
国
民
学
校
低
学
年
理
科
に
お
け
る
教
育
内
容
・
方
法

及
び
自
然
観
の
検
討

　
　
　
　
－
教
師
用
書
『
自
然
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観
察
』
の
分
析
を
通
し
て
ー三
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我
国
の
低
学
年
理
科
は
、
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
四
月
、
国
民
学
校
発
足
と
同
時
に
、
初
等
科
一
学
年
か
ら
公
式
に
実
施
さ
れ
た
。

こ
の
時
、
理
科
は
算
数
と
「
綜
合
」
さ
れ
、
理
数
科
内
の
一
つ
の
科
目
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
使
用
す
る
理
科
教
科
書
の
内
容
で
は
、
個
々

の
事
物
・
現
象
に
つ
い
て
の
知
識
よ
り
、
　
「
国
民
生
活
」
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
と
判
断
さ
れ
た
も
の
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
国
民
学
校
発
足
に
と
も
な
う
、
理
科
教
育
の
内
容
・
方
法
の
変
更
は
、
敗
戦
直
後
の
教
育
改
革
期
に
お
け
る
理
科
教
科
書
の
部
分
的
修

正
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
国
民
学
校
発
足
に
あ
た
っ
て
は
、
各
教
科
の
目
的
・
内
容
・
方
法
（
教
材

及
び
そ
の
編
成
を
含
む
）
が
、
　
「
皇
国
民
錬
成
に
帰
一
す
べ
き
も
の
」
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
総
点
検
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
学
校

教
育
に
お
け
る
教
育
課
程
の
問
題
と
し
て
、
検
討
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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5

　
低
学
年
理
科
の
特
設
も
、
理
科
教
育
史
上
稀
に
み
る
粘
り
強
い
低
学
年
理
科
特
設
の
運
動
と
そ
の
成
果
に
さ
さ
え
ら
れ
な
が
ら
、
低
学



年
に
お
け
る
教
育
課
程
問
題
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
綜
合
教
授
」
を
ど
の
よ
う
に
と
り
扱
う
の
か
、
と
い
う
論
議
の
一
環
　
0
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と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
特
設
さ
れ
た
低
学
年
理
科
の
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
三
十
年
に
も
わ
た
っ
て
持
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

的
に
行
な
わ
れ
た
特
設
運
動
と
と
も
に
、
当
時
数
多
く
出
さ
れ
て
い
た
教
育
に
関
す
る
諸
改
革
案
の
検
討
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
教
育
課
程
に
関
す
る
改
革
が
一
つ
の
重
要
問
題
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
運
動
の
成
果
の
、
何
が
ど
の
よ

う
な
か
た
ち
で
と
り
入
れ
ら
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
低
学
年
理
科
の
特
設
を
答
申
し
た
教
育
審
議
会
に
お
け
る
審
議
過

程
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
国
民
学
校
発
足
に
と
も
な
う
、
内
容
・
方
法
上
の
改
革
が
、
ど
の
よ
う
な
教
材
論
、
教
科
書
観
、
教

科
観
、
ひ
い
て
は
自
然
観
及
び
理
科
教
育
観
に
依
拠
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

教
育
内
容
・
方
法
を
検
討
す
る
場
合
、
そ
の
背
景
に
あ
る
「
観
」
を
も
含
め
て
行
な
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
本
論
文
で
は
、
第
一
に
、
低
学
年
理
科
が
特
設
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
過
、
第
二
に
、
そ
の
低
学
年
理
科
の
内
容
と
方
法
が
も
つ
特
質
、

第
三
に
、
そ
れ
ら
の
背
景
と
な
る
自
然
観
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
。
こ
こ
で
理
科
教
育
に
お
け
る
自
然
観
に
注
目
す
る
の
は
、
次

の
二
つ
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
第
一
に
、
国
民
学
校
低
学
年
理
科
教
師
用
書
『
自
然
の
観
察
』
を
今
日
ど
う
評
価
し
、
そ
こ
か
ら
何
を
、
ど
の
よ
う
に
学
ん

で
行
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
際
に
不
可
欠
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
　
『
自
然
の
観
察
』
は
、
以
下
で
考
察
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
な
日
本
人
の
自
然
観
に
基
づ
い
て
、
自
然
認
識
を
ど
う
指
導
し
て
い
く
の
か
を
体
系
化
し
た
一
つ
の
典
型

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
、
　
『
皇
国
民
錬
成
』
の
た
め
の
教
育
内
容
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
不
用
意
に
排
撃
す
る
こ
と

は
、
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
　
『
自
然
の
観
察
』
等
に
み
ら
れ
る
感
性
的
・
心
情
的
と
も
い
え
る
自
然
観
を
、
理
性
的
・
合
理
的
な
も
の

に
転
化
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
ど
う
行
な
う
か
は
、
日
本
の
自
然
科
学
教
育
を
発
展
さ
せ
る
上
で
、
非
常
に
重
要
な
課

題
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
　
『
自
然
の
観
察
』
か
ら
、
単
に
、
教
材
や
そ
の
指
導
方
法
を
部
分
的
に
利
用
す
る



と
い
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
　
『
自
然
の
観
察
』
に
お
い
て
具
体
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
教
材
、
教
育
方
法
を
通
し

て
、
自
然
観
を
汲
み
と
り
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
理
科
教
育
観
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
は
、
理
科
教
育
に
お
け
る
、
戦
前
・
戦
後
の
連
続
性
・
不
連
続
性
を
考
察
す
る
場
合
に
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
戦
後
の
理
科
教
育
に
お
い
て
、
　
「
理
科
の
教
師
用
書
中
に
は
、
抹
殺
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
個
処
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

蕊
国
民
学
校
当
初
に
大
転
回
し
た
方
針
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
つ
ざ
取
材
の
豊
を
肩
拡
大
し
た
も
の
で
あ
つ
（
4
）
た
」
と
い
乏
岡

現
次
郎
（
戦
前
・
戦
後
を
通
じ
て
の
教
科
書
編
集
者
）
に
代
表
さ
れ
る
見
解
を
、
ど
う
受
け
と
め
る
か
と
い
う
問
題
に
関
わ
っ
て
く
る
か

ら
で
あ
る
。
戦
後
の
低
学
年
理
科
に
お
い
て
は
、
教
材
に
物
理
的
な
も
の
が
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
、
教
科
書
と
し
て
も
児
童
用
書
が
作
成

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
自
体
が
大
き
な
変
化
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
四
～
六
学
年
の
理
科
に
お
い
て
は
、
戦
時
色

の
強
い
教
材
を
ぬ
か
せ
ば
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
が
、
一
九
五
〇
年
度
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

相
違
が
何
故
に
生
じ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
教
材
・
教
育
内
容
及
び
方
法
の
面
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
あ
る

理
科
教
育
観
か
ら
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
理
科
教
育
観
を
支
え
る
自
然
観
の
検
討
が
不
可
欠
で
あ
り
、
こ

こ
で
は
、
そ
の
た
め
の
準
備
と
し
て
、
国
民
学
校
低
学
年
理
科
に
お
け
る
自
然
観
に
注
目
し
た
の
で
あ
る
。

　
本
論
文
は
、
日
本
理
科
教
育
史
に
お
け
る
国
民
学
校
理
数
科
理
科
の
歴
史
的
位
置
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。

一
、
低
学
年
理
科
特
設
以
前
の
理
科
的
教
材

　
　
　
　
ー
国
定
低
学
年
国
語
教
科
書
に
お
け
る
理
科
的
教
材
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

　
国
定
国
語
教
科
書
に
は
、
理
科
的
教
材
が
多
く
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
第
皿
期
国
語
教
科
書
の
編
纂
趣
意
書
に
は
、
そ
れ
が
「
類
別
　
1

裁
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
・
そ
の
分
類
に
よ
る
と
・
二
年
で
は
学
年
全
体
の
ヱ
5
・
・
三
年
で
は
ヱ
累
理
科
的
教
材
と
さ
れ
て
弼



い
る
。
し
か
し
、
実
際
の
教
科
書
で
は
、
　
「
遠
足
」
（
地
理
的
教
材
）
、
　
「
き
の
こ
取
」
（
文
学
的
教
材
）
、
「
蚕
」
（
実
業
的
教
材
）
等
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
分
類
に
こ
だ
わ
ら
な
け
れ
ば
・
理
科
的
教
材
誓
め
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
内
容
と
な
っ
て
い
砺
⇔
　
　
　
　
　
“

　
以
下
、
例
を
あ
げ
な
が
ら
、
理
科
的
教
材
の
性
格
や
『
自
然
の
観
察
』
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
理
科
的
教
材
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
三
年
の
「
雨
」
は
、
第
1
～
第
W
期
国
語
教
科
書
に
常
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
理
科
的
教

材
の
典
型
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
「
カ
ウ
毎
日
降
ル
雨
ハ
ド
ウ
ナ
ッ
テ
シ
マ
フ
ノ
デ
セ
ゥ
」
と
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ヨ
ウ

し
て
順
次
雨
水
が
地
中
や
川
、
池
へ
、
さ
ら
に
大
河
、
海
へ
流
れ
込
み
、
　
「
マ
タ
、
目
二
見
エ
ナ
イ
水
蒸
気
ニ
ナ
ッ
テ
、
空
ヘ
ヵ
ヘ
ル

ノ
モ
ア
ル
サ
ウ
デ
ス
。
」
と
水
の
循
環
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
か
が
ね
　
て
つ

　
ま
た
、
第
－
期
国
語
教
科
書
の
「
銅
と
鉄
」
　
（
第
皿
、
皿
期
で
は
「
ヤ
ク
ワ
ン
ト
テ
ツ
ビ
ン
」
と
な
っ
て
い
る
）
で
は
、
擬
人
法
を
用

い
て
自
慢
話
を
お
互
い
に
さ
せ
な
が
ら
銅
と
鉄
と
い
う
金
属
の
性
質
及
び
効
用
を
問
題
に
し
て
い
た
。
こ
の
期
の
三
年
用
国
語
教
科
書
に

は
、
こ
の
他
「
材
木
」
　
「
織
物
」
　
「
石
炭
ト
石
油
」
　
「
砂
糖
ト
塩
」
の
課
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
第
1
・
丑
期
国
語
教
科
書

で
は
、
　
「
効
用
」
あ
る
い
は
材
料
と
い
う
面
か
ら
物
（
物
質
）
を
と
り
あ
げ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
物
を
教
材
と
し
て
い
た
国

語
教
科
書
は
、
第
皿
期
以
降
で
は
ほ
と
ん
ど
そ
れ
ら
を
含
ま
な
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
・
こ
の
こ
と
は
・
二
回
目
の
理
科
教
科
書
の
砿
説

に
よ
る
物
理
・
化
学
教
材
の
補
充
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
国
民
学
校
低
学
年
理
科
と
の
関
係
で
は
、
特
に
第
W
期
国
語
教
科
書
の
理
科
的
教
材
の
検
討
が
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
期
の

国
語
教
科
書
は
、
国
民
学
校
発
足
の
前
年
度
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
教
科
書
の
教
材
配
列
は
、
全
体
と
し
て
は
季
節

に
即
し
た
も
の
と
な
っ
て
き
て
お
り
、
こ
こ
に
も
、
ま
だ
多
く
の
理
科
的
教
材
が
含
ま
れ
て
い
た
。

　
第
W
期
国
語
教
科
書
に
あ
る
理
科
的
教
材
の
主
な
も
の
は
、
　
「
お
月
さ
ま
」
　
「
カ
ゲ
ヱ
」
（
一
年
）
、
　
「
う
さ
ぎ
」
　
「
ひ
ょ
こ
」
　
「
キ
ン



ギ
ョ
」
　
「
む
し
ば
」
　
「
月
と
雲
」
（
二
年
）
、
　
「
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
」
　
「
動
物
園
」
　
「
蚕
」
　
「
水
の
旅
」
　
「
ク
モ
ノ
ス
」
　
「
磁
石
」
　
「
僕
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

望
遠
鏡
」
　
（
三
年
）
等
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
中
で
、
観
察
を
内
容
と
す
る
典
型
的
な
教
材
は
、
　
「
ク
モ
ノ
ス
」
で
あ
る
。
　
「
ク
モ
ノ
ス
」
で
は
、
あ
ま
り
人
に
好
ま
れ
な

い
鬼
グ
モ
が
、
観
察
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
鬼
グ
モ
が
、
「
何
ヲ
シ
ヨ
ウ
ト
ス
ル
ノ
カ
ト
思
フ
ト
、
私
ハ
、
急
ニ
オ
モ
シ

ロ
ク
ナ
ッ
テ
来
」
て
、
み
て
い
る
と
ふ
わ
ふ
わ
と
空
中
に
漂
っ
て
い
る
ク
モ
の
糸
が
、
　
「
ホ
ン
ト
ウ
ニ
キ
レ
イ
デ
シ
タ
」
と
か
、
　
「
ク
モ

ノ
チ
エ
ノ
ア
ル
ノ
ニ
、
ス
ッ
カ
リ
感
心
シ
テ
シ
マ
ヒ
マ
シ
タ
」
と
子
ど
も
達
の
観
察
す
る
様
子
を
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
民
学
校
以

前
の
低
学
年
国
語
教
科
書
に
お
け
る
「
自
然
の
観
察
」
に
せ
ま
る
一
例
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
先
に
、
低
学
年
国
語
教
科
書
の
理
科
的
教
材
と
し
て
、
　
「
お
月
さ
ま
」
　
「
月
と
雲
」
　
「
磁
石
」
　
「
僕
の
望
遠
鏡
」
は
、
そ
の
課
名
あ
る

い
は
内
容
の
類
似
性
か
ら
み
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
『
自
然
の
観
察
』
で
の
「
お
月
さ
ま
」
　
「
石
ひ
ろ
ひ
」
　
「
め
が
ね
遊
び
」
の
内
容
に
影
響

を
与
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
こ
と
を
み
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
「
月
と
雲
」
は
、
石
原
純
が
、
　
「
科
学
的
精
神
に
於
け
る
論
理
性
と
実
証
性
」
を
示
し
た
教
材
、
と
評
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
月

夜
の
晩
に
月
と
雲
の
ど
ち
ら
が
動
い
て
い
る
の
か
に
疑
問
を
も
ち
、
そ
れ
を
技
こ
し
に
月
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
断
す
る
と
い
う
教
科

書
の
内
容
に
注
目
し
た
の
で
あ
る
。
　
『
自
然
の
観
察
』
の
「
お
月
さ
ま
」
で
は
、
　
「
ど
の
雲
も
、
ど
の
雲
も
、
皆
お
月
さ
ま
の
前
ば
か
り

通
つ
た
。
」
と
い
う
よ
う
な
記
述
は
あ
る
が
、
学
年
が
一
年
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
石
原
純
が
注
目
し
た
よ
う
な
内
容
に
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

っ
て
い
な
か
っ
た
。
　
『
自
然
の
観
察
』
で
は
、
　
「
月
を
中
心
に
し
た
秋
の
夜
の
自
然
に
関
心
を
持
た
せ
る
。
」
こ
と
を
あ
く
ま
で
も
ね
ら

い
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
自
然
の
観
察
』
で
は
、
国
語
教
科
書
の
理
科
的
教
材
の
典
型
を
十
分
に
引
き
継
ぐ
も
の
に
は

な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
3

　
「
磁
石
」
と
「
石
ひ
ろ
ひ
」
で
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
国
語
教
科
書
の
「
磁
石
」
で
は
、
落
ち
た
針
を
探
し
た
り
、
砂
鉄
と
り
を
し
て
　
ー



遊
べ
る
こ
と
や
、
し
ん
ち
ゅ
う
、
ア
ル
ミ
ニ
ュ
ウ
ム
は
吸
い
つ
け
な
い
こ
と
、
等
に
つ
い
て
、
子
ど
も
達
の
日
常
生
活
に
即
し
て
書
か
れ
　
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
6

て
い
た
。
こ
の
「
磁
石
」
は
、
国
民
学
校
期
の
国
語
教
科
書
か
ら
は
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
　
『
自
然
の
観
察
』
に
移
入
さ

れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
　
『
自
然
の
観
察
』
に
お
い
て
唯
一
、
磁
石
を
つ
か
う
「
石
ひ
ろ
ひ
」
の
課
で
は
、
川
原
で
の
遊
び
が
中
心
で
あ

っ
て
、
磁
石
あ
そ
び
は
か
え
っ
て
唐
突
な
印
象
さ
え
与
え
る
内
容
に
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
国
語
教
科
書
で
例
示
さ
れ
て
い

た
磁
石
に
よ
る
金
物
探
し
と
い
う
内
容
は
、
ま
っ
た
く
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
最
後
に
、
　
「
僕
の
望
遠
鏡
」
と
「
め
が
ね
遊
び
」
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
に
お
け
る
重
点
の
置
き
方
に
大

き
な
相
異
が
あ
っ
た
。
国
語
で
は
、
子
ど
も
が
め
が
ね
を
使
っ
て
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
、
　
「
ふ
と
、
お
も
し
ろ
い
事
を
発
見
し
た
」
と
い

う
こ
と
を
強
調
し
、
理
科
で
は
、
実
際
に
自
分
達
の
手
で
望
遠
鏡
・
幻
灯
機
を
つ
く
り
、
操
作
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
国
語
教
科
書
中
の
こ
の
教
材
が
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
国
民
学
校
期
に
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
　
「
僕
の
望
遠
鏡
」

が
『
自
然
の
観
察
』
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
二
つ
の
課
は
、
題
材
は
同
一
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
た
内
容
を
指
導
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
例
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
低
学
年
国
語
教
科
書
に
含
ま
れ
て
い
た
理
科
的
教
材
は
、
内
容
的
に
は
特
に
『
自
然
の
観
察
』
に
移

し
か
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
W
期
国
語
教
科
書
が
『
自
然
の
観
察
』
に
与
え
た
影
響
は
、
そ
の
内
容
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
『
自
然
の
観
察
』
が
国
語
教
科
書
の
題
材
に
類
似
し
た
教
材
を
採
用
し
て
い
た
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
え
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

う
。
い
わ
ば
、
第
W
期
国
語
教
科
書
は
、
そ
の
理
科
的
教
材
が
国
民
学
校
期
へ
と
ほ
と
ん
ど
移
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
自
然
の
観
察
』

の
教
材
と
教
材
配
列
に
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。



二
、
特
設
低
学
年
理
科
の
源
流

　
H
　
低
学
年
理
科
特
設
の
運
動

　
大
正
期
の
新
教
育
運
動
が
広
が
る
中
で
、
私
立
成
腰
小
学
校
（
一
九
一
五
年
開
校
）
、
私
立
成
城
小
学
校
（
一
九
一
七
年
開
校
）
は
、

尋
常
一
年
か
ら
「
自
然
に
親
し
む
」
こ
と
を
目
標
と
す
る
低
学
年
理
科
の
実
践
を
開
始
し
て
い
た
。
大
正
期
に
は
、
こ
の
よ
う
に
い
く
つ

か
の
私
立
学
校
と
師
警
校
等
の
附
属
小
学
撰
は
・
雪
量
年
か
ら
直
観
科
、
自
然
科
等
々
の
名
で
、
低
学
年
理
科
が
実
施
さ
れ
、
一

部
で
は
合
科
教
授
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

　
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
一
月
に
は
、
理
科
教
師
の
全
国
的
組
織
で
あ
る
「
理
科
教
育
研
究
会
」
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
会
は
、
設
立

の
翌
年
に
第
一
回
理
科
教
育
研
究
大
会
を
開
き
、
　
「
自
然
科
」
特
設
の
建
議
を
行
な
っ
て
い
る
。
同
会
は
、
設
立
当
初
か
ら
低
学
年
の

「
自
然
科
」
特
設
運
動
に
力
を
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
同
会
は
、
事
業
と
し
て
「
実
地
教
授
研
究
会
」
　
「
地
方
研
究
旅

行
」
　
「
研
究
座
談
会
」
等
を
催
し
、
日
常
的
な
講
演
会
、
講
習
会
は
も
ち
ろ
ん
、
雑
誌
『
理
科
教
育
』
の
発
行
や
理
科
少
年
団
の
組
織
化

に
力
を
入
れ
る
な
ど
、
幅
広
い
活
動
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
。
発
起
人
の
一
人
で
あ
り
、
後
に
会
長
と
な
っ
た
林
博
太
郎
（
伯
爵
．
東
京
帝
国

大
学
教
育
学
教
授
）
は
、
こ
の
「
理
科
教
育
研
究
会
」
を
通
し
て
全
国
の
理
科
教
育
の
実
践
と
じ
か
に
接
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

教
育
審
議
会
の
整
理
委
員
長
に
な
っ
た
林
は
、
こ
れ
ら
の
経
験
を
も
と
に
低
学
年
に
お
け
る
「
綜
合
教
授
」
の
必
要
性
を
強
く
主
張
し
た

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
低
学
年
理
科
特
設
の
為
の
建
議
案
は
、
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
以
降
の
十
年
間
に
集
中
し
、
そ
の
数
は
四
団
体
八
案
に
の
ぼ
っ
て
い

る
。
　
「
理
科
教
育
研
究
会
」
の
提
出
し
た
建
議
案
の
提
案
理
由
は
、
次
の
よ
う
な
主
旨
で
あ
っ
た
。
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1
6

　
切
　
児
童
は
自
然
に
親
し
み
、
外
界
の
諸
現
象
に
対
し
て
旺
盛
な
興
味
と
鋭
敏
な
観
察
力
を
も
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら



　
　
を
小
学
校
の
四
年
ま
で
な
い
が
し
ろ
に
し
て
き
た
。
こ
れ
は
、
児
童
心
理
か
ら
み
て
も
、
あ
る
い
は
「
国
民
ノ
科
学
的
陶
治
」
の
低
　
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
い
現
状
や
自
然
に
接
す
る
機
会
の
減
少
傾
向
か
ら
し
て
も
、
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
θ
　
理
科
教
育
の
効
果
を
発
揮
す
れ
ば
、
　
「
科
学
的
教
養
」
に
限
る
こ
と
な
く
、
　
「
感
情
教
育
」
　
「
意
志
教
育
」
　
「
体
育
」
に
も
好
い

　
　
影
響
を
与
え
、
広
く
人
間
教
養
に
及
ぼ
す
効
果
は
顕
著
で
あ
る
。

　
θ
真
に
児
童
の
幸
福
を
求
め
る
教
育
家
は
み
な
「
自
然
科
教
育
」
を
切
望
し
、
そ
の
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
る
。

　
国
　
実
際
に
「
自
然
科
教
育
」
の
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
て
、
　
「
自
然
科
」
実
施
の
法
令
が
発
布
さ
れ
て
も
用
意
は
で
き
て
お

　
　
り
、
機
は
熟
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
建
議
案
が
出
さ
れ
て
く
る
中
で
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
教
育
雑
誌
に
低
学
年
理
科
に
関
す
る
特
籔
組
ま
れ
・
教
育
現
場

か
ら
そ
れ
を
う
ら
づ
け
る
よ
う
な
実
践
が
出
さ
れ
は
じ
め
た
。
実
践
の
中
に
は
、
後
に
『
自
然
の
観
察
』
に
受
け
継
が
れ
た
教
材
も
出
て

き
て
い
る
。
た
と
、
兄
ば
、
　
『
玩
具
に
依
る
理
科
教
授
』
　
（
平
田
巧
）
　
「
学
校
園
」
　
（
第
八
回
理
科
教
育
研
究
大
会
）
等
は
そ
の
例
と
し
て

あ
げ
ら
れ
よ
う
。
特
に
『
自
然
の
観
察
』
が
発
行
さ
れ
る
直
前
に
出
さ
れ
た
『
国
民
学
校
理
数
科
理
科
の
実
践
的
建
設
初
等
科
一
年
用
』

（
栗
山
重
）
に
あ
る
「
学
校
の
お
庭
」
　
「
朝
顔
の
鉢
植
」
　
「
し
ゃ
ぼ
ん
だ
ま
遊
び
」
は
、
『
自
然
の
観
察
』
と
「
全
く
同
じ
教
栃
巳
と
な
っ

て
い
た
。

　
ま
た
、
一
九
三
〇
年
代
の
師
範
学
校
附
属
小
学
校
に
お
け
る
低
学
年
理
科
の
実
施
状
況
か
ら
み
る
と
、
特
設
す
る
小
学
校
は
非
常
に
増

　
　
　
　
あ
　

え
て
い
た
。
し
か
し
、
公
立
小
学
校
で
の
実
施
状
況
を
み
る
と
、
　
「
い
ろ
い
ろ
な
悪
条
件
に
は
ば
ま
れ
、
拡
大
し
な
い
」
の
が
実
態
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
低
学
年
理
科
の
運
動
は
、
私
立
小
学
校
や
師
範
学
校
等
の
附
属
小
学
校
を
基
点
と
し
な
が
ら
、
大
正
の
初
期
か
ら
お

よ
そ
三
十
年
の
長
い
間
持
続
し
て
進
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
運
動
の
成
果
は
、
後
の
教
育
審
議
会
の
中
で
「
実
際
ハ
必
要
二
応
ジ
テ



色
々
時
間
ヲ
工
夫
シ
テ
低
学
年
二
於
テ
モ
事
実
或
程
度
ヤ
ッ
テ
イ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
…
…
」
と
い
う
三
国
谷
三
四
郎
（
青
山
師
範
学

校
長
）
の
発
識
ピ
な
っ
て
・
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
・

　
⇔
　
教
育
諸
改
革
案
に
み
ら
れ
る
教
育
内
容
改
善
の
要
請

　
「
国
民
学
校
令
」
の
素
案
に
な
っ
た
「
国
民
学
校
二
関
ス
ル
要
綱
」
は
、
教
育
審
議
会
で
審
議
決
定
さ
れ
た
。
そ
れ
故
に
、
教
育
審
議

会
内
の
論
議
の
検
討
は
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
教
育
審
議
会
設
置
を
建
議
し
た
教
学
刷
新
評
議
会
の
作
業
と
は
別
に
、
教

育
制
度
を
中
心
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
案
が
・
文
部
省
外
で
練
ら
れ
て
い
た
事
響
も
注
目
し
な
け
れ
窪
ら
な
い
。
そ
の
中
で
も
特

に
、
　
「
国
民
学
校
二
関
ス
ル
要
綱
」
に
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
「
教
育
研
究
会
」
　
（
一
九
三
七
年
五
月
、
　
「
教
育
改
革
同
志
会
」
と

改
称
）
の
改
革
案
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
「
教
育
研
究
会
」
は
、
阿
部
重
孝
を
中
心
に
、
ま
ず
教
育
制
度
改
革
案
作
成
に
取
り
組
み
、
一
九
三
一
年
五
月
に
は
「
教
育
制
度
改
革

案
」
第
一
次
案
を
提
出
し
た
。
　
「
教
育
改
革
同
志
会
」
に
改
称
し
た
直
後
の
一
九
三
七
年
六
月
に
も
、
「
教
育
制
度
改
革
案
」
を
公
表
し
、

同
年
十
二
月
に
は
そ
の
趣
旨
に
基
づ
い
た
「
教
科
内
容
の
改
革
要
領
（
草
案
）
」
を
、
同
会
調
査
部
か
ら
出
し
て
い
る
。
　
こ
の
草
案
と

「
国
民
教
育
二
関
ス
ル
要
綱
」
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
類
似
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
を
草
案
中
の
文
章
を
も
と
に
、
低

学
年
の
理
科
、
算
数
に
焦
点
を
あ
て
て
整
理
す
る
と
、
次
に
あ
げ
る
七
項
目
に
な
る
。

　
第
一
　
小
学
校
の
教
育
は
国
民
教
育
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い
た
ず
ら
に
多
く
の
内
容
を
記
憶
さ
せ
る
と
い
う
の
で
は
な

　
　
く
、
子
ど
も
達
の
心
身
の
発
達
や
生
活
の
要
求
に
応
じ
た
必
要
不
可
欠
の
教
材
を
選
び
、
そ
れ
を
十
分
に
理
解
さ
せ
る
。

　
第
二
　
理
科
教
育
も
同
様
に
記
憶
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
対
し
て
そ
れ
を
科
学
的
に
認
識
し
、
か
つ
処
理
す
る
方
法
と
態
度
を

　
　
学
習
さ
せ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
第
三
　
低
学
年
（
第
三
学
年
ま
で
）
で
は
、
観
察
を
行
う
こ
と
。
そ
こ
で
は
「
生
活
を
中
心
と
し
た
自
然
観
察
」
を
行
い
、
　
「
数
的
観
　
－



　
　
念
を
関
連
せ
し
め
て
事
象
を
数
量
的
に
処
理
す
る
態
度
L
を
学
習
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
第
四
　
低
学
年
に
お
い
て
は
、
児
童
の
心
身
の
発
達
に
応
じ
、
総
教
授
時
数
は
定
め
る
が
各
教
科
の
時
間
配
分
を
固
定
し
な
い
。
　
　
　
1
6

　
第
五
　
低
学
年
に
お
け
る
「
手
技
」
は
技
術
的
工
夫
と
熟
達
を
目
的
と
し
、
創
作
手
段
と
し
て
の
道
具
の
利
用
法
を
教
え
る
。

　
第
六
　
理
科
、
数
学
、
手
工
、
家
事
は
、
相
互
に
関
連
を
保
つ
。

　
第
七
　
数
学
教
育
は
単
に
算
術
で
は
な
く
、
　
「
事
象
を
数
量
的
に
処
理
す
る
」
た
め
の
方
法
を
理
解
さ
せ
、
　
「
数
量
的
表
現
法
」
を
教

　
　
え
る
。

　
こ
れ
ら
の
う
ち
、
低
学
年
に
「
生
活
を
中
心
と
し
て
自
然
観
察
」
を
と
り
入
れ
て
い
る
第
三
項
は
、
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
低
学
年

で
直
接
自
然
を
観
察
さ
せ
よ
う
と
主
張
し
た
の
は
、
低
学
年
理
科
特
設
運
動
の
中
だ
け
で
は
な
く
、
一
九
三
〇
年
代
の
教
育
制
度
諸
改
革

案
の
中
で
も
、
こ
の
よ
う
に
検
討
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
　
「
教
育
研
究
会
」
　
「
教
育
改
革
同
志
会
」
以
外
に
も
、
具
体
的
な
教
科
課
程
を
含
む
義
務
教
育
内
容
の
改
善
案
が
出
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
低
学
年
の
内
容
を
「
自
然
観
察
」
と
明
確
に
規
定
し
て
い
る
も
の
は
な
か
っ
た
。

　
ま
た
、
教
科
課
程
を
ど
う
組
む
か
と
い
う
点
で
、
草
案
と
他
の
改
革
案
と
の
間
に
は
、
次
の
よ
う
な
相
違
が
あ
っ
た
・

　
当
時
、
多
く
の
改
革
案
の
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
「
画
一
主
義
の
打
破
」
　
「
知
育
偏
重
の
打
破
」
と
い
う
課
題
は
、
教
科
書
に
ょ
る

全
国
画
一
化
の
弊
害
を
避
け
、
土
地
の
状
況
に
応
じ
た
児
童
の
生
活
に
即
す
教
育
を
施
す
、
と
い
う
こ
と
で
「
打
開
」
し
よ
う
と
し
て
い

た
。
全
国
の
多
く
の
小
学
校
で
は
、
文
部
省
が
奨
励
し
た
唯
一
の
「
新
教
育
」
と
い
わ
れ
る
「
郷
土
教
育
」
を
と
り
入
れ
て
い
た
。
そ
こ

で
は
、
　
「
郷
土
」
を
共
通
の
材
料
と
し
て
と
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
教
育
内
容
の
具
体
化
と
そ
の
活
用
と
を
期
そ
う
と
し
て
い
た
。
そ

の
「
郷
土
研
究
」
　
「
郷
土
教
育
」
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
対
象
（
「
郷
土
」
に
関
す
る
教
材
）
の
性
質
上
、
国
史
（
郷
土
史
）
、
地
理

（
郷
土
地
理
）
、
理
科
（
自
然
地
理
）
が
統
A
口
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
　
「
教
育
改
革
同
志
会
」
の
草
案
で
は
、
地
理
、



歴
史
と
は
切
り
離
さ
れ
、
理
科
と
算
数
と
に
ょ
る
統
合
が
提
案
さ
れ
て
い
た
。
後
に
教
育
審
議
会
整
理
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
幹
事
試
案

は
、
こ
の
算
数
と
理
科
の
教
材
か
ら
成
る
「
自
然
科
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
幹
事
試
案
に
基
づ
く
論
議
の
中
で
、
　
「
教
育
改
革
同
志
会
」
メ

ン
バ
ー
で
あ
る
後
藤
文
夫
は
、
算
数
と
理
科
に
よ
る
「
理
数
科
」
を
私
案
と
し
て
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
提
案
に
は
、
理
科
は
「
観
察
二

依
ル
教
材
」
と
明
記
さ
れ
、
一
・
二
学
年
で
は
十
分
留
意
し
て
全
部
又
は
一
部
の
教
科
の
「
綜
合
教
授
」
を
認
め
る
と
い
う
項
目
が
記
さ

れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
次
に
み
る
「
国
民
学
校
二
関
ス
ル
要
綱
」
に
吸
収
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
日
　
教
育
審
議
会
に
お
け
る
低
学
年
理
科
の
規
定

　
教
育
審
議
会
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
機
関
と
し
て
一
九
三
七
年
十
二
月
に
官
制
公
布
さ
れ
た
。
最
初
に
受
け
た
諮
問
は
、
教
育
内

容
及
び
制
度
の
「
刷
新
振
興
」
を
い
か
に
実
行
す
べ
き
か
、
で
あ
っ
た
。
こ
の
諮
問
に
基
づ
き
審
議
決
定
さ
れ
た
の
が
、
　
「
国
民
学
校
二

関
ス
ル
要
綱
」
　
（
一
九
三
八
年
十
二
月
八
日
答
申
）
で
あ
る
。

　
こ
の
教
育
審
議
会
の
審
議
過
程
に
は
、
理
科
教
育
に
関
わ
る
二
つ
の
大
き
な
克
服
す
べ
き
「
課
題
」
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
第
六
回
特
別

委
員
会
で
、
三
国
谷
三
四
郎
が
「
理
科
教
育
ハ
非
常
二
重
ン
ジ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
同
時
二
、
理
科
教
育
ニ
ハ
非
常
二
危
険
ナ
点
ガ
ア

（
2
2
）

ル
」
と
危
惧
し
て
い
た
問
題
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
幹
事
試
案
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
「
綜
合
教
授
」
に
基
づ
く
「
自
然
科
」
を
め

ぐ
る
論
議
の
中
で
で
て
き
た
、
低
学
年
理
科
設
置
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。

　
第
一
の
課
題
は
、
　
「
理
科
教
育
振
興
」
と
「
皇
国
民
の
錬
成
」
の
徹
底
と
い
う
方
針
と
の
間
の
ジ
レ
ン
マ
を
ど
う
解
決
す
る
か
と
い
う

　
　
　
　
　
（
2
3
）

こ
と
で
あ
っ
た
。
三
国
谷
の
疑
問
は
、
　
「
自
然
科
学
」
で
は
、
　
「
物
ヲ
殺
シ
テ
観
ル
、
物
ヲ
物
ト
シ
テ
観
ル
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、

「
教
学
ノ
根
本
」
と
し
て
の
「
精
神
ノ
ア
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
、
現
二
生
キ
テ
動
イ
テ
居
ル
、
刻
々
二
変
化
シ
テ
居
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
物
ヲ
観
ル

観
方
」
と
は
相
い
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
9

　
こ
の
時
期
に
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
吹
聴
さ
れ
て
い
た
「
知
育
偏
重
」
論
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
は
、
国
内
の
実
情
を
処
理
し
き
れ
な
　
ー



く
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
　
「
国
力
と
し
て
の
科
学
」
を
進
め
る
上
で
、
　
「
理
科
教
育
振
興
」
は
必
至
の
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
0

題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
内
閣
調
査
局
で
の
教
育
制
度
改
革
案
の
中
で
は
、
す
で
に
「
知
育
偏
重
ハ
之
ヲ
排
ス
ベ
シ
ト
難
モ
、
知
育
其
ノ
モ
ノ
ノ
転
視
ス
ベ
カ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

ザ
ル
ハ
論
ヲ
侯
タ
ズ
。
」
と
し
て
、
　
「
科
学
振
興
」
の
た
め
の
施
設
を
整
備
拡
充
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
た
。

　
ま
た
、
陸
軍
省
で
は
、
　
「
現
代
教
育
ノ
主
要
欠
陥
」
の
一
つ
に
、
　
「
必
任
義
務
兵
ノ
科
学
的
基
礎
智
識
ハ
一
般
二
低
級
ニ
シ
テ
、
現
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

軍
事
科
学
ノ
要
求
二
追
随
シ
得
サ
ル
モ
ノ
多
シ
。
」
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
て
い
た
。

　
「
科
学
的
基
礎
知
識
」
が
無
視
で
き
な
い
、
と
す
る
こ
の
よ
う
な
意
見
は
、
教
育
審
議
会
の
中
に
も
あ
っ
た
。
日
本
に
「
科
学
教
育
」

が
普
及
し
て
き
た
と
よ
く
い
う
が
、
実
は
、
　
「
日
本
ノ
現
在
ノ
事
情
カ
ラ
考
ヘ
テ
、
科
学
教
育
ハ
マ
ダ
マ
ダ
幼
稚
デ
ア
ル
、
モ
ッ
ト
モ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

ト
徹
底
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
」
と
い
う
認
識
は
、
次
第
に
広
が
り
つ
つ
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
内
閣
調
査
局
や
軍
部
ば
か
り
で
な
く
、
教
育
審
議
会
の
中
で
も
「
理
科
教
育
振
興
」
は
不
可
欠
の
課
題
と
考
え
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

よ
う
に
な
っ
た
。
　
「
理
科
教
育
振
興
」
の
主
張
は
、
　
「
ど
う
し
て
も
共
栄
圏
内
の
科
学
技
術
を
盛
立
て
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

い
う
、
当
時
の
孤
立
を
深
め
た
日
本
の
状
態
を
反
映
し
て
い
た
（
傍
点
は
筆
者
）
。
そ
こ
か
ら
は
、
従
来
の
日
本
の
科
学
が
独
創
的
で
な

く
、
欧
米
科
学
の
模
倣
に
お
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
「
反
省
」
と
と
も
に
、
　
「
地
理
的
並
に
資
源
的
の
必
要
に
応
じ
て
日

本
人
が
日
本
人
の
科
学
及
び
技
術
を
創
造
し
て
行
く
」
こ
と
の
必
要
性
が
説
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
は
、
　
「
知
育
偏
重
」
論
で
い
う
「
知
育
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
教

育
審
議
会
で
の
橋
田
邦
彦
（
国
民
学
校
発
足
時
の
文
相
・
生
理
学
者
）
の
発
言
か
ら
十
分
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
橋
田
は
次
の
よ
う
に
い

5
9
↑

　
　
人
間
は
ど
れ
ほ
ど
知
識
を
も
っ
て
い
て
も
、
も
て
あ
ま
す
こ
と
は
な
い
、
か
え
っ
て
今
ま
で
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
ど
の



　
く
ら
い
教
え
て
い
た
の
か
も
み
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
え
る
も
の
が
「
抽
象
的
ナ
概
念
的
ナ
モ
ノ
」
に
終
始
し
て
い
た
こ
と

　
か
ら
「
知
育
偏
重
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
橋
田
は
、
日
本
の
理
科
教
育
で
は
「
日
本
的
」
な
考
え
方
を
用
い
た
「
日
本
的
」
な
教
育
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
主
張
し
て
い
た
。
橋
田
の
主
張
は
、
普
遍
的
性
格
を
も
つ
科
学
を
「
日
本
的
」
に
把
握
し
な
お
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
橋
田
が
必

要
と
考
え
る
「
理
科
教
育
振
興
」
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
考
え
は
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
国
民
学
校
理
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

科
理
科
の
教
科
書
『
自
然
の
観
察
』
の
作
成
に
あ
た
っ
て
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
の
「
課
題
」
は
幹
事
か
ら
提
案
さ
れ
た
「
綜
合
教
授
」
を
ど
う
受
け
と
め
、
ど
う
具
体
化
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
次
の
二
つ
の
疑
問
と
し
て
出
さ
れ
て
い
た
。

　
一
つ
は
、
　
「
綜
合
教
授
」
の
考
え
方
に
は
、
学
校
の
教
科
課
程
な
ど
は
ど
う
で
も
よ
く
、
児
童
本
位
で
そ
の
個
性
を
伸
ば
し
さ
え
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

ば
よ
い
、
と
す
る
思
想
が
背
景
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
幹
事
側
は
、
　
「
綜
合
教
授
」
に
ょ
る
教

科
課
程
は
、
危
惧
さ
れ
て
い
る
「
合
科
教
授
」
の
「
テ
ク
ニ
ッ
ク
」
に
は
似
て
い
る
が
精
神
は
違
う
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
お
し

　
　
（
3
2
）

通
し
た
。
つ
ま
り
、
大
正
期
の
新
教
育
の
中
で
行
な
わ
れ
て
い
る
「
合
科
教
授
」
で
も
、
　
「
皇
国
精
神
」
さ
え
貫
ぬ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば

「
テ
ク
ニ
ヅ
ク
」
と
し
て
と
り
入
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
他
の
一
つ
は
、
三
国
谷
の
発
言
に
典
型
的
に
あ

ら
わ
れ
て
い
た
。
彼
は
理
科
教
育
は
非
常
に
危
険
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
同
時
に
、
算
数
・
国
語
の
壮
丁
学
力
が
低
下
し
て
い
る
こ
と

を
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
　
「
綜
合
教
授
」
と
し
て
の
「
自
然
科
」
で
は
算
数
に
み
ら
れ
る
学
力
低
下
は
防
ぎ
え
な
い
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
疑
問
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
　
「
自
然
科
」
内
で
の
算
数
教
材
と
い
う
扱
い
で

は
な
く
、
算
数
と
い
う
あ
る
程
度
独
立
し
た
時
間
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
三
国
谷
ら
の
「
綜
合
教
授
」
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
1

の
批
判
に
よ
っ
て
算
数
と
理
科
と
を
教
科
の
中
の
科
目
と
し
て
独
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
綜
合
教
授
」
と
し
て
　
ー



組
ま
れ
て
い
た
理
科
が
独
立
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
綜
合
教
授
」
を
め
ぐ
る
審
議
過
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
は
じ
め
て
・
低
学
年
理
科
特
設
に
関
わ
る
発
言
竺
一
函
谷
か
ら
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
題
　
　
　
　
　
　
　
η

　
　
サ
ウ
シ
マ
ス
ト
自
然
的
二
算
術
二
関
ス
ル
コ
ト
モ
理
科
二
関
ス
ル
コ
ト
モ
一
年
生
カ
ラ
ヤ
ル
コ
ト
ガ
出
来
マ
ス
、
又
現
在
自
然
科
ト

　
云
フ
モ
ノ
ハ
ア
リ
マ
セ
ヌ
ケ
レ
ド
モ
、
実
際
小
学
校
デ
ハ
ヤ
ッ
テ
居
ル
、
…
…
実
際
ハ
必
要
二
応
ジ
テ
色
々
ノ
時
間
ヲ
工
夫
シ
テ
低
学

　
年
二
於
テ
モ
事
実
或
程
度
ヤ
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
サ
ウ
云
フ
モ
ノ
ヲ
入
レ
得
ル
ヤ
ウ
ニ
下
ノ
低
学
年
ノ
方
ハ
考
ヘ
タ
ラ
ド

　
ウ
カ

　
こ
の
よ
う
に
提
案
さ
れ
た
低
学
年
理
科
特
設
問
題
は
、
全
国
の
低
学
年
理
科
の
実
践
を
じ
か
に
知
っ
て
い
た
林
整
理
委
員
長
に
よ
っ

て
、
議
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
幹
事
試
案
中
の
「
自
然
科
」
の
提
案
自
体
が
特
設
運
動
が
行
な
わ
れ
て
い
た
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

場
か
ら
の
要
求
を
と
り
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
内
容
は
、
後
藤
文
夫
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
、
　
「
国
民
学
校
教
科
課
程
」
と
し
て
第
一
〇
回
整
理
委
員
会
（
一
九
三
八
年
七
月

二
十
九
日
）
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
一
～
四
学
年
の
理
数
科
が
「
算
数
、
理
科
（
観
察
二
依
ル
理
科
教
材
）
」
と
さ
れ
、
一
、
二
学

年
に
お
い
て
は
、
全
部
又
は
一
部
の
教
科
の
「
綜
合
教
授
」
を
承
認
す
る
旨
が
備
考
と
し
て
書
か
れ
て
い
た
。
後
藤
の
提
案
は
、
低
学
年

理
科
の
内
容
を
「
観
察
二
依
ル
理
科
教
材
」
と
し
て
初
め
て
提
示
し
た
こ
と
に
そ
の
意
義
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
提
案
は
、
　
「
知
育

偏
重
」
は
排
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
　
「
科
学
的
知
識
」
や
国
語
・
算
数
の
学
力
の
向
上
は
不
可
欠
で
あ
る
、
と
い
う
教
育
審
議
会
内

外
の
意
見
を
背
景
に
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
影
響
力
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

　
そ
の
後
、
第
一
一
回
整
理
委
員
会
（
七
月
二
十
九
日
）
へ
提
出
さ
れ
た
「
国
民
学
校
教
科
案
」
に
は
、

　
日
　
一
、
二
学
年
二
付
テ
ハ
十
分
ナ
ル
留
意
ノ
下
二
全
部
又
ハ
一
部
ノ
教
科
ノ
綜
合
教
授
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
。

　
⇔
　
理
数
科
ノ
理
科
ハ
三
学
年
以
下
ニ
ア
リ
テ
ハ
自
然
界
ノ
事
物
現
象
ノ
観
察
ト
ス
。



　
と
明
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
後
に
決
定
さ
れ
た
「
国
民
学
校
二
関
ス
ル
要
綱
」
に
そ
の
ま
ま
吸
収
さ
れ
た
。

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
教
育
審
議
会
に
お
け
る
「
綜
合
教
授
」
に
つ
い
て
の
審
議
過
程
で
、
低
学
年
理
科
特
設
の
運
動
と
教
育
制
度

改
革
の
運
動
の
成
果
が
、
　
「
自
然
の
観
察
」
を
内
容
と
す
る
低
学
年
理
科
の
特
設
と
し
て
実
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
国
民
学
校
二
関
ス
ル
要
綱
」
に
基
づ
い
て
、
文
部
省
図
書
局
内
の
教
科
書
調
査
会
は
、
低
学
年
の
理
科
教
科
書
作
成
に
と
り
組

み
、
教
師
用
書
『
自
然
の
観
察
』
を
編
集
し
た
の
で
あ
る
。

三
、
教
師
用
書
『
自
然
の
観
察
』
の
特
質

　
日
　
理
数
科
の
学
科
課
程
と
教
師
用
書
『
自
然
の
観
察
』
の
作
成

　
国
民
学
校
の
発
足
に
と
も
な
い
、
す
べ
て
の
国
定
教
科
書
を
新
た
に
編
集
し
、
教
科
書
名
も
一
新
し
た
。
新
し
い
教
科
書
編
纂
の
方
針

に
は
、
　
「
皇
国
民
錬
成
」
の
大
原
則
の
も
と
に
、
　
「
国
民
生
活
に
則
す
る
こ
と
」
　
「
児
童
心
身
の
発
達
に
留
意
す
る
こ
と
」
が
あ
げ
ら
れ

て
い
た
。
国
民
学
校
の
初
等
科
一
・
二
学
年
用
教
科
書
に
、
特
色
あ
る
書
名
が
つ
け
ら
れ
た
の
も
、
　
「
児
童
心
身
の
発
達
に
留
意
」
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

こ
と
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
だ
っ
た
。
ま
た
、
教
科
中
に
独
自
な
部
分
を
認
め
た
上
で
、
算
数
と
理
科
と
い
う
科
目
と
の
緊
密
な
関
係
を
保

持
し
よ
う
と
す
る
「
綜
合
教
授
」
の
試
み
は
、
表
に
あ
る
よ
う
な
従
来
の
観
念
か
ら
脱
す
る
学
科
課
程
を
導
き
だ
し
た
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
一
・
二
学
年
で
は
科
目
ご
と
に
教
科
書
を
使
用
す
る
が
、
そ
の
授
業
時
間
数
は
二
科
目
合
わ
せ
て
週
五
時
間
と
し
、
科
目
別
に
は
定

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

め
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

　
『
自
然
の
観
察
』
は
、
初
等
科
一
～
三
学
年
に
お
げ
る
教
師
用
教
科
書
で
あ
る
。
書
名
は
、
こ
の
段
階
の
理
科
で
は
特
に
、
　
「
自
然
を

観
察
す
る
こ
と
」
が
重
要
な
部
分
を
し
め
て
い
る
、
と
い
う
理
由
で
採
用
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
児
童
用
書
は
、
　
「
強
ひ
て
編
纂
す
れ
　
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
　
　
1
7

ば
、
　
『
自
然
の
観
察
』
を
教
室
に
於
て
、
教
科
書
の
上
で
指
導
す
る
や
う
な
こ
と
に
傾
き
易
く
、
却
っ
て
悪
結
果
を
生
ず
る
虞
が
あ
る
」



学
科
課
程
表
（
理
数
科
部
分
）

教
　
科

理
数
算

科
　
目

算
　
数

一
理
科

週
間
総
授
業

時
　
間
　
数

第
　
一
学
年

豊
（
内
　
　
容
教
科
書
名
）

五

算
数
一
般

（
カ
ズ
ノ
ホ
ン
）

自
然
の
観
察

（
自
然
の
観
察
）

第
二
学
年
第
三
学
三
第
四
学
三
第
五
学
年

量
（
内
　
　
容
教
科
書
名
）
璽
（
撚
科
書
糖
二
時
数
嘉
誓
雛
）
墓
（
撚
誓
欲
）

五

同
上
三
（
算
数
一
般
初
等
科
算
数
）
旦
同
上
．
旦
同
上

同
上
三
同
上
三
（
理
科
一
般
初
等
科
理
科
）
一二
　
同
　
　
上

第
六
学
年

豊
（
内
　
容
教
科
書
名
）

旦
同
上

二
　
同
　
　
上

三
　
一
　
二
五
　
一
　
二
七
　
一
三
　
…
三
三
　
一
三
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
期
　
　
　
　

第
二
期
　
　
　
　
　
　
　
第
三
期

と
い
う
理
由
で
作
成
し
な
か
っ
た
。

　
児
童
用
書
を
使
用
し
な
い
と
い
う
方
針
は
、
理
科
に
あ
っ
て
は
書
物
か
ら
学
ぶ
の
か
、
自
然
か
ら
学
ぶ
の
か
、
と
い
う
問
に
対
す
る
一

つ
の
解
答
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
同
時
に
、
教
育
審
議
会
で
問
わ
れ
て
い
た
低
学
年
で
の
「
綜
合
教
授
」
を
ど
う
実
施
し
て
行
く

か
、
に
対
す
る
態
度
表
明
で
あ
っ
た
。
教
科
書
を
使
用
せ
ず
に
「
綜
合
教
授
」
を
実
施
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
教
師
の
資
質
を
問
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
成
膣
小
学
校
創
設
期
の
「
田
園
生
活
を
味
わ
す
」
と
い
う
「
自
然
の
観
察
」
の
実
践
は
、
児
童
と
と
も
に
い
る
優
れ
た
教
師

（
専
門
家
）
が
い
て
は
じ
め
て
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
教
育
審
議
会
で
林
が
、
国
定
教
科
書
に
拘
束
さ
れ
る

こ
と
な
く
「
教
員
ガ
自
分
デ
自
由
二
按
排
」
で
き
る
余
地
を
残
そ
う
と
し
た
の
は
、
こ
の
こ
と
を
察
知
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
逆
に

い
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
優
れ
た
教
師
達
が
い
て
、
教
師
達
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
「
綜
合
教
授
」
は
十
分
遂
行
し
得
な
か
っ

た
と
い
え
よ
う
。

　
⇔
　
『
自
然
の
観
察
』
に
み
ら
れ
る
特
質
－
教
材
論
、
教
育
方
法
論
の
視
点
か
ら
ー

　
『
自
然
の
観
察
』
は
、
大
き
く
「
総
説
」
　
「
各
説
」
に
二
分
し
て
い
る
。
　
「
総
説
」
部
分
（
四
〇
頁
）
に
は
、
国
民
学
校
に
お
け
る
理

741



数
科
の
位
置
と
役
割
、
注
意
事
項
等
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
各
説
」
部
分
（
五
〇
四
頁
）
の
内
容
は
、
次
に
あ
げ
る
「
『
自
然
の
観
察
』

指
導
の
要
旨
」
に
よ
っ
て
、
お
お
む
ね
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
、
自
然
に
親
し
ま
せ
、
自
然
の
中
で
遊
ば
せ
つ
つ
、
自
然
に
対
す
る
眼
を
開
か
せ
、
考
察
の
初
歩
を
指
導
す
る
。

　
二
、
植
物
の
栽
培
、
動
物
の
飼
育
を
さ
せ
、
生
物
愛
育
の
念
を
養
ふ
と
共
に
、
観
察
・
処
理
の
初
歩
を
指
導
す
る
。

　
三
、
玩
具
の
製
作
を
さ
せ
、
工
夫
考
案
の
態
度
を
養
ひ
、
技
能
の
修
練
を
す
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
国
民
学
校
以
前
の
理
科
は
も
ち
ろ
ん
、
学
校
教
育
に
は
十
分
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
具
体

化
さ
れ
て
い
る
「
各
説
」
中
の
教
材
は
、
①
半
日
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
時
間
を
か
け
る
野
山
で
の
「
自
然
の
観
察
」
教
材
、
②
校
庭
、

花
壇
、
畠
で
の
栽
培
・
飼
育
教
材
、
③
「
工
作
・
考
案
を
促
す
」
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
工
作
、
製
作
教
材
、
④
衛
生
に
関
す
る
教
材
、

と
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
も
、
①
の
野
山
で
の
「
自
然
の
観
察
」
教
材
と
②
の
栽
培
・
飼
育
教
材
は
、
一
・
二
学
年
（
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

一
期
理
科
）
の
二
年
間
の
年
間
授
業
計
画
を
ほ
と
ん
ど
埋
め
つ
く
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
位
置
を
し
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
三
学
年
（
第
二

期
理
科
）
で
は
、
③
の
工
作
、
製
作
教
材
の
比
重
が
増
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
こ
の
『
自
然
の
観
察
』
の
特
質
を
二
つ
の
点
か
ら
考
察
し
て
行
き
た
い
。

　
一
つ
は
、
　
『
自
然
の
観
察
』
の
教
材
及
び
教
材
編
成
に
み
ら
れ
る
特
質
で
あ
る
。

　
『
自
然
の
観
察
』
の
三
年
間
の
授
業
計
画
を
み
て
ま
ず
気
づ
く
こ
と
は
、
一
貫
し
て
季
節
に
即
し
た
教
材
編
成
を
と
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
各
教
科
、
科
目
の
内
容
を
学
校
行
事
と
十
分
関
連
さ
せ
る
と
い
う
指
針
（
国
民
学
校
年
施
行
規
則
）
に
よ
っ

て
、
よ
り
各
季
節
、
各
月
に
即
し
た
教
材
編
成
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
教
材
編
成
を
さ
さ
え
る
骨
格
と
も
い
え
る
も
の
は
、
野
山
で
の
「
自
然
の
観
察
」
教
材
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
春
の
野
」
（
四
月
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
5

「
草
花
と
り
」
（
五
月
）
、
　
「
麦
畠
と
虫
と
り
」
（
六
月
）
、
　
「
ば
っ
た
と
り
」
（
九
月
）
、
「
と
り
入
れ
」
（
十
月
）
、
「
も
み
ち
」
（
十
一
月
）
、
　
1



「
草
つ
み
」
（
三
月
）
の
各
課
（
以
上
一
学
年
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
共
通
し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
、
広
い
野
山
の
自
然
に
接
し
、
自
然
　
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7

と
と
も
に
遊
ん
だ
り
作
業
（
虫
と
り
、
草
花
と
り
等
）
し
な
が
ら
、
野
山
の
四
季
折
々
の
姿
を
印
象
づ
け
、
自
然
に
対
す
る
関
心
を
深
め

て
い
け
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
自
然
に
た
だ
接
し
さ
せ
る
の
で
な
く
、
遊
び
や
作
業
を
と
り
入
れ
て
い
た
こ
と
は
、

後
に
述
べ
る
第
二
の
特
質
と
か
か
わ
っ
て
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
二
学
年
で
は
、
季
節
ご
と
の
自
然
界
の
姿
を
印
象
づ
け
る
（
一
学
年
）
だ
け
で
な
く
、
季
節
変
化
を
個
々
の
事
物
・
現
象
の
変
化

か
ら
気
づ
か
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。

　
「
季
節
だ
よ
り
」
は
、
そ
の
点
で
優
れ
た
内
容
で
あ
っ
た
。
第
一
課
「
季
節
だ
よ
り
」
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
自
然
に
つ
い
て
の
個
々

の
事
柄
、
経
験
を
折
に
ふ
れ
て
記
録
す
る
よ
う
に
指
導
す
る
。
そ
し
て
学
年
末
の
「
季
節
だ
よ
り
の
整
理
」
で
は
、
記
録
さ
れ
た
事
柄
を

班
毎
に
テ
ー
マ
に
そ
っ
て
整
理
し
、
考
察
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
四
季
折
々
に
変
化
す
る
畠
を
テ
ー
マ
に
あ
げ
る
。
そ
し
て
、
そ

こ
で
は
、
春
に
は
麦
畠
、
花
畠
で
あ
っ
た
所
が
、
六
月
に
は
一
面
の
水
田
に
な
っ
て
し
ま
い
、
十
月
に
は
稲
の
刈
り
取
り
が
行
な
え
る
ほ

ど
に
変
わ
る
、
と
い
う
よ
う
な
整
理
を
子
ど
も
達
に
期
待
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
自
然
界
の
事
物
や
現
象
自
体
の
変
化
を
み

る
こ
と
、
あ
る
い
は
他
の
も
の
と
比
較
す
る
こ
と
、
と
い
う
優
れ
た
観
察
観
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
変
化
を
み
る
こ
と
、
比
較
す

る
こ
と
は
、
観
察
を
観
察
た
ら
し
め
る
上
で
重
要
な
視
点
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
　
「
総
説
」
に
あ
る
観
察
に
つ
い
て
の
六
つ
の
指
標
の
中

に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
積
極
的
な
内
容
だ
け
で
な
く
、
　
「
総
説
」
の
指
標
の
中
に
は
、
後
に
ふ
れ
る

「
日
本
的
考
え
方
」
の
一
つ
と
さ
れ
た
「
感
覚
的
直
観
」
等
も
、
重
要
な
も
の
と
し
て
併
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
他
『
自
然
の
観
察
』
の
年
間
授
業
計
画
で
は
、
こ
の
「
自
然
の
観
察
」
教
材
の
前
後
に
、
栽
培
・
飼
育
教
材
を
課
す
こ
と
に
ょ
っ

て
、
　
「
季
節
に
即
し
た
」
教
材
編
成
を
肉
づ
け
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
教
材
の
全
体
に
占
め
る
割
合
は
、
授
業
時
数
に
し
て

6
2
一
7
5
（
一
学
年
）
、
4
5
一
6
0
（
二
学
年
）
、
1
5
一
3
8
（
三
学
年
）
に
ま
で
な
っ
て
い
た
。
　
『
自
然
の
観
察
』
一
・
二
学
年
で
は
、
　
「
季
節
に
即



し
た
」
教
材
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
重
視
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
季
節
を
骨
格
と
す
る
教
材
編
成
は
、
春
夏
秋
冬
の
豊
か
な
自
然
の
変
化
を
ほ
こ
る
「
日
本
的
自
然
」
を
教
材
と
し
て
と
り
あ
げ
る

こ
と
に
な
る
、
と
い
う
理
由
で
実
施
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
理
由
づ
け
と
は
別
に
、
低
学
年
理
科
に
お
い
て
は
「
自
然
の
観
察
」
を
行

う
、
と
い
う
規
定
に
よ
っ
て
、
か
け
が
え
の
な
い
「
自
然
よ
り
直
接
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
を
と
り
込
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
こ
の
こ
と
は
、
栽
培
・
飼
育
の
教
材
が
「
国
民
生
活
に
則
す
る
」
と
い
う
方
針
に
よ
っ
て
、
そ
の
多
く
が
人
の
手
に
よ
る
栽
培
種
、

家
畜
に
偏
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
中
で
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
　
『
自
然
の
観
察
』
に
お
い
て
、
自
然
に
直
接
触
れ
さ

せ
、
自
然
か
ら
直
接
学
ぶ
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
す
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
低
学
年
理
科
と
し
て
の
基
本
を
確
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
低
学
年
理
科
に
お
い
て
は
、
生
の
自
然
と
じ
か
に
ふ
れ
る
こ
と
は
、
最
も
基
本
的
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
季
節
に
よ
る
教
材
編
成
は
、
全
体
と
し
て
は
一
つ
の
弱
点
を
含
む
こ
と
と
な
っ
た
。

　
一
・
二
学
年
の
『
自
然
の
観
察
』
で
は
、
季
節
に
直
接
的
に
関
わ
ら
な
い
教
材
は
非
常
に
少
く
、
　
「
季
節
に
即
し
た
」
教
材
の
間
に
は

さ
ま
れ
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
内
容
上
の
前
後
関
係
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
ま
た
、
必
要
以
上
に
生
き
も
の
を
扱
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

教
材
が
重
視
さ
れ
る
一
方
、
物
（
物
質
）
に
つ
い
て
の
認
識
指
導
は
、
独
自
に
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
特
質
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
　
『
自
然
の
観
察
』
の
中
で
重
視
さ
れ
て
い
る
遊
び
や
作
業
（
草
花
と
り
、
虫
と
り
、
栽

培
、
飼
育
、
工
作
等
）
の
役
割
に
つ
い
て
、
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
主
に
屋
外
で
行
な
う
「
自
然
の
観
察
」
と
工
作
・
製
作
に
お
け
る
指

導
例
に
視
点
を
あ
て
て
考
察
す
る
。

　
『
自
然
の
観
察
』
は
自
然
・
対
象
に
直
接
働
き
か
け
る
こ
と
を
非
常
に
重
視
し
て
い
た
。

　
野
山
に
出
か
け
て
草
相
撲
を
さ
せ
た
り
、
花
束
や
草
笛
を
つ
く
ら
せ
て
遊
ば
せ
る
。
ま
た
草
花
を
取
り
に
行
き
、
根
の
張
り
方
、
土
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
7

手
触
り
、
色
、
か
お
り
、
湿
り
気
等
を
体
験
さ
せ
る
。
　
「
ば
っ
た
と
り
」
で
は
、
草
む
ら
や
落
葉
の
下
を
か
き
わ
け
て
、
い
ろ
い
ろ
な
虫
　
－



を
探
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
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7

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
校
外
で
の
「
自
然
の
観
察
」
と
は
別
に
、
一
方
で
は
、
校
庭
、
花
壇
で
の
栽
培
・
飼
育
の
採
用
に
よ
っ
て
、
種
ま

き
か
ら
種
と
り
ま
で
の
継
続
的
な
観
察
を
指
導
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
授
業
内
容
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
授
業
形
態
は
、
当
然
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
子
ど
も
達
が
席
に
い
て

教
師
が
実
物
の
一
部
を
も
っ
て
き
て
見
せ
る
と
い
う
授
業
で
は
な
く
、
子
ど
も
達
も
教
師
も
実
物
の
所
へ
出
か
け
て
行
っ
て
、
見
た
り
、

さ
わ
さ
っ
た
り
し
て
直
接
体
験
さ
せ
る
授
業
へ
と
変
化
し
た
。
こ
れ
は
、
国
民
学
校
発
足
以
前
に
は
、
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
教
育
方
法

で
あ
っ
た
。

　
し
か
も
、
そ
う
し
た
方
法
を
と
り
い
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
物
界
の
形
態
的
取
扱
い
か
ら
、
生
態
的
取
扱
い
へ
と
重
点
が
移
り
、
結

果
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
、
積
極
的
な
植
物
観
・
動
物
観
に
基
づ
く
視
点
が
と
り
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
こ
と
は
、
植
物
観
に
つ
い
て
い
え
ば
、
①
遊
び
や
作
業
を
通
し
て
、
根
・
茎
・
葉
に
注
目
さ
せ
る
、
②
死
ん
だ
よ
う
な
種
か
ら
芽

が
出
た
り
、
③
蒔
い
た
種
か
ら
芽
が
伸
び
、
花
が
咲
き
、
実
を
結
ん
で
、
そ
の
実
か
ら
蒔
い
た
時
と
同
じ
よ
う
な
種
が
と
れ
る
と
い
う
経

験
を
尊
重
す
る
（
以
上
一
・
二
学
年
）
、
④
カ
ボ
チ
ャ
の
種
か
ら
花
へ
、
そ
し
て
そ
の
一
生
を
継
続
観
察
さ
せ
、
⑤
そ
れ
を
整
理
し
た
も

の
を
前
年
と
比
較
観
察
さ
せ
る
（
以
上
三
学
年
）
、
と
い
う
指
導
例
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
動
物
観
に
つ
い
て
は
、
①
ど
ん

な
所
に
生
活
し
、
②
何
を
え
さ
と
し
、
③
そ
の
ま
わ
り
に
ど
ん
な
生
き
物
が
い
る
の
か
等
を
知
っ
た
上
で
、
④
飼
い
方
を
考
え
さ
せ
よ
う

と
し
て
い
た
（
一
・
二
学
年
）
。
さ
ら
に
、
⑤
草
花
や
作
物
の
葉
が
虫
に
食
わ
れ
て
い
た
り
、
⑥
そ
ば
に
虫
の
ふ
ん
が
落
ち
て
い
れ
ば
ど

ん
な
虫
が
い
る
の
か
を
探
さ
せ
る
、
と
い
う
指
導
（
三
学
年
）
に
、
そ
の
典
型
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
指
導
を
す
る
上
で
の
着
眼
点
は
、
必
ず
し
も
意
識
的
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
根
．

茎
・
葉
や
種
・
花
に
着
目
さ
せ
よ
う
と
す
る
植
物
観
、
あ
る
い
は
ど
こ
に
住
み
、
何
が
え
さ
な
の
か
を
探
さ
せ
、
ふ
ん
か
ら
虫
を
探
さ
せ



よ
う
と
す
る
動
物
観
は
、
　
『
自
然
の
観
察
』
に
よ
っ
て
自
然
認
識
を
指
導
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
積
極
的
な
役
割
を
果
し
う
る
も
の
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
子
ど
も
達
が
、
こ
う
し
た
指
導
に
よ
っ
て
得
た
経
験
を
、
学
校
で
の
栽
培
・
飼
育
で
応
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
計
画
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
三
学
年
で
最
も
徹
底
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
野
山
で
の
「
自
然
の
観
察
」
教
材
及
び
栽
培
・
飼
育
教
材
の
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
独
特
の
教

育
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　
そ
れ
は
、
生
物
的
自
然
を
観
察
す
る
際
に
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
て
い
る
、
子
ど
も
達
自
身
が
「
生
命
愛
育
の
念
」
を
も
っ
て
対
象
に
働

き
か
け
れ
ば
、
　
「
お
の
つ
か
ら
…
…
に
気
づ
く
」
と
い
う
指
導
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
野
山
で
の
「
自
然
の
観
察
」
の
場
合
と
、
栽

培
・
飼
育
の
場
合
と
で
は
、
強
調
す
る
所
が
異
な
っ
て
い
た
が
、
共
通
し
て
子
ど
も
達
の
対
象
へ
の
働
き
か
け
を
前
提
と
し
て
い
た
。

　
野
山
に
お
け
る
指
導
例
で
は
、
子
ど
も
達
を
「
自
然
に
親
し
」
ま
せ
る
な
か
で
、
教
師
が
「
…
…
を
し
て
遊
び
ま
し
ょ
う
」
　
「
…
…
し

ま
し
ょ
う
」
と
い
っ
て
、
遊
び
や
作
業
を
提
示
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
遊
ぶ
こ
と
、
作
業
を
す
る
こ
と
が
中
心
で
あ
る
。

自
然
の
中
で
虫
を
追
い
、
草
花
を
探
し
、
そ
れ
を
掘
り
取
り
、
植
え
か
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
児
童
は
お
の
つ
か
ら
虫

の
生
活
、
草
の
有
様
に
気
づ
く
」
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
の
「
自
然
に
親
し
む
」
↓
教
師
が
遊
び
や
作
業
を
課
し
、
子
ど
も
達
は
対
象
に
働

き
か
け
る
↓
「
お
の
つ
か
ら
…
…
に
気
づ
く
」
と
い
う
指
導
の
手
順
は
、
低
学
年
に
お
け
る
自
然
認
識
の
指
導
体
系
と
い
え
る
も
の
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
野
山
で
の
「
自
然
の
観
察
」
指
導
に
お
け
る
典
型
的
な
指
導
方
法
で
あ
っ
た
。

　
し
た
が
っ
て
対
象
へ
の
「
働
き
か
け
」
が
、
こ
の
よ
う
に
自
然
認
識
へ
の
前
段
階
と
も
い
え
る
よ
う
な
位
置
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
「
働
き
か
け
」
の
内
容
が
、
直
接
、
子
ど
も
達
の
自
然
認
識
の
質
を
大
き
く
左
右
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
　
『
自
然
の
観

察
』
で
は
、
　
「
働
き
か
け
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
十
分
展
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
実
践
に
あ
た
っ
て
は
、
子
ど
も
達
に
、
　
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7

何
に
着
目
さ
せ
る
た
め
に
何
を
さ
せ
る
の
か
は
、
も
っ
ぱ
ら
個
々
の
教
師
の
裁
量
に
ま
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
、
　
『
自
然
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

観
察
』
を
使
用
す
る
に
あ
た
っ
て
の
混
乱
の
起
こ
り
う
べ
き
原
因
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
観
察
す
る
場
合
、
単
に
対
象
を
漠
然
と
み
る
　
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8

の
で
は
な
く
、
　
「
目
的
を
定
め
て
個
々
の
事
実
を
知
覚
す
る
こ
と
」
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
栽
培
や
飼
育
に
お
け
る
指
導
方
法
と
し
て
は
、
特
に
、
自
分
が
働
き
か
け
る
相
手
の
身
に
な
っ
て
行
な
う
こ
と
、
を
子
ど
も
達

に
求
め
て
い
た
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
草
の
苗
を
植
え
か
え
た
時
に
、
し
お
れ
、
う
な
だ
れ
て
い
る
の
を
み
て
、
「
か
は
い
さ
う
だ
」

「
何
と
か
し
て
や
り
た
い
」
と
子
ど
も
達
に
感
じ
さ
せ
、
そ
の
上
で
、
水
を
や
っ
た
り
、
日
よ
け
を
つ
け
る
等
の
作
業
を
課
し
て
い
る
指

導
例
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
　
「
主
客
未
分
化
な
時
期
」
　
（
一
・
二
学
）
に
、
　
「
知
情
意
一
体
」
と
な
っ
て
対
象
に
働
き
か
け
る
、

と
い
う
「
生
命
愛
育
の
念
」
の
主
張
に
基
づ
く
指
導
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
種
の
教
材
の
場
合
に
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
課
に
「
生
命

愛
育
の
念
」
を
養
う
、
と
い
う
「
目
的
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
他
の
教
材
に
比
べ
て
感
性
的
・
心
情
的
な
指
導
が
強
く
お

し
だ
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　
『
自
然
の
観
察
』
に
は
、
こ
の
よ
う
に
生
物
界
に
対
し
て
直
接
触
れ
る
、
働
き
か
け
る
と
い
う
機
会
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
以
外
に
、
対
象
に
働
き
か
け
る
と
い
う
点
で
、
み
の
が
し
て
な
ら
な
い
教
材
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
工
作
・
製
作
を
通
し
て
「
工
夫
・

考
案
を
促
す
」
こ
と
を
「
目
的
」
と
し
て
い
た
教
材
で
あ
る
。

　
こ
の
「
工
夫
・
考
案
を
促
す
」
教
材
は
、
　
「
季
節
に
即
し
た
」
教
材
の
間
に
配
列
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
個
々
の
教
材
の
前
後
と

い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
学
年
間
の
関
連
づ
け
を
強
調
す
る
よ
う
に
編
成
さ
れ
て
い
た
。

　
そ
の
代
表
例
は
、
　
「
鳥
の
羽
」
（
一
年
）
、
　
「
ら
く
か
さ
ん
」
　
「
は
ね
と
た
こ
」
（
二
年
）
、
　
「
帆
か
け
舟
」
　
「
砂
車
と
風
車
」
（
三
年
）

と
、
　
「
虫
め
が
ね
と
鏡
」
（
二
年
）
、
　
「
め
が
ね
遊
び
」
（
三
年
）
の
系
列
で
あ
る
。
前
者
は
、
空
気
の
抵
抗
や
風
の
方
向
、
強
さ
な
ど
に

注
目
さ
せ
よ
う
と
し
、
後
者
は
、
虫
め
が
ね
を
つ
か
っ
て
の
子
ど
も
達
の
創
意
工
夫
を
期
待
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
課
で
は
、
ほ
ぼ
共
通

し
て
「
工
夫
考
案
の
態
度
」
や
「
も
の
ご
と
を
見
き
は
め
る
態
度
」
の
養
成
を
「
目
的
」
に
あ
げ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
理
数
科
理
科
で
の



「
合
理
創
造
の
精
神
」
の
油
養
、
と
い
う
点
か
ら
と
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
「
工
夫
・
考
案
を
促
す
」
教
材
の
多
く
は
、
望
遠
鏡
や
幻
灯
機
づ
く
り
の
よ
う
に
、
簡
単
な
道
具
を
使
っ
て
作
ら
せ
、
遊
ば

せ
、
さ
ら
に
工
夫
す
る
よ
う
に
指
導
す
る
。
そ
し
て
、
よ
り
複
雑
な
も
の
を
作
り
、
遊
ぶ
間
に
得
る
経
験
を
よ
り
豊
富
に
さ
せ
よ
う
と
し

て
い
た
。
こ
う
し
て
、
子
ど
も
達
は
、
み
ず
か
ら
の
手
で
能
動
的
に
対
象
に
働
き
か
け
る
機
会
を
、
教
室
内
で
も
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
教
材
は
、
子
ど
も
達
の
興
味
を
さ
そ
い
、
お
お
い
に
子
ど
も
達
を
喜
ば
せ
た
で
あ
ろ
う
教
材
の
一
つ
に
数
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
指
導
例
は
、
全
体
と
し
て
は
、
　
「
工
夫
・
考
案
を
促
す
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い

内
容
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
課
の
目
的
の
一
つ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
た
「
も
の
ご
と
を
見
き
は
め
る
態
度
」
の
養
成
と
い
う
点
で
は
、
十
分
な
指

導
例
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
鏡
で
「
探
照
灯
ご
っ
こ
」
を
す
る
時
に
、
　
「
皆
の
光
が
飛
行
機
に
当
る
や
う
に
な

っ
た
ら
、
ど
れ
が
自
分
の
光
か
を
見
定
め
さ
せ
る
。
」
と
い
う
よ
う
な
、
非
常
に
即
時
的
な
内
容
に
と
ど
ま
り
、
子
ど
も
達
の
自
発
的
な

判
断
を
も
と
に
し
て
、
　
「
も
の
ご
と
を
見
き
は
め
る
態
度
」
を
養
お
う
と
し
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
か
え
っ
て
、
お
し
つ
け
的
な
指
導
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

お
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
日
　
自
然
の
観
察
』
に
お
け
る
自
然
観
ー
日
本
的
自
然
観
の
展
開
－

　
国
民
学
校
低
学
年
理
科
で
は
「
日
本
的
」
自
然
や
製
作
物
に
対
し
、
　
「
日
本
的
」
な
態
度
、
考
え
方
を
も
っ
て
働
き
か
け
る
、
と
い
う

観
点
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
理
科
の
内
容
の
大
々
的
な
再
編
成
を
試
み
た
。
し
か
も
、
理
数
科
で
学
ぶ
こ
と
、
　
「
科
学
」
で
学
ぶ
こ
と
の
目

的
は
、
　
「
只
単
に
自
己
修
養
の
為
の
学
び
」
で
は
な
く
、
一
義
的
に
「
国
運
の
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
」
と
し
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
目
的
に
対
し
て
「
科
学
」
を
教
え
る
側
の
教
師
か
ら
は
、
　
「
皇
国
の
道
と
理
数
科
と
が
如
何
に
結
び
つ
く
か
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

卒
直
な
疑
問
が
数
多
く
出
さ
れ
て
い
強
そ
こ
で
は
「
白
主
国
の
道
」
へ
連
な
る
理
数
科
理
科
で
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
内
容
と
は
何
で
弼



あ
る
の
か
、
を
問
題
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
疑
問
を
真
正
面
に
す
え
た
返
答
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
　
「
総
説
」
に
あ
る
よ
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8

う
な
、
　
「
理
数
科
独
自
の
も
の
の
中
に
は
、
人
間
共
通
の
普
遍
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
日
本
独
自
の
性
格
を
も
た
な
い
や
う
に
見
え
る
も

の
が
あ
る
。
こ
の
種
の
も
の
は
、
立
派
な
日
本
人
と
な
る
た
め
に
欠
く
こ
と
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
採
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

れ
故
に
、
こ
れ
を
取
扱
ふ
こ
と
は
、
と
り
も
な
ほ
さ
ず
皇
国
の
道
の
修
練
と
な
る
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
説
明
が
あ
る
だ
け
だ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
出
さ
れ
る
こ
と
の
中
で
「
科
学
」
そ
の
も
の
に
、
日
本
独
自
の
性
格
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
否
か
が
問
わ

れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
普
遍
的
性
格
を
も
つ
「
科
学
」
に
対
し
、
日
本
独
自
の
性
格
を
求
め
る
こ
と
は
本
質
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
。

『
初
等
科
国
史
』
に
あ
る
「
遠
い
遠
い
神
代
の
昔
、
伊
弊
諸
尊
・
伊
弊
再
尊
は
、
山
川
の
眺
め
も
美
し
い
八
つ
の
島
を
お
生
み
に
な
り
ま

し
た
」
と
い
う
よ
う
な
、
科
学
で
は
な
い
物
語
と
し
て
の
内
容
を
、
理
数
科
に
と
り
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
　
「
科
学

の
日
本
的
把
握
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
あ
る
よ
う
な
科
学
を
学
ぶ
時
の
態
度
、
考
え
方
、
方
法
に
ポ
イ
ン
ト
を
置
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と

い
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
低
学
年
理
科
で
は
、
こ
の
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
低
学
年
理
科
に
お
け
る
指
導
は
、
　
「
総
説
」
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
子
ど
も
達
が
常
に
秩
序
正
し
く
行
動
す
る
よ
う
に
「
訓
練
」
す
る

こ
と
、
を
中
心
課
題
と
し
た
。
こ
こ
で
は
四
学
年
以
上
で
「
基
礎
的
知
識
」
を
得
さ
せ
、
　
「
基
礎
的
技
能
」
を
み
が
か
せ
る
上
で
の
子
ど

も
達
の
心
が
ま
え
（
態
度
・
考
え
方
）
を
つ
く
る
こ
と
、
が
目
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
自
然
を
「
あ
り
の
ま
ま
」
に
把
握
す
る
た
め

の
、
①
「
知
情
意
一
体
」
と
な
っ
て
対
象
へ
「
働
き
か
け
」
よ
う
と
す
る
態
度
、
②
自
然
を
愛
好
す
る
心
で
あ
る
「
生
命
愛
育
の
念
」
、

③
生
活
を
秩
序
づ
け
科
学
的
に
処
理
す
る
躾
等
を
、
特
に
低
学
年
の
期
間
に
「
訓
練
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
低
学
年
理
科
の

「
設
定
の
理
由
」
に
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
た
。
理
科
は
、
　
「
自
然
の
神
秘
さ
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
こ
ま

で
も
自
然
に
親
し
み
、
自
然
を
愛
好
す
る
心
に
発
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
理
科
は
、
自
然

を
「
冷
か
に
解
剖
」
し
、
　
「
征
服
」
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
の
で
は
な
く
、
　
「
自
然
と
和
し
、
自
然
を
よ
り
よ
く
生
か
す
心
」
に
基
づ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
の
中
に
は
、
橋
田
邦
彦
の
「
自
然
の
観
方
」
と
の
共
通
点
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
橋
田
は
、

次
の
よ
う
に
言
う
。

　
「
斯
く
の
如
く
し
て
日
本
の
科
学
を
造
り
上
げ
る
に
ふ
さ
は
し
い
吾
々
の
立
場
は
ど
う
す
れ
ば
得
ら
れ
る
か
と
云
ふ
と
、
前
述
か
ら
判

る
通
り
自
然
即
人
生
と
い
ふ
こ
と
を
本
当
に
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
然
と
人
と
合
体
し
た
相
に
於
い
て
『
自
然
』
を
把
ま
へ
、
又

『
人
』
を
把
ま
へ
、
即
ち
自
然
と
合
体
し
て
居
る
自
己
を
把
ま
へ
、
而
し
て
自
然
の
動
く
が
ま
ま
に
従
っ
て
自
己
を
動
か
し
て
行
く
。
是

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

が
纏
て
吾
々
に
と
っ
て
は
日
本
人
と
し
て
働
く
こ
と
で
あ
る
。
」

　
こ
の
よ
う
な
橋
田
の
主
張
を
、
　
「
設
定
理
由
」
と
の
関
わ
り
で
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

笙
は
・
自
然
の
捉
え
方
に
三
て
で
あ
菊
橋
田
は
、
東
洋
的
な
立
場
か
ら
の
自
然
と
は
、
西
洋
的
な
立
場
か
ら
と
違
っ
て
、
い
わ

ゆ
る
自
然
科
学
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
自
然
、
人
に
対
立
す
る
自
然
の
こ
と
で
は
な
い
、
と
捉
え
る
。
　
つ
ま
り
、
橋
田
の
い
う
自
然
と

は
、
　
「
吾
々
と
一
つ
に
な
っ
て
居
る
自
然
」
　
「
主
客
末
分
」
の
自
然
な
の
で
あ
る
。

第
二
は
・
雇
従
自
然
」
の
主
張
で
あ
穆
自
然
の
「
あ
る
が
き
」
を
「
あ
る
が
ま
ま
」
に
把
握
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
界

の
中
に
あ
る
「
す
ぢ
み
ち
」
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
自
然
の
一
－
す
ぢ
み
ち
」
に
さ
か
ら
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
　

「
す
ぢ
み
ち
」
と
は
、
そ
れ
に
そ
っ
て
「
動
く
べ
き
や
う
に
動
い
て
居
る
」
と
い
う
自
然
の
法
則
の
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
生
活

全
体
を
貫
く
「
す
ぢ
み
ち
」
、
す
な
わ
ち
「
秩
序
」
へ
と
連
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
第
三
は
、
分
析
的
に
で
は
な
く
、
全
体
的
に
対
象
を
把
握
す
る
こ
と
、
の
強
調
で
あ
る
。
対
象
の
分
析
を
重
ね
、
そ
こ
か
ら
得
た
結
果
．

知
識
を
総
享
る
だ
け
で
は
、
「
真
に
」
対
象
を
「
あ
る
が
ま
ま
三
と
ら
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
．
」
で
は
、
「
黎
の
ど
ん
底
瑠

ま
で
見
透
す
直
観
」
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
し
た
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
第
四
は
、
　
「
知
行
合
一
」
の
主
張
で
あ
る
。
　
「
知
」
と
い
う
の
は
、
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
知
」
と
な
る
。
逆
に
、
　
「
行
」
と
し
て
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
4

ら
わ
れ
な
い
も
の
は
、
真
に
知
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
。
こ
こ
で
「
働
き
」
を
強
調
す
る
。
　
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
こ
れ
ら
の
主
張
は
、
当
時
の
日
本
の
自
然
科
学
及
び
学
校
で
の
「
科
学
教
育
」
に
つ
い
て
の
批
判
と
し
て
あ
っ
た
。
橋
田
は
、
　
「
今
日

の
自
然
科
学
は
無
用
で
は
な
い
」
と
い
う
。
し
か
し
、
　
「
科
学
的
知
識
を
活
用
す
る
に
は
先
づ
、
科
学
を
科
学
と
し
て
真
実
に
会
得
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
人
間
の
「
働
き
」
を
会
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
自
然
科

学
に
お
け
る
基
本
的
方
法
で
あ
る
観
察
に
つ
い
て
も
、
観
察
結
果
の
み
に
と
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
　
「
思
索
」
す
る
こ
と
、
結
果
の
意

味
を
考
え
る
こ
と
、
を
重
視
し
た
・
こ
の
よ
う
に
、
橋
田
は
観
察
を
し
・
科
学
を
つ
く
り
あ
げ
る
側
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
題
百

然
に
和
す
る
態
度
L
　
「
唯
従
自
然
」
　
「
観
察
・
直
観
」
の
主
張
は
、
こ
の
よ
う
な
主
張
か
ら
導
び
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
ら
は
み
な
、
国
民
学
校
発
足
以
前
か
ら
低
学
年
理
科
の
実
践
に
あ
た
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
た
「
自
然
の
親
し
み
、
自
然
よ
り
直
接
学

ぶ
」
と
い
う
原
則
と
は
、
補
強
し
合
う
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
相
反
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
　
「
知
行
合
一
」
の
主
張

は
、
そ
れ
ま
で
の
「
抽
象
的
観
念
的
に
流
れ
具
体
性
に
乏
し
い
」
理
科
か
ら
の
脱
皮
を
促
す
も
の
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
　
「
各
説
」
に
お
け
る
特
質
と
し
て
あ
げ
た
、
対
象
に
「
働
き
か
け
」
る
と
い
う
こ
と
を
側
面
か
ら
援
助
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

　
（
5
6
）

よ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
自
然
観
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
結
果
を
導
び
く
原
因
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
一
は
、
　
「
例
へ
ば
『
生
き
物
は
愛
さ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
』
と
言
ふ
前
提
に
よ
っ
て
生
き
物
の
生
活
を
な
が
め
る
時
に
、
如
何
に
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

が
、
生
物
を
理
解
す
る
こ
と
を
阻
碍
し
て
い
る
か
。
」
と
い
う
よ
う
な
、
自
然
界
に
お
こ
っ
て
い
る
事
実
の
リ
ア
ル
な
認
識
の
指
導
を
追

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

究
し
て
い
た
教
育
実
践
を
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
に
は
、
自
然
と
人
間
と
の
「
主
客
末
分
」
の
主
張
は
、
教
材
論
の
上
で
一
つ
の
弱
点
を
生
み
だ
す
原
因
に
な
っ
た
の
で
は
な
い



か
・
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
対
象
で
あ
る
事
物
・
現
象
を
認
識
す
る
場
合
に
は
、
対
象
に
即
し
た
働
き
か
け
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、

態
度
や
考
え
方
・
心
の
充
実
を
第
一
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
対
象
に
働
き
か
け
る
か
、
そ
の
対
象
に
ふ
さ
わ
し
い
働
き
か
け

は
何
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
必
ず
し
も
考
慮
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
①
野
山
で
の
「
自
然
の
観
察
」
指
導
に
際

し
て
、
子
ど
も
達
に
、
何
に
着
目
さ
せ
る
た
め
に
何
を
さ
せ
る
の
か
、
が
不
鮮
明
で
あ
っ
た
こ
と
、
②
物
（
物
質
）
に
関
す
る
認
識
指
導

が
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
の
一
つ
の
原
因
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
『
自
然
の
観
察
』
に
は
、
橋
田
邦
彦
の
　
「
自
然
の
観
方
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
感
性
的
．
心
情
的
と
も
い
え

る
自
然
観
が
、
そ
の
基
底
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
『
自
然
の
観
察
』
の
多
く
を
占
め
て
い
た
野
山
で
の
「
自
然
の
観

察
教
材
、
飼
育
栽
培
教
材
、
と
り
わ
け
後
者
に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
　
『
自
然
の
観
察
』
は
、
橋
田
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
日
本
的
自
然
観
に
基
づ
い
て
、
　
「
自
然
に
親
し
み
、
自
然
よ
り
直

接
学
ぶ
」
こ
と
、
対
象
に
直
接
「
働
き
か
け
る
」
こ
と
を
軸
に
、
指
導
例
を
展
開
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
自
然
観
は
、

教
材
論
等
に
お
け
る
弱
点
を
内
包
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
以
前
の
国
定
理
科
教
科
書
に
は
み
ら
れ
な
い
、
積
極
的
な
教
材
論
及
び
教
育
方
法

論
を
提
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
低
学
年
理
科
特
設
問
題
が
低
学
年
に
お
け
る
教
育
課
程
問
題
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た

と
い
う
事
実
は
、
今
日
の
低
学
年
理
科
の
問
題
を
考
え
る
上
で
の
一
つ
指
針
の
提
示
と
し
て
、
と
ら
え
か
え
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
註

　
（
1
）
　
今
日
ま
で
に
、
低
学
年
理
科
に
関
す
る
歴
史
的
研
究
は
、
板
倉
聖
宣
（
『
日
本
理
科
教
育
史
』
）
、
長
谷
川
純
三
（
「
自
主
編
成
か
ら
み
た
こ
れ
ま

　
　
　
で
の
理
科
教
育
」
）
ら
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
、
主
に
低
学
年
理
科
特
設
運
動
自
体
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
た

　
　
　
め
に
、
平
行
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
教
育
諸
改
革
の
運
動
と
の
関
係
が
十
分
位
置
づ
け
き
れ
て
は
い
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰯

　
（
2
）
　
真
船
和
夫
は
、
日
本
人
の
自
然
観
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
必
ず
し
も
一
概
に
、
日
本
人
の
自
然
観
が
非
合
理
．
非
科
学
的



　
　
だ
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
人
の
自
然
観
に
は
現
代
の
生
態
学
の
自
然
観
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
日
本
の
生
態
学
者
が
ユ
ニ
イ
ク
な
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
分
野
や
方
法
を
開
拓
し
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
日
本
人
の
自
然
観
が
影
響
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
筆
者
　
1
8

　
　
も
、
こ
の
意
見
に
賛
成
で
あ
る
。
氏
は
、
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
自
然
観
が
、
　
「
感
性
的
・
心
情
的
段
階
に
止
ま
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
い
つ
で

　
　
も
、
非
合
理
・
非
科
学
的
な
も
の
に
転
化
す
る
」
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
「
日
本
の
科
学
教
育
に
み
ら
れ
る
自
然
観
」
　
『
科
学

　
　
と
思
想
』
一
六
号
　
一
九
七
五
年
）

（
3
）
岡
現
次
郎
「
学
習
指
導
要
領
・
教
科
書
の
役
割
」
　
『
理
科
教
育
講
座
2
　
理
科
教
育
の
技
術
』
誠
文
堂
新
光
社
昭
和
二
十
八
年
　
七
八
頁

（
4
）
　
岡
現
次
郎
「
理
科
教
育
の
変
遷
」
一
九
五
七
年
（
『
日
本
科
学
技
術
史
大
系
』
第
一
〇
巻
　
三
一
〇
頁
）

（
5
）
　
主
な
各
期
国
定
国
語
教
科
書
の
使
用
年
度
（
巻
一
の
使
用
年
度
を
基
準
に
し
た
）

　
　
1
『
尋
常
小
学
読
本
』
一
～
八
　
一
九
〇
四
～
一
九
〇
九

　
　
H
『
尋
常
小
学
読
本
』
一
～
一
二
　
一
九
一
〇
～
一
九
一
七

　
　
皿
『
尋
常
小
学
読
本
』
一
～
一
二
　
一
九
一
八
～
一
九
二
八
　
　
「
尋
常
小
学
国
語
読
本
』
一
～
一
二
　
一
九
一
八
～
一
九
三
二

　
　
W
『
小
学
国
語
読
本
』
尋
常
科
用
一
～
一
二
　
一
九
三
三
～
一
九
四
〇

　
　
V
『
ヨ
ミ
カ
タ
』
一
～
四
　
一
九
四
一
～
一
九
四
五
　
　
『
初
等
科
国
語
』
一
～
八
　
一
九
三
二
～
一
九
四
五
『
コ
ト
バ
ノ
オ
ケ
イ
コ
』
一
～
四

　
　
　
一
九
四
一
～
一
九
四
五

（
6
）
　
「
類
別
表
」
に
み
る
低
学
年
の
理
科
的
教
材
巻
一
（
な
し
）
巻
二
「
オ
ヤ
牛
ト
子
牛
」
巻
三
「
ヒ
ヨ
コ
」
　
「
竹
の
子
」
　
「
セ
ミ
」
　
「
水
デ
ツ
パ

　
　
ウ
」
巻
四
「
山
び
こ
」
　
「
フ
ク
ロ
フ
」
　
「
ナ
ゾ
」
巻
五
「
ツ
。
ハ
メ
」
　
「
雨
」
　
「
ブ
ダ
ウ
」
巻
六
「
ヤ
ク
ワ
ン
ト
テ
ツ
ビ
ン
」
　
「
鮭
」
　
「
磁
石
」

　
　
「
象
」
　
（
帝
都
教
育
研
究
会
編
纂
『
国
定
教
科
書
編
纂
趣
意
書
集
成
　
全
』
教
育
書
院
　
昭
和
八
年
）

（
7
）
　
理
科
的
教
材
の
範
囲
を
自
然
を
教
材
に
と
り
入
れ
る
と
い
う
意
味
に
広
げ
る
と
、
二
年
で
は
1
2
一
5
0
、
三
年
で
は
1
2
｝
5
2
と
な
り
、
ほ
ぼ
各
学
年

　
　
の
ー
一
4
と
な
る
。

（
8
）
　
一
九
二
一
年
か
ら
、
年
を
追
っ
て
順
次
四
～
六
学
年
用
国
定
教
科
書
が
刊
行
さ
れ
た
。
一
九
一
九
年
に
、
理
科
は
四
学
年
か
ら
置
く
こ
と
に
な

　
　
っ
た
（
そ
れ
以
前
は
、
五
・
六
学
年
）
が
、
こ
の
時
に
は
じ
め
て
四
学
年
用
教
科
書
が
で
き
た
。
そ
こ
で
は
生
物
教
材
の
比
率
は
低
下
し
て
い
る
。

（
9
）
　
（
7
）
と
同
じ
よ
う
に
範
囲
を
拡
張
し
て
考
え
る
と
、
二
年
で
は
6
一
4
5
、
三
年
で
は
1
6
｝
5
0
と
な
っ
て
い
る
。

（
1
0
）
　
石
原
純
「
国
語
読
本
に
於
け
る
科
学
教
材
」
　
『
科
学
と
社
会
文
化
』
岩
波
書
店
　
昭
和
十
四
年
　
三
九
七
～
三
九
八
頁

（
1
1
）
　
文
部
省
『
自
然
の
観
察
』
一
「
各
説
」
　
一
〇
五
頁



（
2
1
）
　
国
民
学
校
発
足
前
後
の
国
語
教
科
書
内
の
理
科
的
教
材
の
変
移
（
表
内
は
課
の
名
で
あ
り
、
O
内
は
学
年
を
示
す
。
）

　
　
　
　
　

本
で

読
ま

語
度

国
年

学
4
0

小
1
9

『
u
　
　
（

か㌶
期剤

欝

㍊
駅

臼
剖
（

Oヱゲカヱゲカ

⇔
⇔

ば
雲

し
と

む
月

⇔
日
⇔
⇔
⇔
⇔
⇔

しく
　
　
旅
ス
石
鏡
床

窒
の
ノ
麓

燥
　
　
モ
　
の
さ

お
　
　
水
ク
磁
僕
小

ばしむ

⇔
⇔
⇔
⇔
⑲
　
　
⇔
日

　
し

雲
く
こ
る
す
　
鏡
床

月
お
か
川
く
　
　
ぼ
小

㈲
⑳
⑲
㈲
　
⑲
⇔
㈲

狩
さ
記
生
　
く
計
館

潮
木
朝
油
つ
　
振
水

⑲
　
　
　
㈹
㈲
⑲
⑲

狩
　
　
　
生
　
く
計
館

潮
　
　
　
油
燕
　
振
水

㈲
㈲

嘉の
批

星
紗

内
　
　
内
内

界
　
　
る
陽

世
　
鐙

の
一
勘

月
　
　
燕
太

㈲
㈲
㈲

話
れ
界D

世

の
お
の

　
の

星
秋
月

内
内
内

ま
る
陽

ざ
登

ま
こ

さ
　
セ

の
岳

雲
燕
太

（
1
3
）
　
師
範
学
校
附
属
小
学
校
で
、
そ
こ
で
の
低
学
年
理
科
の
実
施
状
況
が
わ
か
る
も
の
と
し
て
は
、
京
都
師
範
、
千
葉
師
範
、
広
島
高
等
師
範
、
東

　
　
京
女
子
高
等
師
範
・
東
京
高
等
師
範
、
日
本
女
子
大
学
が
あ
る
。
な
お
、
垂
水
増
太
郎
冒
然
科
実
施
の
現
状
L
（
『
理
科
教
育
』
昭
和
五
年
四
月

　
　
号
）
か
ら
推
察
す
る
と
、
師
範
学
校
附
属
小
学
校
で
、
大
正
期
に
実
施
し
て
い
た
も
の
は
三
〇
校
を
下
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
当
時
の
師
範
学
校
附

　
　
属
小
学
校
の
三
割
強
に
あ
た
る
。

（
1
4
）
教
育
審
議
会
第
六
回
総
会
で
、
林
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
…
…
教
材
ガ
多
過
ギ
ル
ト
云
フ
コ
ト
カ
ラ
申
シ
マ
ス
ナ
ラ
バ
、
私
ハ
會
ツ
テ
大
正
七
年
以
来
永
ラ
ク
ノ
間
理
科
教
育
ノ
方
ノ
コ
ト
ヲ
ヤ
リ
マ
シ

　
　
テ
、
理
科
ノ
教
授
法
二
付
テ
日
本
全
国
ノ
小
学
校
ノ
教
材
二
付
テ
研
究
シ
テ
居
ッ
タ
コ
ト
ガ
ア
リ
マ
ス
…
：
」

　
　
（
『
教
育
審
議
会
総
会
会
議
録
』
第
三
輯
　
六
六
頁
）

（
1
5
）
　
建
議
案
を
昭
和
期
に
提
出
し
た
団
体
。
　
（
　
）
内
は
提
出
年
を
示
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田

　
　
「
理
科
教
育
研
究
会
」
　
（
一
九
二
八
、
一
九
二
九
）
　
「
全
国
小
学
校
訓
導
協
議
会
」
（
一
九
三
一
、
一
九
三
六
）
　
「
理
科
教
育
同
好
会
」
　
（
一
九
三



　
　
四
）
　
「
全
日
本
理
科
教
育
協
議
会
」
　
（
一
九
三
六
、
一
九
三
七
、
一
九
三
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
6
）
　
「
理
科
と
直
観
」
料
臨
時
増
刊
『
教
育
研
究
』
一
九
三
一
年
七
月
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8

　
　
特
集
「
科
学
教
育
」
　
『
教
育
』
一
九
三
四
年
二
月
号

　
　
「
直
観
（
自
然
）
科
の
施
設
と
経
営
」
臨
時
増
刊
『
理
科
教
育
』
一
九
三
五
年
十
月
号

　
　
「
新
興
日
本
の
理
科
教
育
」
臨
時
増
刊
『
教
育
研
究
』
一
九
三
六
年
七
月
号

（
1
7
）
　
長
谷
川
純
三
「
成
躁
の
低
学
年
理
科
1
『
自
然
の
観
察
』
成
立
に
及
ぼ
し
た
影
響
l
」
　
（
小
冊
子
・
一
九
七
四
年
）
一
三
頁
。

（
1
8
）
　
前
掲
の
垂
井
増
太
郎
「
我
が
国
自
然
科
実
施
の
現
状
」
か
ら
は
、
次
の
こ
と
が
い
え
る
。

　
　
①
特
設
し
て
い
る
割
合
は
％
と
な
っ
て
お
り
高
率
を
示
し
て
い
る
。
②
実
施
し
て
い
る
学
校
の
中
で
、
特
設
の
実
施
年
数
が
五
年
以
上
と
報
告
さ

　
　
れ
て
い
る
小
学
校
は
、
三
〇
校
以
上
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
実
施
し
て
い
る
多
く
の
学
校
が
、
大
正
期
の
「
新
教
育
」
の
中
で
創
設
さ

　
　
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
③
特
設
し
た
科
目
名
は
、
直
観
科
、
自
然
科
が
そ
れ
ぞ
れ
一
九
校
、
一
四
校
で
あ
っ
て
、
理
科
の
名
で
実
施
し
て
い

　
　
る
の
は
、
三
校
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
四
学
年
以
上
の
理
科
と
は
異
な
る
理
由
で
設
定
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
内
容
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た

　
　
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
9
）
　
長
谷
川
純
三
に
よ
る
と
低
学
年
理
科
の
実
施
を
妨
げ
た
理
由
と
し
て
、
次
の
三
点
を
あ
げ
て
い
る
。

　
　
①
自
然
科
特
設
に
つ
い
て
の
法
令
が
な
い
か
ら
、
価
値
を
知
り
つ
つ
、
実
施
の
必
要
を
さ
と
り
な
が
ら
、
未
だ
実
施
に
至
ら
な
い
の
で
あ
る
。
②

　
　
矢
張
り
指
導
法
に
つ
い
て
の
確
実
な
指
導
順
序
方
法
を
確
立
し
て
い
な
い
。
③
斯
様
な
指
導
す
べ
き
先
輩
や
、
指
導
者
が
少
な
い
。
従
っ
て
研
究

　
　
物
が
な
い
。
こ
の
中
の
、
②
③
に
は
、
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
　
（
長
谷
川
純
三
「
低
学
年
理
科
特
設
運
動
史
ノ
ー
ト
」
　
『
理
科
教
室
』
一
九

　
　
六
六
年
十
一
月
号

（
2
0
）
　
『
教
育
審
議
会
諮
問
第
一
号
特
別
委
員
会
整
理
委
員
会
会
議
録
』
五
　
一
一
六
頁
（
第
八
回
整
理
委
員
会
）

（
2
1
）
　
内
閣
審
議
会
．
内
閣
調
査
局
に
よ
る
教
育
改
革
立
案
の
試
み
と
、
　
「
教
育
研
究
会
」
等
に
よ
る
一
連
の
教
育
制
度
諸
改
革
案
の
作
成
で
あ
る
。

　
　
前
者
は
、
二
．
二
六
事
件
に
よ
っ
て
中
断
し
て
し
ま
っ
た
が
、
後
者
に
お
い
て
は
、
学
識
経
験
者
か
ら
三
五
案
、
諸
団
体
か
ら
三
〇
案
、
諸
官
庁

　
　
か
ら
一
四
案
が
出
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
こ
で
は
、
義
務
教
育
年
限
延
長
に
関
わ
る
も
の
を
除
い
て
あ
る
。
（
石
川
準
吉
『
総
合
国
策
と
教
育
改

　
　
革
案
』
昭
和
三
十
七
年
）

（
2
2
）
　
『
教
育
審
議
会
諮
問
第
一
号
特
別
委
員
会
会
議
録
』
第
二
輯
　
七
〇
頁

（
2
3
）
　
こ
の
ジ
レ
ン
マ
は
、
教
科
書
作
成
時
に
も
あ
っ
た
と
い
う
。
　
「
こ
ん
な
何
で
も
か
ん
で
も
、
な
ぜ
か
考
え
て
み
ま
し
よ
う
、
と
や
る
と
、
今
に



　
　
日
本
歴
史
を
疑
う
よ
う
に
な
る
。
日
本
人
が
日
本
の
歴
史
を
疑
う
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
日
本
は
お
し
ま
い
だ
。
」
（
蒲
生
英
男
『
日
本
理
科
教
育
小

　
　
史
』
一
二
八
頁
）

（
2
4
）
　
前
掲
『
総
合
国
策
と
教
育
改
革
案
』
一
二
四
頁

（
2
5
）
　
同
前
　
六
二
五
頁

（
2
6
）
　
『
教
育
審
議
会
総
会
議
録
』
第
二
輯
六
二
頁
（
第
三
回
総
会
で
の
佐
々
井
信
太
郎
の
発
言
）

（
2
7
）
　
縣
談
会
「
科
学
と
国
策
」
　
（
桑
木
或
雄
・
仁
科
芳
雄
・
管
井
準
一
）
　
『
科
学
主
義
工
業
』
昭
和
十
六
年
七
月
号
　
＝
四
頁

（
2
8
）
　
長
田
　
新
『
新
知
育
論
』
岩
波
書
店
　
昭
和
十
四
年
　
長
田
は
、
こ
の
中
で
、
　
「
斯
く
て
こ
の
国
に
は
ま
だ
真
の
知
育
は
な
い
」
と
、
　
「
知
育

　
　
偏
重
」
論
を
き
び
し
く
批
判
し
て
い
る
。

（
2
9
）
　
『
教
育
審
議
会
総
会
会
議
録
』
第
三
輯
四
四
頁

（
3
0
）
　
国
民
学
校
理
数
科
理
教
科
書
の
編
集
に
…
携
わ
っ
て
い
た
岡
現
次
郎
（
当
時
理
科
図
書
監
修
官
．
植
物
学
）
は
、
近
年
次
の
よ
う
に
述
壊
し
て
い

　
　
る
。
　
「
『
自
然
の
観
察
』
を
書
い
た
も
の
の
心
を
育
ん
だ
も
の
は
、
先
生
（
橋
田
を
さ
す
．
－
筆
者
）
の
訓
育
で
あ
っ
た
。
」
（
『
自
然
の
観
観
』
復
刻

　
　
版
解
説
　
二
五
頁
）

（
3
1
）
　
『
教
育
審
議
会
諮
問
第
一
号
特
別
委
員
会
整
理
委
員
会
会
議
録
』
五
　
一
一
七
頁
（
第
九
回
整
理
委
員
会
で
の
下
村
寿
一
の
発
言
）

（
3
2
）
　
同
前
　
三
二
～
三
四
頁
（
第
八
回
整
理
委
員
会
で
の
伊
東
延
吉
の
発
言
）

（
3
3
）
　
同
前
　
六
一
～
六
八
頁
（
第
八
回
整
理
委
員
会
で
の
三
国
谷
三
四
郎
の
発
言
）

（
3
4
）
　
同
前
　
一
一
六
頁
（
第
九
回
整
理
委
員
会
で
の
三
国
谷
の
発
言
）

（
3
5
）
　
同
前
　
　
一
一
六
頁
（
第
九
回
整
理
委
員
会
で
の
藤
野
恵
の
発
言
）

（
3
6
）
　
国
民
学
校
は
、
　
「
児
童
心
身
の
発
達
に
鑑
み
、
四
期
を
設
け
て
発
生
的
体
系
を
と
ら
し
め
」
る
と
し
て
い
る
。
初
等
科
一
～
三
年
は
、
こ
の
う

　
　
ち
の
第
一
期
に
あ
た
る
。
こ
の
分
類
に
つ
い
て
、
心
理
学
者
波
多
野
完
治
は
、
　
「
私
共
は
こ
れ
に
つ
い
て
何
の
知
る
と
こ
ろ
も
な
い
の
で
あ
っ

　
　
て
、
お
そ
ら
く
何
等
か
の
経
験
的
帰
結
な
の
で
は
な
い
か
」
　
（
『
児
童
心
理
の
世
界
』
同
文
館
　
昭
和
十
八
年
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
3
7
）
　
授
業
時
間
数
の
目
安
と
し
て
は
、
理
数
科
の
年
間
一
九
〇
時
間
中
、
　
『
自
然
の
観
察
』
は
、
一
学
年
七
〇
時
間
、
二
学
年
六
〇
時
間
で
扱
う
こ

　
　
と
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
算
数
と
理
科
と
に
分
れ
る
三
学
年
で
は
三
八
時
間
で
あ
る
。

（
3
8
）
　
前
掲
「
総
説
」
　
『
自
然
の
観
察
』
三
五
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

（
3
9
）
　
『
自
然
の
観
察
』
に
そ
っ
た
年
間
授
業
計
画
（
注
、
表
は
次
頁
）
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⊥
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『
自
然
の
観
察
』
に
そ
っ
た
年
間
授
業
計
画



（
4
0
）
　
敗
戦
直
後
の
「
国
民
学
校
教
科
課
程
（
案
）
」
の
低
学
年
理
科
の
部
分
に
は
、
　
「
自
然
観
察
の
み
に
止
め
ず
物
象
的
教
材
も
入
れ
る
」
と
明
記

　
　
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
戦
前
の
『
自
然
の
観
察
』
が
必
要
以
上
に
生
き
も
の
教
材
に
偏
っ
て
い
た
こ
と
を
裏
が
き
す
る
も
の
と
い
え
よ

　
　
う
。
　
（
肥
用
野
直
・
稲
垣
忠
彦
編
『
教
育
課
程
』
総
論
　
一
七
六
頁
）

（
4
1
）
現
実
に
は
、
初
等
学
校
に
お
け
る
正
教
員
の
占
め
る
割
合
は
、
当
時
七
〇
％
余
で
あ
り
、
必
要
不
可
欠
と
さ
れ
て
い
た
教
員
の
再
教
育
の
実
施

　
　
も
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
を
ぬ
き
に
、
教
師
の
力
量
を
論
じ
る
こ
と
は
、
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
4
2
）
　
蒲
生
英
男
は
、
こ
の
こ
と
を
相
場
で
の
「
誤
解
」
と
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
実
態
を
あ
げ
て
い
る
。
　
「
『
A
で
も
B
で
も
よ
ろ
し
い
。
要
す

　
　
る
に
、
こ
の
よ
う
な
扱
い
方
を
す
る
の
が
よ
ろ
し
い
』
と
い
う
意
味
が
分
ら
ず
、
　
『
A
も
B
も
教
え
こ
む
』
こ
と
に
気
を
と
ら
れ
、
新
し
い
扱
い

　
　
方
は
理
解
し
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
『
教
材
』
は
『
師
範
学
校
で
習
わ
な
か
っ
た
』
と
し
て
、
あ
わ
て
る
。
し
か
も
そ
の
量
は
莫
大
に
な
っ

　
　
て
い
る
の
に
驚
く
、
と
い
う
次
第
に
な
っ
た
。
」
　
（
『
日
本
理
科
教
育
小
史
』
一
二
六
頁
）
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
教
師
の
「
誤
解
」
と
捉
え
る

　
　
だ
け
で
は
な
く
、
　
『
自
然
の
観
察
』
自
体
の
問
題
及
び
教
師
の
お
か
れ
て
い
る
実
態
を
加
味
し
て
考
え
る
こ
と
、
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
4
3
）
　
神
戸
伊
三
郎
『
学
習
本
位
理
科
の
新
指
導
法
』
目
黒
書
店
　
大
正
十
一
年
　
一
一
六
頁

（
4
4
）
　
こ
の
他
に
も
、
三
学
年
で
は
「
～
の
わ
け
を
考
へ
さ
せ
る
」
と
い
う
指
導
が
多
く
な
り
、
お
し
つ
け
的
と
さ
え
み
え
る
内
容
が
多
く
な
っ
て
い

　
　
る
。
た
と
え
ば
、
　
「
普
通
の
投
げ
方
で
水
面
の
い
ろ
い
ろ
な
処
へ
投
げ
る
と
、
音
が
違
ふ
こ
と
を
経
験
さ
せ
、
そ
の
わ
け
を
考
へ
さ
せ
て
、
そ
れ

　
　
が
水
の
深
さ
に
よ
る
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
。
」
（
「
石
ひ
ろ
ひ
」
）
と
指
導
例
に
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
子
ど
も
達
に
と
つ

　
　
て
は
無
理
な
要
求
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
今
後
「
私
た
ち
の
研
究
」
の
検
討
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
目
標
と
実
際
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
。

（
4
5
）
　
当
時
図
書
監
修
官
で
あ
っ
た
桑
木
来
吉
は
、
　
「
よ
く
地
方
に
於
て
例
へ
ば
植
物
で
桜
の
花
を
調
べ
た
り
動
物
を
解
剖
し
た
り
し
て
、
そ
れ
が
皇

　
　
国
の
道
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
ふ
や
う
な
質
問
を
受
け
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
『
文
部
時
報
』
昭
和
十
五
年
十
二
月
号
）
。
こ
の
種
の

　
　
記
事
に
つ
い
て
は
、
文
部
省
督
学
官
下
村
市
郎
も
報
告
し
て
い
る
（
「
理
数
科
に
就
き
て
」
『
文
部
省
国
民
学
校
教
則
説
明
要
領
及
解
説
』
）
。

（
4
6
）
　
前
掲
「
各
説
」
　
『
自
然
の
観
察
』
一
〇
頁

（
4
7
）
　
同
前
「
総
説
」
二
〇
頁

（
4
8
）
　
橋
田
邦
彦
「
自
然
の
観
方
」
　
『
行
と
し
て
の
科
学
』
岩
波
書
店
　
昭
和
十
四
年
九
三
頁

（
4
9
）
　
同
前
「
「
行
と
し
て
の
科
学
」
四
一
頁

（
5
0
）
　
同
前
四
二
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

（
5
1
）
　
同
前
「
自
然
の
観
方
」
五
五
～
五
六
頁



（
5
2
）
　
同
前
「
行
と
し
て
の
科
学
」
二
三
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
5
3
）
　
同
前
　
四
八
～
四
九
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
9

（
5
4
）
　
橋
田
は
、
　
「
科
学
的
教
育
」
に
つ
い
て
、
科
学
的
知
識
を
注
ぎ
込
む
の
は
い
い
が
、
　
「
人
生
を
離
れ
て
唯
々
科
学
的
に
科
学
的
に
と
教
育
す
る

　
　
の
は
誤
り
」
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
　
（
「
科
学
の
道
」
　
『
自
然
と
入
』
岩
波
書
店
　
昭
和
十
七
年
　
一
六
四
頁
）

（
5
5
）
　
福
島
要
一
は
、
「
日
本
の
自
然
科
学
教
育
に
欠
け
て
い
る
重
大
な
欠
陥
の
一
つ
」
と
し
て
、
　
「
『
誰
れ
が
や
っ
て
も
同
じ
結
果
を
得
る
』
と
い
う

　
　
面
が
強
調
さ
れ
て
、
却
っ
て
実
験
が
非
人
間
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
「
こ
れ
か
ら
の
自
然
科
学
教
育
」
　
『
理

　
　
科
教
室
』
一
九
七
六
年
一
月
号
　
八
頁
）
。
橋
田
の
主
張
し
た
か
っ
た
こ
と
の
一
つ
は
、
こ
の
こ
と
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
橋

　
　
田
の
提
起
は
、
日
本
の
自
然
科
学
教
育
を
考
え
る
上
で
、
十
分
注
目
に
値
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
5
6
）
　
し
か
し
、
　
「
皇
国
民
錬
成
」
を
め
ざ
す
教
育
体
制
の
中
で
は
、
低
学
年
理
科
の
「
目
的
」
の
一
つ
で
あ
っ
た
、
常
に
秩
序
正
し
く
行
動
す
る
よ

　
　
う
な
訓
練
、
躾
が
、
実
際
に
は
様
々
な
場
面
で
先
行
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
知
行
合
一
」
の
主
張
は
、
結
果
的
に
は
行
為
、

　
　
態
度
で
「
知
」
あ
る
い
は
精
神
の
状
態
を
判
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
観
察
、
実
験
、
作
業
を
通
し
て
訓
練
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
と
さ
れ
た
「
清
潔
、
整
頓
を
動
ん
ず
る
習
慣
、
節
約
利
用
の
精
神
と
習
慣
、
秩
序
を
重
ん
じ
責
任
を
尚
ぶ
精
神
、
真
理
愛
好
の
精
神
等
」
に
よ

　
　
っ
て
、
子
ど
も
評
価
・
査
定
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
『
初
一
国
民
教
育
』
昭
和
十
八
年
三
月
号
）
。

　
　
　
な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
真
理
愛
好
の
精
神
」
と
は
、
「
理
数
科
理
科
の
特
色
を
発
揮
せ
ず
し
て
、
徒
ら
に
自
然
に
対
す
る
敬
慶
の
念
を
説
き
、
大
自

　
　
然
の
不
可
思
議
を
説
明
す
る
が
如
き
は
真
に
自
然
の
妙
趣
と
恩
恵
と
を
感
得
せ
し
む
る
所
似
で
は
な
い
」
と
制
限
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
゜

（
5
7
）
　
野
村
芳
兵
衛
「
生
活
料
と
し
て
の
綴
方
」
二
『
綴
方
生
活
』
一
九
三
〇
年
十
一
月
号
　
二
二
～
一
四
頁

（
5
8
）
　
た
と
え
ば
、
　
『
初
一
国
民
教
育
』
昭
和
十
七
年
八
月
号
に
は
、
次
の
よ
う
な
報
告
が
あ
る
（
「
自
然
の
観
察
に
お
け
る
実
際
研
究
」
日
比
弘
）
。

　
　
あ
さ
が
お
が
咲
き
お
わ
っ
た
あ
と
で
、
あ
さ
が
お
の
花
を
と
っ
て
、
そ
の
中
を
み
て
綴
っ
た
次
の
よ
う
な
観
察
記
録
は
、
大
人
の
見
た
自
然
の
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
察
と
し
て
、
「
何
と
言
ふ
無
味
乾
燥
な
児
童
で
あ
ろ
う
」
と
判
断
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
小
さ
な
大
人
の
観
方
」
　
（
傍
点
は

　
　
原
文
の
ま
ま
）
で
は
な
く
、
　
「
…
…
ア
サ
ガ
ホ
ガ
　
タ
ホ
レ
タ
ミ
タ
イ
ニ
　
マ
ガ
ツ
テ
ヰ
タ
デ
、
カ
ハ
イ
サ
ウ
ニ
オ
モ
ッ
テ
　
キ
ニ
　
マ
ル
ケ
テ

　
　
ヤ
リ
マ
シ
タ
。
…
…
」
と
い
う
よ
う
な
「
朝
顔
を
か
は
い
く
思
ふ
心
情
」
が
、
指
導
の
上
で
強
調
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
『
国
民
教
育
』

　
　
は
、
　
『
日
本
教
育
』
と
と
も
に
、
雑
誌
一
般
が
制
限
さ
れ
る
中
で
、
国
民
学
校
に
お
け
る
教
育
実
践
の
紹
介
と
「
国
民
教
育
」
理
論
の
普
及
と
い

　
　
う
役
を
担
う
「
唯
一
」
の
教
育
雑
誌
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
て
、
そ
の
影
響
力
は
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
〈
付
記
V
本
論
文
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
長
谷
川
純
三
氏
か
ら
は
、
貴
重
な
資
料
を
お
借
り
し
、
ま
た
板
倉
聖
宣
氏
か
ら
は
、
長
谷
川
氏
と
と
も
に

示
唆
に
富
む
御
意
見
を
い
た
だ
い
た
。


