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育
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造

源

了

円
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五
　
関
与
と
し
て
の
人
間
認
識
と
そ
の
教
育
的
行
為
と
の
関
係

ω
　
関
与
と
し
て
の
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
に
要
求
さ
れ
る
人
闘
認
識
や
教
育
的
認
識
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
云
う
了
解
の
線
に
立
脚
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
れ
を
越

え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
問
題
に
は
了
解
の
立
場
と
同
じ
よ
う
に
、
人
間
観
の
問
題
が
か
ら
ん
で
い
る
。
わ
れ
わ

れ
は
人
聞
の
成
長
を
連
続
的
に
見
る
よ
う
な
人
置
観
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
の
哲
学
の
背
後
に
も
潜
ん
で
い
た
発
達
、
発
展
と
い
う
よ
う
な

人
間
観
が
、
人
間
の
理
解
に
と
っ
て
万
能
で
な
い
こ
と
を
悟
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
人
間
形
成
は
、
成
長
と
か
発
達
と
か
い
う

言
葉
で
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
連
続
的
仕
方
で
な
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
飛
躍
と
か
挫
折
と
か
の
さ
ま
ざ
ま
の
非
連
続
的
契
機
が
人
間
形

成
に
お
い
て
重
大
な
役
劇
を
果
す
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
生
の
哲
学
は
人
間
を
生
と
し
て
把
え
る
こ
と
に

お
い
て
よ
り
具
体
的
に
な
っ
た
が
、
し
か
も
そ
の
生
は
ま
だ
生
物
繭
紬
の
立
場
で
あ
り
、
人
閥
を
し
て
究
極
的
に
入
間
た
ら
し
め
る
い
わ

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ば
実
存
的
生
t
そ
こ
で
は
理
想
主
義
と
は
違
っ
た
立
場
で
あ
る
が
、
人
間
を
た
ん
に
生
物
と
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、
　
一
個
の
人
格
と

し
て
蔽
え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
ー
ー
を
見
落
し
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
が
以
下
問
題
に
す
る
人
間
認
識
は
、
鼻
翼
の
生
を
実
存
的
生
と
し

て
把
え
る
人
間
観
と
か
ら
ま
っ
た
認
識
の
態
度
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
浜
弓
を
人
間
認
識
の
問
題
に
絞
ろ
う
。

　
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
了
解
の
立
場
は
、
人
間
認
識
を
た
ん
に
知
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
と
ど
め
な
い
で
、
情
意
を
も
含
め
た

　
　
　
　
教
育
的
認
識
の
構
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甲
羅
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全
入
的
な
も
の
に
ま
で
拡
げ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
ま
た
認
識
の
霊
体
と
客
体
と
の
あ
い
だ
の
梢
互
関
係
を
認
め
た
こ
と
、
等
に
お
い
て
従

　
　
来
の
人
乳
認
識
の
方
法
を
大
き
く
一
歩
前
進
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
の
カ
を
入
れ
た
の
は
生
き
た
人
間
の
認
識
よ
り
も
人
間
の
う
み

　
　
出
し
た
作
島
で
あ
り
、
ま
た
主
体
と
客
体
と
の
穆
互
麗
係
を
認
め
る
と
い
っ
て
も
、
い
わ
ば
観
想
的
・
静
的
な
立
場
で
の
楢
互
関
係
し
か

　
　
そ
こ
で
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
に
今
要
求
さ
れ
る
の
は
、
生
き
た
人
間
の
認
識
で
あ
り
、
ま
た
実
践
的
な
動
的
な
仕
方
で
の
認

　
　
識
の
主
体
と
客
体
と
の
桐
互
関
係
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
移
ろ
い
や
す
さ
を
怖
れ
ず
、
デ
ィ
ル
タ
イ
を
越
え
て
い

　
　
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
ブ
ー
バ
ー
も
云
う
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
入
閥
の
全
体
姓
を
認
識
し
う
る
の
は
、
自
己
の
主
体
性
を
排
除
せ
ず
、
無
感
動
な
概
晒
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
と
ど
ま
ら
な
く
な
っ
た
と
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
膚
己
の
認
識
活
動
を
い
わ
ば
生
命
的
行
為
と
し
て
遂
行
す
る
と
き
、
自
己
は
初
め
て

　
　
自
覚
的
存
在
と
し
て
高
ま
る
と
と
も
に
、
他
者
は
そ
の
存
在
の
全
貌
を
わ
れ
わ
れ
の
前
に
あ
ら
わ
す
。
従
来
の
「
わ
れ
一
…
そ
れ
」
H
o
げ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
罰
ω
の
関
係
に
対
し
て
「
わ
れ
…
汝
」
團
。
掌
σ
鎧
の
関
係
が
成
立
す
る
。
こ
の
地
平
に
お
け
る
人
間
認
識
は
も
は
や
通
常
の
意
味
の
認

　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
識
と
い
う
こ
と
ば
の
妥
当
し
な
い
認
識
で
あ
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
流
に
こ
れ
を
「
衡
与
と
し
て
の
認
識
」
発
航
葦
葺
巳
ω
巴
ω
勺
鷲
酔
圃
N
至
難
δ
昌

　
　
と
呼
ん
で
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
藪
田
哲
学
の
ひ
そ
み
に
な
ら
っ
て
「
行
為
的
認
識
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ

　
　
ル
タ
イ
の
了
解
に
も
そ
の
よ
う
な
性
絡
は
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
静
的
・
観
想
的
な
関
与
の
仕
方
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
に
要
求
さ
れ
る

　
　
動
的
・
実
践
的
な
関
与
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
お
け
る
認
識
の
主
体
は
ど
こ
ま
で
も
受
動
的
態
度
を
と
る
も
の
で
あ
っ
て
、
認
識
に
あ

　
　
た
っ
て
主
体
が
積
極
的
態
度
を
と
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
お
い
て
は
認
識
の
主
体
の
あ
り
方
が
閥
わ
れ
る
こ
と
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
か
っ
た
。
真
の
関
与
男
錠
帰
臥
℃
下
甑
。
夢
8
①
騨
回
』
μ
ヨ
①
は
、
わ
れ
わ
れ
が
認
識
に
あ
た
っ
て
自
己
の
存
在
を
賭
し
、
認
識
の
客
体
に
身
を

　
　
捧
げ
る
露
渇
α
q
①
ぴ
Φ
⇒
と
き
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
　
了
解
の
立
場
が
い
わ
ば
観
想
的
関
与
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
に
要
求
さ
れ
る

　
　
関
与
は
、
全
人
格
を
あ
げ
て
の
行
為
的
関
与
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
は
、
行
動
は
、
人
閲
の
存
在
の
一
部
を
示
す
も
の
に
す
ぎ

　
　
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
行
為
に
対
し
て
は
否
定
的
な
態
度
が
と
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
行
為
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
積
極
的
な
意
味
を
も



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
っ
て
く
る
。
ブ
ー
バ
ー
も
云
う
よ
う
に
行
為
は
犠
牲
と
冒
険
と
を
包
含
す
る
。
行
為
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
多
く
の
可
能
性
を
犠
牲
の
祭

　
　
壇
に
供
し
、
自
己
の
金
存
在
を
賭
す
る
と
い
う
豊
前
を
な
す
。
こ
の
よ
う
な
行
為
的
な
関
与
を
し
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
入
間
認
識
に

　
　
お
い
て
生
ず
る
客
体
の
側
か
ら
の
認
識
を
嗣
避
し
ょ
う
と
す
る
種
々
の
抵
抗
－
た
と
え
ば
認
識
の
客
体
の
主
体
に
対
す
る
警
戒
、
疑
惑
、

　
　
不
信
、
等
々
…
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
う
し
た
行
為
的
関
与
は
、
他
方
に
お
い
て
関
与
者
の
心

　
　
術
の
正
し
さ
を
要
求
す
る
。
い
か
に
彼
が
自
己
の
全
存
在
を
あ
げ
て
客
体
に
関
与
し
よ
う
と
も
、
彼
の
心
術
が
正
し
く
な
け
れ
ば
、
決
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
て
客
体
の
信
頼
を
か
ち
う
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ボ
ル
ノ
ウ
は
、
内
的
に
誠
実
な
人
間
だ
け
が
真
理
を
匿
え
う
る
、
と
云
っ
て
い
る
が
、

　
　
こ
の
よ
う
な
誠
実
さ
（
峯
麟
酵
ゲ
既
臨
α
q
剛
蝕
θ
）
の
龍
に
の
み
、
真
理
も
人
間
も
閉
じ
た
自
費
を
開
く
。
認
識
の
主
体
が
客
体
に
対
し
て
、
誠

　
　
実
と
愛
と
を
以
て
、
自
己
の
存
在
の
す
べ
て
を
さ
ら
け
出
し
て
接
す
る
と
き
、
客
体
は
は
じ
め
て
自
己
の
結
ぼ
れ
た
心
を
開
き
、
こ
こ
に

　
　
は
じ
め
て
信
頼
の
き
ず
な
が
結
ば
れ
る
。
主
体
の
側
に
お
い
て
も
そ
れ
は
一
つ
の
決
断
の
下
に
は
じ
め
て
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
人
生

　
　
に
お
け
る
一
つ
の
各
人
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
決
断
と
留
険
と
の
下
に
遂
行
さ
れ
た
行
為
も
、
必
ら
ず
し
も
そ
れ
に
対
す
る
呼
応

　
　
を
呼
び
お
こ
さ
な
い
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
決
断
や
冒
険
な
く
し
て
は
、
認
識
の
客
体
が
自
巴
の
す
べ
て
を
あ
ら

　
　
わ
に
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
通
常
の
対
象
認
識
に
お
い
て
把
握
し
認
識
し
た
も
の
は
、
認
識
の
対
象
の
一
象
面
で
あ
っ
て
、
そ
の
全

　
　
存
在
で
は
な
い
。
信
頼
の
紐
帯
な
く
し
て
、
人
間
が
そ
の
存
在
の
秘
密
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
信
頼
の
紐
帯
が
成
立
し
た
と
き
「
認
識
は
存
在
的
関
係
で
あ
り
」
、
こ
の
よ
う
な
地
平
で
の
認
識
は
、
通
常
の
認
識
の
範
囲
を
こ
え
て
「
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
識
の
存
在
論
」
○
導
。
一
〇
α
q
δ
餌
①
ω
国
巡
①
雛
欝
Φ
器
と
呼
ば
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
認
識
論
と
存
在
論
と
が
交
錯
す

　
　
る
よ
う
な
地
帯
の
認
識
に
眼
を
開
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
　
こ
の
段
麟
の
関
与
と
し
て
の
認
識
を
、
わ
れ
わ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
な
ら
っ
て
認
識
的
献
身
象
Φ
周
（
○
面
鼠
瓜
く
①
属
ぢ
σ
q
9
。
び
Φ
と
書
う
こ

　
　
と
が
で
き
る
。
こ
の
認
識
的
献
身
は
了
解
と
い
う
入
間
認
識
の
完
成
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
了
郷
と
い
う
立
場
で

63

@
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
人
闘
の
本
質
が
あ
ら
わ
に
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
断
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
に
あ
ら
わ
に
さ
れ

4　
　
　
　
　
　
教
育
的
認
識
の
構
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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64
4
　
た
人
請
の
本
質
は
、
動
か
し
難
い
固
定
的
な
意
味
の
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
象
徴
的
に
自
己
を
示
し
た
本
質
で
あ
る
。
馬
、
亀
、
編
…

　
　
…
と
い
う
人
々
が
O
と
い
う
人
闘
を
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
態
度
で
認
識
し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
結
ば
れ
た
像
、
あ
ら
わ
に
さ
れ
た
本

　
　
質
は
、
同
じ
O
で
は
な
く
、
α
、
0
2
、
α
…
…
と
い
う
違
い
を
生
ず
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
認
識
の
誤
謬
を
回
す
も
の
で
は
な
く
て
、
審
問

　
　
の
本
質
の
無
限
な
多
様
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
献
身
的
認
識
に
お
い
て
特
記
す
べ
き
こ
と
は
認
識
の
主
体
と
客
体
と
が
根
互
に
そ
の
位
置
を
変
え
て
、
無
限
に
そ
の
認
識
の
呼
応

　
　
関
係
を
つ
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
通
常
の
人
問
認
識
の
ば
あ
い
で
も
、
主
体
が
客
体
を
み
る
よ
う
に
、
客
体
は
主
体
の
立
場
に
立
っ
て
自

　
　
己
を
み
る
者
を
み
る
。
し
か
し
二
つ
の
認
識
関
係
は
そ
れ
ぞ
れ
別
箇
に
い
と
な
ま
れ
て
そ
の
問
に
は
な
ん
ら
の
関
係
が
な
い
。
と
こ
ろ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
献
身
的
認
識
関
係
に
お
い
て
は
、
S
と
0
と
の
認
識
関
係
に
は
循
環
的
深
化
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
無
限
の
対
話
U
貯
δ
α
q
が
つ
づ
け
ら
れ

　
　
る
。
呼
び
か
け
は
答
を
う
み
、
答
は
新
た
な
呼
び
か
け
と
な
っ
て
新
し
い
答
を
求
め
る
。
認
識
の
深
ま
り
は
、
同
時
に
存
在
の
深
ま
り
で

　
　
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
認
識
過
程
の
う
ち
に
新
た
な
謹
を
霞
己
の
う
ち
に
見
出
す
と
と
も
に
、
薪
た
な
自
己
と
な
る
。
認
識
に
お
け
る

　
　
呼
応
の
関
係
は
、
存
在
に
お
け
る
呼
応
の
関
係
を
呼
び
お
こ
す
。
か
く
し
て
認
識
は
人
闘
形
成
の
作
用
を
い
と
な
む
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

　
　
う
な
認
識
の
蘭
係
は
、
人
間
学
的
に
い
え
ば
、
　
「
わ
れ
一
汝
」
と
い
う
存
在
の
関
係
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
認
識
を
成
立
せ
し
め
る
も

　
　
の
は
、
　
「
出
会
い
」
し
d
①
α
q
の
α
q
詳
¢
質
σ
q
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
言
う
よ
う
に
「
出
会
い
は
認
識
に
先
行
す
る
」
。
わ
た
し
が
述
べ
て
き
た
関
与
と
し
て
の
認
識
は
、
出
会
い
の
認
識
的

　
　
側
面
か
ら
の
考
禦
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
い
わ
ば
認
識
的
出
会
い
岳
②
汀
。
α
q
コ
誌
く
①
切
Φ
σ
q
Φ
敬
髭
嵩
σ
q
と
で
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

　
出
会
い
は
右
に
述
べ
た
献
身
的
認
識
の
成
立
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
出
会
い
と
い
う
出
来
事
が
な
け
れ
ば
、
献
身
的
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
識
の
努
力
は
空
し
く
虚
空
に
消
え
去
る
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
考
察
は
、
当
然
こ
の
出
会
い
の
問
題
に
移
ら
ざ
る
を
得

　
　
な
い
。
し
か
し
こ
の
出
会
い
の
問
題
を
野
里
か
ら
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
も
は
や
入
間
存
在
の
存
在
論
的
も
し
く
は
実
存
論
的
解
明
の
問

　
題
に
属
し
て
、
人
智
存
在
を
認
識
の
側
面
か
ら
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
本
稿
の
意
図
を
越
え
た
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
の
本
格
的



　
　
な
解
明
は
他
日
を
期
す
る
こ
と
に
し
て
、
本
稿
で
は
私
の
悶
題
の
と
り
上
げ
方
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
出
会
い
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
　
出
会
い
は
も
と
宗
教
の
領
域
で
神
と
人
と
が
新
た
な
関
係
に
は
い
る
こ
と
を
さ
す
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
マ
ル
チ
ン
・
ブ
ー
バ
ー

　
　
に
よ
っ
て
、
ω
　
人
間
と
自
然
と
の
間
、
㈲
　
人
間
と
人
間
と
の
聞
、
㈲
　
人
間
と
精
神
と
の
間
、
の
三
つ
の
領
域
に
成
立
す
る
こ
と
が

　
　
示
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
領
域
に
お
い
て
、
つ
ね
に
出
会
い
が
成
立
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
人
聞
の
、
膚
然
・
人
間
・
精
神
へ
の
関

　
　
係
の
仕
方
に
は
二
通
り
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
わ
れ
一
そ
れ
」
（
H
魯
自
ω
）
の
関
係
と
「
わ
れ
一
汝
」
（
ぽ
げ
・
O
¢
）
の
関
係
と
で
あ
る
。

　
　
こ
の
「
わ
れ
一
そ
れ
」
の
関
係
は
、
通
常
の
対
象
認
識
の
ば
あ
い
の
開
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
対
象
を
知
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
れ
を

　
　
自
己
の
生
活
の
属
的
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
開
係
で
あ
る
。
こ
の
関
係
の
成
立
す
る
の
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
い
わ
ゆ
る
「
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
配
的
知
識
」
国
①
疑
ω
畠
無
δ
鼠
ω
器
財
　
の
成
立
す
る
領
域
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
厳
密
に
い
え
ば
関
係
に
入
る
こ
と
に
失
敗
し
た
関
係
で
あ

　
　
り
、
そ
し
て
こ
の
「
わ
れ
…
1
汝
篇
の
関
係
は
、
わ
れ
が
金
存
在
を
も
っ
て
「
汝
」
と
呼
び
か
け
る
と
き
に
は
じ
め
て
成
立
し
、
そ
の
と

　
　
き
人
は
自
然
や
人
や
神
と
真
の
　
関
係
に
入
る
。
そ
し
て
こ
の
「
わ
れ
一
i
汝
」
の
関
係
に
お
い
て
の
み
出
会
い
が
生
ず
る
。
ブ
ー
バ
…
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
云
う
、
　
「
ま
こ
と
に
、
わ
れ
は
汝
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
真
の
わ
れ
に
な
る
。
わ
た
し
が
わ
れ
と
な
る
に
従
っ
て
、
わ
た
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
9
）

　
　
は
相
手
を
汝
と
呼
び
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
す
べ
て
真
な
る
生
活
は
、
ま
さ
に
鐵
会
い
で
あ
る
偏
。
そ
し
て
こ
こ
で
わ
れ

　
　
わ
れ
に
と
っ
て
特
に
問
題
な
の
は
、
こ
の
第
二
の
、
入
間
と
人
間
と
の
閣
係
に
お
け
る
出
会
い
な
の
で
あ
る
。
く
ら
や
み
に
閉
ざ
さ
れ
、

　
　
こ
と
ば
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
第
一
の
白
然
と
入
間
と
の
「
わ
れ
i
汝
」
の
関
係
も
、
こ
の
第
二
の
人
間
と
人
間

　
　
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
こ
と
ば
は
形
を
な
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
世
界
に
汝
を
与
え
、
ま
た
そ
こ
か
ら
汝
を
受
取
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
こ
の
「
わ
れ
！
汝
」
の
関
係
に
お
け
る
わ
れ
は
、
感
情
移
入
や
共
感
の
立
場
の
よ
う
に
、
わ
れ
が
汝
の
中
に
吸
い
こ
ま
れ
、
あ
る
い

　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ

　
　
は
汝
と
同
じ
波
長
で
交
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
の
独
自
性
を
失
う
の
で
は
な
く
、
わ
れ
は
汝
と
自
己
の
全
存
在
を
以
て
交
わ
り
つ
つ
、

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
し
か
も
わ
れ
の
独
自
性
を
失
わ
な
い
。
独
自
性
を
保
持
し
つ
つ
、
し
か
も
変
容
し
、
わ
れ
は
新
た
な
る
わ
れ
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
薪
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
へ
　
も
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
な
る
わ
れ
は
、
従
来
の
自
己
の
我
の
下
に
覆
い
か
く
さ
れ
た
真
の
自
己
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
共
感
や
感
情
移
入
の
ば
あ
い
の
よ
う
な
甘

654　
　
　
　
　
　
教
育
的
認
識
の
構
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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か
に
お
い
て
で
は
な
く
、
鹸
い
か
の
上
に
成
立
す
る
。

　
　
　
最
近
、
犬
養
道
子
は
原
智
恵
子
の
芸
術
家
と
し
て
の
変
貌
と
そ
れ
が
カ
サ
…
ド
と
の
出
会
い
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
彼
ら
の
愛
が
厳
し
さ
の
上
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
に
適
確
に
描
い
て
い
る
が
、
こ
こ
に
措
か
れ
た
一
芸
術
家
の
畠
会
い
を
通

　
　
じ
て
の
再
生
、
真
の
臨
地
へ
の
め
ざ
め
は
出
会
い
の
も
つ
教
育
的
役
割
を
期
せ
ず
し
て
語
っ
て
い
る
。
出
会
い
に
は
、
了
解
の
も
つ
心
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
広
さ
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
人
を
ひ
ろ
く
受
け
い
れ
る
心
の
広
さ
と
い
う
よ
り
援
引
的
な
も
の
を
原
理
と
す
る
。
し
か
し
了
解
に
よ

　
　
っ
て
導
か
れ
て
き
た
人
を
最
後
的
に
仕
上
げ
る
の
は
、
こ
の
出
会
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
認
識
と
い
う
側
帯
か
ら
い
え
ば
、
自
己
の

　
　
全
存
在
を
あ
げ
て
の
行
為
的
認
識
、
献
勢
的
認
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
出
会
い
に
お
い
て
、
そ
れ
が
甘
さ
や
感
傷
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
超
え
う
る
の
は
、
通
常
の
対
象
認
識
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
、
わ
れ
と
汝
と
が
わ
れ
と
そ
れ
と
し
て
一
定
の
距
離
を
保
つ
の
で
も
な
く
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
た
共
感
や
感
情
移
入
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
距
離
が
な
く
な
り
．
自
己
が
消
え
て
わ
れ
と
汝
と
が
一
つ
に
な
る
の
で
も
な
く
、
そ
れ
が
独
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
し
た
人
格
の
あ
い
だ
の
「
信
頼
　
　
雨
落
」
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
西
田
幾
多
郎
は
応
答

　
　
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
の
応
答
は
「
何
処
ま
で
も
独
立
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
も
の
が
、
自
已
限
定
の
尖
端
に
於
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
縮
結
合
す
る
の
が
応
答
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
「
そ
こ
に
は
所
謂
歌
島
合
一
と
正
反
対
の
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

　
　
　
こ
の
闘
の
事
情
を
ブ
ー
バ
ー
は
、
根
源
的
距
離
¢
H
象
ω
鍵
自
を
も
つ
も
の
が
、
根
源
的
距
離
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
関
係
し
d
①
N
δ
げ
岱
欝
頓

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、

　
　
に
入
る
、
と
説
明
す
る
。
彼
に
し
た
が
え
ば
、
こ
の
根
源
的
距
離
と
関
係
と
は
、
人
間
を
成
立
せ
し
め
る
二
重
の
原
理
で
あ
り
、
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ

　
　
人
聞
の
現
実
の
二
つ
の
側
欝
で
あ
る
。
出
会
い
は
こ
の
二
重
原
理
に
も
と
づ
い
て
成
立
す
る
。
そ
こ
で
は
わ
れ
も
汝
も
一
個
の
主
体
と
し

　
　
て
、
粗
互
主
体
性
の
関
係
を
保
ち
つ
つ
、
無
限
の
対
話
を
つ
づ
け
、
無
限
の
呼
応
を
や
め
な
い
。
限
り
な
く
呼
び
か
け
、
限
り
な
く
こ
た

　
　
え
、
認
識
と
形
成
の
無
限
の
過
程
を
つ
づ
け
る
。
そ
こ
に
は
安
ら
か
さ
と
緊
張
と
が
不
思
議
な
か
た
ち
で
共
存
し
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
わ
れ
と
汝
と
の
旗
会
い
は
、
直
接
的
な
出
会
い
で
あ
り
．
何
人
も
そ
の
閥
に
仲
介
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
る
と

　
　
と
も
に
、
わ
れ
と
汝
と
が
共
通
の
何
も
の
か
に
身
を
捧
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
出
会
い
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
見
落
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し
て
は
な
ら
な
い
。
右
に
述
べ
た
原
智
恵
子
と
カ
サ
！
ド
と
の
ば
あ
い
は
、
そ
れ
は
音
楽
で
あ
っ
た
。
共
通
に
課
せ
ら
れ
た
人
生
の
課
題

で
あ
る
ば
あ
い
も
あ
る
し
、
学
閥
の
ば
あ
い
も
あ
ろ
う
。
教
師
と
生
徒
と
の
関
係
で
あ
れ
ば
、
教
場
で
共
に
読
む
教
材
の
ば
あ
い
も
あ
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
介
し
て
、
自
己
は
自
己
を
越
え
、
他
者
と
交
わ
り
、
そ
し
て
真
の
自
己
に
め
ざ
め
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
逆
に
、

わ
れ
と
汝
と
が
出
会
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
も
汝
も
超
え
た
何
も
の
か
に
出
会
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
ま
で
語
り
つ
つ
、
私
は
い
つ
の
、
ま
に
か
次
の
問
題
に
は
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
出
会
い
と
い
う
「
わ
れ
ー
ー
汝
」
の

関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
関
与
と
し
て
の
認
識
が
、
教
育
的
認
識
と
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
な
教
育
的
役
割
を
果
し
、

ど
の
よ
う
な
教
育
的
行
為
を
呼
び
お
こ
す
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
窯
舞
け
ぎ
ゆ
岱
げ
①
が
U
器
℃
お
駕
Φ
ヨ
号
ω
窯
Φ
器
畠
Φ
♪
ψ
b
⊃
O

　
（
2
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
認
識
作
用
を
分
離
6
冨
p
質
¢
類
α
q
と
関
与
℃
貧
臨
N
ぢ
タ
。
識
o
p
の
両
極
に
分
け
て
歪
曲
す
る
。
く
わ
し
く
は
と
↓
話
諺
p
二
昌
σ
q
蝶
欝
匹

　
　
鮒
蝕
α
q
質
嵩
α
q
一
ヨ
図
昏
Φ
昌
艮
鼠
ω
簿
簿
、
、
（
O
・
≦
”
切
§
匙
H
＜
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
3
）
竃
婁
ぎ
ヒ
ご
§
β
H
畠
言
畠
響
（
U
δ
ω
。
ξ
弾
9
警
Φ
＝
一
器
伽
巨
。
α
q
ぎ
冨
℃
9
昌
”
ω
．
ぽ
）

　
（
4
）
　
ρ
男
・
ゆ
2
『
o
ヌ
U
δ
○
ぴ
芭
ハ
瓢
く
譲
一
山
興
○
Φ
陣
馨
①
。
・
鼠
ω
。
・
Φ
霧
。
冨
跨
窪
鴛
ゆ
島
象
Φ
男
鑓
σ
q
Φ
墨
畠
山
Φ
脳
室
。
の
窪
駄
賃
≦
⇔
ぽ
冨
貫
ω
●
温
α

　
　
（
鷺
帥
⑳
¢
昌
伽
く
鍵
ヨ
の
ω
ω
窪
ゲ
Φ
搾
伽
Φ
ω
］
≦
Φ
霧
。
ぴ
ω
降
所
蚊
）

　
（
5
）
霊
鼠
6
農
。
ダ
9
。
．
鉾
○
．
ω
．
訟
①
　
（
6
）
同
謀
穿
ω
昌
O
“
　
（
7
）
窪
山
．
ω
・
に
α

　
（
8
）
　
窯
p
拷
ω
o
プ
①
δ
斜
は
こ
く
。
口
置
。
げ
①
⇒
N
¢
①
ぎ
④
巴
ω
o
蔦
〇
一
〇
σ
q
δ
餌
窃
芝
δ
器
戸
、
、
に
お
い
て
、
認
識
を
国
①
静
≦
解
団
P
じ
ご
質
的
二
欝
α
q
。
。
≦
一
ω
ω
①
詳
及
び

　
　
瓢
①
疑
ω
o
ゲ
錬
雛
≦
♂
ω
①
p
の
ゴ
一
つ
の
類
型
に
分
け
て
説
明
す
る
。

　
（
9
）
該
舞
ぎ
ヒ
d
昏
Φ
が
H
警
§
繕
O
～
ω
■
刈
（
営
①
ω
。
訂
弾
器
¢
ぴ
達
識
の
伽
戴
。
σ
q
圃
ω
畠
①
津
ぎ
凶
首
に
所
収
）

　
（
◎
1
）
　
犬
養
道
子
は
原
智
恵
子
の
芸
術
家
と
し
て
の
変
貌
に
つ
い
て
藷
つ
た
後
、
こ
う
響
い
て
い
る
。
　
「
だ
が
考
え
て
見
れ
ば
、
変
っ
た
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

　
　
そ
の
個
性
が
今
は
さ
え
ぎ
る
邪
魔
物
な
し
に
伸
び
切
っ
た
の
だ
。
我
は
個
性
で
は
な
い
。
／
智
恵
子
き
ん
の
内
面
で
、
個
性
の
前
か
ら
我
を
取
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

　
　
そ
い
た
も
の
は
、
雷
う
ま
で
も
な
く
、
カ
サ
ド
と
の
愛
で
あ
る
。
そ
の
出
会
い
が
彼
女
を
飛
躍
さ
せ
た
の
だ
。
し
か
し
、
愛
と
雷
っ
て
も
カ
サ
ド
と

　
　
の
そ
れ
は
容
易
で
甘
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
は
じ
め
て
彼
の
チ
ェ
ロ
の
伴
奏
を
学
ん
だ
こ
ろ
は
、
我
を
殺
す
『
死
ぬ
苦
し
み
』
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
音
楽
に
打
込
む
た
め
に
厳
し
い
秩
序
の
あ
る
毎
日
を
送
る
カ
サ
ド
の
流
儀
も
、
ま
た
『
死
ぬ
苦
し
み
』
で
あ
っ
た
と
い
う
。
だ
が
、
こ
の
苦
し
み
は
、

教
育
的
認
識
の
構
造

二
九
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三
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
つ
い
に
人
生
の
伴
侶
を
得
た
人
間
の
し
あ
わ
せ
と
う
ら
は
ら
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
人
生
の
奥
義
は
、
し
ば
し
ば
こ
う
し
た
逆
説
の
上
に
あ
ら
わ

　
れ
る
。
／
智
恵
予
さ
ん
の
『
変
り
よ
う
』
に
つ
い
て
、
あ
る
人
は
こ
ん
な
風
に
表
現
し
た
。
　
『
こ
れ
は
も
う
、
音
楽
の
問
題
で
は
な
く
て
、
人
問
と

　
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
一
つ
の
ケ
ー
ス
だ
』
こ
の
言
葉
は
正
し
い
。
偏
（
朝
臼
新
聞
、
照
和
三
十
八
年
十
一
舟
十
七
掻
掲
載
）

（
1
1
）
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
西
田
幾
多
郎
は
こ
う
雷
っ
て
い
る
。
　
「
私
が
汝
の
情
緒
に
移
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
が
汝
を
知
る
の
で
は
な
く
、
私

　
と
い
う
人
格
が
汝
と
い
う
入
格
に
直
に
応
答
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
が
汝
を
知
る
の
で
あ
る
。
故
に
私
は
汝
と
共
感
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
汝
を
知
る

　
よ
り
も
、
寧
ろ
汝
と
相
争
う
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
よ
く
汝
を
知
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
」
（
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
五
〇
六
頁
）

（
1
2
）
　
岡
前
、
五
〇
七
頁
。

（
1
3
）
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
ζ
母
島
ロ
じ
ご
β
ぴ
Φ
ひ
¢
吋
象
。
・
鼠
p
N
二
切
絵
切
㊦
臥
鉱
霊
欝
σ
q
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ω
　
教
育
的
関
与
と
出
会
い
の
教
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
出
会
い
と
い
う
わ
れ
一
…
汝
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
関
与
と
し
て
の
認
識
、
交
わ
り
く
段
ぴ
o
o
q
o
巳
器
騨

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ

に
よ
る
認
識
は
、
わ
れ
と
そ
れ
と
が
信
頼
と
愛
の
紐
帯
で
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
と
汝
と
な
る
と
き
に
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
と

こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
認
識
が
成
立
す
る
こ
と
自
体
が
す
で
に
教
育
的
役
割
を
果
た
し
、
こ
の
よ
う
な
人
間
認
識
そ
れ
自
体
が
す
で
に
教
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

的
認
識
で
あ
り
、
教
育
的
行
為
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ブ
…
バ
ー
は
、
「
教
育
と
い
う
名
前
に
価
す
る
教
育
は
性
格
教
育
で
あ
る
」
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

「
こ
こ
、
性
格
教
育
、
全
体
毬
の
教
育
の
領
域
に
お
い
て
は
、
教
え
子
へ
の
通
路
は
た
だ
一
つ
あ
る
だ
け
だ
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
教
え
子

　
・
・
　
　
（
2
）

の
信
頼
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
教
組
と
生
徒
と
の
閥
に
信
頼
の
紐
帯
が
結
ば
れ
た
と
き
は
じ
め
て
、
生
徒
の
性
格
の
教
育

が
可
能
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ボ
ル
ノ
ウ
は
よ
り
敷
算
し
た
仕
方
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
人
間
の
発
達
は
、
そ
れ
が
僑
頼
の
雰
闘
気
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
の
み
、
健
全
な
仕
方
で
成
就
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

　
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
発
達
の
普
遍
的
原
意
で
あ
る
。
こ
の
信
頼
が
欠
け
る
と
、
人
間
は
必
然
的
に
成
長
が
と
ま
ら
ざ
る
を
得
な

　
い
。
子
供
の
発
達
は
し
た
が
っ
て
、
そ
の
周
囲
の
人
々
、
誰
よ
り
も
ま
ず
そ
の
教
師
た
ち
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
信
頼
の
念
い
か
ん



　
　
　
に
か
か
っ
て
い
る
。
も
し
私
が
子
供
を
愚
か
だ
と
か
怠
惰
だ
と
か
あ
る
い
は
陰
険
だ
と
み
な
す
な
ら
ば
、
子
供
は
私
が
子
供
に
つ
い
て

　
　
　
そ
う
で
あ
る
と
信
ず
る
ま
さ
に
そ
の
逓
り
に
、
怠
惰
に
な
り
、
あ
る
い
は
愚
か
に
な
り
、
あ
る
い
は
陰
険
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
逆
に
、

　
　
　
私
が
勤
勉
で
あ
り
、
信
頼
で
き
る
、
あ
る
い
は
感
謝
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
み
な
す
子
供
は
、
私
が
か
れ
に
つ
い
て
信
ず
る
ま
さ

　
　
　
に
そ
の
逓
り
に
、
勤
勉
に
な
り
、
あ
る
い
は
信
頼
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
あ
る
い
は
感
謝
す
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
る
。
信
頼
あ
る

　
　
　
い
は
不
信
は
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
子
供
の
中
に
そ
う
で
あ
る
と
前
提
す
る
ま
さ
に
そ
の
性
質
を
呼
び
お
こ
す
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

　
　
　
か
ら
教
育
者
に
と
っ
て
は
途
方
も
な
い
責
任
が
生
ず
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
が
子
供
に
つ
い
て
い
だ
く
判
断
は
、
し
ば
し
ば
偶
然
の
第
一
印

　
　
　
象
に
も
と
っ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
誰
に
も
関
係
の
な
い
彼
の
私
的
な
こ
と
が
ら
で
は
な
く
、
子
供
の
発
達
に
薩
撲
に
は
ね
か
え
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
　
て
い
く
の
で
あ
る
。
子
供
が
発
達
す
る
そ
の
方
向
は
、
私
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
信
を
い
だ
く
か
、
と
い
う
こ
と
に
依
存
し
て
い
る
。

　
　
　
私
は
自
分
の
体
験
か
ら
し
て
、
こ
の
ボ
ル
ノ
ウ
の
こ
と
ば
の
真
理
性
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
幾
度
か
の
人
生
の
危
機
に
、
自
分
に
よ

　
　
せ
ら
れ
た
信
頼
が
と
も
す
れ
ば
く
ず
お
れ
よ
う
と
す
る
自
分
を
ど
ん
な
に
立
直
ら
せ
て
く
れ
た
こ
と
か
。
し
か
し
今
と
な
る
と
、
自
分
に

　
　
寄
せ
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
信
頼
が
大
き
な
冒
険
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
分
る
。
儒
頼
は
自
然
法
購
の
も
っ
て
い
る
よ
う
な
強
制
力
を
も
た
な

　
　
い
。
信
頼
に
応
ず
る
か
、
あ
る
い
は
信
頼
を
悪
用
す
る
か
は
、
そ
の
人
の
自
由
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
信
頼
は
た
ん
な
る
軽
信
で
あ
る
の

　
　
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
軽
信
は
あ
る
い
は
却
っ
て
そ
の
入
に
対
し
て
悪
い
結
果
を
も
た
ら
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
信
頼
は
人
間
性

　
　
へ
の
深
い
洞
察
に
裏
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
億
頼
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
人
間
性
の
洞

　
　
察
は
や
は
り
人
間
性
の
半
面
の
洞
察
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
信
頼
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
人
聞
性
を
絶
対
的
に
美
化
す
る

　
　
こ
と
は
聞
違
い
で
あ
ろ
う
。
自
分
自
身
の
存
在
を
ふ
り
か
え
る
と
、
自
巴
の
中
に
あ
る
悪
へ
の
傾
向
、
堕
落
へ
の
傾
向
を
認
め
ざ
る
を
得

　
　
な
い
。
否
、
自
分
の
存
在
が
い
っ
無
限
の
奈
落
へ
落
ち
こ
む
か
分
ら
な
い
危
険
極
ま
り
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
し
か
し
自
分
の
中
に
は
、
信
頼
に
対
し
て
一
薦
に
お
い
て
叛
こ
う
と
し
つ
つ
、
し
か
も
こ
れ
に
こ
た
え
よ
う
と
す
る
何
も
の
か
が
微
か
な

　
　
が
ら
も
胎
動
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
決
し
て
私
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
こ
れ
が
教
育

娚　
　
　
　
　
教
育
的
認
識
の
構
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
二
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三
二

704　
　
を
成
立
せ
し
め
る
究
極
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
分
の
中
に
閉
じ
こ
も
ろ
う
と
す
る
私
を
開
か
せ
て
く
れ
る
も
の
、
そ
れ
は
自
分
の

　
　
全
存
在
を
あ
げ
て
交
わ
ろ
う
と
す
る
関
与
的
認
識
な
の
で
あ
る
。
ブ
ー
バ
！
の
云
う
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
教

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
育
者
に
道
徳
的
天
才
は
要
ら
な
い
。
し
か
し
教
育
者
た
る
彼
は
、
　
「
一
分
の
共
な
る
人
に
直
接
に
関
与
し
よ
う
と
す
る
生
き
た
人
間
で
な

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
彼
に
要
求
さ
れ
る
の
は
、
あ
る
い
は
悩
み
に
お
ち
た
若
者
を
導
く
識
見
で
あ
り
、
岡
情
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
悩

　
　
み
を
理
解
し
う
る
人
生
体
験
の
深
さ
で
あ
ろ
う
が
、
何
よ
り
も
彼
に
必
要
な
の
は
自
分
の
存
在
を
賭
し
て
交
わ
ろ
う
と
す
る
誠
実
さ
で
あ

　
　
り
、
不
信
・
懐
疑
の
念
を
つ
き
ぬ
け
、
幾
度
か
の
挫
折
を
こ
え
て
生
き
っ
づ
け
て
い
る
生
徒
に
対
す
る
信
頼
の
念
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
し

　
　
一
点
で
も
不
純
な
も
の
、
虚
偽
な
る
も
の
が
ま
ざ
つ
て
い
れ
ば
、
偽
善
は
直
ち
に
見
破
ら
れ
、
敏
感
な
若
者
の
心
は
す
ぐ
そ
れ
に
反
撰
す

　
　
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
反
省
す
る
と
き
、
信
頼
を
通
じ
て
の
人
間
認
識
・
教
育
的
認
識
は
、
平
凡
の
よ
う
に
見
え
て
非
凡
、
容
易
の
よ
う

　
　
に
見
え
て
至
難
の
こ
と
に
属
す
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
す
ぐ
れ
た
教
師
が
し
ば
し
ば
す
ぐ
れ
た
宗
教
的
人
格
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
宗
教

　
　
家
が
み
ず
か
ら
企
図
せ
ず
し
て
大
き
な
教
育
的
役
割
を
果
た
し
た
の
は
そ
の
故
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
幾
多
の
挫
折
を
こ
え
て
信
頼
の

　
　
念
を
も
ち
つ
づ
け
る
こ
と
、
幾
度
か
裏
切
ら
れ
、
自
己
の
軽
信
を
な
げ
き
あ
る
い
は
恥
じ
つ
つ
し
か
も
信
頼
の
念
を
い
だ
き
つ
づ
け
る
こ

　
　
と
は
、
通
常
の
人
聞
の
レ
ヴ
．
一
ル
で
は
容
易
に
成
し
と
げ
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
信
頼
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
教
育
的
認
識
は
め
っ
た
に
起
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
人
々
が
よ
く
云
う
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
に
、
恩
寵
と
か
恵
み
と
か
い
う
こ
と
ば
で
し
か
表
現
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
、
教
育
者
は
絶
え
ず
謙
遜
と
自
己
省
察
と
を
怠
っ

　
　
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
恵
み
の
あ
る
な
し
に
拘
わ
ら
ず
、
必
要
な
ば
あ
い
に
は
、
自
己
の
存
在
を
あ
げ
て
生
徒
に
関
与
し
よ
う

　
　
と
す
る
そ
う
し
た
態
度
は
、
教
育
者
に
要
求
さ
れ
る
究
極
的
責
任
と
し
て
彼
の
中
に
保
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
前
に

　
　
引
用
し
た
道
元
の
こ
と
ば
が
示
す
よ
う
に
、
教
育
者
は
必
ら
ず
し
も
す
べ
て
を
解
決
し
つ
く
し
た
人
で
あ
る
こ
と
は
必
要
で
な
い
で
あ
ろ

　
　
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
は
有
限
な
人
聞
と
し
て
の
教
師
に
は
必
ら
ず
し
も
要
求
す
る
わ
け
に
は
い
か

　
　
な
い
。
彼
に
要
求
さ
れ
る
の
は
、
有
限
は
有
限
な
ま
ま
、
教
師
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
人
間
と
し
て
の
究
極
的
責
任
を
と
っ
て
、
全
人
的



　
　
に
生
徒
に
ぶ
つ
つ
か
り
、
あ
る
い
は
自
己
に
ぶ
つ
つ
か
っ
て
く
る
生
徒
に
、
全
入
的
に
こ
た
え
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。
生
徒
は
決
し

　
　
て
植
物
の
種
子
の
よ
う
な
有
機
体
で
も
な
く
、
ま
し
て
況
ん
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
は
な
い
。
彼
は
自
由
な
一
個
の
人
格
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

　
　
な
人
格
に
対
し
て
は
、
教
師
が
自
己
の
イ
メ
…
ジ
に
も
と
づ
い
て
生
徒
を
一
つ
の
鋳
型
に
入
れ
る
の
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
生
徒
の
成
長

　
　
の
ま
ま
に
放
置
す
る
の
で
も
な
く
、
教
師
も
一
個
の
人
格
と
し
て
自
由
な
人
格
と
し
て
の
生
徒
に
交
わ
る
態
度
こ
そ
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
繰
り
か
え
し
て
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
行
為
的
関
与
と
し
て
の
認
識
が
つ
ね
に
畠
会
い
を
ひ
き
お
こ
し
、
両
者
が
、
　
「
わ
れ
一

　
　
一
汝
」
と
し
て
信
頼
の
紐
帯
で
結
ば
れ
る
結
果
に
な
る
と
は
隈
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
偶
然
的
な
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
「
わ

　
　
れ
i
汝
」
の
関
係
が
成
立
し
た
ば
あ
い
、
ボ
ル
ノ
ウ
に
従
え
ば
次
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
ω
　
こ
の
出
来
事
の
運
命
性
　
　
②
　
そ
の
都
度
、
特
定
の
一
人
の
人
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
排
除
性
　
　
㈲
　
人
間
の
人
格
の
内
奥
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
（
5
）

　
　
　
中
核
に
お
け
る
そ
の
魂
の
震
盈
　
　
ω
　
そ
の
中
に
経
験
さ
れ
る
呼
び
か
け
の
内
容
的
不
定
性

　
　
以
上
の
ボ
ル
ノ
ウ
の
指
摘
の
ほ
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
「
わ
れ
ー
ー
汝
」
の
両
者
の
相
互
性
を
附
け
加
わ
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
こ
の
相
互
性
の
中
で
も
、
教
育
的
相
互
性
は
、
論
争
的
相
互
性
と
友
情
的
相
互
性
の
中
闘
に
立
つ
も
の
と
云
え
よ
う
。
論
争
の
ば
あ
い
は

　
　
相
互
性
は
形
式
的
に
は
完
全
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
抽
象
的
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
で
あ
る
。
友
情
の
ば
あ
い
に
は
、
形
筑
・
内
容
と
も
に

　
　
完
金
な
交
互
性
が
成
立
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
教
育
の
ば
あ
い
は
、
そ
れ
が
生
き
た
人
間
の
現
実
的
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
抽
象
的

　
　
な
レ
ヴ
ェ
ル
を
超
え
る
が
、
教
師
と
生
徒
と
の
関
係
は
、
実
質
的
に
は
相
互
的
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
意
識
の
上
に
お
い
て
は
一
方
的
で
あ

　
　
る
、
と
い
う
点
に
お
い
て
友
情
的
相
互
性
と
は
異
な
る
。
・
と
い
う
の
は
、
生
徒
は
教
師
か
ら
教
育
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
も
つ
が
、

　
　
自
分
が
教
師
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
し
、
教
師
を
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
教
育
し
て
い
る
と
い
う
意
識
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ

　
　
る
。
簡
者
の
問
に
意
識
的
関
係
が
成
立
す
る
と
き
、
教
育
的
相
互
性
は
友
情
的
相
互
性
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
こ
の
行
為
的
関
与
と
し
て
の
認
識
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
教
育
は
、
了
解
的
関
与
と
し
て
の
認
識
の
関
係
に
お
い
て
成

　
　
寵
す
る
教
育
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
後
者
の
ば
あ
い
は
、
教
育
的
行
為
と
し
て
は
毛
効
。
プ
ω
Φ
量
器
器
降
の
立
場
で

714　
　
　
　
　
教
育
的
認
識
の
講
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
　
　
哲
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研
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三
霞

72
4
　
あ
る
か
ら
、
被
教
育
者
で
あ
る
生
徒
に
対
し
て
は
直
接
何
の
手
も
加
わ
え
ず
、
一
方
に
お
い
て
は
彼
の
内
的
成
長
の
障
碍
と
な
る
も
の
を

　
　
取
り
除
き
、
他
方
に
お
い
て
は
彼
の
内
的
西
園
の
糧
と
な
る
も
の
を
与
え
な
が
ら
、
じ
っ
と
彼
の
成
長
を
見
守
る
と
い
う
態
度
が
と
ら
れ

　
　
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
の
教
育
的
効
果
と
し
て
は
、
被
教
育
者
の
内
的
諸
力
の
開
展
国
導
｛
巴
罪
質
σ
q
、
総
じ
て
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
（
形
成
、

　
　
陶
冶
）
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
お
こ
る
。
そ
れ
は
広
い
豊
か
な
人
間
理
解
の
上
に
、
あ
る
寛
容
さ
を
も
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
う
し
た

　
　
教
育
の
下
に
、
人
は
自
分
が
豊
か
に
伸
び
や
か
に
な
る
の
を
感
ず
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
他
面
、
そ
れ
が
深
さ
や
徹
底
さ
を
欠
く
こ
と
も

　
　
否
め
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
、
前
者
に
お
い
て
成
立
す
る
出
会
い
の
教
育
は
深
く
か
つ
徹
底
す
る
。
了
解
の
空
気
の
中

　
　
で
自
分
が
伸
び
や
か
に
な
り
、
自
我
が
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
た
生
徒
た
ち
も
、
自
分
の
人
生
の
危
機
に
直
浮
し
て
は
こ
の
よ

　
　
う
な
向
上
的
了
解
の
温
い
微
風
の
中
に
何
時
ま
で
も
満
足
し
て
お
れ
な
い
自
分
を
感
ず
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
彼
が
求
め
る
の
は
厳

　
　
し
さ
で
あ
り
、
深
さ
で
あ
り
、
自
分
の
存
在
の
中
核
に
肉
迫
し
て
く
る
師
の
鋭
鋒
で
あ
る
。
外
か
ら
万
人
を
等
し
く
包
む
同
情
的
理
解
で

　
　
は
な
く
、
自
己
の
我
性
と
語
法
さ
を
粉
々
に
打
砕
く
師
の
自
己
へ
の
全
身
心
的
関
与
で
あ
る
。
そ
れ
は
広
さ
、
寛
容
さ
に
欠
け
る
絶
対
的

　
　
に
他
を
排
除
す
る
関
係
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
そ
れ
は
、
了
解
の
立
場
に
く
ら
べ
て
狭
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
ご
ぎ
鮎
賃
し
d
①
ω
。
げ
感
巳
空
質
σ
Q

　
　
霧
軍
需
お
け
ω
皆
ゲ
国
選
ζ
①
器
。
劉
、
、
と
い
う
ゲ
ー
テ
の
こ
と
ば
の
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
関
係
に
お
い
て
人
は
自
己
の

　
　
魂
が
ゆ
す
ぶ
ら
れ
、
そ
し
て
霞
分
が
自
分
に
め
ざ
め
て
い
く
の
を
感
ず
る
。
そ
こ
で
は
了
解
の
人
間
認
識
の
立
場
に
立
つ
教
育
の
よ
う
に
、

　
　
徐
々
に
恒
常
的
人
間
形
成
の
作
用
が
い
と
な
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
突
如
と
し
て
、
飛
躍
あ
る
い
は
挫
折
を
通
し
て
、
ま
っ
た
く
非
連
続

　
　
の
仕
方
で
入
間
形
成
の
作
薦
が
い
と
な
ま
れ
る
。
こ
の
出
会
い
の
教
育
は
、
こ
の
よ
う
に
突
・
如
と
し
て
、
非
連
続
的
な
仕
方
で
お
こ
な
わ

　
　
れ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
意
図
的
教
育
体
系
の
中
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
れ
が
人
問
教
育
に
お
い
て
占
め
る
究
極
的
な
位

　
　
置
と
意
味
と
を
反
省
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
教
育
の
意
味
を
も
っ
と
考
え
直
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
こ
の
両
者
は
次
の
ボ
ル
ノ
ウ
の
こ
と
ば
が
示
す
よ
う
に
相
互
に
排
除
し
合
う
関
係
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
出
会
い
が
始
ま
る

　
　
と
こ
ろ
、
そ
こ
で
は
開
展
は
そ
の
権
利
を
失
い
、
ま
た
逆
に
、
開
展
が
入
間
の
生
起
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
で
は
人
間
的
開
展
は
こ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
と
ば
の
完
全
な
意
味
で
出
会
い
に
は
い
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
。
し
か
し
ま
た
両
者
は
相
補
的
な
関
係
に
も
立
つ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

　
　
「
人
間
の
岡
時
的
な
開
展
の
な
い
出
会
い
は
大
量
の
受
容
す
る
素
材
の
下
に
窒
息
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
立
す
る
出
会
い
の
な
い
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
展
は
つ
い
に
空
虚
さ
の
中
に
流
れ
去
る
で
あ
ろ
う
」
。
出
会
い
の
教
育
は
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
の
教
育
の
発
露
で
あ
る
。
し
か
し
広
い
豊
か
な
人

　
　
間
理
解
の
上
に
立
つ
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
の
教
育
を
前
提
し
な
け
れ
ば
、
出
会
い
の
教
育
も
成
立
し
な
い
。
両
者
が
あ
い
ま
っ
て
は
じ
め
て
完

　
　
全
な
教
育
と
云
わ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
教
師
と
し
て
は
、
了
解
の
教
育
と
出
会
い
の
教
育
を
兼
ね
お
こ
な
え
る
人
、
広
さ
豊
か
さ
と
深
さ

　
　
厳
し
さ
を
兼
ね
そ
な
え
た
人
こ
そ
最
も
理
想
的
な
教
師
と
呼
ば
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
教
師
は
滅
多
に
存
在
し
う
る
も
の
で

　
　
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
多
く
の
ば
あ
い
、
多
く
の
教
師
の
中
か
ら
こ
れ
ら
二
つ
の
タ
イ
プ
の
教
師
を
選
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
入
間

　
　
形
成
を
お
こ
な
う
の
が
常
で
あ
る
が
、
歴
史
の
上
で
は
時
に
こ
の
工
つ
の
タ
イ
プ
を
代
表
す
る
教
師
が
同
時
に
存
在
し
、
共
通
の
弟
子
を

　
　
も
ち
、
相
互
に
尊
敬
し
、
相
補
い
な
が
ら
、
そ
の
教
育
的
機
能
を
分
担
す
る
こ
と
が
よ
く
お
こ
る
。
わ
が
国
の
近
代
に
お
け
る
薪
渡
戸
稲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
造
と
内
村
鑑
三
と
は
そ
の
最
も
す
ぐ
れ
た
例
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
う
し
て
出
会
い
の
教
育
に
お
い
て
対
話
を
つ
づ
け
て
い
く
う
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
の
魂
が
ゆ
す
ぶ
ら
れ
、
わ
れ
わ
れ
が
自
己
に
め
ざ
め
、

　
　
そ
こ
に
覚
醒
国
同
甫
①
o
犀
Φ
口
と
い
う
作
用
が
お
こ
っ
た
と
き
、
出
会
い
の
教
育
、
否
、
総
じ
て
教
育
は
い
ち
お
う
そ
の
大
き
な
使
命
を
果

　
　
た
し
た
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
自
己
の
立
っ
て
い
た
確
か
さ
が
崩
れ
た
と
き
そ
の
中
か
ら
人
が
新
し
い
自
己
に
め
ざ
め
る
こ
と
、

　
　
こ
れ
が
教
育
の
究
極
的
目
標
の
達
成
さ
れ
た
状
態
で
あ
り
、
こ
う
し
た
自
己
へ
の
め
ざ
め
の
瞬
間
を
、
コ
パ
イ
と
と
も
に
「
実
り
ゆ
た
か

　
　
な
瞬
閥
」
島
興
隔
讐
。
窪
び
漢
Φ
ζ
◎
ヨ
Φ
纂
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
コ
パ
イ
に
し
た
が
え
ば
、
「
そ
の
中
で
稲
妻
の
よ
う
に

　
　
“
つ
の
灯
し
い
認
識
が
お
れ
わ
れ
の
中
に
め
ざ
め
、
あ
る
一
つ
の
精
神
的
内
容
が
わ
れ
わ
れ
を
包
み
、
突
如
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
『
一
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
）

　
　
の
光
り
が
射
し
こ
む
』
瞬
間
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
自
己
認
識
」
の
で
き
る
瞬
間
で
あ
る
。
そ
れ
は
知
的
、
美
的
、
倫
理
的
、
宗
教
的
諸

　
　
層
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
が
、
最
も
究
極
的
に
は
人
格
の
中
核
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、

　
　
認
識
で
あ
り
な
が
ら
形
成
的
な
機
能
を
果
た
す
も
の
と
し
て
形
成
的
認
識
、
あ
る
い
は
ま
た
自
覚
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
形
成
的
自
覚

粥　
　
　
　
　
　
教
育
附
認
識
の
構
造
、
，
　
、
、
、
、
，
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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六

74
4
　
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
が
達
成
さ
れ
る
や
、
そ
の
後
あ
る
い
は
多
く
の
困
難
が
彼
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
か
も
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
れ
な
い
が
、
彼
に
は
も
は
や
自
己
教
育
G
o
①
臣
。
。
8
養
δ
ゲ
諺
σ
q
を
な
す
力
が
あ
る
。
認
識
論
的
に
云
え
ば
、
自
己
認
識
ω
①
ぴ
ω
審
時
①
暮
9
置

　
　
の
力
が
あ
る
の
で
あ
る
。
信
頼
に
対
す
る
呼
応
の
段
階
で
は
ま
だ
一
入
立
ち
で
き
な
か
っ
た
彼
も
、
今
は
も
う
一
人
立
ち
し
て
、
人
生
と

　
　
い
う
広
い
場
所
に
お
い
て
絶
え
ず
自
己
認
識
を
薪
た
に
し
、
自
己
教
育
を
つ
づ
け
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
こ
の
教
育
の
究
極
の
到
達
点
で
あ
る
覚
醒
は
、
従
来
の
種
々
な
る
教
育
の
立
場
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
よ
う
な
関

　
　
係
に
立
つ
。
た
と
え
ば
、
竃
帥
。
プ
Φ
郎
と
い
う
立
場
の
教
育
が
、
被
教
育
者
を
教
育
者
の
意
図
の
通
り
に
つ
く
る
と
い
う
立
場
（
閏
離
年
。
浮

　
　
の
立
場
も
ほ
ぼ
こ
れ
に
同
じ
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
覚
醒
の
立
場
は
ま
ど
ろ
み
つ
つ
す
で
に
そ
こ
に
あ
る
何
も
の
か
を
め
ざ
ま
せ
る
の

　
　
で
あ
っ
て
、
潜
在
的
に
現
存
す
る
も
の
の
現
実
化
と
い
う
点
で
、
そ
れ
は
名
鷺
訂
Φ
巳
器
ω
窪
　
の
立
場
と
共
通
性
を
も
つ
。
し
か
し

　
　
ぞ
く
自
。
o
げ
。
。
Φ
巳
9
。
ω
ω
Φ
質
の
立
場
、
有
機
的
・
植
物
的
成
長
の
立
場
の
教
育
が
、
被
教
育
者
の
内
的
成
長
の
み
を
は
か
っ
て
、
教
育
者
が
積
極

　
　
的
に
何
も
し
な
い
と
い
う
態
度
を
と
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
は
外
か
ら
赴
任
あ
る
教
育
的
行
為
を
な
す
と
い
う
点
で
、
却
っ
て
ζ
霧
げ
窪

　
　
の
立
場
と
共
通
性
を
も
つ
。
こ
の
よ
う
に
覚
醒
へ
の
教
育
、
自
己
へ
の
め
ざ
め
の
教
育
は
、
従
来
の
種
々
の
立
場
の
教
育
を
自
己
の
中
に

　
　
統
合
す
る
。

　
以
上
わ
た
く
し
は
、
応
問
認
識
な
い
し
教
育
的
認
識
の
あ
り
方
が
、
ど
の
よ
う
な
教
育
的
機
能
を
果
た
す
か
を
究
明
す
る
と
と
も
に
、

人
間
認
識
の
方
法
と
教
育
的
行
為
と
の
関
係
を
主
と
し
て
零
⇔
o
誘
。
無
季
ω
①
昌
の
教
育
と
、
じ
ご
Φ
σ
q
㊦
ぴ
q
コ
蛋
コ
α
q
博
国
H
奢
①
o
騨
蝦
ゆ
σ
q
の
教
育
と
を

め
ぐ
っ
て
考
え
て
み
た
。
こ
の
問
題
は
こ
れ
ま
で
た
び
た
び
断
っ
て
お
い
た
よ
う
に
、
た
ん
に
人
間
認
識
の
方
法
と
の
関
係
に
お
い
て
説

明
す
る
こ
と
だ
け
で
は
不
可
能
で
、
芝
鋤
畠
ω
Φ
巳
鋤
。
。
ω
窪
の
教
育
観
の
背
後
に
あ
る
有
機
体
と
し
て
の
人
間
学
、
ゆ
①
α
q
Φ
α
q
⇔
§
α
q
博
目
翁
忌
①
？

ざ
⇒
α
q
の
教
育
観
の
背
後
に
あ
る
自
由
な
人
格
と
し
て
の
人
間
観
と
密
接
不
離
の
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
名
嚢
。
畠
ω
①
鶴
霧
。
。
窪
の

教
育
観
は
多
く
は
教
養
主
義
の
立
場
を
と
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
了
解
と
い
う
生
の
認
識
の
方
法
と
内
的
な
つ
な
が
り
を
も
っ
こ
と
は



　
　
あ
ら
た
め
て
云
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
、
体
験
i
表
現
－
了
解
の
循
環
的
認
識
の
構
造
を
考
え
る
故
に
、

　
　
教
師
が
自
己
の
考
え
や
餌
億
観
を
押
し
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
成
長
へ
の
栄
養
と
し
て
人
類
の
偉
大
な
文
化
的
遺
産
を
生
徒
に
与
え
、
生

　
　
徒
が
そ
こ
か
ら
自
己
の
体
験
を
選
択
的
に
う
み
出
す
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、
生
徒
の
自
発
的
成
長
を
ま
つ
の
で
あ
る
。
ま
た
b
σ
Φ
σ
q
o
α
q
質
鵡
φ
α
9
導

　
　
国
猛
毒
Φ
。
ざ
⇔
σ
自
　
の
教
育
観
は
、
自
由
な
人
格
と
し
て
生
徒
を
晃
る
と
い
う
人
間
観
と
深
い
内
的
つ
な
が
り
を
も
つ
が
、
そ
こ
に
お
け
る
教

　
　
師
の
生
徒
に
対
す
る
積
極
的
関
与
は
、
行
為
的
関
与
と
い
う
心
懸
認
識
の
方
法
な
り
態
度
に
由
来
す
る
こ
と
は
、
今
ま
で
私
が
述
べ
た
ご

　
　
と
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
認
識
渚
の
冒
険
、
被
認
識
者
の
信
頼
に
よ
る
応
答
・
自
己
開
示
と
い
う
対
話
的
な
教
育
的
認
識
の

　
　
構
造
、
な
ら
び
に
認
識
霞
体
が
行
為
と
な
る
よ
う
な
教
育
的
行
為
が
ひ
き
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
観
・
人
問
認
識
の
方
法
・
教
育

　
　
的
行
為
は
微
妙
な
講
造
関
連
を
も
つ
。
た
と
え
ば
こ
れ
は
私
の
た
ん
な
る
予
感
に
す
ぎ
な
い
が
、
竃
8
げ
①
ロ
な
い
し
男
自
ぼ
窪
の
教
育

　
　
は
、
春
闘
を
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
蓄
え
る
人
閥
観
、
人
の
心
を
白
紙
鍵
ぴ
莚
墨
ω
⇔
に
た
と
え
、
多
く
の
感
覚
器
官
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま

　
　
な
印
象
が
こ
の
心
に
刻
印
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
爵
の
認
識
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
人
間
認
識
に
つ
い
て
の
考
え
方
一
こ
こ
か
ら

　
　
注
入
教
育
と
い
う
考
え
方
が
慮
る
の
は
ご
く
自
然
で
あ
る
一
か
ら
抽
き
出
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
人
間
観
・
人
闘
認
識
の

　
　
方
法
・
教
育
的
行
為
の
三
者
の
構
造
関
連
の
究
明
は
、
こ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
将
来
つ
つ
い
て
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
大
き
な
問
題
で
あ
る

　
　
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
最
後
に
断
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
二
つ
あ
る
。
　
一
つ
は
こ
の
よ
う
な
教
育
的
認
識
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
、
決
し

　
　
て
わ
れ
わ
れ
を
と
り
ま
い
て
い
る
多
く
の
教
育
的
現
実
か
ら
眼
を
そ
ら
し
、
い
っ
さ
い
を
教
師
の
責
任
に
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で

　
　
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
の
問
題
に
す
る
信
頼
の
紐
帯
に
つ
な
が
る
教
育
関
係
を
学
校
に
お
い
て
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
た
と

　
　
え
ば
学
級
の
人
員
な
ど
の
物
的
条
件
も
大
き
な
閾
題
と
な
る
。
私
が
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
よ
う
な
認
識
は
、
ベ
ル
ジ
ャ
エ
フ
な
ど
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
格
共
同
体
の
中
で
な
け
れ
ば
成
立
・
存
続
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
こ
の
「
わ
れ
一
言
」
の
関

　
　
係
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
個
人
の
関
係
は
「
わ
れ
わ
れ
」
（
乏
冒
）
　
と
い
う
共
十
体
に
拡
げ
ら
れ
高
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

粥　
　
　
　
　
　
教
育
的
認
識
の
雄
…
造
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七

P
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（
1
2
）

4
　
し
か
し
こ
の
際
、
　
「
わ
れ
1
汝
」
の
関
係
を
失
っ
た
共
同
体
は
、
人
を
却
っ
て
抑
圧
す
る
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
個

　
　
人
の
独
立
と
そ
の
自
由
な
交
わ
り
と
が
共
に
保
障
さ
れ
る
よ
う
な
共
同
体
の
形
成
が
、
　
「
わ
れ
一
汝
」
の
関
係
の
究
極
の
目
標
で
あ
り
、

　
　
ま
た
そ
れ
が
わ
れ
l
i
汝
の
関
係
の
成
立
・
存
続
の
保
証
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
私
の
云
う
教
育
的
認
識
は
共
隅
体
と
の
深

　
　
い
つ
な
が
り
を
も
つ
。
教
育
的
認
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
ク
ラ
ス
は
一
つ
の
共
母
体
に
高
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
教
師
を

　
　
中
心
に
人
闘
形
成
の
中
心
的
目
標
を
め
ぐ
っ
て
結
集
さ
れ
、
教
騨
と
生
徒
と
の
問
に
、
ま
た
生
徒
相
互
の
問
に
多
く
の
「
わ
れ
l
l
汝
」

　
　
の
関
係
が
成
立
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
関
係
は
、
一
学
級
の
人
数
が
五
〇
人
、
六
〇
人
と
い
う
多
数
の
人
的
構
成
の
下
で
は
、

　
　
そ
の
成
立
は
全
く
不
可
能
と
は
云
わ
れ
な
く
て
も
非
常
に
困
難
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
私
の
云
う
教
育
的
認
識
の
成
立
・
存
続
を
可
能

　
　
な
ら
し
め
る
共
同
体
と
し
て
の
ク
ラ
ス
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
当
然
、
教
育
政
策
。
教
育
行
政
の
問
題
に
も
、
ま
た
政
治
的
・
社
会
的
問

　
　
題
に
も
眼
を
注
が
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
く
る
。

　
　
　
第
二
の
問
題
は
、
私
は
畠
会
い
の
教
育
、
自
己
へ
の
め
ざ
め
の
教
育
は
教
育
の
完
成
で
あ
る
と
云
っ
た
が
、
そ
れ
は
他
の
人
間
認
識
に

　
　
も
と
つ
く
教
育
を
無
用
と
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
ち
、
全
体
と
し
て
ど
の
よ

　
　
う
な
構
造
関
連
を
も
つ
か
は
、
こ
の
後
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
臨
床
心
理
学
者
ゲ
ー
プ
ザ
ッ
テ
ル

　
　
の
次
の
考
え
方
は
私
に
と
っ
て
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。
彼
は
医
者
と
患
者
と
の
出
会
い
を
次
の
三
つ
の
意
味
段
階
に
分
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
ω
　
出
会
う
者
の
必
要
に
よ
っ
て
呼
び
か
け
ら
れ
た
存
在
の
原
初
的
・
共
感
的
な
意
味
段
階
。
そ
れ
は
閑
係
の
直
接
性
の
段
階
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
②
　
本
来
的
に
医
術
的
熟
慮
、
計
爵
、
行
為
の
意
味
段
階
。
す
な
わ
ち
診
断
的
・
治
療
的
意
味
段
階
。
そ
れ
は
関
係
の
疎
外
の
段
階
で

　
　
　
あ
る
。
　
　
紛
　
畠
会
い
の
先
行
す
る
仕
方
を
包
括
す
る
意
味
段
階
、
す
な
わ
ち
医
者
と
患
者
と
が
伴
侶
と
な
る
段
階
。
そ
れ
は
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
王
）

　
　
　
の
個
人
的
段
階
で
あ
る
。

　
　
こ
れ
は
患
者
対
医
者
の
関
係
に
示
さ
れ
た
医
学
的
人
問
関
係
、
医
学
的
認
識
の
と
る
べ
き
階
梯
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
同
時
に

　
　
教
育
的
認
識
、
教
育
的
行
為
、
総
じ
て
教
育
的
人
問
関
係
の
と
る
べ
き
順
序
、
階
梯
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、



　
　
教
育
的
認
識
は
そ
の
全
体
の
構
造
上
か
ら
み
れ
ば
、
自
然
科
学
的
な
入
間
認
識
を
全
面
的
に
緋
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
問
題

　
　
は
、
そ
れ
が
金
体
の
中
に
ど
の
よ
う
に
定
位
さ
れ
る
か
で
あ
ろ
う
。
自
然
科
学
的
方
法
が
入
間
認
識
の
方
法
の
い
っ
さ
い
で
あ
る
と
す
れ

　
　
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
こ
れ
に
対
し
て
反
対
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
も
し
そ
の
定
位
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
方
で

　
　
で
き
た
な
ら
ば
、
自
然
科
学
的
認
識
は
教
育
的
認
識
を
豊
か
な
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
こ
れ
を
受
け
い
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
あ
ら
た

　
　
め
て
云
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
こ
う
し
た
問
題
を
念
頭
に
お
く
な
ら
ば
、
教
育
的
認
識
の
溝
造
論
的
究
明
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
私
が
こ
こ
で
、
教
育
的
認
識
の
歴

　
　
史
的
展
開
を
通
じ
て
（
そ
れ
も
甚
だ
不
充
分
で
あ
っ
て
、
将
来
こ
れ
を
補
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
云
う
ま
で
も
な
い
）
そ

　
　
の
構
造
の
究
明
を
試
み
た
こ
と
は
、
　
一
個
の
人
間
の
中
で
構
造
的
に
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
つ
か
と
い
う
視
角
で
も
う
一
度
検
討
さ
れ
ね

　
　
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
は
究
極
的
に
は
、
人
閥
性
や
人
閥
形
成
に
つ
い
て
の
解
明
を
め
ざ
す
哲
学
的
・
教
育
学
的
人
間
学
の
成
立
を
要

　
　
請
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
す
る
ほ
か
な
い
が
、
こ
こ
で
全
体
を
ま
と
め
る
意
味
で
も
う
一
度
愛
の
問
題
に
つ

　
　
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
教
育
的
認
識
に
お
い
て
最
も
重
要
視
さ
れ
る
愛
は
、
愛
に
お
け
る
ア
ニ
マ
　
（
⇔
旺
ヨ
節
）
的
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
は
対
象
と
の
距
離
を
な

　
　
く
し
、
対
象
と
一
体
に
な
ろ
う
と
す
る
愛
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
共
感
ζ
搾
σ
Q
①
蒙
凱
v
ω
績
誉
℃
⇔
爵
δ
と
い
う
こ
の
段
階
の

　
　
一
形
態
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
ア
ニ
マ
的
愛
が
教
育
的
入
聞
を
政
治
的
人
間
か
ら
区
別
し
、
教
育
的
認
識
と
政
治
的
認
識
と
を
異
っ
た
も

　
　
の
と
さ
せ
る
ゆ
え
ん
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
対
象
に
対
し
て
一
定
の
距
離
を
も
っ
た
人
間
認
識
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
政
治
的
人
間
と
、
対

　
　
象
へ
の
共
感
に
よ
る
人
間
認
識
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
教
育
的
人
間
、
ど
す
黒
い
権
力
欲
に
盗
れ
た
人
間
の
姿
を
冷
静
に
減
る
眼
と
、
多

　
　
く
の
迷
妄
と
誤
謬
を
繰
り
か
え
し
つ
つ
し
か
も
高
み
へ
登
ろ
う
と
す
る
一
縷
の
望
み
を
失
わ
ず
に
努
力
す
る
人
間
を
共
感
し
つ
つ
認
識
す

　
　
る
眼
と
は
、
明
ら
か
に
異
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
見
方
に
よ
れ
ば
後
者
は
愚
か
な
認
識
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
の
期
待

　
　
は
ほ
と
ん
ど
裏
切
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
認
識
作
用
が
な
け
れ
ば
人
間
の
成
長
は
お
こ
な
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
前

774　
　
　
　
　
　
教
育
的
認
識
の
欝
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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四
〇

㎎、4
　　

　
述
し
た
よ
う
に
、
愛
に
よ
る
人
出
認
識
の
作
用
は
、
た
ん
に
認
識
作
用
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
形
成
作
用
を
も
つ
。
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
ー
の
指

　
　
摘
す
る
よ
う
に
、
愛
は
《
｛
Φ
ω
婆
巴
酔
2
》
の
作
用
と
と
も
に
《
ぴ
出
獄
Φ
⇔
》
の
作
用
を
も
つ
。
人
は
多
く
の
場
合
、
愛
に
対
し
て
は
愛
を
も
つ

　
　
て
こ
た
え
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
愛
さ
れ
る
こ
と
の
喜
び
、
そ
し
て
そ
れ
に
こ
た
え
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
彼
が
み
ず
か
ら
ま
だ
気
づ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
な
か
っ
た
自
己
を
発
見
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
新
た
な
る
彼
を
創
造
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
古
来
、
教
育
的
愛
と
言
わ
れ
て
き
た
の
は
、
愛
の
こ
の
ア
ニ
マ
的
今
戸
で
あ
る
。
ケ
ル
シ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
、
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
等

　
　
の
教
育
学
者
が
、
感
情
移
入
の
能
力
、
想
像
力
、
共
感
、
岡
情
等
の
能
力
が
教
師
に
と
っ
て
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る

　
　
の
は
当
然
と
し
て
、
デ
ュ
…
イ
の
ご
と
き
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
で
も
、
実
情
的
理
解
の
必
要
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え
方

　
　
を
最
も
大
胆
に
述
べ
て
い
る
の
は
デ
ィ
ル
タ
イ
で
あ
っ
て
、
彼
は
教
育
的
天
才
（
儀
騨
鼠
締
σ
q
o
σ
q
…
ω
9
①
O
Φ
昌
一
霧
）
に
つ
い
て
こ
う
語
っ

　
　
て
い
る
。
　
「
教
育
的
天
才
に
お
い
て
は
だ
か
ら
、
心
情
や
直
観
能
力
が
難
き
を
な
す
。
悟
性
が
重
き
を
な
す
の
で
は
全
然
な
い
。
だ
か
ら

　
　
人
は
人
生
に
お
い
て
確
か
に
し
ば
し
ば
、
特
別
に
鋭
い
悟
性
の
持
主
で
な
い
人
が
こ
の
教
育
的
才
能
を
所
有
し
て
い
る
の
を
、
認
め
る
の

　
　
　
（
1
4
）

　
　
で
あ
る
」
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
デ
ィ
ル
タ
イ
が
こ
う
附
け
加
わ
え
て
い
る
こ
と
も
冤
落
す
べ
き
で
は
な
い
。
「
こ
れ
が
力
強
い
知
的
能
力

　
　
と
結
び
つ
い
た
ば
あ
い
、
プ
ラ
ト
ン
が
『
饗
宴
』
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
描
い
た
よ
う
な
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
心
的
生
活
の
把
握
者
が
生
ず
る
。

　
　
そ
の
時
素
朴
な
了
解
の
根
拠
か
ら
、
科
学
的
分
析
で
は
容
易
に
御
し
が
た
い
ほ
ど
生
き
生
き
と
し
、
実
在
感
に
み
ち
て
い
る
心
的
生
活
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
に
つ
い
て
の
深
い
思
索
が
と
び
出
る
」
。

　
　
　
私
は
こ
こ
で
こ
の
こ
と
を
附
言
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
こ
う
し
た
共
感
的
認
識
だ
け
で
は
教
育
的
認
識
と
し
て
は
不
充
分
だ
と
い
う

　
　
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ア
ニ
マ
単
玉
と
な
ら
ん
で
ア
ニ
ム
ス
餌
巳
ヨ
環
ω
的
愛
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
従
来
は
教
育
愛

　
　
の
原
理
と
し
て
ア
ニ
マ
的
愛
だ
け
が
あ
ま
り
に
も
強
調
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
ア
ニ
マ
と
対
照
さ
れ
る
ア
ニ
ム
ス
と
は
何
か
。
愛
し
つ

　
　
つ
、
し
か
も
愛
す
る
が
故
に
距
離
を
も
と
う
と
す
る
態
度
、
い
わ
ば
愛
に
お
け
る
父
性
的
原
理
が
ア
ニ
ム
ス
な
の
で
あ
る
。
ア
ニ
ム
ス
的

　
　
愛
に
も
と
つ
く
認
識
作
用
は
一
見
す
る
と
通
常
の
対
象
認
識
や
、
政
治
的
人
間
の
難
問
認
識
と
非
常
に
似
て
い
る
が
、
そ
れ
が
常
に
愛
に
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よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
と
根
本
的
に
異
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
ア
ニ
ム
ス
的
愛
は
ア
ニ
マ
的
愛
と
つ

ね
に
手
を
つ
な
ぐ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
子
供
の
成
育
す
る
環
境
と
し
て
の
一
つ
の
家
庭
に
お
い
て
、
」
父
親
と
母
親
と

が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
い
ず
れ
も
が
欠
け
な
い
こ
と
が
子
供
の
人
置
形
成
に
非
常
に
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
ア

　
ニ
マ
と
ア
ニ
ム
ス
と
が
共
に
働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
理
想
的
教
師
は
、
ア
ニ
マ
的
愛
に
支
え
ら
れ
て
児
童
へ
の
共
感
的

、
認
識
を
な
す
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
ア
ニ
ム
ス
的
愛
に
支
え
ら
れ
た
批
判
的
認
識
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
ア
ニ
ム
ス

的
愛
に
支
え
ら
れ
た
人
閥
認
識
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
い
ち
お
う
批
凋
の
対
象
と
し
て
き
た
対
象
的
認
識
に
、
そ
の
所
を
与
え
て
生

命
を
甦
ら
せ
る
原
理
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
な
お
将
来
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
ゲ
ー
プ
ず
ッ
テ
ル
の
云
う
「
本
来

的
に
医
術
的
熟
慮
、
計
画
、
行
為
の
意
味
段
階
。
す
な
わ
ち
診
断
的
・
治
療
的
意
味
段
階
」
と
は
こ
の
第
二
の
ア
ニ
ム
ス
的
愛
に
お
い
て

成
立
す
る
も
の
と
云
え
よ
う
。

　
　
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
人
闘
の
生
物
的
存
在
、
知
的
存
在
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
精
神
的
存
在
と
し
て
の
人

間
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
成
立
す
る
愛
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
了
解
は
こ
の
三
つ
の
愛
の
地
平
に
ま
た
が
っ
て
成
立
す
る
認
識
で
あ
り
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
三
つ
の
愛
を
総
称
し
て
エ
ロ
ス
的
愛
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
人
間
を
し
て
究
極
的
に
人
間
た
ら
し
め
る
も
の
は
、
人
間
を
越
え
た
愛
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
霊
的
存
在
と
し
て
の
入
王
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

人
格
の
尖
端
の
火
花
に
お
い
て
成
立
す
る
愛
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ア
ガ
ペ
的
愛
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ア
ガ
ペ
黒
黒
に
包
ま
れ
て

エ
ロ
ス
も
は
じ
め
て
書
聖
の
愛
と
な
る
。
こ
の
包
む
愛
、
抱
擁
q
9
鉾
ω
ω
餌
欝
σ
q
と
い
う
の
が
ブ
ー
バ
ー
の
云
う
出
会
い
に
お
い
て
成
立
す

る
愛
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
昧
で
も
出
会
い
は
人
間
認
識
、
教
育
的
認
識
の
完
成
で
あ
り
、
そ
の
成
立
根
拠
で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。

（
1
）
　
認
鍵
件
ぎ
じ
d
郎
び
①
び
男
。
島
Φ
講
⇔
ぴ
Φ
村
団
誌
冨
ゲ
鐸
昌
σ
q
”
ω
．
①
◎
Q
虞
プ
ー
バ
…
は
、
人
絡
（
℃
Φ
携
α
p
財
。
プ
げ
Φ
δ
と
性
格
（
O
げ
鋤
揺
卸
費
）
と
を
区
別
す

　
る
。
彼
に
し
た
が
え
ば
「
人
格
と
は
、
本
質
的
に
教
師
の
は
た
ら
き
の
外
部
に
成
長
す
る
何
も
の
か
で
あ
り
、
性
絡
と
は
、
そ
の
形
成
に
参
与
す
る

　
こ
と
が
教
師
の
最
大
の
課
題
で
あ
る
何
も
の
か
で
あ
る
」
（
ω
．
①
継
）
こ
の
よ
う
に
彼
は
、
性
格
の
形
成
だ
け
が
教
育
の
課
題
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
教
育
的
認
識
の
構
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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7
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9
）
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さ
に
魅
か
れ
て
そ
の
弟
子
に
な
っ
た
が
、

　
内
村
の
厳
し
き
に
堪
え
き
れ
な
く
な
る
と
ま
た
薪
渡
戸
の
心
の
広
さ
に
魅
か
れ
た
。

　
づ
け
た
。

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

　
の
性
格
の
変
容
に
最
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

　
の
安
定
と
と
も
に
燕
岳
体
は
閥
か
れ
な
い
社
会
と
し
て
圃
幽
し
、

　
理
が
こ
の
後
世
の
義
理
と
異
な
っ
た
の
は
、

　
で
あ
る
。

　
を
御
参
看
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
1
3
）
　
○
Φ
ぴ
墨
慧
Φ
ど
摩
○
δ
α
q
◎
導
①
舞
差
戦
ヨ
＆
巨
巴
巳
・
9
手
紬
簿
驚
8
0
♂
α
q
β
ω
．
ω
謡

（
1
4
）
　
毒
’
○
津
｝
お
ざ
○
．
ω
・
く
H
ω
9
織
蒔
　
　
（
1
5
）
　
3
筏
↓
の
●
鳶
ム

四
二

皆
に
4
ψ
α
Q
Q

O
’
蟹
し
d
o
蒙
◎
～
辱
N
冨
ゲ
毎
α
q
§
仙
目
Φ
げ
窪
（
拙
訳
『
教
育
と
生
』
）

鼠
費
鼠
⇒
じ
d
二
ぴ
Φ
が
鋤
．
鉾
ρ
ω
●
①
①

ρ
円
b
σ
9
『
○
～
切
①
α
q
①
α
q
詳
に
昌
α
Q
髭
質
瓢
田
冠
崖
ゆ
σ
q
”
ω
鯨
G
。
？
傘

該
費
仲
ヨ
じ
ご
¢
び
Φ
が
力
鼠
①
昌
黛
）
2
円
簑
δ
び
二
⇔
σ
q
”
ω
．
腿
O
l
蕊

ρ
円
し
ご
。
出
鋤
。
譲
”
鋤
◎
勲
ρ
ω
．
ω
O
　
　
（
8
）
　
笹
箆
G
ω
’
b
◎
ゆ

新
渡
戸
稲
造
と
内
村
鑑
三
に
は
、
矢
内
簾
忠
雄
、
前
田
多
門
、
南
原
繁
等
の
多
く
の
共
通
の
弟
子
が
あ
っ
た
。
彼
ら
は
初
め
薪
渡
戸
の
心
の
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
赫
渡
戸
の
儒
仰
の
不
徹
底
さ
に
飽
き
足
り
ず
、
内
村
の
門
を
叩
き
心
満
た
さ
れ
る
思
い
が
し
た
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
し
て
彼
ら
は
、
穀
渡
戸
と
内
村
の
共
通
の
弟
子
で
あ
り
つ

　
　
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
は
、
新
渡
戸
と
内
村
が
北
海
道
農
学
校
以
来
の
親
友
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

円
O
o
需
劇
○
段
津
き
窪
ぴ
鴛
Φ
窯
。
彗
Φ
艮
一
諺
空
空
鎧
ゆ
σ
Q
。
。
嘆
o
N
①
。
。
。
。
柳
①
諺
¢
中
ψ
ミ

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
2
．
ゆ
④
同
身
鶯
。
メ
ω
○
節
購
焦
。
霞
偽
ω
o
o
圃
Φ
受
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

「
わ
れ
ー
ー
汝
」
の
関
知
を
失
っ
た
共
同
体
が
人
を
却
っ
て
抑
圧
す
る
機
能
を
果
す
こ
と
の
鍛
も
適
当
な
例
は
、
た
と
え
ば
わ
が
国
で
の
義
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
義
理
に
は
そ
の
成
立
期
に
お
い
て
は
、
僑
頼
に
対
す
る
呼
応
と
い
う
性
格
が
あ
っ
た
が
、
封
建
役
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
田
見
ら
れ
る
よ
う
な
義
理
に
頽
落
し
た
。
戦
国
時
代
の
武
士
集
照
に
お
け
る
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彼
ら
が
つ
ね
に
死
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
「
わ
れ
1
汝
」
の
関
係
が
保
た
れ
た
か
ら

　
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
徳
規
時
代
の
文
学
に
現
わ
れ
た
義
理
と
人
情
」
高
坂
正
顕
編
『
徳
州
時
代
に
お
け
る
人
間
尊
重
の
系
譜
』

結

び

以
上
私
は
教
育
的
認
識
に
お
け
る
種
々
の
問
題
を
略
述
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
最
後
に
、
こ
の
教
育
的
認
識
の
真
理
性
は
い
か
に
し
て
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確
認
さ
れ
、
い
か
に
し
て
保
証
さ
れ
る
か
と
い
う
重
要
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
本
文
中
で
示
し
た
よ
う
に
、

人
間
的
認
識
の
方
法
さ
え
確
立
し
て
い
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
教
育
的
認
識
の
正
し
さ
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
か
一
と
い
う
困
難
な
問

題
に
直
ち
に
ぶ
ち
あ
た
っ
て
し
ま
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
認
識
の
方
法
が
学
問
的
に
は
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
教

育
者
と
し
て
は
不
確
か
な
人
離
認
識
に
も
と
づ
い
て
教
育
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
純
粋
の
学
問
の
世
界
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う

な
ば
あ
い
、
自
裁
の
判
断
を
中
止
し
、
し
た
が
っ
て
行
動
を
中
止
し
て
、
確
か
な
認
識
の
確
立
を
ま
っ
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
教
育
と
い
う
仕
事
は
、
こ
の
よ
う
な
学
問
的
理
由
を
根
拠
に
し
て
や
め
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
挫
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち

ょ
う
ど
医
療
一
と
く
に
精
神
医
学
l
i
の
徴
界
に
似
て
い
る
。
治
療
の
基
礎
と
な
る
人
間
認
識
の
方
法
が
確
立
し
て
な
い
か
ら
と
云
っ

て
、
医
者
は
患
者
を
放
っ
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
百
方
、
治
療
の
道
を
講
ず
る
の
が
医
者
の
使
命
で
あ
り
、
ま
た
医
者
は
そ
れ
を

通
じ
て
彼
の
医
学
的
認
識
を
深
め
る
。
そ
の
よ
う
に
、
教
育
者
も
教
育
的
行
為
を
通
じ
て
自
適
の
教
育
的
認
識
を
深
め
て
い
く
。
こ
の
よ

う
に
教
育
や
医
学
の
世
界
に
、
認
識
が
行
為
を
導
く
と
と
も
に
、
行
為
が
認
識
を
深
め
る
と
い
う
循
環
的
性
格
が
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
こ

に
お
け
る
認
識
の
真
理
牲
は
、
ど
の
よ
う
な
入
間
が
教
育
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
か
、
患
者
の
病
気
は
治
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
、
認
識

に
も
と
つ
く
行
為
の
結
果
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
一
人
の
人
間
の
形
成
、
一
人
の
人
闘
の
治
療
を
め
ざ
す
実
践
的
認
識
に
お
い
て
は
、
自
然
科
学
を
モ
デ
ル
と
す
る
普
遍
妥

当
性
諺
嵩
α
q
①
導
Φ
ぎ
α
q
兜
瓢
σ
q
犀
魚
ぼ
と
い
う
認
識
の
真
理
性
は
成
立
し
得
な
い
。
い
な
、
直
接
に
実
践
性
を
め
ざ
さ
な
く
て
も
、
人
間
の
個
体

に
つ
い
て
は
、
普
遍
妥
当
な
認
識
が
成
立
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
こ
こ
に
ゲ
ー
テ
と
い
う
偉
大
な
個
性
が
あ
る
。
彼
に

関
し
て
は
こ
れ
ま
で
無
数
の
ゲ
ー
テ
像
が
描
か
れ
て
き
た
。
彼
の
よ
う
な
偉
大
な
個
性
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
よ
う
な
多
く
の
像
の

成
立
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
間
に
一
致
を
欠
く
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
が
誤
ま
り
で
あ
る
と
は
思
わ

な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
自
然
科
学
を
モ
デ
ル
と
し
て
き
た
近
代
学
問
の
真
理
性
と
は
異
な
る
真
理
性
が
成
立
す
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。

　
人
間
認
識
に
お
け
る
基
本
的
問
題
は
、
認
識
者
の
主
体
性
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
過
去
の
人
間
の
理
解
を
な
す
に
当
っ
て
、
文

　
　
　
　
教
育
的
認
識
の
構
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

4
　
献
学
的
に
正
し
い
手
つ
づ
き
が
な
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
認
識
の
主
体
の
個
性
が
そ
の
理
解
に
参
与
し
な
け
れ
ば
、
平
板
な
曲
論
醜
し

　
　
か
そ
こ
に
は
結
べ
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
出
鱈
目
な
基
礎
事
実
の
上
に
誤
ま
っ
た
デ
ッ
チ
あ
げ
の
像
を
結
ぶ
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
い
か

　
　
に
し
て
認
識
の
主
体
の
、
客
体
へ
の
参
与
を
認
め
つ
つ
、
し
か
も
そ
こ
に
客
観
性
が
保
証
さ
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
人
閥
認
識
に
お
け

　
　
る
基
本
的
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
私
は
こ
の
よ
う
な
表
題
意
識
に
導
か
れ
て
、
認
識
の
客
観
性
を
保
証
す
る
た
め
に
認
識
に
お
け
る
主
観
的
要
素
の
排
除
に
極
力
努
め
た

　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
．
一
ー
バ
ー
の
社
会
科
学
方
法
論
の
批
判
か
ら
こ
の
稿
を
始
め
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
問
題
提
出
の
意
義
を
非
常
に
高
く
評
価

　
　
し
つ
つ
も
、
彼
の
よ
う
な
方
法
で
は
、
真
理
の
半
面
が
見
失
わ
れ
る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
体
性
の
参
与
は
教
育
的
認
識

　
　
に
絶
対
に
必
要
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
云
っ
て
認
識
の
客
観
性
が
乱
さ
れ
る
よ
う
な
人
聞
認
識
の
在
り
方
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
　
悪
し
き
主
観
性
は
ど
こ
ま
で
も
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
に
要
求
さ
れ
る
の
は
、
主
観
性
か
ら
の
純
化
象
⑦
影
①
汐
斜
－

　
　
餌
勝
σ
q
く
O
p
伽
葭
ω
雌
ぴ
噺
⑦
同
短
籍
ゑ
叶
鋒
と
い
う
ウ
エ
ー
バ
ー
的
態
度
で
は
な
く
、
主
体
的
の
純
化
象
①
菊
色
法
σ
q
仁
ゆ
α
q
縣
窪
ω
瓢
ぼ
①
犀
臨
く
諜
鋒
と

　
　
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
認
識
に
お
け
る
主
体
の
参
与
は
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
こ
で
は
霞
綴
蛾
心
的
な
主
体
の
在
り
方
は

　
　
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
主
体
燃
は
あ
く
ま
で
保
持
さ
れ
る
が
、
我
性
が
砕
か
れ
た
よ
り
深
い
主
体
性
の
地
平
、
こ
の
よ
う
な
地
平
で

　
　
は
じ
め
て
、
主
体
性
と
客
観
性
と
が
排
除
し
合
わ
な
い
認
識
が
成
立
し
、
普
遍
妥
当
的
で
は
な
い
が
、
あ
く
ま
で
真
理
た
る
こ
と
を
や
め

　
　
な
い
真
理
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
見
、
ウ
ェ
ー
バ
…
の
禁
欲
的
な
認
識
と
似
て
い
る
が
、
そ
の
構
造
に
お
い
て
基
本
的
に
異

　
　
な
る
。
私
が
関
与
的
認
識
の
次
元
に
お
い
て
成
立
す
る
と
し
た
出
会
い
と
い
う
出
来
事
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
で
あ
っ
た
。
そ
の
根
拠
は
本
文
で
示
し
た
出
会
い
成
立
の
基
礎
と
な
る
工
専
原
理
i
根
源
的
距
離
と
関
係
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
根
源
的

　
　
距
離
を
も
つ
も
の
が
、
根
源
的
距
離
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
関
係
に
入
る
こ
と
が
幽
会
い
で
あ
り
、
こ
の
出
会
い
は
献
身
的
認
識
の
地
平

　
　
に
お
い
て
成
立
し
た
。
こ
こ
で
は
主
体
の
客
体
へ
の
関
与
も
、
主
体
と
客
体
と
の
根
源
的
距
離
も
共
に
保
証
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は

　
　
こ
こ
に
お
い
て
ウ
ェ
ー
バ
…
の
提
出
し
た
問
題
を
よ
り
高
い
次
元
に
お
い
て
回
復
し
た
も
の
と
云
え
よ
う
。
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と
こ
ろ
で
認
識
に
お
け
る
真
理
性
と
は
何
か
。
そ
れ
は
認
識
内
容
と
認
識
さ
れ
た
も
の
の
一
致
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
教
育
的
認
識
に
お

け
る
真
理
性
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
従
っ
て
真
理
を
非
隠
蔽
性
¢
獅
く
①
旨
○
巴
α
q
o
謬
犀
①
答
と
規
定
す
る

と
し
て
も
、
こ
の
真
理
が
す
で
に
出
来
上
っ
た
も
の
と
し
て
す
で
に
そ
こ
に
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
取
り
出
し
て
く
れ
ば
よ
い
と
い

う
性
質
の
も
の
に
つ
き
ず
、
そ
れ
を
取
り
出
す
過
程
に
お
い
て
、
真
理
が
真
理
と
し
て
創
造
さ
れ
、
あ
る
い
は
少
く
と
も
変
容
さ
れ
る
よ

う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
教
育
的
認
識
に
お
け
る
真
理
は
、
こ
の
後
考
の
側
慮
を
晃
落
せ
ば
成
立
し
な

い
。
私
は
さ
き
に
、
教
育
的
認
識
に
は
、
箏
実
的
側
面
と
規
範
的
側
齎
と
が
あ
り
、
規
範
的
側
面
と
は
「
認
識
対
象
と
し
て
の
被
教
育
者

の
中
に
は
、
成
長
と
堕
落
へ
の
無
限
の
可
能
性
が
宿
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
可
能
性
の
中
の
最
も
素
晴
し
い
も
の
、
彼
の
中
に
ま
ど
ろ
ん

で
い
る
彼
の
本
性
を
、
現
に
あ
る
彼
を
通
じ
て
認
識
し
講
想
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
云
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
ば
は
、
教
育
的
認
識
に
お
け

る
真
理
が
、
す
で
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
と
い
う
意
味
に
つ
き
ず
、
真
理
を
引
き
出
す
（
興
臥
の
プ
窪
）
過
程
に
お
い
て
、
変
容
し
、
向
上
し
、

つ
い
に
は
創
造
さ
れ
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
認
識
の
主
体
た
る
教
育
者
と
認
識
の

客
体
た
る
被
教
育
者
と
の
共
同
に
お
い
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
真
理
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
教
育
と
は
、
教
育
者
と
被
教
育
者
と
の
共

岡
に
よ
る
、
彼
ら
に
お
け
る
信
頼
の
呼
応
の
紐
帯
を
通
じ
て
の
、
被
教
育
者
に
宿
る
真
理
の
実
現
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
教
育
的
認
識
に
お
け
る
真
理
の
確
認
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
精
神
医
学
の
ば
あ
い
に
は
、
治
療
と

い
う
結
果
が
眼
の
前
に
あ
ら
わ
れ
る
。
教
育
の
ば
あ
い
は
、
そ
の
認
識
の
正
し
か
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
二
十
年
、
三

十
年
さ
き
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
人
間
形
成
の
要
臨
が
あ
ま
り
に
も
複
雑
な
現
代
総
会
で
し
か
も
複
雑
な
人
生
の
行
程
で
は
、
認
識

内
容
が
そ
の
ま
ま
実
現
で
き
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
教
育
者
の
認
識
の
真
偽
が
厳
密
な
仕
方
で
検
証
さ
れ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
教
育
的
認
識
に
お
け
る
真
理
は
あ
く
ま
で
半
糞
理
（
顛
鉱
び
≦
筈
践
。
ε
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
は
自

然
科
学
に
お
け
る
ご
と
き
真
理
性
は
保
証
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
教
育
的
認
識
に
お
け
る
真
理
性
が
半
真
理
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
教
育
的
認
識
の
無
意
味
さ
を
結
論
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
教
育
的
認
識
の
梅
造
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そ
れ
は
人
間
の
行
為
に
関
す
る
認
識
の
等
し
く
免
れ
得
な
い
運
命
な
の
で
あ
る
。
教
育
的
認
識
は
そ
の
認
識
の
真
理
蝕
の
確
認
が
困
難
で

　
　
あ
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
そ
の
認
識
の
正
し
さ
が
認
識
の
客
体
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
ね
ば
、
そ
の
認
識
は
そ
の
機
能
を
発
揮
で
き
な

　
　
い
と
い
う
基
礎
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
教
育
的
認
識
に
お
け
る
最
大
の
問
題
は
、
教
育
者
の
こ
の
よ
う
な
認
識
が
被
教
育
者
に
ど
う
受

　
　
け
と
ら
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
認
識
さ
れ
た
被
教
育
者
が
、
そ
の
認
識
を
み
ず
か
ら
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
真
実
で
あ

　
　
る
と
認
め
て
、
そ
れ
ま
で
み
ず
か
ら
描
い
て
い
た
自
己
像
を
破
壊
も
し
く
は
修
正
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
ど
ろ
ん
で
い
た
自
己
か
ら
覚
醒

　
　
し
て
、
生
き
る
勇
気
と
喜
び
を
与
え
ら
れ
、
認
識
に
こ
た
え
る
新
し
い
努
力
の
一
歩
を
始
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
認
識
は
人
生
に
お
い
て
十

　
　
分
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
努
力
を
通
じ
て
新
し
い
人
間
形
成
の
作
用
が
営
ま
れ
る
な
ら
ば
、
教

　
　
育
的
認
識
は
そ
の
役
割
を
果
し
た
も
の
と
書
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
入
間
形
成
の
要
因
が
あ
ま
り
に
も
複
雑
な
現
代
社
会
で
は
、
出
来
上
っ
た
人
爵
形
成
の
結
果
を
教
育
的
認
識
と
一
義
的
に
結
び
つ
け
る

　
　
こ
と
は
、
教
育
の
力
を
あ
ま
り
に
過
大
視
し
、
あ
る
い
は
教
育
に
あ
ま
り
に
多
く
の
責
任
を
押
し
つ
け
る
も
の
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
で

　
　
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
現
代
社
会
に
お
い
て
意
図
的
教
育
の
も
つ
力
は
弱
く
、
し
か
も
教
育
的
認
識
の
正
し
さ
を
吟
味
し
、
教
育
的
効

　
　
果
の
測
定
を
行
な
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
困
難
さ
は
、
教
育
の
意
義
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
の
意
義
と

　
責
任
と
を
高
く
評
毒
す
る
も
の
で
あ
る
。
教
育
的
認
識
関
係
を
通
じ
て
自
己
へ
の
め
ざ
め
、
覚
醒
、
自
覚
に
い
た
ら
な
か
っ
た
人
間
は
、

　
　
こ
の
複
雑
多
岐
な
現
代
社
会
の
中
で
、
多
く
の
価
値
の
中
か
ら
自
己
に
適
し
た
も
の
を
決
断
的
に
選
択
し
、
自
己
教
育
を
お
こ
な
う
こ
と

　
　
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
信
頼
と
愛
と
理
解
の
糸
で
結
ば
れ
た
教
育
的
関
係
が
な
か
っ
た
ら
、
人
は
多
く
途
中
に
し
て
く
ず
お
れ
る

　
　
で
あ
ろ
う
。
教
育
的
認
識
に
お
け
る
そ
の
真
理
性
の
確
認
の
困
難
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
教
育
の
意
義
と
責
任
を
逆
説
的
に
一
が
す
も
の

　
　
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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　magazine　is　to　be　given　together　with　the　last　instal’nzent　of　the　article．

蓋ogik　d£s騒δre盤s

von　Juzo　Ueda

　　Das　H6ren　bringt，　als　der　Ursprung　des　Tonreichs，　den　Ton　hervor．　Der

Ton　hat　die　Zeit　als　selne　．eigene　Form，　wahrend　dey　Raum　zum　Sehen

gelt6rt．　Dass　es　einen　Ton　gibt，　setzt　schon　eine　ursprgngliche　Eiitstehung

der　unendlieh　vielen　T6ne　und　so　auch　der　Musik　voraus．　Die　Zeitlichkeit

der　Mus呈k皿acht　es職mδ91圭ch，　dass　w三r　sie蹟gieich鼠rt量g　ml£d6曲量lde取den

KUnsten　halten，　welchen　die　Zeit　fehlt．

鼠eCO9麹量櫨0聾　aRd　Understand蓋簸90蚕鍛a践　金rO瓢　the

　　　　　　　　　　　　　Viewpoi聡t　oぞ蝕沁ca綴on

by　Ry6en　Minamoto

　　1　have　considered　in　this　article　what　is　the　real　and　true　recognition　and

understanding　of　man　and　how　it　becomes　possible，　selecting　the　case　of

human　relations　in　education．　ln　the　recognition　and　understanding　of　rnan，

both　the　subject　and　object　of　recognition　is　man　himself．　Therefore　within

the　human　relationship　itself　is　contained　the　relation　of　challenge　and

response　and　thus　thls　relationsh1p　of　recognition　is　reciprocal．　Naturally

・this　dffers　from　the　usual　relationship　of　recognition　between　man　and

inanimate　thipgs．

　　Especially　what　is　required　of　the　recognizer　in　hls　capacity　as　educator

in　educational　human　erelations　is　that　he　（＝the　educator）　should　not　only

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



recognize　the　object　of　recognition　（＝：the　recipient　of　education）　as　he

real｝y　1s，　but　also　recognize　him　as　he　should　be　in　future．　By　＞＞he　as

shonld　be　in　future　＜＜　1　mean　his　real　self　which　slumbers　in　hlm　without

his　being　conscious　ef　1t．　lf　in　the　process　of　recognitioR　the　educator

succeeds　in　awal〈ening　the　recipient　of　education　to　his　real　self，　we　can

say　that　the　relationship　of　the　recognition　and　understanding　of　man　from

the　viewpoint　of　education　is　complete．　In　such　a　relationship　what　is

required　of　the　subject　of　recognition　？　He　must　ontologically　participate　in

the　object　of　recognition　through　love　and　reliance．　ln　this　case　how　can

the　truthfulness　of　recognition　be　guaranteed　？

　　Bearing　this　problem　in　mind，　1　have　criticized　here　the　theory　of

recognition　and　understanding　of　man　put　forward　by　Max　Weber　（Wert－

freiheie　theory）　and　Dilthey　（Verstehen　theory）　and　lastly　1　have　shown

that　the　“participant　recognition”　suggested　by　such　religious　philosophers

as　Paul　Tillich　and　MartiR　Buber　could　be　fruitful　if　applied　to　this　line　oi’

research．

Types　of　NatieltalisEri

b2　Shoji　Takashlrna

　　Nationalism　cannot　be　defined　adequately　in　simple　terms，　since　it　usually

assumes　varied　forms　and　expressions．　However，　if　we　are　allowed　to

de飯e　it　tentatively，　nationalism三s　group－consciousness　of　a　certain　nation

aiming　at　lts　unity，　lndependence　and　prosperity，　from　a　deslre　to　possess

its　own　state．　Such　a　definition　is　the　mos£　applicab｝e　to　the　case　of　modern

nations．　And　further，　nationalism，　in　this　sense，　has　two　types　of　signifi－

cance：one　is　the　independence　from　other　countyies　and　the　other　is　the

further　expansion　after　obtaining　the　independence．

　　In　view　of　these　backgrounds，　thls　paper　is　inteR（led　to　clarify　the　type

of　nationalism　available　in　the　contemporary　world．　We　wlsh　to　start　with

the　introduct1on　of　and　our　own　criticism　oR　various　vlews　held　by　scholars

about　the　typology　of　Rationallsm．　ln　writing　this　paper，　we　owe　a　great

deal　to　the　theories　of　H．　Kohn，　M．　Wirth，　C．　J．　H．　Hayes，　E．　H．　Carr，
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