
関
係
を
（
中
略
）
『
教
育
共
同
体
』
と
し
て
、
そ
し
て
こ
れ
を

特
別
な
生
の
関
係
と
し
て
把
握
し
て
い
る
」
脚
と
述
べ
て
い
る
。

フ
リ
ッ
ト
ナ
i
は
、
1
9
2
5
年
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
行
わ
れ

た
第
3
回
国
際
教
育
会
議
（
胃
ぎ
冨
竃
艮
ざ
饒
巴
⑱

噌
艶
晶
晶
涼
島
⑳
肉
◎
昆
竃
竃
N
）
で
の
「
教
育
的
な
る
も
の
に
つ

い
て
の
講
演
」
（
射
＆
⑪
穿
窪
影
睨
軍
甑
昏
⑱
艮
㎜
影
⑫
）
に
お
け
る

ブ
ー
バ
ー
（
窯
費
寓
賞
飼
夢
簑
）
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
、
教
育

共
同
体
と
は
「
教
育
的
な
状
況
が
そ
こ
で
生
じ
、
そ
し
て
拘
束
的

な
も
の
と
し
て
体
験
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
あ
ら
ゆ
る
諾
人
格
の
出
会

い
と
関
係
」
の
こ
と
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
つ
ま
り
「
教
育
的
関

係
」
を
成
立
せ
し
め
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
場
が
教
育
共
同
体
に

他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
家
庭
、
学
校
、
青
少
年
団

体
、
そ
の
他
諾
々
の
教
育
機
関
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
通
常

甲
」
の
教
育
共
同
体
に
お
い
て
関
係
を
結
ん
で
い
る
二
つ
の
要
素
、

つ
ま
り
「
教
育
的
関
係
」
を
構
成
し
て
い
る
両
極
は
「
教
育
者
と

被
教
育
者
」
（
穿
臥
県
竃
¢
邑
黒
豊
晶
）
で
あ
る
。
し
か
し
フ

リ
ッ
ト
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
描
象
」

（
降
訂
津
齢
叶
甘
竃
）
に
過
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
教
育
的
関
係
」
に

お
い
て
は
「
教
育
者
と
被
教
育
者
が
向
い
合
っ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
肉
と
血
を
持
っ
た
人
間
（
罵
竃
ω
監
馨
く
竃
雪
⑦
尉
監
簿
筒
鮎
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里
集
）
が
向
い
合
っ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
向
い
合

う
両
者
は
、
最
初
か
ら
教
育
者
と
被
教
育
者
と
し
て
存
在
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
成
熟
し
た
人
閲
と
成
長
し
つ
つ
あ
る
人

間
と
し
て
、
年
長
者
と
年
少
者
と
し
て
、
よ
り
根
源
的
な
「
生
の

関
係
」
（
■
昏
窪
昏
⑫
臥
県
ζ
饒
σ
q
）
に
お
い
て
結
び
つ
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
「
彼
ら
は
教
育
共
同
体
に
お
い
て
結
び
つ
け
ら

れ
る
と
き
、
真
な
る
生
の
関
係
に
も
ま
た
杜
会
的
、
精
神
的
そ
し

て
道
徳
的
に
共
に
属
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
。

し
た
が
っ
て
発
生
論
的
に
見
れ
ば
、
教
育
共
同
体
と
「
教
育
的
関

係
」
は
生
の
関
係
か
ら
の
二
次
的
な
派
生
物
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

る
困
。

　
そ
れ
で
は
遍
在
的
な
生
の
関
係
を
教
育
共
同
体
へ
と
転
向
せ
し

め
、
さ
ら
に
「
教
育
的
関
係
」
へ
と
特
殊
化
す
る
契
機
と
は
何
か
。

フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
教
育
的
志
向
」

（
竃
区
監
電
尉
監
①
旨
汁
竃
戌
◎
割
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
行
為
や
出

会
い
に
お
い
て
、
成
長
し
つ
つ
あ
る
者
と
し
て
の
他
者
を
助
け
て
、

生
を
支
配
す
る
よ
り
大
き
な
力
、
よ
り
高
次
の
精
神
的
理
解
と
価

値
創
造
、
そ
し
て
よ
り
深
い
道
徳
的
で
実
存
的
な
覚
醒
を
得
さ
せ

る
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
態
度
の
方
向
を
意
味
し
て
い
る
」
。
教
育

的
志
向
の
存
在
は
、
生
の
関
係
か
ら
「
教
育
的
関
係
」
へ
の
変
化

に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
。
関
係
の
一
方
の
者
が
教
育
的
意
図
を

抱
き
、
そ
の
意
図
に
基
づ
い
て
他
方
の
者
に
は
た
ら
き
か
け
た
と

き
、
つ
ま
り
生
の
関
係
に
教
育
的
志
向
が
現
れ
た
と
き
、
そ
の
と

き
に
は
じ
め
て
生
の
関
係
は
教
育
共
同
体
に
転
じ
、
そ
し
て
「
教

育
的
志
向
が
返
答
（
睾
ま
影
暑
晶
）
を
見
出
す
と
、
そ
こ
に
教

育
的
関
係
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
」
。
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
『
教
育

的
関
係
の
理
論
』
（
良
⑯
弓
ぽ
8
ユ
⑦
腎
ω
り
艶
晶
◎
σ
q
蒜
島
竃

艶
蟹
潟
霧
）
に
お
け
る
ヘ
ル
ツ
の
言
葉
を
引
く
炉
」
と
に
よ
り
「
教

育
的
関
係
」
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
教
育
的
関
係
」

は
「
あ
ら
ゆ
る
他
の
関
係
と
同
様
に
責
任
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
独
自
の
形
式
を
そ
れ
自
体
の
中
に
保
持
し
て
い
る
関

係
で
あ
る
」
。
こ
こ
か
ら
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
に
お
い
て
「
教
育
的
関

係
」
が
、
他
の
生
の
関
係
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
独
特
の

関
係
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
醐
。

　
ま
た
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
に
よ
れ
ば
、
「
教
育
的
関
係
は
多
様
な
生

の
関
係
に
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
し
て
ま
た
そ
こ
か
ら
様
々
な
性
格

（
臼
算
窪
繋
臣
⑱
農
序
簿
O
ぼ
弩
浄
叶
萬
）
を
得
て
い
る
」
洲
。
こ
の

言
葉
は
、
「
教
育
的
関
係
」
の
あ
り
方
が
決
し
て
一
律
で
は
な
く
、

そ
y
」
に
様
々
な
「
類
型
」
（
弓
竃
）
を
見
出
し
得
る
∀
」
と
を
意
味

し
て
い
る
。
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
教
育
的
関
係
」
は

「
自
然
的
と
人
為
的
」
（
蟹
落
時
豪
ぽ
竃
創
甑
易
監
序
）
、
「
永
続
的

と
一
時
的
（
揮
謡
的
）
」
（
－
弩
豊
篭
⑪
竃
創
蟹
螢
創
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き
暮
冨
お
Φ
尉
邑
〈
娼
敏
段
昏
〉
）
、
「
全
体
的
と
部
分
的
」
（
ぎ
置

屋
、
弘
匂
茎
邑
）
と
い
う
よ
う
な
教
育
上
の
関
係
形
式
と
い
う
「
多

次
元
的
座
標
網
」
（
冒
昏
＆
ぎ
Φ
塞
艸
竃
邑
霧
肉
8
創
序
習
罵
邑
蝪

に
予
め
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー

は
、
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
：
に
従
っ
て
「
教
育
的
関
係
」
を
区
別

し
、
そ
の
上
で
考
察
を
進
め
る
の
で
あ
る
。
で
は
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー

が
分
類
し
た
「
教
育
的
関
係
」
の
類
型
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
以

下
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
第
一
に
、
ま
ず
「
自
然
的
な
教
育
共
同
体
と
人
為
的
な
、
或
い

は
組
織
化
さ
れ
た
（
◎
謁
習
置
窪
汁
）
教
育
共
同
体
と
が
区
別
さ
れ
」
、

そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
し
て
「
教
育
的
関
係
」
の
「
自
然
形
式
」

（
老
鱒
暫
良
薯
嘗
）
と
「
人
為
形
式
」
（
肉
蟹
轟
叶
皆
哨
冒
）
と
が
区
別
さ

れ
る
。
自
然
的
で
あ
る
の
は
「
両
性
の
繕
び
つ
き
」

（
Ω
藷
o
匡
g
黒
翼
Φ
昏
竃
弘
）
か
ら
成
る
教
育
共
同
体
で
あ
り
、
そ

の
主
要
形
式
と
し
て
は
家
庭
を
想
定
す
る
炉
」
と
が
で
き
る
。
し
た

が
っ
て
自
然
的
な
「
教
育
的
関
係
し
の
典
型
は
、
親
子
関
係
で
あ

る
。
し
か
し
自
然
的
な
「
繕
び
つ
き
を
越
え
て
国
家
や
教
会
が
成

立
し
、
（
中
略
）
公
共
団
体
（
寂
蟹
⑦
ぎ
謁
霧
竃
）
の
分
化
が
生
じ

て
く
る
と
こ
ろ
で
は
、
教
育
共
同
体
は
人
為
的
な
も
の
と
な
る
」
。

つ
ま
り
国
家
や
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
杜
会
的
集
団
は
後
進
を
教
育

す
る
た
め
に
、
学
校
や
教
会
等
の
「
機
関
」
（
霞
竃
甘
昏
ざ
昌
σ
q
）
を

必
要
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
「
あ
ら
ゆ
る
形
式
の
軍
隊
教

育
、
教
会
附
属
の
学
校
、
職
業
教
育
、
杜
交
生
活
、
学
校
に
お
け

る
教
育
的
関
係
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
」
。
騎
士
と
従
者
、
親
方

と
徒
弟
、
教
師
と
生
徒
と
い
っ
た
よ
う
な
各
機
関
一
施
設
に
対
応

す
る
役
割
と
名
称
を
付
与
さ
れ
た
教
育
者
と
被
教
育
者
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
機
関
。
施
設
に
お
い
て
、
人
為
的
に
し
て
組
織
化
さ
れ
た

「
教
育
的
関
係
」
を
作
り
上
げ
る
の
で
あ
る
洲
。

　
第
二
に
、
「
関
係
の
長
き
」
（
o
弩
竃
劇
竃
b
づ
Φ
甑
島
鴬
蝪
閑
）
㈱
に

よ
っ
て
、
永
続
的
な
「
教
育
的
関
係
」
と
一
時
的
画
揮
詰
的
な

「
教
育
的
関
係
」
と
が
区
別
き
れ
る
。
ま
ず
「
全
生
涯
に
渡
る
教

育
的
関
係
は
、
自
然
的
な
根
本
関
係
に
お
い
て
1
親
と
子
ど
も
の

間
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
。
た
だ
し
こ
の
関
係
も
、
時
と
共
に

子
ど
も
が
自
立
す
る
に
つ
れ
て
、
次
第
に
揮
詰
的
な
も
の
に
な
る
」

伽
。
親
子
関
係
は
「
最
も
深
く
、
最
も
包
括
的
な
関
係
」
で
あ
る

が
、
や
は
り
「
隈
界
」
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
子
ど
も
が
自

立
的
に
な
り
、
そ
し
て
彼
ら
に
対
す
る
教
育
的
配
慮
は
静
ま
る
は

ず
で
あ
る
。
ー
こ
の
配
慮
が
意
味
も
な
く
継
続
さ
れ
て
い
く
場
合
、

そ
れ
は
喜
劇
的
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
恐
ろ
し
い
こ
と
で
あ
る
し
。

そ
し
て
「
教
育
的
関
係
」
は
、
「
永
続
的
な
教
育
的
志
向
の
な
い

生
の
関
係
に
移
行
し
て
い
く
。
最
も
深
い
関
係
も
終
わ
る
も
の
と

し
て
承
知
き
れ
、
そ
し
て
そ
の
終
わ
り
を
覚
悟
し
て
い
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
㈹
。
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
に
お
い
て
自
然
的
な

「
教
育
的
関
係
」
で
さ
え
、
子
ど
も
の
自
立
の
実
現
に
伴
っ
て
終

了
す
る
も
の
、
或
い
は
自
立
化
の
経
過
に
即
し
て
変
容
す
る
も
の

と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
す
べ
て
の
そ
の
他

の
関
係
は
、
時
間
的
に
、
実
質
的
に
、
或
い
は
機
能
的
に
限
定
さ

れ
た
も
の
」
で
あ
り
、
一
時
的
一
挿
語
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の

場
合
の
「
教
育
的
関
係
」
の
典
型
と
し
て
、
我
々
は
学
校
に
お
け

る
教
師
と
生
徒
の
関
係
を
想
像
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
教
師
と
生

徒
の
関
係
は
、
知
識
と
能
力
を
媒
介
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
よ
り

極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
そ
れ
は
生
徒
が
入
学
し
て
か
ら
卒
業

す
る
ま
で
の
一
定
期
限
内
に
お
け
る
結
び
つ
き
で
し
か
な
い
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
一
時
的
一
揮
語
的
な
「
教
育
的
関
係
」
の
持
つ

影
響
力
の
大
き
さ
は
、
当
然
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例

え
ば
牧
師
と
の
わ
ず
か
な
時
間
が
宗
教
的
覚
醒
に
と
っ
て
決
定
的

で
あ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
最
も
実
り
豊
か
な
教
育
的
影
響
が

「
束
の
間
の
出
会
い
」
（
勧
晶
Φ
習
¢
賢
鯛
＜
竃
胴
蟹
庄
⑰
q
竃
o
陣
塞
㌣
）

に
よ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
は
、
歴
史
的
一
経
験
的
に
明
ら
か
で
あ

ろ
う
洲
。

　
さ
ら
に
第
三
に
、
「
あ
る
出
会
い
に
お
い
て
影
響
を
持
つ
に
至

る
内
容
の
広
が
り
（
⇔
冒
｛
§
胴
皆
ω
ぎ
ぽ
邑
駐
）
」
に
よ
っ
て
、
全

体
的
な
「
教
育
的
関
係
」
と
部
分
的
な
「
教
育
的
関
係
」
と
が
区

別
さ
れ
る
。
つ
ま
り
一
方
に
お
い
て
、
「
あ
る
種
の
関
係
は
全
般

的
に
教
育
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
全
体
的
で
あ
る
」
。
例
え

ば
「
人
格
形
成
」
（
忍
易
冨
厚
断
叡
蒙
竃
撃
箏
㎎
）
、
「
性
格
形
成
」

（
o
ぼ
鷲
齢
訂
昏
饒
臣
昌
胴
）
と
い
っ
た
言
葉
で
も
っ
て
示
さ
れ
る
教

育
事
象
に
お
け
る
「
教
育
的
関
係
」
が
、
こ
れ
に
該
当
す
る
。

「
ま
た
他
の
生
の
関
係
に
は
次
の
よ
う
な
独
自
性
が
あ
る
。
つ
ま

り
教
育
的
に
は
全
体
を
志
向
し
て
は
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
生
の
関

係
に
独
自
の
内
容
に
お
い
て
の
み
教
育
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
こ
ち
ら
は
部
分
的
で
あ
る
」
。
例
え
ば
ラ
テ
ン
語
や
ピ
ア
ノ

の
授
業
、
自
動
車
教
習
所
、
ダ
ン
ス
講
習
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
の

「
教
育
的
関
係
」
、
同
僚
関
係
や
仲
間
関
係
等
が
、
こ
れ
に
該
当
す

る
。
た
だ
し
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
部
分
的
な

「
教
育
的
関
係
」
は
、
時
と
場
合
、
そ
し
て
必
要
に
応
じ
て
「
教

育
的
意
志
（
電
旺
県
賢
涼
争
竃
ミ
嘗
①
）
を
行
使
す
る
だ
け
」
で

あ
り
、
そ
申
」
に
は
「
た
だ
二
次
的
な
意
味
で
の
教
育
機
能
し
か
備

わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
洲
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
に
よ
っ
て
、
「
教

育
現
象
と
し
て
明
確
に
区
別
さ
れ
る
個
人
的
関
係
や
集
団
的
関
係

が
、
そ
の
形
式
に
従
っ
て
歴
史
的
に
も
経
験
的
に
も
区
別
し
て
観

察
さ
れ
て
い
る
」
。
シ
ョ
イ
ア
ー
ル
（
葭
弩
ω
c
◎
監
薯
Φ
邑
）
や
バ

ル
テ
ル
ス
は
、
こ
の
点
で
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
「
教
育
的
関
係
」
論
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に
著
し
い
進
歩
を
認
め
、
ノ
ー
ル
の
「
教
育
的
関
係
」
論
も
含
め

た
、
そ
れ
に
前
後
す
る
教
育
学
の
理
論
形
成
の
試
み
に
お
い
て
、

フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
に
及
ぶ
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
と
高
く
評
価
す
る

の
で
あ
る
3
5
。

　
2
「
教
育
的
関
係
」
の
構
成

　
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
が
、
「
教
育
的
関
係
」
の
形
式
を
多
様
な
も
の

と
し
て
想
定
し
て
い
る
こ
と
は
上
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し

「
教
育
的
関
係
」
と
い
う
概
念
が
指
し
示
す
事
態
が
多
様
な
関
係

の
混
合
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
当
然
「
真
な
る
も
の
、

深
い
も
の
と
真
で
な
い
も
の
、
単
に
外
面
的
な
も
の
の
対
立
」
が

生
じ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
必
然
的
に
、
あ
る
関
係

を
「
真
に
」
教
育
的
な
も
の
で
あ
る
と
判
断
す
る
基
準
は
何
か
と

い
う
間
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
い
に
対
し
て
フ
リ
ッ

ト
ナ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
返
答
し
て
い
る
。
「
関
係
が
真
正
さ
と

深
み
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
相
互
的
（
毫
蟹
尉
串

竈
置
⑰
⑬
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
6
ω
。
つ
ま
り
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー

に
と
っ
て
、
あ
る
関
係
が
真
の
「
教
育
的
関
係
」
と
な
る
た
め
に

最
も
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
ど
の
よ
う
な
形
式
で
あ
れ
、
そ

の
関
係
が
「
相
互
的
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。
教
育
者
と
被
教
育
者
は
、
行
為
者
と
そ
の
行
為
の
客
体

と
し
て
対
時
す
る
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
被
教
育
者
は
、
行

為
の
対
象
と
し
て
教
育
者
の
は
た
ら
き
か
け
を
受
け
る
と
同
時

に
、
逆
に
自
ら
も
行
為
者
と
し
て
教
育
者
に
対
し
て
作
用
を
及
ぼ

す
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
両
者
は
相
互
的
な
関
係
の
中
に
立
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
「
教
育
は
た
だ
行
為
（
茅
螢
）
で
あ
る
だ
け
で

は
な
く
同
時
に
行
為
者
に
と
っ
て
一
つ
の
生
起
（
霞
監
窪
）
な
の

で
あ
る
。
取
り
扱
い
の
対
象
と
さ
れ
る
者
が
逆
に
影
響
を
及
ぼ
し
、

そ
の
者
に
お
け
る
生
起
は
そ
の
者
の
行
為
と
な
り
、
そ
の
者
自
身

が
行
為
者
と
な
っ
て
教
育
者
に
要
求
を
申
し
立
て
、
そ
し
て
人
格

と
し
て
教
育
作
用
に
反
応
す
る
の
で
あ
る
」
3
7
。

　
し
か
し
フ
リ
ッ
ト
ナ
・
ー
に
よ
れ
ば
、
教
育
者
と
被
教
育
者
は
相

互
的
な
関
係
を
切
り
結
ん
で
い
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
は
「
両
方

の
側
か
ら
全
く
違
っ
た
動
機
（
嵩
◎
節
謡
）
、
反
応
形
式
、
意
図
、

心
情
が
は
た
ら
い
て
い
る
」
洲
。
そ
し
て
教
育
者
の
側
か
ら
見
た

場
合
、
「
教
育
的
関
係
」
に
お
い
て
は
た
ら
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
、

教
育
者
を
教
育
へ
と
駆
り
立
て
る
動
機
は
、
人
間
存
在
を
層
的
に

把
握
し
よ
う
と
す
る
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
独
自
の
考
察
方
法
に
対
応
し

て
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
周
知
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
の

で
詳
述
は
し
な
い
が
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
は
、
人
間
と
教
育
を
次
の

四
つ
の
見
方
に
従
っ
て
区
別
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
統
合
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
教
育
現
象
を
包
括
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
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る
。

①
生
物
学
的
考
察
方
法
藍
邑
◎
魁
。
・
昏
⑳
黒
蒔
馨
堅
實
鵯
鷲
汁
一

②
歴
史
的
一
社
会
的
考
察
方
法
（
σ
笥
⑳
署
臣
監
聾
監
曲
藷
邑
1

　
　
ω
艮
墜
野
ぼ
思
芽
馨
軍
竃
暢
慈
③
｛
器
）

　
③
本
来
的
画
人
間
的
な
る
も
の
の
考
察
方
（
黒
膏
馨
黒
冒
暢
－

　
　
慈
乱
器
創
霧
璽
聰
竃
窪
昏
－
嵩
⑱
塁
⑰
震
昏
竃
）

④
人
格
的
考
察
方
法
（
需
諸
魯
邑
⑫
黒
宵
馨
堅
¢
晶
。
。
詞
⑦
ポ
③
）

　
そ
れ
ぞ
れ
の
考
察
方
法
に
対
応
す
る
形
で
、
教
育
的
動
機
は
次
の

四
つ
に
区
別
さ
れ
る
。
第
一
は
、
「
養
育
的
本
能
」
（
匂
曽
晶
電
尉
序
電

罰
象
9
軍
）
鋤
で
あ
る
。
人
類
生
物
学
的
視
点
か
ら
、
教
育
を
、

子
ど
も
の
自
然
な
発
達
の
行
程
に
追
随
し
な
が
ら
、
生
活
条
件
へ

の
適
応
を
援
助
す
る
は
た
ら
き
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
幼
児

期
に
お
い
て
は
養
育
を
中
心
と
す
る
発
達
の
援
助
が
、
そ
れ
以
後

の
発
達
段
階
に
お
い
て
は
変
化
す
る
生
活
環
境
に
柔
軟
に
適
応
し

得
る
能
力
の
育
成
が
、
教
育
の
主
眼
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
は
、

「
杜
会
的
な
原
経
験
と
衝
動
」
（
。
鉋
竃
甘
巴
⑫
¢
轟
艮
讐
暑
饒
σ
q
蟹
昌
創

字
甘
昏
）
ω
で
あ
る
。
教
育
を
、
先
行
世
代
が
後
続
世
代
に
既
存
の

文
化
を
伝
達
し
、
文
化
の
意
味
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
後

続
世
代
を
既
成
の
杜
会
秩
序
や
精
神
内
容
の
申
に
編
入
す
る
過
程

と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ぱ
、
杜
会
へ
の
適
応
や
参
加
の
要
求
が
、
教

育
的
動
機
と
な
る
。
第
三
は
、
「
価
値
意
志
」
脅
竪
思
）
ω
で
あ

る
。
教
育
が
、
「
理
念
的
な
る
も
の
」
（
霞
罰
窪
庫
④
へ
の
精
神
的

覚
醒
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
被
教
育
者
に
文
化
財
を
伝

達
し
、
そ
の
意
味
や
価
値
を
根
源
的
に
理
解
さ
せ
、
さ
ら
に
真
に
価

値
の
あ
る
内
容
に
即
し
た
「
自
已
陶
冶
」
（
◎
り
⑦
尋
路
匡
旨
謁
）
に
導

く
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
⑫
。
そ
し
て
第
四
は
、
「
救

済
意
志
」
（
顯
邑
竃
嘗
③
）
側
で
あ
る
。
実
存
的
立
場
か
ら
す
る
と
、

教
育
は
、
「
完
全
な
人
格
的
実
存
を
自
覚
し
、
信
頼
し
得
る
生
に

対
し
て
心
が
開
か
れ
て
い
る
者
と
、
こ
の
よ
う
な
方
向
に
お
い
て

援
助
を
必
要
と
し
て
い
る
者
と
の
人
格
的
意
志
関
係
」
を
軸
と
し

て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
教
育
者
は
、
「
他
者

を
彼
自
身
へ
と
導
い
て
い
く
こ
と
」
を
目
標
と
し
て
、
被
教
育
者

を
本
来
的
な
人
格
性
に
覚
醒
さ
せ
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
幽
。

さ
ら
に
続
け
て
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
「
養
育
的
本
能
、
社
会
的
な

原
経
験
と
衝
動
、
価
値
意
志
、
そ
し
て
救
済
意
志
は
、
一
緒
に
作

用
し
合
っ
て
、
教
育
的
動
機
を
形
成
し
て
い
る
」
㈹
と
述
べ
て
い

る
。
人
間
と
教
育
の
四
つ
の
見
方
が
相
即
不
離
で
あ
る
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
一
つ
の
包
播
的
な
教
育
概
念
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
に
よ
れ
ば
、
教
育
的
動
機

は
、
理
論
的
に
は
四
種
に
分
類
さ
れ
得
る
が
、
実
態
と
し
て
は
統

一
的
に
作
用
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
こ
れ
ら
「
す
べ
て
の
動
機
は
、
教
育
愛
（
匂
艶
錨
◎
阻
署
需
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畠
⑳
冨
）
に
お
い
て
結
び
つ
い
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
州
。
こ
こ

に
多
く
の
論
者
と
同
様
に
、
教
育
愛
が
「
教
育
的
関
係
」
の
重
要

な
契
機
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
y
」
と
に
な
る
。
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー

の
教
育
愛
に
関
す
る
見
解
は
、
『
生
の
形
式
』
（
思
冨
塞
皆
噌
冒
魯
）

に
お
い
て
「
教
育
は
他
者
の
全
体
的
価
値
受
容
性
と
価
値
形
成
能

力
を
内
か
ら
発
達
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
他
者
の
魂
に
対
す
る
与
え

る
愛
（
鴇
冨
昆
⑯
崖
陰
⑪
）
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
意
志
で
あ
る
」

ω
と
い
う
規
定
を
示
し
、
教
育
愛
を
「
与
え
る
愛
し
と
把
握
し
た

シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
の
見
解
や
、
『
共
感
の
本
質
と
形
式
』
（
壽
ω
竃

竈
簑
蝕
笥
翼
竃
霧
創
窪
o
り
㌣
旨
憶
茎
富
⑪
）
に
お
い
て
愛
そ
の
も
の
を

「
低
い
価
値
か
ら
高
い
価
値
の
方
向
へ
の
運
動
」
㈱
と
し
て
規
定

し
た
シ
ヱ
i
ラ
i
（
峯
熊
c
り
艮
色
竃
）
の
見
解
を
、
ほ
ぼ
踏
襲
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
は
、
「
教
育
的
関

係
」
の
い
ま
一
つ
の
重
要
な
契
機
と
し
て
「
権
威
」
（
陣
艮
亀
岸
津
）

を
挙
げ
て
い
る
。
愛
が
教
育
に
お
い
て
必
要
な
こ
と
は
、
古
く
か

ら
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
き
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
れ
に
比

べ
れ
ば
、
権
威
の
必
要
僅
に
つ
い
て
は
議
論
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
わ
け
て
も
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
自
身
が
身
を
置
き
、
自
ら

の
教
育
学
の
理
論
形
成
に
多
大
な
刺
激
を
受
け
た
改
革
教
育
学
運

動
に
お
い
て
は
、
「
子
ど
も
か
ら
」
（
く
◎
屋
圏
邑
③
警
ω
）
と
い
う

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
象
徴
さ
れ
る
児
童
申
心
主
義
的
性
格
の
故
に
、
権

威
は
軽
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
は
、

「
権
威
の
な
い
教
育
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
主
張
す
る
。
な
ぜ
な

ら
被
教
育
者
の
内
に
精
神
的
内
実
を
実
現
す
る
「
教
育
者
は
、
真

に
教
育
的
な
内
容
の
要
求
の
下
に
自
分
自
身
を
置
く
炉
」
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
を
代
表
し
、
真
の
権
威
と
な
る
」
か
ら
で
あ
る
。
フ
リ

ッ
ト
ナ
ー
に
よ
れ
ぱ
、
権
威
と
は
「
所
与
」
（
Ω
晶
暮
竃
客
邑

で
あ
り
、
「
教
育
的
状
況
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ

り
、
（
教
育
者
の
1
引
用
者
注
）
窓
意
や
思
い
上
が
り
に
基
づ
い

て
成
立
す
る
の
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
側
。
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
に
お

い
て
、
愛
と
権
威
は
「
教
育
的
関
係
」
を
構
成
す
る
要
因
と
し
て

確
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
権
威
と
愛
、
教

育
者
の
存
在
と
動
機
づ
け
ら
れ
た
態
度
は
、
教
育
者
の
個
性
の
中

で
結
び
つ
け
ら
れ
る
」
㈹
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
教
育
者
を

規
定
す
る
教
育
的
動
機
、
愛
と
権
威
と
い
う
三
つ
の
契
機
に
基
づ

い
て
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
は
教
育
者
の
タ
イ
プ
を
「
社
会
的
」

（
。
。
竃
帥
巴
）
、
「
支
配
的
－
現
実
主
義
的
」
（
断
簑
易
監
竃
旨
監
－

竈
昆
ω
駐
艮
）
、
「
人
文
主
義
的
」
（
ざ
冒
竃
寡
穿
ぽ
）
、
「
司
牧
的
」

（
器
色
8
轟
⑪
簑
序
）
の
四
つ
に
分
類
す
る
の
で
あ
る
刷
。
申
」
の
分

類
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ
プ
を
決
定
づ
け
る
、
あ
る
特
定
の
一
側

面
を
こ
と
さ
ら
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
一
つ
を
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絶
対
的
な
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
ザ
」
と
は
、
も
は
や
言

う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
「
教
育
的
関
係
」
が
一
方
的
で
は
な
く
、
相
互
的
で

あ
る
以
上
、
愛
や
権
威
を
含
む
教
育
者
の
は
た
ら
き
か
け
に
対
し

て
は
、
被
教
育
者
の
「
応
答
」
（
隊
汁
塞
答
）
が
返
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
。
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
醐
。

　
　
　
被
教
育
者
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
か
の
動
機
と
権
威
の
存
在

　
　
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
応
答
は
決
定
的
で
あ
る
。
教
育
共

　
　
同
体
は
、
応
答
の
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
の
み
実
現
す
る
。

　
　
被
教
育
者
は
真
に
語
り
か
け
ら
れ
、
妨
げ
に
な
る
も
の
が
二

　
　
人
の
間
に
入
ら
な
い
場
合
に
、
真
に
応
答
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
私
が
愛
を
も
っ
て
出
会
う
子
ど
も
は
、
愛
を
も
っ
て
応
答
し
、

　
　
私
が
子
ど
も
に
注
意
を
向
け
さ
せ
、
子
ど
も
に
事
物
や
自
然

　
　
や
人
間
を
重
視
さ
せ
る
場
合
に
、
子
ど
も
は
注
意
を
払
う
の

　
　
で
あ
る
。
（
中
略
）
子
ど
も
は
、
私
が
子
ど
も
に
対
し
て
守

　
　
る
と
こ
ろ
の
道
徳
を
守
る
。
子
ど
も
は
、
私
が
子
ど
も
の
内

　
　
面
に
あ
る
こ
と
を
認
め
る
人
格
の
内
的
な
価
値
や
品
位
を
知

　
　
ら
さ
れ
る
。
そ
し
て
子
ど
も
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
子
ど
も
は
、

　
　
私
も
ま
た
そ
れ
ら
の
価
値
や
品
位
を
私
自
身
の
内
に
自
分
で

　
　
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
を
信
頼
を
も
っ
て
期
待
す
る
の
で
あ

　
　
る
。
（
中
略
）
被
教
育
者
の
応
答
は
、
被
教
育
者
が
語
り
か

　
　
け
ら
れ
る
の
と
同
じ
層
に
お
い
て
起
こ
る
。

　
つ
ま
り
「
教
育
的
関
係
」
は
、
「
対
応
の
法
則
」
（
寝
。
。
⑪
冨
弘
窪

国
簑
誌
肩
⑪
序
貞
饒
σ
q
）
㈹
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

w
フ
リ
ツ
ト
ナ
ー
と
ノ
ー
ル
の

「
教
育
的
関
係
」
論
の
比
較

　
ー
　
フ
リ
ツ
ト
ナ
ー
と
ノ
ー
ル
の
共
通
点

　
こ
こ
ま
で
概
観
し
て
き
た
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
「
教
育
的
関
係
」

論
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
教
育
的
関
係
」
論
の
展
開
の
歴
史
に

お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
題

を
究
明
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
の
「
教
育
的
関

係
」
論
を
、
ノ
ー
ル
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
る
申
」
と
に
し
た
い
。

つ
ま
り
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
と
ノ
i
ル
の
双
方
の
理
論
の
共
通
点
及
び

相
違
点
を
間
う
こ
と
に
す
る
。

　
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
が
ノ
ー
ル
と
軌
を
同
じ
く
し
て
い
る
第
一
の
点

は
、
何
よ
り
も
「
教
育
的
関
係
」
を
表
示
す
る
用
語
が
同
一
で
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
「
教
育
的
関
係
」
に
対
応
す
る
ド
イ
ツ
語
は
決

し
て
一
律
で
は
な
く
、
「
か
な
り
大
き
な
術
語
上
の
相
違
」
㈹
が

看
取
さ
れ
得
る
。
例
え
ば
匂
浅
錨
晶
尉
監
竃
飼
③
署
へ

唱
艶
晶
晶
庁
監
霧
く
⑱
序
瞥
叶
蟹
涼
、
g
昆
些
篭
尉
監
窪
困
⑳
暮
α
Q
、
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Φ
竃
皆
ぼ
電
尉
艮
霧
く
⑳
事
瞥
呼
邑
ω
、
肉
竃
｛
監
¢
簿
σ
q
。
。
窒
昏
瞥
ぎ
訂
、

唱
艶
錨
◎
阻
署
ぼ
顯
色
落
ぎ
民
ま
た
邦
訳
す
れ
ば
多
少
言
葉
は
異
な

る
が
、
り
艶
晶
晶
涼
昏
竃
肉
婁
叶
齢
叶
等
の
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い

る
。
ノ
i
ル
の
場
合
に
隈
っ
て
み
て
も
、
『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
教

育
運
動
と
そ
の
理
論
』
（
皇
Φ
匂
艶
鍔
晶
涼
亭
Φ
駒
Φ
糞
Φ
⑰
q
¢
簿
α
Q
ぎ

○
馨
駐
o
巨
賢
創
蟹
邑
岸
罵
弓
尉
◎
ユ
①
）
の
後
半
部
分
「
陶
冶
の
理

論
」
（
皇
①
弓
尉
邑
Φ
創
竃
霞
5
竃
胴
）
の
申
の
一
節
で
あ
る
「
教

育
的
関
係
と
陶
冶
共
同
体
」
（
o
窪
鳳
創
錨
Q
魁
。
。
監
⑫
艶
蟹
晶
筒
簿
φ

段
⑪
望
5
膚
謁
晶
⑪
竃
臥
屋
艮
墜
）
に
お
い
て
、
上
記
の
う
ち
の
前

四
者
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
も
、
二
般
教

育
学
』
の
申
の
「
教
育
共
同
体
－
教
育
的
関
係
」
に
お
い
て
、
ノ

i
ル
と
同
様
に
上
記
の
う
ち
の
前
四
者
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
両
者
は
、
表
題
に
お
い
て
は
樹
艶
晶
◎
魁
。
。
昏
賢
艶
⑪
§
α
Q
と

い
う
用
語
を
用
い
て
お
り
、
噂
艶
錨
◎
阻
。
。
影
蟹
⑳
Φ
§
晩
が
両
者
の

表
記
法
と
し
て
一
般
的
に
通
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
教
育
的
関
係

の
理
論
』
（
弓
尉
亀
ポ
尉
o
鉋
亀
㌫
③
ぽ
亀
尉
o
隊
馨
く
⑪
昏
艶
叶
邑
轟
霧
）

に
お
け
る
ク
ロ
ー
ン
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
り
螢
錨
品
影
島
宵

思
署
銅
は
、
「
学
派
概
念
（
c
Q
象
邑
審
鵯
罵
）
と
し
て
客
観
的
に
刻

印
づ
け
ら
れ
て
」
㈹
お
り
、
「
文
化
教
育
学
の
代
表
者
に
よ
っ
て
、

特
に
ヘ
ル
マ
ン
一
ノ
ー
ル
と
ヘ
レ
ー
ネ
一
ヘ
ル
ツ
の
研
究
に
よ
っ

て
特
別
な
刻
印
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
」
附
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
垣
艶
鍔
晶
ぼ
夢
簿
駒
Φ
塞
⑪
q
は
、
ノ
ー
ル
の
影
響
下
に
お
い
て

「
教
育
的
関
係
」
論
を
構
想
し
た
人
物
が
用
い
る
用
語
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
申
ま
」
か
ら
我
々
は
、
ノ
ー
ル
ー
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
間

の
思
想
的
連
続
性
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。　

第
二
に
、
「
教
育
的
関
係
」
を
教
育
と
教
育
学
の
基
礎
と
み
な

す
こ
と
で
も
、
ノ
ー
ル
と
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
は
共
通
し
て
い
る
。
ノ

ー
ル
は
、
「
教
育
の
基
礎
は
、
成
熟
し
た
人
間
の
成
長
し
つ
つ
あ

る
人
間
に
対
す
る
情
熱
的
な
関
係
で
あ
る
」
、
二
切
の
教
育
学
の

基
礎
は
、
我
々
が
『
教
育
的
関
係
』
と
名
付
け
る
教
育
者
の
被
教

育
者
へ
の
人
格
的
な
関
係
で
あ
る
」
㈹
と
述
べ
て
、
す
べ
て
の
教

育
と
教
育
学
の
基
礎
を
「
教
育
的
関
係
」
に
求
め
て
い
る
。
同
様

の
認
識
は
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
る
。
フ
リ
ッ

ト
ナ
i
は
、
「
我
々
は
、
教
育
者
と
被
教
育
者
を
た
だ
行
為
者
と

そ
の
活
動
の
客
体
と
し
て
区
別
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
両
者
が
相

互
関
係
の
中
に
立
っ
て
お
り
、
開
化
的
な
関
係
と
精
神
的
交
わ
り

が
爾
者
を
包
括
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
」
と
述
べ
て
、

「
教
育
的
関
係
」
に
、
教
育
学
の
基
礎
概
念
に
お
け
る
「
第
一
カ

テ
ゴ
リ
ー
」
（
③
易
宥
肉
客
晶
亀
ぎ
）
と
し
て
の
地
位
を
与
え
て
い

る
の
で
あ
る
5
8
。

　
さ
ら
に
「
教
育
的
関
係
」
論
の
内
容
に
お
い
て
も
、
両
者
の
間
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に
は
か
な
り
の
類
似
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
教
育
的
関
係
」

を
本
質
的
に
相
互
的
な
関
係
と
し
て
把
握
す
る
点
で
あ
る
。
ノ
ー

ル
に
よ
れ
ば
、
「
人
は
プ
ラ
ト
ン
（
国
纂
竃
）
の
饗
宴
以
来
、
教

育
的
関
係
に
お
い
て
も
ま
た
感
覚
的
要
因
（
巴
貿
巳
ぎ
ぼ
篭

黒
◎
冒
⑦
鼻
）
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
と
う
の
昔
に
知
っ
て
い
た
。
そ

れ
は
乳
児
に
対
す
る
愛
情
の
込
も
っ
た
キ
ス
と
愛
撫
と
い
う
形
で

現
れ
る
。
精
神
分
析
は
、
こ
の
感
覚
的
接
触
に
お
い
て
、
性
衝
動

の
導
出
を
認
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
」
。
さ
ら
に
「
教
育
的
関

係
」
の
精
神
分
析
的
解
釈
は
、
例
え
ば
教
師
が
「
感
覚
的
理
由
で

目
を
か
け
る
と
こ
ろ
の
お
気
に
入
り
が
ク
ラ
ス
に
い
る
」
と
い
う

y
」
と
か
ら
、
教
師
の
「
生
徒
に
対
す
る
関
係
の
申
に
、
性
欲
が
無

意
識
的
に
混
ざ
っ
て
い
る
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ノ

ー
ル
は
、
「
教
育
的
関
係
」
の
精
神
分
析
的
解
釈
を
「
自
立
的
で

精
神
的
な
連
関
を
誤
認
し
、
常
に
相
互
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
こ

の
関
係
の
独
自
の
価
値
を
誤
認
し
て
い
る
」
と
批
判
す
る
。
そ
し

て
ノ
i
ル
は
、
「
教
師
の
真
の
愛
は
高
め
る
愛
で
あ
り
、
欲
情
的

な
愛
で
は
な
い
。
そ
し
て
教
育
的
関
係
は
、
一
方
の
側
の
感
構
に
、

他
方
の
側
で
の
そ
れ
に
応
じ
た
感
情
が
向
か
い
合
う
と
乎
」
ろ
の
、

一
つ
の
現
実
の
共
同
体
で
あ
る
」
と
し
て
、
「
教
育
的
関
係
」
が

相
互
的
な
愛
の
関
係
で
あ
る
甲
」
と
を
力
説
す
る
の
で
あ
る
㈹
。
フ

リ
ッ
ト
ナ
i
に
あ
っ
て
も
、
ノ
i
ル
と
同
様
に
「
教
育
的
関
係
」

の
相
互
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ

る
。
ま
た
「
教
育
的
関
係
」
を
構
成
す
る
要
因
と
し
て
愛
と
権
威

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
「
教
育
的
関
係
」
の
成
立
が
教
育
者

と
被
教
育
者
の
「
成
熟
の
落
差
」
（
顯
色
臣
賞
暢
鴇
的
娑
③
）
㈹
を
前

提
と
し
て
い
る
こ
と
、
「
教
育
的
関
係
」
が
被
教
育
者
の
自
立
を

契
機
と
し
て
終
了
す
る
関
係
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
の

点
で
も
両
者
の
思
想
は
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
「
教
育
的
関
係
」
論
が
ノ
i
ル
の
そ
れ
と
多

く
の
共
通
点
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
考
え
て
み
れ
ば
、
フ
リ
ッ

ト
ナ
ー
教
育
学
が
ノ
ー
ル
の
影
響
下
に
お
い
て
成
立
し
た
の
で
あ

る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

フ
リ
ッ
ト
ナ
i
の
「
教
育
的
関
係
」
論
に
対
す
る
ノ
ー
ル
の
影
響

を
そ
の
よ
う
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
事
態

が
存
在
し
て
い
る
。
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
ノ
ー
ル
ヘ
の
直
接
的
師
事
、

ま
た
そ
の
理
論
的
共
通
性
か
ら
推
し
て
、
ノ
ー
ル
か
ら
の
影
響
は

決
定
的
で
あ
り
、
一
見
そ
れ
は
自
明
の
事
柄
の
よ
う
に
恩
え
る
。

し
か
し
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
は
「
教
育
的
関
係
」
を
論
じ
る
際
に
、
そ

の
本
文
中
は
お
ろ
か
注
に
お
い
て
も
、
ノ
ー
ル
の
「
教
育
的
関
係
」

論
そ
の
も
の
に
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
『
一
般
教
育

学
』
に
お
い
て
、
ノ
ー
ル
と
の
か
か
わ
り
を
示
唆
さ
せ
る
事
柄
と

し
て
は
、
ノ
ー
ル
が
ー
9
2
9
年
に
出
版
し
た
『
教
育
学
論
集
』
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（
勺
監
晶
◎
阻
塞
ぼ
跨
艮
ω
津
轟
）
第
2
版
所
収
の
「
教
育
学
的
対
立
」

（
良
③
息
駐
σ
q
◎
阻
塞
ぽ
竃
Ω
φ
鵯
塞
陣
許
Φ
）
を
参
照
し
た
こ
と
が
注

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
く
ら
い
で
あ
る
。
『
一
般
教
育
学
』
そ
の
も

の
が
リ
ッ
ト
、
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
i
と
共
に
ノ
ー
ル
に
捧
げ
ら
れ
て

い
る
の
に
、
ノ
ー
ル
の
「
教
育
的
関
係
」
論
へ
の
言
及
が
見
ら
れ

な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
は
ノ
i
ル
か
ら
の
影
響

が
自
明
で
あ
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
触
れ
な
か
っ
た
の
か
。
ノ
i
ル

と
の
異
同
を
意
識
し
て
故
意
に
触
れ
な
か
っ
た
の
か
。
そ
う
し
た

事
情
に
つ
い
て
は
判
断
し
難
い
と
申
」
ろ
で
あ
る
。
な
お
管
見
の
限

り
で
は
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
が
ノ
i
ル
の
「
教
育
的
関
係
」
論
を
直

接
に
取
り
扱
っ
て
い
る
の
は
、
1
9
5
3
年
の
『
教
育
』
（
皇
Φ

国
竃
甘
島
¢
冒
σ
q
）
所
収
の
「
ヘ
ル
マ
ン
一
ノ
i
ル
」
（
顯
篭
蟹
⑳
賞

寅
◎
巴
）
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
亭
床
ざ
叶
乱
蟹
）
か
ら
リ
ツ
ト
、
ブ
i
バ
ー
に

至
る
ま
で
の
、
世
界
的
。
歴
史
的
に
有
名
な
教
育
学
者
や
哲
学
者

の
教
育
思
想
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
し
て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
一
項
目
と
し
て
、
ノ
i
ル
の
言
葉
が
「
教
育
的
関
係
」

（
o
竃
り
艶
Φ
習
阻
ω
監
Φ
固
Φ
墨
σ
q
）
と
い
う
表
題
の
下
で
、
そ
の
ま

ま
引
用
。
掲
載
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
ω
。
し
た

が
っ
て
こ
こ
か
ら
我
々
が
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
が
ノ
i
ル
の
「
教
育

的
関
係
」
論
を
い
か
に
理
解
し
て
い
た
の
か
を
把
握
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

　
2
　
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
と
ノ
ー
ル
の
共
同
体
把
握

　
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
が
「
教
育
的
関
係
」
論
を
展
開
す
る
際
に
ノ
ー

ル
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
ノ
i
ル
は
フ
リ

ッ
ト
ナ
i
に
影
響
を
与
え
て
い
な
い
と
結
論
づ
け
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
速
断
に
過
ぎ
る
。
ノ
ー
ル
ー
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
間
に
お
け
る

「
教
育
的
関
係
」
に
関
す
る
思
想
的
連
続
性
は
間
違
い
の
な
い
こ

と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
と
も
あ
れ
両
者
の
相
違
点
も
ま
た
明
ら

か
で
あ
る
。

　
数
あ
る
細
部
の
相
違
は
別
に
し
て
、
両
者
の
「
教
育
的
関
係
」

論
に
見
ら
れ
る
最
も
根
本
的
な
相
違
点
と
し
て
は
、
「
教
育
的
関

係
」
を
支
え
る
共
同
体
が
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
の
場
合
は
教
育
共
同

体
で
あ
る
の
に
対
し
、
ノ
ー
ル
の
場
合
は
「
陶
冶
共
同
体
」

（
霞
｝
臣
簿
σ
q
晶
⑦
竃
臥
易
艮
津
）
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ノ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
「
教
育
の
基
礎
は
、
教
育
者
と
陶
冶
意
志

（
望
5
筒
筒
σ
q
ω
糞
嘗
⑯
）
を
持
っ
た
被
教
育
者
の
間
の
陶
冶
共
同
体
で

あ
る
」
㈹
。
つ
ま
り
陶
冶
共
同
体
を
決
定
づ
け
る
の
は
、
被
教
育

者
の
陶
冶
意
志
で
あ
る
。
実
際
に
ノ
ー
ル
の
「
教
育
的
関
係
」
論

の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
被
教
育
者
の
内
的
な
自
己
形
成

と
し
て
の
陶
冶
に
教
育
者
が
本
質
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
す
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る
確
信
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
被
教
育
者
の
陶
冶
か
ら
「
教
育
的

関
係
」
が
導
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
教
育
者

と
被
教
育
者
の
関
係
が
前
面
に
出
て
、
そ
の
反
面
、
そ
う
し
た
関

係
の
前
提
と
な
る
背
景
が
か
す
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
「
教
育
的
関
係
」
を
生
の
関

係
か
ら
導
出
し
、
そ
れ
を
担
う
教
育
共
同
体
を
、
「
教
育
的
な
状

況
が
そ
こ
で
生
じ
、
そ
し
て
拘
束
的
な
も
の
と
し
て
体
験
さ
れ
る

と
こ
ろ
の
あ
ら
ゆ
る
諾
人
格
の
出
会
い
と
関
係
し
と
広
範
囲
に
解

し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
教
育
的
関
係
」
を
把
握
す
る
枠
組
み

が
、
ノ
ー
ル
の
場
合
に
は
比
較
的
限
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
場
合
に
は
か
な
り
広
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
で
は
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
と
ノ
…
ル
は
、
「
教
育
的
関
係
」

を
支
え
る
共
同
体
を
な
ぜ
そ
れ
ぞ
れ
教
育
共
同
体
、
陶
冶
共
同
体

を
表
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
「
共
同
体
」
（
Q
⑦
冒
巴
屋
島
良
叶
）
概
念
は
、
テ
ニ
エ
ス

（
肉
⑪
邑
ぎ
竃
創
弓
冨
邑
霧
）
の
『
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル

シ
ャ
フ
ト
』
（
寂
竃
臥
婁
監
津
竃
蝕
Ω
窪
亀
竃
げ
津
）
等
を
契
機

と
し
て
、
ワ
イ
マ
i
ル
期
の
流
行
概
念
と
な
っ
て
い
た
。
例
え
ば

改
革
教
育
学
運
動
は
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
運
動
を

生
起
せ
し
め
た
文
化
危
機
を
打
開
す
る
方
途
を
共
同
体
の
再
編
に

求
め
て
い
る
。
ま
た
岩
村
行
雄
は
『
ワ
イ
マ
ー
ル
文
化
』
に
お
い

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
㈹
。
「
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
が
大

詰
め
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
最
後
の
数
年
間
、
大
学
の
外
の
杜

会
で
は
危
機
意
識
が
一
般
化
し
、
『
一
」
の
ま
ま
で
は
だ
め
だ
、
い

っ
さ
い
を
変
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
』
と
い
う
甲
」
と
ば
が
し
き
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト

に
飛
び
交
っ
て
い
た
。
指
導
者
が
待
望
さ
れ
、
　
〈
共
同
体
〉
と
い

う
言
葉
が
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
な
っ
た
。
ま
る
で
そ
れ
が
す
べ

て
を
解
決
す
る
魔
法
の
鍵
の
よ
う
で
あ
っ
た
」
。
ほ
ぼ
同
時
代
を

生
き
た
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
と
ノ
i
ル
の
考
え
る
共
同
体
概
念
に
、
お

そ
ら
く
決
定
的
な
相
違
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
両
者
の

把
握
す
る
「
教
育
」
（
国
蟹
帥
浄
⇔
箏
σ
Q
）
と
「
陶
冶
」
（
望
5
昌
簿
晩
）

の
両
概
念
の
意
味
内
容
が
間
題
と
な
る
。
「
教
育
」
と
「
陶
冶
」

は
、
時
と
し
て
同
義
的
に
用
い
ら
れ
る
用
語
で
あ
り
、
そ
の
区
別

に
関
し
て
は
様
々
な
議
論
が
あ
る
。
ノ
ー
ル
は
両
者
を
次
の
よ
う

に
区
別
し
て
い
る
㈱
。

　
　
　
歴
史
的
に
「
陶
冶
す
る
」
（
匡
蟹
竃
）
と
い
う
表
現
は
、

　
　
1
8
世
紀
後
半
に
初
め
て
現
れ
た
の
で
あ
り
、
元
来
は
「
自

　
　
己
を
陶
冶
す
る
」
（
ω
｛
監
ぴ
崖
窪
）
（
陶
冶
衝
動
）

　
　
　
（
象
蜀
¢
虜
σ
q
ω
ま
＄
）
を
意
味
し
、
独
自
の
形
式
に
向
け
て

　
　
の
内
か
ら
の
自
発
的
発
達
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対

　
　
し
て
「
教
育
す
る
」
ボ
賢
陣
窪
）
（
訓
育
）
（
N
蓉
叶
）
は
、
む

　
　
し
ろ
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
た
形
式
へ
と
引
っ
張
っ
て
行
く
こ
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て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
『
一
般
教
育
学
』
に
お
い

て
「
『
教
育
』
と
『
陶
冶
』
と
い
う
名
称
」
（
O
τ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
署
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菖

艶
蟹
軌
艮
鯵
蟹
晶
留
、
国
竃
甘
昏
臼
晶
臼
鱒
創
、
望
｝
穿
蝪
⑪
q
）
と
い
う
節

を
設
定
し
た
上
で
、
両
者
を
次
の
よ
う
に
区
別
し
て
い
る
㈹
。

　
　
　
我
々
は
、
「
教
育
」
（
と
い
う
言
葉
－
引
用
者
注
）
を
能
動

　
　
的
及
び
受
動
的
な
意
味
に
お
い
て
用
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の

　
　
言
葉
は
、
活
動
と
そ
の
影
響
を
言
い
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
こ
の
活
動
が
向
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
被
教
育

　
　
者
」
の
心
の
内
の
出
来
事
や
こ
の
過
程
の
結
果
も
ま
た
、
そ

　
　
れ
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
し
ば
し

　
　
ば
ド
イ
ツ
語
で
は
「
教
育
」
と
は
区
別
さ
れ
る
独
自
の
意
味

　
　
を
持
つ
「
陶
冶
」
と
い
う
言
葉
を
同
じ
意
味
で
用
い
て
い
る
。

　
　
こ
の
言
葉
の
中
に
は
、
教
育
現
象
に
関
す
る
全
く
独
自
の
考

　
　
え
が
存
す
る
。
そ
し
て
こ
の
言
葉
は
、
好
ん
で
、
そ
の
考
え

　
　
が
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
は
含
ま
れ
る
べ
き
教
育
活
動
を
特

　
　
徴
づ
け
る
の
で
あ
る
。
教
育
す
る
こ
と
（
弘
鶴
黒
凱
昏
竃
）

　
　
は
陶
冶
す
る
こ
と
（
⑩
ぎ
塵
蜀
唐
）
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の

　
　
で
あ
る
。
こ
の
よ
り
新
し
い
言
葉
は
1
8
世
紀
以
来
の
も
の

　
　
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
教
育
」
や
最
も
古
い
「
訓
育
」
と
い
う

　
　
表
現
を
再
三
再
四
押
し
の
け
て
き
た
。
し
か
し
教
育
現
象
に

　
　
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
人
格
的
－
倫
理
的
な
意
志
関
係
、
責

　
　
任
あ
る
諾
人
格
の
出
会
い
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
意

　
　
識
さ
れ
る
場
合
に
は
、
再
び
「
教
育
」
と
い
う
言
葉
が
前
面

　
　
に
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
と
ノ
i
ル
の
「
教
育
」
及
び
「
陶
冶
」
に
関
す
る

こ
の
よ
う
な
見
解
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
々
は
上
述
し
た
間

い
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
ノ
i
ル
は
、

被
教
育
者
の
陶
冶
意
志
を
重
視
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
教
育
者
と

被
教
育
者
の
一
対
一
の
人
間
関
係
と
し
て
の
「
教
育
的
関
係
」
を
構

想
し
て
い
る
。
つ
ま
り
ノ
i
ル
は
、
「
教
育
的
関
係
」
に
お
い
て
、

教
育
者
の
「
伝
道
的
文
化
意
志
」
（
§
甘
竃
帥
◎
覆
篭
訂
o
ぽ
⑩

肉
巳
叶
竃
象
茅
）
㈹
に
対
し
て
被
教
育
者
が
陶
冶
意
志
で
も
っ
て

応
え
る
こ
と
に
よ
り
、
被
教
育
者
は
独
自
の
形
式
へ
と
内
的
一
自

発
的
に
発
達
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ノ
i
ル
は
、

「
教
育
的
関
係
」
を
支
え
る
共
同
体
を
陶
冶
共
同
体
と
表
記
し
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
「
陶
冶
」
が

「
人
間
の
内
面
を
形
成
す
る
は
た
ら
き
」
を
限
定
的
に
指
し
示
す

の
に
対
し
て
、
「
教
育
」
は
教
育
者
が
被
教
育
者
に
対
し
て
な
す

「
活
動
と
そ
の
影
響
」
、
さ
ら
に
は
被
教
育
者
の
「
心
の
内
の
出
来

事
や
こ
の
過
程
の
結
果
」
を
指
し
示
す
言
葉
で
あ
る
と
解
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
に
お
い
て
「
教
育
」
は
、
「
陶
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冶
」
に
比
し
て
広
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
フ

リ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
「
人
格
的
。
倫
理
的
な
意
志
関
係
、
責
任
あ
る

諾
人
格
の
出
会
い
」
を
間
題
と
し
て
論
ず
る
場
合
は
、
「
教
育
」

と
い
う
言
葉
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
故
に
フ
リ
ッ

ト
ナ
ー
は
、
「
教
育
的
関
係
」
を
支
え
る
共
同
体
を
教
育
共
同
体

と
表
記
し
た
の
で
あ
る
。

　
3
　
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
「
教
育
的
関
係
」
論
に
対
す
る
評
価

　
上
述
し
た
よ
う
な
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
と
ノ
i
ル
の
「
教
育
的
関

係
」
論
の
共
通
点
及
び
相
違
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
こ
で
は
ノ

i
ル
と
の
比
較
と
い
う
観
点
か
ら
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
「
教
育
的

関
係
」
論
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
い
か
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
を

問
題
と
し
た
い
。

　
ま
ず
ノ
i
ル
と
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
の
関
係
に
つ
い
て
一
定
の
解
釈

を
提
示
し
た
人
物
と
し
て
、
ク
ル
ー
ゲ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。

『
教
育
的
関
係
と
教
育
現
実
』
に
お
い
て
ク
ル
i
ゲ
は
、
「
ノ
ー
ル

は
、
教
育
者
－
被
教
育
者
－
関
係
を
陶
冶
共
同
体
と
し
て
理
解
し

た
が
、
フ
リ
ツ
ト
ナ
i
は
、
こ
の
関
係
の
枠
組
み
を
さ
ら
に
広
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
彼
に
従
え
ば
、
教
育
的
関
係
は
、

そ
れ
は
そ
れ
で
真
な
る
生
の
関
係
を
示
す
と
こ
ろ
の
教
育
共
同
体

の
内
部
に
お
い
て
、
い
つ
も
考
え
ら
れ
得
る
に
過
ぎ
な
い
」
㈹
と

述
べ
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
が
生
の
現
実
を
背
景
に
し
た
教
育
共
同
体

を
標
膀
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
現
実
主
義
的
な
端
緒
へ
の
突
破
に

成
功
し
て
い
る
」
㈹
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ク
ル
ー
ゲ

は
、
前
掲
書
に
「
教
育
的
関
係
論
に
対
す
る
批
判
的
考
察
」

（
窒
汁
ぎ
尉
9
良
Φ
習
り
鵯
彰
・
員
夢
8
昏
皆
ζ
監
嚢
阻
8
げ
竃

罰
①
暮
σ
q
霧
）
と
い
う
副
題
を
付
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
得

る
よ
う
に
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
の
主
張
を
ノ
ー
ル
批
判
と
し
て
解
す

る
の
で
あ
る
。
ノ
ー
ル
の
「
教
育
的
関
係
し
論
に
対
す
る
批
判
の

一
つ
に
、
そ
の
現
実
を
捨
象
し
た
抽
象
性
を
難
ず
る
も
の
が
あ
る
。

ク
ル
i
ゲ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
批
判
の
出
自
は
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
に
ま

で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
フ
リ
ツ
ト
ナ
i
は
、

「
教
育
的
関
係
」
の
両
極
を
教
育
者
と
被
教
育
者
と
表
現
す
る
の

は
抽
象
的
で
あ
り
、
「
教
育
者
と
被
教
育
者
が
向
い
合
っ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
肉
と
血
を
持
っ
た
人
間
が
向
い
合
っ
て
い
る
」
と

述
べ
て
、
「
教
育
的
関
係
」
を
多
様
な
生
の
関
係
へ
と
選
元
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
に
お
い
て
は
、

「
教
育
的
関
係
」
は
様
々
な
性
格
を
有
す
る
と
さ
れ
、
そ
う
し
た

性
格
の
多
様
性
か
ら
「
教
育
的
関
係
」
の
形
式
の
類
型
化
が
試
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ノ
i
ル
の
場
合
に
は
、
教
育

学
の
出
発
点
を
教
育
現
実
に
求
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
「
教
育
的
関
係
」
論
は
、
現
実
の
多
様
性
を
度
外
視
し
て
家
庭
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教
育
を
唯
一
の
モ
デ
ル
に
し
て
構
築
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
一

般
的
原
理
が
導
出
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ノ
ー
ル
の
「
教
育

的
関
係
」
論
は
、
教
育
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
や
多
様
性
を
と
ら
え
損

ね
て
い
る
と
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ク
ル
ー
ゲ
に
よ
っ
て
、
ノ

i
ル
の
「
教
育
的
関
係
」
論
は
、
「
様
々
な
端
緒
が
、
そ
の
陳
述

に
お
い
て
、
あ
ま
り
に
も
強
く
教
育
現
実
を
捨
象
し
て
お
り
、
そ

し
て
あ
ま
り
に
も
分
化
す
る
一
」
と
が
少
な
い
、
す
な
わ
ち
あ
ま
り

に
も
性
急
に
一
般
化
す
る
や
り
方
を
と
っ
て
い
る
」
㈲
と
解
き
れ

る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
対
し
て
、
あ
る
意
味
で
は
ノ
i
ル
を
擁
護

す
る
見
地
か
ら
、
『
教
育
的
相
互
作
用
』
（
噌
餌
創
陣
α
q
◎
σ
q
江
艮
⑪

旨
叶
簑
陣
所
汰
◎
幻
）
に
お
い
て
ヨ
ッ
ピ
エ
ン
（
串
⑪
ぎ
苧
』
自
哨
胴
①
嵩

』
虐
官
窪
）
が
反
論
を
呈
し
て
い
る
。
次
の
通
り
で
あ
る
㈹
。

　
　
　
教
育
的
関
係
の
モ
デ
ル
は
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
に
構
想
さ

　
　
れ
て
い
る
と
い
う
、
再
三
再
四
W
。
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
に
還
元

　
　
さ
れ
る
非
難
は
（
彼
は
そ
の
箇
所
で
は
直
接
的
に
は
ノ
ー
ル

　
　
を
全
く
引
き
合
い
に
出
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
、

　
　
ノ
ー
ル
の
構
想
を
（
中
略
）
現
実
的
な
も
の
の
記
述
と
し
て

　
　
で
は
な
く
、
教
育
行
為
に
と
っ
て
の
規
定
的
理
念
（
屋
習
厨
－

　
　
富
ぎ
罰
藷
）
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ノ
ー
ル

　
　
を
的
確
に
と
ら
え
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
申
」
の
局
面
の
下

　
　
で
、
ノ
ー
ル
の
構
想
は
ま
た
様
々
な
生
の
関
係
な
い
し
は
教

　
　
育
的
関
係
（
家
庭
、
学
校
、
施
設
）
に
お
い
て
妥
当
性
を
持

　
　
ち
続
け
る
の
で
あ
っ
て
、
教
育
状
況
に
お
い
て
い
つ
も
現
れ

　
　
る
葛
藤
を
テ
ー
マ
に
す
る
に
は
及
ば
な
い
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
ヨ
ッ
ピ
エ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
ノ
ー
ル
本
来
の
意

図
は
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
i
が
構
想
し
た
よ
う
な
多
様
な
「
教
育
的
関

係
」
の
モ
デ
ル
の
す
べ
て
に
一
貫
し
て
存
在
す
る
基
本
構
造
を
抽

出
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
家
庭
に
お
け
る

親
子
関
係
か
ら
一
般
的
原
理
を
引
き
出
し
、
さ
ら
に
そ
れ
に
依
拠

し
て
学
校
に
お
け
る
教
師
と
生
徒
の
関
係
に
ま
で
言
及
し
よ
う
と

す
る
ノ
ー
ル
の
試
み
が
妥
当
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、

ノ
ー
－
ル
は
最
初
か
ら
「
教
育
的
関
係
」
の
多
様
な
あ
り
方
を
指
摘

す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ク

ル
ー
ゲ
に
よ
っ
て
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
に
そ
の
起
源
が
求
め
ら
れ
た
よ

う
な
タ
イ
プ
の
批
判
は
、
ノ
ー
ル
批
判
と
し
て
は
妥
当
で
は
な
い

と
ヨ
ッ
ピ
エ
ン
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
ノ
i
ル
の
「
教
育
的
関
係
」
論
を
描
象
的
な
構
想
と
見
る
か
、

教
育
行
為
に
と
っ
て
の
規
定
的
理
念
と
解
す
る
か
に
関
し
て
は
、

お
そ
ら
く
見
解
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ノ
ー
ル
の

導
出
し
た
原
理
が
す
べ
て
の
「
教
育
的
関
係
」
を
支
配
し
得
る
か

ど
う
か
も
、
や
は
り
吟
味
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
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て
ノ
i
ル
の
場
合
に
、
「
教
育
的
関
係
」
の
多
様
性
の
認
識
が
不

十
分
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
は
無
理
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
ノ
ー

ル
が
「
教
育
共
同
体
の
様
々
な
形
式
や
教
育
者
の
様
々
な
類
型
」

㈹
に
注
意
を
促
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら

を
十
分
に
論
ず
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
「
教
育
的
関
係
」
論
は
、
そ
れ
が
意
識

的
に
ノ
i
ル
と
の
対
決
を
企
図
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
に
し

て
、
「
教
育
的
関
係
」
の
多
様
な
背
景
を
浮
き
上
が
ら
せ
、
「
教
育

的
関
係
」
の
諾
形
式
や
教
育
者
の
タ
イ
プ
に
関
す
る
叙
述
に
意
を

注
い
で
い
る
と
い
う
点
で
、
ノ
i
ル
の
「
教
育
的
関
係
」
論
を
さ

ら
に
深
化
一
発
展
さ
せ
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
至
っ
て
我
々
は
、
精
神
科
学
的
教
育
学
派

に
お
け
る
「
教
育
的
関
係
」
論
の
継
承
及
び
発
展
の
み
ち
す
じ
を
、

ノ
ー
ル
と
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
間
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。V

　
ま
と
め
と
今
後
の
課
題

　
本
研
究
は
、
二
般
教
育
学
』
の
内
容
を
検
討
す
る
甲
」
と
に
よ

り
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
「
教
育
的
関
係
」

論
が
い
か
な
る
特
質
を
有
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら

に
そ
れ
が
ノ
ー
ル
の
「
教
育
的
関
係
」
論
に
対
し
て
い
か
な
る
関

係
に
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
一
」
と
を
冒
的
と
し
て
進
め
ら
れ

て
き
た
。
本
研
究
で
得
ら
れ
た
知
見
を
繕
論
的
に
示
す
な
ら
ば
、

そ
れ
は
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
精
神
科
学
的

教
育
学
派
に
お
い
て
「
教
育
的
関
係
」
は
共
通
の
関
心
事
で
あ
り
、

フ
リ
ッ
ト
ナ
i
も
代
表
的
論
者
の
一
人
と
し
て
『
一
般
教
育
学
』

に
お
い
て
独
自
の
「
教
育
的
関
係
」
論
を
展
開
し
て
い
る
。
②
フ

リ
ッ
ト
ナ
i
の
「
教
育
的
関
係
」
論
の
特
質
は
、
「
教
育
的
関
係
」

が
生
の
関
係
や
教
育
共
同
体
と
の
関
連
に
お
い
て
把
握
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
「
教
育
的
関
係
」
の
形
式
が
自
然
的
と
人
為
的
、
永
続

的
と
一
時
的
、
全
体
的
と
部
分
的
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
て

区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
関
係
の
相
互
性
が
謁
わ
れ
て
い
る
こ
と
、

「
教
育
的
関
係
」
の
構
成
要
因
と
し
て
教
育
的
動
機
、
愛
と
権
威

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
等
の
点
に
見
出
さ
れ
る
。
③
フ
リ
ッ
ト

ナ
ー
の
「
教
育
的
関
係
」
論
は
、
「
教
育
的
関
係
」
を
表
示
す
る

用
語
が
ノ
ー
ル
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
、
「
教
育
的
関
係
」
を
支
え

る
共
同
体
が
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
に
お
い
て
教
育
共
同
体
で
あ
る
の
に

対
し
て
ノ
ー
ル
に
お
い
て
は
陶
冶
共
同
体
で
あ
る
こ
と
等
の
共
通

点
及
び
相
違
点
を
持
っ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
ノ
ー
ル
の
「
教

育
的
関
係
」
論
を
継
承
し
、
発
展
さ
せ
た
理
論
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
が
最
終
的
に
謁
い
上
げ
て
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い
る
結
論
は
、
精
神
科
学
的
教
育
学
派
に
お
い
て
、
ノ
ー
ル
か
ら

フ
リ
ッ
ト
ナ
i
へ
と
い
う
流
れ
で
「
教
育
的
関
係
」
論
の
継
承
及

び
発
展
の
み
ち
す
じ
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
申
」
と
で
あ
る
。

　
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
二
般
教
育
学
』
は
、
翻
訳
が
出
版
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
あ
り
、
我
が
国
に
お
い
て
比
較
的
よ
く
読
ま
れ
て
い

昏
著
作
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
研
究
は
決

し
て
多
く
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
つ
い
最
近

ま
で
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
が
生
き
て
い
た
た
め
に
研
究
対
象
化
す
る
に

は
障
害
が
多
く
、
な
か
な
か
取
り
上
げ
に
く
か
っ
た
と
い
う
事
情

が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
今

後
我
が
国
に
お
い
て
も
数
多
く
の
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
研
究
が
公
に
さ

れ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
教
育
学
全
体
の
本

格
的
研
究
が
、
我
々
の
課
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
筆
者
自
身
も
、

今
後
と
も
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
教
育
学
、
と
り
わ
け
「
教
育
的
関
係
」

論
に
目
を
向
け
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
際
に
筆

者
の
関
心
と
か
か
わ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
課
題
が
設
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
を
示
し
て
本
研
究
を
閉
じ
る
こ
と

に
し
た
い
。
そ
れ
は
、
『
体
系
的
教
育
学
』
と
『
一
般
教
育
学
』

に
お
け
る
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
「
教
育
的
関
係
」
に
関
す
る
記
述
を

比
較
し
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
記
述
内
容
の
変
化
を
指
摘
し
、
さ
ら

に
そ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
一
」
と
で
あ

る
。
笥
現
代
ド
イ
ツ
教
育
学
説
史
研
究
序
説
』
に
お
い
て
小
笠
原

は
、
『
体
系
的
教
育
学
』
と
『
一
般
教
育
学
』
の
「
両
書
は
、
そ

の
刊
行
時
期
の
時
代
的
背
景
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
根

本
恩
想
は
ま
っ
た
く
不
変
で
あ
る
」
㈹
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し

こ
の
言
葉
が
、
小
笠
原
が
両
書
を
精
細
に
比
較
検
討
し
た
結
果
と

し
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま

た
仮
に
「
根
本
思
想
」
の
レ
ベ
ル
で
は
そ
う
だ
と
し
て
も
、
フ
リ

ッ
ト
ナ
ー
は
実
際
に
か
な
り
の
書
き
換
え
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
『
体
系
的
教
育
学
』
と
二
般
教
育
学
』
の
「
教
育
共
同
体

－
教
育
的
関
係
」
に
お
け
る
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
記
述
を
此
較
し
て

み
る
と
、
非
常
に
多
く
の
相
違
箇
所
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
箇
所
を
一
つ
ず
つ
丹
念
に
検
討
し
、
1
9
3
3
年
か
ら

1
9
5
0
年
の
ま
で
の
間
に
フ
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
「
教
育
的
関
係
」

論
の
内
容
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
の
か
、
ま
た
な
ぜ
生
じ

た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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