
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
バ
ビ
ッ
ト
と
大
学
教
育

角

倉

康

夫

1
教
育
理
念
と
し
て
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

「
わ
れ
わ
れ
は
教
育
に
お
い
て
何
を
要
望
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
全
般
的
に
何
を
要
望
す
る
か
と
い
う

こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
教
育
理
論
を
め
い
め
い
の
人
生
哲
学
か
ら
引
き
出
し
て
こ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
」
と
T
・
S
エ
リ
オ
ッ
ト
(
紺
野
式
事
譲
)
は
述
べ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
小
論
で
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
ア
ー

ヴ
ィ
ソ
グ
・
バ
ピ
ッ
ト
の
大
学
教
育
論
の
根
底
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
親
定
し
て
い
る
の
は
い
つ
た
い
い
か
な
る
人
生
哲
学
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
ひ
と
口
に
い
え
ば
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
で
あ
る
。
ヒ
ユ
・
1
マ
ニ
ズ
ム
と
簡
単
に
い
う
も
の
の
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
必

ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
バ
ビ
ッ
ト
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
新
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
彼
は
ど
の
よ
う
な
思
想
を
さ
し

て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
称
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
バ
ビ
ッ
ト
に
は
卜
詳
邑
雷
:
蓋
;
ざ
巨
莞
昇
§
0
邑
璧
(
一
九
〇
八
)
と
い
う
著

書
が
あ
る
。
こ
の
小
論
の
材
料
の
大
部
分
の
由
所
を
な
す
書
物
で
あ
る
が
、
そ
の
巻
頭
諭
文
一
S
訂
こ
㌣
強
等
§
罫
議
旬
に
お
い
て
彼
は

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
定
義
づ
け
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
な
に
し
ろ
、
学
生
の
計
算
に
よ
れ
ば
、
五
十
五
分
の
講
義
に
七
十
五
人
の
著
作
家

を
引
用
し
た
こ
l
と
も
あ
る
と
い
う
(
摘
録
治
甜
誓
導
電
講
竃
〕
博
覧
強
記
の
彼
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
議

ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
パ
ビ
ッ
ト
と
大
学
教
育



三
二

は
そ
れ
自
体
と
し
て
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
今
こ
こ
で
は
、
い
わ
ば
本
論
に
入
る
た
め
の
序
論
と
し
て
、
そ
の
要
点
的
な
紹
介
を

な
す
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
4

先
ず
ー
バ
ビ
ッ
ト
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
い
う
語
に
「
博
愛
」
の
概
念
を
む
す
び
つ
け
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。

「
博
愛
」
の
概
念
が
む
す
び
つ
く
の
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
テ
ー
リ
ア
ニ
ズ
ム
や
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ー
リ
ア
ン
と
い
う
語
で
あ

る
。
1そ

も
そ
も
、
ヒ
ュ
ー
メ
ー
ン
、
ヒ
ユ
・
1
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
、
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
テ
ー
リ
ア
ン
等
の
英
語
は
ラ
テ
ソ
語
か
常
澄
§
ミ
ー
訂
3
§
賢
巳

に
由
来
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
バ
ビ
ッ
ト
は
後
期
ラ
テ
ン
作
家
ア
ウ
ル
ス
・
ゲ
ッ
リ
ウ
ス
(
A
u
】
u
s
G
e
-
F
s
)
の
説
く
と
こ
ろ
を
援
用
す
る

の
で
あ
る
が
、
ゲ
.
ッ
リ
ウ
ス
に
従
え
は
、
訂
§
白
話
巳
と
い
う
語
を
「
博
愛
」
を
意
味
す
る
た
め
に
用
い
る
の
は
誤
で
あ
る
、
そ
れ
が
真

に
意
味
す
る
も
の
は
「
訓
練
」
と
「
紀
律
」
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
一
般
大
衆
で
は
な
く
、
選
ば
れ
た
少
数
者
に
の
み
通
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
語
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
ふ
く
み
は
貴
族
主
義
的
で
あ
っ
て
、
民
主
主
義
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

バ

ビ

ッ

ト

は

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ス

ト

と

ヒ

ユ

ー

マ

ニ

テ

ー

リ

ア

ン

、

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

と

ヒ

ユ

ー

マ

ニ

テ

ー

リ

ア

ニ

ズ

ム

と

を

区

別

し

て

言

う
-
「
人
類
全
体
に
同
情
を
よ
せ
、
そ
の
将
来
の
進
歩
を
確
信
し
、
そ
の
進
歩
の
た
め
に
奉
仕
せ
ん
と
の
願
望
を
抱
い
て
い
る
人
」
は

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
で
は
な
く
、
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
テ
ー
リ
ア
ン
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
信
条
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
は
な
く
、
ヒ
ユ

ー
マ
ニ
テ
ー
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
名
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
テ
ー
リ
ア
ン
は
も
っ
ぱ
ら
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
、
「
知
識
と

同
情
と
の
ひ
ろ
さ
」
を
強
調
す
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
人
類
全
体
の
向
上
を
目
ざ
す
計
画
よ
り
は
個
人
の
完
成
に
関

心
を
抱
く
。
そ
う
し
て
、
「
同
情
」
を
十
分
に
重
ん
じ
は
す
る
も
の
の
、
そ
れ
が
「
判
断
」
に
よ
っ
て
制
御
・
調
節
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
「
真
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
同
情
と
選
択
と
の
正
し
い
均
衡
を
保
持
し
て
失
わ
な
い
。
」
.
「
『
数
百
万
の
人

を
抱
擁
し
、
』
『
全
世
界
の
人
に
接
吻
』
し
た
い
と
詩
人
シ
ラ
ー
が
い
う
と
き
、
彼
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
で
な
く
、
ヒ
ユ
ー
て
こ
テ

ー
リ
ア
ン
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
も
つ
と
選
択
的
に
抱
擁
す
る
。
」



次
に
I
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
人
類
全
体
の
向
上
よ
り
は
個
人
の
完
成
に
関
心
を
も
つ
、
と
の
バ
ビ
ッ
ト
の
考
え
を
上
に
解
介
し
た

が
、
バ
ビ
ッ
ト
は
い
か
な
る
個
人
を
完
成
さ
れ
た
個
人
と
見
な
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
よ
う
な
彼
の
言
葉
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た

い
。
「
あ
る
一
個
の
人
間
に
お
け
る
優
秀
性
の
し
る
L
は
…
…
自
ら
の
中
に
お
い
て
相
反
す
る
美
徳
を
調
和
さ
せ
、
そ
の
間
の
全
空
間
を

占
領
す
る
力
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
ら
の
中
に
お
け
る
相
反
す
る
諸
性
質
を
結
合
す
る
能
力
に
よ
っ
て
人
間
は
そ
の
人
間
ら
し
さ
、
本

質
的
に
他
の
動
物
よ
り
も
優
秀
で
あ
る
所
以
を
示
す
の
で
あ
る
。
」
ま
た
日
く
、
「
人
間
と
は
元
来
、
一
面
的
に
な
る
運
命
を
も
っ
て
い
る

生
物
で
あ
る
が
、
彼
は
、
こ
の
人
間
性
の
宿
命
を
超
克
す
る
の
に
比
例
し
て
、
自
己
の
美
徳
を
そ
の
反
対
の
も
の
に
よ
っ
て
調
節
す
る
こ

と
か
ら
生
じ
る
あ
の
中
庸
に
達
す
る
の
に
比
例
し
て
の
み
、
人
間
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
目
標
は
、
マ
シ
ュ
ー
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
述
べ
た

如
く
、
ご
O
S
e
e
l
i
訂
s
t
e
a
d
i
【
y
a
n
d
s
e
e
i
t
w
h
O
】
e
V
で
あ
る
。
」
バ
ピ
ッ
ー
の
い
わ
ゆ
る
完
成
さ
れ
た
個
人
と
は
、
一
面
的
で
は
な

い
、
多
面
的
な
人
間
、
い
わ
ゆ
る
「
全
人
」
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
心
的
能
力
が
発
達
せ
し
め
ら
れ
、
調
和
あ
る
全
体
的
な
統
一
に
ま
で
完
成

さ
れ
た
人
間
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
二
点
に
し
ぼ
っ
て
み
た
バ
ビ
ッ
ト
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
定
義
を
大
学
教
育
の
問
題
に
適
用
す
る
と
ど
の
よ
う
な
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
か
。

先
ず
ー
ー
大
学
教
育
は
選
択
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
選
択
的
と
い
う
の
は
、
第
一
に
被
教
育
者
に
つ
い
て
い
え
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
か
ら
ま
た
、
教
育
の
媒
材
と
な
る
教
科
日
に
つ
い
て
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
学
教
育
に
お
い
て
は
、
誰
に
、
何
を
教

え
る
か
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
学
教
育
は
ま
た
、
紀
律
・
訓
練
を
重
ん
じ
、
微
温
的
で
は
な
く
、
徹
底
的
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

次
に
ー
大
学
教
育
は
一
面
的
に
、
し
た
が
っ
て
非
人
間
的
に
な
ろ
う
と
す
る
宿
命
か
ら
人
間
を
ま
も
り
、
人
間
を
し
て
全
面
的
な
、
.

調
和
の
と
れ
た
、
人
間
ら
し
い
発
達
を
と
げ
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
下
、
こ
れ
ら
二
つ
の
点
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
大
学
教
育
と
民
主
主
義
」
お
よ
び
「
大
学
教
育
と
文
学
」
と
い
う
題
目
の
下
に
、
多
少

ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
バ
ビ
ッ
ト
と
大
学
教
育



三
四

詳
細
に
説
明
し
よ
う
。
そ
の
際
、
機
会
に
応
じ
て
、
主
と
し
て
わ
が
国
の
大
学
教
育
と
関
連
し
て
筆
者
の
感
ず
る
と
こ
ろ
を
つ
け
加
え
さ

せ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。

な
お
、
こ
こ
で
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
が
、
「
ア
ー
ヴ
ィ
ソ
グ
・
バ
ビ
ッ
ト
と
大
学
教
育
」
と
い
う
標
題
の
「
大
学
」
と
は
バ
ビ
ッ
ト

の
い
う
へ
c
O
呂
e
g
e
-
の
訳
語
で
あ
っ
て
、
バ
チ
ェ
ラ
ー
・
オ
ヴ
・
ア
ー
ツ
の
学
位
に
通
じ
る
教
育
を
行
な
う
機
関
の
い
い
で
あ
る
。

2
大
学
教
育
と
民
主
主
義

戦
後
、
わ
が
国
の
教
育
は
米
国
の
そ
れ
に
範
を
と
っ
て
改
革
さ
れ
た
。
改
革
の
理
念
は
、
他
の
す
べ
て
の
分
野
に
お
け
る
と
同
様
、
民

主
主
義
で
あ
っ
た
。
大
学
教
育
も
こ
れ
を
一
部
少
数
者
の
特
権
に
と
ど
め
ず
、
そ
の
恩
恵
が
で
き
る
だ
け
多
数
の
人
に
及
ぶ
よ
う
に
し
よ

う
と
の
趣
旨
で
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
大
学
が
全
国
い
た
る
所
に
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
こ
で
は
、
円
満
に
し
て
民
主
的
な
人
格
識
見

の
滴
蓑
を
目
的
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
一
般
教
養
課
程
と
い
う
の
が
設
け
ら
れ
、
学
生
は
大
学
生
活
の
は
じ
め
の
一
年
半
か
二
年
を
賛
し

て
、
古
今
東
西
、
多
種
多
様
の
学
問
の
手
ほ
ど
き
を
う
け
る
、
そ
う
い
う
制
度
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
結
構
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
批
判
の
余
地
も
な
く
は
な
い
。
教
育
は
百
年
の
大
計
と
い
わ
れ
る
。
そ

の
効
果
は
長
い
日
で
測
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
た
ず
ら
に
性
急
な
批
判
や
、
ま
た
己
ひ
と
り
を
高
L
と
す
る
、
冷
笑
的
な
批
判

は
無
視
し
て
よ
い
。
し
か
し
、
百
年
の
大
計
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
真
面
目
な
批
判
に
は
す
べ
て
耳
を
傾
け
、
こ
れ
を
反
省
の
資
料
と
し
た
方

が
よ
い
。

た
と
え
ば
、
こ
こ
に
、
東
京
大
学
で
教
え
た
若
い
ド
イ
ツ
人
、
ゲ
ル
バ
ル
ト
・
ク
ナ
ウ
ス
氏
妄
語
認
諾
謹
)
が
わ
が
国
の
大
学

教
育
を
批
判
し
た
言
葉
が
あ
る
。
小
論
と
の
連
関
に
お
い
て
、
そ
の
一
端
を
紹
介
し
よ
う
。
大
学
と
大
学
生
と
の
数
の
多
い
こ
と
に
つ
い

て
ー
「
現
在
、
西
ド
イ
ツ
で
は
本
当
の
大
学
と
い
う
の
は
二
十
と
な
い
の
で
あ
る
。
学
生
の
数
に
し
て
全
部
で
十
三
万
く
ら
い
の
も
の

だ
ろ
う
と
思
う
。
日
本
に
は
現
在
大
学
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
が
三
首
五
十
以
上
、
(
原
文
の
ま
ま
)
全
大
学
生
は
首
万
を
こ
す
と
い
う
…



…
。
簡
単
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
日
本
の
大
学
生
は
大
量
生
産
の
産
物
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
も
典
型
的
な
群
衆
本
能
を
も
つ
。
」

一
般
教
養
諌
程
に
つ
い
て
ー
「
『
目
的
の
な
い
学
業
』
に
い
よ
い
よ
摘
草
を
か
け
て
い
る
の
が
、
大
学
で
の
最
初
の
二
年
間
の
一
般
教
養

課
程
と
い
う
も
の
で
あ
る
…
…
。
ド
イ
ツ
で
は
各
人
が
あ
ま
り
に
専
門
に
偏
し
た
『
箱
入
り
』
に
な
っ
て
し
ま
う
の
が
心
配
を
さ
れ
る

が
、
日
本
で
は
逆
に
『
何
ん
で
も
屍
」
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

わ
れ
わ
れ
に
お
手
本
を
示
し
た
米
国
に
も
、
大
学
の
い
わ
ゆ
る
民
主
化
を
手
は
な
し
に
喜
び
は
し
な
い
人
が
あ
る
。
わ
が
ア
ー
ヴ
ィ
ソ

グ
・
バ
ピ
ッ
ト
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
人
で
あ
る
。

パ
ピ
ッ
ト
は
、
大
学
の
今
昔
を
比
較
し
て
、
昔
の
大
学
は
「
社
会
の
エ
リ
ー
ト
を
つ
く
り
出
す
た
め
に
教
科
目
の
慎
重
な
選
択
」
を
行

な
っ
た
が
、
今
の
大
学
は
「
あ
ら
ゆ
る
人
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
い
く
ら
か
ず
つ
」
教
え
よ
う
と
す
る
と
言
う
。
今
の
人
は
今
の
教
育

方
針
を
民
主
主
義
精
神
の
勝
利
と
し
て
讃
美
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
に
、
と
い
う
の
は
被
教
育
者
を
対
象
に
し
た
場
合
の
民
主
主
義
で
あ

り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
と
い
う
の
は
教
科
目
を
対
象
に
し
た
場
合
の
民
主
主
義
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
パ
ビ
ッ
ト
の
意
見
で
は
、
大
学
が
民
主
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
身
分
・
階
級
の
区
別
を
立
て
な
い
と
い
う
意
味
に
限
定
さ

れ
る
べ
き
で
あ
り
、
大
学
の
必
要
と
す
る
民
主
主
義
精
神
と
は
公
明
正
大
に
し
て
、
え
こ
ひ
い
き
な
し
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い

う
意
味
で
の
大
学
の
民
主
化
が
実
現
さ
れ
た
ら
、
そ
の
後
は
、
大
学
の
要
求
が
峻
厳
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
選
択
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど

よ
ろ
し
い
、
と
バ
ビ
ッ
ト
は
考
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
大
学
に
は
感
傷
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ー
リ
ア
ン
が
い
る
。
彼
は
「
同
情
」
と
「
判
断
」
と
の
微
妙
な
均
衡
を
失
い
、
学
生

に
つ
ら
い
訓
練
を
諌
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
大
学
の
レ
ベ
ル
を
低
下
さ
せ
る
方
を
え
ら
ぶ
。
大
学
は
、
そ
の
よ
う
な
人
に
と
っ
て
は
、

選
ば
れ
た
少
数
者
に
徹
底
し
た
訓
練
を
施
す
場
所
で
は
な
く
、
多
数
の
人
間
の
向
上
を
目
ざ
す
機
関
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
人

は
、
バ
チ
ェ
ラ
ー
の
学
位
を
安
売
り
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
、
そ
の
学
位
を
取
得
す
る
人
の
数
を
多
く
す
る
計
画
に
は
常
に

賛
成
す
る
。

ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
バ
ビ
ッ
ト
と
大
学
教
育
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.
ハ
ビ
ッ
ト
は
大
学
に
お
け
る
民
主
主
義
精
神
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
「
今
日
、
大
学
に
は
民
主
主
義
精
神
が
浸
透
す
べ
き
で
あ
る

と
の
諭
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
大
学
は
民
主
主
義
に
含
ま
れ
て
い
る
も
つ
と
も
よ
き
も
の
に
深
く
共
鳴
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意

味
で
の
諭
な
ら
ば
正
し
い
。
大
学
は
レ
ベ
ル
を
下
げ
て
、
凡
庸
の
人
間
の
見
解
に
歩
調
を
あ
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
諭
な
ら
は
ー
そ

う
い
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
-
誤
で
あ
る
。
」
ま
た
、
こ
う
も
言
っ
て
い
る
。
「
あ
る
意
味
で
は
大
学
の
目
的
は
民
主
主
義
の
精
神
を

奨
励
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
逆
に
、
純
然
た
る
民
主
主
義
に
向
つ
て
押
し
流
さ
れ
て
ゆ
く
の
を
阻
止
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ

の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
定
義
に
何
ら
か
の
価
値
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
必
要
な
も
の
は
純
粋
な
民
主
主
義
で
も
な
け
れ
ば
、
は
た
ま

た
、
純
然
た
る
貴
族
主
義
で
も
な
く
、
民
主
主
義
と
貴
族
主
義
と
の
融
合
し
た
も
の
ー
貴
族
的
・
選
択
的
民
主
主
義
で
あ
る
。
」

わ
が
国
で
も
新
制
度
の
大
学
が
設
立
さ
れ
て
以
来
、
大
学
の
レ
ベ
ル
の
低
下
を
云
々
す
る
人
が
あ
っ
た
し
、
今
も
あ
る
。
そ
れ
に
た
い

し
て
、
大
学
の
観
念
が
変
っ
た
の
で
あ
る
、
一
人
の
人
間
に
首
の
こ
と
を
修
得
さ
せ
る
よ
り
は
、
盲
人
の
人
間
ひ
と
り
ひ
と
り
に
一
の
こ

と
を
修
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
ざ
す
方
が
大
切
な
事
で
は
な
い
か
、
と
反
駁
す
る
人
も
あ
る
。
い
ず
れ
の
考
え
方
に
く
み
す
る
か
は
、
お
そ

ら
く
、
各
自
の
人
生
観
と
も
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
大
内
兵
衛
氏
(
塙
欄
周
諸
芸
聖
)
は
新
大
学
制
度
を
今
の
と
こ
ろ
失
敗
と
し
、
「
絵

画
に
し
ろ
、
学
問
に
し
ろ
、
少
数
の
え
ら
い
ヤ
ツ
を
作
り
出
す
た
め
に
は
、
多
数
の
凡
愚
が
ギ
セ
イ
に
な
っ
て
も
や
む
を
得
な
い
。
と
こ

ろ
が
今
は
、
単
な
る
看
板
か
き
や
単
な
る
技
術
屋
ば
か
り
ウ
ジ
ャ
ウ
ジ
ャ
い
て
、
真
の
画
家
、
真
の
学
者
は
と
ん
と
払
底
の
あ
り
さ
ま
で

す
。
」
と
い
う
。
バ
ビ
ッ
ト
も
、
一
人
の
人
間
に
官
を
、
と
い
う
よ
り
は
、
百
人
の
人
間
の
そ
れ
ぞ
れ
に
一
を
、
と
い
う
態
度
を
質
よ
り

も
量
を
重
ん
ず
る
態
度
と
し
て
し
り
ぞ
け
、
そ
う
い
う
態
度
は
小
学
校
、
中
学
校
で
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
が
、
大
学
の
機
能
は

質
の
観
念
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
、
世
界
何
処
へ
行
つ
て
も
印
象
主
義
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
今
日
、
大
学
は
高
雅

な
標
準
を
ま
す
ま
す
固
守
し
、
量
が
も
の
を
い
う
こ
の
時
代
に
、
す
ぐ
れ
た
質
の
人
物
の
養
成
を
独
自
の
目
標
と
す
べ
き
で
あ
る
、
と
主

張
す
る
。

強
い
時
流
に
抗
し
て
殆
ん
ど
た
だ
一
人
、
正
し
い
教
育
理
論
を
主
張
し
た
と
バ
ビ
ッ
ト
を
評
す
る
(
旺
撃
討
璃
鴇
)
エ
リ
オ
ッ
ト
も
、
わ



れ
も
わ
れ
も
と
大
学
に
押
し
寄
せ
、
そ
の
結
果
、
大
学
が
い
た
ず
ら
に
膨
脹
し
て
ゆ
く
、
そ
う
い
う
情
勢
に
た
い
し
て
次
の
よ
う
に
不
満

を
も
ら
し
て
い
る
(
紺
醗
㌔
尋
ギ
爵
)
-
今
日
、
教
育
は
、
能
力
と
は
無
関
係
に
、
す
べ
て
の
人
が
う
け
る
掛
朴
が
あ
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
、
大
学
教
育
を
う
け
る
人
の
数
は
現
在
の
そ
れ
の
三
分
の
一
に
減
ら
す
べ
き
で
あ
る
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
エ
リ
ッ

オ
ト
や
そ
の
同
時
代
の
教
育
家
た
ち
以
来
、
米
国
の
大
学
は
ま
す
ま
す
多
く
の
学
生
を
抱
え
こ
ま
ん
と
て
、
狂
気
の
よ
う
な
兢
争
を
し
、

出
来
る
だ
け
膨
れ
上
る
努
力
を
し
て
き
た
、
と
。

以
上
は
大
学
に
お
け
る
民
主
主
義
の
精
神
を
学
生
と
の
関
係
に
お
い
て
見
た
の
で
あ
る
が
、
バ
ビ
ッ
ト
は
大
学
と
民
主
主
義
精
神
と
の

関
係
の
も
う
一
つ
の
面
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
れ
は
大
学
に
お
け
る
学
科
の
選
択
制
度
に
よ
っ
て
助
長
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
学
科
目
の
民

主
主
義
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
い
ず
れ
の
学
科
目
も
す
べ
て
同
じ
教
育
的
価
値
を
も
っ
て
い
る
、
学
生
は
そ
の
興
味
に
ま
か
せ
て
、
修

得
す
べ
き
科
目
を
え
ら
べ
ば
よ
い
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
従
え
ば
、
最
少
抵
抗
線
に
沿
っ
て
、
の
ら
り
く
ら
り
と
し

て
い
る
う
ち
に
、
あ
る
朝
、
日
ざ
め
て
み
れ
ば
、
卒
業
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。
バ
ビ
ッ
ト
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
代
表

的
な
も
の
と
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
ド
の
エ
リ
オ
ッ
ト
総
長
の
言
葉
を
引
用
す
る
。
「
よ
く
教
育
さ
れ
た
十
八
歳
の
少
年
は
、
い
か
な
る
大
学

教
授
団
も
、
あ
る
い
は
、
彼
と
、
彼
の
先
祖
と
、
彼
の
従
前
の
生
活
と
を
知
ら
な
い
い
か
な
る
賢
明
な
人
も
彼
の
た
め
に
え
ら
ぶ
こ
と
が

で
き
な
い
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
学
科
課
程
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
…
…
。
十
八
歳
の
少
年
は
無
限
に
複
雑
な
組
紋
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ

と
瓜
二
つ
の
も
の
は
現
在
、
存
し
な
い
し
、
将
来
に
お
い
て
も
、
存
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
」

こ
う
い
う
考
え
方
が
支
配
的
で
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
一
般
に
通
用
す
る
規
範
、
個
々
の
人
間
が
遠
択
す
る
際
に
の
っ
と
る
べ
き
人
間
の

法
則
な
ど
あ
り
は
し
な
い
、
人
間
は
全
く
自
己
の
気
質
に
即
し
て
、
ま
た
、
そ
の
無
比
の
要
求
(
と
思
わ
れ
る
も
の
)
に
即
し
て
選
択
す
べ

き
で
あ
る
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
通
用
す
る
英
知
も
ソ
フ
ォ
モ
ァ
の
個
人
的
性
向
に
く
ら
べ
る
と
三
文
の
価
値
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
バ
ビ
ッ
ト
は
「
教
育
に
お
け
る
印
象
主
義
」
と
い
っ
て
極
力
排
撃
す
る
の
で
あ
る
。

バ
ビ
ッ
ト
は
説
く
。
昔
の
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ー
フ
ム
に
お
い
て
ほ
、
教
科
日
の
選
択
が
行
な
わ
れ
、
あ
る
教
科
は
他
の
教
科
よ
り
尊
重
さ

ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
バ
ビ
ッ
ト
と
大
学
教
育
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た
。
こ
の
選
択
は
気
ま
ぐ
れ
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
迷
信
的
な
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
の
陶
治
・
形
成
に
現
実
に
資
す
る

教
科
目
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
「
長
年
月
に
わ
た
る
、
多
数
の
人
間
の
円
熟
し
た
、
枯
れ
た
経
験
」
の
具
現
で
あ
っ
た
。
無
数

の
経
験
に
よ
っ
て
、
一
時
的
な
も
の
と
永
遠
な
る
も
の
、
本
質
的
な
も
の
と
非
本
質
的
な
も
の
と
が
館
に
か
け
て
え
り
わ
け
ら
れ
、
判
断

の
基
準
が
漸
次
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
。
印
象
主
義
者
は
こ
の
判
断
に
お
け
る
永
遠
の
要
素
を
そ
の
時
そ
の
時
の
衝
動
に
隷
属
さ
せ
て
し
ま

う
。
国
民
全
体
の
良
心
・
分
別
が
長
い
時
間
の
う
ち
に
は
勝
利
を
お
さ
め
て
ゆ
く
-
こ
れ
が
リ
ン
カ
ー
ン
の
い
う
真
の
民
主
主
義
で
あ

る
。
あ
る
特
定
の
時
に
お
け
る
一
般
民
衆
の
大
多
数
の
意
志
が
最
高
絶
対
の
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
は
似
非
民
主
主
義
で
あ
る
。

民
主
主
義
と
い
う
も
の
も
、
刻
々
変
化
し
、
束
の
間
の
印
象
を
内
容
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
冷
静
な
反
省
を
内
容
と
す
る
選
択
的
な
も

の
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
安
心
し
て
信
頼
で
き
る
の
で
あ
る
。

大
学
に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
民
主
的
な
方
法
で
選
択
さ
れ
た
比
較
的
少
数
の
揉
準
的
な
学
科
(
バ
ビ
ッ
ト
の
場

合
、
ザ
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ズ
と
い
う
こ
と
に
な
る
)
に
努
力
が
集
中
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
新
し
い
学
科
や
珍
し
い
方
法
と
い
え
ば
何

に
で
も
と
び
つ
く
人
た
ち
は
教
育
に
お
け
る
民
主
主
義
者
と
い
う
よ
り
は
、
印
象
主
義
者
で
あ
る
。
こ
の
印
象
主
義
の
結
果
、
大
学
は
価

値
あ
り
と
証
明
ず
み
の
若
干
の
教
科
に
お
い
て
徹
底
的
な
教
育
を
施
す
こ
と
を
せ
ず
、
「
百
科
全
書
的
な
生
か
じ
り
と
雑
多
な
実
験
」
に

堕
落
し
っ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
育
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
青
少
年
に
と
っ
て
と
り
わ
け
有
害
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
学
科
も
す
べ
て
同
等
の
教
育
的
価
値
を
も
っ
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
学
生
は
お
の
れ
の
好
む
学
科
を
勉
強
す
れ
ば
そ
れ
で
よ

い
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
に
た
い
し
て
は
既
に
引
用
し
た
エ
リ
オ
ッ
ト
(
紺
鴨
幾
奇
計
龍
)
も
反
対
し
て
い
る
。
彼
は
教
育
に
た
い
す
る

態
度
を
自
由
主
義
的
態
度
、
過
激
主
義
的
態
度
、
正
統
主
義
的
態
度
の
三
つ
に
分
煩
し
て
い
る
。
今
問
題
に
し
て
い
る
態
度
は
自
由
主
義

的
態
度
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
エ
リ
オ
ッ
ト
は
言
う
。
「
教
育
に
た
い
す
る
自
由
主
義
的
態
度
は
わ
れ
わ
れ
に
も
つ
と
も
親
し
い
態
度

で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
一
見
も
っ
と
も
ら
し
い
見
解
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
教
育
と
は
単
な
る
事
実
の
修
得
で
は
な
く
、
精

神
を
道
具
と
し
て
訓
練
し
、
い
か
な
る
種
類
の
事
実
を
も
取
り
扱
い
、
推
理
し
、
そ
う
し
て
、
一
つ
の
部
門
に
お
い
て
得
ら
れ
た
訓
練
を



新
し
い
部
門
を
取
り
扱
う
さ
い
に
通
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
。
そ
の
結
論
と
し
て
、
ど
の
学
科
も
同
じ
教

育
的
価
値
を
も
っ
て
い
る
、
学
生
は
自
己
の
性
向
に
従
い
、
自
己
に
も
つ
と
も
興
味
の
あ
る
学
科
の
研
究
を
遂
行
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
」
こ
の
よ
う
な
態
度
に
反
対
し
て
エ
リ
オ
ッ
ト
は
言
う
。
「
自
己
が
全
然
興
味
を
も
た
な
い
あ
る
学
閥
の
研
究
を
遂
行
し

て
は
じ
め
て
真
に
教
育
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
ー
ー
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
適
性
を
も
た
な
い
学
科
に
興
味
を
抱

く
よ
う
に
な
る
よ
う
に
し
む
け
る
の
が
教
育
の
一
部
分
で
あ
る
か
ら
。
」

バ
ビ
ッ
ト
は
大
学
に
お
い
て
は
少
数
の
標
準
的
な
学
科
を
選
択
し
て
、
そ
の
教
授
に
努
力
を
集
中
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
こ
れ

は
教
育
の
中
に
理
想
を
導
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
エ
リ
オ
ッ
ト
も
教
育
に
お
い
て
理
想
を
抱
く
こ
と
ー
そ
れ
は
選
択
し
、
除
去
す
る
こ

と
で
も
あ
る
ー
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
そ
の
結
果
、
上
述
の
教
育
に
た
い
す
る
三
つ
の
態
度
の
う
ち
、
過
激
主
義
的
態
度
を
も
、
そ

の
欠
陥
に
か
か
わ
ら
ず
、
よ
し
と
す
る
。
彼
は
言
う
。
「
過
激
主
義
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
何
物
か
を
欲
す
る
が
故
に
賞
賛
さ
る
べ
き
で

あ
る
。
選
択
し
、
且
、
除
去
せ
ん
と
欲
す
る
が
故
に
賞
賛
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
よ
し
そ
の
選
択
・
除
去
が
的
外
れ
の
こ
と
が
あ
る
に
し
て

も
で
あ
る
。
も
し
人
が
社
会
に
た
い
し
て
あ
る
明
確
な
理
想
を
も
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
社
会
の
維
持
・
発
展
に
有
益
な
こ
と
を
奨
励

し
、
無
益
に
し
て
、
混
乱
を
生
む
も
の
を
排
斥
す
る
こ
と
は
正
し
い
。
わ
れ
わ
れ
は
余
り
に
も
長
い
間
、
理
想
と
い
う
も
の
を
も
た
な
か

っ
た
。
」

と
こ
ろ
で
、
今
日
の
わ
が
国
の
大
学
教
育
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
明
確
な
理
想
は
存
し
て

い
る
だ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
真
理
の
探
求
と
か
、
人
類
の
た
め
と
か
、
古
今
東
西
の
知
識
の
統
一
・
融
合
と
か
い
う
こ
と
が
理
想
と
し

て
か
か
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ら
は
立
派
な
理
想
で
あ
る
。
し
か
し
、
余
り
立
派
す
ぎ
て
、
か
え
っ
て
漠
然
と
し
た
理
想
で
あ

る
。
本
立
っ
て
這
生
ず
、
と
い
う
。
真
理
の
探
求
と
い
い
、
人
類
の
た
め
と
い
い
、
あ
る
い
は
古
今
東
西
の
知
識
の
統
一
・
融
合
と
い
う

も
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
本
立
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
本
が
立
た
な
け
れ
ば
空
回
り
す
る
の
み
。
い
っ
た
い
、
わ
れ
わ
れ
の
本
と
は
、
そ

ぅ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
理
想
と
は
何
で
あ
り
、
何
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
バ
ビ
ッ
ト
の
言
う
、
若
干
の
選
択
さ
れ
た
学
科
目

ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
バ
ビ
ッ
ト
と
大
学
教
育
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へ
の
努
力
の
集
中
と
い
う
趣
旨
を
わ
が
国
の
大
学
教
育
に
生
か
す
と
す
れ
ば
、
具
体
的
に
は
何
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
は
筆
者
ご
と
き
者
の
手
に
お
え
ぬ
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
と
か
解
決
し
た
方
が
よ
い
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
り

わ
け
わ
が
国
の
大
学
の
一
般
教
養
教
程
は
こ
の
よ
う
な
問
題
を
真
剣
に
と
り
あ
げ
て
み
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
バ
ピ
ッ
ト
は
教

養
科
目
は
怠
け
る
コ
ー
ス
だ
と
い
う
が
、
わ
が
国
の
大
学
の
一
般
教
養
諌
程
を
「
怠
け
る
」
諌
程
、
ク
ナ
ウ
ス
氏
の
い
う
「
目
的
の
な
い

学
業
に
い
よ
い
よ
指
事
を
か
け
る
」
課
程
に
終
ら
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
も
。

3

大

学

教

育

と

文

学

こ
の
小
論
の
は
じ
め
に
紹
介
し
た
バ
ビ
ッ
ト
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
定
義
の
前
半
を
大
学
教
育
の
実
際
に
適
用
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
こ

と
に
な
る
か
、
そ
う
い
う
問
題
を
取
り
扱
っ
た
の
が
前
章
で
あ
っ
た
。
同
じ
こ
こ
ろ
萩
を
、
定
義
の
後
半
-
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
人
間

の
す
べ
て
の
能
力
の
調
和
・
均
衡
の
と
れ
た
発
達
を
日
ざ
す
。
し
た
が
っ
て
、
専
門
化
は
こ
れ
を
お
そ
れ
さ
け
よ
う
と
す
る
-
に
つ
い

A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
(
晋
畿
餞
駅
頭
耶
)
は
、
「
歎
蟹
と
は
「
つ
り
合
い
の
と
れ
た
発
達
の
成
果
」
で
あ
り
、
「
個
性
を

し
て
こ
の
つ
り
合
い
の
と
れ
た
発
達
を
と
げ
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
教
育
の
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
近
い
将
来
に
と
っ
て
も
つ
と
も
有

益
な
発
見
は
必
要
な
知
的
専
門
家
的
性
格
を
損
な
わ
ず
に
、
こ
の
目
的
を
推
進
す
る
こ
と
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
言
っ
て
い

る
が
、
専
門
化
を
い
と
い
避
け
、
専
門
教
育
と
一
般
教
育
と
の
調
和
を
は
か
ろ
う
と
い
う
思
想
は
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
目
新
し

い
も
の
で
は
な
い
。
わ
が
国
の
大
学
に
お
い
て
も
戦
後
、
そ
れ
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
大
学
で
も
、
先
に
引
用
し
た
ゲ
ル
バ

ル
ト
・
ク
ナ
ウ
ス
氏
に
よ
る
と
、
専
門
偏
向
と
い
う
声
が
今
度
の
戦
争
後
こ
と
に
強
く
叫
ば
れ
て
、
「
普
遍
的
性
格
」
を
冒
ざ
し
て
特
別

の
一
般
教
養
課
程
が
設
け
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
バ
ビ
ッ
ト
に
お
い
て
注
目
に
価
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
教
育
日
的
達
成
の
た
め

に
文
学
に
か
け
る
熱
情
的
な
期
待
で
あ
る
。



彼
の
語
る
と
こ
ろ
を
聞
こ
う
。

か
つ
て
科
学
は
倣
慢
な
姉
妹
で
あ
る
文
学
・
芸
術
に
奉
仕
す
る
召
使
の
地
位
に
あ
っ
た
が
、
今
日
、
事
態
は
一
変
し
、
科
学
は
王
座
に

の
ぼ
り
、
文
学
・
芸
術
は
倣
悼
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
科
学
に
奉
仕
す
る
侍
女
の
地
位
に
甘
ん
じ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
幸
福

は
ど
こ
に
あ
る
か
、
そ
れ
は
堵
塙
の
底
に
あ
る
、
こ
う
確
信
し
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ル
ナ
ソ
は
、
老
年
に
い
た
り
、
自

然
科
学
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
史
の
研
究
に
生
涯
を
捧
げ
た
こ
と
を
後
悔
し
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
象
徴
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ

る
。
言
語
も
、
そ
れ
が
絶
対
的
な
人
間
的
価
値
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
事
実
の
集
積
で
あ
り
、
自
然
と
結
び
つ
い
て
い
る

限
り
に
お
い
て
の
み
、
わ
れ
わ
れ
の
興
味
・
関
心
を
そ
そ
る
の
で
あ
る
。
自
然
の
事
実
を
極
端
に
尊
重
し
ょ
う
と
す
る
傾
向
と
と
も
に
、

古
典
の
研
究
の
如
き
も
の
す
ら
が
、
人
間
的
で
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
バ
ビ
ッ
ト
は
な
げ
く
。

中
世
に
お
い
て
は
、
人
間
精
神
は
超
自
然
的
な
も
の
を
夢
み
、
自
然
界
か
ら
完
全
に
離
脱
し
ょ
う
と
つ
と
め
た
。
こ
れ
は
一
つ
の
極
端

で
あ
る
。
今
日
、
人
間
精
神
は
自
然
界
と
完
全
に
合
一
し
よ
う
と
つ
と
め
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
一
つ
の
極
端
で
あ
る
。
人
間
を
自
然
と
ひ

と
し
な
み
に
見
よ
う
と
す
る
こ
の
科
学
的
実
証
主
義
は
教
育
に
と
り
わ
け
顕
著
な
結
果
を
も
た
ら
し
、
高
等
教
育
機
関
の
一
部
は
「
大
き

な
科
学
の
仕
事
場
」
に
化
そ
う
と
し
て
い
る
。

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
禁
欲
主
義
者
の
行
き
過
ぎ
に
た
い
す
る
抗
議
で
あ
っ
た
。
中
世
に
お
け
る
神
学
の
ご
と
く
、
絶

対
者
の
地
位
を
科
学
が
占
め
よ
う
と
し
て
い
る
今
日
、
自
己
の
能
力
の
人
間
的
な
均
衡
を
保
持
し
ょ
う
と
欲
す
る
人
た
ち
は
科
学
的
分
析

を
事
と
す
る
輩
の
行
き
過
ぎ
に
た
い
し
て
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
似
た
抗
議
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
こ
そ
、
十

九
世
紀
の
自
然
主
義
に
反
動
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
限
定
し
、
完
全
な
も
の
に
し
、
と
り
わ
け
、
そ
れ
を
適
切
な
限
界
内
に

と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
を
主
張
す
べ
き
と
き
だ
と
バ
ビ
ッ
ト
は
説
く
。
そ
う
し
て
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
下
に
お
い
て
文
学
教
育
の
も
つ
意
義

を
積
極
的
に
認
め
よ
う
と
す
る
。
彼
は
言
う
。
「
教
養
の
道
具
と
し
て
古
代
語
あ
る
い
は
近
代
語
の
価
値
を
認
め
る
人
た
ち
は
、
彼
ら
の

共
通
の
敵
で
あ
る
徹
底
的
な
功
利
主
義
者
と
科
学
万
能
論
者
と
を
阻
止
せ
ん
と
希
望
す
れ
ば
、
時
を
移
さ
ず
、
小
さ
な
意
見
の
相
違
を
調

ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
パ
ビ
ッ
ト
と
大
学
教
育
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整
し
、
和
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」

と
こ
ろ
で
、
功
利
主
義
者
や
科
学
万
能
論
者
は
文
学
を
ど
の
よ
う
に
見
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
科
学
的
分
析
が
人
生
に

お
い
て
第
一
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
文
学
・
芸
術
は
遊
び
に
す
ぎ
な
い
。
せ
い
ぜ
い
、
わ
れ
わ
れ
の
徒
然
を
な
ぐ
さ

め
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
文
学
・
芸
術
は
人
生
の
暇
な
時
間
を
つ
ぶ
す
ご
と
く
、
教
育
の
暇
な
時
間
を
つ
ぶ
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
文

学
・
芸
術
を
一
種
の
道
楽
と
見
な
す
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
全
く
の
自
然
主
義
者
で
あ
る
人
た
ち
の
間
で
行
な
わ
れ
る
の
は
驚
く
に
あ
た

ら
な
い
。
問
題
は
、
こ
の
同
じ
考
え
方
が
、
当
然
文
学
の
分
野
で
あ
る
は
ず
の
分
野
に
お
い
て
仕
事
を
し
て
い
る
人
た
ち
に
よ
っ
て
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
バ
ビ
ッ
ト
は
言
う
。
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
学
に
陣
取
っ
て
い
る
言
語
学
者

た
ち
の
多
く
は
、
言
語
学
的
分
析
と
い
う
真
剣
な
、
奮
闘
的
な
仕
事
に
た
い
す
る
息
抜
き
と
し
て
、
文
学
の
存
在
価
値
を
認
め
る
に
客
で

は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
の
興
味
を
文
学
に
た
い
し
て
示
す
こ
と
は
な
い
。
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
文
学
の
教
師
に
し
て
か
ら
が
-
と
り
わ
け
英
文
学
の
教
師
は
そ
う
な
の
だ
が
と
バ
ビ
ッ
ト
は
つ
け
加
え
る
-
自
己
の
役

目
は
美
的
慰
安
の
優
美
な
供
給
者
、
微
妙
な
こ
と
ば
づ
か
い
の
鑑
定
家
で
あ
る
こ
と
だ
と
考
え
て
、
そ
れ
に
安
ん
じ
て
い
る
も
の
も
い

る
。ま

っ
た
く
、
現
代
人
が
本
気
に
な
っ
て
精
力
を
そ
そ
ぐ
の
は
自
然
科
学
で
あ
り
、
社
会
学
で
あ
り
、
財
政
学
で
あ
る
。
純
文
学
は
彼
に

と
っ
て
は
、
安
眠
を
誘
う
催
眠
剤
で
あ
る
。
多
く
の
人
は
暇
な
と
き
の
な
ぐ
さ
め
を
書
物
の
中
に
求
め
ず
、
文
学
・
芸
術
は
婦
人
・
子
供

に
ま
か
せ
て
し
ま
う
。
大
学
に
お
い
も
、
男
子
学
生
は
科
学
の
コ
ー
ス
に
殺
到
し
、
文
学
の
コ
ー
ス
を
え
ら
ぶ
の
は
女
子
学
生
で
あ
る
。

文
学
の
コ
ー
ス
と
は
「
女
々
し
い
」
(
s
i
s
s
y
)
コ
ー
ス
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
余
り
に
真
剣
に
文
学
を
考
え
る
人
は
軟
弱
の
う
た
が

い
を
か
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
真
に
男
ら
し
い
こ
と
は
電
気
技
師
に
な
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
典
型
的
な
文
学
教
師
と
は
女
子
学

生
ば
か
り
の
ク
ラ
ス
に
キ
ー
ツ
や
シ
ェ
リ
を
講
じ
る
年
若
い
デ
ィ
レ
ッ
タ
ソ
ト
と
な
る
で
あ
ろ
う
日
は
も
う
目
前
に
せ
ま
っ
て
い
る
。
現

状
で
は
、
元
気
あ
ふ
れ
る
、
活
動
的
な
語
学
教
師
は
言
語
に
関
す
る
リ
ー
サ
ー
チ
を
行
な
う
こ
と
に
ょ
つ
て
、
自
己
が
一
人
前
の
男
子
で
あ



る
こ
と
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
感
じ
て
い
る
。
そ
う
い
う
語
学
教
師
は
自
然
科
学
者
や
デ
ィ
レ
ッ
タ
ソ
ト
と
同
じ
穴
の
ム
ジ
ナ
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
、
文
学
の
中
に
、
人
生
の
法
則
の
源
泉
で
は
な
く
、
多
か
れ
少
な
か
れ
快
い
個
人
的
印
象
の
源
泉
を
見
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
と
バ
ビ
ッ
ト
は
主
張
す
る
ー
文
学
・
芸
術
は
人
間
性
全
休
と
生
命
的
な
、
棍
源
的
な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
単
に
、
洗
練
さ
れ
た
享
楽
で
も
な
け
れ
ば
、
美
的
感
受
性
に
刺
激
を
あ
た
え
る
も
の
で
も
な
い
。
文
学
が
人
間
に
た
い
し
て
も

つ
高
貴
な
意
味
と
効
用
と
を
認
め
る
伝
統
が
、
他
の
価
値
あ
る
知
識
と
と
も
に
、
昔
の
大
学
の
カ
リ
キ
ニ
フ
ム
の
中
で
は
維
持
さ
れ
て
い

た
。
バ
チ
ェ
ラ
ー
・
オ
ヴ
・
ア
ー
ツ
の
精
神
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
今
や
、
そ
の
高
尚
優
雅
な
伝
統
は
勢
力
を
失
い
つ

つ
あ
る
。
こ
の
精
神
、
こ
の
伝
統
を
保
持
す
る
た
め
の
努
力
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
大
学
に
お
け
る
よ
う

に
リ
ー
サ
ー
チ
に
よ
っ
て
新
し
い
知
識
・
学
問
を
産
み
出
す
こ
と
を
奨
励
す
る
よ
り
も
は
る
か
に
重
大
な
教
育
問
題
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
文
学
教
育
を
有
効
適
切
に
行
な
う
た
め
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
教
師
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
バ
ビ
ッ
ト
は

そ
の
よ
う
な
教
師
の
資
格
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

バ
ビ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
学
者
に
は
三
つ
の
塾
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
r
e
c
e
p
t
i
く
e
-
a
S
S
i
m
i
-
a
t
i
く
e
.
p
r
O
d
u
c
t
i
記
と
い
う
形
容
詞
に
よ
っ

て
そ
の
性
格
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
P
r
O
d
u
c
t
i
扁
な
学
者
と
ほ
知
識
を
発
見
す
る
学
者
。
R
e
c
e
p
↓
i
く
e
な
学
者
と
い
う
の
は
知
識

を
分
配
す
る
学
者
。
こ
れ
ら
に
た
い
し
、
a
s
s
i
m
i
】
a
t
i
く
e
な
学
者
と
い
う
の
は
、
過
去
お
よ
び
現
在
に
お
け
る
も
つ
と
も
よ
き
も
の
を
消

化
吸
収
し
て
、
そ
れ
を
自
己
お
よ
び
他
人
の
用
に
立
て
る
学
者
、
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
る
知
識
の
諸
要
素
を
整
理
統
合
し
、
そ
れ
を
知

性
の
み
な
ら
ず
、
意
志
や
性
格
に
む
す
び
つ
け
よ
う
と
努
力
す
る
学
者
、
単
な
る
博
識
と
真
の
知
識
と
の
区
別
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
、

単
な
る
学
問
を
変
質
さ
せ
て
教
養
と
す
る
あ
の
微
妙
な
錬
金
術
を
心
得
て
い
る
学
者
。

R
e
c
e
p
t
i
く
e
な
学
者
は
小
・
中
学
校
の
教
師
と
な
る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
p
r
O
d
u
c
t
i
く
巾
な
学
者
が
羽
を
の
は
す
べ
き
場
所
は
大
学
院
で
あ

る
。
こ
れ
ら
に
た
い
し
、
大
学
の
教
師
の
適
格
者
は
a
s
s
i
m
i
-
a
t
i
く
e
な
学
者
で
あ
る
。
大
学
と
い
う
と
こ
ろ
は
学
問
の
進
歩
で
は
な
く
、

そ
の
消
化
を
、
ま
た
教
養
の
永
続
を
代
表
す
る
。
か
く
し
て
、
真
の
大
学
教
師
の
野
心
は
知
識
を
学
生
に
散
布
・
分
配
す
る
こ
と
、
学
生

ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
バ
ビ
ッ
ト
と
大
学
教
育
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を
知
識
の
仮
の
宿
と
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
知
識
を
し
て
学
生
と
結
婚
さ
せ
、
そ
の
精
神
の
一
部
分
た
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
大
学
教
師
は
熱
狂
的
な
専
門
家
で
あ
れ
ば
よ
い
、
大
学
教
師
の
資
格
は
博
士
の
学
位
で
あ
る
と
考
え
る
人
が
世
間
に
は
多

い
。
大
学
総
長
に
も
そ
う
思
い
こ
ん
で
い
る
の
が
い
る
。
し
か
し
、
p
r
O
d
u
c
t
i
く
わ
な
学
者
と
し
て
は
い
か
に
光
っ
て
い
て
も
、
a
s
s
i
m
i
-
a
・

t
i
謡
な
学
者
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
大
学
教
師
と
し
て
は
適
格
で
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
得
る
。
大
た
い
、
博
士
の
学
位
を
取

得
す
る
た
め
の
勉
強
は
、
人
間
と
し
て
の
成
長
を
専
門
家
と
し
て
の
成
長
の
犠
牲
に
す
る
こ
と
へ
の
不
断
の
誘
惑
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は

昆
虫
学
者
た
る
前
に
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
の
こ
と
に
余
り
深
く
通
じ
る
と
精
神
の
均
衡
を
失
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
現
代
と
い
う
時
代
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
に
専
門
家
と
な
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
れ
故
、
わ
れ
わ
れ
は
、
一
つ
の
こ
と
に
没

頭
・
集
中
し
す
ぎ
て
、
精
神
的
不
具
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
バ
ビ
ッ
ト
は
警
告
し
、
少
な
く
と
も
、
古
代
あ
る
い
は

近
代
の
文
学
の
教
師
は
単
な
る
専
門
家
以
上
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
力
説
す
る
。

そ
も
そ
も
、
徴
に
い
り
細
を
う
が
つ
た
語
学
的
あ
る
い
は
文
学
史
的
な
研
究
を
な
し
た
か
ら
と
て
、
大
学
に
お
け
る
文
学
教
師
た
る
の

資
格
あ
り
と
考
え
る
の
は
お
ろ
か
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
は
研
究
者
が
独
創
的
で
あ
る
こ
と
と
方
法
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の

と
し
て
い
る
こ
と
と
を
示
す
の
に
必
要
な
証
拠
と
な
る
も
の
だ
と
い
う
人
が
あ
れ
ば
、
知
識
の
同
化
は
そ
の
発
見
と
同
じ
く
ら
い
の
独
創

性
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
博
士
論
文
と
し
て
パ
ス
し
て
い
る
鋏
と
紙
と
糊
と
の
合
成
物
よ
り
は
は
る
か
に
多
く
の
独
創
性
を
必
要

と
す
る
も
の
で
あ
る
と
答
え
よ
う
と
、
バ
ビ
ッ
ト
は
あ
た
る
べ
か
ら
ざ
る
論
鋒
の
鋭
さ
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。

大
た
い
、
今
日
、
独
創
性
、
独
創
性
と
や
か
ま
し
い
こ
と
だ
が
、
そ
の
独
創
性
が
個
人
の
気
ま
ぐ
れ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
な
け
れ

ば
さ
い
わ
い
で
あ
る
。
今
日
、
独
創
的
で
あ
る
も
っ
と
も
確
実
な
方
法
の
一
つ
は
た
だ
、
博
覧
の
人
(
古
風
な
意
味
で
の
)
と
な
る
こ
と
、

過
去
の
文
学
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
真
に
価
値
あ
る
も
の
を
徹
底
的
に
知
り
、
想
像
的
に
味
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
博
士
の
学
位
の
取
得
を

志
ざ
し
て
勉
強
し
て
い
る
も
の
は
自
己
の
些
々
た
る
リ
ー
サ
ー
チ
の
た
め
に
、
こ
の
一
般
的
な
読
書
と
反
省
と
を
怠
つ
て
も
か
ま
わ
な
い

の
だ
と
考
え
る
。
古
典
に
お
い
て
は
、
人
間
的
な
同
化
吸
収
が
主
と
な
り
、
リ
ー
サ
ー
チ
が
従
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ



う
い
う
古
典
の
よ
う
な
学
科
に
お
い
て
も
、
上
述
の
独
創
的
た
ら
ん
と
す
る
街
学
的
努
力
が
著
し
く
目
立
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
努
力
は

大
学
の
古
典
教
師
と
し
て
の
適
格
者
を
生
ま
な
い
。
「
普
通
一
般
の
大
学
に
お
け
る
古
典
教
師
の
適
格
性
を
し
ら
べ
る
た
め
に
は
、
博
士

の
学
位
の
有
無
よ
り
は
、
古
典
を
ど
れ
ほ
ど
広
く
、
且
、
深
く
読
ん
で
い
る
か
、
ま
た
、
そ
の
知
識
を
現
代
の
生
活
と
文
学
と
に
結
び
つ

け
る
能
力
を
ど
の
程
度
そ
な
え
て
い
る
か
を
た
め
す
試
険
の
方
が
適
切
で
あ
る
。
」
と
バ
ビ
ッ
ト
は
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
バ
ビ
ッ
ト
が
文
学
を
尊
重
す
べ
き
も
の
と
し
て
語
る
と
き
、
彼
の
念
頭
に
あ
る
の
は
古
典
文
学
な

ら
び
に
そ
の
伝
統
の
中
に
あ
る
文
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
近
代
文
学
に
つ
い
て
、
「
そ
の
多
く
は
単
に
感
傷
的
な
、
浪
漫

的
な
夢
想
へ
と
人
を
向
わ
せ
、
明
白
な
生
活
の
諸
事
実
と
決
然
と
、
且
、
堆
々
し
く
格
闘
す
る
よ
う
に
し
む
け
は
し
な
い
。
」
と
言
い
、

ま
た
、
浪
漫
主
義
の
文
学
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
「
古
典
の
伝
統
の
中
に
あ
る
文
学
と
比
較
す
る
と
、
節
度
と
訓
練
と
の
要
素
が
非
常
に

欠
如
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
が
青
少
年
の
性
格
陶
治
に
た
い
し
て
持
つ
価
値
は
疑
わ
し
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
古

典
文
学
と
そ
の
精
神
と
を
礼
賛
、
推
奨
し
て
言
う
。
「
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
古
典
文
学
は
…
…
わ
れ
わ
れ
の
高
い
理
性
と
想
像
カ
ー
わ

れ
わ
れ
に
自
我
を
脱
す
る
道
を
与
え
、
わ
れ
わ
れ
が
普
遍
的
な
生
命
に
参
与
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
能
カ
ー
に
訴
え
る
。
か
く

し
て
、
そ
れ
は
、
そ
れ
を
学
ぶ
者
を
し
て
自
我
を
脱
せ
し
め
る
と
い
う
意
味
で
、
真
に
教
育
的
で
あ
る
。
も
っ
と
も
純
粋
な
古
典
精
神

は
、
自
己
は
高
い
、
非
個
性
的
な
理
性
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
、
と
感
じ
る
…
…
。
こ
の
高
い
、
非
個
性
的
理
性
に
わ
れ
わ
れ
の
行
為
を
ま

す
ま
す
緊
密
に
一
致
せ
し
む
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
典
精
神
は
、
道
こ
そ
違
え
、
宗
教
と
同
じ
ゴ
ー
ル
に
わ
れ
わ
れ
を
導
い
て
ゆ
く
で
あ

ろ
う
…
…
。
こ
の
高
い
理
性
に
指
導
さ
れ
、
交
配
さ
れ
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
諸
能
力
を
完
全
に
、
調
和
的
に
発
達
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
古
典
精
神
は
わ
れ
わ
れ
を
高
め
、
わ
れ
わ
れ
が
再
び
堕
落
す
る
…
…
可
能
性
を
な
く
す
る
で
あ
ろ
う
。
」

以
上
、
大
学
教
育
に
お
い
て
文
学
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
の
バ
ビ
ッ
ト
の
所
信
を
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
連
し
て
筆
者
の

感
想
の
二
・
三
を
書
き
し
る
し
、
こ
の
小
論
を
終
る
こ
と
に
し
た
い
。

バ
ビ
ッ
ト
の
文
学
観
に
接
す
る
と
、
そ
の
志
や
壮
な
り
と
の
感
を
深
く
し
、
お
の
ず
と
襟
を
正
さ
し
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
同
時
に
、
彼

ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
バ
ビ
ッ
ト
と
大
学
教
育
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が
文
学
に
つ
い
て
説
く
所
が
文
学
の
す
べ
て
で
あ
る
と
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
反
省
も
お
こ
つ
て
く
る
。
バ
ビ
ッ
ト
は
、
文
学
は

遊
び
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
考
え
る
と
こ
ろ
に
(
「
遊
び
」
の
概
念
が
問
題
に
は
な
る
が
)
、
わ
が
風
雅
は

夏
炉
冬
扇
と
あ
き
ら
め
る
と
こ
ろ
に
、
文
学
の
真
面
目
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
く
る
、
そ
う
い
う
趣
が
ま
た
文
学
に
は
あ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
う
し
て
、
そ
う
い
う
文
学
観
は
、
バ
ビ
ッ
ト
の
道
徳
主
義
的
文
学
観
と
同
様
に
、
い
な
、
む
し
ろ
、
そ
れ
と
互
に
相
補
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
青
少
年
の
性
格
陶
治
に
資
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
大
学
教
育
に
お
い
て
文
学
が
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
の
バ
ビ
ッ
ト
の
議
論
に
は
、
成
程
と
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
、
特
に
科
学

技
術
教
育
の
必
要
性
の
喧
伝
さ
れ
る
今
日
、
考
え
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、
さ
て
そ
れ
を
わ
が
身
に
ひ
き
く
ら
べ
て
考
え
て
み
る
と
、
す

な
わ
ち
、
パ
ビ
ッ
ト
の
意
見
を
わ
が
国
の
大
学
に
お
い
て
応
用
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
方
策
如
何
と
自
問
し
て
み
る
と
、
ハ
タ
と
当
惑
し

て
し
ま
う
。
バ
ビ
ッ
ト
の
い
わ
ゆ
る
文
学
に
平
行
す
る
も
の
は
わ
が
国
の
大
学
に
お
い
て
は
何
で
あ
り
、
ま
た
、
何
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
か
、
と
。
同
じ
戸
惑
い
に
つ
い
て
は
、
既
に
前
章
に
お
い
て
も
触
れ
た
。

さ
ら
に
、
バ
ビ
ッ
ト
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
疑
問
が
あ
る
。
三
木
清
(
軍
-
一
声
焉
)
は
、
バ
ビ
ッ
ト
の
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
に
は
「
本
質
的
に
新
し
い
も
の
が
認
め
ら
れ
な
い
。
」
と
い
う
。
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
バ
ビ
ッ
ト
に
は

技
術
の
意
味
に
た
い
す
る
正
し
い
、
積
極
的
な
理
解
が
な
い
。
今
日
、
技
術
の
発
達
は
人
間
性
を
歪
曲
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
思
想
が

繰
返
し
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
情
勢
に
か
ん
が
み
て
、
技
術
の
意
味
の
正
し
い
理
解
が
特
に
必
要
で
あ
る
。
技
術
の
概
念
の
正
し

い
把
趣
と
拡
張
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
従
来
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
現
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
と
止
扮
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
を

理
性
人
間
(
h
O
m
O
∽
a
p
i
e
n
s
)
と
工
作
人
間
(
h
O
m
O
f
a
b
e
H
)
と
の
統
一
と
考
え
る
人
間
観
に
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ー
ニ
ス
ム
の
基
礎
が
あ
る

の
で
あ
ろ
う
。

技
術
の
正
し
い
意
味
と
は
.
何
か
、
理
性
人
間
と
工
作
人
間
と
の
統
一
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
問
わ
れ
れ
ば
、
具
体
的
な
、
′
明
晰
な

返
答
に
苦
し
む
筆
者
で
は
あ
る
が
、
パ
ビ
ッ
ト
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
は
本
質
的
に
新
し
い
も
の
な
し
と
す
る
如
上
の
批
評
に
は
う
な
づ



け
る
も
の
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
大
学
の
文
学
教
師
の
適
格
性
に
つ
い
て
の
バ
ビ
ッ
ト
の
見
解
を
き
い
て
、
わ
が
国
の
一
大
学
の
一
般
教
養
課
程
に
お
け
る
一

英
語
教
師
と
し
て
の
筆
者
の
感
想
が
あ
る
。

バ
ビ
ッ
ト
は
大
学
の
古
典
教
師
た
る
た
め
に
は
、
博
士
の
学
位
よ
り
は
、
古
典
を
広
く
、
且
、
深
く
読
ん
で
い
る
こ
と
、
そ
の
知
識
を

現
代
の
生
活
お
よ
び
文
学
と
結
び
つ
け
る
能
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
の
方
が
大
切
で
あ
る
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
p
r
。
d
u
c
t
i
く
e
な
学
者
で
あ

る
よ
り
は
、
a
s
s
i
m
i
-
a
t
i
扁
な
学
者
で
あ
る
こ
と
の
方
が
大
切
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
わ
が
国
の
大
学
の
一
般
教
養
課
程
の
英
語
教
師

も
、
バ
ビ
ッ
ト
の
適
格
と
す
る
古
典
教
師
の
如
き
も
の
と
な
る
こ
と
ー
そ
れ
は
生
や
さ
し
い
こ
と
で
は
な
い
-
を
日
ざ
し
て
よ
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
状
は
、
い
わ
ゆ
る
研
究
業
績
が
、
一
般
教
養
課
程
の
英
語
教
師
と
な
る
た
め
に
も
、
ま
た
、
そ
の
昇
進
の
た
め
に

も
要
請
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
広
く
、
且
、
深
く
読
む
ど
こ
ろ
か
、
狭
く
、
且
、
時
に
は
、
浅
く
し
か
読
ま
な
い
と
い
う
弊
啓
が
見

ら
れ
る
お
そ
れ
な
き
に
L
も
あ
ら
ず
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
勉
強
と
い
う
も
の
は
、
し
い
ら
れ
て
で

き
る
こ
と
で
あ
り
、
し
い
ら
れ
な
け
れ
ば
、
狭
く
、
浅
く
し
か
読
ま
な
い
と
い
う
程
度
の
こ
と
す
ら
行
な
あ
ぬ
ま
ま
、
安
楽
死
し
て
し
ま

う
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
研
究
業
績
は
こ
と
さ
ら
に
つ
く
り
上
げ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
英
文
学
を
広

く
、
且
、
深
く
読
み
、
こ
れ
を
わ
が
血
肉
と
し
よ
う
と
す
る
過
程
に
お
い
て
、
果
実
が
熟
し
て
地
に
落
ち
る
よ
う
に
、
う
ま
れ
く
る
べ
き

も
の
で
は
た
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
口
に
す
る
の
は
、
ま
こ
と
に
お
こ
が
ま
し
い
次
第
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
た
だ
、
わ
が
身
ひ
と
つ
を
か
え
り
み
て
の

こ
と
で
あ
り
、
筆
者
は
次
の
よ
う
な
バ
ビ
ッ
ト
の
言
葉
を
読
ん
で
い
る
と
、
ふ
と
、
「
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
」
が
「
英
米
」
に
、
「
学
位
請

求
論
文
」
が
「
論
文
」
に
、
「
古
典
」
が
「
英
米
文
学
」
に
か
わ
っ
て
、
面
を
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
気
恥
し
さ
に
襲
わ
れ
る

の
で
あ
る
ー
「
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
傑
作
を
ま
だ
広
く
読
ん
で
い
な
い
、
い
わ
ん
や
、
同
化
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
学
位
請
求
論
文
を
書
き
に
か
か
る
古
典
研
究
者
を
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
」

ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
バ
ビ
ッ
ト
と
大
学
教
育


