
教
育
行
為
と
教
育
関
係

梅
　
本
　
　
　
洋

た
い
（
第
四
節
）
。

序

　
教
育
を
め
ぐ
っ
て
は
・
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
が
成
立
す
る
。
と
い
う
よ
り
、
教

育
と
い
う
事
象
は
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
成
立
し
て
い
る
と
み

る
方
が
当
を
得
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
関
係
は
教
育
と
い
う
事
象
を
織
り
な
し
て

い
る
い
わ
ば
繊
維
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
教
育
の
成
立
と
不
可
分
な
種
々
の

関
係
を
ま
と
め
て
教
育
関
係
と
呼
ぷ
こ
と
に
す
る
と
、
教
育
関
係
に
関
す
る
検

討
が
、
教
育
の
研
究
に
と
っ
て
重
要
か
つ
基
本
的
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
は
、

論
を
ま
た
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
教
育
関
係
に
密
接
に
か
か
わ
る
い
く

つ
か
の
内
容
を
と
り
あ
げ
、
若
干
の
論
点
整
理
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
・
教
育
と
呼
ば
れ
る
事
象
が
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
教

育
概
念
に
関
す
る
予
備
的
な
規
定
を
行
う
（
第
一
節
）
。
次
い
で
、
教
育
関
係

に
対
す
る
伝
統
的
な
見
方
を
と
り
あ
げ
た
う
え
で
（
第
二
節
）
、
そ
れ
と
は
異

な
る
別
の
見
方
に
つ
い
て
論
及
す
る
（
第
三
節
）
。
そ
し
て
最
後
に
、
教
育
行

為
の
構
造
的
特
性
と
の
関
連
で
教
育
関
係
の
問
題
を
と
り
あ
つ
か
う
こ
と
に
し

　
　
　
　
　
　
籔
育
行
為
と
教
育
関
係

　
ど
の
よ
う
な
事
象
を
教
育
と
呼
ぷ
か
は
、
ど
の
よ
う
な
教
育
概
念
が
用
い
ら

れ
る
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
。
用
い
ら
れ
る
教
育
概
念
の
内
容
や
性
格
が

大
き
く
異
な
れ
ば
、
教
育
と
し
て
と
り
だ
さ
れ
る
事
象
も
大
き
く
異
な
っ
て
く

る
の
は
当
然
で
あ
る
。
教
育
関
係
は
、
教
育
と
し
て
と
り
だ
さ
れ
る
事
象
と
不

可
分
で
あ
る
か
ら
、
教
育
関
係
に
つ
い
て
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ど
の
よ
う

な
教
育
概
念
を
使
用
す
る
の
か
を
あ
ら
か
じ
め
規
定
す
る
作
業
を
行
う
べ
き
で

あ
る
。

　
教
育
学
の
文
献
や
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
論
で
用
い
ら
れ
て
い
る
教
育
概
念
は
、

実
際
の
と
こ
ろ
か
な
り
多
様
で
あ
り
、
内
容
や
性
格
が
相
互
に
全
く
対
照
的
な

も
の
も
し
ば
し
ば
み
う
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
プ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は
、
教

育
学
の
文
献
を
広
範
に
と
り
あ
げ
て
検
討
を
加
え
・
実
際
に
教
育
学
に
お
い
て

使
用
さ
れ
て
い
る
種
々
の
教
育
概
念
を
四
対
の
基
準
を
用
い
て
分
類
し
八
種
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一



の
教
育
概
念
を
区
別
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
が
（
雲
畠
…
ぎ
胃
∫
さ
）
、
本
稿

の
テ
ー
マ
は
、
決
し
て
教
育
概
念
の
多
様
性
そ
の
も
の
を
論
ず
る
こ
と
で
は
な

い
の
で
、
以
下
で
は
教
育
概
念
の
多
様
性
に
関
し
て
若
干
の
論
点
を
と
り
あ
げ

る
に
と
ど
め
た
い
。

　
教
育
概
念
の
な
か
に
は
、
概
念
内
容
が
明
ら
か
に
規
範
的
で
あ
る
も
の
も
少

な
く
な
い
。
そ
の
よ
う
な
教
育
概
念
の
典
型
的
な
例
を
、
特
に
幼
児
教
育
の
領

域
で
不
朽
の
功
績
を
残
し
た
高
名
な
教
育
家
フ
レ
ー
ベ
ル
（
句
．
睾
事
具

ミ
o
．
M
∫
H
o
。
竃
）
の
主
著
『
人
問
の
教
育
』
（
一
八
二
六
）
か
ら
と
り
だ
し
て
み

よ
う
。
同
書
に
お
い
て
フ
レ
ー
ベ
ル
は
、
「
意
識
し
、
思
惟
し
、
認
識
す
る
存

在
と
し
て
の
人
間
を
刺
戟
し
、
指
導
し
て
、
そ
の
内
的
な
法
則
を
、
そ
の
神
的

な
も
の
を
、
意
識
的
に
、
ま
た
自
己
の
決
定
を
も
っ
て
、
純
粋
か
つ
完
全
に
表

現
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
た
め
の
方
法
や
手
段
を
提
示
す
る

こ
と
、
こ
れ
が
、
人
問
の
教
育
で
あ
る
」
（
フ
レ
ー
ベ
ル
、
二
二
）
と
定
義
し

て
い
る
。
し
か
し
、
フ
レ
ー
ベ
ル
は
、
世
間
で
一
般
に
教
育
と
呼
ば
れ
て
い
る

事
象
が
ど
れ
も
皆
右
の
定
義
の
内
容
に
叶
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
訳
で
は
決

し
て
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
実
際
フ
レ
ー
ペ
ル
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、

多
く
の
教
育
は
、
子
ど
も
を
「
欲
す
る
ま
ま
に
こ
ね
あ
げ
る
こ
と
の
出
来
る
蟷

か
粘
土
の
塊
と
み
て
い
る
」
（
フ
レ
ー
ベ
ル
、
一
九
）
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て

行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
必
然
的
に
、
否
定
的
、
妨

害
的
に
作
用
す
る
に
相
違
な
い
」
（
フ
レ
ー
ペ
ル
、
二
〇
）
の
で
あ
る
。
端
的

に
い
え
ば
、
フ
レ
ー
ベ
ル
が
提
示
し
た
右
の
定
義
に
沿
う
教
育
は
、
フ
レ
ー
ベ

ル
が
信
奉
し
て
い
た
万
有
在
神
論
に
適
合
す
る
教
育
に
限
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
一

フ
レ
ー
ベ
ル
が
使
用
し
て
い
る
教
育
概
念
は
、
教
育
の
目
的
、
内
容
、
方
法
な

ど
が
特
定
の
世
界
観
（
フ
レ
ー
ベ
ル
の
場
合
は
万
有
在
神
論
）
に
準
拠
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
規
範
的
主
張
を
概
念
内
容
と
し
て
掲
げ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
規
範
的
な
教
育
概
念
の
果
た
し
う
る
役
割
や
意
義
を
否
定
す
る
考
え

は
毛
頭
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
規
範
的
な
教
育
概
念
を
用
い
る
こ
と
は
避
け
る

こ
と
に
す
る
。
本
稿
で
使
用
す
る
の
は
、
規
範
的
な
教
育
概
念
で
は
な
く
、
記

述
的
な
教
育
概
念
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
教
育
は
か
く
か
く
し
か
じ
か
で
あ
る
べ

し
と
い
う
主
張
を
行
う
の
で
は
な
く
、
教
育
は
現
実
に
お
い
て
か
く
か
く
し
か

じ
か
で
あ
る
と
い
う
記
述
を
行
う
た
め
の
教
育
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
教
育

の
現
実
を
制
約
し
て
い
る
構
造
的
要
因
と
の
関
連
に
お
い
て
教
育
関
係
の
問
題

に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
を
本
稿
が
意
図
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　
記
述
的
な
教
育
概
念
に
は
、
い
く
つ
か
の
全
く
タ
イ
プ
の
異
な
る
種
類
を
区

別
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
無
用
な
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
は
あ
ら
か
じ
め
区

別
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
こ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
な
例
を

と
り
あ
げ
て
、
ご
く
簡
単
に
ふ
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
概
念
内
容
が
相
当
に
極

端
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
教
育
学
に
お
い
て
か
な
り
以
前
か
ら
頻
繁
に
使
用

さ
れ
て
き
た
記
述
的
な
教
育
概
念
と
し
て
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
教
育
の
概
念

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
日
で
は
「
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
教
育
」
と
い
う

語
は
複
数
の
あ
い
異
な
る
意
味
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
以
下

で
と
り
あ
げ
る
の
は
、
こ
の
語
の
最
も
古
く
か
ら
の
意
味
内
容
に
対
応
す
る
教

育
概
念
で
あ
る
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
教
育
は
、
必
ず
し
も
意
図
的
に
行
わ
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
相
手
に
対
す
る
意
図
的
な
働
き
か
け
を
前
提
に
し
な
い
と



い
う
点
が
、
こ
の
教
育
概
念
の
非
常
に
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
家
庭
や
共
同
体

に
お
け
る
日
常
生
活
を
通
じ
て
人
聞
は
、
特
に
子
ど
も
や
年
少
者
は
普
段
に
さ

ま
ざ
ま
な
事
柄
を
学
び
と
っ
て
ゆ
く
。
言
語
、
基
本
的
な
知
識
や
道
徳
的
観
念
、

社
会
慣
習
や
伝
統
的
価
値
観
と
い
っ
た
も
の
は
、
そ
の
か
な
り
の
部
分
が
日
常

生
活
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
に
実
際
に
か
か
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
習
得
さ

れ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
実
が
現
実
に
人
間
形
成
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ

は
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
重
要
性
に
着
目
し
て
、
日

常
生
活
の
場
で
多
く
の
場
合
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
て
ゆ
く
こ
う

し
た
人
聞
形
成
の
働
き
の
こ
と
を
、
古
く
か
ら
教
育
学
で
は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル

な
教
育
と
呼
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
い
て
い
の
場
合
、
教
育
学
の

文
献
で
は
、
こ
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
教
育
は
フ
ォ
ー
マ
ル
な
教
育
と
対
概
念

を
な
す
形
で
と
り
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
教
育
に
対
し
て

フ
ォ
ー
マ
ル
な
教
育
と
呼
ぱ
れ
る
も
の
は
・
制
度
的
な
枠
組
を
前
提
と
し
た
学

校
教
育
で
あ
る
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
教
育
が
、
お
よ
そ
ど
の
よ
う
な
人
闇
社

会
に
も
備
わ
っ
て
い
る
機
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
普
遍
的
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
教
育
は
い
わ
ゆ
る
先
進
諸
国
に
お
い
て
た
か
だ
か

こ
こ
百
年
間
で
急
激
か
つ
顕
著
な
発
達
を
と
げ
た
に
す
ぎ
な
い
。
ち
な
み
に
、

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
フ
ォ
ー
マ
ル
な
教
育
が
大
規
模
に
展
開
し
つ
つ
あ
っ
た
前

世
紀
初
頭
に
デ
ュ
ー
イ
（
』
．
U
婁
Φ
き
冨
8
｛
宕
竃
）
は
、
『
民
主
主
義
と
教

育
』
（
一
九
ニ
ハ
）
の
な
か
で
「
教
育
哲
学
が
と
り
く
ま
ね
ば
な
ら
な
い
最
重

要
な
問
題
の
一
つ
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
教
育
の
形
態
と
フ
ォ
ー
マ
ル
な
教

育
の
形
態
な
い
し
は
付
随
的
な
教
育
の
形
態
と
意
図
的
な
教
育
の
形
態
と
の
間

　
　
　
　
　
　
教
育
行
為
と
教
育
関
係

で
適
正
な
均
衡
を
保
持
す
る
方
法
で
あ
る
」
（
∪
姜
異
一
⑩
）
と
述
べ
て
い
る
。

今
日
で
は
杜
会
的
に
注
目
を
集
め
て
い
る
教
育
問
題
は
ほ
と
ん
ど
が
正
規
の
学

校
教
育
す
な
わ
ち
フ
ォ
ー
マ
ル
な
教
育
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
デ
ュ
ー
イ

の
い
う
「
正
し
い
均
衡
」
が
保
持
さ
れ
て
い
る
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
。

　
本
稿
で
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
教
育
と
い
う
概
念
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
類

す
る
概
念
を
使
用
す
る
こ
と
は
避
け
る
。
こ
の
種
の
教
育
概
念
の
外
延
、
つ
ま

り
こ
の
種
の
教
育
概
念
が
適
用
さ
れ
る
現
実
事
象
が
あ
ま
り
に
も
広
範
に
過
ぎ

る
と
い
う
点
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
概
念
内
容
が
も
っ
ぱ
ら
現
に
達
成
さ
れ
た

結
果
に
即
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
不
都
合
だ
か
ら
で
あ
る
。
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ル
な
教
育
が
云
々
さ
れ
る
と
き
に
は
、
社
会
的
な
プ
ロ
セ
ス
の
結
果

と
し
て
何
ら
か
の
学
習
や
人
閻
形
成
が
現
に
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
既
定
の

事
実
と
し
て
前
提
さ
れ
る
訳
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
稿
で
は
、
教

育
関
係
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
に
あ
た
っ
て
、
教
育
は
必
ず
し
も
所
期
の

結
果
の
達
成
を
伴
わ
な
い
と
い
う
論
点
を
重
視
す
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
、
フ
ォ
ー

マ
ル
な
教
育
と
い
う
概
念
を
排
除
す
る
考
え
は
と
ら
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
、

こ
と
さ
ら
に
こ
の
概
念
を
使
用
す
る
考
え
も
と
ら
な
い
。
本
稿
で
は
、
行
政
的

に
確
立
さ
れ
た
社
会
的
制
度
と
し
て
の
公
教
育
と
い
っ
た
巨
視
的
な
枠
組
と
の

関
連
に
お
い
て
教
育
関
係
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
で
は
な
く
、
教
師
に

代
表
さ
れ
る
教
え
る
側
の
人
間
と
そ
の
相
手
側
の
人
間
と
の
対
面
的
な
場
面
に

即
し
て
教
育
関
係
を
微
視
的
に
と
ら
え
、
考
察
を
も
っ
ぱ
ら
そ
の
範
囲
内
に
限

定
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
そ
こ
で
・
本
稿
で
は
・
教
え
る
側
の
人
聞
が
相
手
側
の
人
間
に
何
か
あ
る
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
一
一



柄
を
学
ば
せ
よ
う
と
し
て
行
う
一
群
の
行
為
と
し
て
教
育
を
と
ら
え
る
記
述
的

な
教
育
概
念
を
一
貫
し
て
使
用
す
る
方
針
を
と
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
稿
で
使

用
す
る
教
育
概
念
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
教
育
と
い
う
概
念
な
ど
と
は
異
な
っ

て
常
識
的
な
教
育
概
念
に
か
な
り
近
い
も
の
で
あ
る
が
、
教
育
関
係
に
つ
い
て

常
識
で
は
と
ら
え
ら
が
た
い
側
面
に
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
意
を
用
い
た
い
と

思
う
。

二

　
教
育
と
い
う
行
為
は
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
を
度
外
視
し
て

論
ず
る
こ
と
は
と
う
て
い
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
教
育

行
為
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
の
う
ち
、
従
来
も
っ
ぱ
ら
注
目
を
集
め
て

き
た
の
は
、
教
師
と
生
徒
と
の
関
係
で
あ
る
。
普
通
、
教
育
関
係
と
い
え
ば
、

第
一
義
的
に
は
教
師
と
生
徒
と
の
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
。
た
と
え
ば
、
べ
ー
ム
の
『
教
育
学
辞
典
』
で
も
、
「
教
育
関
係

（
O
萱
品
O
匝
q
ぎ
｝
彗
雰
彗
㎎
）
」
は
「
教
育
者
と
生
徒
、
教
師
と
生
徒
、
先
生
と

弟
子
と
の
間
の
教
育
的
形
成
的
関
係
」
（
望
…
一
卜
竃
）
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
教
育
関
係
を
も
っ
ぱ
ら
教
師
と
生
徒
と
の
二
項
関
係
と
し
て
と
ら

え
る
発
想
は
、
常
識
的
理
解
に
も
よ
く
な
じ
む
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は

ま
た
教
育
学
の
伝
統
と
も
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
十
九
世
紀
の
後
半
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
で
教
育
学
が
一
つ
の
独
立
し
た

学
問
分
野
と
し
て
よ
う
や
く
足
場
を
固
め
つ
つ
あ
っ
た
頃
、
デ
ィ
ル
タ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四

（
宍
冒
－
亭
毫
し
O
。
窒
∫
ε
巨
）
は
「
教
育
学
体
系
の
草
稿
」
に
「
私
が
そ
の
可

能
性
を
示
し
た
教
育
学
と
い
う
科
学
は
た
だ
、
教
育
者
と
生
徒
と
の
関
係
に
お

け
る
教
育
者
の
記
述
か
ら
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
」
（
デ
ィ
ル
タ

イ
、
一
〇
六
）
と
書
き
記
し
て
い
る
が
、
渡
邊
隆
信
氏
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
に

書
き
記
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
こ
そ
が
「
教
育
学
に
お
い
て
〈
教
育
関
係
〉
と
い
う

概
念
が
明
確
に
理
論
的
考
察
の
対
象
と
な
る
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
」
（
渡
邊
、

一
四
二
）
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
流
れ
を
く
ん
で
、
そ
の
後
、
精
神
科
学
的
教
育
学
あ
る

い
は
解
釈
学
的
教
育
学
と
呼
ぱ
れ
る
往
年
の
教
育
学
の
一
大
潮
流
が
形
づ
く
ら

れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
、
そ
の
絶
大
な
影
響
力
は
、
ナ
チ
ス
の
時
代
は
別

に
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
ま
で
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
師
事

し
た
ノ
ー
ル
（
甲
オ
o
戸
H
o
。
お
－
冨
8
）
は
、
教
育
学
の
研
究
に
も
深
く
携

わ
っ
て
お
り
、
精
神
科
学
的
教
育
学
の
代
表
格
の
一
人
と
し
て
今
日
で
も
そ
の

名
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
教
育
関
係
の
問
題
に
関
し
て
も
ノ
ー
ル
は
、
デ
ィ

ル
タ
イ
の
衣
鉢
を
つ
ぐ
形
で
も
っ
ぱ
ら
教
育
者
と
生
徒
と
の
二
項
関
係
を
童
視

し
、
そ
の
構
造
を
探
究
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
ノ
ー
ル
に
よ
る
教
育
関

係
論
は
、
教
育
関
係
に
関
す
る
教
育
学
的
研
究
の
範
型
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
の
事
情
は
、
や
は
り
デ
ィ
ル
タ
イ
に
師
箏
し
ノ
ー
ル

と
同
様
に
精
神
科
学
的
教
育
学
に
お
い
て
重
き
を
な
し
た
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー

（
目
．
o
o
肩
彗
o
q
①
5
冨
o
．
M
壬
H
塞
ω
）
　
に
も
言
及
し
て
い
る
シ
ュ
ヴ
ェ
ン
ク

（
軍
o
o
多
ミ
①
寿
）
の
次
の
よ
う
な
記
述
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
「
ノ
ー
ル
に
と
っ
て
〈
適
切
な
教
育
関
係
〉
は
教
育
の
仕
事
に
お
け
る
決



　
定
的
な
〈
奥
義
〉
で
あ
り
、
教
育
者
と
生
徒
と
を
結
び
つ
け
る
く
創
造
的

　
　
な
V
関
係
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
教
育
者
の
側
に
は
〈
愛
〉
と

　
　
く
自
制
V
が
、
生
徒
の
側
に
は
信
頼
、
尊
敬
、
未
熟
さ
の
自
覚
、
心
を
通

　
　
わ
せ
よ
う
と
す
る
気
持
ち
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
趣
旨
で
ケ

　
　
ル
シ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
（
Ω
・
穴
o
轟
o
ぎ
畠
置
富
『
）
は
〈
教
育
者
の

　
　
魂
〉
に
つ
い
て
語
り
、
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
は
〈
生
ま
れ
な
が
ら
の
教
育

　
　
者
〉
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
後
者
に
あ
っ
て
は
素
質
的
要
因
が
さ
ら

　
　
に
幾
分
強
く
前
面
に
で
て
い
る
」
（
ω
O
姜
要
戸
旨
雷
　
引
用
語
句
の
出
典

　
　
に
つ
い
て
の
原
註
は
省
略
し
た
）
。

　
デ
ィ
ル
タ
イ
を
端
繕
と
す
る
ド
イ
ツ
語
圏
の
か
つ
て
の
教
育
学
に
お
け
る
伝

統
的
な
教
育
関
係
論
を
右
に
一
瞥
し
た
あ
と
、
次
に
全
く
別
の
場
所
か
ら
今
一

つ
の
事
例
を
と
り
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
二
十
世
紀
を
迎
え
る
前
後
か

ら
徐
々
に
存
在
感
を
獲
得
し
始
め
、
や
が
て
一
九
二
〇
年
代
以
降
急
激
に
台
頭

し
て
一
時
は
ア
メ
リ
カ
の
教
育
界
を
リ
ー
ド
す
る
ほ
ど
の
力
さ
え
も
つ
に
い
た
っ

た
有
名
な
教
育
改
革
運
動
で
あ
る
進
歩
主
義
教
育
に
目
を
転
じ
て
、
進
歩
主
義

教
育
の
推
進
者
た
ち
が
使
用
し
た
教
育
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

進
歩
主
義
教
育
の
運
動
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
い
く
つ
も
の
教
育
ス
ロ
ー
ガ
ン

の
う
ち
以
下
に
と
り
あ
げ
る
の
は
、
教
育
言
語
に
関
す
る
古
典
的
研
究
で
あ
る

シ
ェ
フ
ラ
ー
（
H
・
O
O
O
ぎ
彗
弩
）
の
『
教
育
の
言
語
』
（
一
九
六
〇
）
に
お
い
て

分
析
を
施
さ
れ
て
い
る
事
例
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
か
に
も
熱
心
な
教

師
が
口
に
し
そ
う
な
感
じ
の
文
句
で
あ
る
が
、
「
我
々
は
子
ど
も
た
ち
を
教
え

る
の
で
あ
っ
て
、
教
科
を
教
え
る
の
で
は
な
い
（
峯
o
け
＄
ま
o
巨
亀
彗
一
旨
け

　
　
　
　
　
　
教
育
行
為
と
教
育
関
係

彗
9
8
華
）
」
（
o
o
o
胃
毫
冨
籟
一
ω
o
。
）
と
い
う
教
育
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
。

　
シ
ェ
フ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
内
容
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
眼

目
と
な
る
の
は
そ
の
実
践
的
な
意
味
で
あ
る
。
右
の
教
育
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
関
し

て
は
、
進
歩
主
義
教
育
の
運
動
が
ア
メ
リ
カ
の
教
育
界
を
風
廃
し
て
い
た
こ
ろ

に
比
べ
れ
ば
「
そ
の
実
践
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
現
在
で
は
切
迫
感
が
乏
し
い
と
感

じ
る
人
が
実
際
の
と
こ
ろ
多
数
で
あ
る
」
（
o
o
o
竃
書
員
肯
）
と
シ
ェ
フ
ラ
ー

は
述
べ
て
い
る
。
教
育
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
限
ら
ず
一
般
に
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
具
体

的
な
文
脈
に
お
け
る
特
定
の
問
題
状
況
の
な
か
で
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
そ
の
実
践
的
な
意
味
も
文
脈
に
相
対
的
で
あ
る
。
当
初
あ
る
文
脈

で
使
用
さ
れ
た
と
き
に
は
力
強
い
実
践
的
な
意
味
を
発
揮
し
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
も
、

時
代
の
変
化
に
伴
っ
て
文
脈
が
異
な
っ
て
し
ま
う
と
実
践
的
な
意
味
が
色
あ
せ

て
し
ま
う
の
は
常
態
と
い
え
よ
う
。
「
我
々
は
子
ど
も
た
ち
を
教
え
る
の
で
あ
っ

て
、
教
科
を
教
え
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
教
育
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
場
合
も
、
そ

の
例
に
も
れ
な
い
。
シ
ェ
フ
ラ
ー
は
、
こ
の
教
育
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
実
践
的
な
意

味
と
し
て
「
注
意
を
子
ど
も
に
ふ
り
む
け
る
こ
と
、
教
育
の
硬
直
性
と
形
式
主

義
を
や
わ
ら
げ
る
こ
と
、
大
人
の
基
準
と
見
方
が
不
当
に
第
一
義
的
な
地
位
を

し
め
教
授
法
式
が
機
械
的
に
な
っ
て
い
る
状
態
か
ら
学
校
教
育
の
プ
ロ
セ
ス
を

解
放
す
る
こ
と
、
子
ど
も
の
世
界
に
対
す
る
想
像
力
、
共
感
、
理
解
を
教
師
側

に
ま
す
ま
す
促
進
す
る
こ
と
」
（
o
o
o
胃
…
員
昌
）
を
列
挙
し
た
う
え
で
、
こ

う
し
た
一
連
の
実
践
的
な
意
味
が
非
常
に
強
い
切
迫
性
を
も
ち
え
た
そ
の
当
時

の
学
校
教
育
の
状
況
（
つ
ま
り
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
文
脈
）
に
つ
い
て
歴
史
的

に
回
顧
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
も
は
や
本
稿
の
テ
ー
マ
か
ら
大
き
く
は
ず
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五



事
柄
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
げ
な
い
。

　
そ
の
実
践
的
な
意
味
を
支
え
た
文
脈
は
も
は
や
過
去
に
属
し
て
い
る
と
し
て

も
、
右
の
教
育
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
文
言
が
本
節
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
非
常
に
興
味

を
ひ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
何
ら
か
わ
り
が
な
い
。
そ
こ
で
、
次
に
こ
の
点

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
い
い

回
し
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
我
々
」
と
い
う
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
教
師
の

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
「
教
え
る
」
と
い
う
動
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

明
白
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
教
育
行
為
に
か
か
わ
る
ス
ロ
ー

ガ
ン
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
注
目
す
べ
き
は
、
教
師
が
そ
の

教
育
行
為
に
お
い
て
第
一
義
的
に
関
係
を
と
り
結
ぷ
の
は
ま
さ
に
生
徒
に
対
し

て
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
、
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
教
科
す
な
わ
ち
教
育
内
容
を

あ
え
て
排
除
す
る
形
で
表
明
し
て
い
る
と
い
う
顕
著
な
事
実
で
あ
る
。
教
育
関

係
が
文
字
通
り
排
他
的
に
も
っ
ぱ
ら
教
師
と
生
徒
と
の
二
項
関
係
と
し
て
完
結

す
る
と
い
う
主
張
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
特
定

の
文
脈
に
支
え
ら
れ
て
大
き
な
実
践
的
効
力
を
発
揮
し
え
た
の
は
、
一
つ
に
は
、

こ
の
主
張
が
教
育
関
係
に
つ
い
て
の
伝
統
的
で
常
識
的
な
了
解
に
よ
く
な
じ
ん

だ
か
ら
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
用
い
ら
れ
た
具
体
的
な
文
脈
か
ら
離
れ
て
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
の

い
い
回
し
を
そ
の
文
字
通
り
の
意
味
に
沿
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
は
、
ス
ロ
ー
ガ

ン
が
も
っ
て
い
る
実
践
的
意
味
を
捨
象
し
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
は
た
す
役
割
を
み

う
し
な
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
の
点
は
き
ち
ん
と
確
認
し
た
う
え
で
、
も
う

一
度
右
の
教
育
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
茎
言
に
着
目
し
て
み
よ
う
。
「
我
々
は
子
ど
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六

た
ち
を
教
え
る
の
で
あ
っ
て
、
教
科
を
教
え
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
短
い
文

が
人
目
を
ひ
く
の
は
、
教
師
に
よ
る
教
育
行
為
の
対
象
と
し
て
「
子
ど
も
た
ち
」

と
「
教
科
」
と
を
相
互
排
除
的
な
対
立
関
係
に
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
「
教
科
」

を
排
除
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
教
育
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
教
育
行
為
の
対
象

か
ら
排
除
し
て
い
る
の
は
、
端
的
に
教
科
一
般
、
教
育
内
容
一
般
で
あ
る
点
に

こ
こ
で
充
分
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
教
育
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
教
育

当
局
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
特
定
の
教
科
を
新
機
軸
の
教
科
と
の
対
比
に
お
い

て
拒
絶
す
る
な
ど
と
い
っ
た
月
並
み
な
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
く
・

ま
さ
に
教
科
一
般
、
教
育
内
容
一
般
を
教
育
行
為
の
対
象
と
し
て
拒
絶
す
る
と

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
教
師
に
よ
る
教
育
行
為
の
対
象
と
し
て
生
徒
を
と

り
あ
げ
る
の
は
ご
く
当
然
の
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
教
師
に
よ
る
教
育
行

為
の
対
象
と
し
て
生
徒
と
教
育
内
容
と
を
相
互
排
除
的
な
対
立
関
係
に
お
く
の

は
全
く
当
然
の
こ
と
で
は
な
い
。
教
育
内
容
を
欠
い
て
教
師
が
生
徒
に
対
し
て

教
育
行
為
を
行
う
こ
と
は
、
論
理
的
に
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
シ
ェ
フ
ラ
ー

が
い
う
よ
う
に
、
「
あ
る
人
に
何
か
あ
る
事
柄
を
教
え
る
こ
と
に
従
事
し
な
け

れ
ば
、
そ
の
人
に
教
え
る
と
い
う
こ
と
に
従
事
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

（
o
o
畠
害
冒
P
竈
）
の
で
あ
っ
て
、
「
文
字
通
り
に
解
釈
す
れ
ば
、
あ
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
は
明
白
な
誤
り
で
あ
り
、
い
か
な
る
議
論
に
お
い
て
も
ま
じ
め
な
前
提
と

し
て
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
H
g
P
）
。

　
教
育
行
為
を
め
ぐ
っ
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
が
生
じ
て
く
る
が
、
こ
れ
ら
の

関
係
は
教
育
関
係
に
つ
い
て
の
伝
統
的
な
見
方
と
は
裏
腹
に
も
っ
ぱ
ら
教
師
と

生
徒
と
の
二
項
関
係
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
最
低
限



で
も
教
師
と
教
育
内
容
と
生
徒
と
の
三
項
関
係
と
し
て
と
ら
え
な
け
れ
ぱ
、
そ

の
現
実
的
な
あ
り
方
に
近
づ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
に
は
、
教
育
関
係
の

構
成
要
因
は
、
教
師
・
教
育
内
容
・
生
徒
の
三
項
に
は
限
定
さ
れ
ず
、
さ
ら
に

さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
教
師
と
生
徒
と
の
二
項
に
、

い
わ
ば
そ
れ
ら
と
同
格
の
要
因
と
し
て
教
育
内
容
を
付
加
し
て
三
項
を
設
定
す

る
だ
け
で
も
、
教
育
関
係
が
呈
す
る
相
貌
や
可
能
性
は
一
変
す
る
の
で
あ
る
。

次
節
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

三

　
教
育
関
係
を
も
っ
ぱ
ら
教
師
と
生
徒
と
の
二
項
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
の
と
、

こ
れ
に
さ
ら
に
教
育
内
容
を
加
え
て
三
項
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
の
と
で
ど
れ

ほ
ど
大
き
な
ち
が
い
が
生
ず
る
か
は
、
次
の
よ
う
な
単
純
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ

て
も
容
易
に
察
し
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。

　
平
面
上
の
あ
い
異
な
る
位
置
に
二
つ
の
点
A
と
B
が
与
え
ら
れ
た
と
き
、
A

と
B
を
直
線
で
結
ん
で
も
こ
れ
ら
二
点
間
の
線
分
が
得
ら
れ
る
だ
け
で
、
図
形

は
得
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
教
育
関
係
を
も
っ
ぱ
ら
教
師
と
生
徒
と
の
二
項
関

係
と
し
て
と
ら
え
る
場
合
と
類
比
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
平
面
上

の
A
と
も
B
と
も
異
な
る
位
置
に
三
番
目
の
点
C
が
与
え
ら
れ
る
と
、
A
と
B
，

B
と
C
，
C
と
A
を
直
線
で
結
ぷ
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
三
角
形
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
教
育
関
係
を
教
師
と
生
徒
と
教
育
内
容
と
の
三
項
関
係

と
し
て
と
ら
え
る
場
合
と
類
比
的
で
あ
る
が
、
点
を
た
だ
一
つ
増
や
し
た
だ
け

　
　
　
　
　
　
教
育
行
為
と
教
育
関
係

で
、
得
ら
れ
る
線
分
も
A
と
B
を
結
ぷ
線
分
た
だ
一
つ
だ
け
か
ら
、
A
と
B
を

結
ぷ
線
分
と
B
と
C
を
結
ぷ
線
分
と
C
と
A
を
結
ぷ
線
分
の
三
つ
に
一
挙
に
増

え
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
三
つ
の
点
A
と
B
と
C
に
そ
れ
ぞ
れ
教
師
と
生
徒

と
教
育
内
容
を
対
応
さ
せ
れ
ば
、
こ
れ
ら
三
つ
の
線
分
は
、
基
本
的
な
性
格
が

相
互
に
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、
同
質
の
要

因
が
一
つ
か
ら
三
つ
に
量
的
に
増
え
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
教
育
関
係
を
構

成
す
る
互
い
に
質
的
に
異
な
る
三
種
類
の
要
因
が
と
り
だ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
さ
ら
に
複
雑
な
問
題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
も
可
能
に

な
る
。
た
と
え
ば
、
A
と
B
を
結
ぷ
線
分
が
C
に
対
し
て
と
り
う
る
関
係
に
は

ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
関
係
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
線
分
の
あ
り
方
。

や
と
ら
え
方
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
ず
る
か
と
い
っ
た
類
の
諸
問
題
で
あ
る
。

　
教
育
関
係
の
構
成
要
因
を
、
教
育
行
為
の
当
事
者
で
あ
る
教
師
と
生
徒
と
い

う
人
間
だ
け
に
限
定
せ
ず
、
さ
ら
に
教
育
内
容
を
加
え
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
三

者
を
並
列
す
る
こ
と
を
避
け
、
あ
え
て
一
つ
の
三
角
形
の
三
つ
の
角
に
位
置
づ

け
る
図
式
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
示
唆
に
富
む
論
及
を
行
っ
た
の
は
、

ウ
ー
セ
（
』
■
昌
窪
ξ
Φ
）
で
あ
っ
た
。
教
育
関
係
を
基
本
的
に
三
項
関
係
と

し
て
と
ら
え
る
場
合
、
各
項
相
互
の
位
置
づ
け
の
設
定
や
三
項
間
の
バ
ラ
ン
ス

な
い
し
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
重
要
な
問
題
と
な
る
が
、
ま
さ
に
こ
の
点
で
ウ
ー
セ

の
提
示
し
た
図
式
は
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。

　
ウ
ー
セ
の
図
式
に
お
い
て
教
育
内
容
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
も
っ

ぱ
ら
知
識
（
墨
き
巳
で
あ
る
。
確
か
に
、
知
識
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
技
能

や
道
徳
な
ど
教
育
内
容
と
し
て
童
要
な
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
は
、
ウ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七



セ
と
て
否
定
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
と
は
い
え
、
知
識
が
教
育
内
容
と
し
て
重

き
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
し
、
知
識
を
た
と
え
ば
技
能
に
お
き

か
え
た
と
し
て
も
、
ウ
ー
セ
の
図
式
に
大
き
な
変
更
を
加
え
る
必
要
は
生
じ
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ウ
ー
セ
に
よ
れ
ば
、
教
師
、
生
徒
、
知
識
（
す
な
わ
ち
教
育
内
容
）
の
三
項

が
相
互
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
あ
っ
て
、
教
育
関
係
が
三
項
間
の
均
衡
状
態
の
う

ち
に
保
持
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
必
ず
三
項
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
二
項

が
緊
密
な
結
合
を
と
り
結
ん
だ
う
え
で
、
こ
の
緊
密
な
結
合
か
ら
こ
と
さ
ら
に

排
除
す
る
形
で
三
番
目
の
項
を
教
育
関
係
の
う
ち
に
と
り
こ
む
か
ら
で
あ
る
。

第
三
項
の
排
除
は
「
不
可
能
で
あ
る
と
同
時
に
必
然
的
」
（
串
O
⊂
婁
曽
一
冨
）

で
あ
る
と
ウ
ー
セ
は
い
う
が
、
こ
の
論
理
矛
盾
の
形
用
句
は
、
教
育
関
係
が
決

し
て
二
項
間
の
関
係
と
し
て
は
成
立
し
え
ず
、
必
ず
最
低
限
で
も
三
項
間
で
し

か
成
立
し
え
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
三
項
は
教
育
関
係
の
内
部
で
不
可
避
的
に

二
対
一
の
形
で
分
裂
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
教
育
関
係
に
お
い
て
二
項

の
緊
密
な
結
合
か
ら
排
除
さ
れ
る
第
三
の
項
を
ウ
ー
セ
は
－
o
冒
o
ユ
と
呼
ん

で
い
る
が
、
こ
の
男
性
定
冠
詞
を
伴
っ
た
名
詞
は
も
と
よ
り
「
死
」
を
意
味
す

る
は
ず
は
な
く
（
フ
ラ
ン
ス
語
で
「
死
」
は
女
性
名
詞
5
冒
O
具
）
、
ま
た

「
男
の
死
人
」
を
意
味
す
る
の
で
も
な
い
。
こ
の
語
は
、
カ
ー
ド
・
ゲ
ー
ム
の
ブ

リ
ッ
ジ
や
ホ
イ
ス
ト
に
お
け
る
ダ
ミ
ー
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ダ
ミ
ー

は
自
分
の
カ
ー
ド
を
一
枚
残
ら
ず
表
に
し
て
広
げ
、
ゲ
ー
ム
に
は
参
加
し
な
い

が
、
ダ
、
、
、
1
抜
き
で
は
ゲ
ー
ム
は
成
立
せ
ず
、
ダ
ミ
ー
は
ゲ
ー
ム
に
と
っ
て
不

可
欠
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ウ
ー
セ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ダ
ミ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八

に
関
し
て
で
あ
る
が
、
ダ
ミ
ー
の
こ
と
を
患
い
浮
か
べ
る
た
め
に
は
、
プ
リ
ッ

ジ
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
ブ
リ
ッ
ジ
で
ダ
ミ
ー
を
ひ
き
う
け
る

者
は
、
一
方
で
は
、
ゲ
ー
ム
が
進
行
し
う
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
他

方
で
は
、
ダ
ミ
ー
の
札
を
全
部
み
た
う
え
で
札
を
切
っ
て
く
る
他
の
プ
レ
ー
ヤ
ー

か
ら
は
半
人
前
に
あ
つ
か
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
（
曽
O
畠
婁
曽
一
畠
O
。
）
。
前
述
し

た
よ
う
に
、
ダ
、
ミ
ー
は
教
育
関
係
に
お
い
て
他
の
二
つ
の
項
同
士
の
緊
密
な
結

合
か
ら
排
除
さ
れ
る
第
三
項
で
あ
り
、
こ
の
第
三
項
を
排
除
す
る
第
一
項
と
第

二
項
を
ウ
ー
セ
は
と
も
に
「
主
体
（
－
O
豊
喜
）
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
ウ
ー
セ
に
よ
れ
ぱ
、
お
よ
そ
「
教
育
の
場
面
は
、
知
識
、
教
師
、
生
徒
と
い

う
三
つ
の
構
成
要
素
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
る
一
つ
の
三
角
形
と
し
て
規
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
構
成
要
素
の
う
ち
二
つ
は
主
体
と
し
て
自

ら
を
た
ち
あ
げ
る
の
に
対
し
て
、
第
三
の
構
成
要
素
は
ダ
ミ
ー
の
立
場
を
う
け

い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
立
場
を
う
け
い
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
空
騒
ぎ
を

始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
曽
O
冨
撃
曽
一
ト
。
窒
）
。
し
か
し
、
第
三
項
が
ダ
ミ
ー

の
役
回
り
を
い
く
ら
拒
ん
で
み
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
第
三
項
は
決
し
て
主
体

に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
第
三
項
が
主
体
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ

ぱ
、
そ
れ
は
、
第
一
項
か
第
二
項
か
の
い
ず
れ
か
が
ダ
ミ
ー
と
な
っ
て
、
第
三

項
が
残
っ
た
項
と
緊
密
に
結
合
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
ウ
ー
セ
は
次
の
よ
う

に
明
言
し
て
い
る
。
「
ダ
ミ
ー
が
空
騒
ぎ
を
し
た
と
こ
ろ
で
無
駄
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
教
育
に
お
い
て
は
決
し
て
主
体
が
三
つ
あ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

二
つ
の
主
体
が
存
在
す
る
た
め
に
ダ
ミ
ー
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
ダ
、
・
、
ー
は
あ
ら
ゆ
る
教
育
に
欠
落
を
、
問
題
の
源
を
、
限
界



を
、
貧
弱
さ
を
も
た
ら
す
。
教
育
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
ダ
ミ
ー
を
変
え

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
欠
落
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
教
育
に
お
い
て
は
、
ダ
ミ
ー
を
欠
い
て
は
救
済
が
な
い
の
で
あ
る
」

（
串
o
⊂
婁
長
お
）
。
教
育
関
係
を
構
成
す
る
三
項
を
、
緊
密
に
結
合
し
あ
う
二

つ
の
項
と
こ
の
結
合
か
ら
排
除
さ
れ
る
第
三
の
項
と
の
組
み
あ
わ
せ
と
し
て
把

握
す
る
ウ
ー
セ
の
見
解
が
い
か
に
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ

う
。　

教
育
関
係
の
構
成
要
因
で
あ
る
教
師
、
生
徒
、
知
識
（
教
育
内
容
）
の
う
ち

ど
の
要
因
が
ダ
ミ
ー
に
な
る
の
か
、
い
い
か
え
れ
ば
、
三
つ
の
う
ち
ど
の
二
つ

が
緊
密
に
結
合
し
あ
う
の
か
に
つ
い
て
は
、
当
然
次
の
三
通
り
の
ケ
ー
ス
が
考

え
ら
れ
る
。
第
一
は
、
教
師
と
知
識
が
緊
密
に
結
合
し
あ
っ
て
生
徒
が
ダ
ミ
ー

と
な
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
構
造
に
よ
っ
て
教
育
関
係
が
特
徴
づ
け
ら
れ
る

と
き
に
展
開
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
ウ
ー
セ
は
「
教
授
（
彗
置
O
q
；
『
）
」
と
呼
ん
で

い
る
。
第
二
は
、
教
師
と
生
徒
が
緊
密
に
結
合
し
あ
っ
て
知
識
が
ダ
ミ
ー
と
な

る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
構
造
に
よ
っ
て
教
育
関
係
が
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
き

に
展
開
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
ウ
ー
セ
は
「
育
成
（
h
o
『
冒
睾
）
」
と
呼
ん
で
い
る
。

最
後
に
第
三
は
、
生
徒
と
知
識
が
緊
密
に
結
合
し
あ
っ
て
教
師
が
ダ
ミ
ー
と
な

る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
構
造
に
よ
っ
て
教
育
関
係
が
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
き

に
展
開
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
ウ
ー
セ
は
「
学
習
（
碧
買
彗
葦
①
）
」
と
呼
ん
で
い

る
。
こ
れ
ら
三
通
り
の
ケ
ー
ス
の
分
類
が
非
常
に
形
式
的
な
印
象
を
与
え
る
の

は
、
三
つ
の
角
に
そ
れ
ぞ
れ
教
師
、
生
徒
、
知
識
を
あ
て
が
っ
た
三
角
形
の
図

式
を
ウ
ー
セ
が
用
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ウ
ー
セ
の
三
角
形
の
図
式
に

　
　
　
　
　
　
教
育
行
為
と
教
育
関
係

お
い
て
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
必
ず
一
つ
の
辺
が
、
そ
し
て
一
つ
の
辺
だ
け

が
い
わ
ま
特
権
化
さ
れ
て
、
他
の
二
辺
を
さ
し
お
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ー

セ
の
図
式
に
依
拠
す
る
限
り
、
教
育
関
係
の
そ
れ
以
外
の
構
造
は
あ
り
え
な
い
。

し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
ど
の
辺
が
特
権
化
す
る
の
か
、
特
権
の
度
合
は

い
か
な
る
条
件
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
関
し
て
は
、
こ

の
図
式
は
当
然
な
が
ら
何
も
示
さ
な
い
し
、
ウ
ー
セ
自
身
も
そ
う
し
た
問
題
に

つ
い
て
系
統
だ
っ
た
論
述
を
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
と
は
い

え
、
少
な
く
と
も
三
項
関
係
と
し
て
の
教
育
関
係
が
呈
し
う
る
構
造
的
特
質
の

様
態
を
簡
明
な
形
で
み
て
と
れ
る
よ
う
に
し
て
く
れ
る
点
は
、
確
か
に
ウ
i
セ

の
図
式
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の

図
式
に
お
い
て
三
角
形
の
各
辺
上
に
立
脚
し
て
対
角
に
臨
む
と
き
、
辺
上
の
ど

の
点
に
た
っ
て
臨
む
か
に
応
じ
て
い
か
な
る
ち
が
い
が
生
ず
る
の
か
、
あ
る
辺

か
ら
別
の
辺
へ
の
移
行
に
は
ど
の
よ
う
な
形
が
あ
り
う
る
の
か
等
々
を
考
え
る

こ
と
で
、
現
実
に
お
け
る
教
育
関
係
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た

め
の
何
か
手
が
か
り
の
よ
う
な
も
の
が
、
も
し
か
し
た
ら
得
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
教
育
関
係
を
も
っ
ぱ
ら
教
師
と
生
徒
と
の
関
係

と
し
て
と
ら
え
る
ご
く
常
識
的
な
見
方
は
強
固
な
伝
統
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。

前
節
で
と
り
あ
げ
た
ウ
ー
セ
の
図
式
に
即
し
て
い
え
ば
、
教
育
関
係
に
対
す
る
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こ
の
伝
統
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ウ
ー
セ
の
い
う
育
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
対
応
し

て
い
る
。
育
成
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
知
識
を
ダ
ミ
ー
と
し
つ
つ
教
師
と
生
徒
を
緊

密
に
結
合
す
る
構
造
に
よ
っ
て
教
育
関
係
が
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
き
に
展
開
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
ウ
ー
セ
の
い
う
育
成
、
教
授
、
学
習
の
三
種
類
の
プ
ロ
セ

ス
の
う
ち
、
以
下
本
節
で
は
、
教
育
関
係
に
対
す
る
伝
統
的
常
識
的
ア
プ
ロ
ー

チ
で
は
把
捉
し
が
た
い
二
種
類
の
プ
ロ
セ
ス
の
片
方
で
あ
る
教
授
を
と
り
あ
げ

て
若
干
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ウ
ー
セ
が
教
授
と
呼
ん
で
い
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
「
教
育
の
ゲ
ー
ム
を
実
行
可

能
と
す
る
た
め
に
第
三
項
た
る
生
徒
に
ダ
ミ
ー
の
役
を
強
制
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
主
体
と
し
て
特
権
的
存
在
者
と
し
て
自
ら
を
た
ち
あ
げ
る
教
師
と
知
識
と

い
う
二
つ
の
構
成
要
素
」
（
目
O
婁
葦
貝
雷
）
が
教
育
関
係
の
構
造
を
特
徴
づ

け
て
い
る
場
面
で
進
行
し
て
ゆ
く
。
教
授
の
プ
ロ
セ
ス
と
不
可
分
な
こ
う
し
た

教
育
関
係
の
構
造
が
成
立
す
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
こ
と
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
ウ
ー
セ
の
論
述
か
ら
、
こ
れ
に
関
し
て
次
の
二

つ
の
論
点
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
一
つ
は
教
師
の
権
威
に
か
か
わ
る

論
点
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
か
か
わ
る
論
点
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
教
師
の
権
威
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
ウ
ー
セ
が
着
目
し
て
い
る
の
は

「
象
徴
的
権
威
（
彗
け
O
『
ま
｛
昌
σ
O
互
畠
）
」
で
あ
る
。
ウ
ー
セ
に
よ
れ
ば
、

教
師
に
は
こ
の
象
徴
的
権
威
な
る
も
の
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
、
教
師
が
「
い
わ
ば
文
化
の
代
表
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
」

（
岸
o
∈
肇
曽
一
違
）
で
あ
る
。
も
し
ウ
ー
セ
の
い
う
よ
う
に
教
師
が
文
化
の
代

表
者
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
知
識
を
は
じ
め
と
し
て
教
育
内
容
一
般
は
文
化
そ
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の
も
の
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
教
師
と
知
識
と
が
き
わ

め
て
緊
密
に
結
合
し
て
い
る
の
は
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
代
表
者
た
る
者

は
自
ら
が
代
表
す
る
対
象
に
帰
属
し
、
も
と
も
と
そ
れ
と
一
体
だ
か
ら
で
あ
る
。

問
題
は
、
教
師
が
現
実
に
ど
の
程
度
ウ
ー
セ
の
い
う
象
徴
的
権
威
が
ら
み
で
文

化
の
代
表
者
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
本
格
的
な
工
業
化
を
遂
げ
る
以

前
の
社
会
に
お
い
て
は
、
確
か
に
教
師
に
は
文
化
の
代
表
者
と
い
う
側
面
が
強

か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
今
日
で
も
幼
児
教
育
や
初
等
教
育
の
初
期
段
階
に
お
い

て
は
同
じ
こ
と
が
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
情
報
化
が
充
進
し
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
が
著
し
く
発
達
し
た
今
日
で
は
、
ウ
ー
セ
が
主
張
す
る
よ
う
な
形
で

教
師
を
文
化
の
代
表
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
や
は
り
無
理
が
あ
る
よ

う
に
患
わ
れ
る
。

　
次
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
か
か
わ
る
論
点
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
こ

の
論
点
と
の
関
連
で
ウ
ー
セ
が
着
目
し
て
い
る
の
は
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
心
理
学
の
デ
ー
タ
」
（
葭
o
曇
＞
員
自
）
で
あ
る
。
ウ
ー
セ
に
よ
れ
ば
「
《
教

授
》
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
そ
の
機
能
の
様
式
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
に
ま

さ
し
く
逆
行
す
る
よ
う
に
患
わ
れ
る
」
（
岸
O
畠
窒
員
富
）
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
心
理
学
の
デ
ー
タ
に
し
た
が
え
ぱ
、
教
師
と
生
徒
の
間
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
最
善
の
形
で
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
事
柄
が
実
現
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ウ
ー
セ
は
い
う
。
「
生
徒
の
自
由
闇
達
さ
、
知
的
機

能
に
お
け
る
大
人
と
子
ど
も
の
同
形
性
、
相
手
同
士
で
の
コ
ー
ド
の
同
一
性
、

同
様
の
理
解
と
興
味
、
大
局
的
展
望
の
保
持
、
当
事
者
が
各
人
に
払
う
注
意
、

等
々
」
（
ま
μ
．
）
。
確
か
に
、
平
均
的
な
大
多
数
の
教
師
に
し
て
み
れ
ば
、
教
育



行
為
の
場
面
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
事
柄
を
こ
と
ご
と
く
実
現
す
る
の
は
、
叶
わ

ぬ
こ
と
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
に
教
師
か
ら
生
徒
へ

と
働
き
か
け
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
応
じ
て
生
徒
が
教
師
に
反
応
を
返
し

て
も
、
そ
れ
は
つ
い
に
本
格
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
い
た
る
こ
と
が
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
教
師
と
生
徒
と
の
間
で
本
格
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
成
立
し
え
な
い
の
で
あ
れ
ぱ
、
両
者
が
緊
密
に
結
合
し
あ
う
こ
と
も

な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
教
師
は
生
徒
と
は
異
な
り
、
「
知
識
を

マ
ス
タ
ー
し
た
の
で
あ
っ
て
」
（
国
O
畠
睾
隻
畠
）
、
い
う
な
れ
ば
「
知
識
を
体

現
し
て
い
る
人
間
」
（
董
｛
．
）
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
教
師
は
知
識
と
緊

密
に
繕
合
し
あ
っ
た
ま
ま
、
本
格
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
は
る
か
に

及
ば
な
い
水
準
に
お
い
て
生
徒
を
と
り
こ
む
と
い
う
形
で
教
育
関
係
が
構
造
づ

け
ら
れ
る
と
い
う
訳
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ウ
ー
セ
が
ひ
き
あ
い
に
だ
し
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
心
理

学
の
デ
ー
タ
な
る
も
の
は
、
明
ら
か
に
余
り
に
も
厳
し
す
ぎ
る
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
十
全
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
る
た
め
の
必
要
条
件
と
し

て
列
挙
さ
れ
て
い
る
諸
条
件
を
満
た
し
て
い
る
よ
う
な
対
人
的
場
面
な
ど
、
教

師
が
生
徒
に
何
か
を
教
え
る
教
育
の
場
面
に
限
ら
ず
、
お
よ
そ
現
実
の
生
活
に

お
い
て
は
ま
ず
み
い
だ
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す

る
右
の
よ
う
な
過
度
に
厳
格
な
諸
条
件
を
基
準
と
し
て
採
用
す
る
限
り
、
教
育

行
為
の
み
な
ら
ず
ほ
と
ん
ど
の
対
人
的
行
為
は
い
ず
れ
も
本
格
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
及
ば
な
い
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
教
育
行
為
を
そ
れ
以

外
の
対
人
的
行
為
か
ら
区
別
し
て
そ
の
顕
著
な
特
質
を
と
り
だ
す
こ
と
に
は
つ

　
　
　
　
　
　
教
育
行
為
と
教
育
関
係

な
が
っ
て
こ
な
い
。
教
育
関
係
の
構
造
的
特
徴
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
に
は
、

教
育
行
為
に
特
有
な
事
態
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
教
育
行
為
に
お
い
て
特
に
き
わ
だ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
事
態
は
、
教
育
行

為
の
遂
行
主
体
と
教
育
行
為
の
目
的
の
実
現
主
体
と
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
人
格

で
あ
る
と
い
う
点
に
み
い
だ
さ
れ
る
。
教
育
行
為
の
目
的
は
さ
ま
ざ
ま
な
具
体

的
内
容
を
も
ち
う
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
生
徒
が
何
ら
か
の
し
か
る
べ
き
内

容
を
学
び
と
る
と
い
う
こ
と
に
お
か
れ
て
い
る
。
生
徒
が
実
際
に
そ
の
内
容
を

き
ち
ん
と
学
び
と
っ
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
教
育
行
為
の
目
的
が
実
現
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
十
全
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
諸
条
件
が
教
師
と
生
徒

の
間
で
満
足
さ
れ
て
お
り
・
教
師
が
で
き
る
限
り
の
準
備
を
整
え
た
う
え
で
授

業
に
全
力
を
尽
く
せ
ぱ
、
必
ず
生
徒
は
し
か
る
べ
き
内
容
を
し
か
る
べ
き
形
で

学
ぷ
と
思
う
の
は
、
教
師
の
独
善
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
教
師
が
最
善
を
尽
く

し
て
教
育
に
従
事
し
た
と
し
て
も
、
学
ぷ
か
学
ば
な
い
か
は
、
教
師
と
は
全
く

別
個
の
人
格
で
あ
る
生
徒
次
第
な
の
で
あ
る
。
ル
ブ
ー
ル
の
い
う
よ
う
に
「
知

る
と
は
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
だ
れ
も
私
に
代
わ
っ
て
理
解
す
る
と
い
う
こ

と
は
で
き
な
い
」
（
勾
畠
O
ξ
O
・
↓
）
の
で
あ
っ
て
、
教
師
が
生
徒
に
な
り
代
わ
っ

て
学
ぷ
訳
に
は
い
か
な
い
。

　
そ
も
そ
も
知
識
を
は
じ
め
と
す
る
教
育
内
容
は
、
神
経
伝
達
物
質
が
神
経
細

胞
か
ら
神
経
細
胞
へ
と
伝
達
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
教
師
か
ら
生
徒
へ
と
文
字
通

り
伝
達
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
伝
令
が
命
令
を
部
隊
か
ら
都
隊
へ
と

送
達
す
る
と
い
っ
た
物
理
的
な
伝
達
行
為
に
お
い
て
は
行
為
の
遂
行
主
体
と
行

為
の
目
的
の
実
現
主
体
は
同
一
の
人
格
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
教
育
行
為
に
お
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二
一

い
て
は
前
者
と
後
者
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
人
格
へ
と
い
わ
ぱ
分
裂
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
教
育
関
係
を
形
づ
く
る
三
つ
の
構
成
要
因
で
あ
る
教
師
、
知
識
、
生

徒
の
間
に
お
い
て
、
教
師
と
知
識
と
が
緊
密
に
結
合
し
あ
っ
て
第
三
項
と
し
て

の
生
徒
と
超
え
が
た
い
距
離
を
と
る
と
い
う
特
徴
的
構
造
が
成
立
し
、
こ
れ
が

教
育
関
係
の
一
つ
の
タ
イ
プ
を
形
づ
く
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
教
育
行
為

に
お
け
る
行
為
の
遂
行
主
体
と
行
為
目
的
の
実
現
主
体
と
の
別
人
格
へ
の
分
裂

と
い
う
事
態
が
そ
れ
に
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
。

　
　
文
献
（
引
用
箇
所
は
、
著
者
の
姓
と
ぺ
ー
ジ
数
を
括
弧
に
い
れ
て
、
引
用
文
毎
に
本
文
中
に
示
し
た
。
）

W
・
デ
ィ
ル
タ
イ
『
教
育
学
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集
』
（
日
本
デ
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ル
タ
イ
協
会
訳
）
、
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文
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、
一
九
八
七
。

F
・
フ
レ
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ル
『
人
間
の
教
育
（
上
）
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（
荒
井
武
訳
）
、
岩
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文
庫
、
一
九
六
四
。
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教
育
関
係
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教
育
患
想
学
会
編
『
教
育
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事
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』
所
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