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柴
田
義
松
氏
の
『
ソ
ビ
ニ
ト
の
教
授
理
論
』
は
、
「
あ
と
が
き
」
に
も

あ
る
よ
う
に
、
著
者
の
「
ほ
ぽ
二
五
年
に
わ
た
る
回
シ
ァ
教
育
学
の
研
究

の
足
跡
を
記
し
た
も
の
」
で
あ
る
。
柴
田
氏
の
ロ
シ
ア
・
ソ
ビ
エ
ト
教
育

学
研
究
の
領
域
は
ま
こ
と
に
広
い
。
こ
の
こ
と
を
反
映
し
、
本
書
は
、
序

軍
「
ソ
ピ
エ
ト
教
授
学
の
基
本
原
理
」
、
1
章
「
総
合
技
術
教
育
の
原
理

と
歴
開
」
、
以
下
「
教
育
課
程
再
編
の
動
向
」
、
「
学
習
過
程
の
心
理
学
的

研
究
」
、
「
幼
児
教
育
の
理
論
」
、
「
ス
ホ
ム
リ
ン
ス
キ
ー
の
教
授
理
論
」
、

「
ウ
シ
ン
ス
キ
ー
の
教
授
理
論
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
構
成
お
よ
ぴ
内
容
は
、
柴
田
氏
が
ロ
シ
ア
・
ソ
ビ
エ
ト
の
教
育
理

論
．
教
授
学
・
教
育
史
の
研
究
に
す
ぐ
れ
て
い
る
ぱ
か
り
で
な
く
、
ソ
ピ

エ
ト
心
理
学
研
究
に
も
造
詣
が
深
い
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
の
書

は
、
現
代
の
ソ
ビ
エ
ト
に
お
け
る
教
育
を
理
解
す
る
上
で
必
要
な
教
育
理

論
．
制
度
、
教
育
史
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
照
ら
し
だ
し
て
い
る
。

　
第
1
．
皿
章
の
論
述
か
ら
、
主
に
五
〇
年
代
以
後
の
教
育
課
程
改
革
期

と
改
革
の
内
容
を
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
五
〇
年
代
末
の
教

育
課
程
改
革
、
六
〇
年
代
の
「
教
育
内
容
の
現
代
化
」
、
七
〇
年
代
の
新

教
育
課
程
の
実
施
状
況
、
労
働
教
百
の
推
移
が
、
た
た
み
か
け
る
よ
う
に

展
開
さ
れ
て
い
て
、
わ
か
り
や
す
い
。
い
さ
さ
か
不
満
で
あ
る
の
は
、
一

九
二
〇
年
代
に
提
示
さ
れ
た
原
理
、
一
九
三
〇
年
代
の
転
換
に
言
及
さ
れ

て
は
い
る
も
の
の
、
五
〇
年
代
以
後
の
教
育
課
程
の
改
革
が
、
一
九
二
〇

年
代
、
三
〇
年
代
の
ソ
ピ
エ
ト
教
育
学
の
展
開
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ

る
か
に
つ
い
て
の
分
析
が
希
薄
で
あ
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
著
者
の
見

解
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
第
皿
章
「
学
習
過
程
の
心
理
学
的
研
究
」
で
は
、
メ
ン
チ
ン
ス
カ
ヤ
を

中
心
と
す
る
研
究
者
グ
ル
ー
プ
と
レ
オ
ン
チ
ェ
フ
、
ガ
リ
ペ
リ
ン
を
中
ひ

と
す
る
研
究
者
グ
ル
ー
プ
の
論
争
が
き
め
こ
ま
か
く
紹
介
さ
れ
て
お
り
、

主
に
後
者
の
「
知
的
行
為
」
の
形
成
に
関
す
る
理
論
を
軸
と
す
る
論
争
が

浮
き
ぽ
り
に
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
挙
習
心
理
挙
の
構
想
に
も
と
づ
く

心
理
学
的
“
教
育
学
的
実
験
が
検
討
さ
れ
、
「
ガ
リ
ペ
リ
ン
た
ち
の
『
知
的

行
為
。
の
形
成
の
理
論
』
が
、
新
し
い
教
授
－
挙
習
の
方
法
や
体
系
の
建
設

に
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
か
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
柴
田
氏
は
、
戦
後
の
ソ
ビ
エ
ト
心
理
挙
界
で
の
論
争
を
列
挙
し
、
一
九

五
二
年
，
こ
ろ
か
ら
一
九
五
六
年
，
こ
ろ
ま
で
つ
づ
い
た
・
ソ
ビ
エ
ト
心
理
学

の
バ
ヴ
ロ
フ
学
説
に
も
と
づ
く
再
構
成
に
関
す
る
理
論
的
論
争
を
第
一
の

論
争
と
し
、
教
育
と
発
達
と
の
相
互
関
係
に
関
す
る
問
題
を
め
ぐ
っ
て
展

開
さ
れ
た
論
争
を
第
二
の
論
争
と
す
る
。
つ
ぎ
に
一
九
五
九
年
．
こ
ろ
か
ら
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一
九
六
〇
年
代
初
頭
に
行
な
わ
れ
た
・
学
習
心
理
学
の
対
象
と
方
法
に
関

す
る
諭
争
を
第
三
の
論
争
と
し
た
上
で
、
こ
の
第
三
の
論
争
を
丁
寧
に
検

討
し
て
い
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
、
ス
チ
ニ
ー
ク
の
討
論
提
案
論
文
に
端

を
発
す
る
〈
教
育
と
発
達
の
相
互
関
係
〉
に
関
す
る
論
争
の
吟
味
は
、

「
教
乱
実
践
や
そ
れ
の
具
体
的
研
究
に
よ
る
墓
付
け
が
十
分
で
な
く
、
す

で
に
レ
ー
ニ
ン
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
る
発
達
の
基
本
的
命
魑
を
子
ど

も
の
発
達
と
教
育
の
分
野
に
お
い
て
再
確
認
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ

う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
」
と
い
う
理
由
で
斥
け
ら
れ
て
い
る
。
柴
田
氏
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
心
理
学
と
教
育
学
と
の
あ
い
だ
に
正
し
い
相
互
関

係
を
う
ち
た
て
る
こ
と
は
、
決
し
て
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
」
が
、
柴

田
氏
の
本
書
の
魅
カ
の
一
つ
が
、
右
の
正
し
い
相
互
関
係
を
う
ち
た
て
よ

う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
相
互
関
係
を
〈
発

達
と
教
育
〉
と
い
う
テ
ー
マ
で
と
ら
え
、
心
理
学
的
分
析
を
、
ソ
ピ
エ
ト

教
育
学
の
方
向
に
か
か
わ
る
教
育
学
的
提
案
の
な
か
に
統
合
し
た
コ
ス
チ

ュ
ー
ク
の
諸
見
解
の
考
察
に
紙
幅
を
さ
い
て
ほ
し
か
っ
た
。

　
柴
困
氏
は
自
ら
、
第
三
の
論
争
は
「
基
本
的
に
は
右
の
第
一
お
よ
ぴ
第

二
の
論
争
と
も
深
く
つ
な
が
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
発
展
と
し
て
み
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
」
、
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
コ
ス
チ

ュ
ー
ク
の
討
論
提
案
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
、
ザ
ン
コ
フ
の
総
括
論
文
に
つ

ら
な
る
論
争
が
、
そ
の
後
の
論
争
や
学
習
心
理
学
研
究
の
進
展
に
ど
の
よ

う
に
影
響
し
た
か
に
つ
い
て
論
述
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
求
を
だ
す
こ
と

は
許
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

－
・
な
お
、
最
近
コ
ス
チ
ュ
ー
ク
の
諸
論
文
が
翻
訳
さ
れ
た
。
訳
者
の
一
人

で
あ
る
村
山
氏
は
解
説
に
お
い
て
、
コ
ス
チ
ュ
ー
ク
の
論
文
「
子
ど
も
の

人
格
形
成
の
当
面
す
る
諸
問
題
」
を
「
コ
ス
チ
ュ
ー
ク
が
ス
タ
ー
リ
ン
時

代
に
書
い
た
論
文
の
ひ
と
つ
の
到
達
点
と
み
な
す
な
ら
ぱ
、
ス
タ
ー
リ
ン

批
判
後
の
次
の
五
六
年
の
第
三
論
文
〔
「
子
ど
も
の
発
達
と
教
育
と
の
相

亙
関
係
に
つ
い
て
」
〕
に
発
展
す
る
部
分
と
、
修
正
さ
れ
て
い
く
部
分
と

を
分
析
し
、
ソ
ピ
エ
ト
心
理
学
や
教
育
学
の
全
体
動
向
の
申
に
位
置
づ
け

る
課
題
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
L
（
コ
ス
チ
ュ
ー
ク
『
発
達
と
教
育
』
明

治
図
書
、
一
九
八
二
年
）
と
的
確
に
今
後
の
研
究
課
題
を
指
摘
し
て
い
る
鉋

　
終
章
の
「
ウ
シ
ン
ス
キ
ー
の
教
授
理
論
」
は
力
作
で
あ
る
が
、
柴
田
氏

一
の
論
文
と
し
て
は
い
さ
さ
か
物
足
ら
な
さ
を
感
じ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
理
由
は
、
柴
田
氏
が
『
ウ
シ
ン
ス
キ
ー
教
育
学
全
集
　
6
』
の
解
説

に
お
い
て
、
ウ
シ
ン
ス
キ
ー
の
労
働
教
育
論
を
高
く
評
価
し
、
ウ
シ
ン
ス

キ
ー
の
「
労
跡
歓
は
、
ウ
シ
ン
ス
キ
ー
の
人
生
観
あ
る
い
は
世
界
観
の
中

核
を
な
す
も
の
と
し
て
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
」
（
傍
点
は
柴
田

氏
）
・
「
労
働
は
・
人
間
の
肉
依
的
・
道
徳
的
・
知
的
発
達
の
不
可
欠
の
源

泉
で
あ
る
と
、
ウ
シ
ン
ス
キ
ー
は
考
え
た
」
、
と
記
し
て
い
る
の
に
、
本

書
の
終
章
で
は
ウ
シ
ン
ス
キ
ー
の
論
文
「
労
働
、
そ
の
精
神
的
．
教
育
的

意
義
」
へ
の
論
及
が
欠
如
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
教
育
目
的
と
の
関

連
で
是
非
と
も
ウ
シ
ン
ス
キ
ー
の
労
働
教
育
論
に
つ
い
て
の
吟
味
を
加
え

て
ほ
し
か
っ
た
。

　
さ
て
、
通
読
し
て
の
素
朴
な
疑
間
は
、
章
と
章
と
の
関
連
を
め
ぐ
る
も

の
で
あ
る
。
序
・
1
・
n
章
の
関
連
は
了
解
さ
れ
る
が
、
そ
の
他
の
藷
章

の
関
連
お
よ
ぴ
本
書
の
七
つ
の
章
を
先
き
の
よ
う
に
な
ら
べ
る
意
図
が
鮮

明
で
あ
る
と
は
い
い
が
た
い
の
で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
の
こ
れ
ま
た
素
朴

な
疑
問
は
、
右
の
疑
問
の
一
部
で
も
あ
る
の
だ
が
、
終
章
に
著
者
の
研
究
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生
活
の
出
発
点
を
か
ざ
っ
た
ウ
シ
ン
ス
キ
ー
研
究
が
登
場
す
る
意
味
で
あ

る
o

　
右
の
第
一
の
素
朴
な
疑
間
を
と
く
手
掛
り
と
な
ウ
た
の
は
・
「
ウ
シ
ン

ス
キ
ー
は
、
私
に
と
っ
て
最
大
の
恩
師
と
も
い
う
ぺ
き
人
物
で
あ
る
」
と

い
う
述
懐
で
は
じ
ま
る
柴
田
氏
の
別
稿
「
ウ
シ
ン
ス
キ
ー
」
（
川
野
辺
敏
・

海
老
原
逢
編
『
現
代
に
生
き
る
教
育
恩
想
・
6
ロ
シ
ア
・
ソ
ビ
エ
ト
』
ぎ

ょ
う
せ
い
、
一
九
八
一
年
所
収
）
に
お
け
る
以
下
の
叙
述
で
あ
っ
た
。

「
教
師
の
仕
事
が
ど
ん
な
に
崇
高
で
あ
り
、
限
り
な
く
奥
行
き
の
深
い
も

の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
、
ウ
シ
ン
ス
キ
ー
の
『
教
育
的
人
間

学
』
か
ら
ま
な
ん
だ
。
教
師
の
仕
事
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
一
見

だ
れ
も
が
、
小
学
校
の
子
ど
も
で
さ
え
知
っ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
普
通
．
こ
く
表
面
的
な
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
教
師
の
仕
事

の
最
も
重
要
な
側
面
は
、
生
徒
の
眼
か
ら
隠
れ
て
い
る
。
私
の
眼
に
も
見

え
な
か
っ
た
そ
の
部
分
に
光
を
あ
て
て
く
れ
た
の
が
、
ウ
シ
ン
ス
キ
ー
で

あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
隠
れ
た
部
分
を
対
象
と
し
、
そ
の
秘
密
を
明
ら

か
に
す
る
の
が
、
教
育
学
の
主
要
な
任
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら

れ
た
の
で
あ
る
」
。
柴
田
氏
の
本
書
は
ま
さ
に
、
右
の
「
隠
れ
た
部
分
を

対
象
と
し
て
、
そ
の
秘
密
を
明
ら
か
に
す
喝
」
試
み
で
あ
っ
た
、
と
い
え

よ
う
。
本
書
の
構
成
の
特
徴
は
、
柴
田
氏
の
研
究
領
域
の
広
さ
に
よ
る
ぱ

か
り
で
な
く
、
右
の
「
秘
密
を
明
ら
・
か
に
す
る
」
試
み
に
も
よ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　
本
書
が
こ
の
試
み
で
あ
る
こ
と
を
裏
書
き
し
て
く
れ
た
の
は
・
終
章
・

「
ウ
シ
ン
ス
キ
ー
の
教
授
理
諭
」
の
む
す
ぴ
の
表
現
で
あ
っ
た
。
柴
田
氏

に
よ
れ
ぱ
、
「
ウ
シ
ン
ス
キ
ー
は
、
教
育
学
を
狭
義
の
教
育
学
と
広
義
の

教
育
学
と
に
二
分
し
、
前
者
を
技
術
の
理
論
、
後
者
を
教
育
的
人
間
学
と

よ
ん
だ
。
そ
し
て
、
技
術
と
し
て
の
教
育
学
は
、
科
学
と
し
て
の
教
育
的

人
間
学
に
基
礎
を
お
か
ね
ぱ
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
L
。
柴
田
氏
は
ウ
シ

ン
ス
キ
ー
を
高
く
評
個
し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
結
論
す
る
。
「
－
－
・
ウ

シ
ン
ス
キ
ー
は
、
、
ミ
ル
の
『
論
理
学
』
に
し
た
が
っ
て
、
」
⊥
述
の
よ
う
に

科
学
の
命
題
と
技
術
の
命
題
と
を
形
式
論
理
的
に
区
別
し
て
し
ま
い
、
し

た
が
っ
て
ま
た
心
理
現
象
と
教
育
現
象
と
を
機
械
的
に
区
別
し
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
こ
と
が
、
教
育
現
象
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
科
学
に
よ
っ
て

教
育
の
技
術
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
を
さ
ま
た
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
教
育
科
学
の
存
在
を
ウ
シ
ン
ス
キ
ー
は
否
定
し
て
し
ま
っ
た
が
た

め
に
、
心
理
学
そ
の
他
の
科
学
の
諸
法
則
と
教
育
技
術
と
を
つ
な
ぐ
環
を

欠
い
て
し
ま
い
、
そ
の
『
技
術
と
し
て
の
教
育
学
』
は
結
局
の
と
こ
ろ
十

分
な
科
学
的
基
礎
づ
け
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
に
終
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
か
れ
の
『
教
育
的
人
間
学
』
の
内
容
も
、
心
理
学
を
中
心
と
し
た

人
間
学
の
諸
理
諭
と
そ
の
教
育
へ
の
応
用
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
と
『
技

術
と
し
て
の
教
育
学
』
と
の
あ
い
だ
に
は
、
深
い
断
絶
が
あ
っ
た
と
い
う

べ
き
だ
ろ
う
。
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
の
断
絶
は
、
そ
の
後
の
教
育
学
の

発
展
の
な
か
で
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
埋
め
ら
れ
て
き
て
い
る
か
？
　
教
育

の
技
術
的
過
程
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
科
学
的
研
究
は
、
ま
さ
に
現
代

教
育
学
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
」
。

　
こ
の
長
い
引
用
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
さ
き
の
「
隠
れ
た
部
分
を
対

象
と
し
て
、
そ
の
秘
密
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
試
み
は
、
右
の
引
用

文
中
の
「
断
絶
」
を
う
め
、
教
育
の
技
術
的
過
程
そ
の
も
の
を
対
象
と
す

る
科
学
的
研
究
“
現
代
教
育
学
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
に
と
り
く
む
と
い
う
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こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
本
書
の
眼
目
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本

書
が
ウ
シ
ン
ス
キ
ー
に
よ
っ
て
啓
発
さ
れ
た
試
み
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
右

の
眼
目
が
伏
在
し
て
い
る
と
考
え
る
と
、
本
書
の
諸
章
の
関
連
は
明
ら
か

に
な
る
。
序
・
1
章
は
、
ソ
ピ
エ
ト
の
教
授
理
論
に
つ
い
て
の
原
理
的
研

究
で
あ
り
、
n
章
の
内
容
は
前
章
で
析
出
・
検
討
さ
れ
た
原
理
（
「
教
授

と
生
活
と
の
結
合
」
の
原
理
、
「
教
授
内
容
の
科
学
性
」
の
原
理
、
ポ
リ

テ
フ
ニ
ズ
ム
の
原
理
）
を
基
軸
と
す
る
教
育
課
程
の
再
編
の
実
際
的
動
向

の
紹
介
と
検
討
で
あ
る
。
皿
章
に
お
い
て
は
、
学
習
過
程
の
心
理
学
的
基

礎
づ
け
を
、
学
習
心
理
挙
の
対
象
と
方
法
に
関
す
る
論
争
を
吟
昧
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
行
な
っ
て
い
る
。
w
章
で
は
幼
児
教
育
を
研
究
対
象
に
し
ぼ

り
つ
つ
、
教
授
理
論
の
根
幹
に
す
え
ら
れ
る
べ
き
教
育
目
的
諭
、
発
達
と

教
育
と
の
相
互
関
係
（
発
達
に
お
け
る
教
育
の
主
導
的
役
割
に
関
す
る
理

論
）
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
V
章
に
お
い
て
以
上
の
章
で
分
析
．
検
討
さ

れ
た
す
べ
て
が
、
教
育
者
で
あ
り
教
育
理
論
家
で
も
あ
る
ス
ホ
ム
リ
ン
ス

キ
ー
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
、
血
の
か
よ
っ
た
教
授
理
論
と
し
て
登
場
す
る
。

w
章
で
は
、
同
じ
く
ウ
シ
ン
ス
キ
ー
に
よ
る
統
合
と
し
て
の
教
授
理
論
と
、

統
含
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
間
題
意
識
が
示
さ
れ
る
。
本
書
は
以
上
の
よ

う
に
読
め
る
。

　
こ
の
よ
う
に
読
む
と
、
先
き
の
二
つ
の
素
朴
な
疑
問
が
氷
解
す
る
ぱ
か

り
で
な
く
、
本
書
が
ま
こ
と
に
魅
カ
的
な
本
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
前
に
せ

ま
っ
て
く
る
。

　
先
き
の
素
朴
な
疑
間
が
な
ぜ
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
、
一
つ

に
は
、
教
育
目
的
に
つ
い
て
の
論
述
お
よ
び
教
授
理
論
の
社
会
的
側
面
に

つ
い
て
の
論
及
の
不
十
分
さ
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ま
一
つ
に
は
、
教

授
理
論
と
心
理
学
的
研
究
の
傾
向
と
の
関
係
、
お
よ
ぴ
こ
れ
ら
と
教
育
目

的
と
の
関
係
を
、
社
会
発
展
を
視
野
に
い
れ
つ
つ
、
検
討
し
、
著
者
は
ど

の
よ
う
な
見
解
を
も
つ
か
を
、
は
っ
き
り
と
は
表
現
し
て
い
な
い
、
一
と
に

よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
吟
味
を
ふ
ま
え
た
上
で
本
書
の
間
題
点
を
あ
げ
る
と
す
れ

ぱ
、
そ
れ
は
、
柴
田
氏
に
深
い
研
究
課
題
を
喚
起
し
、
現
代
教
育
学
の
課

題
を
析
出
す
る
よ
う
に
う
な
が
し
た
ウ
シ
ン
ス
キ
ー
の
教
授
理
論
で
本
書

が
む
す
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
書
は
、
著
者
自
ら
が
析
出
し
た
．

現
代
教
育
学
の
課
題
に
こ
た
え
る
作
業
と
し
て
は
未
完
で
あ
る
。
本
書
は
、

著
者
に
よ
る
『
ソ
ピ
エ
ト
の
教
授
理
論
』
の
続
編
へ
の
大
き
な
期
待
を
読

者
に
い
だ
か
せ
る
。

　
こ
の
期
待
を
増
大
さ
せ
る
の
は
、
柴
田
氏
に
よ
る
、
ソ
ピ
エ
ト
教
育
学

研
究
の
今
後
の
課
題
の
的
確
な
指
摘
で
あ
る
。
課
題
の
一
つ
は
、
ソ
ビ
エ

ト
の
六
〇
年
代
末
に
行
な
わ
れ
た
「
現
代
化
」
の
特
徴
の
明
確
化
と
そ
れ

の
評
価
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
の
「
現
代
化
」
が
ア
メ
リ
カ
や
日
本
の
場

合
と
同
じ
よ
う
に
、
「
失
敗
」
を
宜
告
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
部
分
的

な
修
正
は
あ
る
に
せ
よ
基
本
的
に
は
正
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ

る
の
か
、
と
間
い
、
「
八
O
年
代
中
に
は
そ
の
緒
着
が
つ
く
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
」
、
と
告
げ
て
い
る
。
二
つ
は
、
後
期
中
等
教
育
の
問
題
で
あ
る
。

柴
田
氏
は
、
鋭
く
「
現
在
の
ソ
連
に
お
け
る
最
大
の
教
育
問
題
は
、
や
は

り
こ
の
後
期
中
等
教
育
段
階
に
あ
る
と
い
え
よ
う
」
、
と
記
し
、
一
〇
年

制
普
通
義
務
教
育
へ
の
移
行
の
完
成
と
労
働
教
育
と
の
関
係
を
老
察
し
て

い
る
。
ソ
ビ
ェ
ト
に
お
け
る
労
働
教
育
と
職
業
指
導
の
問
題
、
青
年
の
進

路
選
択
の
問
題
が
ま
す
ま
す
研
究
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
三
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評（115）書

つ
は
、
ス
ホ
ム
リ
ン
ス
キ
ー
の
教
育
思
想
・
教
育
理
論
の
研
究
の
一
層
の

進
展
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
ソ
ビ
エ
ト
教
育
学
研
究
者
の
共
通
の
課
魑
で

あ
る
。

　
グ
ー
ロ
ワ
の
『
祉
会
学
的
な
教
育
間
題
』
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
・

教
育
の
祉
会
学
の
対
象
・
課
題
・
方
法
の
規
定
を
究
明
し
、
そ
れ
と
ブ
ル

ジ
目
ア
的
な
・
教
育
の
社
会
学
と
の
原
則
的
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
課
趨
と
し
て
い
る
。
グ
ー
ロ
ワ
は
右
の
書
に
お
い
て
、
教
育
学
の
ど
の

分
野
の
研
究
を
と
っ
て
み
て
も
（
例
え
ぱ
、
教
育
理
論
の
研
究
に
し
て
も
、

教
授
学
の
研
究
に
し
て
も
）
い
ず
れ
も
社
会
的
側
面
の
分
析
を
欠
く
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
ア
ス
ピ
タ
■
一
一
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
7
＾
ピ
タ
■
一
一
’

は
で
き
な
い
と
し
、
「
社
会
か
ら
の
教
育
へ
の
働
き
か
け
と
教
育

か
ら
の
社
会
発
展
へ
の
影
響
」
と
が
直
接
的
に
反
映
す
る
教
育
学
の
諸
閲

題
を
、
換
言
す
れ
ぱ
〈
教
育
と
社
会
〉
と
の
関
係
に
か
か
わ
る
問
題
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
7
ヌ
ピ
タ
ー
－
’
’

「
社
会
学
的
な
教
育
間
題
」
と
規
定
し
て
い
る
。
彼
女
に
よ
れ
ぱ
、
教
　
育

　
　
　
　
　
　
サ
フ
ス
ピ
■
－
一
一
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
7
ハ
ピ
貞
－
一
一
工

の
社
会
学
は
、
「
教
　
育
の
社
会
的
被
拘
束
性
と
教
　
育
の
社
会
的
機

能
の
問
遡
を
研
究
す
る
」
挙
間
と
さ
れ
、
右
の
社
会
学
的
な
教
育
間
題
を

研
究
す
る
分
野
と
し
て
注
圓
さ
れ
て
い
る
。

　
本
書
の
特
徴
は
、
一
つ
に
は
ソ
ビ
エ
ト
に
お
け
る
社
会
学
的
教
育
学
研

究
の
動
向
を
整
理
し
、
各
専
門
分
野
（
8
長
昌
o
「
畠
呂
〔
…
畠
…
ぎ

■
o
員
団
『
o
『
篶
’
何
G
｛
団
由
o
o
月
＝
o
』
o
「
＝
戸
o
o
月
＝
o
自
o
「
宝
饅
o
α
勺
固
U
o
国
団
＝
＝
国
）
の

研
究
対
象
と
課
魍
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
社

会
挙
的
教
育
学
研
究
の
意
義
と
教
育
の
社
会
学
の
今
後
の
重
要
な
研
究
課

題
を
示
唆
し
、
き
わ
め
て
問
魑
提
起
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
グ
ー
ロ
ワ
の
右
の
薔
を
、
問
題
提
起
的
で
あ
る
と
す
る
理
由
は
、
以
下

の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
第
一
に
、
本
書
は
、
〈
教
育
と
社
会
〉
と
の
関
係
の
究
明
と
い
う
視
点

か
ら
ソ
ピ
エ
ト
教
育
学
の
展
開
を
追
究
し
、
そ
こ
に
お
け
る
論
争
点
を
照

射
す
る
と
い
う
課
題
を
示
唆
し
て
い
る
と
も
読
め
る
か
ら
で
あ
る
。
グ
ー

ロ
ワ
は
社
会
的
な
教
育
問
題
の
解
決
を
ソ
ビ
エ
ト
教
育
学
の
展
開
に
即
し

て
追
究
し
、
「
教
育
の
社
会
的
被
拘
束
性
と
教
育
の
社
会
的
機
能
に
つ
い

て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
恩
想
は
、
ソ
ピ
エ
ト
教
育
学
者
の
仕
事
の
な
か

に
具
現
化
さ
れ
」
、
発
展
さ
せ
ら
れ
た
、
と
い
う
。
彼
女
は
社
会
学
的
教

育
学
の
先
行
研
究
を
あ
ら
い
だ
し
て
い
る
。
こ
の
作
業
は
ソ
ビ
エ
ト
教
育

挙
の
展
開
に
つ
い
て
の
一
つ
の
概
括
で
あ
る
。
こ
の
作
業
が
わ
れ
わ
れ
に

教
え
て
い
る
こ
と
は
、
ソ
ピ
エ
ト
教
育
学
の
展
開
を
究
明
し
て
い
く
上
で
、

と
り
く
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
テ
ー
マ
・
論
争
点
で
あ
る
。
〈
教
育
と
祉

会
〉
と
い
う
視
点
に
た
つ
と
そ
れ
ら
が
よ
く
み
え
て
く
る
こ
と
を
、
グ
ー

ロ
ワ
の
著
書
は
示
唆
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
・
論
争
点
の
い
く
つ
か
を
あ
げ
れ
ぱ
、
ま
ず
、
広

い
社
会
環
境
（
社
会
体
制
）
と
教
育
活
動
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。

こ
こ
に
は
祉
会
環
境
の
意
味
の
理
解
が
教
育
の
可
能
性
の
限
定
化
に
連
動

し
て
し
ま
う
か
、
そ
の
意
味
を
理
解
し
た
上
で
教
育
の
大
き
な
可
能
性
を

主
張
す
る
か
、
と
い
う
間
魑
が
包
含
さ
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
微
視
的
な

環
境
の
影
響
と
目
的
志
向
的
教
育
活
動
と
の
関
係
が
あ
げ
ら
れ
る
。
先
駆

者
と
し
て
の
ウ
シ
ン
ス
キ
ー
、
シ
ャ
ツ
キ
ー
、
ク
ル
ー
ブ
ス
カ
ヤ
の
理
論

を
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
〈
教
育
学
と
社
会
挙
と
の
関
係
〉
の
問
題
に
か
か
わ
る
・
教

育
学
の
対
象
を
め
ぐ
る
論
争
が
あ
げ
ら
れ
る
。
カ
ラ
シ
ニ
コ
フ
と
ビ
ン
ケ
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ヴ
ィ
ソ
チ
の
グ
ル
ー
プ
と
、
シ
ュ
ル
ギ
ン
と
ク
ル
ペ
ニ
ナ
の
グ
ル
ー
プ
お

よ
ぴ
ル
ナ
チ
ャ
ル
ス
キ
ー
と
ク
ル
ー
プ
ス
カ
ヤ
ー
こ
れ
ら
三
つ
の
グ
ル

ー
プ
を
比
鮫
検
討
す
る
必
要
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　
加
え
て
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
〈
社
会
環
境
〉
概
念
が
排
除

さ
れ
て
い
く
過
程
を
考
察
し
、
そ
の
よ
う
な
三
〇
年
代
後
半
に
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
ヴ
ア
ス
ピ
’
－
一
一
’

「
社
会
と
生
徒
の
教
育
と
の
相
互
作
用
の
問
題
の
発
展
に
本
質
的
に

貢
献
し
た
マ
カ
レ
ン
コ
」
の
教
育
理
論
と
実
践
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
第
二
の
理
由
は
、
ナ
ト
ル
プ
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
、
デ
ュ
ー
イ
の
社
会
学

的
教
育
思
想
に
対
時
さ
れ
る
・
ソ
ピ
エ
ト
に
お
け
る
社
会
学
的
教
育
思
想
、

サ
了
坦
ピ
’
1
一
一
工

教
　
育
の
社
会
学
の
出
発
点
の
研
究
と
い
う
課
題
を
よ
み
と
る
こ
と
が

で
き
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
グ
ー
ロ
ワ
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
社
会
学
的
教
育
恩
想
の
も
っ
と
も
偉

犬
な
代
表
者
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
ナ
ト
ル
プ
（
一
八
五
四
－
一
九
二
四
）
、

フ
ラ
ン
ス
の
デ
＾
ル
ケ
ー
ム
（
一
八
五
八
－
一
九
一
七
）
、
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
の
デ
ュ
ー
イ
（
一
八
五
九
－
一
九
五
二
）
が
ふ
つ
う
あ
げ
ら
れ
て
い

る
」
（
括
孤
内
は
グ
ー
ロ
ワ
）
と
し
、
こ
れ
ら
三
人
の
教
育
思
想
を
吟
味

し
、
ブ
ル
ジ
目
ア
的
な
・
教
育
の
社
会
学
の
出
発
点
と
な
っ
た
方
法
論
的

前
提
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
人
の
見
解
の
共
通
点
と
し

て
、
ま
ず
教
育
の
社
会
的
被
拘
束
性
に
つ
い
て
の
確
認
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
o　

デ
ュ
ー
イ
に
つ
い
て
の
分
析
を
す
こ
し
だ
け
紹
介
し
よ
う
。
グ
ー
ロ
ワ

は
つ
ぎ
の
ト
う
に
指
摘
す
る
。
「
学
校
は
所
与
の
社
会
の
要
求
を
反
映
さ

せ
も
す
る
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
形
成
さ
れ
た
過
去
の
時
代
が
教
育
体
系

に
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
デ

ユ
ー
イ
の
考
え
は
、
興
味
深
い
。
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
学
校
に
お
い
て
新

し
い
も
の
と
古
い
も
の
と
が
交
叉
し
、
社
会
の
保
守
的
な
カ
と
進
歩
的
な

カ
と
が
衝
突
す
る
の
で
あ
る
L
。
さ
ら
に
「
デ
ュ
ー
イ
は
当
時
の
社
会
の

固
有
性
を
分
析
し
よ
う
と
し
、
そ
こ
で
進
行
し
て
い
る
変
化
が
ど
の
よ
う

　
サ
ア
＾
ピ
’
1
一
一
＾

に
教
　
育
と
教
授
・
学
習
の
目
的
を
決
定
す
る
か
を
示
し
て
い
る
」
、

と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
教
育
と
社
会
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
重
要
な
把
握
が

デ
ュ
ー
イ
の
教
育
思
想
か
ら
析
出
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
デ
ュ
ー
イ
の
場

合
は
社
会
変
動
を
教
育
内
容
・
方
法
に
反
映
さ
せ
、
子
ど
も
の
存
在
を
基

軸
に
す
え
た
・
新
し
い
教
育
内
容
・
方
法
を
構
想
し
実
施
し
て
い
る
の
で
、

こ
の
点
に
ま
で
ふ
み
こ
ん
で
分
析
す
ぺ
き
で
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。

　
ソ
ピ
エ
ト
教
育
学
の
展
開
過
程
に
み
ら
れ
る
・
教
育
の
社
会
的
被
拘
束

性
と
教
育
の
社
会
的
機
能
を
め
ぐ
る
恩
想
を
追
究
す
る
と
い
う
グ
ー
ロ
ワ

の
研
究
は
、
ソ
ピ
エ
ト
教
育
学
に
お
け
る
社
会
学
的
教
育
思
想
を
研
究
し
、

　
　
　
　
　
　
　
ヴ
7
ヌ
ピ
坦
3
’
一
’

ソ
ピ
エ
ト
に
拍
け
る
教
　
育
の
社
会
学
の
出
発
点
を
解
明
す
る
手
掛
り

を
提
示
し
て
い
る
。

　
右
の
課
題
を
研
究
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
ル
ナ
チ
ャ
ル
ス
キ
ー
、
ク

ル
ー
プ
ス
カ
ヤ
、
シ
ャ
ツ
キ
ー
の
教
育
思
想
と
理
論
を
慎
重
に
吟
味
す
る

必
要
が
、
グ
ー
ロ
ワ
の
叙
述
か
ら
看
取
さ
れ
る
。
グ
ー
ロ
ワ
は
、
〈
教
育

と
社
会
〉
と
の
相
互
関
連
を
め
ぐ
る
研
究
の
ソ
ピ
エ
ト
に
お
け
る
進
展
の

根
拠
を
、
主
に
ク
ル
ー
プ
ス
カ
ヤ
の
論
文
に
も
と
め
て
い
る
。
だ
が
、
ク

ル
ー
プ
ス
カ
ヤ
の
教
育
恩
想
・
理
論
に
つ
い
て
の
グ
ー
回
ワ
の
理
解
に
問

題
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
「
ク
ル
ー
プ
ス
カ
ヤ
と
ル
ナ
チ
ャ
ル

ス
キ
ー
は
、
重
要
な
教
育
目
的
は
新
し
い
世
代
の
全
面
発
達
で
あ
る
こ
と

を
強
調
し
な
が
ら
、
社
会
に
お
け
る
生
活
に
む
け
て
音
年
を
準
備
す
る
こ
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と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
同
時
に
指
示
し
て
い
た
L
と
指
摘
さ
れ
・

「
こ
れ
ら
の
二
つ
の
目
的
は
排
除
し
あ
う
も
の
で
は
な
く
、
ソ
ビ
エ
ト
の

学
校
で
は
補
完
し
合
う
も
の
で
あ
っ
た
」
こ
と
が
、
ク
ル
ー
プ
ス
カ
ヤ
か

ら
ま
な
ぱ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
目
的
を
な
ら
べ
る

こ
と
に
は
首
肯
し
か
ね
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ク
ル
ー
ブ
ス
カ
ヤ
の
い
う
「
金

面
的
に
発
達
し
た
人
々
」
は
、
「
肉
体
的
労
働
で
あ
れ
、
知
的
労
働
で
あ

れ
、
す
ぺ
て
の
種
類
の
労
働
に
た
い
し
て
、
理
論
の
上
で
も
、
実
践
の
上

で
も
準
備
が
で
き
て
お
り
、
含
理
的
で
、
十
分
な
衣
食
住
を
あ
た
え
る
こ

と
と
、
美
し
く
楽
し
い
杜
会
生
活
を
う
ち
た
て
る
こ
と
の
で
き
る
人
々
」

を
意
昧
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
全
面
発
達
と
い
う
教
育
目
的
に
は
「
生
活

へ
の
準
備
、
労
働
へ
の
準
傭
」
が
包
摂
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
哲
学
．
教
育
恩
想
研
究
に
よ
っ
て
、
人
間
観
・
教
育
襯
・
教

育
体
系
の
構
想
．
社
会
構
造
に
つ
い
て
の
把
握
の
関
係
を
あ
き
ら
か
に
す

る
と
い
う
課
題
が
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
理
由
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
o

　
グ
ー
回
ワ
は
、
マ
ク
ク
ス
主
義
以
前
の
哲
学
・
教
育
学
の
な
か
に
教
育

の
社
会
的
被
拘
束
性
と
教
育
の
社
会
的
役
割
に
つ
い
て
の
思
想
を
お
い
・

〈
教
育
と
社
会
〉
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
思
想
史
を
研
究
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
彼
女
は
教
育
の
分
野
に
お
け
る
社
会
的
教
育
学
的
概
念
の
発
生
源
を

も
と
め
て
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
分
析
対
象
を
思
想
の

根
本
的
泌
燦
艘
蝦
憎
に
お
け
る
哲
学
・
教
育
学
の
主
な
学
派
に
限
定
し
、

「
社
会
と
教
育
と
の
相
互
関
連
に
つ
い
て
の
思
想
の
発
展
」
を
究
明

し
て
い
る
。

　
こ
の
恩
想
研
究
に
よ
っ
て
、
教
育
体
系
は
社
会
構
造
・
国
家
体
制
の
性

格
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
、
教
育
休
系
を
貫
く
教
育
目
的
の
基
底
に
は
人

間
観
や
児
童
観
が
伏
在
し
て
い
る
こ
と
、
教
育
の
社
会
的
被
拘
東
性
に
つ

い
て
の
思
想
の
発
展
が
人
楮
形
成
に
影
響
す
る
社
会
的
要
素
の
解
明
に
も

と
づ
い
て
お
り
、
そ
の
見
解
の
基
礎
に
は
人
間
の
認
識
を
め
ぐ
る
理
論
的

把
握
が
あ
る
こ
と
、
・
－
：
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
右
の
グ
ー
回
ワ
の
書
は
あ
ま
り
に
も
多
く
の
教
育
理
論
・
思

想
。
を
網
羅
し
た
た
め
に
、
個
々
の
思
想
の
吟
味
が
不
十
分
に
な
り
一
そ
こ

に
は
閲
翅
を
は
ら
ん
だ
分
析
さ
え
み
ら
れ
る
。
何
よ
り
も
残
念
な
こ
と
は
・

教
育
観
や
教
育
体
系
構
想
の
発
展
の
必
然
性
を
究
明
で
き
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
グ
ー
。
ワ
に
よ
る
研
究
の
不
満
な
点
を
今
後
の
課
題
に
転
化
す

る
と
。
〈
教
育
と
社
会
〉
と
の
関
係
を
検
討
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
－

転
換
期
の
思
想
家
の
教
育
思
想
を
吟
昧
し
、
従
来
の
教
育
観
と
教
百
体
系

に
つ
い
て
の
批
判
の
根
拠
、
従
来
の
教
育
と
社
会
と
の
関
係
の
あ
り
方
へ

の
批
判
、
新
し
い
教
育
観
と
教
育
体
系
の
構
想
、
〈
教
育
と
祉
会
〉
と
の

関
係
の
新
し
い
あ
り
方
の
構
想
を
解
明
す
る
と
い
う
課
魍
を
た
て
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
最
後
に
、
青
少
年
の
労
働
へ
の
準
備
と
な
ら
ん
で
継
続
教
育
・
生
涯
教

育
へ
の
準
傭
に
つ
い
て
の
研
究
が
、
教
育
の
社
会
学
の
重
要
な
課
魍
の
一

つ
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
理
由
を
あ
げ
た
い
。
　
　
■

　
グ
ー
ロ
ワ
は
、
ソ
ビ
エ
ト
の
学
校
が
担
う
根
本
的
な
課
題
の
一
つ
と
し

て
く
脊
年
の
継
続
教
育
へ
の
準
備
、
獲
得
さ
れ
た
知
識
の
補
充
へ
の
準

備
v
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
継
続
教
育
へ
の
準
備
と
い
う
テ
ー
マ

は
、
今
日
の
科
学
．
技
術
進
歩
の
加
速
化
に
と
も
な
う
要
求
に
も
と
づ
く

知
識
の
不
断
の
更
新
と
拡
大
を
め
ぐ
る
課
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
中
等
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教
育
機
関
卒
業
後
の
白
主
的
な
知
識
の
獲
得
へ
の
準
備
、
な
か
ん
ず
く
高

等
教
育
機
関
に
ま
な
ぶ
準
備
を
め
ぐ
る
課
題
と
し
て
追
究
さ
れ
て
い
る
。

彼
女
は
・
継
続
教
育
に
む
け
て
の
準
備
度
の
規
準
を
四
点
に
わ
た
つ
て
説

明
し
・
中
等
教
育
機
関
の
卒
業
後
の
遮
路
選
択
に
か
か
わ
る
内
的
．
外
的

条
件
を
概
括
し
て
い
る
。
グ
ー
ロ
ワ
が
ま
ず
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
は
、

中
等
教
育
機
関
に
お
け
る
高
等
教
育
機
関
で
の
学
習
に
む
け
て
の
準
備
で

あ
る
。
彼
女
は
調
査
デ
ー
タ
に
も
と
づ
い
て
、
雌
備
は
す
べ
て
、
順
調
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
判
断
を
下
し
て
い
る
。
学
業
の
不
成
功
の
原

因
と
し
て
、
高
等
教
育
機
関
の
選
択
の
間
題
と
学
習
内
容
．
形
態
．
方
法

へ
の
準
備
の
不
十
分
さ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
問
題

点
の
克
服
の
模
索
を
試
み
、
現
行
の
教
育
制
度
の
一
定
の
成
果
に
も
言
及

し
て
い
る
。

　
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
右
の
準
備
を
め
ぐ
る
主
な
問
魑
と
し
て
、
自
主

的
に
書
物
を
つ
か
っ
て
ま
な
ぷ
習
熟
の
欠
如
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
令
そ
れ
は
・
自
己
学
習
能
カ
の
発
達
の
不
十
分
さ
と
い
う
問
題
と
も

い
え
よ
う
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
グ
ー
ロ
ワ
の
分
析
が
示
唆
し

て
い
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
中
等
教
育
機
関
に
お
け
る
普

通
教
育
の
改
善
、
特
に
主
体
的
で
批
判
的
な
恩
老
カ
の
育
成
、
生
徒
の
主

体
的
で
創
造
的
な
恩
考
カ
の
発
達
の
た
め
の
、
教
授
．
学
習
の
新
し
い
方

法
の
定
着
化
（
例
え
ぱ
、
生
徒
の
自
主
的
で
探
究
的
な
認
識
能
カ
の
応
用

等
）
・
ゼ
ミ
形
式
の
応
用
等
に
み
ら
れ
る
授
業
形
態
上
の
試
み
等
で
あ
る
。

　
付
言
す
れ
ぱ
、
ソ
ビ
エ
ト
教
育
学
は
、
元
来
、
生
涯
教
育
的
発
想
を
ふ

く
ん
で
い
た
と
恩
わ
れ
る
。
こ
の
発
想
の
原
点
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
一
今
目
ソ
ピ
エ
ト
の
研
究
者
が
生
涯
教
育
を
正
面
か
ら
検
討
す
る
よ
う

に
な
っ
た
根
拠
、
さ
ら
に
ソ
ビ
エ
ト
に
お
け
る
生
涯
教
育
の
理
論
的
．
制
一

度
的
持
徴
を
究
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
柴
田
氏
の
著
作
は
、
教
育
学
と
心
理
学
と
の
相
互
関
係
を
問
題
に
し
、

教
授
理
論
の
中
に
二
つ
の
専
門
領
域
の
研
究
を
統
合
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

グ
ー
ロ
ワ
の
著
作
は
、
社
会
学
と
教
育
学
と
の
関
係
に
注
目
し
、
両
挙
問

の
研
究
を
統
合
す
る
・
教
育
の
社
会
学
の
課
題
と
そ
の
意
義
を
確
認
し
て

い
る
。
心
理
学
と
教
育
学
と
の
相
互
関
係
が
〈
発
達
と
教
育
〉
と
い
う
テ

ー
マ
に
収
敷
さ
れ
る
と
す
れ
ぱ
、
社
会
学
と
教
育
学
と
の
相
亙
関
係
は

〈
教
育
と
社
会
〉
と
い
う
テ
ー
マ
に
収
敷
さ
れ
よ
う
。
し
か
も
、
前
者
の

テ
ー
マ
は
、
教
授
理
論
の
歴
史
的
側
面
の
研
究
を
不
可
欠
と
し
、
後
者
に

と
っ
て
は
発
達
心
理
学
の
研
究
も
ま
た
重
要
で
あ
る
こ
と
を
、
二
冊
の
書

物
は
わ
れ
わ
れ
に
語
り
か
け
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
助
教
授
）
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