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海

和
　
　
雄

（55）体育科の学カ研究

　
こ
こ
七
、
八
年
教
育
界
で
は
学
カ
論
議
が
高
ま
っ
て
い
る
。
学

カ
と
は
何
か
、
何
の
た
め
に
概
念
規
定
す
る
の
か
等
々
、
そ
れ
ぞ

れ
の
理
論
的
、
実
践
的
背
景
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
教
育
・
教
育

学
の
発
展
に
と
っ
て
一
つ
の
大
き
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
。

　
体
育
科
も
ま
た
そ
の
渦
中
に
あ
り
、
こ
れ
ま
で
慶
昧
に
さ
れ
て

き
た
い
く
つ
か
の
視
点
が
問
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
学

カ
論
議
の
中
に
積
極
的
に
加
わ
る
こ
と
は
、
体
育
科
の
発
展
に
と

っ
て
も
き
わ
め
て
有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
。

　
体
育
科
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
学
力
研
究
は
別
表
に
見
る
と
お

り
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
現
時
点
で
の
総
括
的

意
義
づ
け
を
持
た
せ
た
い
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
先
ず
学
カ
論
一

般
と
そ
の
関
連
分
野
へ
の
影
響
を
概
観
し
、
次
い
で
体
育
科
に
お

け
る
学
カ
研
究
の
整
理
、
検
討
に
進
み
た
い
。

学
カ
論
の
動
向

　
1
　
学
カ
論
の
歴
史
と
背
景

　
「
学
カ
」
と
い
う
用
語
が
教
育
学
で
活
用
さ
れ
だ
し
た
の
は
戦

後
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
戦
後
の
学
カ
論
議
は
大
ま
か
に
み
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

三
期
に
区
分
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

　
ω
　
第
一
期
（
一
九
五
〇
年
前
後
）

　
い
わ
ゆ
る
経
験
主
義
思
想
に
よ
る
「
新
教
育
」
に
対
す
る
批
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

の
中
で
、
基
礎
学
カ
と
は
何
か
が
問
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
「
新

教
育
」
は
教
科
の
知
識
体
系
よ
り
も
、
意
欲
、
態
度
、
行
動
カ
等

の
実
践
的
能
カ
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
充
分
な

実
践
的
経
験
を
経
る
こ
と
な
く
、
「
読
・
書
・
算
」
の
い
わ
ゆ
る

基
礎
学
カ
の
低
下
が
さ
け
ぱ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
と
も
な
っ

卿5
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＾
3
）

て
、
学
力
調
査
も
多
く
な
さ
れ
た
。
形
勢
と
し
て
は
次
第
に
科

挙
・
文
化
の
系
統
性
を
重
視
す
る
現
行
制
度
へ
と
移
行
し
て
き
た
。

　
こ
の
過
程
で
、
学
力
を
社
会
的
基
盤
か
ら
の
被
規
定
性
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
〕

把
握
し
た
大
困
発
の
提
起
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
学
カ
論

争
の
一
つ
の
焦
点
と
な
っ
た
態
度
を
中
心
概
念
と
す
る
広
岡
亮
蔵

　
｛
5
）

の
提
案
も
生
ま
れ
た
。

　
②
　
第
二
期
（
一
九
六
二
年
前
後
）

　
こ
の
時
期
は
、
一
九
六
一
年
の
文
部
省
全
国
一
斉
学
カ
テ
ス
ト

実
施
に
対
す
る
批
判
と
対
案
と
し
て
の
学
カ
論
の
提
起
さ
れ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

の
で
あ
る
。
勝
田
守
一
は
こ
こ
で
、
「
学
カ
が
間
題
に
な
っ
て
い

る
の
は
、
計
測
や
測
定
に
関
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し

て
い
る
」
（
三
六
七
頁
）
と
い
う
状
況
認
識
か
ら
、
挙
カ
を
、
こ
く

小
さ
な
範
囲
で
規
定
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
「
計
測
さ
れ
た

も
の
が
、
学
カ
な
の
で
は
な
く
て
、
成
果
が
計
測
可
能
な
よ
う
に

組
織
さ
れ
た
教
育
内
容
を
、
学
習
し
て
到
達
し
た
能
カ
」
（
三
七

四
頁
）
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教

師
の
「
指
導
の
批
判
と
子
ど
も
の
自
己
評
価
の
た
め
」
（
三
七
八

頁
）
の
客
観
的
根
拠
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、

「
教
育
の
内
実
を
、
む
し
ろ
教
師
や
学
校
や
自
由
な
科
学
研
究
者

た
ち
の
手
に
保
留
」
（
三
九
二
頁
）
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
学
カ
規
定
の
申
で
勝
田
は
、
性
格
や
価
値
観
を
除
外
し
て
い
る
。

そ
れ
は
「
価
値
観
を
い
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
教
師
の
勤
務
評
定

に
、
性
格
や
思
想
を
い
れ
る
と
同
じ
よ
う
に
危
険
」
（
三
七
七
頁
）

で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　
勝
田
の
こ
の
学
カ
観
と
規
定
を
支
え
た
の
は
、
数
教
協
を
は
じ

め
と
す
る
民
間
教
育
研
究
団
体
の
教
科
研
究
、
教
育
内
容
の
系
統

性
研
究
が
す
こ
し
ず
つ
蓄
積
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
「
学
習
が
到
達
す
る
結
果
を
予
期
し
て
、
そ
の
到
達

度
を
計
測
で
き
る
た
め
の
最
低
の
条
件
は
、
な
に
か
を
あ
き
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

に
し
た
い
」
（
三
六
七
頁
）
と
し
て
、
具
体
的
な
到
達
目
標
の
設

、
　
、
．
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

定
と
そ
の
評
価
を
、
学
カ
を
媒
介
と
し
て
、
視
野
に
入
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
も
将
来
、
計
測
可
能
性
の
拡
大
に
と
も
な
っ
て
、

学
カ
の
範
囲
も
拡
大
せ
ん
と
し
て
い
た
。

　
こ
の
勝
田
の
提
起
は
、
そ
の
後
中
内
敏
夫
に
よ
っ
て
、
「
学
カ

は
、
モ
ノ
ゴ
ト
に
処
す
る
能
カ
の
う
ち
だ
れ
に
で
も
分
か
ち
伝
え

　
　
＾
7
）

う
る
都
分
」
（
五
四
頁
）
で
あ
り
、
「
範
曙
・
知
識
・
習
熟
の
三
要

素
か
ら
な
る
」
（
五
九
員
）
と
し
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た
。
中
内
は

そ
の
後
、
到
達
目
標
、
到
達
度
評
価
の
研
究
を
進
め
て
来
た
の
で

あ
る
。

　
㈹
　
第
三
期
（
一
九
七
五
年
以
降
）
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（57）体育科の学カ研究

　
一
九
七
五
年
四
月
の
鈴
木
秀
一
・
藤
岡
信
勝
に
よ
る
坂
元
忠
芳

（
8
）

批
判
に
始
ま
る
。
主
と
し
て
藤
岡
は
、
勝
田
、
中
内
の
学
カ
論
を

継
承
し
、
「
成
果
が
計
測
可
能
で
だ
れ
に
で
も
わ
か
ち
伝
え
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
組
織
さ
れ
た
教
育
内
容
を
、
挙
習
し
て
到
達
し

た
能
カ
」
（
六
七
〇
～
一
頁
）
と
規
定
し
た
。
こ
の
中
で
、
坂
元

は
態
度
主
義
と
批
判
さ
れ
た
。

　
　
　
　
＾
9
）

　
坂
元
の
反
論
は
、
学
カ
論
を
す
す
め
る
前
提
、
つ
ま
り
子
ど
も

た
ち
の
人
椿
の
否
定
的
状
況
の
認
識
か
ら
説
き
お
こ
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
勝
田
が
学
習
内
容
の
組
織
化
を
前
提
と
し
な
が
ら
学
力

の
構
造
を
『
学
習
の
能
カ
』
『
現
実
に
対
応
す
る
基
本
的
な
知
識
』

『
知
識
や
記
号
を
操
作
し
て
、
よ
り
高
い
概
念
を
構
成
す
る
能
カ
』

『
問
題
を
解
決
す
る
直
観
的
な
把
握
カ
』
『
基
本
的
技
術
や
技
能
』

な
ど
の
諸
能
カ
の
相
互
関
連
に
お
い
て
追
求
し
よ
う
と
し
て
い

た
」
（
一
四
八
頁
）
と
し
て
、
自
ら
の
課
題
と
し
て
い
る
。

　
そ
の
後
数
多
く
の
学
カ
論
議
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
論
点
と
し

て
は
、
先
の
論
争
で
ほ
ぽ
出
尽
し
た
よ
う
に
恩
う
。

　
さ
て
こ
こ
に
到
り
、
学
力
論
に
三
つ
の
立
場
が
明
確
と
な
る
。

一
つ
は
、
広
岡
亮
蔵
や
学
習
指
導
要
領
の
考
え
方
、
つ
ま
り
態
度

を
学
カ
の
中
心
に
お
く
、
い
わ
ゆ
る
「
態
度
主
義
」
と
い
わ
れ
る

立
場
で
あ
る
。
第
二
は
、
学
習
内
容
の
確
立
と
そ
の
学
習
成
果
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

。
計
測
を
確
立
せ
ん
と
す
る
中
内
や
藤
岡
の
立
場
、
「
科
学
主
義
」
と

い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
は
、
態
度
主
義
を
批
判
し
つ
つ
も
、

「
科
挙
主
義
」
包
摂
し
つ
つ
、
態
度
、
人
格
も
含
め
て
学
カ
の
内

的
構
造
を
追
求
す
る
「
人
格
形
成
論
」
と
で
も
言
う
べ
き
立
場
で

あ
る
。

　
こ
の
第
二
、
第
三
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
両
者
の
「
相
互
補

＾
u
）

充
」
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
「
子
ど
も
の
人
間
と
し

て
の
全
的
な
成
長
（
人
楕
に
か
か
わ
る
）
を
射
程
に
入
れ
て
学
カ

を
間
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
学
カ
と
い
う
も
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
）

何
を
負
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
に
違
い
が
生
じ
て
い
る
」
と

の
見
解
も
あ
る
。

　
い
っ
た
い
こ
の
二
つ
の
立
場
の
違
い
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
、

も
う
す
こ
し
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
中
内
、
藤
岡
が

勝
田
の
学
力
規
定
に
忠
実
で
あ
り
、
教
育
内
容
の
確
立
、
到
達
目

標
・
到
達
度
評
価
の
研
究
た
重
点
を
置
い
た
と
す
れ
ぱ
、
坂
元
は

そ
れ
ら
を
前
提
と
し
つ
つ
、
勝
田
の
「
展
望
し
た
」
学
カ
と
人
格

の
内
的
関
連
ヘ
エ
焦
点
づ
け
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
見
れ
ぱ
、

両
者
が
相
互
補
充
的
で
あ
り
、
同
じ
人
格
形
成
を
意
図
し
つ
つ
も
、

学
カ
に
何
を
負
わ
せ
る
か
の
違
い
生
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
だ
が
、
体
育
科
の
科
学
化
の
現
状
か
ら
そ
の
論
争
と
そ
の
後
の
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学
カ
論
を
見
る
と
き
、
両
者
が
並
列
的
な
関
係
と
い
う
よ
り
は
、

前
後
関
係
に
見
え
て
く
る
。
と
い
う
の
は
、
体
育
と
い
う
教
科
は
、

「
知
的
・
技
術
的
な
陶
冶
が
あ
り
、
こ
の
基
礎
を
欠
い
て
は
訓
育

的
な
は
た
ら
き
も
あ
り
え
な
い
」
の
だ
が
、
「
情
緒
・
意
志
・
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
旭
〕

度
の
形
成
」
と
い
う
「
訓
育
的
な
側
面
が
顕
著
で
あ
る
」
と
す
る

体
育
科
観
が
い
ま
だ
根
強
い
な
か
で
は
、
「
人
格
形
成
論
」
的
学

カ
論
は
大
き
な
魅
カ
を
も
っ
て
い
よ
う
。
そ
の
点
か
ら
は
坂
元
に

は
十
分
に
共
鳴
す
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
体
育
科
の
科
学
化
の

現
状
が
、
教
育
内
容
の
系
統
性
の
確
立
の
緒
に
つ
い
た
時
点
に
お

い
て
、
「
人
格
形
成
論
」
に
直
接
結
び
つ
く
こ
と
は
あ
ま
り
に
も

飛
躍
が
大
き
す
ぎ
る
よ
う
に
恩
う
。
体
育
科
の
現
状
は
、
教
育
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

容
の
系
統
性
の
確
立
、
到
達
目
標
・
到
達
度
評
個
の
確
立
を
、
先

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ず
も
っ
て
、
そ
の
学
カ
研
究
と
し
て
進
め
る
こ
と
を
必
要
と
し
て

い
る
と
す
る
の
が
私
の
立
場
で
あ
る
。

　
2
　
教
育
目
標
論
、
教
育
評
価
論
と
の
結
合

　
挙
カ
論
に
お
け
る
第
二
期
の
勝
田
規
定
は
、
学
カ
を
保
障
す
る

た
め
に
教
育
目
標
や
教
育
評
価
と
の
縞
合
が
そ
の
視
野
に
置
か
れ

た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
現
在
、
子
ど
も
の
学
カ
を
保
障
す

る
う
え
で
、
先
の
学
カ
論
の
三
つ
の
立
場
そ
れ
ぞ
れ
に
、
ニ
ュ
ア

ン
ス
は
若
千
異
な
る
に
せ
よ
、
到
達
度
研
究
を
不
可
分
の
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
〕

し
て
研
究
し
は
じ
め
て
い
る
。
第
一
の
広
岡
や
文
部
省
に
お
い
て

も
そ
う
で
あ
る
し
、
第
二
、
第
三
の
論
者
た
ち
も
同
様
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
戦
後
教
育
に
お
け
る
目
標
研
究
、
評
価

研
究
も
略
述
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
ω
教
育
目
標
研
究

　
戦
後
教
育
は
、
経
験
主
義
と
児
童
中
心
主
義
を
原
理
と
し
、
戦

前
・
中
の
教
師
中
心
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
の
自
主
性
の
尊
重
へ
と

転
換
し
た
。
し
か
し
、
知
識
・
技
術
の
体
系
を
重
視
す
る
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
介
し
て
の
態
度
、
興
味
、
関
心
な
ど
の

主
体
的
な
と
り
く
み
い
か
ん
が
め
や
す
と
さ
れ
た
。

目
標
と
し
て
も
到
達
目
標
で
は
な
く
、
専
ら
方
向
目
標
と
し
て
設

定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
経
験
主
義
教
育
が
批
判
さ
れ
、
学
習
指
導
要
領
自
体
が
系
統
牲

重
視
へ
移
行
し
た
一
九
五
八
年
改
訂
に
お
い
て
も
、
目
標
自
体
は

慶
味
で
、
未
だ
方
向
目
標
に
留
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
方
向
目
標
の
到
達
目
標
化
へ
の
努
カ
も
進
め
ら
れ
て

き
た
が
、
一
九
七
五
年
以
降
、
京
都
府
教
育
委
員
会
で
は
全
府
下

あ
げ
て
の
到
達
度
研
究
を
す
す
め
て
き
た
。
今
次
改
訂
の
学
習
指

導
要
領
に
お
い
て
も
、
一
部
導
入
と
な
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
到
達
度
研
究
が
着
手
さ
れ
だ
し
た
の
は
つ
い
最
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
些

の
こ
と
で
あ
る
。
研
究
が
遅
れ
て
き
た
理
由
と
し
て
村
越
邦
男
が

あ
げ
た
点
を
見
る
と
、

　
イ
　
「
お
上
」
か
ら
与
え
ら
れ
た
目
的
や
目
標
を
い
か
に
伝
え

　
　
る
か
だ
け
の
思
考
に
慣
ら
さ
れ
た
教
師
に
と
っ
て
、
独
自
に

　
　
目
標
を
考
え
る
こ
と
は
き
つ
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
口
　
教
育
目
標
研
究
は
、
い
わ
ゆ
る
教
育
学
者
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、

　
　
教
育
実
践
と
は
乖
離
を
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

　
ハ
　
小
・
中
学
校
が
習
得
主
義
で
は
な
く
、
履
修
主
義
で
あ
り
、

　
　
極
端
に
い
え
ぱ
、
た
と
え
で
き
な
く
て
も
出
席
だ
け
し
て
い

　
　
れ
ぱ
進
級
で
き
る
た
め
、
理
解
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
が
な
く
、

　
　
目
標
と
内
容
・
方
法
に
華
離
が
あ
っ
た
。

　
二
　
単
習
指
導
要
領
が
方
向
目
標
を
と
り
、
具
体
的
な
到
達
点

　
　
に
つ
い
て
の
研
究
を
深
め
て
こ
な
か
っ
た
。

　
以
上
が
、
目
標
研
究
の
経
緯
で
あ
る
。
方
向
目
標
の
歴
史
と
で

圭
言
え
よ
う
。
他
方
、
近
年
の
到
達
目
標
研
究
を
可
能
に
さ
せ
た

も
の
は
、
五
〇
年
代
後
半
以
降
の
教
科
研
兜
の
蓄
積
で
あ
る
こ
と

は
何
度
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。

　
ω
　
教
育
評
個
研
究

　
教
育
評
価
と
は
目
標
に
対
す
る
達
成
度
を
判
断
す
る
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
挙
習
指
導
要
領
の
目
標
は
方
向
目
標
で
あ
っ
た
た
め

に
、
到
達
の
目
や
す
や
基
準
を
設
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

態
度
が
目
標
の
中
心
項
目
で
あ
る
が
、
態
度
の
到
達
目
標
の
設
定

は
容
易
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
評
価
に
お
い
て
は
、
性
格
や
個
値

観
ま
で
を
も
含
み
か
ね
な
い
。
こ
の
よ
う
な
難
し
さ
か
ら
、
五
段

階
相
対
評
価
が
採
用
さ
れ
て
き
た
。

　
戦
前
・
中
の
教
師
に
よ
る
主
観
的
、
権
威
的
評
価
に
反
対
す
る

気
持
は
、
正
規
分
布
曲
線
を
原
理
と
し
た
「
科
挙
性
・
客
観
性
」

の
あ
る
五
段
階
相
対
評
価
に
は
た
い
し
た
反
論
も
な
く
受
容
し
た

の
で
あ
る
。

　
一
九
六
一
年
に
開
始
さ
れ
た
全
国
一
斉
挙
カ
テ
ス
ト
ヘ
の
批
判

と
し
て
、
勝
田
が
計
測
可
能
性
の
点
か
ら
単
力
規
定
を
し
、
評
価

の
視
点
を
も
包
み
込
ん
だ
も
の
と
な
っ
た
が
、
十
分
に
は
展
開
さ

れ
な
か
っ
た
。

　
六
〇
年
代
半
ぱ
か
ら
七
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
、
た
と
え
ぱ

「
人
的
能
カ
開
発
計
画
」
（
経
済
審
議
会
答
申
、
一
九
六
三
年
）
、

「
中
教
審
答
申
」
（
一
九
六
五
年
）
等
一
連
の
能
カ
主
義
路
線
が
教

育
に
浸
透
し
た
。
同
時
に
、
内
申
書
も
活
用
さ
れ
始
め
た
が
、
そ

の
意
図
に
反
し
て
、
日
常
の
中
等
教
育
を
選
別
シ
ス
テ
ム
化
さ
せ

る
も
の
と
な
り
、
評
価
に
た
い
す
る
矛
盾
を
深
め
た
。
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七
〇
年
代
は
、
先
の
能
カ
主
義
政
策
の
矛
盾
が
露
顕
し
、
そ
の

是
正
を
求
め
る
父
母
の
声
も
運
動
化
す
る
な
か
で
、
文
都
省
も
高

校
教
育
多
様
化
路
線
や
指
導
要
領
等
の
一
定
の
手
直
し
を
迫
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
先
の
到
達
目
標
の
設
定
は
、
必
然
的
に
到
達
度
評
価
に
結
合
す

る
も
の
で
あ
り
、
到
達
度
評
価
研
究
は
到
達
目
標
研
究
と
と
も
に
、

学
カ
を
保
障
す
る
手
だ
て
と
し
て
研
究
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

勝
田
の
提
案
は
こ
こ
に
至
っ
て
実
現
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。

教
育
評
価
研
究
は
こ
れ
ま
で
は
心
理
学
者
の
分
野
と
さ
れ
、
相
対

評
価
の
世
界
に
埋
没
し
て
い
た
。
こ
の
点
で
、
方
向
目
標
と
相
対

評
価
と
は
相
互
に
未
発
達
な
ま
ま
に
相
補
的
な
環
境
を
形
成
し
て

い
た
が
、
こ
こ
に
至
り
、
学
カ
論
を
媒
介
と
し
て
、
到
達
度
の
視

点
を
も
ウ
て
、
目
標
と
評
価
が
結
合
さ
れ
て
具
体
的
に
論
じ
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
以
上
、
学
カ
論
一
般
の
動
向
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
概
観
し
た
。

体
育
科
に
お
け
る
学
カ
研
究
の
検
討
に
あ
た
り
、
い
く
つ
か
の
特

徴
点
を
ま
と
め
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
第
一
は
、
何
故
、
い
か
に
学
カ
を
規
定
す
る
か
に
つ
い
て
の
勝

困
の
明
快
さ
で
あ
る
。
当
時
の
「
学
力
」
テ
ス
ト
批
判
へ
の
要
請

と
、
民
間
教
育
研
究
団
体
の
蓄
横
に
支
え
ら
れ
て
学
カ
を
狭
く
限

定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
教
師
の
指
導
法
の
批
判
や
子

ど
も
の
自
己
評
価
を
よ
り
科
学
的
に
し
、
学
カ
を
具
体
的
に
保
障

せ
ん
と
し
て
授
業
の
改
善
に
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
的
に
、
目
標
論
と
評

価
論
を
、
到
達
度
を
中
軸
に
し
て
結
合
し
、
発
展
さ
せ
る
契
機
を

提
供
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
態
度
、
意
欲
等
、
教
科
教
育
の
中
で
形
成
さ
れ
る
諸

能
カ
を
重
視
し
つ
つ
も
、
単
カ
概
念
か
ら
は
除
外
し
た
。
授
業
で

形
成
さ
れ
5
す
べ
て
の
能
カ
ー
－
学
カ
と
し
た
の
で
は
、
わ
ざ
わ
ざ

挙
カ
を
規
定
す
る
理
由
も
無
く
、
情
勢
に
も
沿
わ
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

　
以
上
が
、
学
カ
論
の
う
え
で
の
積
極
的
な
側
面
で
あ
る
が
、
最

後
に
い
わ
ぱ
消
極
面
に
も
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
挙
カ
に
お
け
る
技
能
の
位
置
の
問
題
で
あ
る
。
勝
田
は
そ
の

能
カ
論
に
お
い
て
、
運
動
能
カ
を
言
語
能
カ
と
と
も
に
基
礎
能
力

　
　
　
　
＾
焔
）

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
音
楽
や
図
工
の
成
綾
を
学
カ
に
い
れ

て
い
い
と
考
え
た
り
、
体
育
の
技
能
を
『
学
カ
』
で
か
ぞ
え
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
〕

す
る
の
は
概
念
上
の
混
乱
を
避
け
が
た
い
も
の
に
す
る
」
（
三
八
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八
頁
）
と
し
て
体
育
科
で
育
成
さ
れ
る
技
能
を
学
カ
か
ら
除
外
し

た
。
ま
た
中
内
も
そ
の
学
カ
の
三
要
素
（
範
酵
・
知
識
・
習
熟
）

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
技
能
を
そ
の
要
素
と
し
て
合
め
て
い
な

い
。

　
し
か
し
、
学
力
論
の
第
一
期
に
お
い
て
そ
の
社
会
的
規
定
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
）

強
調
し
た
大
田
尭
を
は
じ
め
、
最
近
の
城
丸
章
夫
、
あ
る
い
は

「
文
化
と
し
て
の
か
ら
だ
」
を
構
想
し
、
学
カ
を
知
的
、
芸
術
的
、

　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）

体
育
的
、
技
術
的
学
力
で
把
握
せ
ん
と
す
る
竹
内
常
一
ら
の
影
響

は
、
技
能
の
学
カ
と
し
て
の
把
握
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
て
き
た
。

ま
た
、
体
育
科
の
学
習
指
導
要
領
も
、
技
能
的
習
熟
を
そ
の
目
標

の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
、
学
カ
論
に
お
け
る
「
わ

か
る
．
で
き
る
」
こ
と
の
体
育
科
で
の
中
味
が
、
技
能
（
技
術
）

を
中
心
と
し
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
等
が
検
討
さ
れ

る
な
か
で
、
技
能
が
学
カ
の
要
素
と
し
て
も
明
確
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
〇

　
　
　
一
一
体
育
科
の
単
カ
研
究

　
別
表
の
体
育
科
の
学
カ
研
究
論
文
一
覧
表
は
、
私
の
把
握
し
え

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
一
九
七
六
年
以
降

が
侶
と
ん
ど
1
で
1
あ
る
。
っ
ま
り
学
カ
諭
の
第
三
期
に
当
た
る
。
だ

が
、
体
育
科
で
の
学
力
研
究
の
起
点
の
見
解
は
一
様
で
は
な
い
。

そ
の
あ
た
り
の
検
討
か
ら
進
ん
で
み
た
い
。
（
こ
れ
以
降
の
引
用

は
、
表
中
の
「
引
用
番
号
－
頁
」
と
す
る
）
。

　
1
　
学
力
研
究
の
経
緯

　
ω
　
起
点
を
め
ぐ
っ
て

　
挙
カ
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
執
筆
さ
れ
た
時

点
で
の
研
究
状
況
に
よ
っ
て
も
そ
の
歴
史
的
出
発
点
の
と
ら
え
方

は
異
っ
て
く
る
。
三
者
め
と
ら
え
方
が
あ
る
。

　
村
上
修
は
、
「
今
、
体
育
に
お
け
る
挙
カ
論
の
史
的
展
開
は
で

き
る
条
件
が
な
い
の
で
、
広
い
意
味
で
『
学
カ
観
』
を
捉
え
」

（
⑯
1
二
三
頁
）
、
戦
後
の
体
育
科
の
変
遷
を
、
「
体
育
科
教
育
で

何
を
教
え
る
か
」
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
。

　
出
原
泰
明
は
、
中
村
敏
雄
が
一
九
七
一
年
に
、
高
校
段
階
で
の

体
育
科
の
教
育
内
容
を
「
運
動
文
化
に
関
す
る
科
学
を
教
え
る
」

こ
と
、
そ
の
内
容
と
し
て
「
歴
史
・
技
術
・
組
織
」
の
各
領
域
を

提
案
し
た
（
②
）
こ
と
に
、
注
目
し
て
い
る
。

　
高
田
典
衛
は
後
に
も
検
討
す
る
よ
う
に
、
体
育
科
の
学
カ
を

「
認
識
能
カ
」
の
み
に
隈
定
す
る
。
そ
し
て
、
自
ら
が
加
っ
た
一

九
五
三
年
の
小
学
校
単
習
指
導
要
領
体
育
科
が
、
そ
の
教
科
史
上
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体育科の学カ研究論文一覧表

引用
番号

③

④

⑥

⑥

⑦

⑧

⑳

⑳

⑳

筆　　者

佐久木久吉

中　村　敏　雄

石　渡　義　一

永　井藪宏
橋　本　性　一

荒　木　　豊
学校体育研究同志会

正木健雄

佐々木久吉
永

中

金

橋

小

村

安

井　康

村　敏

原

本　催

林　一

上

田　裕

宏

雄

勇

久

修

治

進藤省次郎
草　深　直　臣

正　木　健　雄

内　海　和　雄

正　木　健　雄

山脇・西條
学校体育研究同志会

中森・久保
長谷川・佐藤
小　　林　　篤

中　村敏　雄
北　森　義　明

進藤省次郎
出　原　泰　明

高　囲　典衛
目本体育学会

佐　藤　　裕

表　　　　　　　題

体育科でおさえなけれぱならない基礎挙カ

ーとくに体育科の目標との関連において一

学校体育は何を教える教科であるか

　特集　体育科教育と子どもの能カ

体育科教育における学カ・能カとは何か

体育の授業と子どもの能カ

体育の評価と子どもの能カ

能カ別体育学習はなぜ必要か

体育における学カ問題

憂うぺき保健体育の学カ水準

　特集　体育における学カを考える

＜巻頭言〉体育における学カについて

体育における学カの構造

「いそぎすぎ」の教育からの脱皮を

体育と挙カ・体力・運動能カ

学カ・能カ・評個

体育における基礎学カ

体育における学カ観の変遷

学ぶカを育てる学習指導

体育実践と挙カ問題

国民のスポーツ権と体育科教育の任務（『保

健・体育』民教連編）

身体一からだの自治能カを育てられるか
　（『別冊・国民教育②』）

体育科では何を教えるべきか一何を教えて

いるか一上，下

音憶㌢ア幕の器間駕腺脇㌍

体育における学カを研究する視点

　特集　体育における「できる」ことと「わ

　　　かる」こと
挙カ論として「体育」をみる

rわかる」ことと「できる」こととの間

教えられるものから学ぶものへ

高校生の時間・空間認識

体膚科教育における学カとは何か

体育で育てるぺき三つの挙カと授業実践

体育における学カとは何か

体育における学力とは何か

シンポジウム「体育科教育」における「学プ］」

とはな‘ニカ、

体育科教育における学力とは何か

雑誌名又は発行
所

体育科教育

体育科教育
／体育科教育

運動文化
現代教育科学

体育科教育

民　衆　社

労働旬報杜

体育科教育

日本標準

運動文化

体育科教育

運助文化
運動文化
現代教育科挙

大会演題集

学校体育

発行年・
月（西暦）

1956・3

1971・8

19ア6・9

19η・7

19η・8増

19η・11

1978・6

18ア8・8

1979．3，5

1979・11

1980・12

1991・8

1981・8増

1981・9

1981・9

1981・9

1981・11
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（63）　体育科の学カ研究

⑮

⑳

⑳

⑳

⑲

⑳

④

＠

⑳

⑭

⑮

⑳

＠

⑳

⑲

⑳

荒　　木

近　藤　充

水　野　忠

木

高

松

高

日

小

金

中

高

小

広

下

橋

井

田

丸

秀

亮

秀

典

哲

　林

城　文

森・久

田

林

岡

夫

文

明

治

衛

也

篤

雄

保

典　衛

一　久

亮　蔵

森　　昭　　　三

中　森・久保
日　丸　哲　也

　　　他

編築委員会編

『小学校教科教育法　9体育』

　　特集　体育における挙カとは

体育科における挙カの構造

「体育科における学カとは何か」をめぐる問

　題私見

体育に占める学カの役割

体育科教育における学カとはなにか

教科体育の挙カを考える

授業実践からみた体育の学カ問魑

初等中等教育の教育課程における挙カとの関

　連

挙カ問題をめぐって

体育科教育における学カとその今目的課題

体育の塞礎学カと「基礎」「墓本」の考え方

　　特築体育科で育てる「挙カ」とは何か

体育科で育てる「挙カ」とは何か（捉案）

体育の目的と学カー教科構造畿酌視点から一

人間的な学カに占める体育の役割一現代の

　単カ問魑を考えるために一

「健康に生きる」ことを教える教科たり得るか

健康・からだ・運鋤文化の未来を選ぴとれるか

r体百科」の本質的な問題への問い

r京都の体育科・1到達度評価の実践（小学校
篇）』

日　本標準

体育の科学

東京学芸大掌修士
論文

体育科教育

現代教育科挙

地　　歴　　社

1981・11

1981・12

1982・1

1982・3

1982・10

1982・12

　　始やの性あだ挙見るつ述のとを　考
12〕さは趨をとかカよ内たべ時で教こえ
　　れり点軸一らをう容こる点あえのる
なた体はと歩で論とがとこでるる三の
ぜと育’す前あずす強はとは。の者で
深見科前る進るるる調理は’そかにあ
めるの史レしOう三さ解’体しL共る
らの学的べたしえ者れで資育てを通。
れがカなルとかでのたき料科村軸し
な妥研意でこしの意視る的の上にて
か当究味のろ’必図点。制学が学い
つではを議で第要もでそ約カ述カる
たあ学十論の二条理もしも論べがの
のろカ分で’期件解つてあそて論は
かう論にあつ以をでて’つれいじ’
　　。の持りま降構き単体て自るら「　　　　第ち・りの成るカ育不体よれ体
　　　　三なこ計学す。の科可をうて育
　　　　期がの測カるそ歴で能史にい科
　　　　にら三可論もれ史教で的当るで
　　　　開も者能はのはをえあに時こ何

こ　っ　は
の　て　じ

と　’め
き　「　て
　　体
に
　　育　「
登　　内
　　に場　　容
　　お　L
しけ
てると
　　　　L、し、

　　＝『　　、

杢労星
（　　』＝　　口［I

⑳　　を
　　の1　　用
八間い
四題た
七　は　こ

頁　’と
）実を
と　は　も
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こ
れ
ま
で
体
育
科
の
学
カ
研
究
が
な
に
ゆ
え
深
め
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
の
か
、
リ
ア
ル
に
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
第
一
に
、
勝
田
の
学
力
観
で
見
た
よ
う
に
、
挙
カ
論
の
中
に
技

能
を
位
置
づ
け
な
い
思
考
が
影
響
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
同
じ

よ
う
に
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
も
「
学
カ
」
調
査
の
中
に
は
技

能
的
側
面
は
含
ま
れ
て
来
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
社
会
的
規
定
か

ら
の
学
カ
検
討
に
は
含
め
ら
れ
て
い
た
し
、
広
岡
や
文
都
省
の
立

場
で
も
技
能
は
含
め
ら
れ
て
は
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
学
力

観
は
、
計
測
可
能
性
と
し
て
の
要
請
に
応
え
き
れ
る
も
の
で
は
な

．
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
そ
の
計
測
可
能
性
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
指
導
内
容
の
系
統
性
の
確
立
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。

　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
の
点
で
体
育
科
の
多
く
が
「
運
動
は
や
ら
せ
て
い
る
が
指
導
し

ズ
い
か
い
」
（
⑰
1
三
二
頁
）
と
い
う
実
情
に
も
反
省
点
は
あ
る
。

　
㈹
　
い
ま
問
題
と
す
る
、
し
う
る
理
由

　
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
な
ぜ
一
九
七
五
年
以
降
急
激
に
論
議
さ
れ

始
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
の
理
由
が
考
え
ら
れ
よ
う
が
、

先
ず
外
的
な
要
因
と
し
て
、
鈴
木
・
藤
岡
1
1
坂
元
論
争
の
波
及
効

果
が
強
烈
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
学
カ
低
下
、

人
楕
の
危
機
的
状
況
の
中
で
の
論
争
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を

克
服
せ
ん
と
椅
闘
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
導
火
線
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
教
育
実
践
の
多
く
の
局
面
で
、

学
カ
論
の
具
体
的
展
開
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
要
求
は

体
育
科
を
も
対
象
外
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
い
で
体
育
科
の
固
有
な
側
面
に
な
る
が
、
ま
ず
、
学
カ
論
が

教
育
実
践
に
具
体
的
に
展
望
を
与
え
る
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
教
材
研
究
、
指
導
内
容
の
系
統
性
、
授
業

研
究
の
成
果
が
蓄
横
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
そ
の
一
方
で
第
一
章
の
末

尾
で
見
た
よ
う
に
、
技
能
も
学
カ
と
し
て
包
含
さ
れ
つ
つ
あ
る
な

か
で
学
カ
と
い
う
新
た
な
視
点
か
ら
こ
れ
ま
で
の
も
の
の
整
理
を

要
求
す
る
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
そ
れ
と
同
時
に
第
三
に
、
学
カ
論
を
契
機
と
し
て
、
体
育
科
の

本
質
を
問
う
こ
と
も
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（
⑯
1

八
二
三
頁
、
⑳
－
六
〇
頁
）
。

　
ま
た
「
体
カ
」
か
ら
「
楽
し
さ
」
へ
と
強
調
点
を
代
え
た
学
習

指
導
要
領
へ
の
疑
問
も
大
き
い
。
「
体
カ
」
は
直
接
の
教
材
と
は

な
り
え
な
か
っ
た
が
、
「
楽
し
さ
」
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
「
楽
し
さ
」
の
学
カ
と
し
て
の
位
置
へ
の
疑
問
も
大
き
か

つ
た
。

　
そ
し
て
最
後
に
、
こ
の
挙
カ
論
議
は
、
体
育
科
と
他
教
科
と
の
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（65）体育科の挙カ研究

交
流
を
か
な
り
進
め
、
他
教
科
と
の
共
通
点
、
相
違
点
を
も
学
カ

と
い
う
共
通
項
で
深
め
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。
「
他
教
科
よ
り
も

科
学
性
の
遅
れ
」
（
⑳
－
八
四
三
頁
）
て
き
た
と
い
わ
れ
る
体
育

科
に
と
っ
て
、
他
教
科
と
の
交
流
の
深
ま
り
は
大
い
に
刺
激
と
な

る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
挙
カ
論
議
は
、
一
九
八
一
年
の
日
本
体
育
学
会
・
体
育
科

教
育
学
専
門
分
科
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、
真
正
面
か
ら

と
り
あ
げ
ら
れ
、
注
目
を
集
め
た
の
は
、
体
育
科
教
育
の
研
究
と

い
う
き
わ
め
て
実
践
と
密
潜
し
た
分
野
の
体
育
学
研
究
領
域
に
お

け
る
学
的
位
置
の
確
立
と
い
う
要
求
と
も
強
く
結
含
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
動
き
に
影
響
さ
れ
つ
つ
、
文
部
省
で
は
一
九
八
一
年

以
降
、
小
・
中
学
校
の
「
新
学
カ
調
査
」
に
体
育
科
も
含
め
、
五

校
ず
つ
の
実
践
校
を
当
て
て
検
討
中
で
あ
る
と
聞
く
が
、
何
を
も

っ
て
挙
カ
と
す
る
か
も
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
2
　
学
カ
把
握
の
方
法

　
体
育
科
の
学
カ
研
究
の
検
討
に
入
る
が
、

て
挙
カ
論
議
に
は
肯
定
的
な
立
場
で
あ
る
。

論
も
あ
り
、
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

そ
れ
ら
は
当
然
に
し

し
か
る
に
一
部
消
極

　
ω
　
体
育
科
の
学
カ
論
議
消
極
論

　
水
野
（
⑳
）
、
木
下
（
⑳
）
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
水
野
は
、

「
体
育
に
お
け
る
学
カ
」
と
い
う
言
葉
が
、
「
社
会
的
に
現
在
常
識

と
し
て
生
き
て
い
る
概
念
と
は
違
っ
て
き
こ
え
、
『
オ
ヤ
ッ
』
と

い
う
感
じ
を
懐
か
せ
ら
れ
る
」
（
八
二
四
頁
）
と
し
て
、
「
誤
解
を

生
ず
る
こ
と
も
あ
り
、
一
般
の
人
達
・
読
者
に
対
し
て
不
要
な
凝

惑
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
」
（
八
二
八
頁
）
ず
、
「
も
し

新
し
い
理
念
な
り
見
解
な
り
を
表
し
た
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
こ
そ
論
理
挙
の
指
導
に
従
っ
て
新
概
念
を
作
成
す
べ
き
で
あ

る
」
（
八
二
八
頁
）
と
述
べ
る
。

　
そ
し
て
水
野
は
、
社
会
的
通
念
の
例
と
し
て
辞
典
・
事
典
類
の

挙
カ
項
目
を
検
討
し
た
結
果
、
技
能
を
挙
カ
と
し
て
含
め
て
い
る

も
の
に
出
く
わ
し
、
「
『
身
体
技
能
の
あ
る
こ
と
』
を
さ
し
て
直
ち

に
『
学
カ
が
あ
る
』
と
い
う
い
い
方
は
し
な
い
」
（
八
二
六
頁
）
と

言
い
つ
つ
も
、
「
体
育
に
お
け
る
学
カ
」
概
念
が
、
「
専
門
的
見
地

と
し
て
は
認
め
て
も
よ
い
」
、
「
体
育
の
技
能
を
ふ
く
め
た
も
の
を

学
カ
の
中
に
入
れ
て
考
え
て
よ
い
」
（
八
二
六
頁
）
と
妥
協
す
る
。

結
局
、
「
社
会
的
通
念
」
が
水
野
個
人
の
主
観
で
あ
っ
た
こ
と
を

自
ら
が
証
明
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
あ
と
一
つ
は
木
下
で
あ
る
。
「
体
育
に
お
い
て
問
題
と
す
べ
き
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こ
と
は
、
〃
『
学
力
』
と
は
何
か
。
で
は
な
」
（
八
三
五
頁
）
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

「
体
育
指
導
者
に
必
要
な
最
小
限
の
学
カ
を
明
確
に
す
る
こ
と
」

（
八
三
五
頁
、
傍
点
内
海
）
で
あ
り
、
大
衆
が
一
人
立
ち
し
て
体

育
を
実
践
す
る
の
に
無
難
な
い
し
素
朴
な
原
理
を
提
示
す
る
こ
と

で
あ
る
と
す
る
。

　
し
か
し
、
〃
学
カ
と
は
何
か
”
を
問
わ
ず
し
て
、
ど
う
し
て
「
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

育
指
導
者
に
必
要
な
最
小
限
の
学
カ
」
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
、
体
育
科
の
挙
カ
研
究
の
消
極
諭
に
は
正
当
な
論

拠
は
な
い
。
体
育
科
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
当
然
触
れ
ら
れ
る

べ
き
で
あ
っ
た
学
カ
研
究
が
、
そ
の
遅
れ
を
い
ま
早
急
に
と
り
戻

し
つ
つ
あ
る
の
だ
と
い
う
認
識
が
こ
の
両
者
に
は
欠
け
て
い
る
。

　
ω
　
学
カ
把
握
の
方
法

　
さ
て
、
学
カ
把
握
の
方
法
の
分
類
は
い
く
つ
か
可
能
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
能
カ
ー
1
単
カ
」
論
と
学
カ
「
隈
定
」
論
に
大
別
す
る
。

私
の
挙
カ
論
の
立
場
は
後
者
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、

体
育
科
で
育
成
さ
れ
る
能
力
…
学
カ
と
す
る
考
え
方
か
ら
も
学
ぷ

も
の
は
少
な
く
な
い
。

　
イ
「
能
カ
ー
1
挙
カ
」
論

　
こ
の
分
類
の
中
も
ま
た
い
く
つ
か
の
考
え
方
に
分
け
ら
れ
る
。

　
第
一
は
、
能
力
要
素
の
並
列
な
い
し
能
カ
主
義
。
す
で
に
一
九

五
六
年
に
佐
々
木
久
吉
は
、
体
育
科
の
目
標
の
柱
で
あ
る
「
理

解
・
技
能
・
態
度
」
に
対
応
さ
せ
て
、
基
礎
学
カ
の
内
容
と
し
た

（
①
）
。
こ
れ
は
そ
の
後
の
学
カ
論
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

最
近
の
例
で
は
、
永
井
康
宏
が
そ
の
代
表
的
位
置
に
あ
る
（
④

⑭
）
。
⑩
論
文
で
は
広
岡
亮
蔵
の
円
的
三
層
構
造
に
依
拠
し
、
「
心

身
規
制
の
三
層
」
と
し
て
、
体
カ
を
も
学
カ
に
含
め
て
い
る
。
学

カ
の
構
造
性
が
問
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
並
列
的
で

あ
る
。
体
カ
も
態
度
も
技
能
も
認
識
も
す
べ
て
雑
然
と
学
カ
と
し

て
く
く
ら
れ
る
。
学
習
指
導
要
領
や
広
岡
の
学
カ
の
中
心
が
計
測

不
可
能
な
態
度
を
位
置
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
一
般
に
は

「
態
度
主
義
」
と
呼
ぱ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
述
べ
た
体
育
科
の

学
カ
論
も
こ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
教
育
内
容
の
確
立
の
立
場
で
あ
る
。
体
育
科
で
身
に

つ
け
る
べ
き
、
教
え
る
べ
き
内
容
を
よ
り
深
く
探
究
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
中
村
敏
雄
（
②
）
の
「
運
動
文
化
の
科
学
を
教
え

る
」
こ
と
や
そ
れ
を
継
承
し
て
い
る
草
深
直
臣
（
⑯
）
の
考
え
は

こ
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
草
深
は
、
「
ス
ポ
ー
ツ
の
権
利
主
体

に
ふ
さ
わ
し
く
獲
得
さ
れ
る
べ
き
挙
カ
」
と
し
て
、
①
技
術
的
・

技
能
的
能
カ
、
②
組
織
・
運
営
・
管
理
能
カ
、
⑧
ス
ポ
ー
ツ
の
社
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（6ア）体育科の学カ研究

会
科
学
的
認
識
の
三
点
を
あ
げ
て
い
る
。
中
村
に
し
ろ
草
深
に
し

ろ
、
体
育
科
で
指
導
す
べ
き
視
点
の
確
立
を
強
調
し
た
点
で
の
意

義
は
大
き
い
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
第
二
期
以
降
の
学
力
論

の
論
点
か
ら
み
て
、
能
カ
と
学
力
の
関
係
が
十
分
に
識
別
さ
れ
て

い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
こ
こ
に
分
類
し
た
。

　
第
三
は
、
「
人
格
形
成
論
」
的
立
場
で
あ
る
。
中
森
孜
郎
・
久

保
健
は
、
坂
元
忠
芳
に
依
拠
し
つ
つ
、
体
育
科
で
の
単
カ
を
、

「
教
え
る
も
の
」
と
「
育
て
る
も
の
」
の
二
側
面
か
ら
把
握
す
る

（
⑳
⑭
⑳
）
。
「
教
え
る
も
の
」
の
中
心
は
「
身
体
文
化
－
運
動
文

化
－
ス
ポ
ー
ツ
を
背
景
と
す
る
体
育
文
化
で
あ
り
、
『
育
て
る
も

の
』
の
中
心
は
、
総
合
的
統
一
体
と
し
て
の
人
間
の
か
ら
だ
そ
の

も
の
と
そ
の
能
カ
」
（
⑳
1
六
頁
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
保

健
や
身
体
（
体
カ
）
、
態
度
や
意
欲
、
感
情
や
興
味
、
思
考
カ
、

主
体
性
、
集
団
性
、
権
利
意
識
や
生
き
方
、
等
々
の
広
範
な
人
間

の
カ
が
、
学
カ
そ
の
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
学
カ
と
密
接
に
か

ら
み
合
っ
た
も
の
と
し
て
、
学
カ
論
の
姐
上
に
の
せ
ら
れ
る
必
要

が
あ
」
（
⑭
－
五
頁
）
る
と
す
る
。

　
同
様
な
立
場
は
小
林
一
久
に
も
当
て
は
ま
る
（
⑭
⑲
）
。
⑭
論

文
で
は
、
陶
冶
と
訓
育
概
念
を
導
入
し
、
陶
冶
に
は
運
動
技
術
と

知
識
の
教
授
H
学
習
、
訓
育
に
は
陶
冶
を
基
礎
と
し
な
が
ら
あ
る

い
は
そ
の
過
程
に
不
可
分
に
結
ぴ
つ
い
て
、
ス
ポ
ー
ツ
観
、
集
団

的
な
行
動
カ
、
意
志
、
感
情
等
、
そ
し
て
体
カ
を
も
そ
れ
に
加
え

て
い
る
。
⑯
論
文
で
は
、
そ
れ
ら
の
要
素
と
目
標
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
「
能
カ
ー
1
学
カ
」
論
を
三
つ
に
分
類
し
た
。

こ
の
三
者
を
同
一
項
目
に
合
め
た
の
は
、
体
育
科
で
育
成
さ
れ
る

能
カ
を
総
体
と
し
て
学
カ
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

第
三
の
立
場
で
は
、
一
定
の
識
別
を
し
な
が
ら
、
構
造
化
を
志
向

し
て
い
る
。
中
森
・
久
保
は
、
「
教
え
る
も
の
」
と
「
育
て
る
も

の
」
の
識
別
と
統
一
で
あ
り
、
小
林
は
、
陶
冶
と
訓
育
的
要
素
の

識
別
と
統
一
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
第
一
の
「
態
度
主
義
」
と
は

異
な
る
。

　
口
　
学
カ
「
限
定
」
論

　
前
項
が
、
育
成
さ
れ
る
能
カ
全
般
を
挙
力
と
し
て
恩
考
す
る
と

す
れ
ぱ
、
こ
の
「
隈
定
」
論
は
そ
れ
ら
の
諸
能
カ
を
前
提
と
し
つ

つ
も
、
学
カ
を
限
定
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
同

じ
よ
う
に
い
く
つ
か
に
分
類
さ
れ
る
。

　
第
一
は
「
認
識
能
カ
」
に
限
定
す
る
立
場
で
あ
る
。
高
田
典
衛

（
⑳
⑳
⑮
）
が
唯
一
の
人
で
あ
る
。
「
体
育
科
を
『
技
能
教
科
』
と

し
て
で
は
な
く
、
『
認
識
教
科
』
と
し
て
、
『
学
カ
』
を
高
め
る
科
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目
と
見
る
」
（
⑳
1
八
四
七
頁
）
の
で
あ
る
。
高
田
が
そ
う
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
「
技
能
教
科
、
つ
ま
り
技
能
を
高
め
る

こ
と
を
直
接
か
つ
最
終
の
目
的
と
す
る
か
の
よ
う
な
科
目
だ
と
す

る
教
師
側
の
認
定
ま
た
は
分
類
の
た
め
に
、
ど
ん
な
に
多
く
の
児

童
・
生
徒
・
単
生
が
こ
の
履
修
科
目
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
こ
と

か
」
（
⑳
1
八
四
四
頁
）
と
い
う
背
景
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
実

践
的
立
場
か
ら
築
き
あ
げ
た
末
の
、
ま
さ
に
「
授
業
の
充
実
を
図

る
」
（
⑮
－
六
頁
）
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
⑯
論
文
は

そ
の
完
成
と
し
て
、
学
カ
ー
1
認
識
能
カ
と
し
て
の
規
定
を
岩
波
小

辞
典
『
教
育
』
第
二
版
よ
り
援
用
し
、
認
識
内
容
と
し
て
、
動
く

楽
し
さ
、
伸
び
る
楽
し
さ
、
集
う
楽
し
さ
、
解
る
楽
し
さ
の
四
点

の
認
識
を
掲
げ
た
。

　
誌
上
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
た
め
、
い
く
つ
か
の
反
論
も
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
体
育
科
の
学
カ
を
認
識
能
カ
だ
け
に
限
定

し
て
し
ま
っ
て
い
乃
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
内
容
が
そ
れ
ぞ
れ
の

「
楽
し
さ
」
の
認
識
と
し
て
、
具
体
的
な
指
導
対
象
と
は
な
り
え

な
い
も
の
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
。
そ
れ
に
認
識
能
カ
を
育
成
す

る
教
育
内
容
－
教
材
が
示
さ
れ
ず
（
⑯
1
四
四
頁
）
、
具
体
的
な
計

測
可
能
性
あ
る
い
は
系
統
性
の
視
点
も
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な

ど
で
あ
る
。

　
私
は
こ
れ
ら
の
批
判
に
同
調
し
つ
つ
も
、
実
践
的
立
場
か
ら
こ

の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
璽
視
さ
れ
る
こ
と
の
弱
か
っ
た
体
育
科
で

の
認
識
的
側
面
を
強
烈
な
ま
で
に
浮
き
立
た
せ
た
こ
と
は
高
く
評

価
さ
れ
て
如
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
第
二
は
、
「
技
能
十
認
識
」
の
立
場
で
あ
る
。

　
小
林
篤
は
、
「
知
識
・
理
解
に
裏
う
ち
さ
れ
た
技
能
」
と
と
ら

え
る
。
つ
ま
り
「
認
識
と
表
裏
一
体
と
な
っ
た
技
能
だ
け
を
学
力

と
考
え
る
」
（
⑳
－
八
五
八
頁
）
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
小
学
校

の
指
導
要
録
に
は
「
保
健
に
関
す
る
知
識
・
理
解
」
を
評
価
の
観

点
と
し
て
設
定
し
て
い
る
が
、
体
育
の
認
識
評
価
は
無
い
。
し
た

が
っ
て
小
林
は
、
自
ら
が
定
義
す
る
「
『
学
カ
』
を
育
て
る
授
業
は
、

小
学
校
で
は
成
立
す
る
基
盤
を
失
っ
て
し
ま
う
」
（
⑳
1
八
五
九

員
）
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
小
挙
校
体
育
で
は
認
識
は
重
視
さ
れ

ず
、
専
ら
技
能
面
し
か
見
て
い
な
い
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、

認
識
の
強
調
で
あ
る
。

　
第
三
は
、
「
技
術
十
認
識
十
集
団
」
の
立
場
で
あ
る
。
前
者
の

小
林
の
範
嬢
に
集
団
的
要
素
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
別
の
表
現

を
す
れ
ぱ
、
「
で
き
る
」
「
わ
か
る
」
「
分
か
ち
伝
え
る
カ
」
で
あ

る
。
進
藤
省
次
郎
は
技
能
習
熟
（
で
き
る
）
↓
技
術
認
識
へ
の
引

き
上
げ
（
わ
か
る
）
↓
分
か
ち
住
え
る
カ
と
い
う
発
展
段
階
を
示
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し
て
い
る
（
⑩
⑳
）
。

　
荒
木
豊
の
学
カ
観
と
概
念
規
定
も
こ
こ
に
含
め
ら
れ
よ
う
。

「
科
学
的
に
組
織
さ
れ
た
運
動
文
化
を
挙
習
し
て
得
た
知
識
・
技

術
の
う
ち
、
計
測
可
能
で
自
分
以
外
に
分
ち
伝
え
る
こ
と
が
で
き

る
能
力
」
（
⑭
1
二
二
頁
）
で
あ
る
。
小
林
の
掌
カ
の
規
定
が
個

人
的
・
静
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
進

藤
、
荒
木
の
学
カ
観
と
概
念
は
集
団
的
、
動
的
で
あ
る
。

　
第
四
は
、
「
身
体
の
学
カ
」
の
立
場
で
あ
る
。
体
育
科
の
挙
力

に
関
っ
て
計
測
可
能
な
よ
う
に
組
織
化
さ
れ
た
教
育
内
容
を
学
習

し
て
得
た
成
果
の
う
ち
、
身
体
的
側
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し

た
も
の
が
こ
の
「
身
体
の
学
カ
」
の
提
起
で
あ
る
。
正
木
健
雄
を

中
心
と
す
る
人
た
ち
の
立
場
で
あ
る
と
同
時
に
、
体
育
科
教
育
観

の
伝
統
と
し
て
も
根
強
い
も
の
で
あ
る
。
正
木
は
、
「
わ
が
国
の

子
ど
も
．
大
人
の
身
体
の
状
況
を
み
れ
ぱ
み
る
ほ
ど
、
身
体
を
学

カ
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
れ
を
確
実
に
発
達
さ
せ
る
能
カ

を
、
挙
校
で
ど
う
し
て
も
育
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
き

て
い
る
」
（
⑳
1
三
四
頁
）
と
考
え
る
。
山
脇
・
西
條
は
そ
の
た

め
の
身
体
の
学
カ
の
内
容
を
、
①
身
体
そ
の
も
の
、
②
身
体
操
作
、

③
身
体
の
意
識
や
知
識
、
④
周
囲
に
働
き
か
け
て
い
く
カ
、
の
四

点
を
あ
げ
て
い
る
（
⑳
－
八
七
頁
）
。
し
か
も
そ
の
た
め
の
到
達

目
標
の
設
定
も
し
て
い
る
。
た
と
え
ぱ
、
①
の
身
体
そ
の
も
の
の

到
達
目
標
と
し
て
「
五
〇
～
六
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
荷
物
を
移
動
で

き
る
く
ら
い
の
”
掴
幹
の
筋
カ
・
や
”
腕
カ
・
、
一
晩
く
ら
い
の

徹
夜
労
働
や
、
一
日
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
坂
道
歩
行
に
耐
え
ら

れ
る
”
持
久
カ
。
や
”
脚
カ
。
」
（
⑳
1
九
四
頁
）
で
あ
る
。

　
正
木
は
ま
た
一
九
八
二
年
の
日
教
組
教
育
研
究
集
会
（
広
島
）

に
お
い
て
、
体
カ
の
到
達
目
標
の
必
要
性
を
提
案
し
て
お
り
、
同

　
　
　
　
　
　
＾
2
0
）

著
『
子
ど
も
の
体
カ
』
で
は
、
ソ
ビ
エ
ト
の
全
連
邦
体
カ
検
定
基

準
（
ゲ
ニ
ア
・
オ
）
の
到
達
目
標
も
紹
介
し
て
い
る
。

　
山
脇
．
西
條
の
述
べ
た
到
達
目
標
は
、
杜
会
人
の
期
待
す
る
も

の
と
し
て
の
到
達
目
標
で
あ
り
、
後
者
の
正
木
の
そ
れ
は
学
齢
児

の
も
の
で
あ
る
。

　
い
ま
一
つ
大
学
段
階
で
の
実
践
例
を
揚
げ
れ
ぱ
、
東
京
大
学
教

養
学
部
の
一
般
体
育
で
は
、
一
定
水
準
の
体
力
に
到
達
し
な
い
も

の
は
、
基
礎
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
コ
ー
ス
に
入
り
、
水
準
を
起
え
た
と

き
に
、
ス
ポ
ー
ツ
コ
ー
ス
参
加
と
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
体
カ
は
、
技
術
の
よ
う
に
直
接
的
な
指
導
対
象
で
は

な
く
、
技
術
習
得
の
過
程
で
形
成
さ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
我
々
は
運
動
処
方
等
の
研
究
の
発
展
に
よ
る
体
カ
育
成
の
理

論
と
技
術
、
そ
し
て
体
力
育
成
の
歴
史
と
教
訓
を
も
っ
て
い
る
。
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し
か
も
、
体
カ
の
あ
る
一
定
の
範
囲
は
直
接
的
な
指
導
が
も
た
ら

す
結
果
と
し
て
、
容
易
に
計
測
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

体
力
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
文
化
体
系
が
教
育
内
容
と
し
て
成
立
す
る

の
で
あ
り
、
体
力
と
そ
の
文
化
体
系
も
ま
た
学
カ
と
し
て
ア
プ
ロ

ー
チ
す
る
可
能
性
を
持
つ
も
の
と
恩
う
。

　
実
は
「
能
カ
H
学
カ
」
論
の
中
森
・
久
保
や
小
林
一
久
も
同
様

の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
中
森
・
久
保
は
、
「
育
て

る
も
の
」
の
中
心
と
し
て
か
ら
だ
を
置
い
た
し
、
小
林
は
訓
育
的

側
面
の
一
つ
と
し
て
体
カ
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ

体
力
の
学
力
と
し
て
の
位
置
を
確
定
す
る
ま
で
は
、
あ
と
し
ぱ
ら

く
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
体
育
科
の
目
標
や
本

質
に
か
か
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
の
「
身
体
の
学
カ
」
の
四
点
は
、
①
が
体
力
、

②
が
技
能
、
⑧
認
識
、
④
が
分
か
ち
伝
え
る
カ
、
と
い
う
よ
う
に

置
き
か
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ぱ
、
身
体
を
軸
に

能
カ
金
体
を
包
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
・
「
能
カ
ー
1
学
カ
」

論
の
中
に
入
れ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
し
そ
う
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
身
体
に
隈
定
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
「
隈
定
」
論
の
中
に
入
れ
た
。

三
　
体
育
科
の
学
カ
研
究
の
課
題

　
以
上
、
体
育
科
の
学
カ
研
究
を
検
討
し
て
き
た
。

い
く
つ
か
の
課
題
が
提
起
さ
れ
る
。

こ
こ
か
ら
、

　
1
　
学
カ
規
定

　
私
自
身
は
学
カ
を
限
定
す
る
立
場
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ

た
。
し
か
も
、
「
認
識
十
技
術
十
集
団
」
そ
し
て
「
体
カ
」
も
加

え
て
み
る
立
場
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
に
体
育
科
の
学
カ
概
念
を
明
確
に
規
定

し
た
の
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
小
林
篤
と
荒
木
豊
で
あ
る
。

　
小
林
は
「
知
識
・
理
解
に
裏
う
ち
さ
れ
た
技
能
」
と
、
明
快
で

あ
る
。

　
荒
木
は
、
「
科
学
的
に
組
織
さ
れ
た
運
動
文
化
を
学
習
し
て
得

た
知
識
・
技
術
の
う
ち
、
計
測
可
能
で
自
分
以
外
に
分
ち
伝
え
る

こ
と
が
で
き
る
能
力
」
で
あ
る
。
小
林
の
概
念
に
さ
ら
に
「
分
か

ち
伝
え
る
カ
」
を
加
え
て
い
る
。

　
そ
れ
ぞ
れ
に
、
学
カ
に
何
を
負
わ
せ
る
か
と
い
う
「
約
束
」
の

違
い
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の
責
任
の
持
て
る
範
囲
で
の
規
定
で
艮

い
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
他
方
で
は
計
測
可
能
性
の
追
求
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に
よ
っ
て
、
教
師
の
指
導
の
批
判
と
子
ど
も
た
ち
の
自
己
評
価
を

よ
り
科
学
的
に
せ
ん
と
す
る
意
図
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

計
測
可
能
性
を
軸
に
し
て
、
よ
り
広
い
深
い
共
通
点
を
探
究
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
私
は
小
林
、
荒
木
の
概
念

に
学
ぴ
な
か
ら
、
も
う
す
こ
し
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
恩

う
。
一
つ
は
、
荒
木
の
概
念
規
定
で
は
っ
き
り
し
な
い
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
文
章
の
前
半
と
後
半
の
関
係
で
あ
る
。
「
知
識
・
技
術

　
、
　
　
　
、

の
う
ち
」
（
傍
点
内
海
）
、
「
分
ち
伝
え
る
こ
と
の
で
き
る
能
カ
」

と
い
う
の
は
、
［
能
カ
」
が
「
知
識
・
技
術
」
の
一
つ
の
側
面
と

い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
荒
木
の
意
図
す

る
と
こ
ろ
は
、
「
知
識
・
技
術
」
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
も
な
お
そ

れ
と
は
独
自
の
、
「
分
ち
伝
え
う
る
カ
」
、
つ
ま
り
「
知
識
・
技

術
・
分
ち
伝
え
る
カ
」
で
は
な
い
の
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、

先
の
概
念
規
定
の
表
現
に
若
千
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思

う
。
あ
と
一
つ
は
、
身
体
的
側
面
か
ら
の
挙
力
へ
の
接
近
の
可
能

性
を
残
す
必
要
性
で
あ
る
。

　
以
上
の
点
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
先
行
の
概
念
規
定
か
ら
学
ぴ

な
が
ら
私
な
り
に
規
定
を
す
る
と
す
れ
ぱ
、

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
「
科
学
的
に
組
織
さ
れ
た
運
動
文
化
を
学
習
し
て
得
た
知
識
、

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

技
術
お
よ
ぴ
諸
能
カ
の
う
ち
、
計
測
可
能
で
分
か
ち
伝
え
る
こ
と

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
で
き
る
都
分
L
と
表
現
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
計
測
可
能
性
の

拡
大
に
よ
っ
て
学
カ
の
内
容
も
拡
大
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
さ
ら
に
こ
こ
で
の
体
カ
の
位
置
に
つ
い
て
言
え
ぱ
、
体
カ
そ

れ
自
体
は
直
接
に
は
分
か
ち
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し

そ
れ
自
体
の
あ
る
部
分
は
計
測
可
能
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
教
育

内
容
あ
る
い
は
到
達
目
標
設
定
は
あ
る
程
度
可
能
で
あ
ろ
う
と
い

う
こ
と
で
、
こ
こ
に
含
め
て
い
る
。
そ
う
し
て
将
来
的
に
は
、

「
能
カ
”
学
カ
」
論
的
立
場
の
全
内
容
が
、
計
測
可
能
性
を
持
つ

こ
と
が
可
能
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
過
程
は
、

挙
カ
の
「
人
格
形
成
論
」
的
内
実
の
深
ま
り
で
も
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
概
念
規
定
も
含
め
て
、
今
後
い
っ
そ
う
深
め

ら
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
課
趨
で
あ
る
。

　
2
　
認
識
内
容
に
つ
い
て

　
技
術
の
指
導
体
系
の
研
究
は
学
カ
研
究
に
と
っ
て
ま
さ
に
前
提

で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
認
識
内
容
に
つ
い
て
の
課
題
を
述
べ
た
い
。

　
体
育
科
で
認
識
的
側
面
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
学

カ
研
究
の
大
き
な
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
な
お
、
今

後
の
研
究
の
た
め
に
若
干
の
指
摘
が
な
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
第
一
は
、
実
技
と
講
義
に
お
け
る
認
識
の
識
別
と
統
一
で
あ
る
。
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か
つ
て
申
村
（
②
）
の
提
起
し
た
運
動
文
化
の
科
学
（
歴
史
・
技

術
・
組
織
）
学
習
の
大
半
、
そ
し
て
草
深
の
い
う
ス
ポ
ー
ツ
の
社

会
科
学
的
認
識
も
、
講
義
で
の
学
習
と
い
う
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。

こ
う
な
る
と
、
年
齢
的
に
は
よ
り
上
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
、

高
田
は
主
と
し
て
実
技
学
習
面
で
の
認
識
を
強
調
し
た
。
進
藤
の

そ
れ
も
技
能
習
熟
か
ら
技
術
認
識
へ
と
し
て
、
主
と
し
て
実
技
場

面
で
あ
る
。
内
海
も
ま
た
実
技
指
導
過
程
に
お
け
る
認
識
対
象
の

分
析
を
行
っ
た
（
⑳
）
。
内
海
は
さ
ら
に
、
技
術
習
得
過
程
と
認

識
過
程
は
、
運
動
文
化
財
の
学
習
に
お
い
て
、
前
者
が
本
質
－
実

体
－
現
象
の
過
程
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
後
者
は
そ
の
逆
の
過
程
で

あ
り
、
こ
の
矛
盾
が
、
実
技
場
面
で
の
認
識
を
む
ず
か
し
く
さ
せ

て
い
る
一
つ
の
点
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。
実
技
指
導
の
揚
面

で
は
、
技
術
指
導
、
そ
れ
へ
の
認
識
の
焦
点
づ
け
が
中
心
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
技
術
（
技
能
）
の
系
統
が
中
心
と
な
り
、
認
識
は

そ
の
「
側
面
」
と
い
う
関
係
と
な
り
、
認
識
独
自
の
系
統
性
で
は

な
い
。

　
他
方
講
義
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
認
識
内
容
の
系
統
性
が
間
わ

れ
て
ゆ
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
体

育
科
に
お
い
て
一
口
に
「
認
識
」
と
言
っ
て
も
、
一
様
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
「
わ
か
る
」
こ
と
と
「
で
き
る
」
こ
と
と
の
関
係
で

あ
る
。
実
技
指
導
場
面
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち
が
行
動
す
る
場

合
に
は
必
ず
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
単
に
”
ま
ね
。
の
レ
ベ
ル
の
こ
と
も
あ
り
、
”
コ
ツ
”
と

し
て
理
解
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
運
動
の
概
念

や
技
術
の
系
統
に
お
け
る
位
置
ま
で
も
含
む
こ
と
も
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
ら
は
「
わ
か
る
」
こ
と
の
一
つ
の
中
味
で
あ
る
。
他
方
、

技
術
の
習
得
（
技
能
の
習
熱
）
の
な
か
で
、
．
あ
る
い
は
そ
の
後
に

同
様
の
認
識
を
獲
得
す
る
場
合
も
多
い
。
と
す
れ
ぱ
、
事
前
と
事

後
の
「
わ
か
る
」
意
味
あ
い
は
異
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
関

っ
て
、
体
育
科
で
は
「
わ
か
る
・
で
き
る
」
生
言
う
べ
き
か
「
で

き
る
・
わ
か
る
」
生
言
う
べ
き
か
、
や
や
細
か
い
こ
と
の
よ
う
で

も
あ
る
が
、
実
践
的
に
は
大
き
な
意
味
を
も
つ
表
現
と
な
ろ
う
。

　
3
　
到
達
国
標
・
到
達
度
評
価

　
学
カ
を
確
実
に
保
障
す
る
た
め
に
は
、
指
導
内
容
の
系
統
性
、

順
序
性
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
当
然
に
し
て
、

そ
れ
は
子
ど
も
の
発
達
段
階
と
対
応
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
と
あ
と
一
つ
重
要
な
視
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
可
能
な
指
導
時

間
数
で
あ
る
。
毎
日
一
時
間
ず
つ
で
も
体
育
科
が
あ
れ
ぱ
、
子
ど
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も
の
体
育
の
挙
カ
は
も
っ
と
高
ま
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
に
は
時
間
的
制
約
が
あ
り
、
あ
る
一
定
時
間
数
で
断
念
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
れ
ぱ
そ
の
時
間
数
で
到
達
さ
せ
た
い
、

し
う
る
到
達
度
の
設
定
が
重
要
に
な
る
。

　
ま
た
、
そ
の
到
達
目
標
の
設
定
は
、
挙
カ
の
要
素
に
よ
っ
て
も

異
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ぱ
、
技
術
習
得
な
ど
は
、
毎
時
，
こ
と

に
到
達
度
が
設
定
し
や
す
い
が
、
認
識
や
体
カ
な
ど
は
、
そ
の
計

測
法
と
も
関
係
し
て
、
毎
時
、
こ
と
の
設
定
は
現
在
難
し
い
か
ら
で

あ
る
。

　
到
達
目
標
の
設
定
は
必
然
的
に
到
達
度
評
価
を
要
求
す
る
。
一

定
期
間
末
の
評
定
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
各
指
導
段
階
に
お
け
る

教
師
の
指
導
の
評
価
、
そ
し
て
子
ど
も
の
自
己
評
価
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
到
達
目
標
と
の
対
応
で
計
測
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
体
育
科
の
到
達
度
研
究
は
、
⑳
を
は
じ
め
と
し
て
い
く

つ
か
発
表
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
4
　
計
測
法

　
到
達
度
研
究
の
テ
え
で
中
心
と
な
る
テ
ー
マ
の
一
つ
は
計
測

（
測
定
）
法
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
計
測
は
必

要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
体
育
科
の
学
カ
研
究
で
、
技
能
の
習
熟
度

ぱ
か
り
で
な
く
認
識
の
能
力
や
分
か
ち
伝
え
る
カ
を
も
含
め
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

と
は
す
で
に
述
べ
た
。
し
か
し
学
カ
と
し
て
責
任
を
持
た
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
計
測
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
「
知
識
・
理
解
に
裏
う
ち
さ
れ
た
技
能
」
と
い
う
と
き
、

私
た
ち
は
技
能
の
計
測
は
「
で
き
る
」
「
で
き
な
い
」
を
見
る
こ

と
に
よ
っ
て
容
易
に
把
握
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
そ
れ
を
裏

う
ち
す
る
「
知
識
・
理
解
」
は
ど
の
よ
う
に
計
測
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
一
人
一
人
話
さ
せ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ぺ
ー
バ
ー
テ
ス
ト

に
よ
る
の
か
、
…
…
…
。
し
か
も
そ
の
う
え
に
「
分
か
ち
伝
え
る

力
」
が
加
わ
る
と
す
れ
ば
、
計
測
の
要
求
は
よ
り
一
層
複
雑
さ
を

増
す
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
私
た
ち
は
授
業
の
な
か
で
、
そ
の
計
測
を
何
ら
か
の
か

た
ち
で
行
っ
て
お
り
、
い
ま
そ
れ
を
具
体
化
、
一
般
化
す
る
こ
と

が
さ
し
迫
っ
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
体
育
科
の
学
力
研
究
が
始
っ
た
当
時
は
、
荒
木
豊
は
「
体
育
に

お
け
る
『
挙
力
』
問
題
は
今
後
の
研
究
課
題
」
（
⑥
－
二
二
頁
、

一
九
七
六
年
）
と
述
べ
た
。
他
の
多
く
の
人
た
ち
も
同
様
の
感
想

を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
多
く
の
成

果
を
残
し
て
き
た
。
そ
の
う
え
で
な
お
か
つ
い
ま
、
多
く
の
人
々
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の
実
感
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
（
1
）
　
須
藤
敏
昭
「
戦
後
の
学
カ
論
」
（
『
国
民
教
育
』
第
一
五
号
、

　
　
一
九
七
三
年
冬
季
号
）
。
汐
見
稔
幸
「
挙
力
と
人
椅
」
（
『
国
民
教
育
』

　
　
第
二
七
号
、
一
九
七
六
年
冬
季
号
）
。
藤
岡
信
勝
「
現
代
教
育
と
能

　
　
カ
・
単
カ
・
人
格
」
（
『
日
本
の
学
カ
　
3
　
能
カ
・
挙
カ
・
人
楮
』

　
　
目
本
標
準
、
一
九
七
九
年
）
。
広
岡
亮
蔵
「
『
学
カ
と
評
価
』
論
の
今

　
　
日
的
課
題
」
（
『
挙
カ
の
構
造
と
教
育
評
価
の
あ
り
方
』
明
治
図
書
、

　
　
一
九
七
九
年
）
。
そ
の
他
。

　
（
2
）
　
そ
の
内
容
は
城
丸
章
夫
「
基
礎
学
カ
論
」
（
『
現
代
日
本
教
育

　
　
論
』
新
評
論
、
一
九
五
九
年
）
。
西
勇
「
学
カ
問
麗
」
（
柳
・
川
合

　
　
編
『
現
代
目
本
の
教
育
恩
想
・
戦
後
編
』
黎
明
書
房
、
　
一
九
六
三

　
　
年
）
に
ゆ
ず
る
。

　
（
3
）
　
木
下
繁
弥
「
学
力
論
争
の
展
開
」
（
『
戦
後
日
本
の
教
育
改
革

　
　
6
　
教
育
課
程
・
総
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
、
五
九

　
　
六
頁
）

　
（
4
）
　
大
田
尭
『
学
カ
と
は
な
に
か
』
国
土
新
書
、
一
九
六
九
年
。

　
（
5
）
　
広
岡
亮
蔵
『
基
礎
挙
カ
』
金
子
書
房
、
一
九
五
三
年
。
な
お
広

　
　
岡
は
、
そ
の
後
何
度
か
の
修
正
を
し
て
い
る
が
、
基
礎
挙
カ
に
「
態

　
　
度
」
を
含
ま
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
五
八
年
前
後
で
あ
る
。

　
　
（
前
掲
須
藤
敏
昭
論
文
参
照
）

　
（
6
）
　
勝
田
守
一
「
学
カ
と
は
何
か
O
」
（
『
教
育
』
　
一
九
六
二
年
）
、

　
　
「
学
カ
と
は
何
か
⇔
」
（
『
教
育
と
認
識
』
一
九
六
八
年
）
。
な
お
両
論

　
　
文
と
も
に
、
勝
田
守
一
著
作
集
4
、
『
人
間
形
成
と
教
育
』
国
土
社
・

　
　
一
・
九
七
二
年
に
所
収
。
引
用
頁
は
こ
れ
に
よ
っ
た
。

（
7
）
中
内
敏
夫
「
学
カ
の
モ
デ
ル
を
ど
う
つ
く
る
か
」
上
．
中
．
下

　
（
『
増
補
　
挙
カ
と
評
価
の
理
諭
』
国
土
社
、
　
一
九
七
六
年
所
収
）
。

　
引
用
頁
は
こ
れ
に
よ
っ
た
。

（
8
）
　
鈴
木
秀
一
・
藤
岡
信
勝
「
今
日
の
学
カ
論
に
お
け
る
二
・
三
の

　
問
題
」
（
『
季
刊
　
科
学
と
思
想
』
第
一
六
号
、
新
日
本
出
版
社
、
一

　
九
七
五
年
四
月
）
。

（
9
）
　
坂
元
忠
芳
「
今
目
の
単
カ
諭
争
の
理
論
的
前
提
」
（
『
季
刊
　
科

　
学
と
恩
想
』
第
一
九
、
二
〇
号
、
新
日
本
出
版
社
、
一
九
七
六
年
）
。

　
な
お
同
『
子
ど
も
の
能
カ
と
学
カ
』
青
木
書
店
、
　
一
九
七
六
年
十
二

　
月
に
所
収
。
引
用
頁
は
こ
れ
に
よ
っ
た
。

（
1
0
）
　
汐
見
稔
幸
、
前
掲
論
文
、
一
五
一
頁
。

（
1
1
）
　
斎
藤
浩
志
「
学
カ
論
の
今
目
的
課
題
」
（
『
教
育
』
第
三
四
五
号
、

　
一
九
七
七
年
七
月
）
。

（
1
2
）
　
（
u
）
に
同
じ

（
1
3
）
　
小
川
太
郎
『
教
育
科
学
研
究
入
門
』
明
治
図
書
、
一
九
六
九
年
、

　
一
〇
二
頁
。

（
1
4
）
　
広
岡
亮
蔵
、
前
掲
（
1
）
論
文
、
二
三
頁
。
文
部
省
も
、
一
九

　
八
○
年
の
「
指
導
要
録
」
の
改
訂
に
お
い
て
「
観
点
別
到
達
度
目
標
」

　
を
使
用
し
は
じ
め
て
い
る
。

（
∬
）
　
村
越
邦
男
『
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
評
個
』
青
木
書
店
、
一
九

　
七
八
年
、
ニ
ハ
○
頁
。
こ
の
教
育
目
標
論
と
評
価
論
に
つ
い
て
は
、

　
同
『
子
ど
も
の
学
カ
と
評
価
』
青
木
書
店
、
　
一
九
七
三
年
も
合
め
て

　
大
き
く
依
拠
し
て
い
る
。

（
1
6
）
　
勝
田
守
一
『
能
カ
と
発
達
と
学
習
』
国
土
社
、
　
一
九
六
四
年
。
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五
〇
頁
。

（
1
7
）
　
（
6
）
に
同
じ
。

（
㎎
）
　
城
丸
章
夫
『
や
さ
し
い
教
育
挙
ω
』
あ
ゆ
み
出
版
、
一
九
七
八

　
年
、
二
七
五
頁
。

（
1
9
）
　
竹
内
常
一
『
民
主
的
人
格
の
形
成
と
高
校
教
育
上
』
明
治
図
書
、

　
一
九
七
八
年
、
四
五
頁
。
さ
ら
に
「
文
化
と
し
て
の
か
ら
だ
」
を
論

　
じ
た
も
の
に
『
教
育
へ
の
構
図
』
高
校
生
文
化
研
究
会
、
　
一
九
七
六

　
年
、
　
「
日
本
の
学
カ
　
8
　
身
体
／
技
術
』
目
本
標
準
、
一
九
七
九

　
年
の
「
ま
え
が
き
」
等
が
あ
る
。

（
2
0
）
　
正
木
健
雄
『
子
ど
も
の
体
カ
』
国
民
文
庫
、
　
一
九
七
九
年
。

　
　
こ
こ
で
、
「
ゲ
ニ
ア
・
オ
」
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
「
ゲ
ニ
ア
・
オ
」
と
は
「
労
働
と
ソ
連
防
衛
の
準
備
あ
り
」
と
い
う

　
ロ
シ
ア
語
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
頭
文
字
で
あ
る
。
そ
れ
は
年
齢
別
に
三

　
段
階
か
ら
な
っ
て
い
る
。

　
　
「
ぺ
・
ゲ
・
テ
・
オ
」
（
一
四
～
一
五
歳
の
生
從
対
象
）
。
「
ゲ
・

　
テ
・
オ
」
第
一
級
（
一
六
～
一
八
歳
の
脅
年
男
女
対
象
）
。
「
ゲ
・

テ
・
オ
L
第
二
級
（
一
九
歳
以
上
の
市
民
対
象
）
。

　
「
ゲ
ニ
ア
・
オ
」
の
各
等
級
は
、
次
の
よ
う
な
個
々
の
身
体
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
に
関
す
る
ノ
ル
マ
試
験
の
合
格
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ

は
、
疾
走
・
跳
躍
・
投
螂
・
水
泳
・
歩
行
の
ノ
ル
マ
合
格
、
そ
の
他

多
く
の
理
論
的
、
実
践
的
諸
要
求
の
遂
行
、
ま
た
旅
行
・
バ
ラ
シ
ュ

ー
ト
競
技
・
自
動
車
や
オ
ー
ト
バ
イ
を
操
作
す
る
知
識
と
技
能
に
つ

い
て
行
な
わ
れ
る
。
体
カ
検
定
基
準
の
各
等
級
に
は
、
〈
合
格
〉
章

と
〈
優
秀
〉
章
の
二
つ
の
バ
ヅ
ジ
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。

　
生
徒
た
ち
は
、
「
べ
・
ゲ
ニ
ア
・
オ
」
お
よ
び
、
「
ゲ
・
テ
・
オ
」

第
一
級
の
試
験
を
受
け
る
が
、
そ
の
準
備
は
、
体
育
の
授
業
、
労
働

の
授
業
、
ス
ポ
ー
ツ
部
の
際
に
行
な
わ
れ
、
バ
ヅ
ジ
を
得
る
に
は
、

先
の
種
目
で
の
一
定
以
上
の
総
得
点
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
種
目
ご
と
に
一
定
の
到
達
段
階
に
は
そ
れ
に
対
応
す

る
点
数
が
配
点
さ
れ
て
い
る
。
（
『
ソ
ピ
エ
ト
教
育
科
挙
辞
典
』
明
治
。

図
響
、
一
九
六
三
年
、
五
〇
九
～
五
一
〇
頁
参
照
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
犬
挙
助
教
授
）
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