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一
般
教
育
の
目
的
は
、
専
門
教
育
を
受
け
る
に
価
す
る
主
体
的
な
人
間
作
り
に

あ
る
と
考
え
ろ
。
そ
れ
は
決
し
て
、
高
等
学
校
の
教
育
を
整
理
。
調
整
し
、
も
っ

て
専
門
教
育
へ
と
つ
な
ぐ
と
い
う
よ
う
な
中
途
半
端
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。
｜
万
で
は
、
専
門
教
育
を
受
け
る
学
生
の
主
体
的
根
底
を
形
作
り
、
同
時
に
、

大
学
で
身
に
つ
け
る
世
界
観
・
人
生
観
を
包
む
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
が
一
般
教
育
の
核
心
で
あ
る
と
考
え
ろ
。

大
学
が
中
堅
技
術
・
技
能
者
養
成
の
「
専
門
学
校
」
と
相
異
す
る
唯
一
の
特
徴

が
こ
の
一
般
教
育
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
従
っ
て
、
一
般
教

育
科
目
は
、
そ
の
形
式
と
内
容
を
厳
し
く
彫
琢
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。所
謂
、
受
験
学
習
か
ら
脱
し
た
こ
の
時
期
に
こ
そ
、
学
生
は
主
体
的
な
「
知
」

へ
と
む
か
っ
て
困
惑
し
、
混
乱
し
、
そ
し
て
目
覚
め
て
ゆ
く
。
こ
の
時
期
の
教
育

が
そ
の
形
式
と
内
容
と
を
厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

私
立
大
学
の
現
状
に
あ
っ
て
、
一
般
教
育
科
目
は
旧
態
依
然
た
る
学
問
体
系
の

咀
囑
に
終
始
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
言
を
俟
尤
な
い
が
、
ま
た

学
生
の
現
状
に
お
も
ね
っ
て
、
通
俗
的
入
門
と
い
う
、
無
意
味
な
刺
激
を
の
み
与

え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
通
俗
に
行
わ
れ
て
い
る
入
門
的
教

、
、
、

青
の
欺
臓
性
は
厳
し
く
反
省
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
入
門
教
育
は
も
み
手
で

は
じ
め
に

一
般
教
育
科
目
「
文
学
」
の
現
状
と
問
題
点

表
現
力
の
獲
得
へ
む
か
っ
て

学
生
の
読
書
傾
向
は
、
｜
般
の
現
状
に
洩
れ
ず
、
ス
ポ
ー
ツ
紙
．
｜
般
紙
・
マ

ン
ガ
雑
誌
に
は
じ
ま
り
、
Ｓ
Ｆ
小
説
・
流
行
現
代
作
家
の
作
品
類
が
主
流
で
あ
る
。

文
庫
本
・
新
書
本
・
単
行
本
を
問
わ
ず
、
発
刊
さ
れ
た
作
品
を
刺
激
の
一
つ
と
し

て
、
受
動
的
享
受
に
終
始
し
て
し
ま
う
こ
と
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
が

学
生
に
に
じ
り
寄
り
、
み
ず
か
ら
の
体
系
に
引
き
ず
り
込
み
、
そ
し
て
、
ぬ
き
さ

し
な
ら
ぬ
所
で
、
「
や
は
り
」
と
い
う
当
惑
と
困
惑
と
失
望
と
を
学
生
に
与
え
た

、
、
、

後
で
、
再
び
み
ず
か
ら
の
体
系
の
中
に
と
じ
こ
も
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
き
た
な

、
、
、
、

い
や
り
口
で
あ
る
。

真
の
入
門
教
育
は
、
学
生
の
現
状
を
直
視
し
、
そ
の
核
心
に
接
近
し
、
彼
等
の

内
な
る
何
物
か
を
目
覚
め
さ
せ
、
真
の
学
の
何
た
る
か
、
真
の
主
体
性
の
何
た
ろ

か
の
「
知
」
の
自
覚
に
導
く
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
は
赤
裸
々
な
一

●
●

個
人
対
一
個
人
の
対
決
と
対
話
の
場
で
あ
る
。
一
般
教
育
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
真

の
入
門
教
育
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
般
教
育
科
目
と
し
て
の
「
文
学
」
も
、
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
実
施
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ろ
。
以
下
は
、
昭
和
五
十
五
年
度
、
本
学
に
お
け

る
「
文
学
」
の
講
義
を
題
材
と
し
た
「
文
学
」
教
育
の
現
状
と
問
題
点
で
あ
る
。

本
年
度
の
講
義
は
、
表
現
力
の
獲
得
を
主
題
と
し
て
い
ろ
。

１
学
生
の
現
状
と
そ
れ
に
対
す
る
基
本
姿
勢

吉
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読
む
こ
と
と
、
書
く
こ
と
は
、
ま
さ
に
生
成
の
ド
ラ
マ
へ
の
参
画
行
為
と
し
て

学
生
に
位
置
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
が
相
俟
っ
て
、
一
般
教
育
科

目
と
し
て
の
「
文
学
」
を
実
り
あ
る
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
教

●
●
●
●
●
●
●
●

育
は
、
教
員
の
存
在
を
賭
け
た
一
対
一
の
対
話
と
い
う
手
仕
事
の
積
み
重
ね
に
よ

っ
て
初
め
て
結
実
す
る
の
で
あ
る
。

中
学
生
な
み
／

と
は
、
現
代
の
大
学
生
の
表
現
力
に
対
す
る
「
識
者
」
の
す
る
所
の
主
観
的
感
想

で
あ
る
。
彼
等
「
識
者
」
は
一
体
、
何
を
根
拠
に
こ
の
よ
う
な
無
責
任
な
感
想
を

我
々
の
日
常
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
、
文
学
が
商
品
と
し
て
、
大
量
出
版
・
販

売
さ
れ
る
こ
と
は
止
む
を
得
な
い
現
実
で
は
あ
る
が
、
そ
の
性
格
を
冷
徹
に
看
破

し
て
、
出
版
の
洪
水
の
中
か
ら
真
の
問
題
の
あ
り
か
を
さ
ぐ
り
あ
て
る
主
体
的
な

態
度
が
読
書
に
あ
た
っ
て
は
先
ず
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

学
生
は
高
校
段
階
ま
で
に
、
自
己
の
問
題
と
か
か
わ
り
の
な
い
所
で
「
名
作
」

、
、

と
さ
れ
る
作
品
を
読
ま
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
今
ま
た
商
品
と
し
て
の
出
版
洪

水
の
中
で
、
真
の
問
題
か
ら
は
程
遠
い
で
あ
ろ
う
一
時
の
慰
み
と
刺
激
と
を
読
ま

、
、

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
現
状
に
む
か
っ
て
立
ち
あ
が
り
、
各
自
の
問
題
意
識
の
確
認
と
と
も
に
書

を
選
択
す
る
視
座
が
「
読
む
」
こ
と
に
お
い
て
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
「
書
く
」
こ
と
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
学
生
は
高
校
段
階
ま

、
、

で
は
、
書
く
と
は
書
か
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
教
育
を
受
け
て
き
た
の
で
は

、
、

な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
一
方
的
に
場
面
と
主
題
を
与
え
ら
れ
、
書
か
さ
れ
て
き

、
、

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
書
か
さ
れ
た
事
に
対
し
て
責
任
あ
る
具
体
的
指
導
を
受

け
た
者
は
、
皆
無
に
近
い
。
結
果
の
良
し
悪
し
と
い
う
教
員
の
主
観
的
判
断
の
中

で
学
生
は
書
く
こ
と
に
倦
ん
で
き
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
で
は
、
書
く
こ
と
の

意
義
に
対
す
る
学
生
の
自
覚
が
成
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

書
く
、
と
は
本
来
、
世
界
の
生
成
の
謂
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
世
界
を
生
む
と
同

時
に
自
己
を
生
む
の
で
あ
る
。
表
現
を
獲
得
す
る
と
は
、
世
界
と
自
己
と
を
同
時

に
生
む
武
器
を
獲
得
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

本
年
度
の
文
学
講
義
は
次
の
三
本
柱
よ
り
成
り
立
っ
て
い
ろ
。

イ
表
現
と
理
解
の
構
造

ロ
文
学
と
人
生

ハ
表
現
演
習

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
表
現
の
獲
得
へ
と
む
か
う
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
各
章
を

略
述
し
な
が
ら
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

公
言
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
所
謂
「
漢
字
」
・
「
仮
名
遣
い
」
の
誤
用
と
い
う
形

式
的
な
現
象
面
を
と
ら
え
て
そ
う
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
、
批
判
す

る
彼
等
に
「
正
格
」
の
漢
字
・
仮
名
遣
い
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

表
現
・
理
解
に
お
い
て
切
り
む
す
ぶ
私
と
彼
等
学
生
と
は
、
後
述
す
る
如
き

「
貧
し
き
国
語
」
に
お
い
て
あ
る
一
対
一
の
関
係
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
「
貧
し
き
国
語
」
の
只
中
に
あ
っ
て
、
「
知
ら
せ
ろ
」
こ
と
か
ら
、
「
生
ま
せ

ろ
」
こ
と
へ
の
転
換
、
即
ち
主
体
的
「
知
」
の
教
育
へ
の
転
換
が
一
般
教
育
と
し

て
の
「
文
学
」
の
役
割
で
あ
り
、
責
任
で
あ
る
と
考
え
ろ
。

「
文
学
」
へ
の
入
口
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
表
現
と
理
解
の
基
本
構
造
を
教
師

と
学
生
と
の
間
で
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
教
師
と
学
生
と
が

ま
み
え
る
場
面
の
設
定
で
も
あ
る
。

「
文
学
」
へ
の
入
口
に
は
、
日
常
会
話
と
し
て
の
「
口
頭
語
」
が
あ
る
。
事
は

こ
の
性
格
と
役
割
の
分
析
と
反
省
か
ら
始
め
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
総
て
の
学

が
身
近
か
な
具
体
へ
の
疑
問
の
な
げ
か
け
か
ら
発
す
る
の
と
同
然
で
あ
る
。

日
常
会
話
の
基
本
的
性
格
は
、
音
声
を
媒
介
と
し
、
現
実
の
一
回
切
り
の
場
面

に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
「
口
頭
語
」
に
お
い
て
は
、
話
し
手
も
聞
き
手
も
、

２
本
年
度
の
「
文
学
」
講
義

イ
表
現
と
理
解
の
構
造
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い
ま
だ
真
の
主
体
の
自
覚
に
立
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
は
人
は
一
回

、
、
、

切
り
の
場
面
に
酔
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
は
親
和
的
に

相
ま
み
え
る
が
、
そ
の
親
和
性
ゆ
え
に
、
佃
人
が
真
の
自
覚
へ
と
む
か
う
こ
と
か

ら
遠
い
の
で
あ
る
。
日
常
会
話
を
対
話
的
弁
証
の
場
と
す
る
こ
と
は
、
日
常
会
話

本
来
の
場
面
性
と
機
能
か
ら
は
外
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
我
々
が
常
に
経
験
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
対
話
的
弁
証
は
む
し
ろ
会
話
の
後
の
孤
独
か
ら
生
ま
れ
る
で

あ
ろ
う
。

こ
の
「
口
頭
語
」
と
尖
鋭
に
対
立
す
る
場
が
「
文
語
文
」
の
場
で
あ
る
．
’

、
、
、
、
、
、

こ
こ
で
言
う
「
文
語
文
」
と
は
、
勝
義
の
文
章
語
の
謂
で
あ
る
ｌ
そ
こ
で
は
書

手
Ⅱ
Ⅱ
作
者
は
、
直
接
に
ま
み
え
な
い
ゆ
え
、
文
字
と
い
う
形
式
に
お
い
て
表
現

を
行
為
す
る
。
文
字
と
い
う
形
式
は
、
表
現
を
保
存
し
、
多
数
に
伝
達
す
る
と
い

う
外
面
的
機
能
の
み
な
ら
ず
、
作
者
の
内
面
に
お
い
て
表
現
内
容
を
対
話
的
弁
証

的
に
深
化
す
る
機
能
を
有
す
る
。
文
字
は
表
現
を
触
発
し
、
深
化
す
る
の
で
あ
る
。

語
ら
れ
な
い
心
は
、
一
瞬
の
光
の
輝
き
に
も
似
て
、
そ
れ
自
身
は
無
意
味
で
あ

る
。
ま
た
、
親
和
的
な
場
に
お
い
て
語
ら
れ
た
事
柄
も
、
そ
れ
が
対
話
的
深
化
へ

と
弁
証
さ
れ
な
い
以
上
、
そ
の
場
限
り
の
無
意
味
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ

れ
に
対
し
て
、
文
字
に
よ
る
表
現
は
、
対
話
的
深
化
。
止
揚
を
表
現
の
過
程
に
お

い
て
、
お
の
ず
か
ら
機
能
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
書
手
の
内
面
に
こ
そ
対
話
的

弁
証
が
成
る
の
で
あ
る
。
「
書
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
真
に
「
理
解
す
る
」
と
い
う

パ
ラ
ド
ク
ス
は
、
我
々
の
し
ば
し
ば
体
験
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

書
く
こ
と
は
、
人
を
孤
絶
の
場
面
に
閉
じ
る
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
閉
じ
ら
れ
た

人
は
、
閉
塞
ゆ
え
に
情
と
意
と
を
尽
し
た
妥
当
性
へ
と
む
か
っ
て
自
己
の
内
面
に

問
い
か
け
ろ
。
自
身
の
心
は
ま
た
誠
意
を
尽
し
て
こ
れ
に
答
え
よ
う
と
す
る
。
こ

の
自
問
ｌ
自
答
の
徹
底
が
そ
の
表
現
を
全
体
者
へ
と
む
け
て
開
け
働
く
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
書
く
こ
と
の
ド
ラ
マ
が
あ
る
。
書
く
と
は
、
真
に
開
か
れ
た
真
の
密

室
の
行
為
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
勝
義
の
文
章
語
の
意
味
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
勝
義
の
文
章
語
の
理
解
へ
と
お
も
む
く
者
ｌ
読
手
も
ま
た
、
書
手

と
同
様
の
ド
ラ
マ
を
体
験
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
現
代
の
我
々
の
日
常
の
文
章
語
と
さ
れ
て
い
る
「
口
語
文
」

は
、
以
上
の
口
頭
語
ｌ
〈
言
〉
と
「
文
語
文
」
Ｉ
〈
文
〉
と
の
間
に
あ
っ
て
き
わ

め
て
暖
昧
な
性
格
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
両
者
の
性
格
を
き
わ
め
て
複
雑
に
有

し
て
、
し
か
も
刻
々
流
動
・
流
転
し
て
い
る
一
つ
の
現
象
で
あ
る
。

学
生
は
小
学
校
以
来
、
こ
の
口
語
文
の
語
彙
と
文
法
と
文
体
を
学
習
し
て
き
た

の
で
あ
る
。
流
動
す
る
言
語
現
象
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
、
正
格
・
正
規
の
基
準
な

き
口
語
文
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
表
現
力
を
は
ぎ
取
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

い
わ
く
「
思
っ
た
ま
ま
、
見
た
ま
ま
を
書
こ
う
」

い
わ
く
「
話
す
よ
う
に
わ
か
り
や
す
く
書
こ
う
」

い
わ
く
「
仮
名
づ
か
い
は
こ
う
で
あ
る
。
当
用
漢
字
は
あ
あ
で
あ
る
」

口
語
文
は
今
や
現
代
に
お
け
る
文
章
表
現
の
「
常
識
」
で
は
あ
る
が
、
正
格
・
正

規
の
何
た
る
か
を
度
外
視
し
て
便
宜
的
な
規
範
に
あ
て
は
め
る
こ
と
の
み
に
血
道

を
あ
げ
て
き
た
戦
後
の
国
語
教
育
が
、
学
生
の
主
体
的
な
表
現
を
そ
ぎ
殺
し
て
き

た
事
実
を
、
我
々
は
今
直
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

昭
和
二
十
一
年
十
一
月
十
六
日
以
来
、
一
片
の
「
内
閣
告
示
」
に
よ
っ
て
広
布

さ
れ
た
官
製
の
文
体
の
「
常
識
」
に
無
反
省
で
あ
っ
て
は
、
大
学
に
お
け
る
表
現

法
・
文
学
論
は
お
ろ
か
、
小
。
中
・
高
に
お
け
る
国
語
す
ら
語
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

乱
れ
る
日
本
語
、
と
は
世
上
に
か
ま
び
す
し
き
議
論
の
主
題
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
日
本
語
の
何
を
指
し
て
乱
れ
を
言
う
か
が
そ
も
そ
も
混
乱
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
〈
言
〉
で
あ
る
な
ら
ば
、
〈
言
〉
は
本
来
流
動
。
流
転
の
現
象
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
日
本
語
の
活
力
を
賞
讃
し
て
い
る
に
外
な
ら
な
い
。
ま

た
〈
口
語
文
〉
を
指
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
乱
れ
は
、
官
製
の
体
系
に
対
す
る

健
全
な
反
乱
に
外
な
ら
な
い
。
真
の
〈
文
〉
は
か
か
る
乱
れ
か
ら
は
本
来
超
越
し

て
あ
る
。

学
生
の
自
覚
も
、
強
い
ら
れ
た
「
口
語
文
」
か
ら
、
主
体
的
な
く
文
〉
へ
と
翻

る
方
向
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
強
い
ら
れ
た
体
制
と
し
て
の
「
口
語
文
」

の
形
式
を
押
し
付
け
る
こ
と
は
少
く
と
も
大
学
教
育
で
な
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
は
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は
、
表
現
の
も
つ
行
為
性
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
行
為
性
し

味
を
担
い
つ
つ
そ
れ
自
体
の
内
へ
と
深
ま
る
こ
と
で
あ
る
。

文
学
は
ま
ず
、
人
の
知
的
自
立
へ
の
過
程
の
歴
史
と
し
て
語
ら
れ
ろ
。
初
期
に

あ
っ
て
文
学
は
歴
史
や
哲
学
や
宗
教
、
更
に
は
科
学
と
さ
え
も
未
分
化
で
あ
っ
た
。

日
本
人
の
知
性
の
自
立
は
王
朝
初
期
に
成
る
。
知
性
の
充
足
は
知
性
の
葛
藤
を
生

み
、
や
が
て
は
知
性
か
ら
の
突
破
と
い
う
人
生
的
行
為
の
証
言
と
し
て
文
学
は
展

開
す
る
の
で
あ
る
。
知
性
が
観
照
か
ら
行
為
へ
と
働
く
時
、
後
世
、
歴
史
学
と
も

哲
学
と
も
宗
教
学
と
も
、
更
に
は
科
学
と
も
言
わ
れ
る
べ
き
も
の
を
分
出
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
王
朝
か
ら
中
世
へ
の
転
換
は
こ
の
ド
ラ
マ
を
語

る
に
ふ
さ
わ
し
い
典
型
と
考
え
ら
れ
ろ
。

世
中
に
い
づ
ら
我
身
の
あ
り
て
な
し
あ
は
れ
と
や
い
は
む
あ
な
う
と
や
い
は

む
（
古
今
集
・
雑
）

心
だ
に
い
か
な
る
身
に
か
か
な
ふ
ら
む
恩
ひ
し
れ
ど
も
思
ひ
し
ら
れ
ず

（
紫
式
部
集
）

あ
ら
ざ
ら
む
こ
の
世
の
ほ
か
の
思
ひ
出
に
今
ひ
と
た
び
の
あ
ふ
こ
と
も
が
な

（
和
泉
式
部
集
）

心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
し
ら
れ
け
り
し
ぎ
立
つ
沢
の
秋
の
夕
暮
（
山
家
集
）

例
え
ば
、
一
見
雑
然
と
な
ら
ん
で
い
る
よ
う
な
右
の
歌
群
に
お
い
て
も
、
人
の
心

の
展
相
は
見
て
と
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
即
ち
無
常
観
の
観
照
か
ら
身
心
の
相
剋

と
葛
藤
に
至
り
、
観
照
か
ら
行
為
へ
と
働
く
。
そ
し
て
、
人
の
行
為
を
包
む
大
い

な
る
も
の
が
彼
方
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
筋
に
の
っ
と
っ
て
表
現
の
行

為
性
と
い
う
問
題
は
語
ら
れ
ろ
。
文
学
と
人
生
の
最
も
根
底
的
な
か
か
わ
り
の
場

は
、
表
現
の
も
つ
行
為
性
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
行
為
性
と
は
表
現
が
人
生
の
意

な
い
の
で
あ
る
。
勝
義
の
文
学
は
勝
義
の
〈
文
〉
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
こ
と

を
知
る
こ
と
か
ら
、
文
学
へ
の
認
識
は
開
始
さ
れ
ろ
。

こ
の
間
の
事
情
は
最
も
長
い
時
間
を
費
し
て
語
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
作
品
で

ロ
文
学
と
人
生

文
学
の
講
義
は
理
論
・
知
識
の
授
受
に
終
わ
っ
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
最
終
的

に
は
、
学
生
の
手
と
頭
と
で
も
っ
て
、
表
現
の
場
に
至
ら
し
む
ろ
こ
と
が
肝
要
で

あ
る
。
そ
し
て
、
相
互
批
評
を
通
じ
て
、
学
生
が
み
ず
か
ら
の
表
現
を
反
省
す
る

場
を
作
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
表
現
演
習
の
大
綱
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
〈
文
〉
に
か
か
わ
る
立
場
の
説
明

②
語
・
文
・
文
章
の
説
明

③
題
の
提
示
（
主
題
の
徹
底
・
素
材
の
選
択
を
含
む
）

④
表
現
演
習

⑤
自
評
・
自
己
添
削
の
作
業

⑥
コ
ピ
ー
作
成

⑦
相
互
批
評

③
表
現
の
浄
書
提
出

⑨
評
価
、
、

書
か
さ
れ
っ
ぱ
な
し
に
さ
れ
た
所
か
ら
、
み
ず
か
ら
書
く
こ
と
へ
の
転
換
、
そ

し
て
、
書
く
こ
と
か
ら
批
評
す
る
こ
と
へ
の
立
場
の
転
換
に
よ
っ
て
、
書
く
こ
と

の
意
義
の
発
見
に
む
か
わ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
書
く
こ
と

に
よ
る
自
己
の
発
見
・
主
体
的
な
自
己
の
深
ま
り
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
表

現
教
育
に
あ
た
っ
て
は
、
表
現
行
為
が
表
現
意
欲
の
喚
起
に
つ
な
が
る
指
導
が
最

も
肝
要
で
あ
る
と
考
え
ろ
。
以
下
、
章
を
あ
ら
た
め
て
表
現
演
習
の
手
順
と
方
法

を
の
べ
た
い
。

い
え
ば
、
古
今
和
歌
集
か
ら
新
古
今
和
歌
集
へ
の
転
換
の
論
理
、
作
家
で
い
え
ば
、

紀
貫
之
・
紫
式
部
・
和
泉
式
部
・
藤
原
定
家
・
西
行
・
心
敬
・
芭
蕉
ら
が
こ
の
行

為
へ
と
働
く
表
現
を
語
る
絶
好
の
素
材
で
あ
る
。

ハ
表
現
演
習
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⑪
表
現
者
の
立
場

学
生
を
表
現
へ
と
お
も
む
か
せ
る
時
、
最
初
に
十
分
確
認
し
て
お
き
た
い
の
が
、

こ
の
「
表
現
者
の
立
場
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
形
式
の
み
な
ら
ず
、
表

現
内
容
に
ま
で
深
い
か
か
わ
り
を
も
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

初
歩
の
学
生
は
、
表
現
と
い
う
こ
と
を
と
も
す
れ
ば
自
己
満
足
の
つ
ぶ
や
き
と

し
て
誤
解
す
る
。
ま
た
、
表
現
の
当
面
の
理
解
者
と
な
る
教
師
へ
の
お
も
ね
り
の

文
体
や
皮
肉
の
内
容
に
終
始
す
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
の
典
型
的
な
表
わ
れ
が
、
文
末
の
乱
れ
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
だ
・
で
あ
る

調
」
と
い
う
常
体
文
と
「
で
す
・
ま
す
調
」
と
い
わ
れ
る
敬
体
文
と
の
混
合
で
あ

る
。
こ
れ
は
単
に
形
式
上
の
事
柄
に
す
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
表
現
者
の
判
断

力
と
主
体
性
と
責
任
と
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
そ
の
原
因
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
文
体
で
は
、
そ
の
内
容
が
単
な
る
事
柄
の
羅
列
や
主
観
の
連
続
で
あ
る
場

合
が
多
い
。

こ
こ
で
徹
底
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
が
、
先
に
述
べ
た
く
文
〉
表
現
の
立

場
の
こ
と
で
あ
る
。

〈
文
〉
の
立
場
に
お
け
る
文
は
、
判
断
の
十
分
な
る
妥
当
性
を
担
い
、
文
章
は

書
手
の
主
体
性
と
責
任
を
担
っ
て
展
開
す
る
。
書
手
は
一
個
人
と
し
て
立
ち
、
判

断
の
妥
当
性
と
主
体
性
と
責
任
と
を
自
覚
し
つ
つ
、
み
ず
か
ら
の
置
か
れ
た
一
個

人
と
し
て
の
立
場
を
十
全
に
尽
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
書
手
の
内
面
へ
の

徹
底
が
、
時
と
所
を
越
え
た
社
会
的
・
歴
史
的
全
体
者
の
内
面
か
ら
の
理
解
へ
と

蘇
る
可
能
性
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
。

〈
文
〉
に
お
け
る
表
現
は
、
社
会
的
・
歴
史
的
全
体
者
に
む
か
っ
て
個
人
と
し

て
立
つ
と
い
う
立
場
に
お
い
て
始
め
て
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

Ｓ
表
現
漬
習

イ
基
本
の
確
認

②
表
現
の
基
本

ａ
概
念
を
あ
ら
わ
す
「
語
」

抽
象
度
の
高
い
、
概
念
を
あ
ら
わ
す
語
を
多
数
身
に
つ
け
、
使
い
こ
な
す
こ
と

は
、
学
生
に
と
っ
て
も
っ
と
も
手
っ
と
り
早
い
、
表
現
へ
の
武
器
の
獲
得
と
な
る
。

現
代
日
本
語
で
は
、
こ
れ
ら
の
大
部
分
が
漢
字
二
字
の
熟
語
に
成
句
さ
れ
て
い

る
。
冗
長
な
表
現
へ
と
流
れ
る
こ
と
に
対
し
て
漢
文
体
の
応
用
で
も
っ
て
歯
止
め

を
か
け
て
き
た
日
本
語
の
伝
統
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
ろ
う
か
、
近
代
・
現

代
の
翻
訳
用
語
も
、
こ
の
伝
統
に
の
っ
て
、
漢
字
二
字
に
熟
語
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。類
義
・
反
義
の
組
み
合
せ
を
は
じ
め
、
主
述
の
関
係
・
修
飾
ｌ
被
修
飾
の
関
係

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
組
み
合
せ
で
、
漢
字
二
字
の
熟
語
は
一
つ
の
陳
述
作
用
を
内
に

秘
め
て
、
表
現
の
核
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
習
熟
に
あ
た
っ
て
は
、
決
し
て
「
漢
字
書
き
取
り
」
と
い
う
視
点
で
取
り

組
ん
で
は
な
ら
な
い
。
冗
長
な
表
現
を
二
字
に
て
言
い
あ
て
る
訓
練
を
通
じ
て
、

引
き
し
ま
っ
た
表
現
の
形
の
妙
味
を
学
生
に
示
す
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

残
念
な
こ
と
に
は
、
小
学
校
の
段
階
で
、
学
年
別
漢
字
配
当
と
い
う
基
準
が
あ

り
、
早
い
時
期
か
ら
の
訓
練
が
現
行
の
学
校
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
学
生
が
「
平

わ
」
と
書
き
「
み
ん
主
主
ぎ
」
と
書
く
の
も
、
初
期
か
ら
の
教
育
理
念
の
不
徹
底

の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
こ
の
熟
語
の
有
す
る
反
面
の
危
険
性
も
、
同
時
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
学
生
は
生
硬
・
独
善
の
熟
語
を
ふ
り
ま
わ
し
が
ち
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
一
部
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
造
語
は
、
そ
の
文
脈
と
と
も
に
理
解
さ
れ
、

再
使
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
注
意
は
学
生
を
お
の
ず
か
ら
、
語
意
識
か
ら

文
脈
意
識
へ
と
む
け
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
学
生
は
こ
の
概
念
熟
語
の
限
界
も
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
各
人
の
各
様

の
思
想
・
感
情
が
す
ん
な
り
と
概
念
熟
語
に
収
ま
り
切
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。
悪
く
す
れ
ば
、
個
性
的
な
思
想
・
感
情
が
熟
語
と
い
う
枠
に
ふ
り
ま
わ
さ

￣
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ｂ
文
の
構
造

初
歩
の
学
生
は
と
も
す
れ
ば
、
ね
じ
れ
に
ね
じ
れ
た
長
大
な
一
文
を
引
き
ず
り

ま
わ
す
こ
と
を
や
る
。
そ
こ
で
は
、
主
述
の
相
関
や
文
脈
の
呼
応
が
破
綻
し
て
い

ろ
。
確
か
に
、
主
題
に
つ
い
て
の
「
統
覚
」
は
、
主
述
未
分
で
あ
り
、
呼
応
以
前

の
一
な
る
も
の
で
は
あ
る
。
初
歩
の
学
生
は
そ
の
一
な
る
も
の
を
直
裁
に
か
つ
無

秩
序
に
引
き
ず
り
出
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

文
は
基
本
的
に
は
「
統
覚
」
を
主
語
・
述
語
の
関
係
へ
と
「
陳
述
」
す
ろ
形
式

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
主
体
的
判
断
の
形
式
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
最
も
単

純
な
ろ
基
本
は
「
単
文
」
で
あ
る
。
従
っ
て
、
主
題
へ
と
む
か
っ
て
単
文
表
現
を

積
み
重
ね
て
ゆ
く
と
い
う
訓
練
が
文
の
認
識
に
お
い
て
は
最
も
有
効
な
方
法
で
あ

る
。
寸
鉄
を
帯
び
ず
、
単
文
に
お
い
て
判
断
の
妥
当
性
を
確
認
し
つ
つ
、
推
論
へ

と
文
章
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
文
章
表
現
の
基
本
的
訓
練
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
訓
練
で
あ
っ
て
、
実
際
の
表
現
で
は
な
い
。
あ
る

場
合
に
は
、
冗
長
・
長
大
な
ね
じ
れ
の
文
を
提
示
し
て
こ
れ
を
裁
断
し
、
適
切
な

文
章
と
し
て
接
続
さ
せ
る
こ
と
も
有
効
な
訓
練
で
あ
ろ
う
。

こ
の
段
階
で
、
書
く
こ
と
に
し
り
ご
み
し
て
い
た
者
は
一
歩
一
歩
表
現
に
近
付

い
て
ゆ
く
し
、
我
流
の
文
体
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
て
い
た
者
も
、
今
ま
で
の
文
体
を

解
体
し
な
が
ら
、
新
し
い
文
体
へ
と
蘇
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
学
生
は
文
の
み
な
ら
ず
、
文
と
文
と
の
接
続
の
厳
し
さ
が
す
で
に

問
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。

い
き
い
き

な
ま

れ
て
、
生
々
と
し
た
原
初
の
一
息
味
を
失
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
各
人
の
生
の

思
想
・
感
情
と
、
そ
れ
を
表
わ
す
熟
語
と
の
間
の
「
距
離
」
を
常
に
冷
静
に
看
視

す
る
視
点
が
要
求
さ
れ
ろ
。
こ
の
「
距
離
」
感
が
、
学
生
に
文
脈
へ
の
注
意
と
意

識
を
め
ば
え
さ
せ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

ｃ
文
章
・
文
体

文
章
展
開
に
あ
た
っ
て
は
、
先
に
述
べ
た
接
続
の
妥
当
性
に
注
意
す
る
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
方
向
を
逆
に
と
っ
て
、
全
体
か
ら
部
分
を
レ
イ
ア
ウ
ト
す

る
こ
と
に
注
目
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
全
体
構
成
は
メ
モ
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
。

こ
の
メ
モ
も
単
に
平
面
的
な
羅
列
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
効
果
的
な
表
現
へ
と

レ
イ
ア
ウ
ト
す
る
立
体
的
な
構
成
が
大
切
で
あ
る
。
こ
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
よ
っ
て

筋
が
決
定
す
る
。

レ
イ
ア
ウ
ト
に
続
い
て
は
、
最
初
の
一
文
の
工
夫
が
ほ
し
い
。
書
き
出
し
の
一

文
は
読
者
を
表
現
へ
と
注
目
さ
せ
る
も
っ
と
も
赤
裸
々
な
顔
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。次
に
は
、
結
論
の
立
て
か
た
、
あ
り
か
た
を
十
分
に
推
敲
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
学
生
は
、
論
の
な
り
ゆ
き
次
第
で
安
易
に
も
矛
盾
す
る
結
論
を
苦
し
ま
ぎ

れ
に
付
け
加
え
る
こ
と
を
し
易
い
か
ら
で
あ
る
。

所
で
、
円
滑
な
文
章
表
現
の
た
め
に
は
、
各
人
独
自
の
文
体
を
身
に
つ
け
る
必

要
が
あ
る
。
自
己
の
文
体
と
は
書
き
つ
つ
生
れ
る
も
の
で
あ
り
、
書
く
こ
と
の
積

み
重
ね
で
成
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
若
い
時
代
に
は
、
す
ぐ
れ
た
文
体
の
盗
用
・

模
写
と
い
う
こ
と
も
ま
た
あ
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
読
書
に
あ
た
っ
て
は
、
特

に
好
ま
し
い
文
体
を
発
見
す
る
視
点
を
も
つ
こ
と
も
指
導
に
あ
た
っ
て
念
頭
に
置

き
た
い
事
の
一
つ
で
あ
る
。

ｄ
仮
名
遣
い
・
漢
字
・
句
読
点
な
ど

現
代
の
大
学
生
の
表
現
を
批
判
す
る
一
般
の
視
点
は
、
仮
名
遣
い
・
漢
字
の
誤

用
、
句
読
点
の
打
ち
方
如
何
、
原
稿
用
紙
の
使
い
方
な
ど
に
終
始
し
て
い
る
観
が

あ
る
。
こ
れ
ら
が
最
も
批
判
し
易
い
観
点
で
あ
る
と
一
般
に
は
信
じ
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
視
点
に
く
ら
ま
さ
れ
て
学
生
の
表
現
力
を
云
々
す
る

こ
と
は
批
判
の
貧
困
で
あ
る
。

彼
等
の
批
判
の
根
拠
を
さ
ぐ
っ
て
み
ろ
と
、
国
語
学
的
に
は
随
分
と
暖
昧
な
も

の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
等
の
根
処
は
、
多
分
、
昭
和
一
一
十
一
年
以
来
の
内

閣
告
示
に
よ
る
「
現
代
仮
名
遣
い
」
・
「
送
り
仮
名
の
付
け
方
」
・
「
当
用
漢
字
」

な
ど
の
体
系
と
思
想
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。



と
い
う
も
っ
と
も
ら
し
い
制
限
が
付
さ
れ
て
い
ろ
。
こ
こ
に
彼
等
の
論
理
的
矛
盾

が
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
ろ
。
個
人
個
人
の
主
体
的
な
使
用
を
離
れ
て
、
一
般

社
会
で
用
い
ろ
、
そ
の
よ
う
な
表
記
法
は
果
し
て
存
在
し
得
る
の
か
。
「
一
般
社

会
で
用
い
ろ
」
と
い
う
が
、
「
用
い
ろ
」
の
は
誰
な
の
か
。
主
語
の
欠
落
し
た
妙

な
日
本
語
の
な
か
に
個
人
と
い
う
表
現
の
原
点
が
み
ご
と
に
欠
落
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

い
わ
ゆ
る
現
代
表
記
法
は
、
印
刷
業
界
の
便
宜
を
は
か
り
、
主
体
性
な
き
官
界

人
の
公
文
書
の
体
裁
を
つ
く
ろ
う
も
の
で
は
あ
ろ
う
と
も
、
学
校
で
教
授
す
べ
き

表
記
・
表
現
の
規
範
と
な
る
べ
き
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。

学
校
で
教
授
さ
れ
る
べ
き
は
、
学
的
体
系
に
の
っ
と
っ
た
伝
統
的
表
記
法
と
文

法
と
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
個
人
は
こ
れ
に
の
っ
と
り
、
各
人
の
判
断
で
表
記
・

表
現
し
、
そ
し
て
各
人
が
そ
の
責
任
を
ひ
き
う
け
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
表
現

表
現
し
、
そ
し
て
各
人
が
え

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
確
か
に
、
小
・
中
。
高
の
教
科
書
の
基
準
と
な
っ
て
き
た
も
の
で
あ

る
が
、
い
ず
れ
も
が
文
章
表
現
の
基
準
を
「
口
語
文
」
と
い
う
暖
昧
な
文
体
に
置

き
、
表
音
表
記
を
指
向
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

当
時
、
ま
ず
新
聞
・
雑
誌
・
印
刷
界
が
こ
れ
に
飛
び
つ
い
た
。
簡
便
な
ろ
表
記

法
が
、
文
化
の
大
衆
化
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
や
こ
の

現
代
表
記
法
は
国
語
教
育
体
制
の
根
底
と
な
っ
て
い
ろ
。

昭
和
五
十
一
年
の
国
語
審
議
会
報
告
、
新
漢
字
表
試
案
前
文
に
は

そ
れ
は
一
般
社
会
生
活
で
用
い
る
も
の
で
あ
っ
て
．
…
：
個
人
個
人
の
漢
字
便

用
に
ま
で
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

と
い
う
も
っ
と
も
ら
し
い
制
限
が
付
さ
れ
て
い
ろ
。

表
音
的
口
語
文
を
指
向
す
る
簡
便
・
暖
昧
な
表
現
教
育
の
中
で
、
教
師
は
表
現

・
文
法
を
教
授
す
る
こ
と
に
遼
巡
し
、
純
な
ろ
生
徒
は
、
形
式
的
教
育
の
中
で
倦

み
飽
き
て
き
た
。
そ
の
総
決
算
が
、
今
、
大
学
生
の
表
記
・
表
現
に
現
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
確
か
に
そ
れ
は
大
混
乱
を
き
た
し
て
い
ろ
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

、
、
、
、

の
混
乱
は
彼
等
の
健
全
な
ろ
反
応
な
の
で
あ
る
。

大
学
生
の
誤
字
・
誤
記
を
皮
肉
り
嘆
く
一
部
マ
ス
コ
ミ
・
教
育
界
の
「
識
者
」

ｃ
実
施

①
題
の
提
示
「
題
」
は
前
も
っ
て
幾
つ
か
与
え
て
お
く
、
初
歩
に
お
い
て

は
、
題
は
複
数
で
、
具
体
的
な
も
の
と
抽
象
的
な
も
の
、
身
近
か
な
も
の
と
一
般

的
な
も
の
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
も
の
を
ま
ぜ
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
学
生
は
自
己
の
問
題
意
識
の
あ
り
方
に
従
っ
て
題
を
選
ぶ
。
初
歩
の
段
階
で

題
を
一
つ
に
制
限
し
、
一
般
的
・
抽
象
的
な
も
の
に
す
る
と
、
題
に
制
約
さ
れ
て
、

ｂ
レ
ポ
ー
ト
用
紙

常
識
的
に
は
原
稿
用
紙
で
あ
ろ
う
が
、
原
稿
用
紙
と
は
本
来
、
編
集
・
印
刷
の

便
の
た
め
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
由
な
表
記
の
で
き
る
レ
ポ
ー
ト
用

紙
が
最
も
便
利
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
後
で
コ
ピ
ー
す
る
便
も
か
ね
て
い
ろ
。
国
語

表
記
は
言
う
ま
で
も
な
く
縦
書
に
限
る
。

⑩
用
意
す
ろ
も
の

ａ
国
語
辞
典

簡
便
で
使
い
易
い
も
の
を
常
時
携
帯
さ
せ
、
常
に
音
と
意
と
を
対
照
さ
せ
る
よ

う
に
す
る
。

に
今
、
反
省
が
求
め
ら
れ
て
い
ろ
。
「
親
友
」
な
ら
ぬ
「
心
友
」
を
書
く
学
生
を

批
判
す
る
あ
な
た
方
に
、
そ
う
批
判
す
る
根
拠
と
立
場
が
あ
る
の
か
。
「
み
づ
か

ら
き
づ
け
ろ
」
と
書
く
学
生
を
添
削
す
る
こ
と
が
正
し
い
の
か
。
見
せ
か
け
の
便
、

宜
ゆ
え
に
自
分
達
が
支
持
し
、
飛
び
つ
い
た
表
記
体
制
に
対
す
る
若
い
彼
等
の
し

、
、
、
、

た
だ
か
な
し
っ
ぺ
い
が
え
し
が
今
、
行
わ
れ
て
い
る
の
て
あ
る
。

酩
酊
す
る
父
よ
り
生
み
い
だ
さ
れ
た
我
等
は
、
先
天
的
酩
酊
の
只
中
に
あ
る
。

こ
の
混
乱
の
中
か
ら
、
新
た
な
ろ
表
記
・
表
現
が
誕
生
す
る
事
を
私
は
彼
等
若
者

の
一
人
一
人
の
主
体
性
に
託
す
る
外
は
な
い
。

ロ
演

習

一一一



②
作
成
あ
る
程
度
の
個
人
差
は
あ
る
が
、
六
十
分
も
し
く
は
九
十
分
を
あ

て
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
九
十
分
で
作
成
す
る
場
合
、
十
分
な
推
敲
の
上
、
後

述
す
る
が
、
十
行
程
度
の
「
自
評
」
を
書
き
加
え
さ
せ
る
こ
と
が
一
つ
の
有
効
な

演
習
方
法
で
あ
る
。

学
生
は
自
由
な
表
現
へ
の
意
欲
を
失
う
事
例
が
多
く
見
う
け
ら
れ
ろ
。
逆
に
、
全

く
の
自
由
題
に
す
る
と
、
初
歩
の
学
生
は
、
い
た
ず
ら
に
混
乱
す
る
。
あ
る
程
度

の
制
限
と
指
示
の
中
で
、
表
現
演
習
の
場
を
作
る
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
。

題
に
つ
い
て
の
レ
イ
ァ
ウ
ト
メ
モ
、
書
き
出
し
の
一
文
、
結
論
の
工
夫
な
ど
は

準
備
さ
せ
て
お
く
。

③
評
価
へ
の
準
備
で
き
れ
ば
全
員
の
、
も
し
く
は
適
切
な
枚
数
の
作
品
を

コ
ピ
ー
し
て
、
全
員
に
小
冊
子
と
し
て
配
布
す
る
準
備
を
す
る
。
こ
の
こ
と
は
前

な
ま

も
っ
て
学
生
に
そ
の
む
ね
を
告
げ
て
お
く
。
作
ロ
叩
が
生
の
ま
ま
で
眼
前
に
提
示
さ

れ
る
こ
と
が
、
自
己
と
作
品
と
の
親
近
感
と
距
離
感
と
を
学
生
に
実
感
さ
せ
や
す

い
。
そ
こ
に
は
、
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
自
己
の
表
現
が
あ
る
の
で
あ
る
。

一
作
に
対
し
て
、
十
分
程
度
の
時
間
を
設
け
、
学
生
に
朱
を
入
れ
き
せ
添
削
さ

せ
る
。
次
い
で
朱
を
も
と
に
数
名
の
学
生
に
批
評
・
感
想
を
の
べ
さ
せ
ろ
。
批
評

す
る
こ
と
も
一
つ
の
表
現
で
あ
る
。
批
評
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
生
は
反
省

か
ら
自
覚
へ
と
蘇
る
。
完
成
さ
れ
た
作
品
の
前
で
は
、
学
生
は
感
嘆
し
沈
黙
す
る

ば
か
り
で
あ
る
が
、
未
完
成
の
作
品
の
前
で
は
、
学
生
は
容
赦
な
く
、
活
発
に
な

る
。
批
判
す
る
立
場
と
、
批
判
さ
れ
る
立
場
と
に
交
互
に
入
れ
換
わ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
学
生
は
対
話
的
弁
証
の
場
へ
と
開
け
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
は
低
次
の

優
越
感
・
屈
辱
感
の
入
り
こ
む
隙
の
な
い
場
と
し
て
、
教
師
に
よ
っ
て
演
出
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ
評

価

学
生
の
表
現
内
容
に
つ
い
て
、
批
判
を
す
る
場
合
、
結
果
的
な
優
劣
と
い
う
主

観
的
批
評
は
さ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
学
生
各
人
の
レ
ベ
ル
に
あ
わ
せ
て
具
体

的
な
指
導
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
大
学
生
の
表
現
内
容
を
批
判
す

る
場
合
、
大
体
次
の
六
段
階
の
欠
点
を
目
や
す
に
し
て
い
ろ
。

ａ
素
材
に
対
す
る
分
析
力
の
不
足

学
生
が
最
も
身
近
か
な
話
題
を
素
材
と
す
る
態
度
は
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
余

り
に
も
身
近
か
な
特
殊
す
ぎ
る
素
材
は
、
主
題
へ
と
抽
象
さ
れ
に
く
い
。
特
殊
な

話
題
は
そ
れ
自
身
で
表
現
者
を
閉
塞
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。
そ
う
い
う
素
材

の
み
に
か
か
わ
る
彼
等
に
一
般
的
な
読
書
・
作
文
を
勧
め
る
の
は
そ
ぐ
わ
な
い
。

た
と
え
特
殊
な
素
材
で
あ
っ
て
も
、
立
場
を
か
え
た
別
の
角
度
か
ら
照
射
し
分
析

す
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
二
つ
の
立
場
の
振
幅
に
よ
っ
て
、
彼
等
は
個
別
的
特

殊
の
呪
縛
を
離
れ
て
、
特
殊
な
素
材
の
彼
方
に
あ
る
問
題
を
発
見
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。

最
後
に
書
手
と
教
師
と
の
一
対
一
の
対
話
で
評
価
は
し
め
く
く
ら
れ
ろ
。
こ
れ

ら
の
批
評
を
念
頭
に
置
い
た
浄
書
稿
が
提
出
さ
れ
、
最
初
の
表
現
と
の
間
の
距
離

に
よ
っ
て
所
謂
成
績
評
価
が
成
さ
れ
る
。

ｂ
主
題
へ
接
近
す
る
力
の
不
足

こ
れ
は
手
に
余
る
主
題
に
取
り
組
む
場
合
に
よ
く
見
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
ａ
と

は
逆
に
、
抽
象
的
な
主
題
の
抽
象
性
に
呪
縛
さ
れ
て
堂
々
め
ぐ
り
の
抽
象
的
循
環

論
に
閉
塞
さ
れ
る
例
は
、
知
的
自
立
の
過
程
に
あ
る
大
学
生
の
文
章
表
現
に
よ
く

見
う
け
ら
れ
ろ
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
主
題
に
つ
い
て
の
適
切
な
具
体
例
を
挙
げ

さ
せ
、
そ
こ
へ
と
抽
象
を
分
解
さ
せ
、
さ
ら
に
具
体
を
分
析
さ
せ
て
、
も
う
一
度

抽
象
へ
と
回
復
さ
せ
る
指
導
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
学
生
は
新
し
い
具
体
の
発

一
一
学
生
の
陥
り
易
い
欠
点
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見
を
得
る
の
で
あ
る
。

ａ
。
ｂ
の
よ
う
に
、
具
体
か
ら
抽
象
へ
、
更
に
は
抽
象
か
ら
新
た
な
ろ
具
体
へ

と
転
換
す
る
と
い
う
思
考
作
業
が
、
学
生
に
内
面
へ
の
深
ま
り
を
自
覚
さ
せ
、
表

現
へ
と
意
欲
さ
せ
る
決
め
手
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ろ
。

ｃ
筋
の
一
貫
性
に
対
す
る
認
識
の
不
足

こ
れ
は
口
頭
語
的
表
現
・
理
解
に
慣
ら
さ
れ
て
き
た
現
代
学
生
の
陥
り
易
い
欠

陥
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ろ
。
「
話
す
よ
う
に
書
く
」
と
い
う
口
語
文
体
の
も
つ
一

つ
の
欠
陥
で
あ
る
。
も
と
よ
り
「
話
し
」
に
筋
の
一
貫
性
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し

て
は
、
筋
の
矛
盾
を
厳
し
く
指
摘
し
て
、
矛
盾
が
お
こ
っ
た
作
者
の
思
考
過
程
を

分
析
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
結
論
の
導
き
方
の
妥
当
性
・
必
然
性
を
厳

し
く
追
及
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

こ
の
欠
陥
を
さ
け
る
た
め
に
も
、
徹
底
し
た
メ
モ
・
レ
イ
ア
ウ
ト
作
り
を
訓
練

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
は
二
種
類
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
一
つ
は
主
観
的
な
判
断
に
終
始
す
る
例
、

そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
早
ま
っ
た
判
断
を
下
す
例
で
あ
る
。

前
者
の
主
観
的
閉
塞
は
、
作
者
と
素
材
と
の
対
決
の
姿
勢
に
欠
け
る
と
こ
ろ
に

起
因
す
る
場
合
が
多
い
。
作
者
が
素
材
を
素
通
り
し
て
根
拠
の
な
い
主
観
に
包
ん

で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
の
速
断
は
、
主
観
的
結
論
へ
と
強
引
に
突
き

進
む
時
に
お
こ
る
こ
と
が
多
い
。

い
ず
れ
も
、
作
者
に
対
し
て
、
反
対
の
立
場
を
仮
に
呈
示
し
て
、
作
者
の
主
観

の
一
面
性
を
指
摘
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
作
者
は
、
表
現
に
お
い
て
期
す
べ

き
論
理
性
・
客
観
性
・
主
体
性
に
つ
い
て
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
自
己
を

相
対
化
し
つ
つ
堀
り
さ
げ
て
ゆ
く
こ
と
が
、
真
の
主
体
性
の
発
見
へ
と
つ
な
が
る

の
で
あ
る
。

ｄ
主
観
的
閉
塞

ｅ
傍
観
的
態
度

こ
れ
に
も
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
一
つ
は
、
素
材
を
多
彩
に
羅
列
す
る
こ
と

に
終
始
し
て
、
そ
れ
が
主
題
に
取
り
組
む
主
体
的
な
自
己
の
表
現
へ
と
深
ま
ら
な

い
例
で
あ
る
。
素
材
と
自
己
と
の
具
体
的
な
か
か
わ
り
方
を
反
省
し
、
表
現
す
る

者
自
身
の
責
任
を
自
覚
す
る
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
も
っ
と
も
ら
し
い
無
難
な
結
論
へ
と
逃
げ
る
例
で
あ
る
。
そ
の

結
論
へ
の
転
換
に
は
少
し
も
必
然
性
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
書
手
が
結
論
を

導
き
、
そ
こ
へ
と
翻
る
過
程
を
し
っ
か
り
と
反
省
・
分
析
さ
せ
た
い
。
「
し
た
が

っ
て
、
ぼ
く
は
好
い
子
に
な
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
」
式
の
結
論
ほ
ど
欺
職
に
満

ち
た
も
の
は
な
い
。

以
上
の
ａ
か
ら
ｅ
ま
で
の
欠
陥
は
、
書
手
が
口
頭
語
的
立
場
か
ら
一
歩
も
自
立

し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
お
こ
る
と
考
え
ら
れ
ろ
。
「
わ
か
り
や
す
く
」
「
そ

の
ま
ま
を
」
「
話
す
よ
う
に
」
書
こ
う
と
い
う
表
現
教
育
は
ま
こ
と
に
困
り
も
の

で
あ
る
。
〈
言
〉
へ
と
逆
行
す
る
口
語
文
で
は
な
く
、
〈
文
〉
へ
と
接
近
す
る
こ
と

が
真
の
表
現
教
育
な
の
で
あ
る
。

ｆ
用
語
の
厳
密
性
へ
の
認
識
不
足

こ
れ
は
最
も
基
本
的
な
「
語
」
の
認
識
の
直
接
の
延
長
上
に
あ
る
が
、
あ
る
程

度
完
成
さ
れ
た
作
品
に
対
し
て
は
有
効
な
批
判
方
法
と
し
て
再
浮
上
し
て
く
る
。

用
語
の
適
格
さ
、
厳
密
さ
と
共
に
、
全
体
で
の
一
貫
性
、
構
造
性
が
論
展
開
の
妥

当
性
へ
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
ち
、
更
に
整
っ
た
表
現
を
現
成
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
推
敲
の
徹
底
と
い
う
行
為
の
中
で
、
表
現
者
を
更
な
る
反
省
ｌ
自
覚
へ
と

導
く
の
で
あ
る
。

表
現
の
指
導
は
形
式
面
の
添
削
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、

学
生
の
主
体
的
な
表
現
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
一
対
一
の
〈
対
話
〉
で
あ
る
こ
と

４
今
後
の
問
題
点
・
実
施
体
制
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昼
〈
百
万
円
程
度
で
あ
る
。
「
書
け
ろ
」
学
」

が
、
こ
れ
は
是
非
と
も
必
要
な
経
費
で
あ
る
。

真
に
主
体
的
な
、
特
色
あ
る
私
学
人
を
養
壺

望
ま
れ
る
。

幸
い
に
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
十
六
日
、
教
養
部
教
授
会
に
お
い
て
、
文
章
表

現
の
新
し
い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
「
国
語
学
」
の
名
の
も
と
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
が

全
会
一
致
で
賛
同
さ
れ
た
。
願
わ
く
は
全
学
の
協
力
と
理
解
を
得
て
、
全
学
的
な

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
さ
れ
る
こ
と
を
切
望
す
る
。
大
半
を
と
り
あ
え
ず
非
常
勤
講
師

に
依
頼
す
る
と
し
て
も
、
（
三
十
コ
マ
、
定
員
七
十
名
と
し
て
、
）
年
間
人
件
費

は
六
百
万
円
程
度
で
あ
る
。
「
書
け
ろ
」
学
生
を
創
る
に
は
そ
れ
だ
け
か
か
ろ
う

私
立
大
学
の
経
営
実
態
を
無
視
し
て
理
想
論
を
と
な
え
る
つ
も
り
は
な
い
が
、

｜
般
教
育
に
あ
っ
て
は
〈
対
話
〉
的
弁
証
こ
そ
が
教
育
の
基
幹
と
な
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
表
現
・
理
解
の
〈
対
話
〉
が
不
可
能
な
体
制
は
極
力
こ
れ
を
さ
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
基
本
的
教
育
の
自
殺
行
為
で
あ
る
。

本
年
度
は
多
人
数
の
「
文
学
」
講
義
の
中
で
、
表
現
の
獲
得
を
目
指
し
た
が
、

多
人
数
（
一
コ
三
一
百
名
以
上
）
の
中
で
目
的
は
不
徹
的
に
終
わ
っ
た
事
を
反
省

し
て
い
ろ
。
表
現
の
教
育
は
、
そ
れ
自
身
独
立
し
た
体
制
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ

が
必
要
で
あ
る
。
〈
対
話
〉
し

一
一
十
名
以
内
で
あ
る
。
こ
れ
》

〈
対
話
〉
は
不
可
能
で
あ
る
。

『
仮
名
遣
意
見
』
・
森
鴎
外
（
岩
波
書
店
）

『
国
語
学
大
辞
典
』
・
国
語
学
会
編
（
東
京
堂
）

『
当
用
漢
字
表
・
当
用
漢
字
音
訓
表
・
現
代
か
な
づ
か
い
・
送
り
仮
名
の
付
け
方
』

参
考
文
献

『
日
本
文
法
通
論
』
・
森
重
敏
（
笠
間
書
院
）

『
仮
名
遣
の
歴
史
』
・
山
田
孝
雄
（
宝
文
館
）

っ
た
。

特
色
あ
る
私
学
人
を
養
成
す
る
た
め
に
も
、

話
〉
と
〈
相
互
批
判
〉
の
成
立
す
る
理
想
的
参
加
人
数
は

こ
れ
に
対
し
て
参
加
人
数
が
七
十
名
を
越
え
る
場
合
は
、

早
急
な
施
行
が

小
論
は
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
十
八
日
、
岡
山
市
に
お
け
る
私
立
短
大
国
語
国

文
担
当
者
研
修
会
に
お
い
て
発
表
・
討
議
し
た
内
容
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

・
白
石
大
二
編
（
大
蔵
省
印
刷
局
）

ｌ
昭
和
五
十
六
年
一
月
十
四
日
原
稿
受
理
ｌ

（
よ
し
だ
き
わ
む
・
大
阪
産
業
大
学
教
養
部
）

一

五
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