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技
術
知
と
し
て
の
教
育
学

　
　
　
　

│
│
Ｗ
・
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
に
よ
る
「
教
育
の
経
験
科
学
」
の
提
唱
│
│

氏　
　

家　
　

重　
　

信

　

教
育
は
技
術
で
は
な
い
。
モ
ノ
を
つ
く
る
よ
う
に
人
間
を
つ
く
る
こ
と
は
で

き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
―
―
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
理
解
に
立
て
ば
、
教
育
学

が
（
あ
た
か
も
モ
ノ
を
つ
く
る
場
合
の
よ
う
に
）
自
然
科
学
に
範
を
と
っ
た
法

則
性
を
教
育
と
い
う
事
象
か
ら
ひ
き
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
教
育
の
行
為
を
み

ち
び
く
有
効
で
確
実
な
方
法
や
技
術
を
示
す
と
い
う
こ
と
は
根
本
的
に
誤
っ
た

発
想
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
Ｗ
・
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は
教
育
を

は
っ
き
り
と
手
段
的
・
技
術
的
な
行
為
で
あ
る
と
し
、
そ
う
し
た
教
育
の
行
為

に
（
法
則
性
の
認
識
に
も
と
づ
い
た
）
有
効
で
確
実
な
方
法
知
を
提
供
す
る
こ

と
に
教
育
学
の
使
命
を
み
る
。
教
育
学
は
「
教
育
の
技
術
学
」
で
あ
る
べ
き
だ

と
明
言
す
る
の
で
あ
る
。
教
育
学
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
理
解
は
は
た
し
て
適

切
な
も
の
だ
ろ
う
か
？　

こ
の
よ
う
な
理
解
は
教
育
と
い
う
事
象
の
性
質
に
ふ

さ
わ
し
い
も
の
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
？　

ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
が
主
張
す
る
こ
の

よ
う
な
教
育
科
学
の
基
本
的
な
性
格
と
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、「
教

育
の
技
術
学
」
と
い
う
教
育
学
の
理
解
が
ど
の
程
度
正
当
性
を
主
張
し
う
る
の

か
を
吟
味
し
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
―
―
そ
れ
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

一
、　

教
育
科
学
の
必
要
性

　

ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
に
よ
れ
ば
、
教
育
と
は
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
的
・

技
術
的
な
行
為
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
目
的
」
と
は
教
育
目
標
の
こ
と
、
望

ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
人
間
的
な
特
性
や
性
向
の
複
合
体
、
す
な
わ
ち
人
間
の

理
想
で
あ
り
、
そ
れ
を
教
育
さ
れ
る
者
の
う
ち
に
つ
く
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。

よ
う
す
る
に
教
育
と
は
目
的
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
も
っ
て
な
さ
れ
る

行
為
で
あ
り
、つ
ま
り
は
「
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
の
「
手
段
」
で
あ
っ
て
、

そ
れ
自
体
と
し
て
単
独
で
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
。そ
れ
は
あ
く
ま
で
も「
目

的
―
手
段
と
い
う
図
式
」
の
中
で
し
か
意
味
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
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「
他
の
人
間
の
心
的
な
性
向
（psychischen 

D
ispositionen

）
の
構
造
を
何
が

し
か
の
点
で
持
続
的
に
改
善
し
た
り
、
価
値
あ
り
と
判
断
さ
れ
る
そ
の
人
間
の

構
成
要
素
を
維
持
し
た
り
、
あ
る
い
は
悪
い
と
評
価
さ
れ
る
性
向
が
生
じ
る
の

を
妨
げ
る
た
め
に
、
行
為
す
る
者
が
手
段
と
み
な
す
行
為
だ
け
が
、
教
育
の
概

念
に
は
含
ま
れ
る
。」（M

E
. 53

1

）

　
「
教
育
の
行
為
が
出
て
く
る
の
は
た
だ
、
行
為
を
お
こ
な
う
人
間
が
そ
の
行

為
を
、
教
育
さ
れ
る
者
の
う
ち
に
目
指
す
も
の
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
み

な
す
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
目
的
な
し
に
は
教
育
は
な
い
。
す
べ
て
の
教

育
は
目
的
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
教
育
は
目
的
―
手
段
の
関
係
の
構
成
部
分

と
し
て
の
み
生
じ
る
。」（E

E
E

. 24

）

　

こ
の
よ
う
に
教
育
が
手
段
と
し
て
の
行
為
で
あ
る
と
す
れ
ば
、（
そ
も
そ
も

手
段
は
目
的
の
た
め
に
あ
る
の
だ
か
ら
）
当
然
な
が
ら
目
的
を
達
成
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
手
段
に
は
存
在
意
味
が
な
い
。
目
的
を
達
成
で
き
る
有
効
で
効
果

的
な
手
段
だ
け
が
教
育
と
し
て
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
見
極

め
る
た
め
に
は
「
目
的
―
手
段
と
い
う
図
式
」
に
照
ら
し
て
手
段
の
有
効
性
を

検
証
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
期
待
さ
れ
る
結
果
を
確
実
に
ひ
き
起
こ
す
よ

う
な
行
為
だ
け
が
、
教
育
と
し
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

教
育
の
行
為
の
結
果
を
科
学
的
に
検
証
す
る
こ
と
で
、
つ
ま
り
教
育
と
い
う

事
象
の
因
果
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
教
育
と
い
う
手
段
の
有
効
性
と

確
実
性
は
高
ま
る
。
よ
り
効
果
的
に
教
育
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て

目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
確
実
で
有
効
な
手
段
を
教
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
は
教

育
に
科
学
的
に
確
証
さ
れ
た
、
確
実
な
技
術
知
を
提
供
す
る
こ
と
が
、
教
育
学

と
い
う
も
の
の
役
割
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
教
育
学
は
、
教
育
の
「
技
術

科
学
」（Technologie

）
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

従
来
の
教
育
学
が
不
毛
だ
っ
た
の
は
、
そ
し
て
そ
れ
が
進
歩
と
無
縁
だ
っ
た

の
は
、
こ
の
学
が
こ
う
し
た
有
効
な
技
術
知
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
技
術
知
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
、
教

育
と
い
う
事
象
を
科
学
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
教
育
の
行
為
と
そ
の
結
果

の
因
果
関
係
を
究
明
し
、
経
験
科
学
的
に
検
証
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
よ

う
す
る
に
従
来
の
教
育
学
は
「
科
学
」
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
つ
ま
り
そ
れ
に

　

１　

以
下
、
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
の
著
作
か
ら
引
用
を
お
こ
な
う
さ
い
に
は
、
こ
の
よ
う
に
書

名
を
以
下
に
記
し
た
よ
う
な
略
号
で
表
し
、
頁
数
と
あ
わ
せ
て
引
用
文
末
に
括
弧
書

き
で
記
し
て
典
拠
を
示
す
。

 
A

E
:

W
olfgang B

rezinka, A
ufklärung über E

rziehungstheorien.　

B
eiträge zur 

K
ritik der P

ädagogik. 

（W
olfgang B

rezinka G
esam

m
elte Schriften. B

d. 1

） 
M

ünchen 1989.
 

E
E

E
:

ibid., E
rziehungsziele, E

rziehungsm
ittel, E

rziehungserfolg. 2., verbes. 
u. erw

. A
ufl. M

ünchen 1981.
 

E
K

M
:

ibid., E
rziehung

―K
unst des M

öglichen.　

B
eiträge zur P

raktischen 
P

ädagogik. 3., verbes. u. erw
. A

ufl.

（W
olfgang B

rezinka G
esam

m
elte Schrift-

en. B
d. 2

）M
ünchen 1988.

 
E

w
G

]:
ibid., E

rziehung in einer w
ertungesicherten G

esellschaft. 2., verbes. 
A

ufl. M
ünchen. 1986.

 
E

P
K

:
ibid., E

rziehung und P
ädagogik im

 K
ulturw

andel. M
ünchen. 2003.

 
G

E
:

ibid., 
G

rundbegriff 
der 

E
rziehungsw

issenschaft.　

A
nalyse, 

K
ritik, 

Vorschläge. 4., verbes. A
ufl. M

ünchen 1992.
 

M
E

:
ibid., M

etatheorie der E
rziehung. M

ünchen 1978.
 

T
:

ibid., 
T

üchtigkeit.　

A
nalyse 

und 
B

ew
ertung 

eines 
E

rziehungszieles. 
M

ünchen 1987.
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は
科
学
性
が
欠
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
こ
れ
ま
で
の
教
育
学
が
批
判

さ
れ
る
べ
き
根
本
の
理
由
が
あ
る
。
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は
言
う
、「《
教
育
学
》
と

呼
ば
れ
る
も
の
す
べ
て
が
《
科
学
》
で
あ
る
と
い
う
幻
想
は
捨
て
な
く
て
は
な

ら
な
い
」（M

E
. 

v

）
と
。
つ
ま
り
教
育
学
は
有
用
な
（
経
験
）
科
学
へ
と
脱

皮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
伝
統
的
な
教
育
学
は
、
そ
の
教
育
現
実
に
か
か
わ
る
部
分
で
は
問
題
意
識

に
と
ぼ
し
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
特
殊
な
問
題
と
特
殊
な
仮
説
に
と
ぼ
し
か
っ

た
…
。
多
く
の
、
検
証
さ
れ
て
い
な
い
た
ん
な
る
主
観
的
な
確
信
が
、
無
批
判
に

も
認
識
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
き
た
。
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
知
識

と
称
さ
れ
る
も
の
は
不
完
全
で
、
厳
密
さ
に
欠
け
、
疑
わ
し
か
っ
た
し
、
ま
た
知

る
必
要
の
あ
る
多
く
の
こ
と
が
何
も
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
当
の
事
実
が
知
ら

れ
る
以
前
に
原
則
や
指
示
が
立
て
ら
れ
た
。
教
育
学
の
情
報
内
容
が
比
較
的
わ
ず

か
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
、そ
の
命
題
が
長
い
こ
と
非
科
学
的
で
あ
り
、

教
育
実
践
に
ほ
と
ん
ど
役
立
た
な
い
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に

問
題
意
識
が
欠
け
て
い
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。」（M

E
. 114

）

　
「
わ
れ
わ
れ
の
社
会
の
未
来
を
偶
然
の
手
に
ゆ
だ
ね
、
わ
れ
わ
れ
の
子
ど
も

た
ち
を
た
ん
な
る
気
ま
ぐ
れ
に
任
せ
た
く
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
教
育
も
ま
た
批

判
的
に
判
断
し
、
で
き
る
か
ぎ
り
合
理
的
に
計
画
し
実
行
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
教
育
の
行
為
や
制
度
は
あ
る
目
的
の
た
め
に
行
な
わ
れ
、
ま

た
存
在
す
る
が
、
そ
う
し
た
行
為
や
制
度
が
そ
の
目
的
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う

か
、
ど
ん
な
条
件
で
あ
れ
ば
ふ
さ
わ
し
い
か
を
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ

の
こ
と
は
経
験
的
な
研
究
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
、
科
学
的
な
理
論
に
の
み
表

さ
れ
る
。（
中
略
）
理
性
的
に
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
必
要
な
、
現

実
に
か
ん
す
る
知
識
は
、
科
学
的
な
方
法
の
規
則
に
従
う
こ
と
で
も
っ
と
も
良

く
入
手
で
き
る
―
―
こ
の
こ
と
は
す
で
に
多
く
の
領
域
で
示
さ
れ
て
い
る
。
情

報
の
内
容
が
わ
ず
か
し
か
な
い
と
い
う
事
実
に
表
れ
て
い
る
教
育
学
の
停
滞
と

相
対
的
な
不
毛
さ
を
克
服
し
た
い
と
望
む
な
ら
ば
、
教
育
の
問
題
を
解
決
す
る

さ
い
に
も
こ
う
し
た
科
学
的
な
方
法
の
規
則
を
適
用
す
る
よ
う
努
め
な
く
て
は

な
ら
な
い
。」（M

E
. 25f.

）

　

ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
が
従
来
の
教
育
学
（P

ädagogik

）
に
か
え
て
教
育
科
学

（E
rziehungsw

issenschaft

）
を
提
唱
す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
理
由
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
有
効
で
確
か
な
教
育
の
技
術
知
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
、

教
育
の
科
学
（W

issenschaft

）
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。

　

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
教
育
の
目
的
―
手
段
の
関
係
、
そ
し
て
行
為
と
そ
の

結
果
に
つ
い
て
の
事
実
的
な
関
係
に
つ
い
て
の
み
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
教

育
の
目
的
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
教
育
の
目
的

は
教
育
の
内
部
に
は
な
い
。
そ
れ
は
教
育
が
設
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ

ば
教
育
の
外
部
に
あ
り
外
部
か
ら
来
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
さ
き
に
述
べ

た
よ
う
に
教
育
の
目
的
と
は
、
教
育
さ
れ
る
人
間
の
う
ち
に
教
育
（
す
る
者
）

が
実
現
し
よ
う
と
す
る
、
望
ま
し
い
人
間
の
特
性
や
性
向
で
あ
り
、
そ
の
複
合

的
な
構
造
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
（
そ
の
教
育
が
行
な
わ
れ
る
）
社
会
集
団

に
よ
っ
て
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
人
間
の
あ
り
方
で
あ
り
、
人
間
の
理
想
や
規
範
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な
の
で
あ
る
。

　
「
教
育
目
標
と
は
、
教
育
さ
れ
る
者
の
人
格
に
か
か
わ
る
理
想
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
が
表
し
て
い
る
の
は
、
意
欲
さ
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
教
育
さ
れ
る
者

が
獲
得
し
、
教
育
す
る
者
が
教
育
に
よ
っ
て
そ
の
獲
得
に
貢
献
す
べ
き
心
的
な

性
向
（
能
力
、
特
性
）
で
あ
る
。
人
格
理
想
は
つ
く
ら
れ
、
設
定
さ
れ
る
。
そ

れ
は
課
せ
ら
れ
る
要
求
で
あ
る
。
…
社
会
の
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
に
対
し
て
拘

束
力
を
も
つ
、
基
礎
的
な
人
格
理
想
は
、
そ
の
文
化
の
な
か
で
教
育
者
に
あ
ら

か
じ
め
あ
た
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
最
初
か
ら
新
た
に
つ
く
る
必
要
は
な
く
、
そ

れ
を
明
確
に
し
、
解
釈
し
、
具
体
化
し
、
補
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
受
け
継
ぐ

だ
け
で
い
い
。」（M

E
. 220

）

　
「
理
想
と
し
て
設
定
さ
れ
た
心
的
な
性
向
は
任
意
の
も
の
で
は
な
く
、
教
育

さ
れ
る
者
の
生
活
空
間
内
で
そ
の
つ
ど
通
用
し
て
い
る
規
範
に
呼
応
し
て
い

る
…
。
教
育
目
標
は
社
会
に
左
右
さ
れ
る
…
。
教
育
の
目
標
と
は
社
会
的
な
目

標
な
の
で
あ
る
。」（E

E
E

. 170f.

）

　
「
教
育
の
目
標
そ
れ
自
体
は
教
育
す
る
者
や
そ
の
教
育
の
行
為
か
ら
は
独
立

に
設
定
さ
れ
、
通
用
す
る
よ
う
な
人
格
理
想
で
あ
る
…
。
教
育
す
る
者
は
そ
う

し
た
理
想
を
つ
く
り
出
す
の
で
も
な
い
し
、
ま
た
理
論
的
に
可
能
な
理
想
、
あ

る
い
は
事
実
と
し
て
す
で
に
世
界
に
提
起
さ
れ
た
よ
う
な
理
想
の
中
か
ら
任
意

に
選
ぶ
こ
と
が
自
由
に
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
。
…
人
格
理
想
は
教
育
す
る
者

や
教
育
さ
れ
る
者
に
対
し
て
、
か
れ
ら
が
生
活
す
る
共
同
体
に
よ
っ
て
あ
ら
か

じ
め
あ
た
え
ら
れ
て
お
り
、
教
育
さ
れ
る
べ
き
後
継
の
世
代
だ
け
で
な
く
、
す

べ
て
の
メ
ン
バ
ー
に
通
用
す
る
…
。
集
合
的
な
教
育
目
標
と
は
共
同
体
の
人
格

理
想
に
他
な
ら
な
い
。」（E

E
E

. 171

）

　

教
育
の
目
的
で
あ
る
教
育
目
標
、
そ
れ
は
社
会
的
に
価
値
あ
る
と
さ
れ
、
通

用
す
る
規
範
で
あ
り
理
想
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
経
験
科
学
的
な
検
証
と
い
う

手
続
き
の
網
に
は
か
か
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
経
験
科
学
は
「
現
に
在
る
も
の
」

を
、
つ
ま
り
事
実
を
説
明
す
る
が
、
そ
れ
は
在
る
べ
き
も
の
を
指
示
す
る
こ
と

は
し
な
い
。
何
を
な
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
語
ら
な
い
の
だ
。
し
か
し
教
育
の

目
的
と
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
「
在
る
べ
き
も
の
」、
規
範
や
理
想
に
か
か
わ
る
こ

と
が
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
扱
う
た
め
に
は
教
育
科
学
と
は
別
種
の

議
論
と
検
討
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
を
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は
「
教
育
の
科
学
理
論
」

（
教
育
科
学
）
と
は
区
別
し
て
「
教
育
の
哲
学
理
論
」（
教
育
の
哲
学
）
と
呼
ぶ
。

　
「
経
験
的
な
教
育
科
学
は
、
そ
れ
が
現
実
、
あ
る
い
は
存
在
す
る
も
の
に
か

か
わ
る
問
題
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
以
外
の
形
の
教
育
学
か
ら
は

区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
が
問
う
の
は
、
何
が
あ
る
か
、
な
ぜ
現
に
そ
う
で
あ
る
の

か
、
特
定
の
状
況
下
で
何
が
可
能
か
、
何
を
人
間
は
望
み
、
何
を
な
し
、
特
定

の
目
標
を
実
現
す
る
た
め
に
何
が
で
き
る
か
、
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
何
が

在
る
べ
き
で
あ
り
、
な
さ
れ
る
べ
き
か
、
は
確
定
さ
れ
な
い
。
な
す
べ
し
と
い

う
要
求
を
立
て
た
り
、
根
拠
づ
け
た
り
す
る
こ
と
、
目
的
や
理
想
、
そ
の
他
の

規
範
を
設
定
す
る
こ
と
は
方
法
上
の
理
由
で
断
念
さ
れ
る
。
追
究
さ
れ
る
の
は

経
験
科
学
の
認
識
だ
け
、
つ
ま
り
経
験
的
に
で
き
る
か
ぎ
り
十
分
に
根
拠
づ
け

ら
れ
た
仮
説
的
な
知
だ
け
で
あ
る
。
特
定
の
世
界
観
に
身
を
決
す
る
こ
と
、
特
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定
の
理
想
に
く
み
す
る
こ
と
は
経
験
科
学
的
に
は
証
明
不
可
能
と
み
な
さ
れ
、

そ
れ
ゆ
え
に
除
外
さ
れ
る
。
規
範
的
な
問
題
を
扱
う
こ
と
は
教
育
の
哲
学
に
委

ね
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
教
育
科
学
を
補
う
不
可
欠
の
も
の
と
見
な
さ
れ

る
。
こ
う
し
た
分
業
に
き
っ
か
け
を
あ
た
え
る
の
は
、
規
範
的
な
問
題
は
経
験

科
学
の
枠
内
で
は
解
決
で
き
な
い
…
と
い
う
学
問
論
的
な
確
信
で
あ
る
。」

（M
E

. 8

）

　
「
教
育
の
経
験
科
学
は
相
対
的
に
限
定
さ
れ
た
対
象
領
域
に
、
そ
し
て
そ
の

中
の
、
経
験
的
・
合
理
的
な
方
法
で
処
理
で
き
る
よ
う
な
問
題
だ
け
に
か
ぎ
ら

れ
る
。
個
別
の
経
験
科
学
と
し
て
そ
れ
は
、
教
育
と
い
う
相
の
も
と
で
世
界
と

生
を
哲
学
的
に
考
察
す
る
こ
と
も
、
規
範
の
妥
当
性
を
証
明
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
。
そ
れ
は
教
育
と
の
つ
な
が
り
で
人
間
が
立
て
る
問
い
す
べ
て
に
答
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
経
験
的
な
教
育
科
学
と
並
ん
で
、
教
育
目
標
の
根

拠
づ
け
、
教
師
の
た
め
の
倫
理
、
教
育
へ
の
実
践
的
な
導
き
に
役
立
つ
よ
う
な

哲
学
的
な
命
題
体
系
も
ま
た〔
べ
つ
に
〕存
在
す
る
こ
と
が
…
不
可
欠
な
の
だ
。」

（M
E

. 26

）

　
（
最
後
の
引
用
の
末
文
に
あ
る
よ
う
に
）
規
範
的
な
問
い
が
向
け
ら
れ
る
の

は
必
ず
し
も
教
育
の
目
的
だ
け
に
か
ぎ
ら
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
事
実

の
客
観
的
な
認
識
に
か
か
わ
る
教
育
科
学
に
は
そ
の
問
い
を
論
じ
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
伝
統
的
な
教
育
学
の
根
本
的
な
欠
陥
は
、
さ
き
に
示
し
た
よ
う
に
そ

れ
が
科
学
性
を
欠
い
て
い
た
こ
と
だ
が
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
、
教
育
と
い

う
複
合
的
な
事
象
を
そ
の
性
質
に
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
、（
事
実
と

当
為
と
に
）
分
け
て
論
じ
る
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
ご
っ
ち
ゃ
に
し
て
扱
っ
て
い

た
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
事
実
と
価
値（
規
範
）を
は
っ
き
り
と
分
け
ず
、い
っ
し
ょ

く
た
に
し
て
扱
い
な
が
ら
自
ら
を
科
学
で
あ
る
と
詐
称
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
が
従
来
の
教
育
学
を
根
本
か
ら
批
判
す
る
の

は
、
そ
の
存
在
意
義
を
全
面
的
に
否
定
す
る
た
め
で
は
な
い
。
か
れ
の
提
案
は

旧
来
の
教
育
学
を
教
育
の
経
験
科
学
に
完
全
に
《
と
っ
て
代
え
よ
う
》
と
す
る

も
の
で
は
な
く
、
あ
つ
か
う
対
象
の
性
質
に
応
じ
て
教
育
の
理
論
に
適
正
な
役

割
分
担
を
行
な
わ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
肝
腎
な
の
は
「
教
育
科
学
が

そ
の
経
験
科
学
的
な
課
題
を
果
た
せ
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
世
界
観
的
・
規
範
的

な
課
題
や
要
素
か
ら
解
放
し
、
し
か
し
他
方
で
、
教
育
す
る
者
を
世
界
観
的
・

道
徳
的
に
導
く
の
に
役
立
つ
よ
う
な
、
世
界
観
や
道
徳
論
に
立
脚
す
る
教
育
学

の
命
題
体
系
（Satzsystem

en

）
を
承
認
し
た
り
助
成
し
た
り
す
る
こ
と
も
排

除
し
な
い
」（M

E
. 226

）
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は
、
従
来
の
単
一
の
教
育
学
に
か
え
て
、
複

数
の
教
育
学
を
要
求
す
る
。
教
育
理
論
の
内
部
に
適
正
な
役
割
分
担
を
あ
た
え

る
こ
と
を
提
案
す
る
の
で
あ
る
。
か
れ
が
提
起
す
る
の
は「
教
育
の
科
学
理
論
」

「
教
育
の
哲
学
理
論
」「
教
育
の
実
践
理
論
」
と
い
う
三
つ
の
区
分
で
あ
り
役
割

分
担
で
あ
る
。（
た
だ
し
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は
、こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
簡
便
に
「
教

育
科
学
」「
教
育
の
哲
学
」「
実
践
的
教
育
学
」
と
言
い
換
え
て
よ
り
多
く
用
い

て
い
る
。）
よ
り
正
確
に
言
え
ば
「
教
育
理
論
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
達
成
が
可
能

な
も
の
と
一
致
さ
せ
、
こ
れ
ま
で
怠
っ
て
き
た
区
別
を
導
入
し
、
大
ま
か
な
方
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法
論
上
の
規
則
を
対
象
に
即
し
て
細
か
に
決
め
る
こ
と
」（M

E
.37

）
が
肝
腎

な
の
だ
。二

、　

教
育
科
学
の
役
割

　

こ
の
よ
う
に
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
の
提
案
が
、
た
ん
に
科
学
性
を
欠
い
た
従
来
の

教
育
学
を
教
育
科
学
に
《
と
っ
て
代
え
る
》
こ
と
で
は
な
く
、
教
育
理
論
の
う

ち
に
適
切
な
役
割
区
分
を
設
け
る
こ
と
だ
と
し
て
も
、
か
れ
の
提
案
の
中
心
が

や
は
り
教
育
科
学
の
必
要
性
を
つ
よ
く
訴
え
る
点
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な

い
。
で
は
、
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
が
要
求
す
る
教
育
科
学
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な

の
か
、
か
れ
が
主
張
す
る
教
育
科
学
の
性
格
と
内
実
を
よ
り
詳
し
く
見
て
み
よ

う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
、
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
が
教
育
理
論
の
う
ち
に
設

け
よ
う
と
す
る
役
割
区
分
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は
教
育
を
明
確
な
意
図
を
も
っ
た

手
段
的
な
行
為
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
一
見
そ
の
こ
と
に
矛
盾
す
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。）
が
、
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
に
よ
れ
ば

根
本
的
に
人
間
を
育
む
も
の
は
共
同
体
で
あ
り
そ
の
「
生
の
秩
序
」（L

ebens-

ordnungen

）
で
あ
っ
て
、
教
育
の
は
た
ら
き
は
そ
う
し
た
生
そ
の
も
の
の
機

能
に
支
え
ら
れ
、
そ
れ
に
追
随
し
、
た
ん
に
そ
れ
を
補
う
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

そ
も
そ
も
教
育
と
は
、
教
育
さ
れ
る
者
自
身
が
お
こ
な
う
「
学
び
」
に
間
接
的

に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
学
び
を
前
提
に
し
て
い
る
。
し
か

も
こ
の
学
び
、
学
習
そ
の
も
の
は
、
一
定
の
環
境
が
整
っ
て
い
れ
ば
教
育
の
介

在
な
し
で
も
自
ず
と
お
こ
な
わ
れ
る
。
つ
ま
り
特
定
の
社
会
集
団
の
中
に
生
ま

れ
育
つ
こ
と
で
人
間
は
、
そ
の
集
団
の
一
員
と
し
て
の
生
活
に
必
要
な
知
識
や

能
力
、
振
る
舞
い
や
態
度
、
よ
う
す
る
に
人
間
と
し
て
の
生
き
方
を
大
部
分
い

わ
ば
自
然
に
、
意
識
せ
ず
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

近
代
以
前
の
伝
統
的
な
「
閉
じ
た
」
社
会
に
お
い
て
は
、
教
育
は
生
が
も
つ

そ
う
し
た
自
然
な
学
び
の
は
た
ら
き
に
全
面
的
に
頼
っ
て
い
た
。
固
定
し
た
一

元
的
な
「
生
の
秩
序
」
が
自
明
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
た
め
に
、
子
ど

も
は
そ
れ
に
同
化
し
順
応
す
る
こ
と
で
、
教
育
の
手
助
け
な
し
で
も
そ
れ
を
い

わ
ば
自
然
に
学
び
、
内
に
と
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
子
ど
も
の
半

ば
無
自
覚
の
、
自
発
的
な
学
び
に
教
育
は
大
き
く
頼
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
「
大
き
な
範
囲
で
教
育
を
計
画
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
は
ま
っ
た
く

思
わ
れ
な
か
っ
た
」（E

K
M

. 90

）
の
だ
。

　
「
伝
統
に
制
約
さ
れ
た
産
業
以
前
の
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
集
団
の
成
熟

し
た
メ
ン
バ
ー
と
し
て
何
を
知
り
、
為
し
、
信
じ
る
べ
き
か
を
子
ど
も
が
学
ぶ

こ
と
は
難
し
く
は
な
か
っ
た
。
社
会
秩
序
が
見
通
し
の
利
く
、
安
定
し
た
も
の

で
あ
っ
た
か
ぎ
り
で
は
、
社
会
制
度
が
た
が
い
に
補
い
合
い
、
裏
づ
け
合
っ
て

い
た
か
ぎ
り
で
は
、
青
少
年
の
人
生
は
伝
統
に
よ
っ
て
予
示
さ
れ
て
い
た
。
学

校
に
は
わ
ず
か
な
意
味
し
か
な
か
っ
た
。
家
庭
、
教
区
、
職
業
身
分
こ
そ
が
若

者
の
人
格
を
形
成
す
る
も
の
だ
っ
た
。
教
育
は
目
立
た
ず
、
問
題
な
く
お
こ
な

わ
れ
た
。
未
来
は
未
知
の
、
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
近
い
過
去
の
く
り
返
し
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に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
疑
い
の
余
地
な
く
正
し
い
倫
理

規
範
と
無
謬
の
宗
教
的
な
核
心
を
も
つ
統
一
的
な
生
の
秩
序
が
、
こ
う
し
た
閉

じ
た
文
化
体
系
と
一
致
す
る
よ
う
な
学
習
の
可
能
性
を
…
子
ど
も
た
ち
に
あ
た

え
て
い
た
の
で
あ
る
。」（E

K
M

. 89

）

　

と
こ
ろ
が
近
代
以
降
、
一
元
的
で
安
定
し
た
「
生
の
秩
序
」
を
も
つ
こ
う
し

た
「
閉
じ
た
」
社
会
は
、「
開
か
れ
た
」
社
会
に
変
わ
っ
た
。
価
値
や
世
界
観

の
う
え
で
一
元
的
で
安
定
し
た
「
小
さ
な
共
同
体
」
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
対
立
す

る
目
的
や
価
値
、
規
範
が
混
在
す
る
多
元
的
で
流
動
的
な
「
大
き
な
社
会
」
が

と
っ
て
代
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に
人
間
の
生
き
方
が
自
明
さ
と
安
定

性
を
失
い
、
不
確
実
で
不
確
定
な
も
の
に
な
っ
た
の
だ2

。
そ
の
結
果
、
も
は
や

子
ど
も
の
自
発
的
で
自
然
な
学
び
に
多
く
を
委
ね
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
く

な
っ
た
。
教
育
が
明
確
な
意
図
を
も
っ
て
そ
う
し
た
学
び
に
介
入
し
、
そ
れ
を

導
く
こ
と
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
こ
う
し
た
状
況
で
は
も
は
や
、
社
会
の
一
人
前
の
メ
ン
バ
ー
に
必
要
な
こ

と
を
若
者
が
お
の
ず
と
学
ぶ
の
を
当
て
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
来
の
教

育
の
や
り
方
で
総
じ
て
な
お
そ
れ
が
達
成
で
き
る
の
か
、
い
わ
ゆ
る
教
育
制
度

が
じ
っ
さ
い
に
教
育
的
な
結
果
を
出
せ
る
の
か
、
教
育
に
敵
対
す
る
、
制
御
不

能
な
力
の
影
響
の
ほ
う
が
、
伝
統
的
な
し
か
た
で
教
育
者
が
若
者
の
う
ち
に
持

ち
込
も
う
と
努
め
る
も
の
よ
り
も
は
る
か
に
効
果
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
を
批
判
的
に
吟
味
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
た
。
…
若
者
に
対
す
る

配
慮
や
社
会
の
未
来
を
目
の
前
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
現
実
の
教
育
の

で
き
ご
と
を
、
そ
し
て
教
育
的
に
重
要
な
現
実
の
す
べ
て
を
究
明
す
る
こ
と
を

断
念
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
に
在
る
も
の
を
厳
密
に
知
る
こ
と
は
、
こ
と

が
ら
に
即
し
て
教
育
を
立
案
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
の
前
提
な
の
で
あ
る
。」

（E
K

M
. 91f.

）

　

教
育
が
生
そ
の
も
の
の
自
発
的
な
学
び
の
機
能
に
多
く
を
頼
っ
て
い
た
あ
い

だ
は
、
当
然
な
が
ら
教
育
学
も
必
要
性
が
薄
か
っ
た
。「
教
育
学
者
は
総
じ
て

哲
学
的
な
熟
慮
と
道
徳
的
な
要
請
で
満
足
し
て
い
た
。二
十
世
紀
の
後
半
ま
で
、

旧
い
常
套
句
と
中
身
に
と
ぼ
し
い
原
則
と
が
幾
世
代
に
も
わ
た
っ
て
く
り
返
さ

れ
た
が
、
教
育
現
実
を
自
己
批
判
的
に
究
明
す
る
こ
と
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
」

（E
K

M
. 90

）
の
で
あ
る
。
教
育
学
が
な
が
く
不
毛
だ
っ
た
の
も
当
然
で
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
で
ま
っ
た
く
支
障
が
な
か
っ
た
の
だ
。
自
発
的
な
学
び
に
頼
っ
て

半
ば
自
動
的
に
教
育
が
進
行
し
て
い
た
あ
い
だ
は
、
そ
の
教
育
が
目
標
と
す
る

も
の
を
あ
る
程
度
明
確
に
意
識
化
す
る
だ
け
で
十
分
だ
っ
た
。（
教
育
学
が
主

と
し
て
教
育
の
理
念
や
人
間
の
理
想
、
規
範
な
ど
の
哲
学
的
な
考
察
だ
け
に
終

始
し
た
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。）
よ
い
意
図
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
効
果
的

な
方
策
を
思
案
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
効
果
は
一
元
的
な
生
の
秩

序
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
、そ
し
て
半
ば
自
動
的
に
保
証
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。

　

２　

実
践
的
教
育
学
に
か
ん
す
る
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
の
さ
ま
ざ
ま
の
論
稿
は
、
こ
の
よ
う
な

価
値
の
多
元
化
と
そ
れ
に
と
も
な
う
人
間
の
生
き
方
の
不
確
実
化
、
そ
し
て
そ
れ
が

教
育
に
及
ぼ
す
影
響
と
そ
れ
へ
の
対
処
法
を
中
心
的
な
主
題
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
『
教
育
と
生
の
意
味
―
Ｗ
・
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
の
実
践
的
教

育
学
―
』（
東
北
学
院
大
学
教
養
学
部
論
集　

第
一
二
四
号
所
収
）
に
詳
細
を
論
じ
て

い
る
。
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（
安
定
し
た
一
元
的
な
「
生
の
秩
序
」
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
生
き
方
へ
向

け
て
子
ど
も
の
自
発
的
な
学
び
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
い
や
さ

ら
に
こ
の「
ふ
さ
わ
し
い
生
き
方
」、つ
ま
り
人
間
の
理
想
や
規
範
そ
の
も
の
も
、

そ
う
し
た
「
生
の
秩
序
」
が
つ
く
り
出
す
も
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
子
ど

も
は
労
せ
ず
し
て
お
の
ず
と
そ
れ
に
馴
化
さ
れ
、
そ
れ
を
習
得
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
だ
。）

　

し
か
し
生
そ
の
も
の
が
も
つ
自
発
的
な
学
び
の
機
能
を
も
は
や
当
て
に
で
き

な
く
な
っ
て
、
意
図
的
・
計
画
的
な
導
き
と
し
て
の
教
育
が
必
要
に
な
っ
た
。

一
元
的
で
安
定
し
た
価
値
的
・
世
界
観
的
な
「
生
の
秩
序
」
が
あ
れ
ば
、
子
ど

も
は
た
ん
に
そ
れ
に
馴
化
さ
れ
、
そ
れ
に
刷
り
込
ま
れ
る
だ
け
で
い
い
。
し
か

し
多
元
化
し
た
社
会
で
は
、
そ
の
た
め
の
一
元
的
で
安
定
し
た
基
盤
が
も
は
や

存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
意
図
的
な
教
育
の
行
為
に
よ
っ
て
所
期
の
結
果
を

も
た
ら
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
多
様
な
世
界
に
明
確
な
導
き
な
し
に
順
応

す
る
者
は
、
身
を
処
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
。
だ
か
ら
こ
ん
に
ち
の
複
雑
化

し
た
社
会
で
は
、
か
つ
て
以
上
に
計
画
的
な
教
育
を
頼
り
に
す
る
」（E

K
M

. 

156

）
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
で
は
（
自
発
的
な
学
び
に
多
く
を
頼
り
、

委
ね
る
こ
と
が
で
き
た
そ
れ
以
前
と
は
ち
が
っ
て
）
効
果
的
な
導
き
の
た
め
の

方
策
を
、
役
に
立
つ
実
践
的
な
知
見
を
教
育
に
提
供
す
る
こ
と
が
、
教
育
学
に

は
新
た
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
結
果
が
生
じ
る
た
め
に
は
ど
ん
な

原
因
と
条
件
が
必
要
な
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
も
は
や
以
前
の
よ
う
に
無

頓
着
で
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
。
教
育
と
と
も
に
教
育
学
も
ま
た
根
本
か
ら
そ
の

役
割
を
変
え
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は
、
教
育
科
学
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
主
張
に

は
い
わ
ば
歴
史
的
な
必
然
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
近
代
が
産
み

落
と
し
た
赤
子
な
の
だ
。
し
か
し
、
で
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
教
育
学
は
、
効

果
的
な
教
育
の
た
め
の
有
用
で
確
か
な
知
見
を
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
。
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
に
よ
れ
ば
、
教
育
科
学
は
事
実
を
あ
つ
か
う
。
た
だ

し
そ
れ
は
た
ん
に
教
育
の
事
実
を
記
述
す
る
だ
け
で
な
く
、
教
育
の
目
的
、
手

段
、
結
果
の
あ
い
だ
の
因
果
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
成
り

立
つ
法
則
性
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
教
育
と

は
、
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
的
な
行
為
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
手
段
の

存
在
意
義
は
、
そ
れ
が
目
的
を
達
成
さ
せ
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
決
ま
る
。
そ
れ

が
で
き
な
け
れ
ば
手
段
の
意
味
は
な
い
。
目
的
（
教
育
目
標
）
の
達
成
に
寄
与

で
き
な
け
れ
ば
手
段
（
教
育
の
行
為
）
は
無
用
に
な
る
。
必
要
な
の
は
、
目
的

を
確
実
に
達
成
す
る
た
め
の
有
効
な
手
段
で
あ
る
よ
う
な
教
育
の
行
為
で
あ

る
。
教
育
科
学
に
要
求
さ
れ
る
の
は
そ
う
し
た
行
為
に
か
か
わ
る
知
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
教
え
る
も
の
は
厳
密
に
確
証
さ
れ
た
教
育
の
原
因
―
結
果
の
関

係
で
あ
り
、
そ
の
因
果
的
な
法
則
性
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
確

実
な
予
測
が
可
能
に
な
る
。
予
測
が
で
き
れ
ば
、
あ
る
結
果
（
目
的
）
を
生
じ

さ
せ
る
た
め
に
は
ど
ん
な
原
因
（
手
段
）
が
必
要
に
な
る
か
が
確
実
に
わ
か
る

か
ら
だ
。「
目
的
に
か
な
っ
た
教
育
の
行
為
を
お
こ
な
う
た
め
に
は
、
必
然
的
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に
法
則
知
（G

esetzw
issen

）
が
頼
り
に
な
る
…
。
実
践
的
に
有
用
な
教
育
理

論
を
う
ち
立
て
よ
う
と
す
る
者
は
、
正
し
い
問
い
か
け
に
よ
っ
て
自
分
の
眼
前

に
あ
る
現
象
の
足
ど
り
か
ら
そ
の
法
則
性
を
究
明
し
」（E

E
E

. 24

）
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
「
…
教
育
科
学
の
主
た
る
問
題
圏
は
教
育
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
条
件
を

究
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
教
育
科
学
は
事
実
を
記
述
す
る
科
学
で
は
な
く
、
目

的
論
的
・
因
果
分
析
的
な
科
学
で
あ
る
。

　

そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
つ
ぎ
の
こ
と
で
あ
る
。
技
術
的
、
経
済
的
、
政
治
的

あ
る
い
は
医
学
的
な
行
為
の
場
合
と
同
じ
く
、
教
育
を
お
こ
な
う
さ
い
に
は
特

定
の
目
的
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
目
的
が
実
現
さ
れ
る
た
め
の
条
件
が
求
め

ら
れ
る
。
ひ
と
は
他
の
人
間
が
特
定
の
人
格
状
態
を
獲
得
す
る
よ
う
に
影
響
を

あ
た
え
よ
う
と
す
る
。
こ
の
状
態
は
い
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
の
実
現
が

目
的
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
に
教
育
す
る
者
が
貢

献
で
き
る
の
は
、
か
れ
が
望
ん
だ
状
態
が
生
じ
る
た
め
の
条
件
な
い
し
は
原
因

を
知
り
、
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
る
の
に
あ
る
状
況
で
は
ど
ん
な
行
為
が
ふ
さ
わ
し

い
か
を
知
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。

　

教
育
す
る
者
が
解
決
す
る
べ
き
こ
う
し
た
実
践
的
な
問
題
が
、
教
育
の
行
為

に
総
じ
て
初
め
て
そ
の
意
味
を
あ
た
え
…
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
教
育
科
学
の
対
象

を
教
育
の
目
的
―
手
段
の
関
係
の
う
ち
に
見
る
こ
と
が
…
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
れ

に
よ
っ
て
教
育
科
学
は
上
述
し
た
二
つ
の
特
徴
に
よ
っ
て
特
質
づ
け
ら
れ
る
。

そ
れ
は
目
的
論
的
…
な
構
造
を
も
つ
。
人
間
た
ち
や
集
団
の
意
志
に
よ
っ
て
あ

ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た
目
標
な
い
し
目
的
か
ら
ひ
と
は
出
発
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
か
ら
だ
。
そ
こ
で
の
作
業
は
因
果
分
析
的
な
方
向
を
と
る
。
教
育
の
行
為

に
よ
っ
て
影
響
を
あ
た
え
た
り
、
介
入
し
た
り
す
る
可
能
性
を
見
つ
け
る
た
め

に
、
因
果
関
係
を
究
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
教
育
科
学
を
技
術
科

学 

（technologische W
issenschaft

）
と
呼
ぶ
場
合
も
、
同
じ
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。」（M

E
. 61

）

　

こ
の
よ
う
に
教
育
科
学
は
教
育
の
目
的
―
手
段
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
、
そ
れ
を
科
学
的
に
確
証
し
、
法
則
知
と
し
て
と
り
出
す
こ
と
を
め
ざ
す
。

他
方
で
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
教
育
の
目
的
そ
の
も
の
は
、（
受
け
入
れ
た

り
拒
ん
だ
り
す
る
こ
と
で
）
ひ
と
が
そ
れ
に
態
度
決
定
を
お
こ
な
う
価
値
で
あ

り
規
範
で
あ
っ
て
、
教
育
の
経
験
科
学
と
し
て
の
教
育
科
学
が
あ
つ
か
い
得
る

も
の
の
範
囲
を
越
え
出
て
い
る
。
そ
れ
を
対
象
と
し
て
あ
つ
か
う
の
は
「
教
育

の
哲
学
」
の
し
ご
と
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
に
よ
れ
ば
こ
の
教
育
科
学
自
体
は
、
効
果
的
な
手

段
と
役
に
立
つ
実
践
的
な
知
見
を
《
じ
か
に
》
教
え
る
も
の
で
は
な
い
。
教
育

科
学
の
実
践
へ
の
か
か
わ
り
は
あ
く
ま
で
も
間
接
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
の
で

あ
る
。
教
育
は
「
目
的
―
手
段
と
い
う
図
式
」
の
な
か
で
の
み
意
味
を
も
つ
の

だ
か
ら
、
そ
れ
は
（
目
的
に
か
ん
し
て
）
特
定
の
価
値
的
・
世
界
観
的
な
態
度

決
定
を
す
で
に
お
こ
な
い
、
そ
の
立
場
か
ら
行
為
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
実
践
的

に
有
用
な
手
段
が
何
か
は
特
定
の
目
的
と
の
関
連
の
な
か
で
初
め
て
具
体
的
に

明
ら
か
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
事
実
的
な
法
則
知
と
価
値
的
な
態
度
と
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を
二
つ
な
が
ら
に
併
せ
持
っ
た
考
察
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。（
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
伝
統
的
な
教
育
学
が
不
毛
だ
っ
た
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。
ブ
レ

ツ
ィ
ン
カ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
価
値
や
規
範
の
問
題
に
多
く
拘
泥
す
る
あ
ま
り

科
学
性
を
脇
に
置
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
。）
そ
し
て
そ
れ
を
あ
た
え
る
教
育
理

論
を
、
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は
「
教
育
の
実
践
理
論
」（
実
践
的
教
育
学
）
と
呼
ぶ
。

そ
れ
は
教
育
科
学
が
明
ら
か
に
し
た
法
則
を
、
教
育
に
か
ん
す
る
特
定
の
価
値

的
・
世
界
観
的
な
立
場
や
観
点
か
ら
よ
り
具
体
化
し
、
そ
れ
を
特
殊
な
状
況
に

あ
て
は
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
行
為
の
役
に
立
ち
、
行
為
へ
と
導
く
、

教
育
の
規
範
的
な
理
論
の
こ
と
を
言
い
表
し
て
い
る
」（M

E
. 246

）
の
だ
。

　
「
教
育
の
哲
学
、そ
し
て
教
育
科
学
に
お
い
て
、教
育
実
践
の
う
え
で
有
用
な
、

目
的
と
手
段
に
か
ん
す
る
知
識
と
し
て
得
ら
れ
た
も
の
は
、
実
践
的
教
育
学
に

お
い
て
は
特
定
の
社
会
・
文
化
的
な
条
件
の
も
と
で
の
特
定
の
教
育
行
為
の
領

域
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
評
価
さ
れ
、
行
為
や
適
用
を
め
ざ
す
命
題
体
系
へ
と
加

工
さ
れ
る
。」（M

E
. 244

）

　

よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
こ
う
で
あ
る
。

　
「
科
学
に
お
い
て
は
せ
い
ぜ
い
一
般
的
な
法
則
性
が
、
つ
ま
り
何
ら
か
の
現

実
の
状
況
に
厳
密
に
は
対
応
す
る
こ
と
の
な
い
抽
象
物
が
あ
た
え
ら
れ
る
に
す

ぎ
な
い
。
そ
れ
を
実
践
に
適
用
す
る
に
は
、
ま
ず
そ
れ
を
具
体
的
な
行
為
の
指

示
へ
と
移
す
よ
う
努
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。理
想
と
し
て
要
求
さ
れ
る
の
は
、

最
終
的
に
教
育
す
る
者
各
自
が
か
れ
自
身
の
完
全
に
具
体
的
な
状
況
に
向
け

て
、
こ
う
し
た
置
き
換
え
の
過
程
に
み
ず
か
ら
と
り
組
む
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
が
ま
っ
た
く
非
現
実
的
で
過
大
な
要
求
だ
と
す
れ
ば
、
実
践
的
教
育
学

が
教
育
技
術
学
的
な
知
見
を
状
況
に
あ
わ
せ
て
加
工
す
る
作
業
を
何
段
階
か
、

教
育
す
る
者
に
対
し
て
省
い
て
や
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。こ
の
学
は
科
学
と
、

そ
し
て
状
況
と
実
践
に
向
け
ら
れ
た
、
教
育
す
る
者
の
思
考
と
の
あ
い
だ
を
仲

介
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
つ
ど
の
具
体
的
な
状
況
を
と
ら
え
て
、
す
で
に
あ
る
多
く
の
科
学
的
な
資

料
の
中
か
ら
、
こ
の
状
況
で
教
育
の
行
為
を
お
こ
な
う
さ
い
に
重
要
な
認
識
を

選
び
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。」（M

E
. 258

）

　

こ
う
し
た
使
命
を
果
た
す
た
め
に
実
践
的
教
育
学
は
、
一
方
で
は
（
つ
ま
り

教
育
の
目
的
に
か
ん
し
て
は
）「
教
条
的
に
」（M

E
.256

）
特
定
の
価
値
的
・

世
界
観
的
な
立
場
に
拠
っ
て
立
つ
が
、
他
方
で
は
（
つ
ま
り
教
育
の
手
段
、
方

法
の
面
で
は
）
教
育
科
学
が
明
ら
か
に
し
た
科
学
的
な
法
則
知
を
活
用
す
る
。

科
学
的
に
確
証
さ
れ
た
法
則
性
こ
そ
が
、
手
段
・
方
法
に
有
効
性
と
確
実
性
と

を
約
束
す
る
か
ら
で
あ
る
。「
教
育
の
行
為
を
お
こ
な
い
、
教
育
制
度
を
構
築

す
る
た
め
の
指
摘
や
規
則
は
、
そ
れ
が
教
育
科
学
が
仕
上
げ
た
教
育
技
術
学
の

知
識
に
立
脚
す
る
ほ
ど
、
実
践
で
効
果
的
に
は
た
ら
く
こ
と
を
約
束
す
る
。
方

法
に
つ
い
て
語
る
さ
い
、
実
践
的
教
育
学
の
質
は
科
学
の
研
究
結
果
に
も
っ
と

も
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。」（M

E
. 257

）
す
な
わ
ち
、
教
育
は
特
定
の
価
値
的
・

世
界
観
的
な
立
場
か
ら
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
態
度
決
定
は
科
学
的

に
正
誤
を
判
定
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
同
時
に
教
育
は
手
段

的
な
行
為
で
あ
り
、
特
定
の
目
的
を
実
現
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
、
有
用
で
効
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果
的
な
手
段
を
え
ら
ぶ
と
い
う
点
で
は
、
科
学
的
に
確
証
さ
れ
た
認
識
を
頼
り

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
実
践
的
教
育
学
は
一
面
で
基
礎
科
学
の
成
果
を
活
用
す
る
応
用

科
学
と
い
う
性
格
を
も
つ
が
、
他
面
で
は
、
教
育
す
る
者
が
身
を
お
く
特
定
の

価
値
的
・
世
界
観
的
な
立
場
を
「
教
条
的
に
」
受
け
入
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ

そ
れ
は
、
事
実
と
当
為
と
い
う
性
質
の
異
な
っ
た
二
つ
の
も
の
を
結
び
つ
け
、

同
時
に
あ
つ
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
。教
育
と
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
も
の
で
あ
り
、

実
践
的
教
育
学
は
そ
の
教
育
に
有
益
な
知
見
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
だ
。
そ
の
意
味
で
、
事
実
と
当
為
を
同
時
に
対
象
に
し
た
伝
統
的
な
教
育
学

に
は
正
当
性
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
最
初
か
ら
こ
の
両
面
を
無
差
別
に

内
に
取
り
込
ん
だ
た
め
に
科
学
的
な
厳
密
さ
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、

方
法
の
面
で
な
が
く
不
毛
で
、進
歩
に
乏
し
い
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

よ
う
す
る
に
、
伝
統
的
な
教
育
学
が
め
ざ
し
た
も
の
自
体
は
必
ず
し
も
誤
り
で

は
な
い
。問
題
な
の
は
そ
の
や
り
方
で
あ
り
、方
法
上
の
不
備
な
の
で
あ
る
。「
こ

ん
に
ち
に
至
る
ま
で
実
践
的
教
育
学
に
か
ん
す
る
多
く
の
寄
与
の
大
き
な
弱
点

は
、
そ
の
方
法
的
・
組
織
論
的
な
構
成
部
分
が
、
関
連
す
る
個
別
科
学
と
十
分

に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
構
想
さ
れ
て
き
た
と
い
う
点
に
あ
る
」（M

E
. 

257

）
の
だ
。

　

だ
か
ら
こ
そ
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
自
身
が
具
体
的
に
、
そ
し
て
詳
細
に
論
じ
て
い

る
か
れ
の
実
践
的
教
育
学
へ
の
寄
与
は
、
内
容
の
う
え
で
は
基
本
的
に
伝
統
的

な
教
育
学
に
多
く
を
負
っ
て
お
り
、
そ
の
主
張
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
な
の
で

あ
る
。（
実
践
的
教
育
学
を
内
容
と
す
る
か
れ
の
議
論
は
、
従
来
の
教
育
学
の

膨
大
な
文
献
を
参
照
し
、
そ
の
成
果
を
踏
ま
え
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。）
い
や
、

ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
が
そ
の
科
学
性
の
不
足
を
槍
玉
に
挙
げ
る
、
伝
統
的
な
教
育
学

の
代
表
で
あ
る
「
精
神
科
学
的
教
育
学
」
は
、
ま
さ
し
く
実
践
的
教
育
学
に
他

な
ら
な
い
と
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
自
身
が
は
っ
き
り
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
（cf.

M
E

. 
248, 

252

）。
一
見
し
て
既
存
の
教
育
学
に
対
す
る
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
の
全

面
的
な
批
判
と
攻
撃
に
思
わ
れ
た
も
の
が
、
じ
つ
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
こ

こ
で
明
ら
か
に
な
る
。
む
し
ろ
従
来
の
教
育
学
に
対
す
る
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
の
立

場
は
、
根
本
に
お
い
て
よ
り
親
和
的
な
も
の
で
あ
る
。（
く
り
返
す
が
、
か
れ

の
著
作
の
な
か
で
量
的
に
も
っ
と
も
多
い
実
践
的
教
育
学
に
か
ん
す
る
論
稿

は
、
膨
大
な
文
献
の
参
照
に
も
と
づ
い
て
伝
統
的
な
教
育
学
の
成
果
を
ひ
ろ
く

踏
ま
え
、
内
に
と
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
も
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
の

主
張
は
伝
統
的
な
教
育
学
の
単
純
な
否
定
で
は
あ
り
得
な
い
。）

　

で
は
、
伝
統
的
な
教
育
学
の
存
在
意
義
を
最
終
的
に
否
定
し
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
な
ぜ
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は
当
初
そ
れ
を
否
定
し
、
そ
の
不
毛
さ
を
糾
弾
し
た

の
か
。
す
で
に
く
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
伝
統
的
な
教
育
学
に

は
科
学
性
が
不
足
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
に
よ
れ
ば
、
種
々

の
教
育
学
学
派
の
主
張
と
見
解
の
対
立
を
解
消
し
、
そ
の
争
い
を
決
着
さ
せ
る

に
は
、い
わ
ば
共
通
の
土
俵
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
っ
た
価
値
的
・

世
界
観
的
な
土
俵
を
ひ
き
ず
る
伝
統
的
な
教
育
学
の
諸
学
派
に
は
、
そ
の
教
育

学
的
な
見
解
の
対
立
と
争
い
を
調
停
し
、
解
消
す
る
見
込
み
が
な
い
。
議
論
の
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土
俵
そ
の
も
の
を
異
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ば
共
通
の
土
俵
が
必
要

な
の
だ
が
、
そ
う
し
た
共
通
の
土
俵
と
な
り
う
る
も
の
は
唯
一
「
科
学
性
」
と

い
う
基
準
だ
け
で
あ
る
。
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
が
教
育
科
学
4

4

を
標
榜
す
る
根
本
の
理

由
が
こ
こ
に
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
原
則
と
し
て
実
践
的
教
育
学
は
、
科
学
的

な
方
法
の
一
般
規
則
の
精
神
で
構
想
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（M

E
. 

253

）

の
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
に
は
こ
う
し
た
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
の
批
判
は
、
従
来
の
教

育
学
に
対
す
る
あ
く
ま
で
も
部
分
的
な
異
議
と
批
判
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し

そ
れ
は
従
来
の
教
育
学
の
側
か
ら
の
大
き
な
反
発
と
逆
の
批
判
を
呼
ん
だ3

。
こ

ん
に
ち
の
教
育
学
の
多
く
は
伝
統
的
な
教
育
学
の
末
裔
で
あ
る
た
め
に
、
ブ
レ

ツ
ィ
ン
カ
の
提
案
に
大
き
く
反
発
し
た
と
い
う
事
情
が
根
本
に
は
あ
る
だ
ろ
う

が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
あ
る
根
本
的
な
誤
解
が
介
在

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

以
下
で
は
誰
か
れ
に
よ
る
個
別
の
批
判
で
は
な
く
、
一
般
的
に
想
定
さ
れ
る

異
論
と
反
論
と
い
う
形
で
そ
う
し
た
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
へ
の
反
発
と
異
議
に
つ
い

て
（
そ
し
て
そ
の
根
底
に
あ
る
誤
解
に
つ
い
て
）
述
べ
て
み
よ
う
。
そ
う
し
た

一
般
的
な
批
判
や
反
論
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
逆
に
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
の
提
案
の

真
意
が
は
っ
き
り
と
浮
き
彫
り
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

三
、　

教
育
科
学
へ
の
疑
念

　

そ
う
し
た
反
論
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
教
育
を
手
段
的
・
技
術
的
な
行
為
で

あ
る
と
、
そ
し
て
教
育
学
を
教
育
の
技
術
科
学
（
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
）
で
あ
る
と

規
定
す
る
こ
と
へ
の
異
論
と
反
発
と
い
う
一
点
に
帰
着
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
教
育
科
学
と
は
、
教
育
の
行
為
と
そ
の
結
果
と
の
因
果
関
係
を
法
則
知
と

い
う
形
で
明
ら
か
に
し
、
目
的
―
手
段
の
関
係
に
適
用
す
る
技
術
科
学
で
あ
る

と
す
る
主
張
こ
そ
が
問
題
な
の
だ
。

　

①
ま
ず
も
っ
て
「
技
術
」
と
い
う
言
葉
が
、
そ
し
て
教
育
の
行
為
に
科
学
的

に
認
識
さ
れ
確
証
さ
れ
た
因
果
法
則
を
「
技
術
科
学
的
に
」
適
用
す
る
と
い
う

基
本
的
な
考
え
方
そ
の
も
の
が
、そ
う
し
た
行
為
が
向
け
ら
れ
る
対
象
（
事
物
）

を
一
義
的
・
確
定
的
に
決
定
づ
け
て
し
ま
う
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ

は
ほ
ん
ら
い
モ
ノ
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
べ
き
態
度
で
あ
っ
て
、
人
間
と
い
う

対
象
に
は
な
じ
ま
な
い
。
自
由
で
自
律
的
な
人
間
と
い
う
存
在
に
は
相
応
し
く

　

３　

ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
か
れ
自
身
は
教
育
の
効
果
を
よ
り
確
実
で
実
効

性
の
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
教
育
と
そ
の
結
果
と
の
因
果
関
係
を
批
判
的
・
科
学

的
に
吟
味
す
る
こ
と
を
問
題
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
は
後
に
「
ド
イ
ツ
教
育

学
に
お
け
る
実
証
主
義
論
争
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
ま
で
発
展
し
た
。「
私
は
依
然
と

し
て
方
法
論
的
な
対
決
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
望
ん
で
い
ず
、
事
象
に
即
し
た
問

い
を
扱
い
た
か
っ
た
。
し
か
し
す
べ
て
の
経
験
科
学
で
自
明
の
も
の
と
し
て
認
め
ら

れ
て
い
る
質
的
な
基
準
を
教
育
科
学
に
も
適
用
す
べ
き
こ
と
を
た
ん
に
要
求
し
た
だ

け
で
、
残
念
な
が
ら
メ
タ
理
論
の
雪
崩
の
渦
中
に
落
ち
込
む
こ
と
に
な
っ
た
」
の
だ

と
い
う
。
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
自
身
が
「
私
の
関
心
は
有
用
で
現
実
に
即
し
た
教
育
科
学

に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
理
論
を
構
築
す
る
こ
と
に
関
心
が
あ
っ
た
の
で
、
メ
タ
理
論

的
な
反
省
を
お
こ
な
う
こ
と
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
」（W

. B
rezinka, R

ückblick 
auf fünfzig Jahre erlebte P

ädagogik.  In
:

Sigfried U
hl

（hrsg.

）, W
olfgang 

B
rezinka, F

ünfzig Jahre erlebte P
ädagogik. R

einhardt.1997. S.20,18.

）
と
語
る

よ
う
に
、
教
育
学
の
メ
タ
理
論
に
か
ん
す
る
か
れ
の
主
張
は
、
あ
く
ま
で
も
実
践
的

に
有
用
で
有
効
な
教
育
学
理
論
を
構
築
す
る
た
め
の
予
備
作
業
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
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な
い
の
で
あ
る
。
教
育
と
い
う
行
為
が
向
け
ら
れ
る
対
象
で
あ
る
人
間
は
（
た

と
え
そ
れ
が
子
ど
も
で
あ
っ
て
も
）、
自
在
に
彫
琢
し
加
工
で
き
る
よ
う
な
、

た
だ
の
モ
ノ
で
は
な
い
。
そ
れ
は
客
体
で
は
な
く
自
律
的
な
主
体
で
あ
る
。
そ

う
し
た
主
体
を
一
義
的
・
確
定
的
に
押
印
し
、
外
部
か
ら
の
作
用
に
よ
っ
て
一

方
的
に
、
そ
し
て
随
意
に
「
つ
く
る
」
こ
と
が
教
育
で
は
な
い
。
完
全
な
自
律

化
に
む
け
て
支
え
、
う
な
が
し
、
助
力
す
る
こ
と
こ
そ
が
教
育
で
あ
る
。
つ
ま

り
教
育
は
技
術
で
は
あ
り
得
な
い
。
―
―
こ
う
し
た
異
論
が
出
て
く
る
の
は
当

然
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
教
育
と
い
う
も
の
が
そ
う
し
た
即
物
的
で
機
械
的
な
作
用
に
還
元

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
も
と
よ
り
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
自
身
は
明
瞭
に
意

識
し
て
い
る
。
い
や
「
教
育
理
論
に
お
い
て
、
教
育
の
対
象
で
あ
る
人
間
が
固

有
の
意
志
、
欲
求
、
意
図
、
目
的
を
も
た
な
い
《
た
だ
の
モ
ノ
》
と
見
な
さ
れ

て
き
た
こ
と
な
ど
一
度
も
な
い
」（E

E
E

.251

）
と
さ
え
か
れ
は
言
う
。
な
に

よ
り
教
育
は
教
育
さ
れ
る
者
に
対
す
る
直
接
の
決
定
作
用
で
は
な
い
。
ブ
レ

ツ
ィ
ン
カ
は
教
育
と
は
目
的
の
た
め
の
手
段
だ
と
言
う
が
、そ
の
目
的
自
体
は
、

つ
ま
り
教
育
が
め
ざ
す
「
人
格
の
理
想
」
や
「
望
ま
し
い
姿
」（E

E
E

. 287

）
は
、

教
育
さ
れ
る
者
自
身
が
お
こ
な
う
学
習
の
過
程
に
外
側
か
ら
何
が
し
か
の
影
響

を
お
よ
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、い
わ
ば
《
間
接
に
》
目
指
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

教
育
は
そ
う
し
た
学
習
の
過
程
に
（
し
か
も
あ
く
ま
で
も
《
二
次
的
に
》）
影

響
を
あ
た
え
る
ひ
と
つ
の
、
部
分
的
な
要
因
に
す
ぎ
な
い
。
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は

初
め
か
ら
そ
れ
を
一
義
的
・
確
定
的
な
決
定
づ
け
の
過
程
で
あ
る
な
ど
と
短
絡

化
さ
せ
て
は
い
な
い
の
だ
。

　
「
子
ど
も
、
青
少
年
は
生
ま
れ
た
最
初
の
月
か
ら
自
律
し
た
人
格
で
あ
り
、

自
発
的
に
学
習
す
る
。
だ
か
ら
教
育
す
る
者
は
か
れ
ら
を
ま
っ
た
く
自
分
の
思

い
通
り
に
形
成
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
か
れ
ら
に
は
教
育
す
る
者
が
発
す

る
刺
激
を
受
け
入
れ
る
こ
と
も
拒
む
こ
と
も
で
き
る
の
だ
。」（E

K
M

. 
93 

cf.ibid., 98f.

）

　
「
望
ま
れ
る
人
格
の
構
え
が
生
じ
る
た
め
の
身
近
な
原
因
は
、
当
の
人
間
の
う

ち
に
起
こ
る
学
習
の
過
程
で
あ
る
…
。
こ
の
学
習
こ
そ
が
そ
れ
が
生
じ
る
た
め

の
必
要
条
件
な
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
け
っ
し
て
、
い
つ
で
も
教
育
が
こ
の
学

習
の
過
程
の
必
要
条
件
に
な
る
と
か
、
ま
し
て
や
十
分
条
件
に
な
る
と
か
言
う

も
の
で
は
な
い
。
…
教
育
は《
目
的
―
手
段
と
い
う
図
式
》に
し
た
が
っ
て
考
え
、

計
画
し
、
実
行
す
る
以
外
に
は
な
し
得
な
い
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
育

さ
れ
る
者
に
と
っ
て
は
か
れ
を
教
育
す
る
者
の
目
的
だ
け
が
存
在
す
る
の
で
あ

り
、
ま
た
教
育
す
る
者
は
教
育
さ
れ
る
者
を
自
分
の
望
む
と
お
り
に
つ
く
る
こ

と
が
で
き
る
の
だ
、
と
い
う
幻
想
に
誤
っ
て
導
か
れ
て
は
な
ら
な
い
。
教
育
さ

れ
る
者
の
人
格
は
教
育
に
よ
っ
て
は
つ
く
ら
れ
な
い
。
せ
い
ぜ
い
教
育
に
よ
っ

て
、お
の
れ
か
ら
生
じ
る
も
の
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
だ
け
だ
。人
格
の
成
育
は
、

人
間
が
置
か
れ
た
そ
の
つ
ど
特
殊
な
環
境
と
の
対
決
の
な
か
で
、
か
れ
の
自
発

的
な
活
動
を
と
お
し
て
内
側
か
ら
生
じ
る
。」（E

E
E

. 287f. cf. G
E

. 86

）

　

教
育
と
は
他
の
人
間
（
教
育
さ
れ
る
者
）
が
自
ら
お
こ
な
う
学
習
の
過
程
に

外
側
か
ら
間
接
に
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
相
手
の
人
間

256



技術知としての教育学

（ 14 ）

の
反
応
に
よ
っ
て
逆
に
影
響
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
社
会
的
で
相
互
的
な

過
程
な
の
で
あ
る
。
教
育
す
る
者
が
自
分
の
意
図
を
一
方
的
に
、
そ
し
て
一
義

的
・
確
定
的
に
押
し
つ
け
る
だ
け
の
も
の
で
あ
り
得
る
は
ず
が
な
い
。

　

な
る
ほ
ど
「
技
術
」
と
い
う
言
葉
は
、
モ
ノ
を
製
作
す
る
よ
う
に
人
間
を
つ

く
る
、
外
側
か
ら
人
間
を
一
義
的
・
確
定
的
に
押
印
す
る
…
か
の
よ
う
な
誤
解

を
生
じ
や
す
い
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。「
教
育
の
技
術
」
と
い
う
言
い
方
は
人

間
を
外
側
か
ら
じ
か
に
操
作
す
る
よ
う
な
印
象
を
あ
た
え
る
。
お
な
じ
く
「
手

段
と
し
て
の
教
育
」
や
「
目
的
―
手
段
と
い
う
図
式
」
と
い
っ
た
、
人
間
的
な

要
素
を
排
除
し
て
人
間
を
モ
ノ
と
同
列
に
あ
つ
か
う
か
の
よ
う
な
言
い
方
も
、

心
情
的
な
反
発
か
ら
く
る
誤
解
を
免
れ
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
だ
ろ
う4

。
し
か

し
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
言
葉
の
日
常
的
な
用
法
が
も
つ
語
感
か
ら
の
印
象
に
す

ぎ
ず
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
自
身
の
主
張
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
い
や
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は
、
そ
う
し
た
誤
解
を
十
分
に
意
識
し
た

う
え
で
、
自
分
の
言
葉
遣
い
の
適
切
さ
を
擁
護
し
て
こ
う
語
る
。「
日
常
語
で

も
科
学
的
な
語
法
で
も
《
技
術
》
と
い
う
言
葉
は
、
生
命
を
も
た
な
い
対
象
に

向
け
ら
れ
る
た
ん
な
る
手
仕
事
や
機
械
仕
事
を
意
味
す
る
こ
と
は
け
っ
し
て
な

い
。
…
《
技
術
科
学
》
と
い
う
言
葉
は
ま
っ
た
く
一
般
的
に
《
も
っ
と
も
目
的

に
適
っ
た
手
段
を
検
討
す
る
こ
と
》
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、《
実
践
と
し
て

の
技
術
と
は
、
す
で
に
設
定
さ
れ
た
目
的
の
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
手
段
を
用
い

る
こ
と
で
あ
る
》」（E

E
E

. 
250f.

）
と
。
む
し
ろ
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
に
よ
れ
ば
、

機
械
的
な
製
作
や
操
作
を
連
想
さ
せ
る
一
般
的
な
「
技
術
」
の
と
ら
え
方
こ
そ

が
逆
に
狭
す
ぎ
る
の
で
あ
る
（cf. A

E
. 183

）。

　
「
目
的
―
手
段
と
い
う
図
式
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
「
教
育
に
用
い
る
こ

と
は
、
人
間
に
対
す
る
人
間
の
支
配
を
実
行
す
る
と
い
う
帝
国
主
義
的
な
傾
向

の
あ
ら
わ
れ
だ
」（A

E
. 331

）
と
断
ず
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
。
教
育
が
何
ら

か
の
意
図
を
も
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
行
為
で
あ
る
か
ぎ
り
、
教
育
は
そ
れ
が
意

図
し
、
め
ざ
す
も
の
の
た
め
の
手
段
に
な
る
。
そ
の
こ
と
自
体
に
は
何
の
不
当

さ
も
な
い
。

　

②
教
育
の
因
果
関
係
を
科
学
的
な
手
続
き
に
よ
っ
て
法
則
知
と
し
て
明
ら
か

に
し
、
そ
れ
を
目
的
―
手
段
の
関
係
に
組
み
替
え
る
こ
と
で
、
教
育
の
行
為
を

有
効
で
確
実
な
も
の
に
す
る
こ
と
。
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
の
い
う
教
育
科
学
が
こ
う

し
た
使
命
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
教
育
に
よ
っ
て
す
べ
て
は
一
義
的
・

確
定
的
に
決
定
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
験
的

な
教
育
科
学
は
「
決
定
論
的
な
教
育
の
理
解
を
前
提
に
し
て
お
り
、
教
育
さ
れ

る
者
を
技
術
的
な
操
作
の
対
象
に
す
る
」（A

E
. 331

）
の
だ
と
。
科
学
的
な
法

則
性
と
は
、
逸
脱
を
許
さ
な
い
絶
対
性
を
も
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。（
そ
し

　

４　

ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
自
身
そ
う
し
た
誤
解
が
生
じ
や
す
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
め
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 
「
通
暁
し
て
い
な
い
人
た
ち
は
《
技
術
》
や
《
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
》
と
い
う
言
葉
に
そ
の

狭
い
意
味
し
か
思
い
浮
か
べ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
機
械
、
力
学
、
物
質
的
な
産
物
を
製
作

す
る
条
件
に
つ
い
て
の
確
実
な
因
果
的
知
識
と
い
っ
た
も
の
し
か
考
え
な
い
が
、
そ

う
し
た
人
た
ち
で
あ
れ
ば
私
が
用
い
て
い
る
表
現
を
《
機
械
論
的
に
》
誤
解
し
て
し

ま
う
危
険
に
お
ち
い
る
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
を
私
は
認
め
よ
う
。」（A

E
. 184

）
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て
科
学
の
有
効
性
と
信
頼
性
は
ま
さ
し
く
こ
の
点
に
そ
の
根
拠
を
も
っ
て
い

る
。
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は
教
育
学
に
そ
う
し
た
科
学
性
の
要
素
が
必
要
だ
と
主
張

し
て
い
る
の
で
あ
る
。）
し
か
し
そ
れ
は
自
由
で
自
律
的
な
人
間
を
育
む
教
育

ほ
ん
ら
い
の
あ
り
方
と
は
ま
っ
た
く
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
―
―
技
術
と

い
う
語
に
か
か
わ
っ
て
浮
上
し
た
の
と
同
じ
疑
念
が
こ
こ
で
も
、
し
か
も
よ
り

決
定
的
な
仕
方
で
生
じ
る
。
①
で
示
し
た
よ
う
に
、
教
育
の
み
に
よ
っ
て
人
間

が
形
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
事
実
を
持
ち
出
せ
ば
、
そ
も
そ
も
法
則

性
う
ん
ぬ
ん
に
つ
い
て
は
語
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
科
学
的
な
法
則
性
と
、

そ
し
て
「
成
長
し
つ
つ
あ
る
人
間
の
未
来
の
心
的
な
姿
は
予
測
で
き
な
い
。
こ

の
点
で
人
間
の
自
由
が
裏
づ
け
ら
れ
、
そ
し
て
ま
た
教
育
す
る
者
の
責
任
が
示

さ
れ
る
」（E

K
M

. 
98

）
と
語
ら
れ
る
教
育
と
い
う
事
象
と
は
、
根
本
か
ら
相

容
れ
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
教
育
と
い
う
事
象
は
、
そ
も
そ
も
法

則
性
と
い
っ
た
も
の
と
は
な
じ
ま
な
い
の
だ
。
だ
と
す
れ
ば
法
則
知
を
も
と
め

る
教
育
科
学
な
ど
、
は
な
か
ら
無
用
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
に
よ
れ
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
教
育
と
い
う
事
象
は

き
わ
め
て
複
雑
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
多
く
の
、
多
元
的
な
要
因
が
同

時
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
単
純
な
「
行
為
―
結
果
の
図
式
」
に
よ
っ
て
そ
れ
を

説
明
し
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
多
数
の
要
因
を
く
ま
な
く
把
握
し

き
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
教
育
の
目
的
が
実
現
さ
れ
る
た
め
の
条

件
を
完
全
に
明
示
す
る
こ
と
も
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
多
数
の
要
因

が
連
関
し
あ
う
、
錯
綜
し
た
シ
ス
テ
ム
的
な
全
体
な
の
で
あ
る
。

　

ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
自
身
が
認
め
る
よ
う
に
、
教
育
は
人
間
を
形
成
す
る
こ
と
に

あ
ず
か
る
（
け
っ
し
て
完
全
に
は
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
）
多
数
の
要
因
の
う

ち
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
そ
こ
か
ら
原
因
―
結
果
に
つ
い
て
の

厳
密
な
因
果
法
則
を
と
り
出
し
て
く
る
こ
と
な
ど
、
見
込
み
の
な
い
企
て
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
と
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は
言
う
。
教
育
科
学
は
成
立

し
う
る
。
た
だ
し
教
育
科
学
が
明
ら
か
に
で
き
る
法
則
は
、
自
然
科
学
の
そ
れ

の
よ
う
な
厳
密
な
法
則
性
で
は
な
く
、
共
通
す
る
経
験
か
ら
一
般
的
な
教
訓
と

し
て
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
蓋
然
的
で
統
計
的
な
法
則
性
で
あ
る
に

す
ぎ
な
い
。

　
「《
法
則
性
》
と
い
う
言
葉
で
ひ
と
は
、
特
定
の
グ
ル
ー
プ
の
現
象
の
間
に
な

り
た
つ
、
一
定
の
程
度
に
普
遍
的
な
妥
当
性
を
も
っ
た
（
つ
ま
り
、
つ
ね
に
、

あ
る
い
は
た
い
て
い
成
り
立
つ
よ
う
な
）
関
係
を
意
味
す
る
。
教
育
科
学
の
対

象
領
域
に
お
い
て
は
、
空
間
的
・
時
間
的
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
当
て
は
ま

る
よ
う
な
、
厳
密
に
普
遍
的
な
法
則
性
（
普
遍
的
な
、
あ
る
い
は
決
定
論
的
な

法
則
）
に
出
く
わ
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
け
っ
し
て
な
い
。
特
定
の

で
き
ご
と
や
特
徴
や
現
象
が
相
対
的
な
頻
度
で
、
あ
る
い
は
数
学
的
な
蓋
然
性

を
も
っ
て
生
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
何
ご
と
か
を
言
明
す
る
よ
う
な
、
統
計
的
な

（
あ
る
い
は
蓋
然
的
な
）法
則
性
に
出
く
わ
す
だ
け
で
あ
る
。そ
の
認
識
は
、個
々

の
事
例
に
お
い
て
得
ら
れ
た
所
見
を
一
般
化
す
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
。」

（E
E

E
. 29

）

　
「
決
定
論
的
な
法
則
と
は
、
い
か
な
る
例
外
も
許
さ
な
い
規
則
性
を
表
現
し
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て
い
る（「
つ
ね
に
Ｐ
が
実
現
さ
れ
る
な
ら
ば
、Ｑ
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
」）。《
そ

れ
に
対
し
て
統
計
的
な
法
則
は
、
あ
る
で
き
ご
と
が
実
現
さ
れ
る
時
に
も
う
一

つ
の
で
き
ご
と
が
生
じ
る
…
蓋
然
性
を
主
張
す
る
に
す
ぎ
な
い
。》
人
格
の
成

育
に
つ
い
て
、
そ
し
て
人
間
ど
う
し
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
決
定
論
的
な

法
則
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、そ
う
し
た
法
則
が
存
在
す
る
こ
と
は
け
っ
し
て
、

目
的
―
手
段
と
い
う
図
式
が
用
い
ら
れ
る
た
め
の
必
然
的
な
前
提
で
は
な
い
。

教
育
理
論
の
な
か
で
目
的
―
手
段
と
い
う
図
式
を
用
い
る
こ
と
は
、
限
定
的
な

数
の
事
例
か
ら
の
経
験
的
な
一
般
化
し
か
存
在
し
な
い
場
合
で
も
す
で
に
意
味

が
あ
る
し
、
可
能
で
も
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
教
育
実
践
と
教
育
理
論
は
と

も
に
つ
ぎ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
目
的
―
手
段
と
い
う
図
式

を
用
い
、
技
術
科
学
的
な
観
念
を
構
想
す
る
の
に
は
、
因
果
関
係
に
つ
い
て
の

多
少
と
も
漠
然
と
し
た
仮
説
的
な
想
定
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
十
分
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。」（E

E
E

. 252f.

）

　
「
技
術
」
と
い
う
言
葉
の
場
合
と
お
な
じ
く
、
こ
の
場
合
も
ま
た
ブ
レ
ツ
ィ

ン
カ
の
語
法
は
一
般
的
な
通
念
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
技
術
、
技
術
科
学
と
い

う
語
が
い
わ
ば
ソ
フ
ト
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
法
則
性
」「
法

則
知
」
と
い
う
言
葉
で
意
味
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
普
遍
的
で
決
定
論
的
な
性

質
を
も
つ
自
然
法
則
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
た
ん
に
「
経
験
の
一
般
化
」

に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
意
味
し
て
い
る
も
の
は
、「
特
定
の
状
況
下
で
存
在
す

る
よ
う
な
典
型
的
な
条
件
構
造
、
そ
し
て
一
定
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
有
用
で
あ

り
得
る
よ
う
な
、
典
型
的
な
、
状
況
に
特
有
の
介
入
可
能
性
を
洞
察
す
る
こ
と
」

で
あ
り
、「
限
定
的
な
範
囲
で
適
用
で
き
る
、
多
少
と
も
十
分
に
根
拠
づ
け
ら

れ
た
推
測
」（A

E
.

27

）
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
科
学
的
に
確
証
さ
れ
た
法

則
性
と
い
う
言
葉
が
い
か
に
も
大
げ
さ
に
聞
こ
え
る
よ
う
な
、
ご
く
控
え
目
な

主
張
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
点
を
考
え
れ
ば
、
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
の
主
張
に
対
す
る

誤
解
の
原
因
の
一
端
は
、
法
則
性
と
い
う
言
葉
を
不
用
意
に
用
い
た
ブ
レ
ツ
ィ

ン
カ
自
身
に
も
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
か
れ
の
真
意
は
「
そ
う
し
た
推
測
を

吟
味
し
、
比
較
的
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
根
拠
を
も
つ
推
測
と
い
う
財
産
を
ふ
や
す
こ

と
が
教
育
科
学
の
使
命
だ
」（E

E
E

. 291

）
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

　

だ
が
社
会
科
学
に
お
け
る
法
則
知
と
は
総
じ
て
こ
う
し
た
性
質
の
も
の
で
あ

り
、
社
会
科
学
の
ひ
と
つ
で
あ
る
教
育
科
学
―
―
と
い
う
の
も
教
育
は
社
会
的

な
過
程
だ
か
ら
だ
。
―
―
に
つ
い
て
も
そ
れ
が
当
て
は
ま
る
と
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ

は
言
う
。
い
ず
れ
、
こ
の
よ
う
な
法
則
知
が
教
育
と
い
う
事
象
を
「
機
械
的
な

因
果
関
係
」（A

E
. 179

）
に
解
消
し
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

　

ま
た
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
に
よ
れ
ば
、「
事
実
的
な
連
関
を
洞
察
す
る
こ
と
で
、

特
定
の
条
件
下
で
ひ
と
が
い
か
に
影
響
さ
れ
る
か
と
い
う
可
能
性
を
導
き
出
そ

う
と
し
て
も
、そ
れ
は
け
っ
し
て
人
間
の
謎
に
対
す
る
畏
敬
に
反
し
は
し
な
い
」

（A
E

. 121

）
の
で
あ
る
。
因
果
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
教
育
が
尊
重

す
べ
き
人
間
の
自
律
性
や
自
由
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。（
相
容
れ
な

い
の
は
、
機
械
的
な
因
果
関
係
に
よ
っ
て
一
元
的
に
人
格
の
成
育
が
、
そ
し
て

教
育
と
い
う
社
会
的
な
相
互
関
係
が
完
全
に
説
明
し
尽
く
せ
る
と
す
る
素
朴
な
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決
定
論
で
あ
る
。）
た
と
え
自
由
で
自
律
的
な
人
間
を
め
ざ
す
教
育
で
あ
っ
て

も
、
い
ず
れ
教
育
の
行
為
は
特
定
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
よ
う
と
意
図
し
て
お
こ

な
わ
れ
る
。
つ
ま
り
は
多
少
と
も
必
ず
因
果
関
係
を
前
提
し
て
い
る
（
＝
行
動

を
起
こ
せ
ば
何
か
特
定
の
結
果
が
生
じ
る
こ
と
を
当
て
に
し
て
い
る
）
の
で

あ
っ
て
、
こ
れ
を
否
定
す
れ
ば
そ
も
そ
も
教
育
と
い
う
も
の
自
体
が
成
り
立
ち

得
な
い
。

　

さ
ら
に
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
に
よ
れ
ば
、
教
育
科
学
が
あ
た
え
る
こ
う
し
た
因
果

的
な
法
則
知
を
状
況
に
即
し
て
具
体
化
さ
せ
る
実
践
的
教
育
学
で
さ
え
、
一
義

的
・
確
定
的
に
実
践
に
対
す
る
指
示
を
あ
た
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
そ

れ
は
（
教
育
を
）
実
践
す
る
者
の
背
景
的
な
理
解
の
う
ち
に
と
り
入
れ
ら
れ
る

こ
と
で
、
か
れ
の
判
断
力
を
強
化
す
る
と
い
う
間
接
的
な
貢
献
を
果
た
す
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
教
育
技
術
的
な
知
識
が
も
っ
と
も
役
に
立
つ
の
は
、
そ
れ
が
《
背
景
的
な

構
え
》
に
な
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
構
え
は
、
教
育
目
標
を
達
成
す
る
の
に
重

要
な
で
き
ご
と
を
解
釈
し
た
り
、
そ
れ
に
自
分
が
反
応
し
た
り
す
る
こ
と
を
決

定
す
る
こ
と
に
あ
ず
か
る
の
で
あ
る
。」（A

E
. 186. cf. 331

）。

　
「
実
践
的
教
育
学
は
、
そ
れ
が
提
供
す
る
解
釈
や
提
案
と
い
う
方
向
で
、
自

分
の
教
育
行
為
に
つ
い
て
よ
り
多
く
思
案
す
る
心
構
え
が
増
す
こ
と
に
貢
献
す

る
。
最
善
の
場
合
そ
れ
は
、
自
己
を
さ
ら
に
形
成
す
る
た
め
の
き
っ
か
け
を
あ

た
え
る
。
つ
ま
り
、
ご
く
ご
く
間
接
的
に
だ
が
、
教
育
す
る
者
の
自
己
形
成
を

と
お
し
て
、
教
育
の
努
力
が
成
功
す
る
た
め
の
個
人
的
な
前
提
条
件
と
見
な
さ

れ
る
よ
う
な
行
為
の
構
え
を
か
れ
の
う
ち
に
促
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。」

（M
E

. 260

）

　

こ
の
点
で
も
ま
た
教
育
が
た
ん
な
る
一
義
的
・
確
定
的
な
操
作
で
は
あ
り
得

な
い
こ
と
が
示
さ
れ
よ
う
。

四
、　

教
育
の
概
念

　

こ
の
よ
う
に
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
が
そ
の
必
要
性
を
訴
え
る
教
育
科
学
の
「
科
学

的
な
法
則
性
」
は
、
自
然
科
学
的
な
意
味
で
の
法
則
と
は
ち
が
っ
て
蓋
然
的
で

統
計
的
な
性
質
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
厳
密
な
意
味
で
の
法
則
で
は
な

く
、
た
ん
に
経
験
を
一
般
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
一
般
化
か
ら
得
ら

れ
る
推
測
で
あ
っ
て
、
教
育
と
い
う
事
象
の
不
完
全
な
解
明
に
過
ぎ
な
い
。
法

則
性
や
法
則
知
と
い
う
言
葉
が
連
想
さ
せ
る
も
の
か
ら
は
程
遠
い
、
不
確
定
な

も
の
で
あ
る5

。（
ま
し
て
や
一
元
的
な
決
定
論
な
ど
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。）

　
「
な
る
ほ
ど
普
遍
的
、
あ
る
い
は
決
定
論
的
な
自
然
法
則
の
よ
う
な
性
質
の

規
則
性
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
統
計
的
な
法
則
的
言
明
で
満
足
し
な
く

　

５　

ち
な
み
に
、
そ
う
し
た
法
則
知
の
典
型
的
な
一
例
と
し
て
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は
つ
ぎ
の

よ
う
な
も
の
を
挙
げ
て
い
る
。

 
「
全
体
と
し
て
親
の
教
育
行
動
が
お
び
る
全
般
的
な
感
情
的
色
調
（
そ
し
て
と
り
わ
け

愛
情
―
拒
絶
の
次
元
に
か
ん
し
て
の
感
情
的
色
調
）、
あ
る
い
は
親
た
ち
の
結
婚
生
活

上
の
結
び
つ
き
の
ほ
う
が
、子
ど
も
を
教
育
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
特
殊
な
技
術
（
好

き
な
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
、
制
限
す
る
こ
と
、
罰
す
る
こ
と
、
褒
め
る
こ
と
）
よ
り

も
子
ど
も
の
発
達
に
多
く
影
響
す
る
。」（M

E
. 152

）
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て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
多
く
は
有
効
性
が
空
間
的
・
時
間
的
に
か
ぎ
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
う
し
て
限
定
さ
れ
て
い
て
も
そ
れ
は
世
界
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の

知
識
を
増
大
さ
せ
る
。
さ
し
あ
た
り
多
く
は
き
ち
ん
と
裏
づ
け
ら
れ
た
も
の
で

は
な
い
が
、
不
十
分
に
し
か
確
証
さ
れ
て
い
な
い
知
識
で
も
、
そ
れ
が
ま
っ
た

く
無
い
よ
り
は
よ
い
の
で
あ
る
。」（M

E
. 142

）

　

し
か
し
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
に
よ
れ
ば
、
教
育
と
い
う
事
象
の
性
質
上
そ
う
し
た

制
約
は
不
可
避
の
も
の
で
あ
る
。
い
や
、
そ
も
そ
も
教
育
と
い
う
も
の
自
体
が

具
体
的
な
事
実
で
は
な
い
の
だ
。「
観
察
可
能
な
特
徴
に
よ
っ
て
他
の
部
類
の

行
為
か
ら
は
っ
き
り
と
区
別
で
き
る
よ
う
な
具
体
的
な
行
為
と
し
て
は
、《
教

育
》
と
い
う
も
の
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
」（E

E
E

. 196. cf. G
E

. 96f.

）
の

で
あ
る
。
人
格
の
成
育
を
う
な
が
す
要
因
は
多
数
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
が
錯
綜

し
た
連
関
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
教
育
科
学
が
対
象
と
す

べ
き
「
事
実
と
し
て
の
教
育
」
と
い
う
も
の
自
体
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
思
考
に
よ
る
抽
象
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。「
教
育
そ
の
も
の

は
抽
象
の
結
果
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
現
実
の
な
か
に
そ
れ

は
な
い
」（E

E
E

. 264

）
の
だ
。

　

た
と
え
ば
、
結
果
と
し
て
人
格
の
成
育
を
生
じ
さ
せ
る
に
至
っ
た
も
の
す
べ

て
を
教
育
に
含
め
る
な
ら
ば
（
＝
教
育
の
生
起
概
念
）、
教
育
の
領
域
は
際
限

な
く
広
が
る
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
変
化
を
直
接
に
生

じ
さ
せ
る
も
の
は
そ
の
人
間
の
自
発
的
な
学
習
で
あ
り
、
そ
れ
は
し
か
る
べ
き

環
境
が
整
っ
て
い
れ
ば
、
意
図
的
な
行
為
と
い
う
狭
い
意
味
で
の
教
育
（
＝
教

育
の
行
為
概
念
）
が
介
在
し
な
く
と
も
成
立
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は
恣
意
的
な
規
定
を
（
あ
え
て
）
お
こ
な
う6

。
教
育
と

い
う
も
の
を
、
目
的
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
も
っ
た
行
為
、
つ
ま
り
は

「
手
段
と
し
て
の
行
為
」
だ
け
に
限
定
す
る
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
パ
ー
ソ

ナ
リ
テ
ィ
の
成
育
に
寄
与
す
る
も
の
は
、
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
ま
ず
も
っ
て

共
同
体
の
生
活
で
あ
り
、
そ
の
「
生
の
秩
序
」
で
あ
っ
て
、
意
図
的
な
行
為
は

そ
れ
を
前
提
に
し
て
初
め
て
成
立
す
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
意

図
的
な
行
為
だ
け
を
教
育
と
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
事
態
の
限
定
で
あ
り
矮
小

　

６　

ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は
一
方
で
「
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
が
何
ら
促
進
の
意
図
を
も
た
な
い
、

見
渡
し
え
な
い
ほ
ど
多
く
の
社
会
的
な
過
程
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
ま
た
文
化
対
象
や

自
然
の
状
態
か
ら
発
す
る
影
響
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら

れ
た
事
実
で
あ
」
り
、「
さ
ら
に
、
現
実
に
即
し
た
教
育
の
理
論
は
教
育
目
標
の
達
成

に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
要
因
を
組
み
入
れ
る
べ
き
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
」（G

E
. 

68

）
と
し
て
、
結
果
と
し
て
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
変
化
を
起
こ
し
た
も
の
す
べ
て
を

教
育
に
ふ
く
め
る
「
教
育
の
生
起
概
念
」
が
正
当
性
を
も
つ
こ
と
を
認
め
る
が
、
し

か
し
教
育
の
定
義
と
し
て
こ
れ
を
採
用
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
意
図
的
な
行
為
だ
け

に
せ
ま
く
教
育
を
限
定
す
る
「
教
育
の
行
為
概
念
」
で
は
、
行
為
と
そ
の
結
果
の
因

果
関
係
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
教
育
の
生
起
概
念
で
は
こ
の
概
念
が
い
う

対
象
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
教
育
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
そ
の
前

に
、
い
か
な
る
原
因
の
せ
い
で
結
果
が
生
じ
た
の
か
を
因
果
的
に
究
明
で
き
な
く
て

は
な
ら
な
い
」（G

E
. 69

）
か
ら
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
原
因

を
特
定
で
き
な
け
れ
ば
、「
起
き
た
こ
と
を
説
明
で
き
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
特
定

の
状
況
下
で
何
が
起
こ
る
か
を
予
測
で
き
る
よ
う
な
法
則
性
」（E

E
E

. 
72

）
を
究
明

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。因
果
的
な
法
則
性
を
知
っ
て
結
果
を
意
図
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
実
践
に
と
っ
て
有
用
な
知
見
を
提
供
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
教
育
科
学
の
「
理
論
形
成
に
と
っ
て
教
育
の

生
起
概
念
は
有
用
で
は
な
い
」（G

E
. 69

）
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
由
で
ブ
レ
ツ
ィ

ン
カ
は
、狭
く
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
て
も
「
教
育
の
行
為
概
念
」
に
固
執
す
る
の
だ
。
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化
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
教
育
目
標
を
実
現
さ
せ
る
条
件
や
要
因
を
す
べ

て
、
完
全
に
解
明
す
る
こ
と
は
、
教
育
と
い
う
事
象
の
複
雑
さ
を
考
え
れ
ば
、

明
ら
か
に
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
そ
う
し
た
条
件
や
要
因
が
わ
か
っ
た
か
ら

と
い
っ
て
、そ
れ
ら
す
べ
て
を
人
間
が
制
御
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。ブ
レ
ツ
ィ

ン
カ
が
意
図
的
な
行
為
に
教
育
を
限
定
し
た
理
由
は
、
そ
れ
だ
け
が
人
間
が
結

果
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
唯
一
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
「
教
育
の
行
為
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
格
が
成
育
す
る
た
め
の
多
く
の
条

件
に
介
入
し
、
目
的
と
し
て
設
定
さ
れ
た
人
格
状
態
が
生
じ
る
た
め
に
必
要
な

条
件
の
構
造
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
、
そ
う
い
う
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。
…
教

育
を
、
め
ざ
す
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
唯
一
の
原
因
だ
と
見
な
す
こ
と
は
、
け
っ

し
て
で
き
な
い
。
せ
い
ぜ
い
そ
れ
は
他
の
多
く
の
原
因
と
な
ら
ぶ
一
つ
の
部
分

原
因
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
教
育
は
、
他
の
人
間
に
影
響
を
あ
た
え
よ
う
と
す
る

者
が
完
全
に
左
右
で
き
る
よ
う
な
、
そ
し
て
そ
う
し
た
者
が
他
の
考
え
ら
れ
る

部
分
原
因
に
影
響
を
あ
た
え
よ
う
と
試
み
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
、
考
え
う

る
唯
一
の
部
分
原
因
な
の
で
あ
る
。」（E

E
E

. 268

）

　
「
教
育
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
重
要
な
現
実
を
、
そ
れ
が
も
つ
複
雑
さ
の

ま
ま
で
完
全
に
と
ら
え
、
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
見
込
み
の
な
い
こ
と
で

あ
る
。
問
題
設
定
を
、
社
会
文
化
的
な
現
実
の
あ
の
部
分
―
―
計
画
的
に
作
り

出
し
た
り
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
影
響
を
あ
た
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
理
由
で
、
教
育
目
標
を
達
成
す
る
の
に
活
用
で
き
る
よ
う
な
部
分
―
―

に
限
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。」（E

E
E

. 195

）

　

こ
の
よ
う
に
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は
教
育
の
概
念
を
、
意
図
を
も
っ
た
行
為
、
手

段
的
・
技
術
的
な
行
為
だ
け
に
狭
く
限
定
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
自
体

は
即
、
不
当
と
は
言
え
な
い
。
教
育
的
な
事
象
は
複
雑
な
構
造
を
も
っ
た
社
会

的
な
相
互
関
係
の
う
ち
に
埋
も
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
教
育
の
事
実
を
「
そ
の

も
の
と
し
て
」
と
り
出
す
作
業
は
、
思
考
に
よ
っ
て
そ
れ
を
抽
象
す
る
と
い
う

や
り
方
し
か
な
い
。
と
も
か
く
何
ら
か
の
定
義
を
あ
た
え
て
、
ど
こ
か
で
教
育

の
領
域
に
線
引
き
を
し
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
教
育
と
い
う
事
実
自
体
が
見
え

て
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
に
よ
れ
ば
「
目
的
―
手
段
と
い

う
図
式
」
も
ま
た
、
事
実
そ
の
も
の
と
し
て
は
存
在
し
な
い
「
教
育
」
と
い
う

事
象
を
可
視
化
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
方
便
で
あ
り
方
略
な
の
だ
。

　
「
教
育
の
領
域
は
き
わ
め
て
複
雑
な
領
域
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ね
に
よ
り
大

き
な
社
会
的
・
文
化
的
な
領
域
に
包
み
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
明
確
に
区

分
さ
れ
な
い
。
…
教
育
す
る
者
や
教
育
さ
れ
る
者
の
も
と
で
、
そ
し
て
か
れ
ら

の
生
活
空
間
内
で
観
察
で
き
る
よ
う
な
無
数
の
現
象
を
前
に
し
て
、《
目
的
―

手
段
と
い
う
図
式
》
は
教
育
の
領
域
を
選
り
分
け
る
た
め
の
拠
り
所
と
し
て
役

立
つ
。
こ
の
図
式
は
、
教
育
の
行
為
が
成
功
す
る
た
め
の
条
件
に
つ
い
て
の
わ

れ
わ
れ
の
暫
定
的
な
知
識
に
も
と
づ
い
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
現

象
を
優
先
的
に
記
述
し
、同
じ
く
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
関
係
、個
々

の
事
実
の
あ
い
だ
の
関
係
を
さ
が
す
よ
う
教
え
る
。」（E

E
E

. 27

）

　
「《
目
的
―
手
段
と
い
う
図
式
》
に
沿
っ
て
考
え
る
さ
い
、
わ
れ
わ
れ
は
で
き

る
だ
け
こ
う
し
た
複
雑
な
条
件
構
造
を
度
外
視
し
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
で
つ
く
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り
出
す
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
条
件
だ
け
に
注
目
す
る
。
現
実
の
う
ち
に
あ
る

関
係
を
大
き
く
単
純
化
し
て
再
現
す
る
よ
う
な
、
関
係
の
イ
メ
ー
ジ
や
モ
デ
ル

に
固
執
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
の
状
況
下
で
そ
の
つ
ど
存
在
す
る
因
果
関

係
が
完
全
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
の
だ
か
ら
、
手
段
で
あ
る
と
見

な
さ
れ
る
あ
る
条
件
に
つ
い
て
は
多
少
と
も
蓋
然
的
に
こ
う
言
わ
れ
る
に
す
ぎ

な
い
。
そ
う
し
た
条
件
は
特
定
の
状
況
の
も
と
で
、
目
ざ
さ
れ
る
作
用
結
果
を

生
み
出
す
の
に
適
し
て
い
る
と
。」（E

E
E

. 229

）

　

こ
の
よ
う
に
教
育
と
い
う「
事
実
」そ
の
も
の
は
思
考
の
操
作
に
よ
っ
て「
つ

く
ら
れ
た
」
も
の
で
あ
り
、
現
実
を
単
純
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
教
育
科
学
が

解
明
す
る
法
則
は
そ
う
し
た
「
事
実
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
現
実
そ

の
も
の
を
無
傷
な
形
で
す
く
い
と
っ
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
。（
さ
ら
に
言
え

ば
、
教
育
目
標
も
ま
た
事
実
で
は
な
く
、
思
考
の
操
作
に
よ
っ
て
仮
構
さ
れ
た

も
の
で
あ
る7

。）
教
育
科
学
の
法
則
知
が
蓋
然
的
・
統
計
的
な
確
実
さ
し
か
持

ち
得
な
い
と
し
て
も
そ
れ
は
当
然
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
で
十
分
な
の
だ
。

　

い
ず
れ
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は
、
教
育
を
意
図
的
な
行
為
だ
け
に
限
定
す
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
、
教
育
科
学
は
役
に
立
つ
、
有
用
な
知
見
を
教
育
の
実
践
に
対
し

て
提
供
す
る
べ
き
だ
と
す
る
立
場
を
優
先
す
る
た
め
で
あ
る
。「
目
的
―
手
段

と
い
う
図
式
」
に
し
た
が
う
意
図
的
な
行
為
、
つ
ま
り
手
段
的
・
技
術
的
な
行

為
だ
け
に
教
育
を
限
定
す
る
こ
と
は
、
そ
の
結
果
を
人
間
が
制
御
で
き
る
よ
う

な
要
因
だ
け
に
し
ぼ
っ
て
考
察
の
対
象
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
実
践

を
導
く
こ
と
の
で
き
る
知
見
を
教
育
科
学
は
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
戦
略
的
な
決
定
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
教
育
科

学
が
扱
う
べ
き
対
象
が
際
限
な
く
拡
散
し
て
し
ま
い
、
法
則
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
も
お
ぼ
つ
か
な
く
な
る
。
法
則
性
を
と
り
出
す
た
め
に
は
少
数
の
要
因
だ

け
に
限
定
し
て
着
目
し
、
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
の
因
果
関
係
を
探
っ
て
い
く
こ
と

が
不
可
欠
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
「
目
的
―
手
段
と
い
う
図
式
」
に
よ
っ
て
初
め

て
、
教
育
と
い
う
複
雑
な
事
象
は
整
理
さ
れ
、
因
果
的
な
思
考
に
よ
る
解
明
の

手
が
届
く
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。こ
う
し
て
教
育
と
い
う
事
実
は
お
ろ
か「
目

的
―
手
段
と
い
う
図
式
」
さ
え
も
思
考
上
の
操
作
に
よ
る
抽
象
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
は
教
育
と
い
う
、
無
数
の
要
因
が
錯
綜
す
る
事
態
を
単
純
化
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
法
則
知
が
蓋
然
性
し
か
要
求
し
得

な
い
の
も
当
然
で
あ
る
。

　

７　

ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
に
よ
れ
ば
、
教
育
目
標
と
は
人
格
理
想
＝
心
的
な
性
向
の
構
造
の
こ

と
だ
が
、「
こ
の
場
合
《
人
格
》
と
い
う
言
葉
で
何
が
言
わ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は

現
れ
た
り
、
ま
た
消
え
た
り
す
る
よ
う
な
現
実
の
心
的
な
体
験
や
行
動
の
あ
り
方
で

は
な
く
、
あ
る
人
間
の
体
験
や
行
動
の
基
礎
に
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
、
相
対

的
に
持
続
す
る
心
的
な
構
え
の
構
造
で
あ
る
。
知
覚
で
き
る
行
動
か
ら
推
論
さ
れ
る
、

特
定
の
体
験
や
行
動
の
あ
り
方
を
起
こ
す
そ
う
し
た
構
え
は
《
心
的
な
性
向
》
と
呼

ば
れ
る
。
…
そ
れ
ら
は
観
察
で
き
る
現
象
で
は
な
く
、
手
短
か
に
い
え
ば
、
心
的
な

で
き
ご
と
を
起
こ
す
仮
説
的
な
因
果
要
因
で
あ
り
、
理
論
的
な
構
成
物
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
特
定
の
体
験
や
行
動
の
あ
り
方
が
似
た
よ
う
な
状
況
で
く
り
返
し
現
れ
る
の

が
見
ら
れ
る
場
合
に
、
わ
れ
わ
れ
が
案
出
す
る
も
の
で
あ
る
。」（G

E
.80

）
よ
う
す

る
に
「
人
格
と
い
う
も
の
は
観
察
で
き
る
事
態
で
は
な
く
、
人
間
の
も
と
で
観
察
さ

れ
る
心
的
な
現
象
を
解
釈
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
理
論
的
な
構
成

物
な
の
で
あ
る
。
…
全
体
と
し
て
の
人
格
と
同
じ
よ
う
に
そ
の
部
分
や
属
性
も
ま
た

理
論
的
な
構
成
物
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
自
体
は
観
察
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
体
験

や
行
動
と
い
う
観
察
さ
れ
た
事
態
か
ら
推
測
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
人
格
理
想
や
教

育
目
標
を
言
い
表
す
《
性
向
の
概
念
》
も
ま
た
す
べ
て
こ
れ
に
ふ
く
ま
れ
る
」（T. 

48f.

）
の
で
あ
る
。
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ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
が
教
育
の
概
念
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
す
る
の
も
、
こ
の
よ

う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。

　
「
教
育
と
い
う
言
葉
が
意
味
す
る
の
は
、
ひ
と
が
他
の
人
間
の
心
的
な
性
向

の
構
造
を
何
ら
か
の
点
で
持
続
的
に
改
善
し
た
り
、
あ
る
い
は
価
値
が
あ
る
と

判
断
さ
れ
る
そ
の
人
間
の
構
成
部
分
を
保
持
し
た
り
、
悪
い
と
見
な
さ
れ
る
性

向
が
生
じ
る
の
を
妨
げ
た
り
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
行
為
で
あ
る
。」（E

E
E

. 

161, 18. cf. M
E

. 45, 53. A
E

. 12. E
w

G
. 68, 99. G

E
. 70ff. u.a.

）

　

教
育
の
こ
う
し
た
概
念
は
あ
る
意
味
で
恣
意
的
な
も
の
だ
が
、
教
育
の
事
実

は
具
体
的
な
も
の
と
し
て
目
に
見
え
る
も
の
で
は
な
く
、
錯
綜
し
連
関
す
る
事

態
の
中
か
ら
思
考
の
操
作
に
よ
っ
て
抽
象
す
る
こ
と
で
し
か
存
在
し
得
な
い
の

だ
か
ら
、
あ
る
程
度
の
恣
意
性
は
や
む
を
得
な
い
。
し
か
し
他
方
で
ブ
レ
ツ
ィ

ン
カ
は
、
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
教
育
が
手
段
と
し
て
目
ざ
す
目
的
、
す
な
わ

ち
、
教
育
目
標
で
あ
る
心
的
な
性
向
の
構
造
（
＝
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
）
の
成
育

が
共
同
体
の
生
活
と
そ
の
「
生
の
秩
序
」
に
多
く
を
依
存
す
る
こ
と
を
正
当
に

も
主
張
し
て
い
る
。教
育
を
意
図
的
な
行
為
に
限
定
す
る
こ
と
で
、教
育
に
と
っ

て
決
定
的
な
重
要
性
を
も
つ
そ
う
し
た
要
因
が
教
育
の
圏
外
に
こ
ぼ
れ
落
ち
、

大
き
く
視
野
か
ら
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
わ
れ
わ
れ
が
教
育
と
呼
ぶ
行
為
の
総
体
が
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
が
成
育
す

る
た
め
の
外
的
な
条
件
の
う
ち
で
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
だ
と
見
な
す
こ
と

は
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
に
矛
盾
す
る
。
重
要
な
の
は
学
習
の
過
程
だ
が
、
そ
れ
は

ひ
ろ
く
自
発
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
れ
を
開
始
さ
せ
る
の
に
教
育
の
行
為
は

一
般
に
ま
っ
た
く
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
必
要
な
い
。
少
な
く
と
も
単
純
な
社

会
で
は
、
そ
し
て
早
期
の
年
齢
段
階
で
は
、
子
ど
も
を
取
り
巻
く
人
間
た
ち
の

行
為
か
ら
、
ど
ん
な
能
力
や
知
識
が
あ
り
、
相
互
に
期
待
さ
れ
る
か
が
わ
か
る

こ
と
で
、
た
い
て
い
は
十
分
で
あ
る
。
こ
う
簡
略
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
人

間
は
か
れ
が
所
属
す
る
社
会
集
団
か
ら
の
影
響
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
―
―
そ

の
構
成
員
た
ち
が
共
同
生
活
を
す
る
際
の
秩
序
に
よ
っ
て
、
そ
の
文
化
が
強
調

す
る
内
容
に
よ
っ
て
、
そ
の
社
会
集
団
を
他
の
す
べ
て
か
ら
際
立
た
せ
る
価
値

づ
け
や
行
為
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
教
育
の
行
為
は
、

こ
う
し
た
影
響
の
全
体
集
合
の
う
ち
の
わ
ず
か
な
部
分
集
合
に
す
ぎ
な
い
。
教

育
の
行
為
が
集
団
に
特
殊
な
行
動
の
性
向
を
学
ぶ
の
に（
あ
る
い
は
社
会
化
に
）

ど
れ
ほ
ど
貢
献
す
る
か
は
、
一
般
的
に
査
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
せ
い
ぜ

い
場
合
ご
と
に
査
定
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。」（E

E
E

. 106

）

　

な
る
ほ
ど
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は
、「
間
接
的
な
教
育
」（E

E
E

. 286, M
E

. 53

）

あ
る
い
は
「
間
接
的
な
教
育
の
行
為
」（E

E
E

.
248

）
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、

教
育
が
も
つ
こ
の
よ
う
な
側
面
に
も
言
及
し
、
そ
の
重
要
さ
を
は
っ
き
り
と
指

摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
望
ま
し
い
姿
と
し
て
、
理
想
や
教
育
の
目
標
と
し
て

設
定
さ
れ
た
心
的
な
性
向
が
生
じ
る
の
を
う
な
が
す
と
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
変

化
、
そ
う
し
た
変
化
を
教
育
さ
れ
る
者
の
環
境
内
に
も
た
ら
す
よ
う
試
み
る
行4

為4

の
こ
と
で
あ
る
。」（E

E
E

. 286

）
教
育
さ
れ
る
者
の
人
格
の
成
育
は
、
か
れ

自
身
の
学
習
を
と
お
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
教
育
は
そ
う
し
た
学
習
に
外
側
か
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ら
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
で
、
教
育
の
目
標
で
あ
る
人
格
の
理
想
を
教
育
さ
れ

る
者
の
う
ち
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
だ
か
ら
直
接
の
教
え
込
み
や
注
入
よ
り

も
、
間
接
に
学
習
を
う
な
が
し
、
刺
激
す
る
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
よ
り
有
効

に
な
る
の
で
あ
る
。
根
底
に
お
い
て
人
間
を
育
む
の
は
教
育
で
は
な
く
、
共
同

体
の
生
活
で
あ
り
そ
の
「
生
の
秩
序
」
で
あ
る
と
い
う
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
の
基
本

主
張
は
、
こ
こ
に
そ
の
根
拠
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
が
「
教
育

さ
れ
る
者
の
環
境
の
も
っ
と
も
重
要
な
要
素
に
は
教
育
す
る
者
自
身
が
含
ま
れ

る
。
…
教
育
す
る
者
は
自
分
自
身
を
手
段
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
…
」（E

E
E

. 

248

）
と
語
る
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。

　

だ
が
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
が
「
間
接
的
な
教
育
」
と
い
う
言
葉
で
表
そ
う
と
す
る

も
の
、
ま
た
か
れ
が
言
う
《
教
育
す
る
者
の
存
在
そ
の
も
の
》
と
い
っ
た
も
の

は
、
そ
も
そ
も
「
行
為
」
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ

し
て
ま
た｢

目
的
―
手
段
と
い
う
図
式｣

の
網
に
ひ
っ
か
か
る
よ
う
な
も
の
だ

ろ
う
か
。
Ｍ
・
ブ
ー
バ
ー
の
教
育
論
を
引
証
し
な
が
ら
、
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
自
身

が
「
教
育
さ
れ
る
者
に
と
っ
て
は
、
教
育
す
る
者
と
の
計
画
さ
れ
ぬ
交
わ
り
の

経
験
の
ほ
う
が
、
教
育
の
意
図
に
規
定
さ
れ
た
、
教
育
す
る
者
が
お
こ
な
う
行

為
よ
り
も
総
じ
て
影
響
が
大
き
い
」（M

E
.

229f.

）
と
語
る
よ
う
に
、
そ
れ
は

も
は
や
「
行
為
」
で
は
な
い
。
行
為
に
よ
っ
て
環
境
を
変
え
る
こ
と
は
あ
る
程

度
は
可
能
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
ほ
ん
と
う
に
問
題
な
の
は
、
か
ん
ぜ
ん
に

は
意
識
化
し
対
象
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
そ
の
手
前
に
あ
る
「
生
」
で
あ

り
《
在
る
こ
と
そ
れ
自
体
》
な
の
で
あ
る
。
教
育
す
る
者
は
自
分
の
存
在
を
随

意
に
制
御
で
き
る
手
段
と
な
し
う
る
だ
ろ
う
か
。
自
分
の
存
在
そ
の
も
の
を
か

ん
ぜ
ん
に
行
為
の
対
象
と
な
し
う
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
教
育
す
る
者
の
存
在

か
ら
じ
か
に
発
す
る
感
化
で
あ
り
、
教
育
す
る
者
と
教
育
さ
れ
る
者
と
が
《
と

も
に
在
る
こ
と
》
か
ら
生
じ
る
人
間
的
な
関
与
で
あ
り
、
交
わ
り
な
の
で
あ
っ

て
、
行
為
と
呼
び
う
る
も
の
の
域
を
大
き
く
越
え
出
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
教
育
さ
れ
る
者
の
人
格
は
教
育
に
よ
っ
て
は
作
ら
れ
な
い
。
せ
い
ぜ
い
教

育
に
よ
っ
て
は
お
の
れ
か
ら
生
じ
る
も
の
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
だ
け
だ
。
人

格
の
成
育
は
、人
間
が
置
か
れ
た
そ
の
つ
ど
特
殊
な
環
境
と
の
対
決
の
な
か
で
、

か
れ
の
自
発
的
な
活
動
を
と
お
し
て
内
側
か
ら
生
じ
る
。
自
発
的
な
学
習
、
自

発
的
な
観
察
、
思
考
、
模
倣
、
訓
練
の
活
動
に
よ
っ
て
人
間
は
認
識
や
態
度
、

姿
勢
や
能
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
学
習
の
過
程
は
、
自
分
と
感
情

的
に
近
い
、
関
わ
り
の
あ
る
人
間
た
ち
と
の
交
わ
り
の
な
か
で
行
な
わ
れ
る
。

何
を
学
ぶ
か
は
、
こ
う
し
た
関
わ
り
の
あ
る
人
間
た
ち
の
行
動
に
何
を
認
め
る

か
、
か
れ
ら
が
何
に
従
事
す
る
か
、
か
れ
ら
が
何
を
肯
定
的
・
否
定
的
に
評
価

す
る
か
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
か
れ
ら
の
実
例
は
学
習
へ
の
も
っ
と
も
効
果

的
な
刺
激
に
な
る
。
か
れ
ら
は
自
分
た
ち
が
教
育
す
る
か
ど
う
か
、
い
か
に
教

育
す
る
の
か
と
は
ま
っ
た
く
独
立
に
、
す
で
に
か
れ
ら
が
教
育
さ
れ
る
者
が
な

ら
う
手
本
と
し
て
た
だ
存
在
し
、
振
る
舞
う
こ
と
に
よ
っ
て
作
用
す
る
。」

（E
E

E
. 288

）
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ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
自
身
が
ま
っ
た
く
正
当
に
も
こ
う
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ

れ
は
も
は
や
「
行
為
」
と
い
う
網
で
は
す
く
い
と
れ
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
（
く
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
）
教
育
を
、
意
図
を
と
も
な
う
手

段
的
・
技
術
的
な
行
為
だ
け
に
限
定
す
る
こ
と
を
即
、
誤
り
だ
と
決
め
つ
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
教
育
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
は
存
在
せ
ず
、
思
考
の
う
え

で
抽
象
す
る
こ
と
で
し
か
教
育
は
可
視
化
で
き
な
い
か
ら
だ
。
さ
ら
に
、
こ
う

し
た
行
為
へ
の
限
定
は
実
践
に
役
立
つ
科
学
的
な
知
見
を
手
に
入
れ
る
た
め
に

は
不
可
避
の
手
続
き
だ
、
と
い
う
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
の
戦
略
的
な
主
張
に
も
正
当

性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
践
に
有
益
に
作
用
す
る
た
め
に
「
目
的
―
手

段
と
い
う
図
式
」
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
せ
ま
く
行
為
に
限
定
し
て
注
目
す

る
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
同
時
に
、
行
為
へ
の
限
定
に

よ
っ
て
切
り
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
要
因
、
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
自
身
が
「
間
接
的
な

教
育
」
と
呼
ぶ
要
因
は
、
教
育
か
ら
除
外
し
て
し
ま
う
に
は
そ
の
教
育
的
な
重

要
さ
が
あ
ま
り
に
も
大
き
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
奇
妙
な
事
実
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
、
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ

が
狭
く
限
定
す
る
の
は
「
教
育
の
概
念
」
だ
け
で
あ
っ
て
、か
れ
は
そ
れ
に
よ
っ

て
同
時
に
「
教
育
と
い
う
事
象
そ
の
も
の
」
を
切
り
詰
め
て
し
ま
う
わ
け
で
は

な
い
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
教
育
の
概
念
を
狭
く
意
図
的
な
行
為
だ
け
に
か
ぎ

る
こ
と
に
は
明
ら
か
に
戦
略
的
な
意
図
が
認
め
ら
れ
る8

が
、
し
か
し
教
育
の
概

念
と
教
育
と
い
う
事
象
と
の
あ
い
だ
が
大
き
く
乖
離
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い

う
事
実
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
点
の
不
自
然
さ
に
わ
れ
わ

れ
は
不
満
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う9

。

五
、　

批
判
と
総
括

　

本
稿
で
は
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
が
提
唱
す
る
教
育
科
学
の
概
要
を
み
て
き
た
。
そ

の
提
案
に
は
（「
教
育
の
技
術
科
学
」
と
い
う
言
葉
が
あ
た
え
る
先
入
観
と
は

裏
腹
に
）
教
育
を
適
切
に
と
ら
え
る
眼
ざ
し
を
せ
ば
め
、
曇
ら
せ
る
よ
う
な
も

の
は
見
出
せ
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
教
育
の
概
念
の
不
自
然
な
狭
さ
と
い
う
点

で
は
か
れ
の
教
育
科
学
に
不
十
分
さ
を
認
め
、
一
定
の
不
満
を
表
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
即
座
に
そ
れ
を
完
全
な
誤
り
と
し

て
責
め
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
一
に
、
厳
密
で
経
験
科
学
的
な
分
析
の

対
象
と
す
る
に
は
教
育
と
い
う
事
象
そ
の
も
の
は
あ
ま
り
に
複
雑
で
錯
綜
し
た

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
教
育
の
概
念
を
狭
く
限
定
し
な
け
れ
ば
、
教
育
と
い
う

事
象
を
可
視
的
な
も
の
に
し
、
そ
れ
を
因
果
分
析
的
に
解
明
し
て
ゆ
く
努
力
自

体
が
そ
も
そ
も
成
り
立
っ
て
ゆ
か
な
い
。

　

し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
教
育
の
経
験
科
学
は
、
教
育
と
い
う
事

　

８　

こ
の
点
を
考
え
れ
ば
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
の
教
育
学
を
「
実
証
主
義
的
」（positivistisch

）

な
も
の
と
断
ず
る
こ
と
が
い
か
に
一
面
的
で
適
切
さ
を
欠
い
た
理
解
で
あ
る
か
は
明

白
だ
ろ
う
。
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は
、
厳
密
な
科
学
性
と
い
う
要
請
に
固
執
す
る
あ
ま
り
、

教
育
と
い
う
事
象
が
も
つ
豊
か
さ
、
多
様
さ
に
対
し
て
目
を
ふ
さ
い
で
し
ま
う
と
い

う
愚
を
犯
し
て
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

９　

こ
う
し
た
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
の
教
育
概
念
の
不
自
然
さ
に
つ
い
て
は
『
教
育
学
的
人
間

学
の
諸
相
―
そ
の
多
様
性
と
統
一
性
』（
風
間
書
房　

平
成
九
年
）
４
８
９
頁
以
下
に

詳
細
を
論
じ
て
い
る
。
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象
の
全
体
に
く
ら
べ
れ
ば
僅
か
な
部
分
の
解
明
に
し
か
貢
献
で
き
な
い
と
い
う

負
の
面
を
も
招
く
こ
と
に
な
る
。
総
じ
て
教
育
科
学
が
限
定
的
な
成
果
し
か
挙

げ
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
な
に
よ
り
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
自
身
が
明
確
に
意
識
し
て
い

る
。（
原
因
と
結
果
を
ご
く
少
数
の
因
子
と
し
て
か
ん
ぜ
ん
に
明
確
に
特
定
で

き
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
、
当
然
な
が
ら
現
実
の
教
育
の
場
面
で
は
き
わ
め
て
稀

で
あ
る
。）
そ
の
意
味
で
は
や
は
り
教
育
科
学
の
有
効
性
・
有
用
さ
は
限
ら
れ

た
も
の
だ
ろ
う
。
技
術
知
と
し
て
の
確
実
さ
を
た
と
え
そ
れ
が
持
ち
う
る
と
し

て
も
、
現
実
に
は
そ
う
し
た
厳
密
な
知
が
獲
得
で
き
る
機
会
は
さ
ほ
ど
多
く
な

い
か
ら
だ
。こ
の
点
で
教
育
科
学
に
過
大
な
期
待
を
か
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

い
ず
れ
、
そ
れ
は
教
育
に
か
ん
す
る
従
来
の
知
見
を
一
挙
に
塗
り
替
え
、
そ
れ

に
と
っ
て
代
わ
る
よ
う
な
革
新
的
な
性
質
の
も
の
に
は
な
り
得
な
い
。
手
間
の

か
か
る
手
続
き
に
よ
っ
て
確
実
で
、
科
学
的
に
確
証
さ
れ
た
知
見
を
よ
う
や
く

少
し
ず
つ
増
や
し
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
ブ
レ

ツ
ィ
ン
カ
は
言
う
、「
い
わ
ゆ
る
《
厳
密
に
科
学
的
な
》
教
育
学
の
知
識
は
、

一
方
で
と
り
と
め
が
な
く
、
不
確
か
で
、
原
理
的
に
不
完
全
で
あ
り
、
他
方
で

そ
れ
を
実
践
に
適
用
す
る
可
能
性
は
ひ
じ
ょ
う
に
限
ら
れ
て
お
り
、
圧
倒
的
に

無
益
で
あ
る
。
私
に
は
こ
う
し
た
事
態
が
変
わ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
」（E

P
K

. 

155

）
と
。

　

そ
し
て
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
に
よ
れ
ば
、
厳
密
な
科
学
性
を
標
榜
す
る
教
育
科
学

の
こ
う
し
た
欠
点
を
埋
め
合
わ
せ
る
も
の
は
既
存
の
教
育
学
と
基
本
的
に
同
質

の
「
実
践
的
教
育
学
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
初
か
ら
実
践
的
な
有
用
性
を
指
向

す
る
理
論
で
あ
り
、
認
識
の
科
学
的
な
厳
密
さ
を
多
少
は
犠
牲
に
し
て
も
、
教

育
す
る
者
に
実
践
的
な
知
見
を
提
供
す
る
こ
と
を
優
先
す
る
か
ら
で
あ
る
。
教

育
は
日
々
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
教
育
科
学
の
認
識
の
蓄
積
が
遅
々
と
し
て
進

ま
な
い
と
し
て
も
、
教
育
は
そ
の
遅
い
進
展
を
待
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
。
と
す

れ
ば
こ
の
実
践
的
教
育
学
は
、
た
し
か
に
基
本
的
に
は
経
験
科
学
的
に
確
証
さ

れ
た
法
則
知
に
で
き
る
か
ぎ
り
立
脚
す
る
べ
き
だ
が
、
た
と
え
そ
う
し
た
厳
密

な
認
識
が
利
用
で
き
な
い
場
合
で
も
、
実
践
的
な
有
用
性
と
い
う
要
請
に
こ
た

え
る
た
め
に
「
科
学
的
に
は
未
だ
十
分
に
検
証
さ
れ
て
い
な
い
、
た
ん
に
推
測

さ
れ
る
だ
け
の
法
則
性
や
推
定
さ
れ
る
だ
け
の
作
用
連
関
に
も
と
づ
く
よ
う
な

提
案
や
勧
告
を
も
不
可
避
的
に
提
供
せ
ざ
る
を
え
な
い
」（M

E
. 

257

）
の
で

あ
る
。
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は
言
う
、「
実
践
的
教
育
学
と
は
、
い
ま
あ
る
社
会
的
・

文
化
的
な
状
況
の
な
か
で
正
し
く
教
育
的
に
行
為
す
る
た
め
の
準
備
と
し
て
構

築
さ
れ
る
理
論
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
学
は
、
そ
の
た
め
に
役
立
つ
科
学
的
な

認
識
に
で
き
る
だ
け
立
脚
す
る
べ
き
だ
が
、
無
用
の
科
学
的
な
重
荷
の
す
べ
て

か
ら
は
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（E

PK
. 183

）
と
。
た
だ
し
実
践
的
教
育

学
は
、
他
方
で
そ
う
し
た
知
見
が
厳
密
な
科
学
性
を
主
張
し
得
な
い
こ
と
、
暫

定
的
な
有
効
性
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
謙
虚
に
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

教
育
の
概
念
の
狭
さ
を
完
全
な
誤
り
と
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
第
二
の
理
由

は
、
根
本
に
お
い
て
、
そ
し
て
本
質
的
に
教
育
と
い
う
事
象
か
ら
曖
昧
さ
を
拭

い
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
明
確
な
概
念
の
網
に
完
全
に
は
す
く
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い
き
れ
な
い
こ
と
、そ
れ
は
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
が
つ
く
っ
た
網
の
欠
陥
で
は
な
く
、

教
育
と
い
う
事
象
そ
の
も
の
の
性
質
な
の
だ
。
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
自
身
の
教
育
学

的
な
努
力
―
―
教
育
と
い
う
曖
昧
な
事
象
を
科
学
的
な
手
続
き
と
い
う
ま
な
板

の
う
え
に
の
せ
て
、
そ
れ
を
科
学
的
に
腑
分
け
し
、
厳
密
で
明
確
な
分
析
と
検

証
の
対
象
に
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
こ
う
し
た
不
満
を
の
こ
す
結
果
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
い
わ
ば
裏
返
し
に
教
育
の
本
質
的
な
曖
昧
さ

を
は
っ
き
り
と
証
し
立
て
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
が
こ
う
し
た
曖
昧
さ
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
、
留
保
な
し

に
教
育
と
い
う
事
象
に
明
確
さ
を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
が
教
育

の
経
験
科
学
を
構
想
し
提
起
し
た
そ
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
教
育
と
い
う
事
象

に
厳
密
な
科
学
性
と
い
う
基
準
を
当
て
は
め
、
そ
れ
を
明
確
化
し
よ
う
と
し
た

結
果
な
の
で
あ
る
。（
本
質
と
し
て
の
「
曖
昧
さ
」
は
、
断
固
た
る
明
確
化
の

努
力
の
果
て
に
し
か
見
え
て
こ
な
い
。）
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
残
る
こ
の

不
満
は
、
必
ず
し
も
か
れ
が
主
張
す
る
教
育
科
学
自
体
の
不
備
を
示
す
も
の
で

は
な
い
。
境
界
の
不
明
瞭
さ
、
曖
昧
さ
は
、
境
界
を
は
っ
き
り
と
線
引
き
し
よ

う
と
す
る
努
力
の
果
て
に
し
か
浮
き
彫
り
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ

う
し
た
意
味
で
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
に
よ
る
教
育
学
の
基
礎
づ
け
＝「
教
育
学
の
メ

タ
理
論
」
と
い
う
知
的
奮
闘
は
、
教
育
学
の
学
問
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
わ

れ
わ
れ
に
再
考
を
う
な
が
す
の
み
な
ら
ず
、
教
育
と
い
う
事
象
の
根
本
的
な
性

格
に
つ
い
て
も
、
い
や
そ
も
そ
も
教
育
と
は
何
な
の
か
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
た

め
て
わ
れ
わ
れ
に
多
く
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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