
　
大
学
教
育
の
目
的
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
特
定
学
問
分
野
（
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
）
の
概
念
体
系
を
学
生
が
み
ず
か
ら
が
理
解
で
き
る
よ
う
訓
練
す

る
こ
と
に
あ
る
。
大
学
で
は
中
等
教
育
機
関
と
は
異
な
り
、
知
識
の
完
全
性
が
前
提
と
さ
れ
て
い
な
い
。
知
識
は
、
研
究
者
の
思
考
の
成
果
と

し
て
あ
る
。
つ
ま
り
知
識
は
あ
く
ま
で
も
人
為
的
な
創
作
物
と
し
て
存
在
す
る
。
独
創
性
や
革
新
性
は
、
研
究
者
の
方
法
と
思
考
プ
ロ
セ
ス
に

依
存
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
大
学
の
授
業
は
、
学
生
の
知
的
関
心
を
発
展
さ
せ
る
と
と
も
に
、
概
念
操
作
の
ス
キ
ル
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
が

目
的
と
な
る
。
本
学
学
習
支
援
セ
ン
タ
ー
編
『
ラ
ー
ニ
ン
グ
・
ナ
ビ
』
は
、
Ｂ
・
Ｓ
・
ブ
ル
ー
ム
の
言
説
か
ら
「
教
育
に
お
け
る
認
知
レ
ベ
ル
」

を
引
い
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
教
育
目
標
に
は
、
知
識
［
の
暗
記
］、
理
解
、
応
用
、
分
析
、
総
合
、
評
価
［
判
断
］
ま
で
の
六
段
階
の
レ

ベ
ル
が
あ
り
、
大
学
教
育
は
総
合
や
評
価
と
い
う
高
い
レ
ベ
ル
が
求
め
ら
れ
る
と
し
て
い 

　
学
習
レ
ベ
ル
の
高
度
化
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
学
生
と
教
員
と
の
双
方
向
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
に
な
る
。
例
え
ば
論
文
作
成
の

実
習
で
は
添
削
指
導
が
欠
か
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
大
学
教
育
（
理
系
な
ど
実
験
の
あ
る
と
こ
ろ
や
芸
術
・
体
育
な
ど
実
技
の
あ
る
と
こ

ろ
は
技
術
的
訓
練
を
と
も
な
う
の
で
当
然
だ
が
）
で
は
少
人
数
ク
ラ
ス
で
授
業
を
行
う
演
習
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
は

（
１
）
る
。

国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
教
育
に
お
け
る
双
方
向
型
授
業
の
一
展
開
（
大
熊
） 

一
（
　
　
　
）

一

国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
教
育
に
お
け
る
双
方
向
型
授
業
の
一
展
開

少
人
数
ク
ラ
ス
形
態
か
ら
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
型
授
業
へ大

　
　
熊
　
　
忠
　
　
之



か
つ
て
の
専
門
課
程
の
よ
う
に
高
年
次
（
三
―
四
年
次
）
生
を
主
な
対
象
と
し
て
い
た
。
教
員
の
個
別
的
指
導
は
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
学
習
に
必
要

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
新
入
生
に
つ
い
て
は
授
業
よ
り
も
ガ
イ
ダ
ン
ス
や
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て

い
た
。
新
入
生
に
科
目
メ
ニ
ュ
ー
を
よ
く
理
解
さ
せ
、
学
内
手
続
き
や
ル
ー
ル
を
周
知
す
れ
ば
、
大
学
で
の
学
習
は
軌
道
に
乗
る
と
考
え
ら
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
大
学
の
大
衆
化
が
進
み
学
生
の
関
心
が
多
様
化
し
た
こ
と
、
加
え
て
一
八
歳
人
口
の
減
少
に
と
も
な
う
「
学
力
低
下
」
が
大
学
教
育

の
障
害
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
高
校
ま
で
の
学
校
生
活
し
か
社
会
経
験
の
な
い
新
入
生
に
、
大
学
で
学
ぶ
精
神
的
・
物
理

的
準
備
が
な
い
と
い
う
事
態
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。「
学
力
低
下
」
の
実
態
は
、
学
生
の
個
人
的
学
力
レ
ベ
ル
が
一
般
的
に
低
下
し
て
い
る

と
い
う
現
象
を
意
味
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
知
的
関
心
の
み
な
ら
ず
精
神
的
・
身
体
的
成
長
や
社
会
化
な
ど
に
お
け
る
多
様
化

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
学
力
低
下
の
原
因
も
多
様
で
あ
る
。
と
は
い
え
最
大
の
問
題
は
、
学
修
目
的
が
曖
昧
な
ま
ま
入
学
す
る

新
入
生
の
増
加
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
目
的
が
不
明
確
な
た
め
に
、
学
習
も
学
生
生
活
も
計
画
性
を
欠
き
、
学
校
や
社
会
の
リ
ズ
ム
に
振
り

回
さ
れ
る
学
生
が
増
え
た
の
で
あ
る
。
大
学
は
学
生
の
自
発
的
な
行
動
を
前
提
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
組
織
で
あ
り
ま
た
社
会
で
も
あ
る
。

学
生
は
大
学
の
制
度
へ
の
適
応
を
求
め
ら
れ
る
が
、
自
発
的
活
動
は
ほ
と
ん
ど
許
さ
れ
て
い
る
。
ガ
イ
ダ
ン
ス
や
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
だ
け

で
は
、
自
発
性
の
弱
い
新
入
生
を
大
学
へ
適
応
さ
せ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
と
く
に
大
学
で
の
学
習
が
彼
ら
の
経
験
し
た
学
校
生
活
と
い
か

に
違
っ
て
い
る
の
か
を
、
体
験
的
に
自
覚
さ
せ
、
大
学
で
の
学
修
方
法
を
学
ば
せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
。

　
法
学
部
で
は
、
新
入
生
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
強
化
し
た
「
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
セ
ミ
ナ
ー
」
を
長
年
に
わ
た
り
実
施
し
て
き
た
。
こ
れ
は

一
泊
二
日
の
日
程
で
、
科
目
の
内
容
紹
介
や
履
修
手
続
き
、
学
則
な
ど
の
説
明
と
個
別
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
き
め
細
か
く
実
施
す
る
も
の
で
、
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
親
睦
を
も
兼
ね
て
い
た
。
他
方
、
初
年
次
教
育
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
認
識
も
高
ま
り
、
学
修
方
法
の
学
習
を
目
的
と
す
る

＜
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導
入
科
目
と
し
て
講
義
と
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
・
演
習
が
開
講
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
双
方
向
型
授
業
を
行
う
基
礎
演
習
・
基
礎
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
、

法
律
学
科
・
国
際
政
治
学
科
と
も
ほ
ぼ
全
教
員
の
担
当
と
さ
れ
た
。
少
人
数
ク
ラ
ス
の
授
業
で
は
、
学
生
の
積
極
的
参
加
が
な
け
れ
ば
、
規
模

の
利
点
を
引
き
出
せ
な
い
。
そ
の
た
め
授
業
運
営
に
は
工
夫
が
要
る
。
筆
者
も
試
行
錯
誤
を
重
ね
な
が
ら
、
授
業
改
善
に
は
か
な
り
努
力
し
た

つ
も
り
で
あ
る
が
、
学
生
の
意
欲
を
十
分
に
引
き
出
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
最
近
、
組
織
の
活
性
化
と
メ
ン
バ
ー
の
意
欲
促
進
の
手
法
と
し
て
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
方
法
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

こ
れ
は
リ
ー
ダ
ー
と
メ
ン
バ
ー
、
教
師
と
学
生
、
管
理
職
と
一
般
職
員
な
ど
の
間
の
双
方
向
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
し
、
一
方
的
な
押

し
つ
け
と
か
詰
め
込
み
を
抑
え
、
参
加
者
の
自
発
的
意
思
決
定
と
集
団
活
動
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
経
験
さ
せ
、
そ
の
過
程
で
学
習
を
深
め

さ
せ
る
方
法
と
い
え
る
。
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
リ
ー
ダ
ー
養
成
手
法
と
し
て
、
あ
る
い
は
組
織
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・

チ
ー
ム
の
効
率
化
手
法
と
し
て
、
企
業
、
国
際
機
関
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
で
採
用
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
不
可
欠
な
活
動

と
さ
れ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
お
い
て
多
岐
に
わ
た
る
ス
キ
ル
（
技
法
）
が
開
発
さ
れ
、
そ
の
教
育
（
企
業
内
教
育
を
含
む
）
へ
の
応
用
が
さ
ま

ざ
ま
な
分
野
で
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
方
式
で
百
人
規
模
の
授
業
を
実
施
し
て
い
る
米
国
の
大
学
院
の
事
例
さ
え
報
告
さ
れ
て
い 

ま
た

近
年
国
際
開
発
に
お
い
て
住
民
参
加
型
開
発
手
法
が
重
視
さ
れ
、
女
性
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
な
ど
立
場
の
弱
い
住
民
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
し
た
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
と
は
、
発
言
力
の
弱
い
住
民
が
改
革
を
担
う
当
事
者
と
し
て
開
発
に
参
加
す

る
よ
う
に
支
援
す
る
こ
と
を
指
す
概
念
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
の
分
野
で
提
唱
さ
れ
て
い
る
新
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ 

国
連
機
関
や
各
種
Ｎ

Ｇ
Ｏ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
報
告
は
、
途
上
国
農
民
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
に
お
い
て
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
鍵
を
に
ぎ
る
と

指
摘
し
て
い
る
。
多
く
の
実
例
か
ら
み
て
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
学
生
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
（
意
欲
高
進
）
や
相
互
学
習
の
拡
大
に
か

な
り
期
待
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
型
授
業
へ
の
転
換
と
い
う
視
点
か
ら
、
筆
者
の
基
礎
ゼ
ミ
運

（
２
）
る
。

（
３
）
る
。

国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
教
育
に
お
け
る
双
方
向
型
授
業
の
一
展
開
（
大
熊
） 

三
（
　
　
　
）

三



営
の
経
験
を
検
討
し
、
よ
り
効
果
的
な
参
加
型
授
業
の
た
め
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
す
る
こ
と
に
あ
る
。

一
　
国
際
政
治
学
科
に
お
け
る
導
入
教
育
の
発
展

　
国
際
政
治
学
科
で
は
一
九
九
〇
年
の
開
設
以
来
、
知
識
の
イ
ン
プ
ッ
ト
の
み
な
ら
ず
、
個
々
の
学
生
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
も
重
視
し
て
き
た
。

そ
れ
は
、
政
治
学
分
野
の
知
識
が
、
概
念
操
作
の
技
術
性
よ
り
も
事
実
の
外
延
的
解
釈
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
認
識
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

ま
た
具
体
的
な
目
標
と
し
て
、
事
実
関
係
や
そ
の
理
論
的
理
解
と
並
ん
で
資
料
の
収
集
・
整
理
、
分
析
、
文
章
作
成
な
ど
、
学
習
方
法
の
修
得

を
も
重
視
し
て
き
た
。
そ
こ
で
新
入
生
の
導
入
教
育
で
少
人
数
授
業
を
行
う
「
入
門
」
科
目
が
用
意
さ
れ
た
。
こ
の
科
目
は
一
ク
ラ
ス
一
五
人

程
度
で
実
施
さ
れ
、
学
生
と
教
員
お
よ
び
学
生
間
の
相
互
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
学
習
効
果
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
政
治
学

入
門
」
と
か
「
国
際
政
治
学
入
門
」「
ア
ジ
ア
研
究
入
門
」
と
い
う
よ
う
に
、
講
義
科
目
に
対
応
す
る
形
で
一
〇
科
目
近
く
が
前
期
開
講
さ
れ
た
。

学
科
教
員
の
ほ
ぼ
全
員
が
担
当
し
た
が
、「
入
門
」
と
セ
ッ
ト
と
さ
れ
た
後
期
科
目
と
し
て
「
外
国
文
献
購
読
」
も
担
当
し
て
い
た
。
科
目
数

が
多
か
っ
た
の
は
学
科
創
設
に
あ
た
り
メ
ニ
ュ
ー
を
増
や
す
よ
う
に
文
部
省
か
ら
指
導
を
受
け
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
科
目
は
一
年
次

必
修
と
し
た
た
め
に
、
履
修
生
は
機
械
的
に
振
り
分
け
ら
れ
た
。
数
年
後
に
は
科
目
の
テ
ー
マ
と
受
講
生
の
関
心
に
か
な
り
ズ
レ
が
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
り
、
ま
た
学
生
か
ら
も
そ
れ
に
つ
い
て
不
満
が
生
じ
て
い
た
。
他
方
、
担
当
教
員
か
ら
は
、
現
代
史
の
常
識
を
欠
く
学
生
が
増

え
て
い
て
、
そ
れ
が
授
業
の
大
き
な
阻
害
要
因
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
対
応
は
つ
ぎ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
訂
の
課
題
と
な
っ

た
。

　
一
九
九
五
年
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
訂
に
際
し
て
法
学
部
は
、
学
部
課
程
の
一
貫
性
を
促
す
意
味
か
ら
、
専
門
教
育
と
一
般
教
育
と
い
う
科
目

区
分
を
廃
止
し
、
ま
た
卒
業
所
用
単
位
を
一
四
〇
単
位
か
ら
一
二
四
単
位
に
削
減
し
た
。
さ
ら
に
必
修
制
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
科
目
の
セ

＜
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メ
ス
タ
ー
対
応
を
推
進
し
た
。
四
年
間
を
通
じ
た
学
部
課
程
と
し
て
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
体
系
を
編
成
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
必
修
制
の

廃
止
は
、
必
修
科
目
が
学
生
の
課
程
修
了
に
か
な
り
の
障
害
と
な
り
、
再
履
修
を
繰
り
返
す
学
生
が
少
な
く
な
い
こ
と
へ
の
対
応
で
あ
っ
た
。

と
く
に
英
語
の
必
修
を
外
し
、
英
語
以
外
の
外
国
語
を
含
め
た
選
択
必
修
と
す
る
一
方
、
英
語
科
目
の
充
実
を
図
っ
た
。
こ
れ
は
履
修
生
の
レ

ベ
ル
に
合
わ
な
い
と
、
ド
リ
ル
中
心
の
語
学
科
目
が
学
修
意
欲
を
低
下
さ
せ
、
ひ
い
て
は
単
位
修
得
の
失
敗
を
招
い
て
い
る
と
い
う
現
実
認
識

に
も
と
づ
い
て
い
た
。
〇
一
年
度
に
法
学
部
は
、
入
学
時
の
英
語
プ
レ
イ
ス
メ
ン
ト
・
テ
ス
ト
と
い
う
学
力
診
断
テ
ス
ト
を
実
験
的
に
導
入
し
、

科
目
履
修
を
学
生
の
レ
ベ
ル
に
対
応
さ
せ
る
レ
ベ
ル
別
履
修
方
式
を
採
用
し
た
（
こ
れ
は
翌
年
よ
り
全
学
採
用
と
な
っ
た
）。
ま
た
必
修
制
の
廃
止

に
と
も
な
い
、
履
修
の
体
系
性
を
確
保
す
る
た
め
科
目
群
ご
と
の
修
得
所
用
単
位
数
（
い
わ
ゆ
る
群
し
ば
り
）
を
細
か
く
決
め
て
い
る
。
セ
メ
ス

タ
ー
対
応
は
、
科
目
学
習
を
学
期
ご
と
に
完
結
さ
せ
、
学
習
の
集
中
度
を
高
め
る
狙
い
か
ら
、
で
き
る
だ
け
科
目
を
一
セ
メ
ス
タ
ー
完
結
型
と

し
、
通
年
科
目
を
減
ら
し
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
全
科
目
を
セ
メ
ス
タ
ー
単
位
に
す
る
セ
メ
ス
タ
ー
化
は
〇
二
年
に
実
施
）。
具
体
的
に
は

四
単
位
の
通
年
科
目
の
二
分
割
、
あ
る
い
は
一
学
期
で
完
結
す
る
週
二
コ
マ
の
四
単
位
科
目
化
と
い
う
形
を
と
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
方
針
の
も

と
に
国
際
政
治
学
科
は
「
入
門
」
科
目
の
位
置
づ
け
を
明
確
化
し
、
学
修
方
法
を
学
ば
せ
る
科
目
と
し
て
「
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ⅰ
」
に
統
合
す
る
こ

と
に
し
た
。「
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ⅰ
」
は
必
修
で
は
な
い
が
一
年
次
生
の
履
修
強
制
（
履
修
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
が
、
必
修
と
異
な
り
単
位
修
得
が
卒
業
要
件

に
は
な
ら
な
い
）
と
し
た
の
で
複
数
ク
ラ
ス
の
開
講
と
な
っ
た
。
専
門
科
目
で
あ
っ
た
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
、
そ
れ
ま
で
三
―
四
年
次
配
当
の
通
年
科

目
と
さ
れ
、
二
年
間
の
継
続
履
修
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
方
式
は
一
つ
の
課
題
を
じ
っ
く
り
学
ば
せ
る
と
い
う
利
点
が
あ
っ
た
が
、
国

際
政
治
の
多
面
性
を
把
握
さ
せ
る
に
は
難
点
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改
訂
に
際
し
、
ゼ
ミ
履
修
の
多
様
化
を
促
進
す
る
観
点
か

ら
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
セ
メ
ス
タ
ー
化
に
踏
み
切
っ
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
一
年
次
配
当
の
「
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ⅰ
」
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た

予
備
知
識
の
不
足
を
補
う
た
め
に
講
義
科
目
と
し
て
「
世
界
現
代
史
」
を
導
入
し
た
。

国
際
政
治
学
科
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年
次
教
育
に
お
け
る
双
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授
業
の
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と
こ
ろ
が
九
五
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
実
施
か
ら
数
年
後
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
が
発
生
し
た
。
す
な
わ
ち
「
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ⅰ
」
の
授
業
内
容

に
ク
ラ
ス
に
よ
る
バ
ラ
ツ
キ
が
目
立
ち
は
じ
め
た
こ
と
、
必
修
制
の
廃
止
に
と
も
な
い
学
生
の
科
目
履
修
が
体
系
性
を
無
視
し
た
も
の
に
な
っ

て
い
た
こ
と
、
ゼ
ミ
を
履
修
し
な
い
学
生
が
激
増
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
二
〇
〇
二
年
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
訂
で
国
際
政
治
学
科
は
大
幅
な
改
革
を
実
施
し
た
。
導
入
科
目
の
明
確
化
と
専
修
コ
ー
ス
制
の
導

入
で
あ
る
。
導
入
科
目
で
は
少
人
数
ク
ラ
ス
の
「
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ⅰ
」
と
「
外
国
文
献
購
読
」
を
「
基
礎
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ⅰ
・
Ⅱ
」
に
統
合
し
、
大

学
に
お
け
る
学
修
方
法
の
訓
練
科
目
と
し
て
強
化
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
基
礎
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
複
数
ク
ラ
ス
開
講
と
な
る
の
で
、
科
目

と
し
て
の
統
一
性
を
保
つ
た
め
に
、
図
書
館
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
含
む
文
献
収
集
の
方
法
、
資
料
の
整
理
、
分
析
手
法
、
口
頭
報
告
の
た
め
の
レ
ジ
ュ

メ
の
書
き
方
、
レ
ポ
ー
ト
の
記
述
法
な
ど
、
全
ク
ラ
ス
で
共
通
の
要
素
を
取
り
入
れ
る
こ
と
と
し
、
学
科
の
全
教
員
が
Ⅰ
か
Ⅱ
か
の
い
ず
れ
か

を
担
当
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
邦
語
に
よ
る
学
習
ス
キ
ル
の
修
得
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、「
英
語
文
献
購
読
（
外
国
文
献
購
読
の
名
称
変
更
）」

は
履
修
強
制
を
外
し
、
外
国
語
科
目
の
選
択
と
し
た
。
講
義
科
目
と
し
て
「
世
界
現
代
史
」
に
加
え
て
「
国
際
政
治
入
門
」
を
開
講
し
た
。
こ

れ
は
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
は
十
分
説
明
で
き
な
か
っ
た
国
際
政
治
学
・
政
治
学
の
研
究
領
域
の
概
略
を
示
し
、
学
問
的
ト
ピ
ッ
ク
ス
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
リ
ス
ト
を
提
供
す
る
も
の
で
、「
世
界
現
代
史
」
よ
り
も
予
備
的
な
科
目
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
講
義
科
目
は
複
数
担
当
の
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式

で
実
施
し
た
。
〇
二
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
訂
は
、
新
入
生
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
よ
り
も
導
入
教
育
を
重
視
す
る
方
針
を
明
確
に
し
た
と
い
え 

　
専
修
コ
ー
ス
制
は
、
学
生
の
科
目
履
修
に
体
系
性
を
確
保
し
、
ゼ
ミ
履
修
を
促
進
す
る
目
的
で
導
入
さ
れ
た
。
法
学
部
で
は
そ
れ
ま
で
も
法

律
学
科
で
コ
ー
ス
制
が
と
ら
れ
て
い
た
が
、
コ
ー
ス
が
学
生
の
科
目
選
好
か
ら
乖
離
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
コ
ー
ス
制
を

導
入
し
て
も
、
そ
れ
が
体
系
的
履
修
を
促
す
か
ど
う
か
が
懸
念
さ
れ
た
。
そ
こ
で
国
際
政
治
学
科
で
は
コ
ー
ス
制
を
卒
業
要
件
と
切
り
離
す
形

で
、
い
わ
ば
努
力
目
標
と
し
て
コ
ー
ス
修
了
要
件
を
用
意
し
た
。
そ
の
う
え
で
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
科
目
は
、
コ
ー
ス
制
に
対
応
す
る
科
目
群
に
お
き
、

（
４
）
る
。

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
一
巻
　
一
号 

六
（
　
　
　
）

六



選
択
必
修
と
す
る
こ
と
で
未
履
修
者
の
減
少
を
狙
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
並
行
し
て
英
語
に
強
い
関
心
を
も
つ
学
生
の
た
め
の
特
別
コ
ー
ス

と
し
て
、
英
語
イ
ン
テ
ン
シ
ヴ
・
コ
ー
ス
も
開
設
し
た
。
そ
の
後
〇
二
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
順
調
に
成
果
を
上
げ
は
じ
め
て
い
た
が
、
〇
六
年
に

全
学
的
な
教
育
の
品
質
保
証
を
意
図
し
た
「
教
育
刷
新
」
と
い
う
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
方
針
が
決
ま
り
、
新
入
生
の
導
入
科
目
は
、
修
道
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
科
目
群
（
必
修
）
と
し
て
全
学
的
に
規
格
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
〇
七
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
全
学
的
な
導
入
科
目
の
強
化
と
英
語
な
ど
基
礎
学
力
強
化
を
目
的
と
し
て
い
た
。
ま
た
学
外
の
各
種
能
力
試
験
の
成

績
の
単
位
認
定
や
他
大
学
で
の
取
得
単
位
を
認
め
る
互
換
制
度
の
導
入
に
も
配
慮
し
つ
つ
セ
メ
ス
タ
ー
化
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
訂
に
あ
た
り
法
学
部
で
は
法
律
学
科
の
科
目
の
ス
リ
ム
化
と
コ
ー
ス
制
の
廃
止
に
踏
み
切
っ
た
。
そ
れ
は
法
律
学
の
学
部
課

程
を
導
入
・
基
礎
・
発
展
と
い
う
三
段
階
履
修
方
式
に
変
更
し
た
た
め
で
あ
る
。
他
方
、
教
育
刷
新
の
方
針
の
も
と
で
導
入
教
育
の
全
学
的
規

格
化
が
決
っ
て
い
た
。
し
か
し
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
異
な
る
学
部
・
学
科
の
導
入
教
育
に
お
い
て
授
業
の
形
式
的
規
格
化
だ
け
で
は
、
質
的
保
証

に
つ
な
が
ら
な
い
。
技
術
性
の
高
い
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
で
は
ス
キ
ル
の
積
み
上
げ
が
必
要
で
あ
る
。
他
方
、
政
治
学
や
国
際
政
治
学
の
よ
う
に
社

会
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
門
・
地
域
・
文
化
に
横
断
的
な
知
識
を
扱
う
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
で
は
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
的
学
習
が
不
可
欠
と
な
る
。
全
学

的
調
整
の
結
果
、
〇
七
年
度
よ
り
国
際
政
治
学
科
の
導
入
科
目
は
、
修
道
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
科
目
の
フ
ァ
ー
ス
ト
・
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
（
Ⅰ
は

全
学
共
通
、
Ⅱ
は
学
科
対
応
）
に
国
際
政
治
学
科
入
門
（
講
義
・
ゼ
ミ
）
を
加
え
た
も
の
と
な
っ
た
。「
国
際
政
治
学
科
入
門
（
講
義
）」
は
〇
二
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
の
「
国
際
政
治
入
門
」
よ
り
も
学
修
方
法
に
重
点
を
置
く
科
目
と
し
て
、
ま
た
ゼ
ミ
は
「
基
礎
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ⅰ
」
を
引
き
継
ぐ
も

の
で
あ
る
。「
基
礎
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ⅱ
」
は
「
フ
ァ
ー
ス
ト
・
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
Ⅱ
」
に
移
行
す
る
形
と
な
っ
た
。
な
お
「
世
界
現
代
史
」
は

「
国
際
関
係
史
Ⅰ
・
Ⅱ
」
を
一
年
次
生
に
も
開
講
す
る
こ
と
に
し
た
た
め
廃
止
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
、
筆
者
は
、
み
ず
か
ら
担
当
し
た
「
基
礎
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」（
〇
七
年
度
は
フ
ァ
ー
ス
ト
・
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー

国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
教
育
に
お
け
る
双
方
向
型
授
業
の
一
展
開
（
大
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Ⅱ
）
授
業
の
双
方
向
性
を
高
め
る
た
め
に
、
新
た
な
運
営
方
式
を
採
用
し
た
。
第
一
年
目
は
い
わ
ば
実
験
的
運
営
で
あ
っ
た
が
、
二
年
目
に
は

若
干
の
改
善
を
加
え
る
に
止
ま
っ
た
。
こ
の
方
式
の
効
果
を
理
論
的
に
分
析
し
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
専
門
知
識
を
も
ち
合

わ
せ
て
い
な
い
が
、
経
験
的
か
つ
直
感
的
な
判
断
と
し
て
は
、
か
な
り
手
応
え
の
感
じ
ら
れ
る
授
業
に
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ぎ
に
そ

の
方
式
に
つ
い
て
述
べ
る
。

二
　
基
礎
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
授
業
デ
ザ
イ
ン

　
こ
れ
ま
で
筆
者
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
授
業
方
法
は
、
ま
ず
履
修
生
に
素
朴
な
関
心
を
発
見
さ
せ
、
そ
の
問
題
意
識
を
知
識
化
す
る
プ
ロ
セ
ス
を

重
視
し
た
。
そ
し
て
ゼ
ミ
の
テ
ー
マ
と
し
て
採
り
上
げ
た
事
象
の
な
か
か
ら
、
何
か
一
つ
の
事
例
を
探
さ
せ
、
事
例
研
究
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
こ
れ
は
科
目
の
学
習
目
的
は
、
あ
く
ま
で
も
知
識
の
学
習
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
信
条
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。「
学

力
低
下
」
に
応
じ
て
授
業
を
学
生
の
関
心
に
合
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
学
修
目
的
は
幼
稚
化
す
べ
き
で
は
な
い
。
学
生
に
は

大
学
レ
ベ
ル
の
目
標
に
向
け
て
勉
強
す
る
意
志
を
固
め
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
授
業
に
対
す
る
学
生
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
注

目
し
な
が
ら
、
次
善
策
を
用
意
し
た
。
す
な
わ
ち
結
果
的
に
学
期
末
に
論
文
が
完
成
し
な
い
場
合
、
終
了
し
た
作
業
（w

ork

 
   
）
を
中
間
報
告
と

し
て
ま
と
め
れ
ば
、
そ
れ
を
単
位
修
得
の
評
価
対
象
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
授
業
運
営
を
次
の
よ
う
な
手
順
で
実
施
し
た
。
ま
ず
予
備

知
識
を
共
有
す
る
た
め
に
テ
キ
ス
ト
の
購
読
か
ら
は
じ
め
る
。
ゼ
ミ
生
は
分
担
し
て
、
テ
キ
ス
ト
の
要
約
を
準
備
し
、
そ
の
口
頭
報
告
を
行
う
。

そ
の
後
、
疑
問
点
の
洗
い
出
し
、
テ
キ
ス
ト
の
示
す
事
実
関
係
に
関
す
る
解
釈
に
つ
い
て
、
学
生
が
意
見
を
出
し
合
い
議
論
す
る
。
そ
し
て
各

自
が
事
例
を
探
し
、
ど
れ
か
一
つ
を
選
択
し
て
関
連
資
料
を
収
集
し
、
資
料
か
ら
得
た
知
見
を
ま
と
め
、
事
例
研
究
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
す
る
。

教
員
は
、
毎
週
ゼ
ミ
生
の
作
業
課
題
（
ア
サ
イ
ン
メ
ン
ト
）
の
報
告
を
聞
き
、
コ
メ
ン
ト
を
加
え
次
週
の
ア
サ
イ
ン
メ
ン
ト
を
課
し
な
が
ら
、
論

＜
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文
作
成
を
指
導
し
た
。
論
文
作
成
の
手
順
は
作
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
し
て
提
示
し
た
。
テ
ー
マ
設
定
の
後
、
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
作
成
、
資
料
目
録

作
成
、
資
料
収
集
、
資
料
整
理
（
年
表
作
成
、
数
値
・
統
計
資
料
の
グ
ラ
フ
化
。
組
織
構
造
・
人
間
関
係
な
ど
の
図
式
化
、
引
用
文
な
ど
資
料
メ
モ
の
作
成

と
分
類
な
ど
）、
草
稿
執
筆
の
順
と
な
る
。
こ
の
方
式
は
、
学
習
プ
ロ
セ
ス
を
作
業
単
位
に
分
け
、
そ
の
処
理
順
序
を
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
し
て
配

分
し
、
授
業
中
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
お
し
て
課
題
を
示
し
て
、
ア
サ
イ
ン
メ
ン
ト
を
課
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
個
々
の

学
生
の
関
心
を
伸
ば
す
に
は
効
果
が
み
ら
れ
た
が
、
教
員
主
導
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
個
別
指
導
に
傾
く
と
ゼ
ミ
生
相
互
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
疎
か
に
な
り
、
少
人
数
教
育
の
シ
ナ
ジ
ー
効
果
が
得
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。

　
そ
こ
で
〇
四
年
度
か
ら
基
礎
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
、
履
修
生
を
四
―
五
人
の
チ
ー
ム
に
分
け
て
グ
ル
ー
プ
で
学
習
さ
せ
、
そ
れ
を
指
導
す
る
方
法

に
切
り
替
え
た
。
ゼ
ミ
・
テ
ー
マ
に
も
と
づ
き
、
履
修
生
を
四
―
五
チ
ー
ム
に
分
け
る
。
各
チ
ー
ム
輪
番
で
テ
キ
ス
ト
要
約
、
疑
問
点
や
事
例

の
リ
ス
ト
作
成
な
ど
の
ア
サ
イ
ン
メ
ン
ト
を
こ
な
し
、
チ
ー
ム
で
事
例
を
選
択
し
、
レ
ポ
ー
ト
を
共
同
執
筆
さ
せ
た
。
テ
キ
ス
ト
要
約
な
ど
の

報
告
に
当
た
っ
て
い
な
い
チ
ー
ム
に
も
、
疑
問
点
や
コ
メ
ン
ト
を
提
出
す
る
よ
う
促
し
た
。
こ
の
方
式
を
翌
年
も
つ
づ
け
、
以
前
よ
り
は
学
生

の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
高
進
さ
せ
る
効
果
を
み
た
が
、
期
待
し
た
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
テ
ー
マ
は
ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
で
、
履
修
生

を
中
国
や
韓
国
や
タ
イ
な
ど
国
別
チ
ー
ム
に
分
け
て
学
習
さ
せ
た
。
テ
キ
ス
ト
は
渡
辺
利
夫
の
『
ア
ジ
ア
経
済
読
本
』（
東
洋
経
済
新
報
社
刊
）
を

使
っ
た
。
こ
の
本
は
、
新
入
生
の
関
心
を
引
き
そ
う
な
事
実
も
カ
バ
ー
し
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
経
済
状
況
を
概
括
的
に
理
解
す
る
に
は
適
し
て
い

た
が
、
経
済
学
の
予
備
知
識
が
な
い
と
解
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
補
足
資
料
を
集
め
、
そ
の
コ
ピ
ー
も

配
付
し
た
が
、
結
果
的
に
学
生
の
問
題
意
識
の
向
上
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。
問
題
は
テ
キ
ス
ト
の
選
定
よ
り
ゼ
ミ
の
テ
ー
マ
設
定
に
あ
っ

た
。
そ
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
次
の
三
点
で
あ
っ
た
。
第
一
に
、
学
生
の
関
心
が
曖
昧
で
予
備
知
識
が
ほ
と
ん
ど
皆
無
だ
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
次
に
ア
ジ
ア
各
国
の
国
内
事
情
に
つ
い
て
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
な
い
学
生
が
大
半
で
あ
っ
た
こ
と
。
こ
れ
は
旅
行
な
ど
渡
航
経
験
の
な

国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
教
育
に
お
け
る
双
方
向
型
授
業
の
一
展
開
（
大
熊
） 
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い
学
生
が
多
か
っ
た
こ
と
や
、
海
外
事
情
を
伝
え
る
テ
レ
ビ
番
組
な
ど
を
見
て
い
る
学
生
も
少
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
第
三
に
具
体
的
経
済

問
題
に
つ
い
て
の
関
心
が
低
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
専
門
用
語
が
多
い
の
で
、
大
半
の
学
生
が
高
校
時
代
に
経
済
ニ
ュ
ー
ス
を
見
た
り
読
ん
だ

り
し
た
経
験
が
な
か
っ
た
。
貧
困
と
か
飢
饉
と
か
失
業
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
断
片
的
な
知
識
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
因
果
関
係
や
歴
史
的
背
景

な
ど
の
ま
と
ま
っ
た
知
識
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
の
う
え
高
校
で
「
政
治
経
済
」
科
目
を
選
択
し
た
人
も
少
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
テ
ー
マ
が

学
生
の
想
像
力
の
限
界
を
超
え
、
彼
ら
の
情
報
空
間
か
ら
乖
離
し
て
い
た
。

　
そ
こ
で
〇
六
年
度
は
、
昭
和
史
、
と
く
に
太
平
洋
戦
争
終
結
ま
で
の
昭
和
前
期
を
テ
ー
マ
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
い
う
ま
で
も
な

く
日
本
現
代
史
の
知
識
は
国
際
政
治
学
を
学
ぶ
基
礎
で
あ
る
。
前
年
、
半
藤
一
利
の
『
昭
和
史
』
戦
前
編
（
平
凡
社
刊
）
が
出
版
さ
れ
、
き
わ
め

て
良
い
教
材
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
。
昭
和
前
期
は
日
中
戦
争
や
太
平
洋
戦
争
の
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
本
は
そ
の
歴
史
過
程
に
つ
い

て
詳
細
な
情
報
を
提
供
し
て
い
た
。
新
入
生
と
い
え
ど
も
祖
父
母
の
戦
争
体
験
を
多
少
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
昭
和
前
期
史
は
学

生
の
想
像
力
の
お
よ
ぶ
事
実
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　
テ
ー
マ
の
つ
ぎ
に
見
直
す
こ
と
に
し
た
の
は
授
業
の
到
達
目
標
で
あ
る
。
そ
の
頃
授
業
で
気
に
な
っ
た
こ
と
は
、
履
修
生
の
授
業
態
度
に
落

ち
着
き
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
じ
っ
く
り
授
業
に
取
り
組
も
う
と
い
う
余
裕
が
な
く
、
何
か
焦
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
た
。
学
校
の

勉
強
に
せ
よ
本
を
読
む
に
せ
よ
、
何
か
活
動
を
完
結
す
る
に
は
、
一
時
的
に
自
分
を
環
境
か
ら
遮
断
し
、
集
中
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま

り
孤
独
な
作
業
に
耐
え
る
時
間
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
学
生
に
は
孤
独
に
な
る
こ
と
へ
の
恐
怖
感
が
感
じ
ら
れ
た
。
も
ち

ろ
ん
学
生
も
日
常
生
活
で
、
家
族
関
係
や
交
友
関
係
の
ほ
か
に
メ
デ
ィ
ア
の
流
す
情
報
を
と
お
し
て
社
会
と
の
関
係
を
維
持
し
て
い
る
。
今
日

の
よ
う
に
社
会
変
化
の
速
度
が
高
速
化
す
る
と
、
環
境
と
の
接
触
が
短
時
間
で
も
断
絶
す
る
こ
と
は
、
世
の
中
か
ら
取
り
残
さ
れ
そ
う
な
不
安

に
襲
わ
れ
る
よ
う
な
の
だ
。
こ
れ
は
目
標
の
喪
失
と
い
う
学
生
の
態
度
が
、
情
報
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
激
増
と
い
う
環
境
変
化
の
裏
返
し
で
あ
る

＜
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こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。
学
生
は
携
帯
電
話
で
一
―
二
週
間
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
管
理
で
き
て
も
、
一
学
期
間
の
学
習
を
計
画
で
き
て

い
な
い
。
こ
の
事
実
を
考
え
る
と
、
学
習
に
係
わ
る
作
業
量
と
判
断
を
要
す
る
作
業
数
を
限
定
し
て
、
負
荷
を
軽
減
し
な
い
限
り
、
学
生
に
授

業
へ
の
積
極
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
求
め
る
の
は
難
し
い
。

　
そ
こ
で
授
業
の
到
達
目
標
を
テ
キ
ス
ト
の
購
読
に
絞
る
こ
と
に
し
た
。
半
藤
の
本
は
五
〇
〇
頁
に
及
ぶ
。
ま
ず
こ
れ
を
履
修
生
全
員
に
読
破

さ
せ
る
こ
と
を
最
低
の
目
標
に
お
い
た
。
そ
し
て
期
末
に
課
し
て
き
た
レ
ポ
ー
ト
に
代
え
て
、
関
連
す
る
新
書
を
選
び
そ
の
書
評
を
書
か
せ
る

こ
と
に
し
た
。
レ
ポ
ー
ト
作
成
は
、
テ
ー
マ
設
定
や
資
料
収
集
、
構
成
の
構
想
な
ど
判
断
を
要
す
る
こ
と
が
ら
と
、
か
な
り
の
作
業
を
と
も
な

う
。
書
評
は
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
省
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
判
断
に
迷
う
作
業
を
減
ら
す
た
め
に
、
書
評
の
書
式
モ
デ
ル
を
一
つ
だ
け

に
と
ど
め
た
。
書
評
対
象
の
本
も
は
じ
め
は
学
生
に
選
定
さ
せ
た
が
、
不
適
切
な
選
定
が
目
立
っ
た
の
で
、
翌
年
か
ら
は
指
定
し
た
二
冊
の
う

ち
一
冊
を
選
択
さ
せ
た
。

　
授
業
運
営
の
検
討
で
考
慮
し
た
の
は
、
チ
ー
ム
の
分
け
方
と
役
割
分
担
で
あ
る
。
チ
ー
ム
は
昭
和
史
の
主
要
ア
ク
タ
ー
ご
と
の
グ
ル
ー
プ
と

し
、「
天
皇
・
側
近
・
政
治
家
」「
陸
軍
・
参
謀
本
部
・
関
東
軍
」「
海
軍
・
軍
令
部
・
艦
隊
」「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
・
世
論
」「
連
合
国
（
と
く
に
中

国
、
ソ
連
、
米
国
）
と
し
た
。
チ
ー
ム
分
け
は
本
人
の
希
望
を
尊
重
し
た
が
、
希
望
者
が
多
す
ぎ
る
チ
ー
ム
は
抽
選
に
よ
る
選
抜
と
し
た
。
各
チ
ー

ム
は
所
属
す
る
ア
ク
タ
ー
の
属
性
に
注
目
し
な
が
ら
、
グ
ル
ー
プ
で
作
業
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
不
人
気
な
チ
ー
ム
は
消
極
的
な

学
生
が
集
ま
る
結
果
と
な
り
、
積
極
性
と
い
う
点
で
チ
ー
ム
間
に
温
度
差
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。

　
履
修
生
全
員
に
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ア
サ
イ
ン
メ
ン
ト
を
課
し
て
い
る
と
は
い
え
、
報
告
担
当
だ
け
の
輪
番
制
に
す
る
と
、
非
番
の
学
生
は
授

業
に
積
極
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
な
い
可
能
性
が
高
い
。
高
校
ま
で
の
学
校
教
育
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
（
改
ま
っ
た
場
で
の
発
言
）
の
訓

練
が
不
十
分
な
せ
い
か
、
授
業
中
の
質
問
さ
え
心
理
的
プ
レ
シ
ャ
ー
を
感
じ
て
い
る
学
生
が
多
い
。
少
人
数
授
業
と
は
い
え
一
年
次
生
だ
け
の

国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
教
育
に
お
け
る
双
方
向
型
授
業
の
一
展
開
（
大
熊
） 
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ク
ラ
ス
で
は
履
修
生
の
自
発
的
発
言
を
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
チ
ー
ム
に
役
割
を
与
え
る
こ
と
は
、
学
生
に
発
言
の
機
会
を
も

た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
授
業
の
進
行
も
「
司
会
」
と
い
う
役
割
と
し
て
担
当
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
司
会
チ
ー
ム
は
、
報
告
や
討
論
な
ど

の
司
会
者
以
外
に
、
レ
ジ
メ
の
配
付
、
板
書
な
ど
のjob

   

も
担
当
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
授
業
で
は
テ
キ
ス
ト
の
指
定
箇
所
（
毎
回
二
章
・
五
〇

頁
平
均
）
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
作
業
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当
チ
ー
ム
が
責
任
を
負
う
。

　
⑴
　
要
約
報
告
。
テ
キ
ス
ト
の
要
約
を
文
に
ま
と
め
、
口
頭
報
告
の
レ
ジ
ュ
メ
を
作
成
。
全
員
に
配
付
す
る
コ
ピ
ー
を
準
備
し
て
、
発
表
す

る
。

　
⑵
　
キ
ー
ワ
ー
ド
の
選
定
。
テ
キ
ス
ト
か
ら
抜
き
出
し
た
キ
ー
ワ
ー
ド
（
記
載
頁
も
指
摘
）
を
発
表
。
選
定
理
由
も
述
べ
る
。

　
⑶
　
コ
メ
ン
ト
。
テ
キ
ス
ト
の
事
実
解
釈
に
つ
い
て
の
評
価
を
述
べ
る
。

　
⑷
　
疑
問
点
の
摘
出
。
テ
キ
ス
ト
本
文
で
理
解
で
き
な
か
っ
た
用
語
や
記
述
部
分
を
発
表
。

こ
れ
に
「
司
会
」
を
加
え
た
五
チ
ー
ム
の
輪
番
制
に
よ
り
授
業
運
営
を
担
当
す
る
こ
と
に
し
た
。
コ
メ
ン
ト
に
加
え
て
疑
問
点
摘
出
の
チ
ー
ム

を
お
い
た
の
は
、
ク
ラ
ス
の
履
修
者
数
が
二
〇
人
か
ら
二
五
人
に
増
加
し
、
一
チ
ー
ム
増
や
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
履
修
生
は
ど
の
チ
ー
ム
に
所
属
し
よ
う
と
も
毎
週
授
業
で
何
か
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
授
業
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
構
成
と
し
て
、
初
回
は
運
営
方
法
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
チ
ー
ム
分
け
に
当
て
た
。
テ
キ
ス
ト
購
読
は
作
業
二
巡
目
で
完

結
す
る
。
そ
の
後
に
疑
問
点
や
キ
ー
ワ
ー
ド
の
整
理
、
書
評
の
書
き
方
の
説
明
、
授
業
全
体
の
総
括
を
加
え
一
五
回
分
の
内
容
と
し
た
。

　
授
業
デ
ザ
イ
ン
が
固
ま
っ
た
段
階
で
の
検
討
事
項
は
、
配
付
す
る
参
考
資
料
の
選
定
と
収
集
で
あ
る
。
ま
ず
授
業
に
お
け
る
学
生
の
取
り
組

み
姿
勢
を
想
定
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
授
業
で
は
学
生
に
テ
キ
ス
ト
を
読
ま
せ
る
こ
と
に
決
め
て
い
る
。
授
業
方
針
を
伝
え
れ
ば
学
生
は
何
と

か
テ
キ
ス
ト
を
読
む
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
間
違
い
な
い
。
問
題
は
本
の
読
み
方
の
質
で
あ
る
。
歴
史
の
本
を
物
語
や
文
学
と
し
て
読
む
の
か
、
過
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去
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
あ
る
い
は
社
会
的
事
実
関
係
に
注
目
し
て
読
む
の
か
と
い
う
姿
勢
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
社
会
の
厚
み
と
い

う
か
複
雑
さ
を
ど
れ
だ
け
感
じ
て
い
る
か
、
過
去
に
支
配
さ
れ
て
い
る
現
在
を
ど
の
程
度
感
じ
と
っ
て
い
る
か
と
い
っ
た
感
覚
の
問
題
で
も
あ

る
。
ほ
と
ん
ど
学
校
生
活
の
経
験
し
か
な
い
新
入
生
が
、
国
家
的
政
治
決
定
と
学
校
の
学
級
委
員
会
の
違
い
を
解
っ
て
い
る
と
は
想
像
で
き
な

い
。
日
本
史
や
政
治
経
済
の
科
目
を
選
択
し
た
学
生
は
、
明
治
憲
法
と
か
治
安
維
持
法
と
い
う
用
語
を
覚
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

戦
前
の
政
治
的
社
会
的
文
脈
の
な
か
で
そ
れ
ら
の
用
語
を
理
解
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
文
面
を
追
っ
て
国
語
の
教
科
書
を
読
む
よ
う

に
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
も
、
歴
史
書
を
読
ん
だ
経
験
に
は
な
ら
な
い
。
歴
史
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
実
感
さ
せ
る
た
め
に
は
、
本
物
の
史
料
に
触
れ

さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
。
そ
こ
で
た
と
え
読
ま
な
く
て
も
過
去
の
事
実
の
存
在
感
が
伝
わ
る
よ
う
な
形
で
参
考
資
料
を
配
付
す
る
こ

と
に
し
た
。
史
料
は
ほ
と
ん
ど
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
中
野
文
庫
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
全
部
で
一
二
点
、
七
五
頁
ほ
ど
に
な
っ
た
。

そ
の
内
訳
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
⑴
大
日
本
帝
国
憲
法
、
御
告
文
お
よ
び
発
布
の
勅
語
、
⑵
解
説
「
大
日
本
帝
国
憲
法
（
明
治
憲
法
）
の
特

色
」、
⑶
兵
役
法
、
⑷
解
説
資
料
「
軍
法
会
議
／
軍
刑
法
」、
⑸
陸
軍
刑
法
、
⑹
海
軍
刑
法
、
⑺
解
説
資
料
「
憲
兵
司
令
部
」、
⑻
憲
兵
令
［
憲

兵
条
例
］、
⑼
治
安
維
持
法
、
⑽
解
説
資
料
「
御
前
会
議
／
大
本
営
・
政
府
連
絡
会
議
」、
⑾
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
と
日
露
戦
争
関
連
地
図
、
⑿
パ

リ
不
戦
条
約
。
上
記
の
う
ち
法
令
と
条
約
の
本
文
は
、
横
書
き
に
直
さ
れ
て
は
い
る
が
、
漢
字
・
カ
タ
カ
ナ
書
き
と
い
う
当
時
の
書
式
で
収
録

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
で
も
時
代
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
配
付
資
料
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
も
学
生
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
刺
激
す
る

と
期
待
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
の
資
料
の
ほ
か
に
、
授
業
運
営
に
係
わ
る
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
と
し
て
、
ゼ
ミ
運
営
の
説
明
、
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
表
（
空
欄
に
し
た
も
の
）、

チ
ー
ム
分
担
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
お
よ
び
筆
者
の
作
成
し
た
「
書
評
の
書
き
方
（
例
文
付
）」
も
配
付
し
た
。
そ
の
う
え
で
初
回
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
に

お
い
て
、
次
回
授
業
ま
で
に
テ
キ
ス
ト
を
買
っ
て
お
く
こ
と
、
授
業
用
の
ノ
ー
ト
、
フ
ァ
イ
ル
、
メ
モ
帳
を
用
意
す
る
こ
と
、
そ
し
て
授
業
に

国
際
政
治
学
科
の
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年
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教
育
に
お
け
る
双
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は
テ
キ
ス
ト
、
ノ
ー
ト
、
筆
記
用
具
を
必
ず
も
っ
て
出
席
す
る
こ
と
を
指
示
し
念
を
押
し
た
。
こ
れ
は
、
常
識
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
も
学
生
が

ど
こ
ま
で
意
識
し
て
い
る
の
か
確
認
し
て
お
か
な
い
と
、
教
員
の
指
示
が
な
か
っ
た
と
責
任
回
避
に
走
る
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は
、
毎
回
の
授

業
に
大
型
の
出
席
カ
ー
ド
（
は
が
き
サ
イ
ズ
）
を
用
意
し
、
授
業
に
関
す
る
評
価
や
疑
問
点
を
書
か
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
授
業
改
善
に
効
果
が
あ

る
の
で
、
こ
の
授
業
で
も
こ
の
方
式
を
と
る
こ
と
に
し 

こ
う
し
た
準
備
を
経
て
授
業
（
ク
ラ
ス
）
を
は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ぎ
に
授

業
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
結
果
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

三
　
授
業
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
新
方
式
の
効
果

　
〇
六
年
の
基
礎
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ⅱ
と
翌
年
の
フ
ァ
ー
ス
ト
・
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
Ⅱ
は
と
も
に
後
期
担
当
と
な
っ
た
。
こ
の
二
年
の
授
業
パ
ー

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
比
較
し
つ
つ
問
題
点
を
整
理
し
た
い
。

　
ま
ず
〇
七
年
度
に
驚
か
さ
れ
た
の
は
、
前
年
に
比
べ
欠
席
者
が
多
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
は
前
年
よ
り
入
学
者
が
増
え
た
た
め
に
ク
ラ

ス
の
履
修
者
数
が
二
五
人
と
五
人
増
え
て
い
た
。
し
か
し
一
年
次
生
の
授
業
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
初
日
か
ら
四
人
、
最
大
一
一
人
の
欠

席
者
が
い
て
、
全
員
出
席
し
た
日
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
初
め
て
の
経
験
で
あ
っ
た
。
基
礎
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
か
ら
フ
ァ
ー
ス
ト
・
イ
ヤ
ー
・
セ

ミ
ナ
ー
に
衣
替
え
し
た
こ
と
で
、
単
位
が
取
れ
れ
ば
出
席
し
な
く
て
も
よ
い
科
目
と
思
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
チ
ー
ム
分
け
で
初
日
の
欠

席
者
が
集
ま
っ
た
グ
ル
ー
プ
が
で
き
た
こ
と
が
、
チ
ー
ム
の
差
を
生
み
出
す
原
因
と
な
っ
た
。
こ
の
問
題
は
後
で
検
討
し
た
い
。

　
授
業
の
進
行
パ
タ
ー
ン
は
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
。
ま
ず
教
員
の
あ
い
さ
つ
と
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
話
題
の
提
供
の
あ
と
、
司
会
者

を
交
代
す
る
。
司
会
者
は
自
己
紹
介
の
あ
と
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
を
紹
介
し
、
報
告
担
当
チ
ー
ム
を
指
名
す
る
。
そ
の
間
司
会
チ
ー
ム
の
メ
ン

バ
ー
が
レ
ジ
ュ
メ
の
コ
ピ
ー
・
出
席
カ
ー
ド
を
配
布
す
る
。
報
告
終
了
後
、
質
問
時
間
を
と
る
。
つ
ぎ
に
キ
ー
ワ
ー
ド
、
コ
メ
ン
ト
の
発
表
、

（
５
）
た
。
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そ
し
て
疑
問
点
の
提
出
の
後
、
も
う
一
度
質
問
時
間
を
と
る
。
質
問
時
間
の
あ
と
司
会
を
終
え
て
、
授
業
進
行
を
教
員
に
戻
す
。
教
員
は
残
り

の
時
間
で
疑
問
点
や
質
問
に
対
応
す
る
。
時
間
が
な
い
と
き
は
つ
ぎ
の
授
業
に
廻
す
。
最
後
に
出
席
カ
ー
ド
の
記
入
時
間
を
と
る
よ
う
に
し
た
。

　
授
業
開
始
直
後
の
学
生
の
一
般
的
反
応
は
、
授
業
方
式
へ
の
戸
惑
い
で
あ
っ
た
。
出
席
カ
ー
ド
に
も
「
今
ま
で
の
授
業
と
は
全
く
異
な
っ
た

や
り
方
で
あ
り
、
慣
れ
な
い
こ
と
ば
か
り
で
し
た
。
先
生
主
導
で
な
く
学
生
主
導
の
形
だ
っ
た
こ
と
が
と
く
に
大
変
だ
っ
た
」
と
あ
る
。
内
容

よ
り
ま
ず
授
業
の
進
行
面
で
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
で
あ
っ
た
。
人
前
で
発
言
し
た
経
験
が
な
い
学
生
が
多
く
、
要
約
報
告
で
自
分
の
書
い
た
レ
ジ
ュ

メ
を
読
む
だ
け
で
も
、「
み
ん
な
の
前
で
読
む
の
は
恥
ず
か
し
か
っ
た
。
み
ん
な
が
分
か
っ
て
く
れ
た
ら
い
い
な
と
思
っ
た
」
学
生
も
い
た
の

で
あ
る
。
こ
の
方
式
を
は
じ
め
た
〇
六
年
に
は
、
司
会
・
進
行
役
を
割
り
当
て
ら
れ
た
学
生
か
ら
、「
何
を
ど
う
話
し
た
ら
い
い
の
か
分
か
ら

な
い
」
と
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
授
業
の
進
行
予
定
表
と
司
会
者
が
い
う
べ
き
事
項
を
箇
条
書
き
に
し
て
示
し
た
。
台
詞
と
ト
書
き
つ
き
の

簡
単
な
シ
ナ
リ
オ
で
あ
る
。
翌
年
は
授
業
ガ
イ
ド
の
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
に
加
え
た
が
、
こ
れ
で
司
会
は
安
心
し
て
で
き
る
役
割
に
な
っ
た
よ
う
だ
。

レ
ジ
ュ
メ
の
コ
ピ
ー
配
布
の
手
際
が
悪
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
ペ
ー
ジ
番
号
が
な
い
う
え
ス
テ
ー
プ
ル
綴
じ
も
し
て
い
な
い
コ
ピ
ー
を
、
バ
ラ
バ

ラ
に
配
布
し
て
し
ま
っ
て
配
布
に
時
間
が
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
学
生
も
こ
れ
は
ま
ず
い
と
思
っ
た
ら
し
く
、
カ
ー
ド
に
は
何
人
も
そ
の
不
手

際
を
反
省
点
と
し
て
あ
げ
て
い
た
。
手
際
の
悪
さ
の
ほ
か
に
意
外
だ
っ
た
の
は
筆
記
の
ス
ピ
ー
ド
が
遅
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
キ
ー
ワ
ー
ド
や
コ

メ
ン
ト
の
要
旨
を
板
書
さ
せ
た
が
、
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
る
と
の
批
判
が
出
て
、
キ
ー
ワ
ー
ド
や
コ
メ
ン
ト
な
ど
も
口
頭
報
告
に
加
え
て
書
い

た
メ
モ
を
司
会
者
に
提
出
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
司
会
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
が
小
型
出
席
カ
ー
ド
に
頁
番
号
を
付

し
て
転
記
し
、
そ
れ
を
索
引
作
り
に
利
用
し
た
。
司
会
チ
ー
ム
全
員
に
何
か
の
役
割
を
も
た
せ
る
意
味
で
、
〇
七
年
は
授
業
の
冒
頭
に
出
席
点

呼
も
担
当
さ
せ
た
。

　
要
約
の
報
告
で
は
レ
ジ
ュ
メ
の
書
き
方
に
慣
れ
て
い
な
い
学
生
が
多
か
っ
た
。「
一
番
最
初
の
発
表
で
全
く
分
か
ら
な
か
っ
た
。
レ
ジ
メ
と

国
際
政
治
学
科
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に
お
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双
方
向
型
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い
う
も
の
が
イ
マ
イ
チ
分
か
ら
な
い
。
ど
う
も
全
体
的
に
イ
キ
ナ
リ
難
し
か
っ
た
。
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
大
事
だ
と
思
っ
た
」「
レ
ジ
メ
を
作
る

（
要
約
を
す
る
作
業
）
は
非
常
に
大
変
な
こ
と
だ
と
思
っ
た
。
レ
ジ
メ
を
作
る
と
き
に
、
こ
ん
な
風
に
し
た
ら
よ
い
な
ど
の
点
が
あ
れ
ば
教
え

て
欲
し
い
」
と
い
っ
た
声
が
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
レ
ジ
ュ
メ
の
書
き
方
に
関
す
る
情
報
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
全
員
に

配
付
し
た
。
二
巡
目
に
な
る
と
、
学
生
も
大
分
余
裕
が
出
て
く
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。「
二
回
目
な
の
で
要
約
す
る
の
も
発
表
す
る
の
も
前
よ

り
ス
ム
ー
ズ
に
で
き
た
。
み
ん
な
の
レ
ジ
ュ
メ
も
ど
ん
ど
ん
わ
か
り
や
す
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
っ
た
」
と
出
席
カ
ー
ド
に
あ
る
。
要
約
は

テ
キ
ス
ト
の
理
解
を
深
め
る
と
い
う
点
で
は
か
な
り
の
効
果
が
あ
っ
た
。
学
生
の
反
応
も
「
読
ん
だ
だ
け
で
は
、
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
、

要
約
し
て
み
る
と
頭
の
中
で
も
ま
と
ま
っ
た
気
が
し
た
。
レ
ジ
ュ
メ
を
作
っ
た
の
は
初
め
て
だ
っ
た
け
れ
ど
、
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
は
グ
ル
ー

プ
の
人
に
教
え
て
も
ら
っ
た
り
し
て
、
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
も
生
ま
れ
た
」
と
か
「
今
回
、
要
約
し
て
み
て
、
知
ら
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
け
れ
ど
、

少
し
理
解
で
き
た
と
思
う
」「
要
約
の
作
業
で
、
細
か
な
昭
和
史
の
動
き
が
分
か
っ
た
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
識
が
育
っ
て
い
た
。「
レ
ジ
メ
を
事

前
に
ま
と
め
て
い
な
く
て 
、
班
で
も
固
ま
っ
て
い
な
い
か
ら
、
班
員
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
と
り
づ
ら
か
っ
た
。
次
回
レ
ジ
メ
を
作
る

機
会
が
あ
っ
た
ら
今
回
よ
り
も
改
善
さ
せ
た
い
。
改
善
点
。
班
で
固
ま
っ
て
座
る
。
前
日
に
打
ち
合
わ
せ
。
ホ
ッ
チ
キ
ス
で
ま
と
め
る
。
誰
が

レ
ジ
メ
を
回
す
か
を
決
め
て
お
く
。
レ
ジ
メ
に
誰
が
書
い
た
か
、
何
ペ
ー
ジ
か
を
記
入
」
と
い
う
反
省
も
見
ら
れ
た
。

　
問
題
は
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
筆
者
は
以
前
か
ら
授
業
だ
け
で
な
く
外
部
講
師
に
よ
る
講
演
会
で
な
か
な
か
質
問
す
る
学
生
が
出
て
こ
な
い
こ

と
に
気
づ
い
て
い
た
。
学
生
は
、
何
を
質
問
す
れ
ば
い
い
の
か
が
分
か
ら
な
い
状
態
に
あ
っ
た
の
だ
。
あ
る
講
演
会
の
と
き
、
女
子
学
生
に

「
講
師
は
男
性
だ
が
、
貴
方
は
女
性
だ
か
ら
女
性
の
場
合
は
ど
う
な
の
か
質
問
し
て
み
た
ら
」
と
促
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
発
言
者
が
無
意
識

に
前
提
と
し
て
い
る
立
場
に
注
目
す
る
よ
う
に
と
い
う
ヒ
ン
ト
で
あ
る
。
ゼ
ミ
で
こ
の
こ
と
を
話
し
た
の
で
「
い
つ
も
講
演
の
時
に
質
問
時
間

が
あ
っ
て
も
何
を
質
問
す
れ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
で
も
自
分
な
ら
女
性
の
立
場
か
ら
質
問
す
る
の
は
大
切
だ
と
思
っ
た
。
マ
ス
コ
ミ
も
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同
じ
よ
う
に
立
場
に
立
っ
て
と
ら
え
る
の
が
い
い
と
思
っ
た
」
と
い
う
履
修
生
が
い
た
。
学
生
た
ち
は
質
問
す
る
こ
と
に
た
め
ら
っ
て
い
る
だ

け
で
は
な
く
、
良
い
質
問
を
す
る
こ
と
の
意
味
が
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
グ
ッ
ド
・
ク
エ
ッ
シ
ョ
ン
を
す
る
こ
と
は
意
義
が
あ
る
こ

と
、
何
が
良
い
質
問
な
の
か
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
と
く
に
強
調
し
た
の
は
発
言
者
の
立
場
・
属
性
で
あ
る
。
一
見
客
観
的
に
見
え
る
ス
ポ
ー

ツ
ニ
ュ
ー
ス
で
も
対
戦
す
る
選
手
の
扱
い
は
偏
り
が
あ
る
。
人
気
選
手
が
無
名
の
新
人
に
負
け
た
試
合
の
場
合
、
敗
れ
た
選
手
の
報
道
が
大
半

を
占
め
、
勝
っ
た
選
手
に
つ
い
て
は
報
道
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
ニ
ュ
ー
ス
の
場
合
、
扱
わ
れ
て
い
な
い
情
報
に
重
要
な
事
実
が
あ
る
こ
と

が
あ
り
、
そ
れ
は
伝
え
ら
れ
な
い
わ
け
だ
。
良
い
質
問
は
発
言
者
の
盲
点
を
探
す
こ
と
に
よ
り
発
見
で
き
る
こ
と
を
力
説
し
た
。
学
生
か
ら
の

反
応
と
し
て
「G

ood
Q
uestion

 
     
       

を
し
よ
う
と
い
う
か
、
で
き
る
よ
う
に
な
ろ
う
と
思
え
た
授
業
で
し
た
。
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
を
質
問
す

る
の
も
い
い
け
れ
ど
、
相
手
の
意
見
を
知
る
た
め
に
質
問
す
る
方
が
僕
に
は
大
切
だ
と
感
じ
ま
し
た
」（
強
調
筆
者
）
と
か
「
ニ
ュ
ー
ス
を
読
む

こ
と
や
、
良
い
質
問
を
す
る
た
め
に
重
要
な
の
は
、
自
分
と
相
手
の
立
場
の
違
い
に
注
意
す
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
よ
か
っ
た
」

と
い
う
反
応
が
あ
っ
た
。

　
実
は
チ
ー
ム
を
ア
ク
タ
ー
別
グ
ル
ー
プ
に
分
け
た
こ
と
、
コ
メ
ン
ト
の
作
業
課
題
を
や
ら
せ
こ
と
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
探
さ
せ
索
引
づ
く
り
に

結
び
つ
け
た
こ
と
、
こ
れ
は
要
す
る
に
昭
和
史
と
い
う
歴
史
過
程
を
ア
ク
タ
ー
間
の
闘
争
や
協
調
と
し
て
理
解
す
る
視
点
を
学
生
に
も
た
せ
る

た
め
で
あ
っ
た
。
コ
メ
ン
ト
と
い
う
役
割
を
作
っ
た
〇
六
年
に
は
、
作
業
内
容
が
ま
だ
漠
然
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
翌
年
に
は
「
自
分
の
属
す

る
班
の
立
場
に
沿
っ
て
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
」
を
求
め
た
。
さ
す
が
に
「
自
分
の
属
す
る
班
の
属
性
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
考
え
る
の
は
意
外
に
難

し
か
っ
た
」
と
い
う
反
応
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
「
コ
メ
ン
ト
の
方
法
」
と
い
う
メ
モ
を
作
り
配
付
し
た
。
コ
メ
ン
ト
に
際
し
て
テ
キ
ス
ト
に
記

述
さ
れ
な
い
事
実
や
意
見
を
探
す
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
。
す
る
と
テ
キ
ス
ト
に
出
て
こ
な
い
事
実
関
係
を
ど
の
よ
う
に
探
し
た
ら
よ
い

の
か
と
い
う
質
問
が
出
た
。
一
般
的
な
事
実
関
係
に
関
す
る
情
報
は
、
ま
ず
百
科
事
典
に
当
た
る
こ
と
、
そ
れ
で
不
十
分
な
場
合
は
政
治
学
事
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典
や
歴
史
事
典
の
よ
う
な
専
門
事
典
を
利
用
す
る
こ
と
を
勧
め
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
情
報
検
索
で
ブ
ラ
ウ
ザ
ー
の
利
用
方
法
が
分
か
ら

な
い
と
い
う
学
生
が
か
な
り
い
た
の
で
、「
グ
ー
グ
ル
検
索
の
方
法
」
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
コ
ピ
ー
を
配
付
し
た
。
学
生
の
集
め
た
キ
ー
ワ
ー

ド
を
索
引
に
ま
と
め
た
が
、
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ク
タ
ー
が
果
た
し
た
役
割
を
各
チ
ー
ム
に
評
価
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
太
平
洋
戦
争

の
悪
役
は
陸
軍
、
善
玉
は
海
軍
と
い
っ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
覚
え
る
の
で
は
な
く
、
史
実
を
科
学
的
に
認
識
さ
せ
る
狙
い
が
あ
っ
た
。
ま
た

キ
ー
ワ
ー
ド
の
選
定
は
索
引
の
存
在
意
義
を
知
り
、
そ
の
利
用
方
法
を
学
ぶ
機
会
と
な
っ
た
。

　
悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら
も
ア
ク
タ
ー
の
視
点
か
ら
そ
れ
な
り
の
コ
メ
ン
ト
を
し
た
学
生
も
い
た
。
天
皇
班
の
あ
る
コ
メ
ン
ト
で
は
「
天
皇
は
、

二
・
二
六
事
件
を
鎮
圧
す
る
よ
う
に
一
二
回
も
指
示
す
る
な
ど
冷
静
な
判
断
が
で
き
た
の
に
、
陸
軍
や
青
年
将
校
の
動
き
に
気
づ
く
の
が
遅
く
、

事
件
が
起
こ
っ
て
か
ら
止
め
よ
う
と
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」
と
か
、
陸
軍
班
か
ら
「［
テ
キ
ス
ト
］
二
七
一
頁

の
陸
軍
が
新
し
い
陸
軍
大
臣
を
出
さ
な
か
っ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
一
七
〇
頁
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、〈
軍
部
大
臣
現
役
武
官
制
〉
と
な
っ

て
い
た
の
で
、
強
引
で
は
あ
る
が
制
度
と
し
て
は
可
能
な
状
態
で
し
た
。
た
だ
こ
の
時
、
理
由
を
は
っ
き
り
述
べ
ず
に
辞
任
し
た
前
任
の
畑
陸

軍
大
臣
は
、
以
前
天
皇
が
わ
ざ
わ
ざ
指
名
し
て
就
任
さ
せ
て
い
た
の
で
天
皇
を
あ
が
め
て
い
て
、
陸
軍
の
判
断
は
そ
れ
と
は
矛
盾
す
る
独
自
の

も
の
で
し
た
」
と
の
指
摘
、
マ
ス
コ
ミ
班
の
「
マ
ス
コ
ミ
［
新
聞
］
は
は
じ
め
満
蒙
問
題
に
つ
い
て
武
力
制
圧
す
べ
き
で
な
い
と
い
っ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
満
州
事
変
が
起
こ
る
と
、
実
際
は
明
確
な
証
拠
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
軍
に
よ
る
攻
撃
と
断
定
し
て
大
宣
伝
を
し
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
行
動
の
要
因
は
、
ラ
ジ
オ
の
台
頭
に
よ
る
危
機
感
で
あ
り
、
新
聞
社
間
の
競
争
で
も
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
自
分
た
ち
の

都
合
で
自
分
た
ち
の
た
め
に
裏
付
け
の
な
い
誤
っ
た
報
道
を
流
し
つ
づ
け
ま
し
た
」
と
い
っ
た
評
価
も
あ
っ
た
。

　
疑
問
点
を
探
す
作
業
は
、
語
句
の
意
味
を
尋
ね
る
と
い
っ
た
初
歩
的
レ
ベ
ル
か
ら
史
実
の
解
釈
の
疑
問
な
ど
、
抽
象
性
の
レ
ベ
ル
が
分
散
し

て
い
て
争
点
も
断
片
的
で
範
囲
が
広
か
っ
た
の
で
、
作
業
の
焦
点
を
絞
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
〇
七
年
は
正
当
性
の
検
証
を
担
当
さ
せ
た
。
こ
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れ
は
、
配
付
資
料
を
読
ま
せ
た
い
と
の
願
望
も
手
伝
い
、
日
本
の
政
府
や
軍
の
行
動
が
適
法
で
あ
っ
た
か
否
か
を
検
討
す
る
作
業
で
あ
っ
た
。

筆
者
が
十
分
考
え
ず
に
指
示
し
た
作
業
で
あ
り
、
学
生
も
対
応
仕
切
れ
な
か
っ
た
。「
正
当
性
に
つ
い
て
書
く
の
は
難
し
か
っ
た
。
ど
う
い
う

風
に
書
け
ば
い
い
の
か
考
え
る
の
に
苦
労
し
た
」
と
い
う
の
は
率
直
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

　
全
体
と
し
て
、
こ
の
授
業
が
学
生
に
思
考
実
験
の
機
会
を
与
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
学
ぶ
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
感
じ
取
れ
た
学
生
が

少
な
く
な
か
っ
た
。「
昭
和
史
を
読
ん
で
、
今
ま
で
学
習
し
て
き
た
こ
と
は
歴
史
の
ほ
ん
の
一
部
で
表
面
上
の
も
の
だ
と
気
づ
き
ま
し
た
。
昭

和
の
政
府
や
軍
隊
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
こ
と
し
か
考
え
て
お
ら
ず
、
あ
ま
り
に
も
無
責
任
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
」「
昭
和
史
を
学
ん
で
き
て
、

今
ま
で
教
科
書
で
習
わ
な
か
っ
た
様
々
な
国
の
裏
側
の
考
え
方
を
学
べ
た
」「
こ
の
本
の
最
後
を
読
ん
で
原
爆
の
是
非
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

の
深
さ
が
分
か
っ
た
」
と
い
う
学
生
が
い
た
。
も
っ
と
単
純
な
例
で
は
、
こ
れ
だ
け
の
厚
さ
の
本
を
読
め
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
が
、
達
成
で

き
た
と
喜
ぶ
学
生
も
い
た
の
で
あ
る
。
毎
回
授
業
の
最
後
に
筆
者
は
、
で
き
る
だ
け
学
生
の
作
業
結
果
を
褒
め
る
か
、
労
い
の
こ
と
ば
を
か
け

る
こ
と
に
し
て
い
た
。
こ
れ
は
関
心
や
知
識
に
脆
さ
を
抱
え
な
が
ら
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
学
生
の
労
苦
を
、
教
員
が
そ
の
都
度
認
め
て
や
ら
な

い
と
、
本
人
た
ち
の
意
欲
を
殺
ぐ
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
レ
ポ
ー
ト
に
代
え
て
書
評
を
書
か
せ
る
こ
と
に
し
た
が
、
書
評
を
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
学
生
が
大
半
だ
っ
た
。
書
評
の
書
き
方
を
説
明
し
た

授
業
で
は
、「
書
評
の
こ
と
を
最
初
は
感
想
文
だ
と
考
え
て
い
た
が
、
違
う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
」「
書
評
と
い
う
の
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
ち
ょ
っ
と
し
た
も
の
し
か
読
ん
だ
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
い
ろ
い
ろ
と
感
想
文
と
違
い
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
索
引
を
利
用
し
て
本
を
読

ん
で
い
こ
う
と
思
う
」
と
い
う
反
応
を
見
せ
、
学
習
に
評
価
と
い
う
レ
ベ
ル
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
は
じ
め
て
い
た
。
レ
ポ
ー
ト
に
比
べ
作
成

プ
ロ
セ
ス
が
簡
潔
で
目
的
が
明
確
な
た
め
、
書
評
は
短
く
て
も
一
貫
性
の
あ
る
文
章
を
書
く
訓
練
と
し
て
有
効
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
巻
末
に
実
例
を
参
考
資
料
と
し
て
収
録
し
て
お
く
。

国
際
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治
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こ
の
方
式
は
、
授
業
参
加
の
活
動
を
拡
大
す
る
と
、
学
生
の
自
発
性
を
高
め
ら
れ
る
こ
と
を
実
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
学
生
の
授
業
評
価

ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
高
い
満
足
度
を
示
し
て
い
た
。
と
は
い
え
欠
席
者
が
多
い
と
い
う
現
実
は
、
ま
だ
ま
だ
学
生
の
参
加
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と

を
物
語
る
。
現
状
の
改
善
の
方
法
と
し
て
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
技
法
が
ど
れ
だ
け
利
用
で
き
る
の
か
。
つ
ぎ
に
こ
の
点
を
検
討
し

よ
う
。

四
　
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
授
業
へ
の
課
題

　
ま
ず
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
が
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
モ
デ
ル
を
構
成
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、

「
共
に
考
え
、
共
に
創
る
」
と
い
う
活
動
方
法
で
あ
り
、「
最
も
効
率
的
な
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
グ
ル
ー
プ
が
作
業
を
遂
行
し
成
果
を

出
す
手
助
け
を
す
る
と
同
時
に
、
チ
ー
ム
内
に
信
頼
関
係
と
団
結
力
を
築
き
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
さ
れ 

『
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
革

命
』
の
著
者
中
野
民
夫
の
言
説
か
ら
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
特
徴
を
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
つ
ぎ
の
四

つ
の
作
業
か
ら
な
る
複
合
的
活
動
で
あ
る
。
①
場
を
つ
く
る
。
人
が
い
い
形
で
集
ま
り
、
簡
単
に
答
え
の
出
せ
な
い
問
題
に
つ
い
て
、
質
問
し

合
う
場
を
つ
く
る
。
②
つ
な
ぐ
。
初
対
面
の
人
、
対
立
す
る
集
団
や
個
人
の
関
係
を
改
善
す
る
。
③
引
き
出
す
。
そ
れ
ぞ
れ
ユ
ニ
ー
ク
な
一
人

ひ
と
り
の
存
在
を
認
識
し
、
経
験
や
知
恵
を
引
き
出
す
。
④
促
進
す
る
。
ひ
と
り
で
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
前
進
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
フ
ァ

シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
正
否
を
左
右
す
る
具
体
的
活
動
が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
あ
る
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
参
加
者
の
参
加
、
体
験
、
相
互
作

用
と
い
う
活
動
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
参
加
と
は
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
の
誘
導
に
よ
り
、
参
加
者
自
身
が
み
ず
か
ら
の
体
験
や
参
加
者
同
士

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
か
ら
、
自
発
的
に
学
ん
だ
り
創
造
し
た
り
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
体
験
は
、
頭
で
考
え
る
だ
け
で
な
く
、

心
や
身
体
全
体
を
使
う
作
業
を
積
み
重
ね
る
こ
と
を
指
す
。
体
験
的
学
習
方
法
に
は
、
体
験
す
る
→
顧
み
る
→
分
析
す
る
→
概
念
化
す
る
→

（
６
）
る
。
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［
新
し
い
計
画
で
］
体
験
す
る
と
い
う
循
環
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
。
相
互
作
用
は
、
仲
間
同
士
の
双
方
向
的
な
働
き
か
け
で
あ
り
、
安
心
で
き
る

相
手
か
ら
学
ぶ
こ
と
で
も
あ
る
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
場
つ
く
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
進
行
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
実
現
の
必
須
条
件
と

な
る
。
場
つ
く
り
に
は
人
の
選
び
方
、
会
場
設
定
、
会
場
デ
ザ
イ
ン
が
含
ま
れ
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
内
容
の
み
な
ら
ず
時
間
と
文
脈
の
デ
ザ
イ

ン
が
重
要
に
な
る
。
進
行
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
本
番
で
場
を
つ
か
む
よ
う
促
す
サ
ポ
ー
ト
活
動
で
あ 

　
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
視
点
か
ら
授
業
を
見
直
し
た
と
き
、
筆
者
の
弱
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
授
業
ク
ラ
ス
の
在
り
方
に

関
す
る
認
識
で
あ
る
。
セ
ミ
ナ
ー
が
少
人
数
授
業
の
方
式
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
つ
も
り
だ
っ
た
。
し
か
し
筆
者
は
依
然
と
し
て
、
授
業

は
教
員
が
学
生
を
指
導
す
る
も
の
と
い
う
旧
い
観
念
か
ら
抜
き
切
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
は
グ
ル
ー
プ
を
組

織
化
す
る
技
法
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
・
リ
ー
ス
は
「
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
グ
ル
ー
プ
作
業
に
つ
き
も
の
の
障
害
を
排
除
し
、
グ
ル
ー
プ

活
動
の
効
果
を
高
め
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
グ
ル
ー
プ
と
は
、
企
業
や
政
府
機
関
の
よ
う
な
常
設
組
織
を
指
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
各
種
団
体
の
主
催
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
期
間
は
数
日
間
と
短
く
、
参
加
者
は
共
通
の
目
的
で
一
時
的
に
集
ま
っ
た
人

び
と
に
す
ぎ
な
い
。
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
革
新
性
は
、
そ
の
よ
う
な
人
の
集
合
を
組
織
し
、
参
加
者
を
グ
ル
ー
プ
の
一
員
と
し
て
活
動
さ

せ
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
。
そ
の
中
心
と
な
る
の
が
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
で
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
の
目
標
達
成
の
た
め
に
、
共
同
作
業
を
構
想
し
管

理
し
な
が
ら
、
会
合
を
進
行
す
る
責
任
を
も
つ
。
学
校
の
授
業
で
は
教
員
が
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
役
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
教
員
は
、

授
業
と
い
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
場
づ
く
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
進
行
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
筆
者
は
基
礎
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
新
方
式
を
考
え
た
と
き
授
業
デ
ザ
イ
ン
を
検
討
し
た
。
し
か
し
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
技
法
か
ら

再
検
討
す
る
と
、
重
点
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
容
の
文
脈
デ
ザ
イ
ン
に
限
ら
れ
て
お
り
、
時
間
管
理
、
進
行
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
軽
視
し
て

い
た
。
と
く
に
場
づ
く
り
は
ま
っ
た
く
度
外
視
し
て
い
た
。
場
づ
く
り
に
は
、
参
加
者
に
仲
間
意
識
を
も
た
せ
共
同
作
業
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

（
７
）
る
。
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治
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ト
を
促
す
こ
と
も
含
ま
れ
る
。
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
の
最
初
の
仕
事
は
、
参
加
者
を
短
時
間
で
組
織
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。
最
大
の
障
害
は
、

初
対
面
の
人
間
が
互
い
に
抱
い
て
い
る
漠
然
と
し
た
不
安
や
警
戒
感
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
を
払
拭
す
る
活
動
を
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
と
い
い
、

ゲ
ー
ム
、
笑
い
を
誘
う
話
し
合
い
、
ロ
ー
ル
プ
レ
ー
な
ど
き
わ
め
て
多
様
な
手
法
が
開
発
さ
れ
て
い 

つ
ぎ
に
必
要
な
の
が
チ
ー
ム
編
成
で

あ
る
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
目
標
達
成
の
た
め
に
参
加
者
を
チ
ー
ム
に
分
け
て
共
同
作
業
を
さ
せ
る
こ
と
が
多
い
。
チ
ー
ム
と
は
、
メ
ン

バ
ー
が
合
意
し
た
目
標
の
た
め
に
共
同
作
業
を
行
う
集
団
を
意
味
す
る
。
チ
ー
ム
編
成
の
た
め
の
人
選
方
法
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
が
あ
る
。

筆
者
が
昭
和
史
を
テ
ー
マ
と
し
た
基
礎
ゼ
ミ
で
は
、
歴
史
の
ア
ク
タ
ー
別
チ
ー
ム
を
編
成
し
、
希
望
者
を
優
先
す
る
人
選
方
法
を
と
っ
た
。
し

か
し
人
気
チ
ー
ム
の
希
望
者
が
多
す
ぎ
て
、
第
二
希
望
や
抽
選
に
よ
る
チ
ー
ム
が
誕
生
し
た
。
こ
の
方
法
は
学
生
の
意
欲
高
進
に
寄
与
し
た
が
、

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
低
い
チ
ー
ム
を
作
る
原
因
と
も
な
っ
た
。
チ
ー
ム
の
人
選
方
法
と
し
て
番
号
順
と
か
席
順
な
ど
機
械
的
手
法
も
あ
る
が
、

授
業
の
場
合
は
学
生
の
関
心
と
学
習
経
験
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
分
類
で
分
け
る
の
が
適
切
だ
ろ
う
。
参
加
者
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
確
実
に
す
る

た
め
に
不
可
欠
な
活
動
と
し
て
多
く
の
専
門
家
が
指
摘
す
る
の
は
、
参
加
者
の
合
意
に
よ
る
ル
ー
ル
の
決
定
で
あ
る
。
米
国
ア
イ
オ
ワ
大
学
の

機
関
が
発
行
す
る
冊
子
（B

asic
Facilitation

Skills

 
                        
）
に
は
、
参
加
者
用
書
式
に
ル
ー
ル
を
提
案
す
る
項
目
が
含
ま
れ
て
お
り
、
一
般
的
な
基

本
ル
ー
ル
（C

om
m
on
G
rand

R
ules

 
  
 
    
      
    
）
を
掲
載
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
あ
ら
ゆ
る
会
合
に
遅
刻
し
な
い
」、

「
他
の
参
加
者
に
敬
意
を
払
い
、
発
言
を
よ
く
聞
く
」、「
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
・
進
行
予
定
を
守
る
」、「
共
同
作
業
を
妨
害
す
る
よ
う
な
ば
か
ば
か

し
い
質
問
を
し
な
い
」、「
委
任
さ
れ
た
作
業
は
期
限
ま
で
に
完
成
さ
せ
る
」、「
会
合
中
は
私
語
を
話
さ
な
い
」、「
会
場
で
携
帯
電
話
の
電
源
を

切
る
」
と
あ 

　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
授
業
の
履
修
生
は
、
共
同
学
習
の
場
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
す
る
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
と
す
る
と
、
学
期
の
開
始
早
々
に
履
修

生
を
短
時
間
で
ど
う
組
織
化
す
る
か
が
課
題
と
な
る
。
授
業
初
日
に
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
入
れ
る
の
は
当
然
だ
が
、
学
生
の
当
事
者
意
識
を
育
て
る

（
８
）
る
。

（
９
）
る
。
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に
は
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
が
必
要
と
な
る
。
短
時
間
で
で
き
る
の
は
、
自
己
紹
介
系
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
で
あ
ろ
う
。
各
自
が
姓
名
、
出
身
地
、
趣

味
な
ど
を
す
べ
て
一
度
に
話
す
通
常
の
自
己
紹
介
で
な
く
、
姓
だ
け
で
一
巡
、
名
だ
け
で
二
巡
と
細
切
れ
に
発
言
し
て
い
く
方
式
が
あ
る
。
こ

れ
は
他
人
の
発
言
を
よ
く
聞
か
な
い
と
名
前
を
覚
え
ら
れ
な
い
の
で
、
発
言
者
の
話
を
よ
く
聞
こ
う
と
い
う
態
度
を
身
に
つ
け
る
効
果
が
あ
る
。

出
席
者
の
名
札
を
回
収
し
て
、
ラ
ン
ダ
ム
に
配
付
し
、
各
自
が
手
持
ち
の
名
札
を
相
手
に
手
渡
す
と
い
う
方
法
も
あ
る
よ
う
だ
。
こ
の
二
つ
の

混
合
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
に
ど
れ
だ
け
時
間
を
割
く
か
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
チ
ー
ム
編
成
は
共
同
学
習
と
い
う
視

点
か
ら
メ
ン
バ
ー
の
特
技
を
聞
き
出
し
て
、
そ
の
解
答
に
も
と
づ
く
人
選
が
考
え
ら
れ
る
。
チ
ー
ム
に
リ
ー
ダ
ー
役
か
世
話
役
も
必
要
な
の
で

そ
れ
に
関
連
す
る
質
問
も
加
え
る
。
高
校
時
代
の
国
語
・
英
語
・
数
学
の
う
ち
の
得
意
科
目
、
社
会
科
の
選
択
科
目
、
部
活
や
生
徒
会
の
活
動

経
験
の
ほ
か
、
大
学
入
学
後
に
選
択
し
た
初
習
外
国
語
な
ど
を
尋
ね
る
質
問
票
を
用
意
し
て
記
入
し
て
も
ら
う
。
そ
の
デ
ー
タ
を
組
み
合
わ
せ
、

各
チ
ー
ム
が
均
等
に
な
る
よ
う
に
人
選
す
る
。
こ
の
作
業
は
質
問
票
と
集
計
表
の
作
り
方
で
時
間
を
節
約
が
で
き
そ
う
だ
が
、
あ
る
程
度
時
間

を
割
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
難
し
い
の
は
ル
ー
ル
決
定
に
か
け
る
時
間
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
初
対
面
の
履
修
生
が
一
気
に
ル
ー
ル
づ
く
り
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
と
は
考
え
難

い
。
そ
こ
に
到
達
す
る
ま
で
の
手
順
が
大
切
に
な
る
。
中
野
民
夫
は
最
初
に
参
加
者
の
経
験
に
つ
い
て
尋
ね
る
こ
と
の
利
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
こ
れ
ま
で
の
人
生
の
な
か
で
、
誰
か
に
頼
ま
れ
た
り
命
令
さ
れ
た
り
し
た
の
で
は
な
く
、
自
分
が
み
ず
か
ら
進
ん
で
や
っ
た
こ
と
に
、
ど
ん

な
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
か
け
を
行
い
、「
ど
う
い
う
時
に
自
分
か
ら
す
す
ん
で
や
り
た
い
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
を
テ
ー

マ
と
し
て
、
各
チ
ー
ム
で
議
論
し
て
も
ら
う
。
議
論
の
時
間
は
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
き
、
時
間
が
く
る
と
議
論
を
中
止
し
、
各
グ
ル
ー
プ
の

報
告
を
聞
き
、
そ
れ
を
集
約
し
て
グ
ル
ー
プ
全
体
の
目
標
を
決
め
る
と
い 

こ
の
方
法
を
ゼ
ミ
に
応
用
し
て
、
自
発
的
学
習
の
経
験
に
つ
い

て
問
い
か
け
、
そ
の
条
件
に
つ
い
て
各
チ
ー
ム
で
議
論
さ
せ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
事
前
に
提
示
し
た
項
目
の
優
先
順

（
　
）
１０う
。
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位
を
議
論
さ
せ
る
こ
と
に
す
れ
ば
時
間
短
縮
が
可
能
だ
ろ
う
。
授
業
に
学
生
参
加
の
活
動
を
増
や
す
た
め
に
は
、
質
問
票
や
集
計
表
、
記
録
な

ど
の
書
式
、
毎
回
の
授
業
の
進
行
予
定
（
時
間
配
分
）
表
な
ど
を
作
成
し
、
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
場
づ
く
り
に
は
、
会
場
の
掲
示
や
備
品
・
座
席
の
配
置
ま
で
、
い
わ
ば
舞
台
装
置
の
大
道
具
と
小
道
具
の
セ
ッ
テ
ィ
ン

グ
が
含
ま
れ
る
。
学
校
の
座
席
配
置
は
、
黒
板
を
背
に
教
壇
が
あ
り
そ
れ
に
向
か
っ
て
並
行
に
座
席
が
並
ぶ
教
室
パ
タ
ー
ン
と
少
人
数
ク
ラ
ス

用
に
ロ
の
字
型
配
置
し
た
ゼ
ミ
室
型
の
二
種
類
が
多
い
。
し
か
し
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
一
回
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
全
員
討
論
と
グ
ル
ー
プ
討

論
を
混
合
す
る
こ
と
も
多
い
の
で
座
席
配
置
を
気
軽
に
変
更
で
き
る
会
場
が
望
ま
し
い
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
行
う
ク
ラ
ス
で
は
議
長
席
を
挟
ん
で

賛
成
・
反
対
両
サ
イ
ド
の
座
席
を
対
面
さ
せ
る
配
置
も
あ
る
。
筆
者
の
見
た
カ
ナ
ダ
の
大
学
で
は
議
長
用
の
ハ
イ
バ
ッ
ク
・
チ
ェ
ア
や
発
言
者

用
の
演
台
を
置
い
て
い
る
教
室
も
あ
っ
た
。
参
加
者
が
五
〇
人
以
上
に
な
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
椅
子
の
な
い
体
育
館
の
よ
う
な
部
屋
で

床
に
車
座
に
な
っ
て
座
る
と
い
う
や
り
方
も
あ
る
。
授
業
の
活
動
（
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
）
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
、
座
席
配
置
の
デ
ザ
イ
ン
を
考
慮

す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
専
門
家
の
お
勧
め
に
、
黒
板
よ
り
広
い
展
示
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
が
あ
る
。
す
ぐ
消
せ
る
黒
板
で
は
な
く
紙
に

書
い
て
次
々
と
壁
に
貼
る
方
が
、
何
度
も
使
え
る
の
で
討
論
を
活
発
に
で
き
る
と
い
う
。
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
は
会
場
の
雰
囲
気
を
盛
り
上
げ
る

展
示
や
掲
示
も
役
立
つ
。
映
像
で
見
せ
る
の
で
な
く
国
旗
・
ポ
ス
タ
ー
・
各
種
グ
ッ
ズ
の
実
物
で
会
場
を
飾
る
わ
け
だ
。

　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
ま
た
小
道
具
を
多
用
す
る
方
式
で
も
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
ト
ー
キ
ン
グ
・
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
。
た
ん
な
る
木
の

枝
か
五
〇
セ
ン
チ
程
度
の
棒
だ
が
、
発
言
者
に
必
ず
持
た
せ
る
そ
う
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
先
住
民
の
慣
習
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
の
こ
と

だ
が
、
そ
れ
を
も
っ
て
い
る
人
だ
け
に
発
言
が
許
さ
れ
、
他
の
人
は
そ
の
人
の
話
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
い
。
人
の
話
を
よ
く
聞
く
こ
と
も
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
の
重
要
な
目
的
で
あ
り
、
ト
ー
キ
ン
グ
・
ス
テ
ィ
ッ
ク
を
持
た
な
い
人
に
聞
く
と
い
う
意
識
を
集
中
さ
せ
る
狙
い
が
あ
る
。
こ
の

ほ
か
合
図
用
の
ベ
ル
や
タ
イ
マ
ー
、
進
行
用
の
フ
リ
ッ
プ
、
記
録
用
紙
、
マ
ー
カ
ー
な
ど
が
必
需
品
と
さ
れ （

　
）
１１る
。
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参
加
者
も
ま
た
場
づ
く
り
に
不
可
欠
な
存
在
で
あ
る
。
最
初
参
加
者
は
お
客
さ
ん
と
し
て
出
席
す
る
。
し
か
し
い
つ
ま
で
も
お
客
さ
ん
で
い

ら
れ
な
い
の
が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
あ
る
。
テ
ー
マ
に
係
わ
る
報
告
や
討
論
だ
け
で
な
く
、
進
行
役
や
チ
ー
ム
の
ま
と
め
役
が
参
加
者
に
も
予

定
さ
れ
て
い
る
。
司
会
進
行
（
座
長
）
役
の
ほ
か
に
タ
イ
ム
キ
ー
パ
ー
、
記
録
係
な
ど
のjob

   

が
あ
る
。
記
録
は
内
容
の
記
録
と
進
行
上
の
記

録
と
二
つ
の
役
が
あ
る
。
内
容
の
記
録
と
は
討
論
で
出
さ
れ
た
意
見
、
提
案
、
反
対
意
見
、
評
価
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
な
ど
が
あ
り
、
議
論
の

進
行
を
円
滑
に
し
、
沈
滞
し
た
討
論
を
活
発
に
す
る
。
進
行
に
係
わ
る
記
録
と
は
、
グ
ル
ー
プ
編
成
の
人
選
や
ル
ー
ル
の
決
定
、
担
当
者
の
指

名
な
ど
そ
の
決
定
方
法
や
決
定
過
程
に
お
け
る
議
論
で
出
さ
れ
た
意
見
や
提
案
の
み
な
ら
ず
、
結
論
を
得
る
ま
で
に
要
し
た
時
間
な
ど
を
記
録

す
る
。
こ
れ
は
ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
に
威
力
を
発
揮
す
る
。
記
録
用
紙
は
事
前
に
書
式
を
決
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
容
の
文
脈
の
み
な
ら
ず
時
間
管
理
も
デ
ザ
イ
ン
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
校
の
授
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
は
セ
メ
ス
タ
ー
単
位
で
計
画
さ
れ
る
が
、
授
業
の
時
間
配
分
（
ア
ジ
ェ
ン
ダ
）
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
計
画
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
セ
ッ
シ
ョ
ン
ご
と
の
時
間
配
分
を
分
単
位
で
計
画
し
て
い
る
。
報
告
や
質
問
・
討
論
の
時
間
と
発
言
者
一
人
あ
た
り
の
も
ち

時
間
も
決
め
て
い
る
。
タ
イ
マ
ー
や
合
図
用
の
ベ
ル
と
タ
イ
ム
キ
ー
パ
ー
が
必
要
な
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
進
行
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

と
は
、
実
際
の
進
行
が
計
画
を
逸
脱
し
た
と
き
、
場
の
動
き
を
是
正
す
る
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
の
活
動
で
あ
る
。
発
言
時
間
を
守
ら
せ
る
た
め

に
用
意
し
た
フ
リ
ッ
プ
を
使
っ
た
り
、
長
引
く
議
論
の
論
点
を
整
理
し
て
議
論
の
方
向
を
示
し
た
り
す
る
。
そ
の
た
め
に
記
録
が
意
味
を
も
つ

の
だ
。
ま
た
発
言
の
な
い
人
を
引
き
込
む
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
り
す
る
。

　
授
業
へ
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
の
導
入
は
、
学
生
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
、
学
習
の
効
率
化
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
授
業
を
学
生
に
課
すw

ork

 
   

とjob

   

お
よ
び
教
員
の
サ
ポ
ー
ト
か
ら
な
る
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
で
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば

科
目
の
授
業
デ
ザ
イ
ン
を
時
間
単
位
の
コ
マ
で
は
な
く
、
分
単
位
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
で
編
成
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
教
育
に
お
け
る
双
方
向
型
授
業
の
一
展
開
（
大
熊
） 

二
五
（
　
　
　
）

二
五



プ
・
ス
キ
ル
は
そ
の
条
件
を
ク
リ
ア
す
る
手
段
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
先
に
触
れ
た
ア
イ
オ
ワ
大
学
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
、
会
合
ご
と
の
目
的
書

（C
harter/Purpose

Statem
ent

 
                     
   
）
と
会
合
ア
ジ
ェ
ン
ダ
（M

eeting
A
genda

 
        
     
）
の
書
式
モ
デ
ル
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
目
的
書
に
は
、
日
付

と
参
加
者
、
予
定
さ
れ
る
成
果
、
作
業
課
題
、
基
本
ル
ー
ル
な
ど
の
項
目
が
あ
る
。
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
は
分
単
位
で
区
切
っ
た
時
間
配
分
ご
と
の

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
と
そ
の
担
当
者
の
欄
が
あ
る
。
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
型
授
業
へ
の
移
行
と
は
、
セ
メ
ス
タ
ー
単
位
の
シ
ラ
バ
ス
を
、
授
業

単
位
の
目
的
書
と
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
細
分
化
し
、
そ
れ
を
実
行
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
徹
底
し
て
ア

ナ
ロ
グ
技
法
に
こ
だ
わ
る
方
式
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
活
用
は
労
働
集
約
的
で
あ
っ
て
準
備
に
か
な
り
の
手
間
と
時
間
が
か
か
る
。
こ
の

方
式
の
授
業
で
は
担
当
教
員
を
複
数
に
す
る
の
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
Ｔ
Ａ
（
教
育
助
手
）
を
使
う
方
策
も
あ
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
の
重
要
性
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
そ
こ
で
再
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
し
て
の
教
員
の
姿
勢
と

授
業
の
隠
れ
た
目
的
で
あ
る
。

五
　
教
員
の
姿
勢
と
隠
れ
た
授
業
目
的
　
結
び
に
代
え
て

　
フ
ラ
ン
・
リ
ー
ス
に
よ
れ
ば
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
は
、
メ
ン
バ
ー
の
参
加
を
促
し
な
が
ら
グ
ル
ー
プ
を
導
き
、
グ
ル
ー
プ
の
作
業
を
容
易

に
す
る
人
を
指
す
。
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
型
授
業
で
担
当
教
員
が
果
た
す
教
師
と
し
て
の
役
割
は
、
シ
ラ
バ
ス
を
授
業
単
位
の
ア
ク
テ
ィ
ビ

テ
ィ
に
分
割
し
て
、
目
的
書
と
授
業
ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
作
成
す
る
と
停
止
す
る
。
授
業
本
番
が
は
じ
ま
る
と
、
教
員
は
履
修
生
の
集
団
学
習
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
の
役
を
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
態
度
の
中
立

性
で
あ
る
。「
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
は
、
グ
ル
ー
プ
が
議
論
し
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
中
立
の
立
場
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。「
内
容
と
は
、

提
案
さ
れ
た
ア
イ
デ
ィ
ア
、
反
対
意
見
、
決
定
事
項
、
行
動
計
画
を
含
む
グ
ル
ー
プ
の
直
面
す
る
課
題
で
あ
る
」。
つ
ま
り
あ
ら
か
じ
め
振
り

＜
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付
け
ら
れ
た
役
割
以
外
、
進
行
に
口
を
は
さ
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
生
に
学
ば
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
学
習
ス
キ
ル
の
体
験
的

修
得
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
質
問
す
る
」「
耳
を
傾
け
る
」「
わ
か
り
や
す
く
い
い
か
え
る
」「
明
確
に
表
現
す
る
」「
要
約
す
る
」
と
い
う
い
わ
ば

言
語
活
動
の
こ
つ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
会
得
は
活
動
を
体
験
し
て
経
験
を
積
む
以
外
に
方
法
は
な 

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
型

授
業
は
、
学
生
が
そ
の
よ
う
な
経
験
を
積
む
場
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
が
教
師
の
役
割
を
務
め
る
の
は
、
体
験
的
学
習
の
循
環
プ
ロ
セ
ス
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
部
分
で
あ
る
。
体
験
す
る
→
顧
み

る
→
分
析
す
る
→
概
念
化
す
る
と
い
う
行
動
の
循
環
に
お
い
て
、
中
野
民
夫
は
「
顧
み
る
」
と
い
う
行
動
に
注
目
し
「
ふ
り
か
え
り
シ
ー
ト
」

を
提
案
し
て
い
る
。
そ
れ
は
会
合
の
後
で
そ
こ
で
の
体
験
に
よ
り
発
見
し
た
こ
と
を
指
摘
さ
せ
、
そ
れ
を
分
析
し
て
そ
の
内
容
を
共
有
さ
せ
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
出
席
カ
ー
ド
の
新
し
い
利
用
法
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
し
て
の
教
員
が
心
が
け
る

べ
き
こ
と
は
、「
教
え
る
」
こ
と
よ
り
も
学
生
の
発
言
を
「
よ
く
聞
く
こ
と
」
で
あ
る
。
学
生
が
ど
れ
だ
け
授
業
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
の
か

を
よ
く
観
察
し
、
ど
ん
な
態
度
で
発
言
し
て
い
る
の
か
、
発
言
し
な
い
人
の
場
合
そ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
り
そ
う
か
な
ど
、
発
言
の
意
図
と
沈

黙
の
意
味
を
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
人
間
が
自
分
も
含
め
人
の
心
を
完
全
に
知
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
と
い
う
深
い
認
識
が
必
要
で
あ
る
。
教
員
は
学
生
に
対
す
る
リ
ス
ペ
ク
ト
を
欠
く
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
姿
勢
の
大
切
さ
に
係
わ
る
こ
と

だ
か
ら
で
あ
る
。

　
授
業
科
目
の
目
的
は
シ
ラ
バ
ス
に
記
さ
れ
て
い
る
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
そ
の
科
目
を
学
ん
で
い
る
学
生
は
、
学
び
な
が

ら
自
分
自
身
と
向
き
合
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
先
に
グ
ッ
ド
・
ク
エ
ッ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
学
生
に
説
明
し
た
こ
と
に
触
れ
た
。
し
か
し
実
を

い
う
と
こ
の
説
明
は
不
満
の
残
る
も
の
で
あ
っ
た
。
発
言
者
の
立
場
と
自
分
の
立
場
の
違
い
に
注
目
す
れ
ば
、
聞
き
手
は
必
ず
疑
問
を
発
見
で

き
る
か
の
よ
う
な
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
自
分
の
立
場
と
は
ど
の
よ
う
に
認
識
で
き
る
も
の
な
の
か
。
こ
れ
は
自
己
認

（
　
）
１２い
。

国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
教
育
に
お
け
る
双
方
向
型
授
業
の
一
展
開
（
大
熊
） 
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識
の
問
題
と
深
く
係
わ
っ
て
い
る
。
自
分
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
は
、
外
部
環
境
が
自
分
に
課
す
制
約
が
何
で
あ
る
か
を
認
識
す
る
こ
と
と
、

外
部
に
対
し
自
分
は
何
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
働
き
か
け
た
い
の
か
と
い
う
意
思
と
が
複
合
す
る
問
題
で
あ
る
。
人
間
は
こ
と
ば
を
話
す
動
物

で
あ
る
か
ら
、
自
己
認
識
も
自
己
規
定
も
こ
と
ば
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
分
の
お
か
れ
て
い
る
世
界
を
こ
と
ば
で
捉
え
、
そ
の
う
え

に
た
っ
て
自
分
の
意
思
を
こ
と
ば
で
表
現
す
る
。
こ
う
し
て
人
間
は
宣
言
す
る
動
物
と
し
て
存
在
し
得
る
。

　
大
衆
社
会
で
あ
り
消
費
社
会
で
あ
り
か
つ
情
報
化
社
会
で
あ
る
日
本
社
会
で
、
多
く
の
人
は
観
客
と
し
て
、
消
費
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
視

聴
者
と
し
て
の
自
分
を
経
験
し
て
い
る
。
環
境
か
ら
存
在
証
明
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
成
長
し
、
そ
の
ま
ま
社
会
化
し
た
個
人
は
、
ど
の
よ

う
な
立
場
を
意
識
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
誰
も
が
政
治
動
向
、
経
済
状
況
、
社
会
的
事
件
、
ス
ポ
ー
ツ
、
テ
レ
ビ
番
組
や
映
画
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
。
ど
ん
な
高
校
生
や
大
学
生
も
関
心
の
あ
る
政
治
家
や
企
業
経
営
者
か
ら
タ
レ
ン
ト
や
ス
ポ
ー
ツ
選
手
つ
い
て
話
す
の
は
熱
心
で
あ
る
。

携
帯
電
話
の
普
及
は
、
話
し
た
い
こ
と
が
い
く
ら
で
も
あ
る
人
が
多
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
語
り
は
傍
観
者
的
で
あ
る
か
、
あ

る
い
は
利
害
関
係
や
交
友
関
係
に
絡
む
き
わ
め
て
私
的
な
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
私
的
発
言
で
は
な
く
意
見
の
公
表
の
場
で
あ
る
新
聞
の

投
書
欄
で
さ
え
、
正
論
で
あ
っ
て
も
感
覚
的
な
断
定
や
事
実
と
乖
離
し
た
願
望
な
い
し
憧
憬
の
表
明
と
い
う
個
人
的
感
想
が
集
ま
っ
て
い
る
。

　
社
会
科
学
を
学
ぶ
と
い
う
と
き
、
特
定
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
お
け
る
方
法
論
の
訓
練
と
過
去
の
研
究
の
復
習
を
繰
り
返
し
て
も
、
そ
れ
は
学
生

が
み
ず
か
ら
感
じ
取
っ
た
疑
問
の
解
明
に
役
立
つ
わ
け
で
は
な
い
。
か
つ
て
問
題
解
決
型
学
習
と
称
す
る
教
育
が
喧
伝
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

し
か
し
問
題
解
決
と
知
識
が
必
ず
直
結
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
だ
。
例
え
ば
現
在
世
界
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
は
金

融
工
学
と
い
う
最
先
端
知
識
の
成
果
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
金
融
商
品
の
成
功
が
引
き
起
こ
し
た
問
題
の
解
決
に
、
金
融
工
学
も
経
済
学
や

経
営
学
も
無
力
で
あ
る
。
電
子
工
学
の
発
達
が
今
日
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
を
築
い
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
激
増
を
も
た
ら
し

た
。
し
か
し
犯
罪
の
摘
発
と
発
生
防
止
に
は
工
学
知
識
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い
。
複
雑
な
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
問
題
を
認
識
し
そ
れ
を
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知
識
化
し
な
け
れ
ば
処
方
箋
は
得
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
方
法
の
確
立
し
た
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
多
い
。
こ
れ
は
確
か
に

疑
い
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
は
そ
の
真
理
性
が
妥
当
す
る
限
界
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
今
わ
れ
わ
れ
が
直
面
し
て
い
る
の

は
、
問
題
の
意
味
が
多
義
的
で
可
変
的
で
あ
る
と
い
う
事
実
性
そ
の
も
の
に
あ
る
。
事
実
の
構
造
が
そ
こ
に
係
わ
る
人
の
視
点
に
よ
っ
て
変
わ

る
と
い
う
、
あ
た
か
も
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
不
確
定
性
原
理
に
合
致
す
る
よ
う
な
事
態
が
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
世
界
に
生
じ
て
い
る
の
だ
。

サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
は
人
間
の
活
動
空
間
を
拡
大
し
た
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
び
と
に
均
質
な
環
境
と
し
て
存
在
し
て
は
い
な
い
。
情
報
化

社
会
は
マ
ス
と
し
て
の
人
間
存
在
を
消
し
去
り
つ
つ
あ
る
の
だ
。

　
学
生
は
そ
の
よ
う
な
情
報
空
間
の
な
か
で
、
そ
れ
な
り
に
疑
問
を
感
じ
る
個
人
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
彼
ら
は
外
界
と
情
報
を
交
換
し
、

疑
問
を
抱
え
な
が
ら
生
活
し
、
勉
強
し
、
成
長
し
て
い
る
。
大
学
教
育
の
目
的
が
学
生
の
学
修
レ
ベ
ル
の
高
度
化
に
あ
る
の
は
疑
い
な
い
と
し

て
も
、
そ
れ
は
主
体
の
形
成
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
い
か
な
る
科
目
の
学
習
も
学
生
に
と
っ
て
は
自
己
認
識
過
程
の
一
幕
に
す
ぎ
な
い
。

学
生
が
自
己
認
識
を
深
め
な
け
れ
ば
問
題
を
把
握
す
る
感
性
は
成
長
し
な
い
。
つ
ま
り
学
生
の
自
己
認
識
の
向
上
と
い
う
目
的
が
あ
ら
ゆ
る
授

業
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
教
員
が
そ
れ
を
明
確
に
意
識
し
な
け
れ
ば
、
授
業
の
双
方
向
性
は
向
上
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
注

（
１
）　
広
島
修
道
大
学
学
習
支
援
セ
ン
タ
ー
編
『
ラ
ー
ニ
ン
グ
・
ナ
ビ
』
二
〇
〇
八
年
、
広
島
修
道
大
学
、
一
五
頁
。

（
２
）　
筆
者
が
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
用
語
を
知
っ
た
の
は
国
際
開
発
学
会
の
報
告
で
あ
っ
た
。
開
発
途
上
国
の
地
域
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
事
例
で
、

住
民
参
加
を
促
進
す
る
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
の
役
割
が
力
説
さ
れ
て
い
た
。
一
九
七
〇
年
代
に
国
連
な
ど
で
重
視
さ
れ
て
い
た
の
は
、
チ
ェ
ン
ジ
・
エ
ー

ジ
ェ
ン
ト
の
役
割
で
あ
っ
た
。
チ
ェ
ン
ジ
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
は
、
開
発
に
と
も
な
う
各
種
の
改
革
を
推
進
す
る
現
地
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
。
国
際
的

な
開
発
支
援
が
本
格
化
し
た
当
時
、
援
助
機
関
は
受
入
れ
国
の
現
場
地
域
住
民
の
理
解
や
協
力
を
必
要
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
現
地
で
影
響
力
の
あ
る

国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
教
育
に
お
け
る
双
方
向
型
授
業
の
一
展
開
（
大
熊
） 

二
九
（
　
　
　
）

二
九



個
人
や
団
体
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
建
設
の
よ
う
に
事
業
期
間
を
明
確
に
設
定
で
き
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
業
で
は

な
く
、
教
育
、
公
衆
衛
生
、
家
族
計
画
、
女
性
の
地
位
向
上
な
ど
、
当
該
地
域
住
民
の
意
識
に
依
存
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
型
事
業
が
増
え
て
く
る
と
、
住

民
の
参
加
と
当
事
者
意
識
の
向
上
が
事
業
の
鍵
を
握
る
。
そ
こ
で
住
民
の
参
加
と
当
事
者
意
識
を
促
す
よ
う
な
リ
ー
ダ
ー
が
要
望
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
。
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
は
そ
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
新
し
い
タ
イ
プ
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
育
成
が
急
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
や
が
て
こ
の

よ
う
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
あ
り
方
が
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
概
念
に
発
展
し
て
い
っ
た
。
活
動
へ
の
参
加
を
促
し
、
主
体
的
な
メ
ン
バ
ー
と

し
て
の
自
覚
を
育
成
し
、
具
体
的
な
案
件
に
責
任
を
も
つ
人
材
を
育
て
る
活
動
と
し
て
、
と
く
に
重
視
さ
れ
た
の
が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
ス
キ
ル
で
あ
っ

た
。
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ン
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
技
法
概
念
と
し
て
普
遍
化
し
、
多
く
の
分
野
で
応
用
さ
れ
発
展
し
た
。
中
野
民
夫
『
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
』（
二
〇
〇
一
年
、
岩
波
新
書
）
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
実
例
と
そ
の
手
法
を
具
体
的
に
紹
介
し
て
い
る
。

　
こ
の
本
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
教
育
分
野
で
注
目
す
べ
き
活
動
は
、
国
立
赤
城
青
年
の
家
で
毎
年
開
催
さ
れ
る
全
国
教
育
系
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
は
次
のU

R
L

 
 
 

で
ア
ク
セ
ス
で
き
る
。http://shunkw

orks.jp/w
sf/index.htm

              
         
            

l  

（
３
）　
国
際
開
発
に
お
け
る
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
は
、
当
該
地
域
社
会
に
お
け
る
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
整
備
や
制
度
の
改
革
も
目
標
と
な
る
。
と

は
い
え
現
状
を
改
革
し
よ
う
と
す
る
主
体
の
形
成
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
、
開
発
事
業
が
一
方
的
な
押
し
つ
け
に
な
る
の
で
、
当
事
者
意
識
を
育
て
、
責

任
を
負
お
う
と
す
る
人
材
の
養
成
が
重
視
さ
れ
た
。
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
が
教
育
で
も
注
目
を
集
め
、
途
上
国
の
み
な
ら
ず
先
進
国
で
も
障
害
者
や
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
の
教
育
に
こ
の
視
点
を
取
り
込
も
う
と
す
る
考
え
方
が
拡
が
っ
て
い
る
。
国
連
が
と
く
に
重
視
し
た
の
は
、
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト

で
、
国
連
開
発
計
画
は
人
間
開
発
指
標
と
な
ら
ん
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
開
発
指
標
と
い
う
数
値
概
念
を
創
案
し
発
表
し
て
い
る
。
参
照
、
国
連
開
発
計
画

『
人
間
開
発
報
告
』
と
く
に
一
九
九
五
年
版
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
人
間
開
発
」
お
よ
び
二
〇
〇
〇
年
版
「
人
権
と
人
間
開
発
」
で
、
こ
の
問
題
を
扱
っ
て

い
る
。
国
際
協
力
出
版
会
刊
。

（
４
）　
学
習
方
法
の
内
容
を
科
目
と
し
て
扱
っ
て
い
た
大
学
と
し
て
、
本
学
提
携
校
の
Ｕ
Ｎ
Ｂ
Ｃ
（
ノ
ー
ザ
ン
・
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
、
カ

ナ
ダ
Ｂ
Ｃ
州
・
プ
リ
ス
・
ジ
ョ
ー
ジ
市
所
在
）
が
あ
る
。
同
校
で
は
一
年
次
配
当
の
「U

niversity

 
         
」
と
い
う
科
目
を
開
講
し
、
学
修
方
法
の
学
習
を

促
し
て
い
た
。
方
法
の
学
習
は
あ
ら
ゆ
る
科
目
に
共
通
し
、
す
べ
て
の
年
次
に
係
わ
る
の
で
、
導
入
教
育
に
止
ま
ら
ず
全
科
目
で
扱
わ
れ
る
べ
き
エ
レ

メ
ン
ト
で
あ
る
。
し
か
し
個
別
科
目
の
な
か
で
そ
の
訓
練
を
十
分
に
行
う
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
学
修
方
法
つ
い
て
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
助
言
・

＜
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補
習
を
実
施
す
る
独
立
の
組
織
が
必
要
と
な
る
。
筆
者
が
訪
問
し
た
カ
ナ
ダ
の
大
学
で
は
ど
こ
も
こ
う
し
た
部
局
を
お
い
て
い
た
。
Ｕ
Ｎ
Ｂ
Ｃ
はLearn

 
     

ing
Skills

C
entre

            
     

を
設
置
し
て
い
る
。
本
学
で
も
二
〇
〇
五
年
に
学
習
支
援
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
た
。

（
５
）　
学
生
に
よ
る
授
業
評
価
の
方
法
と
し
て
ミ
ニ
ッ
ツ
・
ペ
ー
パ
ー
と
い
う
方
式
が
あ
る
。
授
業
の
最
後
の
一
分
間
に
「
本
日
の
授
業
の
要
点
は
何
か
」

「
本
日
の
授
業
で
い
ち
ば
ん
分
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
何
か
」
と
い
う
二
つ
の
質
問
に
応
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
式
は
講
義
で
学
生
の
理
解

度
を
確
認
し
、
学
期
中
に
授
業
を
微
調
整
す
る
に
は
有
効
で
あ
る
。
筆
者
は
講
義
に
こ
の
方
式
を
採
用
し
て
い
た
が
、
一
年
次
生
の
入
門
ゼ
ミ
で
も
利

用
し
て
い
た
。
基
礎
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
は
質
問
の
ほ
か
に
授
業
運
営
の
感
想
を
聞
い
た
。

（
６
）　
中
野
民
夫
『
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
革
命
』、
二
〇
〇
三
年
、
岩
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
新
書
、
六
頁
、
お
よ
び
フ
ラ
ン
・
リ
ー
ス
（
黒
田
由
貴
子
他
訳
）

『
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
型
リ
ー
ダ
ー
の
時
代
』
二
〇
〇
二
年
、
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
社
、
二
八
頁
。

（
７
）　
中
野
、
二
〇
〇
三
年
、
四
〇
―
四
三
頁
。

（
８
）　
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
の
実
例
は
米
国
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
検
索
す
る
と
数
多
く
見
つ
け
ら
れ
る
。
日
本
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
協
会
の
サ
イ
ト
で
は
ツ
ー

ル
ペ
ー
ジ
に
「
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
集
」
が
あ
り
、
米
国
の
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
・
サ
イ
ト
・
リ
ン
ク
一
六
カ
所
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

http://w
w
w
.faj.or.j

        
 
 
         p  

（
９
）　http://w

w
w
.uiow

a.edu/~cq/2002
B
asic
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（
　
）　
中
野
、
二
〇
〇
三
年
、
一
一
―
一
二
頁
。

１０
（
　
）　
同
書
、
九
〇
頁
。

１１
（
　
）　
リ
ー
ス
、
前
掲
書
、
三
三
頁
。

１２
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
教
育
に
お
け
る
双
方
向
型
授
業
の
一
展
開
（
大
熊
） 

三
一
（
　
　
　
）

三
一
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参考資料１　First Year Seminar Ⅱ　「コメントのしかた」

　このクラスでは、事件や事実を見る人の立場にも注目して、ある事件・事実
の記述が、どのような立場から書かれているかについて考えてもらう、

　関係者の利害関係やなんらかの関心が違うと、評価は変わる。

　コメントの担当者は、自分の属する班が扱う個人や集団の立場から、テキス
トの記述の当該箇所（毎回の授業で扱う部分）についての解釈をまとめること。
例えば、陸軍参謀本部の認識、方針、実際の行動とその結果についての記述が
ある場合、それを天皇の立場からみて、まず賛成か反対かを理解する。そして
その時もっていたであろう判断や評価を推測して解釈する。

注意すべきこと
・立場が違うと、ある事実について重要な側面が、テキストに書かれていない
ことがある。
　例えば、広島・阪神戦の野球でカープが勝った試合の報道でも、阪神側に
立つメディアでは、阪神の選手のプレーは載せていても、広島の選手のプレー、
とくに地味なプレーに触れていない場合がある。

・テキストに書かれていない部分の理解には、図書館の他の資料で補足する、
満州事変とかリットン報告書とか、石原完爾や蒋介石のような事件や人名に
ついて、百科事典で調べる。

・百科事典の記述が不十分な場合、専門事典や資料集を使う。参考資料（レファ
レンス）を例示しておく。
日本外交史辞典　新版　外交史料館　山川出版
平和事典　新訂版　広島平和文化センター
世界戦争事典　河出書房新社
資料集２０世紀の戦争と平和　新日本出版社
２０世紀世界紛争事典　三省堂
Keesing’s Record of World Events

・さらに詳しく知りたいときは、専門書や資料で探す。
　探し方が分からないときは、図書館の参考係と相談する。
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参考資料２   基礎ゼミナール　書評の書き方

１　書評とは
　書評は、ある一冊の本を精読したあとで、その内容を要約し、著者の主張を
まとめ、それを自分なりに評価するものです。公刊される書評は、読者に対し
てある本をどのような点で勧められるか、あるいは勧められないのか評価の基
準を意識して書かれます。一般的にいえば、評者のお勧めの理由を書いたもの
といえます。
　大学の授業の中で書く書評は、テキストの読解力と分析力とともに著者の主
張に対する評価能力を見るためのものです。
　書評は、読書感想文ではありません。読んだ本の印象 （impression）をなんと
なく書き連ねても、勉強の蓄積にはなりません。対象となる本の内容を把握し、
著者の論点を正確に捉え、それに対して一定の尺度から評価をすることは、次
に本を読む場合の経験として生かすことができます。
　日本では、書評とか伝記のように、個人評価に係わる分野が発達しませんで
した。新聞や雑誌のみならず専門の学術雑誌の書評でも、弟子や同じ専門分野
の仲間同士の慰労文や敬意の表明に止まっていることが多いのです。
　少し厳しいと思える評価を書く場合、書評にも注をつけると、客観性を維持
できるので、注記することをすすめます。

２　書評の書き方
　書評は論文や記事と違い字数が少ないので、書き方も一様ではありません。
しかし学術誌などで使われる方式は一般性があるので、この方法を利用しましょ
う。通常の構成は以下のようになっています。
１）　評書名――評価する本の書名を下記のように書きます

著者名、『　書名　』発行年、版元 /出版社
・書名は二重カギ括弧にいれます。字数に余裕がある場合は、副題も記しま
す。

２）　評者名――文責者を明らかにします
・これは書評を載せるメディアにより様々です。最後に括弧付けで記すこと
も多い。大学の期末試験の場合は、書名などの次に書きます。

３）　評書の構成――対象とする本の内容の骨格を示します
・「本書の構成は以下のとおりである」といった枕文のあとに、その本の「目
次」を写します。書く書評の制限字数によって、章と節のタイトルにする
か、章だけにするか決めます。

４）　本の内容――内容の要旨・要約です
・その本の内容を要約します。
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・要約のやり方としては、まずパラグラフ（段落）ごとにキーワードを選び
ます。キーワードには、主語になるもの、述語になるもの、目的語・補語に
なるものを選び、これらをつないで短い文にまとめます。段落の要約を集
めて節や章の要約をつくり、それらを本全体の要約に集約します。要約で
重要なことは、抽象化のテクニックです。これはいくつもの具体的ことが
らをまとめる概念による記述を意味します。この技術を身につけるには経
験が必要ですが、初心者はとにかくやってみることが大切です。

５）　著者の論点――評書の主張・論点をまとめます
・著者の記述は、事実や現象の説明という部分がかなり含まれます。社会科
学の場合、著者は何らかの具体的事実をとりあげ、その因果関係、あるい
はそのなかの特定アクター（個人、集団、組織）の行動を評価しています。
著者の論点とは、著者の記述のなかの事実や現象に関する説明部分でなく、
評価や判断を与えている部分です。すでにテキストの内容については要約
を示しているので、著者が与えた評価や判断を著者の意見としてまとめて
提示します。

６）　評者の評価――自分の意見を示す部分です
・ここで評者である君たちが、自由に自分の意見を書くことができます。
・著者の意見に示された判断、評価について賛成でも反対でもいいのですが、
反対意見を述べるときは、著者の判断や評価の基準と自分の基準とがどの
ように違うのか、反対の根拠を明示することが必要です。

書評の字数
・短すぎるとなかなか字数に収まりきらないので、ある程度の長さがある方
が書きやすいものです。
・１０００字をめどに１２００字ぐらい、長くても１６００字以内に収めましょう。
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参考資料３　書評例⑴

　この書評はできすぎていて、盗作ではないかという疑念がぬぐえない。この
書評がどこかに掲載されていないかインターネットで何度も探したが見つから
なかった。盗作だとしてもこの書評を発見した一年生にはなにか能力がありそ
うな気がする。原文は縦書きだった。［大熊］

―――――――――――――――――――――――――――――――

小林英夫『日中戦争　殲滅戦から消耗戦へ』講談社現代新書、２００７年

　本書は、近代日本最長の戦争である「日中戦争」とは何だったのかを「ハード
パワーとソフトパワー」、「没収された手紙」の二つの手がかりから大局的かつ
重層的に理解することを主眼としている。
　本書の構成は次の序章と６章から構成される。
　序　章　殲滅戦争と消耗戦争
　第１章　開戦ヘの歩み

１　満州事変と抗日運動
２　廬溝橋事件と日中開戦

　第２章　破綻した戦略
１　上海攻撃から南京虐殺事件へ
２　蒋介石の戦略はなぜ生まれたか

　第３章　傀儡の国
１　欺かれた汪兆銘
２　南京「傀儡」政権の樹立

　第４章　見果てぬ夢
１　太平洋戦争の勃発
２　日本の敗戦と汪政権の最後

　第５章　二つのパワー
１　日本のハードパワー
２　中国のソフトパワー

　第６章『検閲月報』を読む
１　発掘された『検閲月報』
２　第１期～第２期の『検閲月報』
３　第３期の『検閲月報』

　まず序章では、近代日本軍が第一次世界大戦以降の消耗戦略戦争への変化に、
日露戦争というチャンスがありながらも気づくこととができなかった事を挙げ
ている。そして第１章において開戦に至る経緯を述べた後、第２章で日本軍と
中国軍の長所・短所を蒋介石の言葉を紹介しつつ明らかにし、日本軍の性質は
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短期決戦向き、中国軍の性質は持久戦向きであり、それが長期戦となった日中
戦争において中国軍に有利に働いたと論じている。第３章では汪兆銘傀儡政権
樹立に至る「日本軍の外交に名を借りた殲滅戦略的な謀略」がその日本軍の長
期的視点の欠如によるものと述べている。第４章は、著者の言う「日中戦争第
三期」（１９４１年１２月から４５年８月）についてである。重慶政府側が英米からの支
援を取り付け、その外交力で対日包囲網が完成を見たことで、日本軍の殲滅戦
略戦争の展開が封殺された。そして著者はこれを蒋介石の消耗戦略型戦争の勝
利と分析する。第５章では殲滅戦争と消耗戦争の戦争類型の対立の視点からさ
らにハードパワーとソフトパワーという「２つのパワー」の視点で掘り下げてい
く。第６章は１９５３年に発掘され、２００３年に著者が公開にこぎつけた『関東憲兵隊
通信検閲月報』の分析である。著者はこれを「下から見た日中戦争」であり、
日本人・中国人の本音を語るものとしている。
　著者によれば、日中戦争において勝敗を分けたのはその「殲滅戦略」「消耗戦
略」という戦略思想と「ハードパワー」と「ソフトパワー」という２つのパワー
の違いである。常に日本軍（日本政府）は過去の戦いで勝利した短期殲滅戦略
を選択してきた。第一次大戦以降本格化してきた長期消耗戦争を知らなかった
ともいえる。殲滅戦争に必要なのはハードパワーであり、日本は東アジアにお
いていち早く近代化に成功したこことでそれを得ている。また、日本人の長所
を生かす戦略でもあった。一方、中国はハードパワーでは日本に圧倒的に劣るた
め、強みであるソフトパワー（特に外交宣伝）を生かす消耗戦へと導こうとし
た。それは国土・人口共に豊富な中国だからこそ可能な戦略でもあった。空間
を時間へ変え、その時間で外交関係を整え軍備を充実させることで中国は勝利
を手にしたのである。
　このように、本書では一貫して「殲滅戦争」「消耗戦争」という二つの戦争類
型を示し、論じているが、その戦略決定において影響したのは両国の「戦争観」
のようなものの違いがあったのではないか。著者の言う日露戦争の前後の「殲
滅戦争」から「消耗戦争」への転換は同時に「限定戦争」から「全体戦争」へ
の転換でもあった。従来の限定戦争は軍人同士が戦うことで勝敗を争ういわば
ゲーム的なものであったのに対し、全体戦争は前線・銃後を問わず国家全体で戦
うものとなった。日中の戦略の違いはむしろこの違いによるもののほうが大き
かったのではないだろうか。
　また、盧溝橋事件や南京事件について自らの考えを書かず、教説を紹介する
にとどめているのは、日中戦争の全体像を重視しようとする著者の判断がうか
がえる点てある。しかし、第６章の『検閲月報』の分析は、果たして本書に必
要だったのか疑問である。取って付けたような印象が拭えない。
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参考資料４　書評例⑵

　この書評は、明らかに学生が書いたことが判る文章である。推敲が必要な部
分もあるが、評書の要約や論点の把握は一年生としてはよくできている。評者
としての主張の根拠も明確な例である。［大熊］

―――――――――――――――――――――――――――――――

井上　寿一　著『アジア主義を問いなおす』（筑摩書房　２００６年）

　現在のアジアの中で日本は、中国、韓国と相互不信を深めつつある。日本の
行動に対する苛立ちから、２００５年に中国で激しい反日デモが起きているほどで
ある。本書では、こうした状況が１９３０年代の雰囲気と酷似しているため、当時
のアジア主義の歴史的経験に学びながら今後の目本の課題をあげている。また、
満州事変から日中戦争への流れを、対米協調とアジア主義（特に日中提携外交）
との相克という視点から振り返り、これからの日本とアジアとの外交関係を考
えることを目的としている。
　本書は次の６章から構成されている。
　第１章　今なぜアジア主義を問いなおすのか
　第２章　「アジア主義」外交はどのように形成されたのか
　第３章　「東亜モンロー主義」外交とは何だったのか
　第４晰　侵略しながら連帯する
　第５章　なぜ［東亜新秩序」は実現しなかったのか
　第６章　歴史の教訓
　本書は、社会、経済、安全保障、政治の様々な分野からアジア主義を考え、そ
の知的挑戦と政策構想を再発見することにより、私たちが継承すべき歴史的経
験を明らかにしつつ、日本の外交政策に示唆するものは何か具体的に考える。
　まず小泉外交と民政党内閣の外交を比較すると、前者は対米一辺倒に対し、
後者は対米協調と日中提携の両方を追求していた。後者の外交の背景には満州
国建国が大きく影響している。なぜなら日満経済はアメリカ経済に依存してい
たからだ。このように、アジア主義的な経済共同体でありながら、アメリカな
しではやっていけないことが明らかとなった。
　その後日本は満州事変と国際連盟脱退を機に、「東亜モンロー主義」に転向し
た。日本は国際的に孤立に陥る。しかし昭和恐慌から脱却するには、「東亜モン
ロー主義」ではなく、自由貿易体制化での輸出主導が必要だった。このような帝
国主義的な利益を手放す用意がないまま、この後日本は欧米に対抗するために
日中提携しようとした。［それが］アジア主義外交政策だった。中国は満州国の
存在を棚上げしての、経済提携には拒否的であり、日本外交は日中国交調整の
具体的な手がかりを失ってしまった。
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　満州事変は、その後全面日中戦争を引き起こすまでにいたった。道義を争点
とする戦争で、有利に立てない日本は戦争の早期解決を急ぐ必要があった。し
かし軍事的に勝利しても政治的な解決は見られず、戦争の長期化が避けがたい
ものとなった。しかし、日中戦争は危機であると同時に好機でもあった。そこ
で「東亜新秩序」が登場した。それはアメリカ資本を導入して、「東亜」地域の
経済開発を進め、中国がその経済開発に必要なものを日本に求めれば日本にメ
リットがあるというものである。しかし、その後三国同盟を結んだことや、日
本が「反帝国主義」＝アジア主義を強調したことでアメリカを経済的に交戦国
としてしまい、「東亜新秩序外交」は基礎的条件を失ってしまった。そしてアメ
リカが「正式な交戦国」になる時が、目前に迫った。
　日中戦争を解決し国際秩序を築けなかった日本は「南進」へ転換した。その後
対米開戦に踏み切ったため、日本は自らアメリカに依存する国際秩序である「大
東亜共栄圈」の確立も崩壊した。そして対米戦争後、日本は対米協調を自らで
はなく強制的にすることとなった。そこからアジア国際秩序のための対米協調
を模索することとなった。
　そこで著者は、対抗原理としてのアジア主義の限界を乗り越えて、東アジア
共同体を形成し、その中で近隣諸国との共存を実現するためには、アメリカに
対抗するために日中が提携する、それがだめなら「敵の敵は味方」だからイン
ドと連帯する、といったバワーゲーム的思想から脱却する必要があると説く。ま
た、日本外交は対米協調を進めながら、他方では東アジア共同体がアメリカを
含む関係国すべてに経済的利益をもたらすものであることをアメリカに対して
説得することができれば、外交的な発言力を強めながら、東アジア共同体ヘア
メリカを誘うことができる可能性があると述べた。
　私は、著者のパワーゲーム的思想から脱却する必要があるという意見にはあ
まり賛同できない。それはあくまで理想論であると考えるからだ。アメリカに
対して日本が発言力を強めるには、今のところアジア（特に中国）と提携する
などしてアメリカに対抗できる力を持つことしかないと考える。また、その方
法としての著者の意見には賛同する。東アジア共同体が完成すれば、アメリカ
を含む関係国とお互いの経済を活性化してより成長することができるのではな
いか。私はアメリカとアジアが軍事的に対立するのではなく、経済や文明の部
分でお互いに向上できるような関係を築くことが重要課題だと考える。


