
、

1
 
主
義

か
つ
て
大
学
で
学
ぷ
こ
と
は
一
部
の
人
に
限
ら
れ
て
ぃ
九
。
角
帽
は
一
種
の

シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
学
生
服
と
皮
カ
バ
ン
も
そ
れ
と
は
切
り
は

ス
テ
ィ
タ
ス

な
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
0
 
し
か
し
、
高
度
経
済
成
長
の
は
じ
ま
る
一
九
ナ
0
牙

代
に
は
学
生
数
は
飛
躍
的
に
増
大
し
、
そ
れ
と
共
に
角
帽
は
町
か
ら
消
え
、
学

生
服
も
皮
カ
バ
ン
も
姿
を
消
し
て
、
か
わ
っ
て
ジ
ャ
ン
。
ハ
ー
や
セ
ー
タ
ー
、
 
G

ン
が
登
場
す
る
0
 
学
生
の
フ
プ
ッ
シ
,
ン
を
か
え
九
の
は
ま
ず
、
多
分
、
ナ

0
＼0

年
の
安
保
闘
争
が
き
っ
か
け
で
、
そ
れ
に
つ
づ
く
高
度
経
済
成
長
期
の
ア
ル

バ
イ
ト
や
レ
ジ
ャ
ー
や
ス
ポ
ー
ツ
だ
っ
九
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
う

し
て
、
大
学
生
は
そ
の
制
服
を
ぬ
ぎ
す
て
て
佃
々
人
の
好
み
に
合
っ
た
自
由
な

そ
の
人
が
学
生
か
勤
労

服
装
を
え
ら
ん
だ
。
街
で
若
い
人
を
見
か
け
九
と
き
、

幻
世
紀
の
私
学
と
同
志
社

W
 
し
>

W
し
う
る
力

者
か
ど
ぅ
か
を
服
装
で
見
分
け
る
こ
と
は
背
ほ
ど
客
易
で
は
な
く
な
っ
九

こ
の
頃
に
へ
ル

六
0
年
代
の
終
り
の
頃
は
大
学
紛
争
が
全
国
に
ひ
ろ
が
り
、

ン
に
軍

ー
パ

メ
ツ
ト
に
力
ー
キ
色
の
ジ
ャ
ン
ハ
ー
、
タ
オ
ル
の
マ
ス
ク
、
ジ

手
、
ゲ
バ
棒
と
い
う
戦
倒
ス
タ
イ
ル
が
流
行
し
定
着
し
九
。
こ
の
服
装
は
そ
の

着
用
者
が
授
業
や
研
究
よ
り
む
し
ろ
ほ
か
の
場
に
関
心
を
持
っ
て
ぃ
る
こ
と
メ

卒
直
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
九
し
か
に
、
授
業
や
研
究
よ
り
優
先
す
べ
き
も
の

を
政
治
的
課
題
の
中
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
危
機
嘉
は
当
時
の
学
生
の
多
く

ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
そ
し
て
、
ア

に
み
ら
れ
九
。
し
か
し
、
中
国
の
文
化
大
郡
命
か
、

メ
リ
カ
に
お
け
る
学
生
述
動
に
飛
び
火
し
、
海
を
渡
っ
て
日
本
に
ひ
ろ
か
ナ

と
き
、
そ
の
紛
争
の
多
く
は
か
な
り
様
式
化
し
て
し
ま
っ
て
ぃ
た
へ
ト
ナ
ム

反
戦
歌
を
唄
う
バ
エ
ズ
の
甘
い
声
は
、
封
鎖
さ
れ
九
キ
ャ
ン
。
ハ
ス
か
ら
裂
い

0
＼ノ

と
こ
ろ
で
ア
ル
バ
イ
ト
に
い
そ
し
む
〕
釜
を
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
気
持
に
さ
せ

野

彦イ

ノ」、

は

社

に

何
を

y



た
。
大
学
生
で
あ
る
こ
と
と
は
、
受
験
か
ら
解
放
さ
れ
九
四
年
問
の
大
半
を
い

わ
ぱ
長
い
余
暇
の
時
周
と
し
て
拘
東
さ
れ
ず
気
ま
ま
に
過
ご
す
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
い
う
悟
り
の
よ
う
な
捻
に
浸
る

こ
と
を
お
ぼ
え
さ
せ
九
の
も
こ
の
時
代
光
っ
九
。
反
職
集
会
の
あ
と
耳
を
つ
ん

ツ
ク
の
ひ
び
き
の
中
で
判
断
停
止
の
ひ
と
と
き
を
過
し
た
学
生
大
ち

さ
く
口

が
、
あ
る
意
味
で
は
多
小
ノ
と
も
の
。
ハ
ワ
1
を
つ
く
り
出
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
ニ
ク
ソ
ン
批
判
の
世
論
を
き
さ
え
ア
メ
リ
カ
の
べ
ト
ナ
ム
へ
の
軍
事
<
1
入
を

つ
ぃ
に
あ
き
ら
め
さ
せ
る
一
助
と
も
な
っ
九
こ
と
も
本
当
で
あ
る
0
 
し
か
し
、

「
そ
れ
っ
き
り
し
だ
っ
九
。
ニ
ク
ソ
ン
は
口
本
の
頭
ご
し
に
中
国
と
手
を
結
び
、

イ
ン
ド
シ
ナ
に
は
中
ソ
対
立
が
持
ち
込
ま
れ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
二
重
の
悲
劇
が

は
じ
ま
る
。
社
会
主
義
勢
力
刷
士
の
角
逐
、
抗
釧
、
内
乱
、
戦
争
1
こ
の
惑

多
の
よ
う
な
紛
争
の
述
鎖
は
、
し
か
し
、
ム
,
も
現
突
の
も
の
な
の
で
あ
る
0

本
来
は
理
想
の
実
現
へ
の
途
で
あ
っ
九
は
ず
の
社
会
主
義
が
何
故
地
上
に
地

獄
を
つ
く
り
出
し
九
の
か
。
砲
武
の
と
ど
ろ
く
タ
イ
"
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
境
の
雌

民
村
で
泥
と
垢
に
ま
み
れ
た
何
万
と
い
う
ク
メ
ー
ル
人
を
み
た
と
き
、
筆
者
は

そ
の
疑
問
に
さ
い
な
ま
れ
九
。
あ
急
味
で
、
イ
ン
ド
シ
ナ
の
悲
劇
は
ソ
レ
ポ

ン
ヌ
(
。
ハ
リ
大
学
)
の
キ
十
ン
。
ハ
ス
に
は
じ
ま
る
と
言
え
る
0
 
地
上
に
楽
園
を

容
易
に
つ
く
り
う
る
と
俗
じ
、
凹
赤
、
行
動
し
た
か
つ
て
の
留
学
生
九
ち
が
権

力
の
座
に
つ
き
、
そ
の
理
諭
を
器
に
適
用
す
る
際
に
、
障
害
と
抵
抗
の
克
侵

挙
に
破
壊
的
な
様
相
を
た
ど
っ
六
の
だ
っ
た
。
米
軍
敗
退
の
一
九
七
五
年

は以
降
の
イ
ン
ド
シ
ナ
に
は
平
和
と
名
の
つ
く
も
の
は
な
い
0
 
名
問
や
裏
の
恐

怖
に
も
と
づ
く
民
衆
の
黙
従
を
郡
と
H
え
る
だ
ろ
う
か
0
 
一
部
の
慢
心
し
九

革
命
的
エ
リ
ー
ト
の
粗
剥
な
需
に
現
笑
姦
聖
理
に
近
づ
け
よ
う
と
す
る

強
机
ヨ
瓢
は
文
化
メ
郡
命
の
所
雫
あ
っ
九
。
こ
一
L
で
急
見
の
多
様
牲
岐

め
ら
れ
ず
、
討
鷲
歩
み
ょ
り
も
な
く
、
あ
る
の
は
た
だ
「
友
.
敵
関
係
」
と

い
う
政
治
状
況
だ
け
で
あ
る
。
敵
は
徹
底
し
て
桜
、
磁
滅
、
掃
討
、
需
の

文
象
と
さ
れ
る
。
敵
は
往
々
に
し
て
人
間
で
あ
る
と
す
ら
認
め
ら
れ
な
)
の
で

あ
る
こ
れ
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
倫
理
で
あ
る
。
禦
冊
鬪
争
上
の
敵
を
階
汲
の
敵

と
見
な
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
毛
沢
東
で
す
ら
い
ま
し
め
た
こ
と
だ
っ
た
0
 
し

か
し
、
社
会
主
義
が
陥
っ
九
需
と
実
践
と
の
か
た
く
な
な
統
一
志
向
は
、
こ

う
し
て
政
治
理
池
よ
る
学
問
的
知
識
の
荒
廃
を
も
九
ら
し
た
の
だ
っ
九
0
 
学

n
を
政
治
畢
仕
さ
せ
よ
う
と
す
る
志
向
は
芸
術
を
政
治
の
手
段
と
す
る
こ
と

同
様
狂
気
の
語
通
ず
る
。

卸
一
次
大
戦
以
後
何
故
、
世
界
に
、
そ
れ
以
前
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
画
期
的

な
学
問
的
発
見
や
進
展
が
少
な
く
、
既
成
の
学
問
成
果
の
技
術
的
儒
と
、
大

規
椣
化
し
た
実
用
化
の
み
が
目
立
つ
の
か
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
大
学
そ
れ
自

体
の
荒
廃
が
も
た
ら
し
た
帰
結
な
の
で
あ
る
。
大
学
が
こ
れ
ま
で
国
家
に
'
仕

し
た
り
、
党
畢
仕
し
た
り
、
産
業
界
に
奉
仕
し
た
り
し
て
、
そ
の
本
来
の
機

能
で
あ
る
は
ず
の
、
人
周
社
会
に
役
立
つ
人
材
の
育
成
と
高
そ
れ
自
本
の
発

展
に
窃
与
す
る
九
め
の
作
業
を
怠
る
か
、
そ
れ
を
阻
ま
れ
て
き
た
た
め
で
あ

る

三
雑
の
大
学
の
使
命
は
、
こ
う
し
九
支
配
の
桃
造
が
生
み
出
す
矛
盾
を

克
肝
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
な
く
し
て
は
、
三
辺
紀
は
今
世
紀
よ
り
更
に

悲
哀
に
満
ち
九
抑
圧
的
な
状
況
を
も
九
ら
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
0

大
学
の
あ
り
力
に
つ
ぃ
て
の
諭
煙
お
そ
ら
く
次
の
三
つ
の
器
へ
の
と
り

進
路

2
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く
み
方
と
し
て
渠
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

一
、
大
学
は
何
を
讐
と
こ
ろ
か
。

ニ
、
学
問
は
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

三
、
大
学
の
政
治
と
の
か
か
わ
り
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か

も
し
大
学
が
単
翫
門
的
知
勢
L
探
究
し
た
り
授
け
た
り
す
る
場
所
で
あ
る

な
ら
、
研
究
所
と
専
門
学
校
が
あ
れ
ぱ
よ
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
カ
ネ
会

は
大
学
に
企
人
机
數
台
を
も
期
待
し
て
お
り
、
こ
れ
は
倫
那
に
か
ん
す
る
小
柄

で
あ
る
だ
け
に
、
鴛
と
は
別
の
次
元
に
属
す
る
。
た
と
い
万
学
に
通
じ
て
ぃ

九
と
し
て
人
間
と
し
て
立
派
な
中
き
方
が
で
き
る
と
は
隈
ら
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
象
徴
的
に
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
で
描
か
れ
九
き
わ
め
て
六
き
な
問

遜
で
あ
る
0
 
学
問
の
進
歩
の
歴
史
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
き
、
先
馴
的
な
作
業

を
村
っ
た
研
究
者
の
多
く
が
、
世
問
知
ら
ず
で
、
と
き
に
は
性
格
傑
破
綻
者
で

す
ら
あ
っ
九
こ
と
は
「
知
識
を
増
す
も
の
は
憂
い
を
増
す
」
(
『
誘
之
畠
』
)
と

い
、
?
棄
を
裏
苫
き
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

何
の
た
め
に
ど
の
よ
う
に
鴛
が
活
用
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
か
と
し
う

纖
は
教
育
の
基
本
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
人
間
は
如
何
に
生

き
る
べ
き
か
」
と
い
,
つ
戈
践
的
な
価
値
観
の
纂
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
に
し
て

も
「
人
間
と
し
て
の
上
き
方
」
を
大
学
で
教
え
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。

受
器
争
を
通
じ
雑
多
な
断
片
的
綴
倫
め
込
み
教
育
を
受
け
て
き
た
¥

生
が
大
学
入
学
後
あ
ら
九
め
て
「
轟
と
は
何
か
。
白
分
は
何
の
九
め
に
イ
イ

す
る
の
か
」
と
主
体
的
χ
問
い
喰
す
場
合
、
そ
れ
に
大
学
が
応
じ
え
な
い
と
し

九
ら
、
学
生
は
幻
滅
を
味
わ
い
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
る
だ
ろ
う
。
学
乍
丘
器

み
冴
え
る
理
想
的
な
教
帥
と
し
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
人
物
が
大
学
に
は
必
要

で
あ
ろ
う
0
 
そ
の
場
合
、
教
帥
は
研
郷
と
し
て
の
優
れ
条
質
よ
り
も
、
教

育
'
と
し
て
の
資
質
を
求
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
伺
峪
こ
M
乍
は
心
服
に
価
し
す

る
研
究
葬
祺
を
も
教
師
に
求
め
る
だ
j
に
、
大
J
の
教
師
た
る
も
の
は
'
H
ら
て

理
想
に
近
づ
け
よ
う
と
す
れ
ば
が
常
な
ら
ざ
る
努
力
を
必
妾
と
す
る
し
か

し
、
そ
の
努
力
を
衰
髮
え
る
も
の
は
、
つ
ね
に
教
師
と
学
中
と
の
あ
し
光

の
信
頼
関
係
で
あ
る
。

町
的
知
四
職
業
的
技
能
は
こ
う
し
九
倫
頼
関
係
が
あ
る
限
り
教
え
る
こ

と
は
で
き
る
0
 
し
か
し
、
予
問
を
教
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
学
問
の
習
や
は

そ
の
大
部
分
を
本
来
幽
学
自
習
に
負
っ
て
お
り
、
教
師
は
半
に
ヒ
ン
ト
を
与
、
ブ

る
だ
け
の
存
在
で
し
か
な
い
。
こ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
よ
う
な
優
れ
九
教
授
法

を
も
っ
た
教
師
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
弟
子
プ
ラ
ト
ン
に
幽
ら
の
憙
を
結
局
は

伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
九
と
い
う
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
う
る
と
は
し
え
、

教
師
は
学
乍
に
学
問
の
方
法
に
つ
い
て
多
く
の
指
針
を
示
す
こ
と
は
で
き
る

こ
う
し
て
、
学
問
の
本
質
を
な
す
知
的
経
び
と
訓
意
欲
は
、
優
れ
た
教
師

か
ら
勉
学
の
熱
謄
昆
め
た
雄
へ
と
焚
さ
れ
、
次
の
仕
十
へ
と
受
け
継

が
れ
て
い
く
。

半
問
が
ひ
と
の
心
を
浄
化
す
る
働
き
を
も
つ
場
合
が
多
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
、
学
問
を
通
じ
て
、
事
物
を
私
心
を
去
っ
て
憲
の
相
下
に
眺
め
る
「
妥
り

な
き
恨
L
 
を
も
つ
こ
と
に
近
づ
き
う
る
九
め
で
あ
ろ
う
。

こ
の
盲
に
か
ん
す
る
こ
と
を
、
数
学
を
取
扱
う
の
と
畏
の
捉
わ
れ
な

)
心
"
*
を
も
っ
て
探
究
す
る
九
め
に
、
私
は
人
間
の
行
動
を
、
笑
わ
ず
、
歎

か
ず
、
兄
狙
も
せ
ず
、
九
だ
抑
解
す
る
こ
と
に
ひ
た
す
ら
つ
と
め
九
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ス
ピ
ノ
ザ
(
一
六
 
1
し
し
)
の
こ
の
省
ぎ
介
Π
も
科
学
精
冲
の
基
本

的
.
安
素
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
マ
ル
ク
ス
案
碑
銘
と
な
っ
た
有
名

な
.
'
.
山
藥
、
「
こ
れ
ま
で
の
草
名
は
世
界
を
様
々
に
解
釈
し
て
き
九
に
過
ぎ
な

変
革
す
る
こ
と
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
の
に
。
し
と
い
う
一
.
暴
は
実
践
を

)
0

し理
論
χ
優
先
さ
せ
る
苫
え
方
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
政
治
は
学
問
を
利
用
す
る

こ
と
は
で
き
る
し
、
街
は
政
治
を
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か

し
、
学
問
を
党
派
的
権
力
の
具
と
す
る
こ
と
は
知
的
退
廃
を
招
く
だ
け
で
あ

る

人
学
は
今
Π
、
学
問
の
た
め
の
血
璽
、
は
な
く
な
り
つ
つ
ぁ
る
。
し
か
し
、

N
上
問
の
公
平
な
粘
杣
は
広
く
礼
会
に
伝
播
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
大
学

は
社
会
に
お
け
る
少
数
名
の
専
有
物
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
愆
味
か
ら

も
、
右
で
あ
れ
左
で
あ
れ
、
大
学
の
教
育
や
研
究
に
党
派
性
を
持
ち
込
む
こ
と

は
学
問
の
自
由
の
た
め
に
も
避
け
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

私
学
の
利
点
は
政
府
か
ら
の
圧
力
と
介
入
を
国
公
立
ほ
ど
に
受
け
ず
に
い
る

こ
と
だ
が
、
将
来
、
私
学
の
国
庫
助
成
が
進
め
ぱ
政
府
の
圧
力
は
強
く
な
る
だ

ろ
う
。
黒
社
は
一
流
大
学
だ
が
、
超
一
流
大
学
で
は
な
い
。
財
政
規
模
か
ら

で
は
な
く
教
育
と
研
究
成
果
か
ら
み
て
超
一
流
大
学
に
な
る
こ
と
が
、
三
世

紀
に
お
け
る
同
志
社
の
私
学
と
し
て
の
向
由
と
存
続
の
た
め
の
き
め
手
と
な

る
。
こ
れ
は
全
黒
社
人
の
努
力
と
協
力
に
よ
っ
て
切
り
ひ
ら
く
こ
と
の
で
き

る
可
能
な
未
来
な
の
で
あ
る
。

(
大
学
文
学
部
教
授
)

表
紙
の
筆
跡
に
つ
い
て

^
辻
^
は
^
圃
^
^
<
^
^
幽
^
^
ら
、
^
^
の
バ
ッ
ク
に
^
^
^
^
の
書

を
用
い
る
こ
と
に
し
九
。
そ
れ
ま
で
は
、
教
職
員
な
ど
に
よ
っ
て
描
か
れ

た
同
志
社
の
建
築
物
で
あ
っ
た
。

こ
の
号
の
嘉
に
は
、
新
島
先
生
が
向
ら
誕
さ
れ
た
社
務
・
校
務
巽

で
あ
る
「
恩
誌
亊
」
の
一
型
用
い
た
。
こ
の
鎧
は
、
草
創
期
の

恩
社
の
重
要
な
動
向
を
今
日
に
伝
え
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
学
内
文
書
で

あ
り
、
原
本
は
社
史
史
料
編
器
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

新
島
先
牛
の
自
笹
と
い
ま
い
っ
た
が
、
倒
笹
の
部
分
は
簿
冊
の
表
紙
題

字
と
、
本
文
の
明
治
卜
」
ハ
年
一
、
円
ト
:
 
H
か
ら
卜
L
半
.
二
月
十
二
Π
、

十
八
年
十
、
月
卜
七
H
か
ら
十
九
年
九
月
十
ヒ
門
ま
、
で
あ
る
。
他
は
新

島
公
義
の
筆
跡
屡
ε
そ
の
他
で
あ
る
。

表
紙
に
用
い
た
部
分
は
、
明
治
十
六
年
二
月
十
三
日
、
そ
れ
ま
で
新
島

と
山
本
覚
馬
の
み
で
あ
っ
た
社
貝
に
、
松
山
高
吉
、
伊
勢
時
雄
、
中
村
栄

助
の
三
名
を
加
え
て
五
名
と
し
、
四
条
目
の
社
則
を
定
め
て
い
る
が
、
そ

の
飴
の
冒
頭
で
、
四
条
目
の
全
文
は
次
の
と
お
り
四
れ
て
い
る
。

一
、
黒
社
ハ
五
人
ヲ
以
テ
組
織
シ
此
五
人
ハ
社
ノ
財
産
ヲ
所
有
シ
基

督
教
主
義
ヲ
以
テ
学
校
ヲ
維
持
ス
ル
ヲ
楞
メ
且
学
佼
卜
政
府
ト
ノ
冏

二
生
ス
ル
百
般
ノ
霧
ヲ
弁
理
ス
ベ
シ

ニ
、
社
員
中
首
欠
ア
ル
ト
キ
ハ
現
存
ノ
者
新
二
撹
択
シ
テ
之
ヲ
捕
ヒ

社
7
鳶
セ
シ
ム
ベ
シ
又
社
員
中
ヨ
リ
一
人
ヲ
撰
テ
佼
長
ト
ナ
ス
ヘ

シ
三
、
校
内
百
般
ノ
事
務
ハ
各
校
之
内
外
ノ
教
員
校
長
卜
協
議
ノ
上
之
ヲ

弁
理
ス
ベ
シ

四
、
外
国
ヨ
リ
姦
シ
タ
ル
金
ハ
外
国
教
晶
シ
ク
ハ
他
ノ
委
托
者
ヨ

リ
名
校
ノ
教
員
卜
協
芋
上
支
払
フ
ベ
シ

「
同
志
社
寄
附
行
為
L
 
の
濫
觴
と
み
て
ょ
い
で
あ
ろ
う
。



同
志
士
の
課
題

飢
世
紀
の
私
学
と
同
志
社

一
幻
世
紀
の
問
題

幻
世
紀
の
様
子
が
ど
ぅ
で
あ
る
か
は
定
か
で
な
い
が
過
去
の
⑳
年
に
比
し
そ

の
数
倍
の
速
度
で
多
様
な
変
革
が
今
後
に
起
る
事
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
航
空

機
そ
の
他
交
通
機
関
の
裏
化
、
新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
開
発
、
記
憶
容
量

の
巨
大
な
需
速
コ
ン
。
ヒ
ユ
ー
タ
ー
の
社
会
、
産
業
、
家
庭
へ
の
導
入
、
ス
ペ

ー
ス
シ
ャ
ト
ル
等
に
ょ
る
宇
宙
空
間
の
利
用
医
学
の
進
歩
に
ょ
る
長
寿
の
達

成
と
疾
病
対
策
に
ょ
る
人
口
爆
発
等
は
多
様
な
新
問
題
を
人
間
世
界
に
惹
き
起

す
。
人
間
は
昔
な
が
ら
の
テ
ン
ポ
で
呼
吸
し
歩
行
し
行
動
す
る
。
食
糧
供
給
は

人
口
爆
発
に
平
行
し
て
は
増
加
し
な
い
。
人
問
の
作
っ
た
機
械
と
人
問
の
協
働

は
従
来
見
ら
れ
な
か
っ
九
困
難
な
適
応
問
題
を
産
む
。

二
教
育
の
役
割

動
物
は
本
能
に
ょ
っ
て
生
き
る
の
で
学
習
不
要
で
あ
る
が
、
人
間
は
変
化
す

る
世
外
に
適
応
で
き
る
反
面
、
行
動
様
式
の
殆
ん
ど
を
後
天
的
に
学
習
す
る
。

そ
こ
で
社
会
の
文
化
水
準
の
向
上
に
伴
い
、
日
常
生
活
に
必
要
な
習
慣
、
技

術
、
知
識
等
の
獲
得
の
為
に
一
届
多
年
を
要
す
る
事
と
な
る
。
日
本
の
義
務
教

育
は
朋
治
の
四
年
制
か
ら
六
、
ハ
、
九
年
制
へ
と
進
ん
だ
。
今
日
で
は
殆
ん
ど

奮
校
進
学
を
す
る
の
で
義
務
教
育
十
二
年
と
言
う
に
等
し
い
実
情
で
あ
る
。

我
々
が
教
育
し
て
い
る
若
者
が
社
会
の
中
堅
と
な
っ
て
活
躍
す
る
時
期
は
幻
世

紀
で
あ
る
。
我
々
の
教
育
計
画
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
教

育
は
い
つ
も
人
間
に
不
可
欠
、
又
進
歩
す
る
世
界
の
中
で
教
育
は
不
断
に
.
こ

れ
で
ょ
い
の
か
'
と
自
問
し
て
改
革
を
求
め
ね
ぱ
な
ら
ぬ
。

深
田
尚
彦

三
大
学
の
役
割

法
律
が
何
と
定
め
て
い
る
か
は
別
と
し
て
大
学
は
、
籾
等
教
育
が
習
慣
や
技
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能
、
知
識
を
学
ん
で
反
復
利
用
す
る
事
を
助
け
る
の
に
反
し
、
よ
り
一
屑
、
創

造
的
、
開
発
的
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
新
し
い
問
題
を
解
決
す
る
能
力
を
育

て
る
の
が
大
学
の
機
能
で
あ
る
。
初
歩
の
知
的
活
動
は
受
身
的
に
吸
収
さ
れ
る

が
、
学
習
は
高
度
に
な
る
程
よ
り
一
層
原
理
的
、
抽
象
的
で
あ
り
、
霧
的
に

学
ぱ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

幻
世
紀
の
大
学
を
考
え
る
に
当
っ
て
ル
世
紀
初
頭
に
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
、
パ
リ
で

誕
生
し
た
大
学
の
起
源
を
考
え
る
事
は
有
用
で
あ
る
。
そ
の
頃
、
ス
ペ
イ
ン
の

ア
ラ
ビ
ア
人
学
者
を
通
じ
て
大
量
の
知
染
西
欧
に
流
れ
込
ん
だ
。
ユ
ー
ク
リ

ツ
ド
の
幾
何
学
、
ト
レ
ミ
ー
の
天
文
学
や
地
理
学
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
詩
学

説
や
ギ
リ
シ
ャ
の
医
学
等
が
そ
れ
で
、
多
く
の
学
者
達
は
こ
れ
ら
古
代
の
学
問

を
所
有
す
る
事
に
希
望
を
持
っ
九
。
こ
の
学
問
復
興
熱
が
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
は
ウ

ニ
ベ
ル
シ
タ
ス
(
学
生
と
教
師
の
集
団
)
を
作
っ
た
。
学
生
の
急
な
集
合
の
為
に

高
騰
し
た
食
費
、
下
宿
代
に
対
し
て
学
徒
達
は
組
合
を
作
っ
て
対
抗
し
た
。
気

に
入
ら
ぬ
事
が
あ
る
と
こ
の
集
団
は
一
夜
に
し
て
町
を
退
去
し
た
。
そ
の
頃
の

ウ
ニ
ベ
ル
シ
タ
ス
は
教
室
や
校
舎
を
持
た
ず
教
師
の
下
宿
に
集
ま
っ
て
翻
し

た
か
ら
で
あ
る
。
教
育
は
本
来
、
教
師
と
生
徒
で
成
り
立
っ
の
で
あ
る
が
、
医

学
、
工
学
の
様
な
専
門
(
職
業
)
学
校
の
誕
生
と
共
に
実
験
室
や
教
室
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
様
な
大
学
で
学
ん
だ
人
達
は
法
官
、
牧
師
、
医
師
と
な

つ
て
社
会
に
寄
与
し
九
。
大
学
出
身
者
が
皆
社
会
的
に
活
躍
し
た
と
言
う
事
も

又
、
大
切
な
事
実
で
あ
る
。
(
昨
今
で
は
大
学
を
出
て
も
職
が
無
い
と
言
う
事

態
も
あ
る
J
 
こ
の
種
の
大
学
が
今
の
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
や
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ヂ
の

元
祖
で
紳
士
の
為
の
大
学
と
呼
ぱ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
医
学
や
工
学
の
専
門
家

を
作
る
大
学
が
新
し
い
近
代
の
職
業
大
学
、
専
門
大
学
な
の
で
あ
る
。
相
違
は

前
者
が
汎
用
コ
ー
ス
で
あ
る
の
に
、
奪
は
専
門
コ
ー
ス
だ
と
一
盲
う
事
で
あ

る
0

西
欧
の
大
学
は
数
多
く
の
学
者
、
政
治
家
、
文
人
を
社
会
、
世
界
に
送
り
出

し
て
来
た
(
但
し
画
家
、
文
人
音
饗
永
の
様
な
芸
術
家
忙
は
、
大
学
中
退
者

や
大
学
に
行
か
な
か
っ
た
人
も
多
い
し
、
こ
の
淫
大
学
の
機
能
を
考
え
る
上

で
興
味
深
い
。
こ
れ
は
日
本
で
も
同
様
だ
と
一
言
え
よ
う
)
。
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
大

学
の
ガ
ウ
ス
の
許
に
集
ま
っ
た
数
学
の
英
才
達
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
集
ま
っ
た

ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
者
達
、
ラ
ぢ
。
フ
チ
ヒ
大
学
の
ヴ
ン
ト
の
許
に
集
ま
っ
た

但
界
の
秀
才
心
理
学
者
逹
の
例
の
様
に
大
学
は
研
究
と
教
育
の
中
心
と
し
て
社

会
的
に
大
き
い
役
割
を
果
し
た
。

日
本
の
大
学

四西
欧
の
古
い
大
学
は
八
0
0
年
近
い
歴
史
を
持
つ
の
に
日
木
の
大
学
は
最
古

の
も
の
で
も
僅
か
百
十
余
年
で
あ
る
。
然
も
長
い
歴
史
を
へ
て
幾
変
遷
し
た
最

新
型
の
大
学
を
日
本
は
取
り
入
れ
九
。
日
本
の
大
学
の
歴
史
は
短
く
適
応
し
て

変
化
す
る
体
験
に
は
乏
し
い
。
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
占
領
下
で
新
制
大
学
が
生
ま

れ
た
が
、
こ
の
変
革
は
純
粋
な
日
本
の
ア
イ
デ
ア
に
ょ
る
と
は
言
え
な
い
0
 
往

年
学
生
紛
争
の
折
に
全
国
の
多
数
の
大
学
で
改
革
案
が
作
ら
れ
九
そ
う
で
あ
る

が
、
改
革
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
と
聞
く
。
最
も
創
造
的
で
あ
る
べ
き
ウ
ニ
ベ

ル
シ
タ
ス
が
極
め
て
保
守
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
の
は
残
念
な
事
で
あ
る
0

更
に
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
制
度
を
と
っ
て
で
き
た
日
本
の
一
般
教
養
は
形
と
し
て

は
存
在
す
る
が
、
大
学
も
学
生
も
余
り
尊
重
し
て
い
な
い
風
で
あ
る
。
然
し
ア

メ
リ
カ
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
は
新
し
く
一
般
教
養
を
改
組
し
九
。
日
本
の
大

学
で
は
専
門
、
職
業
コ
ー
ス
を
重
ん
じ
る
が
条
生
の
動
き
を
見
る
と
必
ず
し
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も
そ
れ
ら
し
い
活
躍
を
し
て
は
い
な
い
。
工
透
農
等
は
専
門
コ
ー
ス
で
あ
る
が

文
法
経
済
学
部
は
ど
ち
ら
か
と
亘
ば
汎
用
コ
ー
ス
で
あ
る
。

学
問
す
る
と
言
う
と
日
本
人
は
狭
い
専
門
水
道
牝
入
る
の
を
好
む
か
、
木
来

学
問
は
一
般
原
理
の
探
究
植
興
味
を
示
す
も
の
だ
か
ら
広
い
基
礎
知
識
を
必
摸

と
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
狭
い
専
門
に
入
る
と
し
て
も
、
学
問
を

深
め
る
に
は
、
広
い
鷺
と
教
養
が
必
要
な
の
は
明
白
で
あ
る
。

五
イ
ギ
リ
ス
の
出
版
物

日
本
の
こ
の
専
門
水
道
愛
好
に
反
省
を
与
え
る
の
は
イ
ギ
リ
ス
の
出
版
物

だ
0
 
鉛
年
も
前
に
一
0
0
0
番
目
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
を
刊
行

し
た
エ
ヴ
リ
マ
ン
ス
文
値
は
そ
の
後
繰
返
し
こ
の
一
千
冊
を
刷
っ
て
世
界
に
売

り
続
け
て
い
る
。
日
本
の
岩
波
新
書
は
一
九
三
八
年
か
ら
今
日
迄
に
約
ご
一
0

0
点
を
刊
行
し
九
が
、
(
人
口
五
三
0
0
万
の
)
イ
ギ
リ
ス
の
ぺ
り
カ
ン
文
庫

九
三
0
年
(
?
)
か
ら
今
日
迄
に
二
三
0
0
点
を
出
し
て
尚
毎
月
興
味
深
い

は新
書
版
を
世
界
に
送
っ
て
い
る
。
そ
の
著
者
に
は
ア
メ
リ
カ
人
も
時
に
含
ま
れ

る
が
イ
ギ
リ
ス
の
学
者
が
多
く
彼
等
の
学
問
の
巾
と
深
み
を
示
す
に
充
分
で
あ

る
0
 
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
出
版
の
図
書
目
録
で
注
文
し
た
時
一
九
二
七
年
の
新

刊
(
?
)
が
送
ら
れ
て
来
た
の
に
は
驚
い
た
。
五
十
年
も
売
れ
残
る
本
を
出
し
た

と
'
う
の
は
色
々
に
解
し
得
る
が
興
味
深
い
。
ロ
エ
ブ
古
典
文
庫
の
モ
ラ
リ
ア

(
プ
ル
タ
ー
ク
著
)
は
一
九
二
七
年
に
第
一
巻
を
出
し
て
今
日
迄
十
五
巻
を
刊

行
、
未
だ
に
未
完
了
で
あ
る
。
勿
論
、
補
遺
と
索
引
の
一
巻
丈
で
は
あ
る
が
日

本
で
は
起
り
得
ぬ
事
態
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
五
十
年
、
百
年
か
け
て
刊

行
さ
れ
る
シ
リ
ー
ズ
も
の
(
時
に
唯
の
三
、
四
冊
物
)
の
例
に
は
事
欠
か
ぬ

H
本
人
の
岱
の
獣
さ
は
誇
る
べ
き
で
あ
り
、
遅
い
の
か
よ
い
の
で
は
な
い

百
年
か
け
て
も
仕
事
を
続
け
る
こ
の
粘
り
は
学
ぶ
べ
き
だ
。
出
版
即
大
学

、

がで
は
な
い
が
こ
の
督
綴
を
支
え
る
空
気
が
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
に
は
あ
る
の

だ
と
思
う
。

六
私
学

私
学
に
は
独
自
の
創
馨
の
精
神
が
あ
ろ
う
し
時
に
は
特
異
な
教
台
、
舌
画
や

教
台
法
が
あ
ろ
う
。
同
志
社
は
独
立
戦
争
の
終
っ
た
'
か
ら
十
年
滞
米
し
た
新

勘
襄
に
ょ
り
キ
リ
ス
ト
教
議
学
校
と
し
て
建
て
ら
れ
九
。
蘭
学
時
代
の
次
の

英
学
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
ア
メ
リ
カ
人
教
師
を
持
っ
丈
で
同
志
社
は
魅
力
的

だ
っ
た
と
思
う
が
、
若
い
ア
メ
リ
カ
を
見
て
帰
っ
た
教
育
熱
に
あ
ふ
れ
る
新
島

に
ふ
れ
る
事
は
更
に
、
否
こ
れ
こ
そ
同
志
社
の
魅
力
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い

ア
ー
モ
ス
ト
大
学
の
旧
礼
拝
室
の
正
面
ス
テ
】
ジ
の
右
側
に
新
島
、
対
し
て
左

側
植
ク
ー
リ
ッ
ジ
大
統
領
、
ア
ー
モ
ス
ト
の
誇
る
二
人
の
卒
業
生
の
肖
像
が
そ

こ
か
ら
我
々
を
見
て
い
る
。
歴
代
総
長
の
肖
像
は
ホ
ー
ル
の
周
囲
(
座
席
の
横

と
後
)
に
並
ん
で
い
る
。
今
や
明
治
は
遠
く
新
島
に
ふ
れ
九
、
新
島
を
見
九
人

は
い
な
い
0
 
唯
新
島
神
、
国
際
主
義
等
と
言
う
長
丈
が
往
行
し
て
新
島
の

人
間
は
消
え
て
行
く
。
我
々
は
新
島
の
禽
や
日
記
、
説
教
原
稿
や
遺
品
を
通

し
て
彼
に
ふ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
は
大
学
者
、
経
世
家
文
筆
家

の
い
づ
れ
で
も
な
く
一
人
の
信
仰
厚
い
教
育
者
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
何
に
も
優

る
同
志
社
人
の
誇
り
と
幸
福
で
あ
る
。
学
問
に
は
同
志
社
独
自
の
も
の
等
は
な

い
が
新
島
に
ふ
れ
る
事
は
同
套
で
の
み
の
な
し
得
る
事
で
あ
る
吉
田
松
陰

が
下
田
で
失
敗
し
九
十
一
年
後
に
新
島
は
函
館
に
赴
き
脱
出
に
成
功
し
た
彼
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に
は
篤
に
加
え
て
叡
智
が
あ
っ
九
。
新
島
は
一
介
の
教
師
で
は
あ
っ
た
が
国

禁
を
冒
し
て
且
つ
単
身
で
国
外
に
脱
出
し
得
る
人
で
あ
っ
た
。
私
学
は
国
公
立

校
に
な
い
味
を
"
つ
て
人
間
作
り
を
す
べ
き
だ
。
教
育
は
い
つ
の
世
に
あ
っ
て

も
人
問
忙
よ
っ
て
の
み
為
し
得
る
人
間
の
為
の
不
可
欠
の
営
み
な
の
で
あ
る
。

七
同
志
社

明
治
の
初
期
ι
ア
メ
リ
カ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
を
持
つ
た
学
校
、
そ
し
て
新
島

襄
の
人
物
、
こ
れ
ら
は
同
志
社
の
誇
り
で
あ
っ
九
ろ
う
が
今
や
事
情
は
変
っ

た
。
日
本
が
何
を
求
め
る
か
、
を
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

大
学
進
学
者
の
ふ
ぇ
た
今
日
大
学
卒
業
者
が
社
会
の
中
核
に
す
べ
て
位
す
る

事
は
難
し
い
。
唯
す
べ
て
の
卒
業
生
が
社
会
に
貢
献
す
る
誠
実
さ
と
能
力
を
持

つ
様
で
あ
り
九
い
。
大
学
で
何
を
学
ん
で
も
急
進
歩
を
遂
げ
る
社
会
で
は
習
っ

九
内
容
は
問
も
な
く
古
び
る
。
何
が
来
よ
う
と
も
そ
れ
に
応
じ
得
る
態
度
を
養

つ
て
お
く
べ
き
だ
。
ま
ず
現
実
を
観
察
し
、
記
述
し
分
析
と
考
察
を
行
い
、
綜

合
と
理
論
化
を
試
み
る
事
こ
そ
社
会
に
対
す
る
実
験
的
態
度
と
言
え
よ
う
。
解

決
の
能
力
に
個
人
差
が
あ
っ
て
も
、
解
決
し
よ
う
と
す
る
態
度
の
訓
練
は
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。
講
義
の
静
腰
筆
記
も
惡
く
は
な
い
が
習
得
意
欲
が
先
で

あ
り
、
驚
き
と
疑
い
が
学
習
に
は
基
本
的
で
あ
る
。
学
問
の
方
法
と
し
て
は
、

需
し
文
書
に
表
現
す
る
訓
練
を
一
層
重
視
す
べ
き
だ
し
、
学
問
の
対
象
が
自

然
(
天
地
)
と
人
問
(
社
会
)
で
決
し
て
誓
籍
で
は
な
い
事
も
確
認
す
べ
き
で

あ
る
。
教
育
の
具
体
策
を
語
る
紙
幅
は
無
い
が
、
校
祖
新
島
襄
が
七
人
の
生
徒

を
前
に
希
望
に
充
ち
て
讐
を
始
め
た
創
設
の
頃
を
驗
に
浮
べ
て
新
し
い
教
育

を
作
り
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。

(
女
子
大
学
教
授
)

『
同
志
社
談
叢
』
の
創
刊

同
志
社
社
史
史
料
編
集
所
で
は
、
こ
の
二
月
末
に
左
の
よ
う
な
雑
誌
を
創
刊

し
た
(
A
6
版
.
約
二
二
0
ペ
ー
ジ
)
。
こ
の
鷲
は
、
新
島
に
関
す
る
研
究

論
文
は
も
と
よ
り
先
年
刊
行
し
た
『
同
志
社
百
年
史
』
で
取
り
扱
わ
な
か
っ
九

黒
社
史
に
関
す
る
テ
ー
マ
お
よ
び
、
新
し
い
角
度
、
新
し
い
資
料
に
も
と
づ

く
同
志
社
史
研
究
論
文
を
掲
載
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
九
、
座
談
会
や
イ
ン
タ

ヴ
ユ
な
ど
の
ほ
か
、
『
百
年
史
』
に
収
録
で
き
な
か
っ
六
同
志
社
資
料
も
随
時

収
録
す
る
。
収
益
事
業
課
で
取
り
扱
っ
て
い
る
。

『
同
心
社
談
叢
』
創
刊
号
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研
究
と
教
育
を
結
ぶ
¥
の
形
成

科
学
と
哲
学
の
融
合

"
調
達
主
当
1
そ
れ
は
現
代
日
本
の
悪
の
源
泉
で
あ
る
。
金
権
.
激
税

高
物
価
・
公
害
な
ど
、
何
れ
も
異
常
な
調
達
競
争
の
も
た
ら
し
た
,
悪
徳
の
報

酬
'
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
の
み
か
、
調
達
万
能
の
風
潮
は
、
教
育
の
面
で

は
進
学
シ
ス
テ
ム
ま
で
も
侵
蝕
す
る
に
い
九
り
、
教
育
機
関
を
し
て
,
資
格
調

達
機
関
'
に
変
容
さ
せ
る
も
の
と
も
な
っ
た
の
だ
。
だ
が
、
時
代
は
調
達
か
ら

、
、
、

運
用
(
機
能
)
へ
、
1
「
不
確
実
性
時
代
」
か
ら
「
高
形
成
時
代
」
を
迎
え
よ
う

と
し
て
い
る
。
そ
う
な
ら
、
い
ま
や
調
達
主
義
と
の
訣
別
は
急
務
で
あ
ろ
う
。

い
っ
九
い
現
代
の
知
的
預
廃
の
病
根
は
、
つ
づ
ま
る
と
こ
ろ
,
調
達
主
義
'

と
、
そ
の
メ
ダ
ル
の
裏
を
な
す
悪
し
き
「
相
対
主
義
」
N
「
楽
観
論
」
へ
の
甘
え

に
あ
る
。
九
と
え
ぱ
石
油
な
ど
の
資
源
危
機
に
し
て
も
、
そ
れ
が
か
ん
た
ん
に

代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
す
り
か
え
ら
れ
る
な
ら
、
つ
ま
り
は
,
ど
ぅ
に
か
な

る
サ
,
の
楽
器
に
ほ
か
な
ら
ず
、
人
類
は
救
わ
れ
な
い
。
現
実
に
は
ま
だ

、
、

、
、
、
、
、

、
、

、
、

「
あ
る
」
資
源
は
、
本
来
的
に
は
「
な
い
」
の
だ
と
の
本
源
的
欠
如
の
認
識
"
悲
劇

、性
に
お
い
て
と
ら
え
か
え
さ
れ
た
と
き
、
真
の
救
済
へ
の
道
が
開
か
れ
る
。

こ
う
し
た
認
識
は
大
学
問
題
延
つ
い
て
も
例
外
で
は
あ
り
え
な
い
。
た
と
え

は
学
賓
問
題
に
つ
い
て
み
て
も
、
そ
れ
が
「
諸
物
価
高
騰
の
お
り
、
若
干
の
値

上
げ
は
大
学
財
政
上
、
止
む
を
え
な
い
」
と
い
う
わ
け
知
り
顔
の
,
祭
司
的
'

口
上
の
中
に
収
納
さ
れ
る
だ
け
で
す
む
も
の
な
の
か
。
そ
れ
を
、
こ
う
し
た
低

劣
な
相
対
主
義
へ
の
蓋
恥
・
悲
劇
性
に
お
い
て
直
視
す
る
こ
と
が
な
い
な
ら

ぱ
、
知
的
腐
朽
か
ら
の
脱
出
は
絶
望
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
学
費
値
上、

げ
の
基
本
的
条
件
は
「
財
務
的
必
然
性
L
 
と
、
そ
れ
を
内
的
に
規
定
す
る
「
精

、
、
、
、
、

神
的
必
然
性
」
と
で
あ
る
。
学
費
は
、
直
接
的
に
は
大
学
財
務
の
問
題
で
あ
る

に
し
て
も
、
本
質
的
に
は
、
学
費
の
社
会
性
、
公
共
性
に
か
ん
が
み
て
も
、
値

上
げ
の
つ
ど
、
加
重
さ
る
べ
き
個
々
の
教
員
の
教
学
的
責
任
へ
の
「
問
い
し
で

あ
る
と
の
自
覚
に
お
い
て
即
自
的
に
つ
み
直
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
筋
の
問
題
な
の

、
、
、

、
、

で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ぱ
、
学
費
は
、
そ
れ
が
「
内
面
的
危
急
の
置
換
」
と
い

う
悲
劇
性
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
と
き
、
は
じ
め
て
精
神
的
必
然
性
が
あ
た
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
の
み
、
学
費
問
題
は
そ
れ
が
教
師
ひ
と
り
ひ

と
り
の
理
性
の
内
的
規
準
と
し
て
身
に
つ
い
た
属
性
に
転
化
せ
し
め
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
点
か
ら
み
る
と
き
、
さ
き
に
行
わ
れ
た
学
費
改
訂

は
、
そ
の
財
務
的
適
否
を
越
え
て
、
よ
り
以
上
に
こ
う
し
た
精
神
的
必
然
性
"

悲
劇
性
の
自
覚
を
欠
ぐ
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
と
い
い
切
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

吉
武
孝
祐
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と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
悲
劇
性
の
認
識
の
欠
落
は
、
ま
た
学
豊
改
訂
に
つ
づ
く

休
講
.
レ
ポ
ー
ト
試
験
切
替
な
ど
一
連
の
措
置
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
追
忍
さ
れ

る
仕
未
と
な
っ
た
の
だ
。
表
向
き
の
理
由
は
、
授
業
妨
害
が
相
次
ぐ
か
ら
だ
と

い
う
だ
か
、
そ
こ
に
は
情
勢
認
識
の
安
易
さ
の
ほ
か
に
、
根
本
問
題
で
あ
る

べ
き
学
問
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
教
師
と
学
生
と
の
関
係
は
一
向
に
反
省
さ
れ
る

と
こ
ろ
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
0

こ
う
み
て
く
る
と
き
、
大
学
の
「
再
生
」
は
、
い
ま
や
知
性
の
府
と
し
て
の

大
学
の
悲
劇
性
1
「
死
L
の
自
覚
に
求
め
ら
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
と
お
も
う
の
で
あ

る
学
生
運
動
対
策
に
と
ら
わ
れ
て
、
教
師
と
学
生
と
の
関
係
の
新
し
)
あ
り

方
へ
の
「
問
い
」
を
忘
れ
た
糊
塗
的
対
応
の
積
み
重
ね
の
な
か
か
ら
は
新
し
)

大
学
の
創
造
は
期
待
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
0

も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
新
し
い
大
学
像
を
云
々
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
端
的
に
)

つ
て
綜
合
大
学
の
実
を
あ
げ
る
道
は
二
っ
だ
と
お
も
う
0
 
一
は
、
現
在
の
学
邦

構
成
を
廃
止
し
て
、
社
会
.
人
文
系
学
部
と
自
然
科
系
ぐ
ら
い
に
大
町
し
、
専

゛
的
に
細
分
さ
れ
た
学
問
の
横
断
的
統
合
を
強
め
て
ゆ
く
方
向
で
あ
り
、
ニ

は
、
学
部
に
徹
す
る
姿
勢
の
中
で
学
問
の
西
直
的
統
合
を
進
め
て
ゅ
く
方
向
で

あ
る
。
そ
し
て
わ
た
く
し
は
、

同
志
社
の
場
合
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、
可
能
的

に
は
後
者
の
道
を
選
ぷ
べ
き
だ
と
考
え
る
。
た
だ
こ
こ
で
の
学
部
主
義
と
は
、

既
成
の
学
部
に
固
執
す
る
.
縄
張
り
'
意
識
で
は
な
く
、
学
部
に
仙
ず
知
こ
と

に
よ
っ
て
学
部
を
越
え
る
(
超
え
る
に
非
ず
)
こ
と
、
す
な
わ
ち
学
占
と
教
育

と
を
結
ぷ
次
元
で
の
「
学
」
の
再
構
築
に
徹
す
る
姿
勢
を
期
寺
す
る
も
の
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
い
い
か
え
れ
ぱ
、
科
学
と
哲
学
を
結
ぷ
こ
と
、
い
や
正
確
に

科
学
の
哲
学
的
化
へ
の
期
待
で
あ
る
。
新
し
い
学
部
と
は
、

、

は

、
、
、
、

哲
学
的
化
と

い
う
意
味
に
お
い
て
,
徹
学
部
'
で
あ
る
べ
き
だ
と
お
も
う
0

ヤ
ス
バ
ー
ス
は
「
生
き
た
学
問
的
生
気
は
、
一
つ
の
全
体
へ
の
関
係
の
、
▲
、

"
実
存
す
る
だ
か
ら
こ
そ
学
生
を
、
彼
の
特
殊
学
に
ひ
そ
む
こ
の
全
伽
か
瑠

念
に
よ
っ
て
ま
た
、
認
識
作
用
の
全
体
の
理
念
に
よ
っ
て
充
た
す
こ
と
が
大
¥

の
意
味
で
あ
る
」
と
い
う
(
『
大
学
の
理
念
』
九
五
ペ
ー
ジ
)
0

も
ち
ろ
ん
「
哲

学
イ
L
 
と
い
う
こ
と
は
な
に
も
、
規
範
と
し
て
の
哲
学
の
講
座
数
を
ふ
b
せ
、

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
科
学
の
な
か
の
哲
学
、
あ
る
い
は
、
士
会
的
生
活
の

な
か
の
哲
学
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
「
あ
な
た
の
学
問
は
、
そ
れ
が
人
劇
に

と
っ
て
、
人
格
の
自
由
な
る
全
人
的
発
展
に
と
っ
て
ま
た
、
日
本
の
切
実
よ
る

課
題
解
決
の
鍵
と
し
て
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
の
か
」
と
の
問
)
に
答
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
な
ら
、
学
問
は
「
精
神
L
 
を
も
ち
え
な
い
0

ま
さ
に
「
学
」
に

要
る
も
の
は
論
理
で
あ
る
よ
り
も
「
い
の
ち
し
で
あ
る
0

新
し
い
大
学
.
新
し
い
学
部
は
、
乾
い
た
専
門
的
知
識
教
育
の
殻
を
破
っ
て
、

研
究
と
教
育
を
内
的
に
結
ぷ
「
学
」
の
構
築
と
い
う
知
的
誠
実
さ
を
通
じ
て
、

社
会
的
要
求
に
対
す
る
大
学
の
能
動
脚
対
応
へ
の
道
を
拓
い
て
ゆ
く
べ
き
で
あ

る
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
教
師
ひ
と
り
ひ
と
り
が
自
己
の
学
占
の
よ

か
に
ひ
そ
む
「
哲
学
」
へ
の
情
動
を
つ
ね
に
鼓
鐸
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
要
求
さ

れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
'
た
た
び
ヤ
ス
。
ハ
ー
ス
の
】
言
葉
を
引
く
な
ら

、
、
、
、

、

「
本
源
的
無
知
」
に
徹
す
る
こ
と
こ
そ
新
し
い
教
師
像
で
あ
る
と
〕
え
よ
う
0

わ
た
く
し
の
一
憂
で
表
現
す
る
な
ら
「
無
学
致
知
、

、
、
、
、

無
心
有
佶
」
で
あ
る
。

研
究
と
教
育
を
結
ぷ

「
悲
劇
性
」
へ
の
回

そ
し
て
知
性
が
「
恥
性
L
 
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
と
き
、

L

47

で

あ
る

ま
さ
に
知
性
と
は

耳0、
性、に

いく
0 、

L-

L-

と
い

のい

守

J、

恥

」
自、'
己、そ
形、れ
成、は
そ、未
れ、だ
じ、知
こ、ら
い、な
こい

ぼ
こ

、と
で

は
^^

「

る



「
学
問
」
の
形
成
じ
九
い
が
、
個
々
の
教
師
の
身
に
つ
ぃ
九
人
格
的
属
性
と
な

る
で
あ
ろ
う
0
 
学
部
に
徹
す
る
こ
と
の
意
味
は
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
と
お
も
う

の
で
あ
る
0
 
こ
う
し
て
学
部
主
義
の
哲
学
は
、
学
部
が
「
相
対
反
」
の
立
場
を

越
え
て
「
絶
対
反
」
の
立
場
に
徹
す
る
姿
勢
で
あ
る
と
い
ぇ
よ
う
学
部
^
、

学
部
に
お
い
て
徹
学
す
る
"
哲
学
す
る
と
ミ
そ
の
ま
ま
で
同
時
に
綜
合
大
学

性
と
重
合
す
る
。
す
な
わ
ち
対
立
の
統
一
で
は
な
く
、
対
立
に
お
け
る
統
一
で

あ
る
0
 
わ
九
く
し
は
、
学
部
と
は
、
大
学
の
構
成
要
素
で
は
な
く
、
形
成
要
系

で
あ
る
と
考
え
九
い
。
学
部
が
構
成
要
素
に
と
ど
ま
る
と
き
、
綜
合
六
学
と
は

翠
部
の
算
術
合
計
と
し
て
の
,
集
合
大
学
'
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
り
、
既

成
字
部
の
,
縄
張
り
'
嘉
を
温
存
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
そ
う
で
ー

な
し
に
、
学
部
が
、
形
蜜
素
と
し
て
自
己
完
結
す
る
と
き
、
学
畜
の
ま
ま
で

伺
時
に
綜
合
性
を
に
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
学
部
に
偸
す
る
こ
と
が
学
部
を
辿

え
る
こ
と
の
意
味
を
も
つ
の
だ
。

そ
う
し
九
形
成
要
素
の
自
覚
に
発
想
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
学
部
は
そ
の

あ
り
か
を
再
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
新
し
い
学
苛
1
九
と
え

ば
教
養
学
部
の
構
築
な
ど
も
本
来
的
姦
味
を
も
ち
う
る
で
あ
ろ
う
そ
し
て

こ
こ
に
学
部
、
し
九
が
っ
て
大
学
に
お
け
る
「
自
治
」
の
精
神
が
躍
動
し
は
じ

め
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
学
部
自
治
の
問
題
は
こ
れ
だ
け
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
学

部
自
治
は
、
教
学
の
問
題
か
ら
、
さ
ら
に
財
政
を
ふ
く
め
矣
学
の
管
理
運
営

の
問
悲
に
つ
い
て
も
。
徹
学
0
 
の
精
神
を
貫
く
こ
と
が
な
か
っ
九
ら
自
治
の
内

実
は
血
抜
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
同
志
社
の
よ
う
な
私
学
に
お
い
て

は
、
"
定
食
メ
ニ
ユ
ー
"
化
し
、
官
僚
化
し
九
現
行
予
算
制
度
を
解
体
し
、
予
算

の
形
成
お
よ
び
配
分
過
程
の
な
か
で
、
一
般
教
養
を
ふ
く
め
九
各
学
部
の
い
わ

ぱ
、
教
学
生
産
点
'
か
ら
の
自
主
的
要
求
と
使
途
の
範
囲
を
思
い
切
っ
て
拡
人

す
る
こ
と
ガ
0
 
と
く
に
人
事
や
研
究
は
、
本
来
的
に
会
計
年
度
を
越
え
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
や
や
長
期
の
経
営
年
度
ベ
ー
ス
で
の
自
主
的
な
使
途
か
認
め
ら

れ
る
の
が
筋
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
く
し
て
、
学
部
の
自
治
を
守
っ
て
ぃ
る
な
ど

は
公
言
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る

商
学
部
教
授
会
は
、
す
で
に
昭
和
四
十
七
年
に
「
教
授
会
宣
言
」
を
決
識
し

て
い
る
0
 
教
授
会
は
会
議
体
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
九
組
織
体
で
あ
り
、
し
六

△
」

が
っ
て
組
織
と
し
て
の
人
格
に
お
い
て
、
教
学
的
自
d
完
結
の
要
求
か
ら
、

与
や
財
政
や
管
理
運
営
の
諸
問
題
に
つ
い
て
も
稍
極
的
な
発
言
を
行
う
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
学
部
自
治
の
進
路
を
示
し
九
も
の
と
も
い
ぇ
よ
う

と
も
あ
れ
大
学
は
い
ま
こ
二
＼
学
生
対
策
的
発
想
か
ら
脱
皮
し
て
「
卸
叢

知
」
の
自
覚
か
ら
、
研
究
と
教
育
1
科
学
と
哲
学
を
結
ぷ
「
学
」
の
創
造
に
 
8

挑
ま
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
の
視
点
い
や
、
裾
座
を
失
う
な
ら
、
大
学
は
二
↓
一
一

世
紀
を
待
九
ず
し
て
「
恵
味
」
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
現
象
的
実
在
、
本
質
的
ず

笑
在
で
あ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
今
日
、
遺
伝
子
工
学
の
霊
は
、
二
十
一
辺
紀
の
人
類
史
の

あ
り
方
を
規
定
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
同
時
に
宗
教
と
科
学
と
r
い

に
新
し
い
地
平
を
拓
く
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
二
十
一
世
邦

は
宗
教
と
哲
学
の
時
代
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
と
も
あ
れ
そ
う
い
う
歴
史
部

潮
流
に
能
動
的
に
順
応
し
て
ゅ
く
九
め
に
も
、
未
来
に
向
け
で
は
な
く
、
未
来

い
よ
い
よ
緊
切
さ
を
加
え
る
の
で
は
な
か
ろ

か
ら
考
え
る
「
学
」
の
創
造
は
、

う
か
0
 
未
来
は
「
語
る
し
も
の
で
な
く
「
創
る
し
も
の
で
あ
る(

大
学
商
学
部
教
授
)


