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「
教
授
学
研
究
の
会
」
の
研
究
ア
プ

ロ
ー
チ
に
つ
い
て

吉
田
章
宏

―
―
人
間
科
学
と
し
て
の

「
教
授
学
」
―
―

は
　

じ

　
め

「教
授
学
研
究
の
会
」
の
研
究
方
法
に
つ
い
て
報
告
し
て
み
よ
と
の
お
す
す
め
を
い
た
だ
い
た
の
で
、

「
教
授
学
研
究
の
会
』
の
研
究
ア
プ

ロ
ー
チ
に
つ
い
て
」
と
し
、
「
人
間
科
学
と
し
て
の

一．教
授
学
ヒ

さ
せ
て
い
た
だ
／
、
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

こ
の
報
告
は
、
も
ち
ろ
ん
、

い
フ
ま
で
も
な
く
、
会
で
の
こ
れ
か
ら
の
実
践
や
研
究
が
そ
れ
に
従
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
規
則
と
か
研

究
方
針
な
ど
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
わ
た
く
し
自
身
が
、
会
の
活
動
に
参
加
す
る
よ
う
に

な

っ
て
以
来
、
七
年
近
く
の
間
に
学
ん
だ
多
く
の
こ
と
、
そ
れ
ら
の
こ
と
に
も
と
づ
く
、
わ
た
く
し
な
り
の
現
在
の
段
階
で
の
ま
と
め
と

い
っ
た
も
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
お
聞
き
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思

い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
と
と
も
に
．
会
全
体
と
し
て
も
ま
た
、
現
在
、
会
の
今
後
の
研
究
の
方
向
を
意
識
的
に
さ
ら
に
明
確
化
し
て
い
く
努
力

が
必
要
と
さ
れ
る
段
階
に
あ
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
く
り
返
し
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
そ
う
し
た
会
の
研
究
方
向
の
明
確

化

へ
の
努
力
の
ひ
と
つ
の
試
み
と
し
て
、
ま
た
、
研
究
方
向
の
意
識
化
と
そ
れ
に
よ
る
会
の
研
究
活
動
の
基
礎
固
め

へ
の
努
力
の
ひ
と
つ

い
ろ
い
ろ
考
え

た
末
、
表

題

を

レ
一
い

う
面

躍
裡
を
」
つ

」
‐プ

て

、　
朝
朴
上
ロ
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の
試
み
と
し
て
も
、
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

わ
た
く
し
自
身

に
起

っ

さ
て
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
「
教
授
学
研
究
の
会
」
に
参
加
す
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
こ
の
七
年
の
間
に
、
わ
た
く
し
自
身
の
研
究

の
仕

事
の
上
で
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起

っ
た
か
、
い
ま
の
わ
た
く
し
が

「教
授
学
研
究
の
会
」
で
の
わ
た
く
Ｌ
自
身
の
研
究
の
あ
り
方
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
か
を
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
、

こ
の
よ
う
に
わ
た
く
し
自
身
の
こ
と
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
何
か
た
い
へ
ん
個
人
的
な
事
柄
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
、

も

っ
と
研
究
方
法
の
原
則
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
ま
と
め
て
、
整
理
し
て
、
早
く
語
る
べ
き
だ
、
と
お
感
じ
に
な
る
方
々
が
、
あ
る
い

は
、　
い
ら

っ
し
や
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
い
ま
の
わ
た
く
し
は
、
そ
う
は
思

い
ま
せ
ん
。
報
告
す
る
わ
た
く
し
自
身
の
経
験
し

た
こ
と
、
体
験
し
た
こ
と
、
の
報
告
を
全
く
抜
き
に
し
て
、
研
究
の
あ
り
方

一
般
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
空
し
い
こ
と
で
す

し
、
ま
た
、
そ
れ
は
、
理
解
で
な
く
、
誤
解
を
生
む
恐
れ
が
大
き
い
、
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
自
分
自
身
の
経
験
や
体
験

を
重
ん
ず
る
考
え
方
、
も
の
の
感
じ
方
そ
の
も
の
も
、
実
を
い
い
ま
す
と
、
こ
の
研
究
会
の
活
動
の
中
で
、
次
第
に
、
わ
た
く
Ｌ
自
身
、

身
に
つ
け
て
き
た
も
の
な
の
で
す
。

わ
た
く
し
は
、
教
授
学
研
究
の
会
に
参
加
す
る
以
前
は
、
教
育
心
理
学
の
領
域
で
、
主
と
し
て
認
識
と
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
心
理

学
的
問
題
を
研
究
し
て
お
り
ま
し
た
。

い
い
か
え
れ
ば
、
ひ
と
は
ど
う
や

っ
て
も
の
を
知
る
か
、
ま
た
、
そ
の
知

っ
た
こ
と
を
ど
う
や

っ

て
他
の
ひ
と
び
と
と
伝
え
合
う
か
、
そ
う
い
っ
た

一
般
的
な
問
題
に
興
味
を
も

っ
て
勉
強
し
て
お
り
ま
し
た
。

そ
れ
と
と
も
に
、
い
ま
反
省
し
、
思

い
起
し
て
み
ま
す
と
、
わ
た
く
し
は
、
三
つ
の
願
い
を
も

っ
て
い
た
よ
う
に
思

い
ま

す
。
そ

れ

いは
、一　

人
間
心
理
の
生
き
生
き
と
し
た
現
実
を
と
ら
え
る
こ
と
。

た
変
fヒ

つ

い

て
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一　
教
育
実
践
に
、
研
究
を
通
じ
て
、
貢
献
十
る
こ
と
。

〓
一　
厳
密
な
、
「
科
学
的
」
一
客
観
的

一
「
学
問
的
」
認
識
を
獲
得
す
る
こ
と
。

こ
れ
ら
二
つ
の
願

い
は
、
そ
の
と
一一手
」
き
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
わ
た
く
し
の
中
で
、
自
己
を
強
＜
主
張
し
て
は
、
わ
た
く

し

を

悩

ま

せ
て
い
ま
し
た
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
そ
の
頃
の
わ
た
く
し
に
は
、
こ
れ
ら
二
つ
を
共
に
か
な
え
る
べ
き
方
策
が
全
く
わ
か
ら
な
か

っ
た

か
ら
な
の
で
す
。

わ
た
く
」
が
専
攻
し
て
き
て
い
る
教
育
心
理
学
ｎ
世
界
は
、
教
育
の
心
理
的
問
題
を
研
究
十
る
領
域
で
あ
る
筈
な
の
で
す
が
、
性
の
比

較
的
進
ん
で
い
る
近
接
学
問
領
域
に
比
べ
一
、遅
れ
一
発ヽ
展
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
て
、
人
間
っ
生
き
生
き
と
し
た
現
実
を
と
ら
え

る
こ
と
や
、
教
育
実
践
に
役
立

つ
こ
と
よ
り
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
は
、
一，学
問

一
に
な
る
こ
と
、
「
科
学
」
―■
な
る
こ
と
に
、
最
も
強
い

関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
状
態
に
あ
り
ま
し
た
。

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
学
問
の
世
界
で
は
、
研
究
者
に
と

っ
て
は
、
自
分
の
専
攻
し
て
い
る
研
究
領
域
が

一
学
問
に
な

っ
て
い
る

か

ど

う

か
」
と
い
う
こ
と
が
、
多
く
の
場
合
、
最
も
強
く
関
心
を
も
た
れ
る
事
柄
な
の
で
す
。

そ
し
て
、
心
理
学
の
場
合
、
学
問
の
理
想
と
さ
れ
て
い
た
の
は

「
物
理
学
」
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
も
、
心
理
学
研
究
者
た
ち
が
理
解

し
た
限
り
で
の

「
物
理
学
」
で
あ
り
ま
し
た
。
自
然
科
学
で
あ
る
物
理
学
を
模
範
と
し
て
、
人
間
に
つ
い
て
の
科
学
で
あ
る
心
理
学
を

つ

く
る
。
そ
の
心
理
学
の
中
で
教
育
に
か
か
わ
る
部
門
を
担
当
す
る
の
が
教
育
心
理
学
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
当
時
の
わ
た
く
し
が
と
い
え
て

い
た
研
究
上
の
努
力
目
標
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
現
在
に
お
い
て
も
、
多
く
の
教
育
心
理
学
研
究
者
の
努
力
目
標
で
も
あ

る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
科
学
論
の
中
で
、
自
然
科
学
主
義
と
か
物
理
学
主
義
と
か
呼
ば
れ
て
い
る
傾
向
の
ひ
と
つ
の
現
わ
れ
な
の
で
す
。

さ
て
、
わ
た
く
し
自
身
は
、
認
識
と

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
＝
シ
ョ
ン
の
心
理
学
と
い
う
立
場
か
ら
、
教
室
学
習
の
問
題
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て

い
ま
し
た
。　
一
九
六
四
年
か
ら
六
七
年
ま
で
の
三
年
間
、
米
国
イ
リ
ノ
イ
大
学
で
指
導
を
受
け
た
二
人
の
先
生
方
の
う
ち
、
ひ
と
り
は
プ

ロ
グ
ラ
ム
学
習
の
専
門
家
、
ひ
と
り
は
教
室
学
習
の
心
理
学
の
専
門
家
、
も
う
ひ
と
り
は
自
然
科
学
教
育
と
数
学
教
育
の
専
門
家
で
あ

っ

た
こ
と
に
も
、
わ
た
く
し
の
当
時
か
ら
の
関
心
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。

一
九
七

一
年

（昭
和
四
十
六
年
）
の
暮
、
岡
山
大
学
の
宮
坂
義
彦
さ
ん
の
お
さ
そ
い
で
、
瀬
戸
内
海
、
因
島
の
田
熊
小
学
校
で
の
合
宿



研
究
会
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
か
ら
、
わ
た
く
し
は
教
授
学
研
究
の
会
の
活
動
に
加
わ
る
よ
う
―■
な
り
ま
し
た
。

初
め
は
、
お
客
さ
ん
の
よ
う
に
扱

っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
し
、
わ
た
く
し
自
身
も
お
客
さ
ん
の
よ
う
な
つ
も
り
で
い
ま
し
た
。

わ
た
く
し
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
分
野
の
研
究
者
の
方
々
と

一
緒
に
、
斎
藤
先
生
か
ら
授
業
に
つ
い
て
学
ぶ
な
か
で
、
わ
た
く
し
の
仕

事
や
役
割
を
こ
ん
な
風
に
考
え
て
い
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
わ
た
く
し
は
、
教
育
心
理
学
の
立
場
か
ら
、
認
識
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と

い
う
側
面
に
限

っ
て
、
わ
た
く
し
の
と
ら
え
る
限
り
で
の
授
業
の
心
理
学
的
問
題
を
と
ら
え
て
明
ら
か
に
す
る
役
割
を
分
担
す
れ
ば
よ
い

の
だ
、
と
。

こ
の
考
え
か
ら
十
る
と
、
た
と
え
授
業
と
い
う
も
の
の
内
容
が

い
か
に
豊
か
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
わ
た
く
し
が
か
か
わ
る

側
面
は
自
ず
か
ら
限
定
さ
れ
て
お
り
、
他
の
側
面
に
興
味
を
も

っ
た
と
し
て
も
、
研
究
自
体
は
限
定
し
た
側
面
に
限

っ
て
進
め
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
自
己
限
定
す
る
こ
と
が
、
研
究
の

「
専
門
性
」
な
の
だ
、
そ
う
も
考
え
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
研
究

方
法
も
、
い
ず
れ
は
対
象
に
即
し
た
新
し
い
方
法
を
開
発
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
に
せ
よ
、
当
面
、
ま
ず
、
自
分
の
学
ん
で
き
た
心
理
学

で
の
研
究
方
法
に
よ
り
、
授
業
の
現
実
を
と
ら
え
、
心
理
学
と
授
業
Ｌ
を
関
連
づ
け
る
こ
と
か
ら
始
め
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
ん

な
風
に
も
考
え
て
い
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
″

そ
の
後
、
授
業
の
研
究
会
、
各
地
の
公
開
研
究
会
の
か
ず
か
ず
に
参
加
す
る
な
か
で
、
わ
た
く
し
の
当
初
の
考
え
方
は
次
第
に
修
正
を

迫
ら
れ
、
ま
た
、
現
実
に
修
正
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

直
接
に
ま
た
間
接
に
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
を
う
け
、
た
び
た
び
深
刻
な
反
省
を
迫
ら
れ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
こ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

授
業
を
見
て
も
、
自
分
の
枠
を
固
く
守

っ
て
、
そ
の
枠
を
通
し
て
し
か
見
よ
う
と
し
な
い
、
と
批
判
さ
れ
た
友
人
の
話
を
き
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
わ
た
く
し
と
同
じ
心
理
学
を
専
攻
す
る
友
人
で
し
た
。
批
判
は
、
も

っ
と
ナ
イ
ー
ブ
に
、
と
ら
わ
れ
ず
に
、
ひ
と
り
の

人
間
と
し
て
授
業
全
体
を
受
け
と
め
た
上
で
、
そ
れ
を
も
と
に
し
な
が
ら
、
専
門
の
立
場
か
ら
の
分
析
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う

も
の
で
し
た
。
こ
の
批
判
は
、
直
接
、
わ
た
く
し
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
の
で
す
が
、
自
己
限
定
す
る
こ
と
が
専
門
性
だ
と

考
え
て
い
た
わ
た
く
し
に
と

っ
て
、
―
―
も

っ
と
も
、
現
実
に
は
す
で
に
そ
う
し
た
限
定
を
破
る
よ
う
な

「
危
険
」
を
冒
し
つ
つ
あ

っ
た

わ
た
く
し
で
は
あ
り
ま
し
た
が
―
―
強

い
反
省
を
迫
ら
れ
る
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
さ
き
に
の
ぺ
た
よ
う
な
自
己
限
定
す
る
こ
と
を
止

め
た
と
き
、
は
た
し
て
、
わ
た
く
し
は
、
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
、
ど
こ
ま
で
授
業
を
わ
か
り
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
も

の
か
、
ま
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た
、
た
と
え
あ
る
程
度
そ
れ
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
、
は
た
し
て
学
問
的
研
究
と
し
て
の
性
格
を
ど
こ
ま
で
維
持
で
き

る
も

の

か
、
な
ど
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
安
と
疑
間
が
残

っ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、　
一
九
七
四
年
暮
の
湯
河
原
で
の
研
究
合
宿
の
こ
と
で
し
た
。
「
研
究
者
は
貧
相
で
あ
る
」
「
人
間
と
し
て
太
る
た
め
に
、
研
究
者

も
自
分
で
実
際
に
授
業
を
や

っ
て
み
る
べ
き
だ
」
と
い
う
批
判
が
、
斎
藤
先
生
か
ら
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
研
究
者

グ
ル
ー
プ
の

一
員
と
し
て
た
い
へ
ん
痛
い
と
こ
ろ
を
つ
か
れ
た
批
判
で
し
た
。
わ
た
く
し
自
身
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
事
件
で
し
た
。
そ

れ
と
と
も
に
、
授
業
を
ほ
ん
と
う
に
わ
か
る
と
い
う
こ
と
は
、　
一
定
の
枠
を
固
く
守

っ
て
、
そ
の
枠
か
ら
冷
や
か
な
傍
観
者
と
し
て
わ
か

る
こ
と
で
は
な
く
て
、
授
業
者
や
子
ど
も
た
ち
と

一
緒
に
、
授
業
そ
の
も
の
の
中
に
入
り
込
ん
で
、
授
業
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
わ

か
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
悟
り
は
じ
め
る
大
き
な
契
機
と
な
る
事
件
で
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
の
経
験
を
経
る
な
か
で
、
次
第
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。

授
業
を
と
ら
え
る
に
は
、
授
業
の
営
み
そ
の
も
の
に
即
し
て
、
専
門
の
枠
を

一
旦
は
ず
し
て
、
い
わ
ば
、
現
象
学
で
い
う

「
事
象
そ
の

も
の
へ
！
」
の
精
神
で
、
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
授
業
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
、
と
ら
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　

″

い
い
か
え
れ
ば
、
わ
た
く
し
の
全
体
を
、
わ
た
く
し
の
身
も
心
も
と
も
ど
も
に
、
授
業
の
具
体
と
か
か
わ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ

め
て
授
業
の
本
質
を
つ
か
み
、
わ
か
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
う
悟
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
研
究
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
考
え
方
、
感
じ
方
も
少
し
ず

つ
改
め
て
い
き
ま
し
た
。

抽
象
的
で
図
式
的
で
、
き
れ

い
に
整
理
さ
れ
た
話
が
好
き
で
あ

っ
た
わ
た
く
し
が
、
具
体
的
で
複
雑
な
個
々
の
事
例
の
も

つ
さ
ま
ざ
ま

な
意
味
を
、
あ

い
ま
い
さ
を
残
し
な
が
ら
も
、
次
第
に
解
き
明
か
す
よ
う
な
話
の
方
を
ず

っ
と
好
ま
し
く
思
う
よ
う
に
な
る
と
い
う
好
み

の
変
化
さ
え
起

っ
て
き
ま
し
た
。
研
究
を
、
い
わ
ゆ
る

「
理
窟
」
で
固
め
よ
う
と
し
て
い
た
わ
た
く
し
が
、
研
究
会
の
中
の
す
ぐ
れ
た
実

践
者
の
方
々
の
お
話
を
う
か
が
う
な
か
で
、
自
分
で
こ
う
い
う
の
は
少
し
お
か
し
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
幼
年
時
代
、
少
年
時
代
の
柔

ら
か
さ
、
ナ
イ
ー
プ
さ
を
少
し
ず

つ
取
り
戻
し
て
来
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

そ
う
し
た
経
験
の
中
で
、
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
、
「
現
象
学
的
精
神
病
理
学
」
に
ふ
れ
る
機
会
を
も
ち
、
そ
の
根
底
に
あ
る
現

象

学
、

ま
た
、
近
年
台
頭
し
つ
つ
あ
る
人
間
科
学
の
動
き
に
関
心
を
ひ
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
わ
た
く
し
に
起

っ
た
変
化

|
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―
個
人
的
な
変
化
と
研
究
上
の
変
化
と
―
―
は
、
生
き
た
人
間
の
具
体
的
で
人
間
的
な
問
題
に
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
と
き
、
ど
う
し
て

も
通
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
必
然
性
を
も

っ
た
変
化
な
の
で
あ
り
、
ま
た
、
学
問
研
究
上
で
は
、
「
人
間
が
人
間
を
人
間
的
に
研
究
す
る
」

こ
と
を
め
ぐ

っ
て
、
新
し
い

「
人
間
科
学
」
の
必
要
が
叫
ば
れ
て
い
る
そ
の
流
れ
に
沿

っ
た
変
化
だ

っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
自
覚
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

も
し
わ
た
く
し
が
、
こ
う
し
て
教
授
学
研
究
の
会
に
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
ら
、
恐
ら
く
、
わ
た
く
し
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
変
化
Ｌ

そ
の
自
覚
は
生
ま
れ
な
か

っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
も
し
生
ま
れ
た
と
し
て
も
、
ず

っ
と
ず

っ
と
遅
れ
て
で
あ
ら
た
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

こ
こ
で
の
報
告
の
題
を

「
研
究
ア
プ

ロ
ー
チ
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使

っ
て
、
「
研
究
方
法
」
と
し
な
か

っ
た
の
は
、
「
研
究
方
法
」
と
い

う
こ
と
ば
が
、
わ
た
く
し
に
と

っ
て
は
何
か
、・
研
究
す
る
人
間
の
あ
り
方
を
は
な
れ
て
存
在
し
、
そ
の
時
に
使

っ
た
り
、
使
わ
な
か
っ
た

り
す
る
こ
と
の
で
き
る
手
法
と
か
技
術
と
か
い
っ
た

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
幾
分
も

っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
か
ら
な
の
で
す
。
教
育
と
か

授
業
を
ど
う
研
究
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
単
に
、
技
法
と
し
て
の
研
究
方
法
の
問
題
に
限
定
さ
れ
ず
、
授
業
に
お
け
る
何
を
、
何
の
た

め
に
、
ど
う
研
究
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
さ
ら
に
、
研
究
す
る
人
間
自
体
の
人
間
と
し
て
の
あ
り
方
ま
で
も
巻
き
込
ま
な
い
で
は
い

な
い
の
だ
と
い
う
主
張
を
込
め
て
、
「
ア
プ

ロ
ー
チ
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
で
す
。
ま
た
、
副
題
に
、
人
間
科
学
と
し
て

の

「
教

授

学
」
と
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
ア
プ

ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
は
ず
の

「教
授
学
」
は
、
新
し
い
人
間
科
学
の
ひ
と
つ
の
典
型
と
し

て
の
意
味
を
も

つ
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
加
え
た
も
の
で
す
。

つ
ぎ
に
、
現
在
の
わ
た
く
し
が
と
ら
え
る
限
り
で
の
、
「
教
授
学
研
究
の
会
」
の
研
究
ア
プ

ロ
ー
チ
に
つ
い
て
、
い
く

つ
か
気
づ

い
た

点
を
お
話
し
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

一
一

「
教
授
学
研
究

の
会
」

の
研
究

ア
プ

ロ
ー
チ
に

つ
い
て

「
教
授
学
研
究
の
会
」
の
研
究
ア
プ

ロ
ー
チ
に
つ
い
て
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
、
具
体
的
な
会
の
研
究
活
動
を
思
い
浮
べ
て
み

ま

す
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鵬
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目

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

躊

目

と
、
そ
こ
に
は
す
ぐ
に
気
づ
く

い
く

つ
か
の
際
立

っ
た
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。
そ
れ
ら
を

つ
ぎ
に
列
挙
し

て

み

き
い
す

と
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

斎
藤
喜
博
先
生
―■
学
ぶ
。

す
ぐ
れ
た
実
践
に
学
ぶ
。

実
践
者
と
研
究
者
が
交
流
す
る
。

教
科
を
限
定
し
な
い
で
交
流
す
る
。

学
校
層
、
学
年
層
を
限
定
し
な
い
で
交
流
す
る
。

地
域
を
限
定
し
な
い
で
交
流
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
す

こ
し
説
明
い
た
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脚

１
　
斎
藤
喜
博
先
生
に
学
ぶ
。

斎
藤
先
生
の
こ
れ
ま
で
の
実
践
と
研
究
に
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
、
そ
の
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
成
果
を
受
け

継

い
で
、
こ
れ
か
ら
の
実
践
と
研
究
を
創
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
。
斎
藤
先
生
が
研
究
会
の
全
活
動
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
中
軸
的
な

役
割
は
、
い
ま
さ
ら
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
と
思

い
ま
す
。
公
開
研
究
大
会
ば
か
り
で
な
く
、
各
地
の
学
校
で
の
研
究
会
、

さ
ら
に
は
、　
一
日
研
究
会
、
そ
れ
に
先
生
の
お
宅
で
の
第
二
日
曜
の
会
の
活
動
、
そ
れ
に
な
ら
っ
た
各
地
で
の
研
究
会
で
の
活
動

へ
の
間

接
的
な
影
響
、
二
れ
ら
の
す
べ
て
を
含
め
て
そ
う
い
え
る
と
思

い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
会
と
し
て
は
あ
ま
り
に
当
然
に
す
ぎ
る
こ
と
の

よ
う
で
も
あ
り
ま
す
が
、
会
の
特
徴
と
し
て
は
是
非
挙
げ
て
お
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
の
独
自
な
意
味
も
そ
れ

自
体
、
今
後

の
研
究
に
値
す
る
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。

２
　
す
ぐ
れ
た
実
践
に
学
ぶ
。

こ
れ
は
、
１
の
こ
と
と
密
接
に
つ
な
が
る
わ
け
で
す
が
、
島
小
、
境
小
の
実
践
、
さ
ら
に
、
そ
の
後

の
御
影
小
、
啓
明
高
、
大
田
小
、
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三
本
木
中
、
東
陵
小
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
に
つ
づ
く
諸
校
で
の
実
践
、
ま
た
、
研
究
会
の
中
で
数
多
く
の
実
践
家
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
て
き

た
数

々
の
す
ぐ
れ
た
実
践
、
そ
う
し
た
現
実
に
創
造
さ
れ
て
き
た
実
践
に
学
び
な
が
ら
、
さ
ら
に
実
践
と
研
究
を
創
造
し
て
い
こ
う
と
し

て
い
る
こ
と
。

３
　
実
践
者
と
研
究
者
が
交
流
す
る
。

教
育
実
践
者

・
授
業
実
践
者
と
教
育
研
究
者
、
そ
れ
に
、
各
分
野
の
専
門
家
が
参
加
し
て
、
共
同
し
て
実
践
を
研
究
し
、
す
ぐ
れ
た
実

践
を
解
明
し
、
創
造
し
て
き
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
そ
う
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
。

４
　
教
科
を
限
定
し
な
い
で
交
流
す
る
。

学
校
で
の
授
業
を
研
究
す
る
に
当

っ
て
、
教
科
を
限
定
せ
ず
、
国
語
、
数
学
、
理
科
、
社
会
、
英
語
、
音
楽
、
美
術
、
体
育
、
技
術
家

庭
と
、
あ
ら
ゆ
る
教
科
の
授
業
を
す
べ
て
の
参
加
者
の
共
通
の
研
究
対
象
と
し
て
研
究
し
て
き
て
い
る
こ
と
。
教
科
の
す
べ
て
が
そ
れ
ぞ

れ
だ
れ
か
に
よ

っ
て
分
担
さ
れ
研
究
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
の
結
果
、
会
全
体
と
し
て
み
れ
ば
す
べ
て
の
教
科
を
扱

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る

と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
ど
の
教
科
の
実
践
研
究
か
ら
も
す
べ
て
の
参
加
者
が
学
ぼ
う
と
し
て
き
た
こ
と
。

５
　
学
校
層
、
学
年
層
を
限
定
し
な
い
で
交
流
す
る
。

幼
稚
園
、
保
育
園
か
ら
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
校
、
大
学
、
養
護
学
校
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
層
の
学
校
で
の
あ
ら
ゆ
る
学
年
で
の
教
育

研
究
活
動
に
携
わ

っ
て
い
る
人
々
が
参
加
し
、
互
い
に
学
び
あ
え
る
会
で
あ
る
こ
と
。
し
か
も
、
こ
れ
も
、
４
と
同
じ
意
味
で
す
べ
て
の

参
加
者
の
共
通
の
研
究
の
場
と
し
て
成
立
し
て
き
て
い
る
こ
と
。

６
　
地
域
を
限
定
し
な
い
で
交
流
す
る
。

参
加
者
が
地
域
的
に
全
国
に
わ
た

っ
て
い
る
こ
と
。
地
域
的
広
範
性
。
そ
し
て
、
各
地
で
の
研
究
会
活
動
が
活
渡
に
な
り
、
そ
れ
が
公

開
研
究
会
に
集
約
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
。

こ
れ
ら
の
特
徴
の
ひ
と

つ
ひ
と
つ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
大
き
な
深

い
意
味
を
も

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ

に
も

ま

し

て
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
特
徴
が
お
互
い
に
支
え
あ

っ
て
、
合
わ
せ
て

一
体
と
な
り
、
会
の
実
践
研
究
活
動
の
全
体
的
特
徴
を
な
し
て
い
る

一
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こ
と
。
）
二

こ
と
は
、
考
存
■
二
全
…
驚
ｔ

３゙

ｆ

〓
モ

と
わ
子

１

１

〓
思
´
曇

二
‘・．ら
な
い
♪
で
十
。

こ
う
し
て
広
範
で
多
様

な
実
践
と
Ｆｉｌ
究
ハ
交
流
１■
よ
り
、
な
ぜ
十
１
れ
た
実
践
か
百
ら
二
つ
ご
つ
ぎ
ヒ
創
ら
れ
て
＜
る
こ
と
が
可
能

な

の
か
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
、
そ
ら
よ
二，
な
交
流
か
可
能

な
っ
か
．。
ｉ
ｎ
二
Ｌ
‐１
´
い
一
、考
え
る
こ
と
が
、
一
教
授
学
研
究

の
全
ご

の
研
究
ア
プ

ロ
ー
チ
を
明
ら
か
二
十
る
こ
と
に
も
な
る
と
考
え
ま
す
。

そ
こ
で
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
実
践
と
研
究
の
交
流
つ
も

つ
意
味
、
そ
っ
論
理
的
構
造
・一
つ
い
て
考
え
、　
？
一三
」、
教
授
学
の
実
践
と．
研

究
が
も

つ

「
人
間
に
よ
る
人
間
の
研
究
」
と
し
て
の
典
型
性
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
い
と
思

い
ま
十
ｃ

そ
も
そ
も
、
実
践
と
研
究
者
の
交
流
を
根
底
で
き
さ
え
て
い
る
論
理
は
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
？

い
ま
の
わ
た
く
し
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
以
下
で
は
、
い
ち
い
ち

一，教
授
学
研
究
の
会
で
は
」
と
い
う
お
断
り
を
し
ま

せ
ん
が
、
そ
の
よ
う
に
受
け
と

っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

Ａ
、
ま
ず
、
実
践
者

に
よ
る
、
自
分
自
身

の
授
業
を
よ
り
よ

い
も

の
に
し
て
い
く
た
め

の
実
践
研
究
が
、
実
践
研
究
も
理
論
研
究
も
含
め

た
す
べ
て
の
研
究

の
も

っ
と
も
基
本
的
な
型
、
原
型

で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
が
あ
る
、
レ
一思

い
ま
す
。

こ
の
原
型
的
な
実
践
研
究

の
基
本

的
な
方
法
は
、
斎
藤
先
生

の
い
う

「
迂
遠
な
方
法
」
で
す
。
「
迂
遠
な
方
法
」
に

つ
い
て
、
斎
藤
先
生
は

つ
ぎ

の
よ
う
に
書

い
て
お

ら

れ

ま
す
。

そ
れ
は
ま
っ
た
く
迂
遠
な
や
り
方
で
も
あ
っ
た
。　
一
年
生
の
マ
ッ
ト
澪
動
の
教
材
に

『
い
り
か
ご
』
ヒ
い
う
の
が
あ
る
が
、
こ
の
運
動
が
で
き
な

い
子
ど
も
が
い
る
と
、
私
は
そ
の
子
ど
も
に
何
回
も
や
ら
せ
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
Ａ
の
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
の
だ
と
考
え
、
そ
の
方
法
で

や
ら
せ
て
み
る
。
し
か
し
そ
の
方
法
で
は
で
き
る
よ
う
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
ま
た
そ
の
子
に
自
由
に
や
ら
せ
て
観
察
し
考
え
て
み
る
。
そ
れ
で
Ｂ

の
方
法
を
考
え
て
や
ら
せ
て
み
る
が
、
そ
れ
で
も
で
き
な
い
。
ま
た
そ
の
子
ど
も
に

『
ゆ
り
か
ご
』
を
や
ら
せ
、
こ
ん
ど
は
Ｃ
の
方
法
を
考
え
出
し

て
み
る
。
そ
れ
で
や
ら
せ
て
み
る
と
そ
の
子
ど
も
が
う
ま
く
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

私
は
Ｃ
と
い
う

一
つ
の
方
法
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
う

一
人
の

「
ゆ
り
か
ご
』
の
で
き
な
い
子
ど
も
に
や
ら
せ
て
み
る
と
や
は
り
う

ま
く
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
私
は

一
つ
の
方
法
を
確
実
に
自
分
の
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
四
人
目
の

『
ゆ
り
か
ご
』
の
で
き
な
い
子
ど
も
に
Ｃ
の
方
法
で
や
ら
せ
て
み
る
と
そ
の
子
ど
も
は
で
き
る
よ
う
に
な
ら
な
い
。
も
う

一

度
そ
の
子
ど
も
に

『
ゆ
り
か
ご
』
を
や

つ
て
も
ら
い
、
前
の
子
ど
も
に
は
駄
目
だ

っ
た
Ｂ
の
方
法
で
や
ら
せ
て
み
る
が
こ
れ
で
も
で
き
る
よ
う
に
な

ら
な
い
。
そ
れ
で
最
後
に
前
に
や

っ
た
Ａ
の
方
法
で
や
ら
せ
て
み
る
と
そ
の
子
ど
も
は
す
ぐ
に

『
ゆ
り
か
ご
』
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
し
ま

っ
た

の
で
あ
る
。

そ
の
子
ど
も
は
前
の
二
人
の
子
ど
も
と
は
ち
が
う
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
前
の
二
人
の
子
ど
も
の
よ
う
な
場
合
に
は
Ｃ
の
方
法
が

よ
い
が
、
そ
の
子
ど
も
の
場
合
に
は
Ａ
の
方
法
で
な
け
れ
ば
駄
目
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
私
は
、
子
ど
も
の
ま
ち
が
い
方
に

合
わ
せ
て
の
Ａ
と
Ｃ
と
い
う
二
つ
の
方
法
を
自
分
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
は
じ
め
の
二
人
の
子
ど
も
の
よ
う
な

『
ゆ
り
か
ご
』

を
や

つ
て
い
る
と
き
に
は
す
ぐ
に
Ｃ
の
方
法
を
適
用
し
、
四
人
目
の
子
ど
も
の
よ
う
な
と
き
に
は
Ａ
の
方
法
を
適
用
す
る
よ
う
に
な

っ
た

の

で

あ

ス
υ

。

そ
う
い
う
迂
遠
な
方
法
で
私
は
私
の
も
の
を
数
多
く
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
ど
う
い
う
と
き
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
方

法
を
私
な
り
に
数
多
く
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
う
い
う
自
分
の
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
方
法
で
は
で
き

な
い
よ
う
な
事
実
に
ぶ
っ
つ
か
っ
た
と
き
に
は
、
新
し
い
方
法
を
考
え
出
し
、
事
実
を
動
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
方
法
を
さ
ら
に
数
多
く
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
の
積
み
上
げ
が
、
教
師
と
し
て
の
私
の
力
を
幾
ら
か
高
い
も
の
に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の

「
迂
遠
な
方
法
」
に
つ
い
て
の
叙
述
は
、　
一
見
、
全
く
当
り
前
の
こ
と
し
か
記
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
読
め
ま
す
。
た
し
か
に
、

何
も
秘
密
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
が
し
か
し
、
ひ
と
り
の
す
ぐ
れ
た
実
践
者
が
、
た

っ
た
ひ
Ｌ
つ
の
方
法
を
た
し
か
に
自
ら
の
も
の
―■

し
て
い
く
た
め
に
、
現
実
に
は
ど
れ
だ
け
の
努
力
と
工
夫
を

つ
み
重
ね
る
こ
と
が
必
要
で
あ

っ
た
か
が
は

っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
に

「
迂
遠
な
方
法
」
の
秘
密
と
い
え
ば
秘
密
が
あ
る
の
だ
と
考
え
ま
す
。
ま
た
、
そ
う
し
た
つ
み
重
ね
を
通
し
て
実
践
者
と
し
て
の

力
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
だ
と
い
う
こ
と
も
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
迂
遠
な
方
法
」
は
、
新
し
い
授
業
方
法
を
創
造
し
発
見
し
て

い
く

た
め
の
最
も
基
本
的
な
方
法
で
す
。

こ
れ
は
ま
た
、
実
践
者
の
主
体
を
賭
け
た
、
も

っ
と
も
主
体
的
な
研
究
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
単

に
盲
目
的
な
試
行
錯
誤
の
方
法
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
方
法
の
中
に
、
後
に
ふ
れ
る
実
践
者
の

「
見
る

力
」
、
一
対

応

す

る

力
」
、
実
践
経
験
に
も
と
づ
く

「教
育
的
直
観
」
、
「
人
間
の
力
」
が
生
か
さ
れ
て
く
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
こ

こ

一ヽ

考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
点
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
も
し
、
こ
の
方
法
に
よ
る
だ
け
で
、
す
べ
て
の
実
践
者
の
実
践
が
そ
れ
ぞ
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れ
よ
く
な

っ
て
い
く
と
す
る
な
ら
ば
、
実
践
や
研
究
の
交
流
は
必
要
な
い
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
わ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
交
流
は
ど

ん
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

Ｂ
、

つ
ぎ
に
、
実
践
者
は
、
そ
の
実
践
の
も

つ
意
味
を
十
分
に
意
識
化
し
た
り
、
明
示
化
、
命
題
化
、
言
語
化
し
た
り
し
て

い
な

く

て

も
、
そ
の
意
味
を
黙
示
的
に
、
前
理
解
的
に
、
前
述
語
的
に
、
あ
る
い
は
直
観
的
に
と
ら
え
て
、
す
ぐ
れ
た
実
践
の
創
造
を
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
た
、
授
業
実
践
に
お
い
て
、
直
観
的
把
握
と
か

「
勘

」
が
た
い
へ
ん
な
重
要
性
を
も

つ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

Ｃ
、
ま
た
、
実
践
者
は
、
他

の
実
践
者
の
実
践
を
学
ぶ
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
分
自
身
の
実
践
を
よ
り
よ
く
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
は
、
研
究
会
で
の
こ
れ
ま
で
の
つ
み
重
ね
の
経
験
の
中
に
、
具
体
的
に
示
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。

Ｄ
、
他
の
実
践
を
学
ぶ
と
い
う
と
き
、
い
ろ
い
ろ
な
場
合
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
ひ
と
つ
に
は
、
実
践
者
は
、
他
の
実
践
者
の
す
ぐ
れ
た
実

践
そ
の
も
の
の
具
体
か
ら
、
黙
示
的
に
、
前
理
解
的
に
、
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
実
践
か
ら
直
接

に
、
実
践
に
つ
い
て
の
説
明
や
理
論
抜
き
で
も
、
い
や
時
に
は
む
し
ろ
抜
き
の
方
が
よ
り
よ
く
、
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
　
お

す
。

Ｅ
、
あ
る
実
践
者
の
す
ぐ
れ
た
実
践
に
つ
い
て
、
そ
の
実
践
者
自
身
あ
る
い
は
他
者
に
よ
り
、
そ
の
意
味
が
解
明
さ
れ
、
明
示
化
さ
れ
、

言
語
化
さ
れ
る
と
、
そ
の
意
味
が
理
解
さ
れ
、
意
識
化
さ
れ
、
自
覚
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
実
践
者
あ
る
い
は
他
の
実
践
者
に
よ

る
、
同
様
に
す
ぐ
れ
た
つ
ぎ
の
実
践
の
創
造
を
促
進
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
の
、
そ
の
実
践
に
つ
い
て
解
明
さ
れ
た

意
味
を
、
仮
に
、
そ
の
実
践
の

「
本
質
的
意
味
」
と
呼
ん
で
お
き
ま
す
。
す
ぐ
れ
た
実
践
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
本
質
的
な
意
味
が
か
く
さ
れ

て
お
り
、
従

っ
て
、
そ
れ
は
発
見
さ
れ
う
る
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
を
発
見
す
る
の
が
、
実
践
の
研
究
な
の
だ
と
考
え
ま
す
。

Ｆ
、
あ
る
実
践
者
の
す
ぐ
れ
た
実
践
の
も
つ

「
本
質
的
意
味
」
の
解
明
、
明
示
化
、
言
語
化
は
、
そ
の
実
践
者
自
身
ば
か
り
で
な
く
、
時

に
は
、
他
の
実
践
者
や
他

の
研
究
者
に
よ

っ
て
も
な
さ
れ
う
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
分
の
実
践
の
意
味
を
他
者
に
指
摘
さ
れ
て

「
な
る
ほ

ど
、
い
わ
れ
て
み
れ
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
な
あ
」
と
い
ρ
た
り
す
る
場
合
に
、
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

Ｇ
、
実
践
者
は
、
自
己
の
す
ぐ
れ
た
実
践
の
も

つ
本
質
的
な
意
味
を
意
識
化
し
、
自
党
化
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
意
味
の
自
党
化



は
自
己
の
実
践
の
質
を
安
定
さ
せ
、
さ
ら
に
高
め
、
あ
た
ら
し
い
す
ぐ
れ
た
実
践
の
創
造

へ
と
導
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
期
待
さ
れ
る
。

自
党
化
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
実
践
の
質
が
不
安
定
に
な
る
場
合
も
み
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
逆
に
ま
た
、
意
識
化
し
て
か

え

っ
て
不
自
由
に
な
り
柔
軟
さ
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
誤

っ
て
意
識
化
さ
れ
れ
ば
、
実
践
の
質
が
か
え

っ

て
悪
く
な
る
場
合
も
あ
り
う
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
も
当
然
考
え
て
お
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

Ｈ
、
実
践
者
は
、
他
の
実
践
者
の
す
ぐ
れ
た
実
践
か
ら
学
ぶ
際
に
も
、
も
し
そ
の
す
ぐ
れ
た
実
践
の
本
質
的
意
味
の
解
明
と
と
も
に
学
ぶ

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
実
践
だ
け
か
ら
直
接
に
学
ぶ
場
合
よ
り
も
、
そ
の
本
質
的
意
味
を
自
党
化
、
意
識
化
、
言
語
化
し

や

す

く

な

る
、
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
従

っ
て
、
ま
た
、
他
の
す
ぐ
れ
た
実
践
に
学
ぼ
う
と
す
る
実
践
者
の
質
を
高
め
る
の
に
、
実
践
の
本
質
的
意

味
の
解
明
は
貢
献
し
う
る
。

こ
こ
で
も
、
も
ち
ろ
ん
、
Ｄ
で
述
べ
た
可
能
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
言
語

化
す
る
こ
と
が
、
か
え

っ
て
妨
げ
に
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
も
考
え
て
お
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

Ｉ
、
実
践
の
研
究
に
は
、
大
き
く
わ
け
て
、
第

一
に
新
し
い
す
ぐ
れ
た
実
践
の
創
造
、
第
二
に
、
す
ぐ
れ
た
実
践
の
本
質
的

意

味

の
解

明
、
が
あ
る
。
前
者
は
実
践
研
究
、
後
者
は
理
論
研
究
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
の
区
別
は
、
こ
の
研
究
を
行
な
う
人
間
の
区
別
―
―

い
わ
ゆ

る

「
実
践
者
」
と
か

「
研
究
者
」
と
か
い
っ
た
区
別
―
―
に
よ
る
区
別
で
は
な
く
て
、
そ
の
研
究
の
性
格
に
よ
る
区
別
で
あ
る
。

Ｊ
、
実
践
と
理
論
は
、
実
践
研
究
と
理
論
研
究
の
交
流
に
よ
り
、
ま
す
ま
す
そ
の
質
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
そ
う
す
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
。

大
体
、
Ａ
か
ら
Ｊ
の
よ
う
な
論
理
が
、
教
授
学
研
究
の
会
で
の
実
践
の
研
究
交
流
、
ま
た
、
実
践
者
と
研
究
者
の
交
流
を
支
え
て
い
る

の
だ
と
、
わ
た
く
し
は
考
え
ま
す
。

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
現
在
あ
る
よ
う
な
あ
り
方
で
の
研
究
者
に
よ
る
研
究
の
存
在
理
由
も
明
ら
か
に
な

っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
も

し
あ
る
と
す
れ
ば
、
Ｅ
で
述
べ
た
意
味
で
の
す
ぐ
れ
た
実
践
の
本
質
的
意
味
の
解
明
が
、
場
合
に
よ

っ
て
は
、
Ｆ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
実

践
者
自
身
に
よ
る
よ
り
も
、
研
究
者
に
よ

っ
て
よ
り
よ
く
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
、
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。
こ
の

一
点
に
、
現
在

あ
る
よ
う
な
あ
り
方
で
の
研
究
者
の
存
在
理
由
も
か
か

っ
て
い
る
、
と
考
え
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
将
来
、
こ
れ
は
た
い
へ
ん
速

い
将
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来
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
す
ぐ
れ
た
実
践
者
に
よ
る
す
ぐ
れ
た
実
践
の
本
質
的
意
味
の
解
明
が
ど
ん
ど
ん
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

実
践
者
に
よ
る
理
論
研
究
が
研
究
の
本
道
に
な
る
で
し
ょ
う
し
、
長
い
日
で
見
た
と
き
、
そ
う
な
る
こ
と
が
、
す
ぐ
れ
た
実
践
の
創
造
を

ど
ん
ど
ん
可
能
に
す
る
た
め
に
、
望
ま
し
い
あ
り
方
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
そ
う
現
在
の
わ
た
く
し
は
考
え
る
の
で
す
。
教
授
学
研

究
の
会
の
研
究
は
、
遠

い
将
来
の
日
標
と
し
て
は
、
そ
う
い
う
方
向
を
目
ざ
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
現
在
の
わ
た
く
し
は
考
え
る
の
で

す
。　
　
　
　
・

実
際
、
た
と
え
ば
、
精
神
病
理
学
の
領
域
に
お
い
て
は
、
す
ぐ
れ
た
理
論
家
は
ま
た
、
す
ぐ
れ
た
実
践
的
臨
床
家
で
も
あ

っ
て
、
逆
に

そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
人
の
理
論
の
信
頼
性
そ
の
も
の
に
も
疑
間
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
の
が
通
例
の
よ
う
で
す
。
授
業
実
践
の
研

究
に
お
い
て
も
、
将
来
は
同
じ
状
況
が
起

っ
て
こ
ぎ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
起

っ
て
こ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
、
と
わ
た

く
し
は
考
え
ま
す
。
現
在
の
状
況
は
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
過
渡
期
な
の
だ
と
考
え
ま
す
。
過
渡
期
で
あ
る
現
在
に
お
い
て
、
当
面
、
現

在
あ
る
よ
う
な
研
究
者
の
存
在
理
由
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
自
身
、
こ
う
し
た

現
在
の
段
階
で
の
、
研
究
者

の
ひ
と
り
と
し
て
、
め
ざ
さ
れ
る
べ
き
そ
う
し
た
状
況
を
創
り
出
し
て
い
く
た
め
に
、
現
在
の
わ
た
く
し
が

で
き
る
限
り
で
の
努
力
を

つ
く
し
て
行
き
た
い
、
そ
う
考
え
て
い
る
の
で
す
。

さ
て
、
次
に
、
会
に
お
い
て
、
教
科
、
学
校
層
、
学
年
層
、
地
域
の
ち
が
い
、
そ
れ
も
非
常
に
多
様
な
ち
が
い
を
越
え
て
、
実
質
的
な

研
究
交
流
が
成
立
し
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
理
由
は
、
簡
単
に
結
論
を
先
ど
り
し
て
い
え
ば
、
「
教
授
学
」
の
研
究
が
、
「
人
間
に
よ
る
、
人
間
の
た
め
の
、
人
間
の
研
究
」
で

あ
り
、
「
人
間
に
よ
る
授
業
」
の
研
究
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
授
業
に
お
け
る
人
間
」
の
研
究
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
と
思

い
ま
す
。

「
教
授
学
」
の
研
究
は
、
単
な
る

「
授
業
の
研
究
」
と
か

「
教
授
法
の
研
究
」
「
教
育
方
法
の
研
究
」
「授
業
技
術
の
研

究
」
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
人
間
不
在
の
巧
妙
な
教
授
技
術
の
研
究
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
生
き
た
人
間
に
よ
る
生
き
た
人
間

へ
の
働
き
か
け
、
そ
の
中
で
起
る
人
間
の
変
化
、
発
達
、
成
長
の
研
究
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。



「
教
授
学
」
の
研
究
に
お
け
る
細
か

い
指
導
技
術
の
研
究
が
、
た
だ
単
に
、
特
定
教
科
の
特
定
教
材
の
特
定
学
年
学
級
に
お
け
る
特
定
の

指
導
技
術
の
研
究
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
す
べ
て
が

つ
く
さ
れ
る
性
格
の
も
の
だ
と
し
た
ら
、
現
在
あ
る
よ
う
な
、
広
範
で
、
多
様

な
実
践
の
交
流
は
到
底
あ
り
え
な
い
筈
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
具
体
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
事
柄
は
、
細
か
い
指
導
技
術

を
め
ぐ
る
問
題
だ
と
し
て
も
、
そ
の
中
に
、
「
人
間
に
よ
る
授
業
」
、
「
授
業
に
お
け
る
人
間
」
の
問
題
が
必
ず
あ
ら
わ
れ
て
き
て
、
そ
の
こ

と
が
、
当
面
そ
の
特
定
教
科
、
教
材
、
学
年
、
学
級
で
の
そ
の
特
定
指
導
技
術
そ
の
も
の
に
関
心
を
い
だ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
他
の

多
く
の
実
践
者
、
研
究
者
に
も
、
多
く
の
か
く
さ
れ
た
意
味
を
指
し
示
す
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
深
い
共
感
、
感
銘
、
感
動

を
惹
き
起
す
の
だ
、
と
考
え
ま
す
。

「
教
授
学
」
に
お
け
る
授
業
の
研
究
が
、
単
な
る
限
定
さ
れ
た
授
業
技
術
の
研
究
に
留
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
必
然
的
に
人
間
の
研
究

に
な

っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
「
教
え
る
と
い
う
こ
と
」
と

「
学
ぶ
と
い
う
こ
と
」
と
の
つ
な
が
り
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

力ヽ 「
鋤
一
葬
に
毅
」
臨
醐
摯
計
鷺
）

だ
（

』
騨
『

「 の

一 教
期
回
岬
¨
機
い
昼
晦
浸
¨
罐
理
型
い
嘲

く ヵ、
「
ほ
い
嗅
村
ば
れ

を ヵゝ
襲
川
坤
瑚
『
獅
け
っ
］

な
る
技
術

の
問
題
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
教
師
の
人
間
的
な
豊
か
さ
、
深
さ
に
よ

っ
て
可
能
と
な
る
こ
と
が
ら
な
の

で
す
。
別

の
い
い
方
を
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
教
師
が
深
く

「
学
ぶ
」
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
こ
と
だ
と

い
っ
て
も
よ
い
と
思

い
ま
す
。
科
学
と
芸
術
に
学
び
、
教
材
に
学
び
、
そ
し
て
Ｄ
他
の
実
践
者
に
学
び
、
子
ど
も
た
ち
に
深
く
学
ぶ
こ
と

が
で
き
る
、
と
い

，
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
学
ぶ
こ
と
を
通
し
て
、
教
師
が
、
人
間
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り

ま
す
。

ま
た
、
子
ど
も
を

「
見
る
力
」
、
子
ど
も
に

「
対
応
す
る
力
」
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
力
も

ま

た
、
教
師

の
人
間
と
し
て
の
他
者
に
共
感
す
る
力
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
人
間
に
お
い
て
は
、
他
の
人
間
を
見
る
力
、
他
の
人

間
に
対
応
す
る
力
が
、
人
間
的
な
豊
か
さ
を
離
れ
て
、
単
な
る

「
技
術
」
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
、
単

に
教
え
る
技
術
と
い
う
だ
け
に
は
留
ま
ら
な
い
性
格
を
、
ど
う
し
て
も
、
も

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
む
し
ろ
、
こ
う
考
え
る
べ
き
で
は
な
い

ill

卜
Ｆ
Ｌ
■
・おみ
ト
ト
絆
丼
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で
し
ょ
う
か
。

「
学
ぶ
こ
と
」
を
通
し
て
、
「
教
え
る
」
と
い
う
具
体
的
な
行
為
を
通
し
て
、
教
師
は
自
己
を
形
成
す
る
。
自
己
の
人
間
を
形
成
し

て

い

く
の
だ
、
と
。
そ
し
て
、
さ
き
に
の
ぺ
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
教
師
の
自
己
形
成
の
過
程
の
自
党
化
、
意
識
化
は
、
す
な
わ
ち

「
人
間
に

よ
る
授
業
」
の
研
究
で
も
あ
り
、
ま
た

「
授
業
に
お
け
る
人
間
」
の
研
究
で
も
あ
る
の
だ
と
。

ま
た
、
授
業
に
お
け
る
子
ど
も
の
学
習
、
「
学
ぶ
と
い
う
こ
と
」
の
研
究
も
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
や

は

り
、
授
業
に

お
け
る
子
ど
も
の
研
究
、
そ
し
て
、
子
ど
も
に
お
け
る
人
間
の
研
究
に
な
る
の
だ
、
と
考
え
ぎ
る
を
得
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
そ
う
し
た
教
師
と
子
ど
も
の

「教
え
る
」
と

「
学
ぶ
」
を
研
究
し
、
そ
の
本
質
的
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
者

も
、
人
間
を
研
究
す
る
人
間
と
し
て
、
そ
の
研
究
を
通
し
て
、
必
然
的
に
自
己
形
成
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

武
田
常
夫
先
生
の

一
連
の
著
作
、
『
真
の
授
業
者
を
め
ざ
し
て
』
２

九
七
一
年
、
国
土
社
）
、
『
授
業

の
発
見
』
２

九
七
六
年
、　
一
茎
書
房
）

『
授
業
者
と
し
て
の
成
長
』
２

九
七
七
年
、
明
治
図
書
）
は
、
授
業
者
で
あ
る
こ
と
を
通
し
て
の
人
間
と
し
て
の
成
長
を
扱

っ
た
も
の
と

も

い
え
る
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
と
全
く
同
じ
よ
う
な
意
味
で
、
研
究
者
に
も
、
研
究
者
で
あ
る
こ
と
を
通
じ
て
の

「
研
究
者

と

し

て

の
成
　
″

長
」
が
要
請
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
際
、
た
と
え
ば
、
精
神
医
学
の
研
究
分
野
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
、
フ
ロ
イ
ド
が
、

ロ
ジ
ャ
ー
ス
が
、
サ
リ
ヴ

ァ
ン
が
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
、
ビ

ン
ス
ワ
ン
ガ
ー
が
、
ま
た
、
フ
ラ
ン
ク
ル
が
、
そ
し
て
も
ろ
も
ろ
の
優
れ
た
精

神
医
学
者
た
ち
が
、
人
間
的
に
浅
薄
で
あ

っ
て
、
研
究
だ
け
は
重
厚
さ
を
備
え
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
事
態
は
全
く
想
像
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
す
。

「
教
授
学
研
究
の
会
」
で
の

「
授
業
の
研
究
」
が

「
人
間
に
よ
る
授
業
」
の
研
究
で
あ
り
、
そ
れ
は
必
然
的
に

「
授
業
に
お
け
る
人
間
」

の
研
究
、

つ
ま
り
、
最
も
具
体
的
で
実
践
的
な

「
人
間
の
研
究
」
に
な

っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

こ
れ
は
決
し
て
、
授
業
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る

「
技
術
」
を
軽
視
す
る
こ
と
を
意
味
十
′る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

授
業
に
お
け
る
具
体
的
な
技
術
の
研
究
が
、
そ
の
本
質
的
な
意
味
を
解
き
明
か
し
て
い
く
こ
と

へ
と
向
え
ば
、
そ
れ
は
必
然
的
に
最
も
具

体
的
な
人
間
の
研
究
に
な

っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
中
し
上
げ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
会
に
お

い
て
、
こ
の
よ
う
に
、
多
様
で
広
範
な
人
々
の
、
こ
の
よ
う
に
実
の
あ
る
交
流
を
可
能
に
し
て
き
て
い
る
理
由
で
あ
り
、
し
か
し
ま
た
、



こ
れ
ま
で
、
充
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
暗
黙
の
理
由
な
の
だ
、
と
中
し
上
げ
た
か

っ
た
の
で
す
。

さ
て
、
こ
れ
か
ら
の

「
教
授
学
」
が
、
学
問
と
し
て
い
か
な
る
性
格
を
も

つ
学
問
で
あ
る
か
、
あ
り
う
る
か
、
い
や
、
そ
も

そ

も
、

「学
問
」
に
な
り
う
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
の
段
階
に
お
い
て
は
、
研
究
者
た
ち
に
と

っ
て
は
、
た
い
へ
ん
深
刻
な

関

心

の
も
た
れ
る
事
柄
で
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
い
ま
の
わ
た
く
し
は
、
こ
ん
な
風
に
考
え
て
い
ま
す
。

「教
授
学
」
が

「
人
間
に
よ
る
、
人
間
の
た
め
の
、
人
間
の
研
究
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、
「教
授
学
」
は
学
問
と
し

て
も

新
し
い
性
格
を
も

っ
た
学
問
だ
と
い
う
こ
と
が
い
え
ま
す
。
そ
れ
は
、
従
来

の
学
問
観
に
根
本
的
な
反
省
を
加
え
る
と
こ
ろ
か
ら
基
礎
づ

け
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
学
問
な
の
だ
と
考
え
ま
す
。
自
然
科
学
、
こ
と
に

「
物
理
学
」
を
学
問
の
模
範
と
し
て
き
た
学
問
観
を
克

服
し
つ
つ
、
新
し
い
学
問
研
究
の
方
向
を
見
出
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
、
と
考
え
ま
す
。

今
日
、
人
間
の
最
も
人
間
ら
し
い
側
面
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
学
問
の
多
く
が
、
次
第
に

「
人
間
が
人
間
を
研
究
す
る
こ
と
」
に
つ
い
　
”

て
深
刻
な
反
省
を
迫
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
新
し
い
学
問
観
を
要
請
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
精
神
医
学
に
み
ら
れ
る
、
従
来
の
伝
統
的
な
自
然
科
学
的
精
神
病
理
学
に
対
す
る
、
現
象
学
的
精
神
病
理
学
の
台
頭
も
そ

の
ひ
と
つ
で
す
。
あ
る
い
は
、
社
会
学
に
お
け
る
現
象
学
的
社
会
学
―
Ｉ
Ａ

ｏ
シ
ュ
ッ
ツ
な
ど
―
―
の
興
隆
も
ま
た
、
そ
の

ひ

と

つ
で

す
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
心
理
学
に
お
い
て
は
、
現
象
学
的
心
理
学

へ
の
動
き
が
、
い
ま
始
ま
っ
た
ば
か
り
な
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
動
き
に
共
通
す
る
問
題
意
識
の
ひ
と
つ
は
、
従
来
の
客
観
主
義
的
な
学
問
観
に
対
す
る
反
省
で
す
。

つ
ま
り
、
研
究
す
る
人

間
も
ひ
と
り
の
人
間
で
あ
り
、
そ
の
人
間
の
あ
り
方
を
抜
き
に
し
て
、
ま
た
、
そ
の
人
間
と
研
究
さ
れ
る
人
間
と
の
交
流
の
あ
り
方
を
抜

き
に
し
て
、
人
間
を
研
究
し
て
も
、
人
間
を
深
く
、
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
と
い
う
反
省
で
す
。
傍
観
者
的
研
究
者
に

よ

っ
て
な
さ
れ
る
研
究
に
は
、
傍
観
者
的
な
研
究
と
し
て
の
限
界
が
あ
り
、
こ
の
限
界
を
克
服
し
な
い
こ
と
に
は
、
生
き
た
人
間
の
把
握

は
で
き
な
い
の
だ
と
い
う
自
党
な
の
で
す
。

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
「
教
授
学
」
は
、
「
人
間
に
よ
る
人
間
の
研
究
」
と
し
て
の
新
し
い
意
味
で
の

「
人
間
科
学
」
に
お
い
て
、
そ
の



具
体
性
、
社
会
的
重
要
性
、
人
間
的
意
味
の
深
さ
な
ど
に
お
い
て
、
そ
の
最
先
端
に
位
置
す
る
べ
き
性
格
を
も

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
現
在
の
段
階
で
は
、
そ
の
学
問
的
水
準
に
お
い
て
も
、
そ
の
研
究
蓄
積
に
お
い
て
も
、
「教
授
学
」
は
未
だ
全
く
不

充

分

で
あ
り
、
た
と
え
ば
現
象
学
的
精
神
病
理
学
な
ど
に
は
遠
く
及
ば
な
い
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の

「
人
間
に
よ
る

人
間
の
科
学
」
と
し
て
の
基
本
的
性
格
か
ら
い
え
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
の
中
で
も
、
際
立

っ
た
重
要
性
と
内
容
の
深
さ
豊
か
さ
を
も

つ

べ
き
学
問
な
の
で
す
。
む
し
ろ
、
現
在
、
研
究
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
は
、
研
究
す
る
者
に
と

っ
て
、
や
り
が

い
の
あ
る
仕
事
が
豊
富
に
残

さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
喜
ぶ
べ
き
こ
と
だ
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

人
間
科
学
と
し
て
の

「教
授
学
」
そ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
よ
う
や
く
、
人
間
の
歴
史
の
中
で
初
め
て
、
深
ま
ろ
う
と
し
て
い
る

「
人
間
に

よ
る
、
人
間
の
た
め
の
、
人
間
の
研
究
」
の
流
れ
の
中
で
、　
一
つ
の
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
だ
。
そ
う
、
わ
た
く
し
は
考
え
る
の

で
す
。

お

わ

り

に

す
す
む
べ
き
方
向
は
明
確
に
な
り
、
い
ま
の
わ
た
く
し
は
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
の
基
礎
が
た
め
に
努
め
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
遅
々
と

し
た
基
礎
的
勉
強
も
、
授
業
を
試
み
つ
つ
考
え
る
こ
と
も
、
ま
た
、
授
業
を
観
察
し
つ
つ
考
え
る
こ
と
も
、
わ
た
く
し
に
と

っ
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
楽
し
く
て
な
り
ま
せ
ん
。
遠
い
先
を
見
通
し
な
が
ら
、
着
実
に

一
歩

一
歩
進
ん
で
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

こ
の
重
要
な
時
期
に
、
研
究
者
と
し
て
生
ま
れ
合
わ
せ
た
こ
と
を
、
ほ
ん
と
う
に
し
あ
わ
せ
に
思

っ
て
い
ま
す
。

一
九
七
四
年

の
初
め
頃
だ

っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
斎
藤
先
生
は
、
研
究
者
た
ち
に
向

っ
て
、
よ
く

「
へ
そ
を
出
せ
、　
へ
そ
を
出
せ
」
と

い
わ
れ
ま
し
た
。
「
何
と
ひ
と
の
へ
そ
を
見
る
こ
と
の
好
き
な
方
か
？
」
と
お
か
し
く
思

っ
た
こ
と
で
し
た
。
こ
の
報
告
は
、
い
っ
て

み

れ
ば
、
「
教
授
学
」
の
研
究
は
、
「
へ
そ
を
出
し
て
す
る
研
究
」
で
あ
る
、
と
い
う
報
告
で
す
。

以
上
で
、
報
告
を
終
り
ま
す
。

＝
――
＝
＝
メ



（
ｏ多
）

（
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111 こ

の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
著
作
と
し
て
、
つ
ぎ
の
三
冊
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。

フ
ロ
イ
ン
ト

・
Ｊ
　
一
九
七
四
年

『
人
間
科
学
の
諸
理
論
」
竹
内
良
知

・
垣
田
宏
治
訳
　
白
水
社

フ
ッ
サ
ー
ル
・
Ｅ
　

一
九
七
四
年

『
ョ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
細
谷
恒
夫

・
本
田
元
訳
　
中
央
公
論
社

ス
ト
ラ
ッ
サ
ー

・
Ｓ
　
一
九
七
八
年

『
人
間
科
学
の
理
念
』
徳
永
拘

。
加
藤
精
司
訳
　
新
曜
社

三
人
の
先
生
と
は
、
順
に
、
ｒ
〓
・
９
『ｏ
一〓
０
メ

∪
ヽ
・
＞
誘
ｃ
Ｆ
Ｆ
】・ン

】Ｖ
∽一Ｃ
　
の
諸
教
授
で
し
た
。
ま
た
、
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
の

■
・″

＞
争
げ
ヽ
教
授
の
指
導
も
受
け
ま
し
た
。

こ
の
湯
河
原
研
究
会
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
中
で
述
べ
て
あ
り
ま
す
。

吉
田
章
宏

「『教
授
学
研
究
の
会
』

一
年
の
歩
み
」
斎
藤
喜
博

・
柴
田
義
松

・
稲
垣
忠
彦

・
吉
田
章
宏
編

『教
授
学
研

究
５
』

一
九
七
五
年
　
国

土
社
　
一二

〓
一―
三
二
三
ペ
ー
ジ

（
４
）

わ
た
く
し
が
、
こ
う
し
た
方
向

へ
の
勉
強
を
は
じ
め
る
契
機
と
な

っ
た
本
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
万

神
谷
美
恵
子
　
一
九
六
六
年

『
生
き
が
い
に
つ
い
て
』
み
す
ず
書
房

神
谷
美
恵
子
　
一
九
七
三
年

『極
限
の
ひ
と
―
―
病
め
る
人
と
と
も
に
―
―
」
ル
ガ
ー
ル
社

荻
野
恒

一
　

一
九
七
三
年

『現
象
学
的
精
神
病
理
学
』
医
学
書
院

∽
「
お

∞
ｏ
一ｒ
日

”
）

〓

。

含

ｏ
哺
Ｎ
）

ヽ
さ

ミ
ｏ
ミ

Ｓ

ｏ
き

ｎ

ヽ

計

ヽ

唱

３

６
ざ

”

て

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ

ゞ

Ｓ

や

貴
Ｙ

＞

ヽ
当

い
ヽ
電

Ｌ
ｎ
ミ

゛

ヽ
こ

ヽ
ミ
Ｒ

き

ド

Ｚ

ｏ
『
一
デ
ー

ｏ
降

●
『
ヨ

Ｃ

”

（
５
）

「
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
い
う
こ
と
ば
そ
の
も
の
は
、
つ
ぎ
の
著
作
に
示
唆
を
受
け
た
も
の
で
す
。

９

ｏ
員

ｒ

ン

↑

葛

３

む

Ｘ

ざ

ざ
い
ヽ

３

ヽ

』
゛

ミ

ミ

粋

ミヽ

Ｒ

ゝ

慰

・ミ

ミ

Ｓ

ｏ
ざ
ヽ

Ｒ

さヽ

ｈ
ド

ミ

ヽ
Ｉ

ｖむ

ヽ
鎌

・
〓
”
む

Ｒ

”

”
ｏ
ｒ

（
６
）

斎
藤
喜
博
　
一
九
六
九
年

『教
育
学
の
す
す
め
』
筑
摩
書
房
　
一
一
―

一
二
ベ
ー
ジ

（
７
）

「実
践
者
と
し
て
の
直
観
力
と
か
勘
」
あ
る
い
は

「教
師
の
教
育
的
直
観
」
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
喜
博
、
前
掲
書
、　
一
七
八
ペ
ー
ジ
、
な

ど

に

触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

教
育
実
践
の
領
域
に
限
定
さ
れ
な
い
よ
り

一
般
的
な
問
題
と
し
て
の

「黙
示
的
知
識
」
「前
理
解
」
「前
述
語
的
経
験
」
「勘
」
な
ど
に
つ
い
て

論
究
し
た
学
問
的
著
作
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、　
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

「
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〓
・
０
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ボ
ス
・
Ｍ
　
一
九
六
二
年

『精
神
分
析
と
現
存
在
分
析
論
』
笠
原
嘉

・

（
９
）

武
田
常
夫
　
一
九
七
三
年

『
イ
メ
ー
ジ
を
育
て
る
　
文
学
の
授
業
』

ボ
ル
ノ
ｌ

ｏ
Ｏ

・
Ｆ
　

一
九
七
五
年

『
認
識
の
哲
学
』
西
村
皓

・
井
上
坦
訳
　
理
想
社

フ
ッ
サ
ー
ル
・
Ｅ
　
一
九
七
五
年

『経
験
と
判
断
』
長
谷
川
宏
訳
　
河
出
書
房
新
社

黒
田
亮
　
一
九
二
三
年

『勘
の
研
究
』

一
九
二
八
年

『
続
　
勘
の
研
究
』

岩
波
書
店

（
８
）

こ
の
よ
う
な
意
味
の
解
明
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
ボ
ス
・
Ｍ
に
よ
る

「精
神
分
析
の
実
践
に
直
接
示
さ
れ
る
具
体
的
人
間
理
解
」
の
例
を
挙

げ
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
よ
う
。

国 三
土 好
社 郁

男
一 訳

〈後
記
〉

本
稿
は
、　
一
九
七
八
年
八
月
二
日
、
洞
爺
湖
温
泉
で
開
か
れ
た
教
授
学
研
究
の
会
、
第
五
回
夏
の
公
開
研
究
大
会
で
の
発
表
に
手
を
入
れ
た

も
の
で
す
。

み
す
ず
書
房

八
三
ペ
ー
ジ

%


