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小
グ
ル
ー
プ
の
演
習
形
式
を
採
用

フ
ラ
ン
ス
の
大
学
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
の
大
学

に
お
け
る
一
般
教
育
課
程
に
等
し
い
も
の
は
形
式
的

に
は
存
在
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
に
似
九
も
の
は
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
も
と
も
と
、
一
般
教
育
は
中
等

教
育
の
役
目
で
あ
り
、
そ
の
上
に
立
っ
て
専
門
的
な

高
等
教
育
が
実
施
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
九
。
さ

ら
に
そ
の
中
等
教
育
も
、
古
く
は
大
学
お
よ
び
高
等

専
門
学
校
に
お
け
る
少
数
の
エ
リ
ー
ト
の
専
門
教
育

の
た
め
の
準
備
教
育
と
い
っ
た
色
彩
が
強
か
っ
た
が

し
だ
い
に
一
般
教
育
と
い
う
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て

き
た
。
人
間
教
育
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ユ
以
来
フ
ラ
ン
ス

の
教
育
理
念
の
中
心
で
あ
っ
九
の
で
あ
る
。

一
ハ
ハ
ニ
年
、
当
時
ア
ン
ジ
ェ
の
り
セ
(
高
等
中

学
校
)
教
授
で
あ
っ
た
べ
ル
グ
ソ
ン
は
、
学
年
末
の

欝
授
与
式
に
お
け
る
「
専
門
」
に
つ
い
て
の
講
演

の
な
か
で
、
一
般
教
養
あ
る
い
は
全
般
的
需
を
基

盤
と
し
て
は
じ
め
て
専
門
が
生
き
て
く
る
こ
と
を
強

調
し
、
り
セ
に
お
い
て
は
専
門
的
な
い
し
は
実
際
的

教
育
よ
り
も
む
し
ろ
、
「
知
性
全
体
を
窕
展
さ
せ
な

が
ら
、
凡
て
を
包
含
す
る
の
に
十
分
な
豊
か
さ
と
、

凡
て
を
企
て
る
の
に
十
分
な
力
と
を
知
性
に
与
え

1る
」
古
典
研
究
の
教
育
的
喜
を
説
い
た
の
で
あ
っ

た
。
ま
九
、
一
九
二
五
年
の
フ
ラ
ン
ス
政
府
訓
令
に

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
中
等
教
台

は
、
専
門
化
さ
れ
な
い
器
の
と
れ
希
神
を
育
成

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
知
識
の
詰
め
こ
み
を
さ
け

2

一
般
教
鑁
を
授
け
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
と
。

と
こ
ろ
で
高
等
教
育
に
か
ん
し
て
は
、
一
九
五
九

片
山
寿
昭

年
一
月
六
日
の
政
令
の
う
ち
に
、
そ
の
目
的
が
四
項

目
に
ま
と
め
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
①
科
学
の
進

歩
、
研
究
者
の
養
成
お
よ
び
科
学
的
・
文
学
的
・
技

術
的
研
究
の
発
展
へ
の
野
。
②
塵
の
科
学
的

.

文
学
的
・
希
的
教
養
の
普
及
。
③
広
い
教
養
と
同

時
に
深
い
知
識
を
必
要
と
す
ろ
職
業
の
稀
教
.
、
U
、

と
く
に
科
学
的
綴
お
よ
び
教
育
的
製
に
よ
る
教

員
の
養
成
。
④
嘉
水
準
に
お
け
る
教
養
お
よ
び
職

3

業
教
育
の
実
施
。
」
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
四
項

同
の
う
ち
三
つ
ま
で
が
教
養
に
関
係
し
て
い
る
こ
と

は
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
大
学
の
専
門
課

程
そ
の
も
の
が
深
く
広
い
教
養
を
与
え
る
と
い
う
愆

味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
大
学
の
淋
義
の
う

ち
の
か
な
り
の
数
に
の
ぽ
る
も
の
が
公
開
さ
れ
て
お

り
、
じ
っ
さ
い
あ
る
教
室
に
お
い
て
は
学
牛
よ
り
も
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一
般
市
民
の
聴
湾
方
が
多
数
で
あ
る
と
い
う
現
象

も
見
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
。
ハ
リ
大
学
の
講
義

が
ラ
ジ
オ
に
ょ
う
て
放
送
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
周
知

の
ど
と
く
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
専
門
の
科
目
が

そ
の
ま
ま
で
学
生
と
一
般
市
民
の
教
養
に
役
立
ち
、

と
く
に
学
生
に
と
っ
て
は
、
専
門
の
学
問
研
究
が
す

な
わ
ち
教
養
喬
め
る
基
盤
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に

注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
九
四
八
年
以
降
、
理
学
部
と
人
文
学
部
に
お
い

て
は
、
第
一
学
年
に
凡
て
の
学
生
が
予
隷
程
を
履

修
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
(
こ
こ

で
人
文
学
部
と
い
う
の
は
も
と
の
文
学
部
で
あ
っ
て

一
九
五
八
年
に
こ
の
よ
う
に
故
称
さ
れ
九
。
)
こ
の

予
科
課
程
の
修
了
試
験
に
合
格
す
る
と
、
人
文
学
部

で
は
「
一
般
文
学
研
器
書
」
(
一
ゆ
δ
ゆ
ミ
か
鼻
ル
、

け
E
ル
露
痔
恐
益
冨
m
如
曾
小
益
一
器
)
と
称
さ
れ
る
修

了
証
書
が
与
え
ら
れ
、
こ
の
響
の
取
得
が
、
の
ち

に
専
門
課
程
に
進
ん
で
学
士
1
の
他
の
学
位
を
得

る
た
め
の
最
初
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
理
学
部
に

お
い
て
も
ほ
ぽ
同
様
の
修
了
証
齊
、
す
な
わ
ち
「
予

備
的
高
等
研
器
沓
」
(
一
ゆ
δ
段
忌
邑
島
三
ル
露

1
<
各
国
の
一
般
教
育
>

m
仁
ヤ
小
二
ゆ
三
含
で
§
円
益
§
え
m
)
を
ま
ず
最
初
に
と

つ
て
お
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
九
だ
し
こ
れ
は

一
般
数
学
お
よ
び
物
理
学
」
「
数
学
・
物
理
学
・
化

学
」
「
物
理
学
的
・
化
学
的
お
よ
び
自
然
的
諸
科
学
」

と
い
う
三
つ
の
部
門
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す

れ
ぱ
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
予
科
課
程
は

そ
の
内
容
に
は
か
な
り
の
相
途
点
が
あ
る
に
し
て
も

わ
が
国
に
お
け
る
教
養
部
、
一
般
教
瓢
程
も
し
く

は
基
礎
科
目
に
ょ
く
似
た
色
彩
を
も
つ
制
度
で
あ

る
0

さ
ら
に
医
学
部
進
学
希
望
者
は
、
従
来
か
ら
、
予

め
ま
ず
理
学
部
に
お
い
て
「
物
理
学
・
化
学
・
生
物

学
研
究
響
」
(
一
ゆ
δ
含
島
旦
ル
、
"
一
且
雷
旦
逆
曾
・

心
仁
含
、
0
三
ヨ
6
仁
露
ゆ
一
豆
0
-
0
伽
三
斥
巴
を
取
得
一
し

て
お
く
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
学
部

に
は
ま
だ
こ
の
予
科
課
程
の
制
度
は
な
い
が
、
い
ず

れ
将
来
に
は
全
学
部
に
採
用
さ
れ
、
さ
ら
に
進
学
課

程
準
備
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
な
も
の
が
大
皆
部
に
設

け
ら
れ
て
、
専
門
教
育
の
基
礎
と
な
る
整
や
一
般

教
鑁
関
係
の
科
目
が
集
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ

ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。

人
文
学
部
に
お
い
て
こ
の
,
科
課
程
予
備
学
年

(
一
、
ン
号
小
ゆ
一
琴
で
舎
ゆ
三
三
仁
巴
と
も
称
さ
れ
、
古
典

部
門
と
近
代
部
門
の
二
部
門
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

古
典
部
門
は
「
古
典
的
一
般
文
学
研
究
」
(
妙
且
a

一
三
曾
巴
一
.
器
 
0
小
罫
曾
巴
ゆ
功
δ
一
噐
m
一
迫
仁
ゆ
m
)
と
い
わ
れ

そ
の
試
験
は
三
科
目
、
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
語
の
而

文
、
ラ
テ
ン
語
ま
た
は
ギ
リ
シ
'
、
外
興
叩
(
ギ

リ
シ
ャ
語
、
ド
イ
ツ
語
、
英
語
、
ア
ラ
ビ
ア
語
、
イ

タ
リ
ア
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
ロ
シ
ャ
語
の
、
0
ち
一

つ
)
か
ら
成
っ
て
お
り
、
こ
の
外
鼎
叩
の
代
り
に
歴

史
ま
た
は
地
理
の
論
文
を
選
ぷ
こ
と
も
で
き
る
。

近
代
部
門
す
な
わ
ち
「
近
代
的
一
般
文
学
研
究
」

(
帥
言
ル
爵
一
=
忘
益
一
え
m
 
0
小
づ
曾
N
一
吊
 
K
0
ル
ゆ
昏
9
)

の
誤
も
ほ
ぽ
同
様
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
論
文
、
上

述
の
外
国
語
の
う
ち
近
代
語
一
つ
、
さ
ら
に
第
二
外

国
語
の
課
目
で
、
こ
の
第
二
外
鼎
の
代
り
と
し

て
歴
史
ま
九
は
地
理
の
論
文
を
選
択
す
る
こ
と
も
許

さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
フ
ラ
ン
ス
語
器
文
と
い
う
の

は
、
文
学
的
な
も
の
、
哲
学
的
な
も
の
、
歴
史
的
な

も
の
、
と
い
う
三
種
類
を
含
み
、
そ
の
う
ち
い
ず
れ

か
を
学
中
が
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
。

予
科
羅
の
全
科
目
は
こ
の
響
取
得
試
験
を
倒

や
す
と
し
て
組
ま
れ
、
大
教
室
の
共
磊
誓
小
グ

ル
ー
フ
の
演
習
か
ら
成
る
。
講
義
は
文
学
、
哲
学
(
お

よ
び
哲
学
史
)
、
歴
史
と
も
そ
れ
ぞ
れ
週
一
時
岡
、

4
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こ
れ
に
付
随
し
て
週
二
時
間
の
演
習
が
行
わ
れ
、
論

文
作
成
の
実
際
的
指
.
導
、
テ
キ
ス
ト
の
鴛
、
袈

の
練
習
な
ど
が
な
さ
れ
る
。
ま
九
、
た
と
謡
ラ
テ

ン
語
罷
義
(
一
九
五
九
1
一
九
六
0
年
慶
)
左
見

る
と
、
通
年
二
八
矧
晶
隈
あ
っ
て
、
第
一
回
同
に

は
ス
ラ
イ
ド
つ
き
で
口
ー
マ
の
地
理
が
矧
介
さ
れ
、

つ
い
で
讐
回
目
に
は
ラ
テ
、
語
誘
、
さ
ら
に
口

マ
の
歴
央
制
度
'
篭
文
学
、
語
学
と
し
て

の
ラ
テ
ン
語
な
ど
つ
ぎ
つ
ぎ
に
多
傑
内
容
が
織
り

こ
ま
れ
、
最
終
回
に
は
再
び
ス
ラ
イ
ド
つ
き
で
帝
政

5

ロ
ー
マ
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
と
い
っ
た
風
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
と
併
行
し
て
演
習
が
実
施
さ
れ
る
こ

と
は
他
の
科
目
と
同
様
で
あ
る
。

ま
九
、
器
叩
に
つ
い
て
い
え
ぱ
、
共
通
講
義
と
し

て
、
文
学
と
文
明
、
文
法
、
文
法
の
諸
問
題
、
発
音

入
門
に
そ
れ
ぞ
れ
週
一
時
間
ず
つ
四
回
、
さ
ら
に
小

グ
ル
ー
プ
倫
誓
作
文
が
そ
れ
ぞ
れ
週
二
回
会
一

時
闘
)
、
合
計
す
る
と
週
八
回
一
 
0
時
間
行
な
わ
れ

る
。
そ
の
さ
い
、
将
来
英
語
を
専
門
と
す
る
者
は
特

別
の
小
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
ら
れ
る
。
他
の
外
器
の

科
目
も
ほ
ぽ
こ
れ
と
同
挙
あ
る
。

こ
う
し
た
凡
て
の
科
目
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は

外
国
語
以
外
の
科
目
に
お
い
て
も
、
大
教
室
の
共
通

講
義
と
と
も
に
、
つ
ね
に
併
行
し
て
小
グ
ル
ー
プ
の

学
生
は
高
等
教
育
を
受
け
る
に
適
し
た
能
力
を
身
に

つ
け
て
い
な
い
し
、
大
学
卒
業
者
も
ま
た
そ
れ
に
ふ

さ
わ
し
い
実
力
を
そ
な
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
大
学
に
入
学
す
る
能
力
の
な
い
者
が
入
学
し

実
力
の
な
い
ま
ま
に
資
格
光
得
て
卒
業
す
る
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
今
日
の
予
科
幾
が

完
全
な
成
功
を
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
い
ろ
い
ろ
な
批
判
が
聞

か
れ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
制
度
は
、

さ
ま
ぎ
ま
な
問
題
を
は
ら
む
わ
が
国
の
一
般
教
育
に

多
少
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
交
学
部
助
教
授
・
哲
学
)

則
含
伽
m
0
戸
即
ミ
仏
急
、
令
昔
§
一
.
一
一
ヤ
武
勗

1

一
拐
S
 
ヤ
豈

2
 
〕
.
'
則
.
ヤ
一
0
ず
ゆ
§
~
器
~
ミ
ミ
§
ミ
・

§
ミ
ミ
.
ミ
曳
戦
、
「
§
R
一
ヤ
曾
昂
一
如
の
一
.

「
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
」
ピ
オ
ベ
ッ
ク
著
、
中
山
毅
、

諸
田
和
治
共
訳
(
ク
セ
ジ
ユ
女
庫
)
七
七
1
七
八
頁
。

同
書
、
二
五
頁
。

d
ヨ
ぐ
曾
曾
蒜
住
ゆ
如
少
牙
、
【
§
・
ミ
糺
慨
一
、
詞
N
袋
・

糺
N
.
令
ミ
"
一
途
1
の
9
 
ヤ
 
N
0
伊
.

5
 
ら
§
'
ミ
δ
9
、
＼
叺
§
§
(
戸
ゆ
二
え
m
)
、
ン
戸
・

=
小
ゆ
 
m
8
一
曾
え
一
四
器
1
の
9
 
ヤ
ゞ

6
 
0
.
工
三
功
ヨ
仲
P
 
令
ミ
糺
住
糺
価
、
、
匙
註
.
令
ミ

舎
象
N
.
~
§
、
ミ
ャ
貰
一
m
一
如
翌
ヤ
勺
.
誤
1
W
司

演
習
形
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
各

分
野
に
お
け
る
専
門
的
教
養
を
誘
る
と
同
時
に
学

生
の
実
際
的
な
実
力
養
成
、
す
な
わ
ち
講
義
鳶
習

に
お
い
て
学
生
の
血
肉
化
す
る
よ
う
に
配
應
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
か
な
り
多
数

の
助
手
が
演
習
を
指
導
し
、
つ
ね
に
学
生
と
綴
し

て
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
問
題
に
答
え
、
つ
る
よ
う
な
仕

組
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
論
文
作
成
(
も
ち

ろ
ん
大
論
交
で
は
な
い
が
)
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て

伝
統
的
に
蛋
視
さ
れ
、
問
題
を
ど
の
よ
う
に
理
解

し
、
分
析
し
、
袈
し
、
と
り
わ
け
ど
の
よ
う
に
表

現
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ね
に
学
生
九
ち
の
関

心
の
ま
と
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
書
く
と
い
う
こ

と
に
ほ
と
ん
ど
無
関
心
な
わ
が
国
の
教
育
制
度
と
は

き
わ
め
て
異
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
予
科
課
程
が
設
置
さ
れ
る
に
至
っ

皐
彬
つ
い
て
、
パ
リ
大
学
の
グ
ィ
エ
教
授
は
ほ

ぽ
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
る
。
「
中
等
教
育
お
よ
び
高
等

腎
の
無
秩
序
な
現
状
に
お
い
て
は
、
予
備
学
年
の

6

存
在
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」

こ
の
無
秩
序
と
い
う
の
は
、
中
等
教
烹
仁
了
し
九

4 3



高
校
教
育
と
の

連
繋
の
緊
密
化

現
在
の
西
ド
イ
ツ
の
大
学
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る

一
般
教
育
羅
は
克
し
な
い
。
し
か
し
十
九
Ⅲ
紀

は
じ
め
頃
ま
で
は
大
学
は
教
養
学
部
と
専
門
〕
靴
と

に
分
れ
て
お
り
、
前
者
に
お
い
て
は
哲
学
、
修
辞
学

数
学
鴛
本
学
科
が
中
心
に
、
後
者
に
お
い
て
は
神

学
、
法
律
学
、
底
学
が
修
め
ら
れ
て
い
六
。
Ⅷ
1
時
の

人
学
は
中
世
以
来
の
伝
葉
ら
未
だ
教
会
と
黒
び

付
き
盆
く
、
ま
た
教
餐
素
に
お
い
て
は
高
等
学

校
と
の
冏
に
密
接
な
関
係
が
保
た
れ
、
例
え
ぱ
教
養

学
部
の
教
科
目
は
し
ぱ
し
縛
校
の
そ
れ
の
引
つ
ぎ

で
あ
り
、
さ
ら
に
同
じ
教
師
諾
方
に
お
い
て
教
鞭

を
と
る
こ
と
も
ま
れ
で
は
な
か
っ
た
。
や
が
て
べ
ル

リ
ン
大
学
の
設
立
に
と
も
な
い
、
ギ
リ
シ
ア
.
ロ
ー

マ
人
文
主
義
に
基
く
フ
ン
ポ
ル
ト
の
理
念
桓
よ
う
て

大
学
の
改
革
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
教
養
学
部

お
よ
び
専
円
黛
の
二
葡
が
舵
止
さ
れ
、
教
会
に

1
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よ
る
影
導
に
代
っ
て
、
国
家
に
対
す
る
新
し
い
関
係

1
国
家
が
機
拙
を
管
理
す
る
が
研
究
は
自
由
に
行

う
ー
が
生
れ
る
に
い
た
っ
た
。
大
学
に
お
い
て
教

養
学
部
が
な
く
な
り
、
専
門
学
部
の
み
に
な
っ
た
こ

と
は
、
既
編
校
に
お
い
て
「
学
ぷ
こ
と
」
を
学
び

梦
、
光
者
、
い
い
か
え
れ
ぱ
今
後
白
1
的
に
学
ぷ
こ

と
が
で
き
る
者
の
み
が
入
学
を
許
さ
れ
る
こ
と
を
愆

味
す
る
。
ド
イ
ツ
で
は
司
知
の
ど
と
く
高
校
を
卒
業

す
れ
ば
ど
こ
の
大
学
で
も
自
由
に
入
学
で
き
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
高
校
に
お
い
て
大
学
教
育

を
受
け
る
に
充
分
な
素
質
が
餐
わ
れ
る
こ
と
が
前
提

と
さ
れ
て
お
り
、
高
校
卒
業
に
際
し
て
は
、
大
学
教

師
の
立
合
い
の
も
と
に
き
び
し
い
餓
織
せ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

道
男

学
部
と
の
二
段
階
を
駆
止
す
る
こ
と
に
ょ
う
て
、
教

養
科
目
の
修
得
を
主
と
し
て
高
校
に
託
し
た
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
同
時
に
大
学
に
お
い
て
も
、
単
に
専

門
科
目
の
修
得
の
み
な
ら
ず
、
自
由
な
研
究
と
の
関

連
に
お
い
て
新
し
い
視
野
に
立
つ
人
格
の
形
成
念

図
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
の
系
に

よ
れ
ぱ
「
大
学
と
は
人
果
自
分
自
身
の
中
に
、
自
分

自
身
に
よ
っ
て
の
み
見
出
し
得
る
も
の
、
す
な
わ
ち

純
粋
な
詣
に
九
い
す
る
洞
察
を
養
う
場
で
あ
る
。

こ
の
自
己
の
分
別
に
よ
る
行
為
の
た
め
に
は
富
由
と

孤
独
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
点
を
め
ぐ
つ
て

大
学
の
外
的
機
構
が
で
き
あ
が
る
。
需
義
を
聞
く
こ

と
は
第
二
次
的
な
希
で
あ
っ
て
、
肝
要
な
こ
と
は

同
年
代
の
同
じ
意
図
を
持
つ
人
々
と
の
共
同
生
活
に

お
い
て
、
純
粋
に
学
問
を
高
め
ひ
ろ
め
る
た
め
に
身

を
捧
げ
る
完
全
な
教
養
人
の
身
近
な
存
在
を
絶
え
ず

*

フ
ン
ポ
ル
ト
は
大
学
に
お
け
る
教
養
学
部
と
専
円
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需
し
つ
つ
、
自
己
お
よ
び
儲
の
た
め
に
数
年
冏

在
過
す
こ
と
で
あ
る
。
」
い
う
ま
で
も
な
く
大
学
に

お
い
て
は
高
度
の
轟
的
研
究
穫
光
す
べ
き
で
あ

り
、
誰
も
手
を
つ
け
ぬ
領
域
の
研
究
と
あ
わ
せ
て
、

あ
ら
ゆ
ろ
学
問
の
方
県
検
討
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な

し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
大
学
に
お
け
る
人
柘

)
0

しの
形
成
を
な
お
ざ
り
に
す
る
と
き
、
高
度
に
専
門
化

さ
れ
た
学
岡
に
と
も
な
う
危
険
を
決
し
て
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。
最
近
わ
が
国
で
専
門
的
知
識
を
具
え
た

医
師
等
の
犯
罪
が
批
を
騒
が
し
て
い
る
と
き
、
改
め

て
こ
の
こ
と
を
刃
掘
9
べ
き
で
あ
ろ
う
。
フ
ン
ン
ボ

ル
ト
に
ょ
れ
ぱ
「
内
な
る
も
の
か
ら
生
れ
、
内
な
る

も
の
の
中
へ
植
え
つ
け
ら
れ
た
学
問
の
み
が
性
格
を

陶
冶
で
き
る
の
で
あ
り
、
国
家
に
と
っ
て
も
人
類
に

と
っ
て
も
玉
要
な
の
は
知
墜
豆
太
で
は
な
く
、
性

格
と
実
行
で
あ
る
。
」

フ
ン
ボ
ル
ト
に
ょ
る
大
学
の
改
芝
よ
っ
て
教
養

学
部
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
大
学

に
お
け
る
学
問
と
人
格
と
の
円
満
完
全
な
る
蓉
を

意
図
し
九
た
め
で
あ
っ
て
、
大
学
に
お
け
る
「
教
養
」

が
一
寝
に
委
託
さ
れ
た
こ
と
岸
愚
味
す
る
も
の
で
は

決
し
て
な
い
。
こ
の
改
革
で
は
高
校
で
既
に
「
学
ぷ

こ
と
」
を
学
ん
だ
者
が
、
大
学
で
は
専
門
的
研
究
に

お
け
る
W
警
磨
お
よ
び
古
典
人
文
玉
に
基
づ
く

教
鑁
に
ょ
っ
て
零
な
る
人
格
を
形
成
す
る
こ
と
が

主
要
な
眼
目
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
九
が
っ
て
大

学
に
お
い
て
は
単
に
学
問
研
究
の
九
め
の
み
で
な
く

人
儁
形
成
の
九
め
に
「
自
由
」
が
必
要
欠
く
べ
か
ら

ざ
る
条
件
と
な
る
。
ド
イ
ツ
の
大
学
に
お
い
て
学
期

末
試
験
等
が
全
く
行
わ
れ
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ

つ
て
、
学
生
は
原
則
と
し
て
、
国
家
の
監
督
の
も
と

に
行
な
わ
れ
る
最
終
誤
を
除
き
、
試
験
か
ら
解
放

さ
れ
て
自
由
に
希
望
の
学
問
を
修
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
他
方
最
終
の
国
家
試
験
を
通
る
た
め
に
は
学
生

の
自
主
性
に
基
く
勉
学
が
熊
の
こ
と
と
し
て
要
求

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
試
験
に
お
い
て
は
、
専

攻
の
学
問
に
つ
い
て
の
み
で
な
く
、
人
類
の
理
想
、

人
闘
性
の
尊
厳
、
自
由
、
國
家
に
対
す
る
態
度
等
、

要
す
る
に
教
養
に
つ
い
て
試
問
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

*

他
方
十
九
世
紀
末
か
ら
現
在
に
い
た
る
自
然
科
学

の
筈
し
い
発
展
と
そ
れ
に
と
も
な
う
新
し
い
学
問
の

の
登
場
は
大
学
に
お
け
る
研
究
の
専
門
化
に
ま
す
ま

す
拍
卓
を
か
け
、
既
に
高
校
に
お
い
て
も
こ
の
傾
向

に
庖
て
教
養
科
目
の
比
重
の
低
下
が
見
ら
れ
た

が
、
と
く
に
第
二
次
大
戦
後
に
お
い
て
は
、
こ
の
傾

向
に
加
え
て
、
生
活
水
準
の
向
上
に
と
も
な
う
大
学

へ
の
進
学
率
の
急
上
昇
は
マ
ス
・
プ
ロ
教
育
と
い
う

新
し
い
問
題
を
生
み
出
す
に
い
た
う
た
。
す
な
わ
ち

高
校
に
お
い
て
従
来
人
文
主
湊
的
教
育
の
根
竺
あ

つ
た
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
語
・
文
学
が
実
用
的
な
近

代
語
や
数
学
に
ょ
っ
て
取
っ
て
代
ら
れ
る
こ
と
に
ょ

り
、
か
つ
て
相
互
の
精
神
的
共
通
の
場
で
あ
っ
た
人

文
主
話
愚
が
失
わ
れ
、
他
方
学
生
の
急
増
は
学

生
同
士
お
よ
び
教
師
と
の
間
の
密
接
な
関
係
を
不
可

能
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
西

ド
イ
ツ
に
お
い
て
す
で
に
は
や
く
か
ら
識
者
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
最
近
で
は
こ
れ
に
た
い
す
る

対
策
と
し
て
、
現
在
の
大
学
教
育
に
見
失
わ
れ
や
す

い
人
惰
形
成
の
問
題
を
再
反
省
し
、
フ
ン
ボ
ル
ト
の

理
念
に
基
く
「
教
養
」
を
充
実
さ
せ
る
努
力
釜
剣

に
行
な
わ
れ
て
い
る
。*

は
じ
め
に
の
べ
た
ど
と
く
ド
イ
ツ
の
大
学
で
は
一

般
教
育
羅
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

ら
の
対
策
は
高
校
教
育
、
専
岡
教
育
お
よ
び
課
外
活

動
と
の
関
連
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
い
ま
ド

イ
ツ
の
大
学
に
お
い
て
「
教
養
」
を
強
化
す
る
に
あ

た
っ
て
実
際
に
い
か
な
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
か

ニ
、
三
の
実
例
を
あ
げ
説
明
し
て
見
よ
う
。
先
ず
最

も
手
近
な
方
法
は
、
主
と
し
て
教
養
科
目
を
担
当
す

禽
校
教
育
と
の
連
繋
を
南
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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例
え
ぱ
教
養
科
目
を
担
当
す
る
高
校
教
師
が
大
学

に
お
い
磊
師
と
し
て
授
業
す
る
こ
と
に
よ
り
、
高

校
教
育
と
の
関
連
に
お
い
て
ょ
り
充
実
し
九
一
般
教

育
を
大
学
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
大
学
教
師

縛
校
に
お
け
る
誠
演
会
、
研
究
会
等
に
儒
し
、
さ

ら
編
校
の
卒
業
試
験
に
立
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

大
学
が
受
入
れ
る
高
校
卒
望
の
教
鴛
育
を
徹
底

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
二
に
は
大
学
膚
体
に

お
け
る
専
門
教
育
の
枠
内
に
お
い
て
教
獲
関
係
の
講

義
の
強
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
大
学
は
学
期

ど
と
に
一
般
教
育
謡
と
し
て
自
然
、
社
会
、
人
文

科
儲
係
の
禽
を
開
役
し
、
全
学
部
の
学
生
に
解

放
す
る
。
さ
ら
に
嵳
は
そ
の
専
攻
科
凹
に
よ
っ
て

は
、
専
攻
科
目
以
外
に
二
つ
の
副
科
目
を
送
ぷ
こ
と

奨
求
さ
れ
る
(
例
え
ぱ
英
文
学
を
専
攻
す
る
場
合

削
曾
と
し
て
希
学
と
生
物
学
を
選
ぷ
と
い
う
ふ

う
に
。
こ
の
場
合
、
他
の
学
部
、
例
え
ば
理
学
謬

お
い
て
生
塑
を
科
伺
と
し
て
学
ぷ
こ
と
も
許
さ

れ
て
い
る
)
。
そ
し
て
最
終
識
で
あ
る
国
家
試
験

ま
た
は
博
士
試
験
在
受
け
る
学
生
は
、
専
攻
科
目
の

み
で
な
く
他
の
二
つ
の
科
目
に
つ
い
て
も
受
験
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
畢
生
は
専
攻
科

口
の
み
で
な
く
他
の
二
つ
の
科
倒
に
お
い
て
も
高
等

1
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の
綱
を
呉
え
た
社
会
人
と
し
て
大
学
を
巣
立
つ
こ

と
に
な
ろ
う
。

第
二
の
方
法
と
し
て
現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
の
は

学
生
寮
の
拡
大
と
允
実
で
あ
る
。
私
が
か
つ
て
剤
学

し
六
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
に
は
ラ
イ
プ
ニ
ツ
学
寮

と
よ
ば
れ
る
寮
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
共
同
生
活
お
よ

び
共
同
研
究
に
よ
っ
て
一
般
教
育
を
充
実
し
よ
う
と

す
る
試
み
と
し
て
各
界
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
各
自
の
専
攻
と
は
無
関
係
に
選
ぱ
れ
た
学
生

が
佃
室
を
与
え
ら
れ
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
需
や
共

同
研
究
を
行
な
い
、
さ
ら
に
グ
ル
ー
。
ワ
問
の
緊
密
な

る
連
絡
に
よ
っ
て
、
学
問
の
基
礎
と
な
る
べ
き
十
益

と
人
類
に
対
す
る
態
度
を
学
ぷ
こ
と
が
主
な
目
的
と

さ
れ
る
。
さ
ら
に
学
寮
は
大
学
と
は
別
に
寮
生
の
た

め
に
一
豊
養
関
係
倫
義
を
開
設
し
、
寮
生
は
こ

れ
に
出
学
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
ラ
イ
プ

ニ
ツ
学
寮
の
制
度
は
、
専
門
化
、
マ
ス
・
プ
ロ
化
の

傾
向
が
著
し
い
大
学
に
お
い
て
そ
の
弊
欝
塗
す

る
た
め
の
一
つ
の
理
督
な
方
法
で
あ
る
が
、
す
べ

て
の
学
生
を
寮
に
収
容
す
る
に
は
莫
大
な
賀
用
か
必

要
で
あ
り
、
ま
た
入
寮
を
欲
し
な
い
学
生
衣
強
制
す

る
こ
と
は
勉
学
の
自
由
と
い
う
原
則
に
反
す
る
こ
と

に
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
を
残
す
こ
と
に
な
ろ

う
。
し
か
し
現
在
の
ド
イ
ツ
の
大
学
に
お
い
て
は
、

経
済
的
繁
栄
に
と
も
な
っ
て
国
筆
の
補
助
に
ょ
る
学

先
寮
の
拡
大
充
突
が
絶
え
ず
行
な
わ
れ
て
お
り
、
既

に
个
寮
制
の
大
学
の
登
も
検
討
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
巻
見
る
と
、
今
後
と
も
大
学
に
お
け
る
専
円
化
、
マ

ス
・
フ
口
化
に
九
い
す
る
対
策
と
し
て
学
寮
制
慶
が

大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
最
後

に
も
っ
と
も
両
期
的
方
法
と
し
て
、
最
近
発
足
し
た

ホ
ッ
フ
ム
大
学
に
お
け
る
稱
座
制
の
廃
止
か
あ
け
ら

れ
よ
う
。
こ
こ
で
は
従
来
の
溝
座
制
に
代
「
て
研
究

所
鴛
け
ら
れ
、
教
師
と
学
生
織
座
の
枠
に
と
ら

わ
れ
る
こ
と
な
く
特
殊
研
究
と
と
も
に
共
同
釧
究
に

た
ず
さ
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ

つ
て
新
し
い
よ
り
ひ
ろ
い
視
野
を
も
つ
研
究
者
が
介

つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

*

以
上
西
ド
イ
ツ
の
火
学
に
お
け
る
一
般
教
育
の
歴

史
と
堺
状
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
た
が
、
ふ
り
か
え

つ
て
受
験
の
た
め
の
予
備
校
化
し
て
い
る
高
校
や
ひ

九
す
ら
マ
ス
・
。
フ
口
化
し
て
行
く
大
学
な
ど
わ
が
国

の
現
状
を
見
る
と
き
、
若
干
参
者
す
べ
き
祭
あ
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。

(
法
学
部
助
教
授
、
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
艾
学
)
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「
す
べ
て
の
研
究
の
な
か
で

最
も
貴
重
な
も
の
・
・
・
・
・
・
」

日
本
の
大
学
は
、
ア
メ
リ
カ
の
教
育
機
構
を
基
に

し
て
、
戦
後
繋
さ
れ
九
が
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
教

育
の
良
き
面
を
必
ず
し
も
取
り
入
れ
て
い
る
と
は
い

え
な
い
。
新
機
構
の
も
と
で
考
え
ら
れ
矣
学
の
理

想
像
が
幾
多
の
面
で
現
在
歪
ぬ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

顕
著
な
例
が
二
般
教
育
」
に
対
す
る
冴
え
で
あ

る
。
大
学
の
教
育
課
程
の
後
半
に
な
さ
れ
る
「
専
門

教
育
」
に
あ
ま
り
に
も
重
点
が
お
か
れ
す
ぎ
、
前
半

に
お
い
て
な
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
一
般
教
育
」
は

「
専
門
教
育
」
の
九
め
の
単
な
る
糒
期
問
、
さ
ら
に

困
っ
た
の
は
、
文
部
省
の
定
め
に
ょ
っ
て
仕
方
な
く

行
な
っ
て
い
る
形
式
で
し
か
な
い
と
い
う
考
え
で
あ

る
。
こ
れ
で
は
ア
メ
リ
カ
の
教
育
機
構
を
形
式
だ
け

は
踏
襲
し
て
は
い
て
も
、
「
一
般
教
育
」
そ
の
も
の

の
実
は
ま
っ
た
く
井
し
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
ほ

と
ん
ど
の
大
学
に
あ
て
は
、
日
本
で
想
像
す
る
以

上
に
「
一
般
教
育
」
を
重
視
し
て
い
る
。
「
専
門
教

育
」
以
上
に
重
視
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
な

い
ほ
ど
で
あ
る
。

り
べ
ラ
ル
.
ア
ー
ツ
.

カ
レ
ッ
ジ
と
「
一
般
教
育
」

ア
メ
リ
カ
の
大
学
を
大
別
す
る
と
、
約
一
五
0
の

総
合
大
学
(
大
学
院
教
育
に
中
心
が
お
か
れ
て
し

る
)
、
約
八
0
0
の
り
べ
ラ
ル
.
ア
ー
ツ
.
カ
レ
ッ

ジ
、
契
0
0
の
ジ
ユ
ニ
ア
・
カ
レ
ッ
ジ
、
そ
れ
に

六
0
0
近
い
い
わ
ゆ
る
職
業
教
育
を
行
な
う
大
学
の

四
種
が
あ
る
。
総
合
大
学
の
場
合
も
、
そ
の
ア
ン
ダ

ア
グ
ラ
ジ
ユ
エ
イ
ト
に
お
い
て
は
、
り
べ
ラ
ル
.
ア

ー
ツ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
か

ら
、
こ
こ
で
は
り
べ
ラ
ル
.
ア
ー
ツ
.
カ
レ
ッ
ジ
の

一
般
教
育
」
振
点
を
あ
わ
せ
て
論
を
進
め
九
い
。

合
衆
国
教
育
局
(
d
.
m
.
 
0
弐
兄
 
0
{
浬
仁
g
一
ぢ
巳

岩
山
太
次
郎

.
,

.
、
一
嵐
一

ノ

Wマ

の
定
義
に
ょ
れ
ば
、
り
べ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
.
カ
レ
ッ

ジ
と
は
,
,
如
含
§
一
仁
=
住
曾
卯
岳
ル
長
一
ゆ
ゆ
住
仁
邑
一
0
出
二

に
黒
を
お
く
教
育
機
関
で
あ
る
。
一
九
三
0
北

四
0
年
代
の
シ
カ
ゴ
大
学
の
有
名
な
例
外
は
あ
る
が

一
般
に
は
、
四
力
年
の
勉
学
の
の
ち
線
合
識
に

合
格
し
た
も
の
に
「
学
士
」
,
,
W
曾
ず
ゆ
一
0
气
m
ル
ゆ
喫
ゆ
N
、

を
与
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
四
力
年
間
の
最
初
の
二

年
間
が
「
一
般
腎
」
羅
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
三
般
教
育
」
を
0
含
ゆ
旦
巴
暑
里
一
含

と
も
冨
う
が
、
多
く
の
大
彬
お
い
て
は
、
ぎ
、

か
つ
、
教
え
る
こ
と
の
で
き
る
無
限
の
知
勢
な
か

か
ら
選
択
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
科
倒
に
,
一
子
n
益
一

豊
岳
こ
と
い
う
名
を
ー
ヨ
え
て
い
る
0
 
な
ぜ
な
ら
、
ス

ウ
"
ー
ス
モ
ア
大
学
の
学
長
コ
ー
ト
ニ
ー
.
ス
ミ
ス

の
言
警
L
か
り
れ
ぱ
、
そ
れ
ら
の
科
目
は
「
す
べ
て

の
研
究
の
な
か
で
最
も
賀
重
な
も
の
」
で
あ
り
、

.

.

一
窯

一
一
1
一

アメリカ
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「
偵
修
職
諾
な
も
の
で
な
く
、
ま
た
技
術
的
な

熟
練
を
た
か
め
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
無
知

と
何
見
か
ら
人
々
の
心
を
対
放
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
人

類
の
経
験
と
文
化
仏
統
に
つ
い
て
の
知
識
を
わ
れ
わ

れ
に
捉
供
」
し
て
い
る
科
倒
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
の
り
べ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
の
巾
枝
を
な
し
て
い
る
も

の
は
、
わ
が
国
の
大
学
に
お
け
る
「
一
般
教
育
」
科

目
と
ほ
ぽ
刷
じ
く
、
「
人
文
科
学
」
「
社
会
科
学
」
及

び
「
自
然
科
学
」
の
三
つ
の
も
の
で
あ
る
。
ス
ウ
寸

ー
ス
モ
ア
大
学
の
学
校
便
覧
に
ょ
れ
ぱ
、
り
べ
ラ
ル

ア
ー
ツ
の
こ
れ
ら
三
つ
の
中
核
に
な
る
も
の
の
説

.明
を
次
の
よ
う
に
し
て
い
る
。

一
、
伝
統
的
人
文
羣
1
白
己
自
身
、
な
ら
び
に

佰
人
と
し
て
の
仲
間
と
山
己
の
関
係
を
器
し
、

人
類
の
経
験
の
不
朽
の
価
第
L
学
ぷ
。

ニ
、
社
会
科
学
1
過
去
お
よ
び
現
在
の
社
会
機
構

の
特
性
を
那
解
し
、
そ
れ
に
対
す
る
内
己
の
関
係

を
理
解
す
る
。

三
、
内
鷲
学
1
偵
己
冉
身
の
側
人
的
お
よ
び
社

会
的
存
在
の
外
部
に
横
た
わ
る
、
有
機
的
な
ら
び

に
無
機
的
な
内
然
環
境
在
理
解
す
る
。

こ
れ
ら
三
系
列
の
も
の
は
、
ど
の
大
学
に
お
い
て
も

ほ
ぽ
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
他
に
最
初

1
<
各
国
の
一
般
教
育
>

の
午
開
に
小
講
(
繕
で
あ
ろ
。
樹
語
の
作
文
と

離
)
、
外
国
契
多
く
の
場
合
は
一
力
国
語
)
及

び
体
育
な
ど
が
課
せ
ら
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
大
学
入
学
者
の
増
加
は

大
盟
を
は
ら
ん
で
き
て
い
る
。
全
米
大
学
生
数
は

一
九
三
九
年
に
は
芸
孟
万
人
ほ
ど
で
あ
っ
た
の

が
、
一
九
六
0
作
に
は
約
三
六
0
万
人
、
一
九
六
三

.
)
、

年
に
は
約
四
五
0
万
人
と
増
加
し
て
い
る
。
当
然
、

教
授
と
学
生
と
の
問
の
関
係
が
稀
苅
に
な
っ
て
き
て

い
る
0
 
テ
レ
ビ
や
テ
ー
フ
レ
コ
ー
ダ
ー
、
ラ
ン
グ
エ

ツ
ジ
.
一
フ
ボ
ラ
ト
リ
ー
、
フ
ロ
グ
一
フ
ム
ド
.
一
フ
ー
ニ

ン
グ
等
、
教
育
に
機
械
が
導
入
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。

多
く
の
科
目
は
講
義
の
形
式
で
な
さ
れ
、
学
生
数

は
四
0
名
ほ
ど
か
ら
一
0
0
0
名
に
及
ぷ
も
の
も
あ

る
。
大
ク
ラ
ス
の
科
目
で
は
学
生
個
人
々
々
の
学
習

進
度
を
評
価
す
る
た
め
と
仙
人
的
な
質
問
を
も
可
能

に
す
る
た
め
に
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
.
ン
の
九
め
の
小
ク

ラ
ス
(
一
五
1
三
0
名
程
度
)
に
細
分
し
て
い
る
と
こ

ろ
も
あ
る
。
こ
の
小
ク
ラ
ス
は
週
に
一
 
t
二
度
あ

り
、
若
い
教
授
陣
(
総
合
大
学
で
は
大
学
院
学
生
を

チ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
ょ
く
使

二
般
教
育
」
課
程
の
講
義
と
単
位

う
)
に
ょ
り
、
大
ク
ラ
ス
で
倫
誰
も
と
す
同

議
や
種
の
指
欝
行
な
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

殆
ん
ど
の
曾
は
週
に
二
1
三
度
の
講
謬
間
が

あ
る
。
そ
し
て
、
各
セ
メ
ス
タ
ー
(
一
年
を
二
っ
の

学
期
に
分
る
制
度
。
一
学
期
を
一
七
迦
と
す
ろ
)

ま
た
は
ク
寸
ー
タ
ー
(
一
作
を
四
つ
の
学
期
に
分
け

ろ
制
度
。
一
学
期
を
三
週
と
す
る
)
で
各
科
目
は

終
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
(
火
学
に
ょ
っ
て
は
一
年

を
三
っ
の
学
期
に
分
け
る
ト
リ
メ
ス
タ
ー
制
を
採
用

し
て
い
ろ
と
こ
ろ
も
あ
る
)
。
一
諜
は
大
体
一
時
剛

に
し
て
い
る
大
学
が
多
く
、
一
譜
の
ク
ラ
ス
の
た

め
に
平
均
二
時
開
の
準
備
が
必
要
と
さ
れ
て
い
て
、

週
一
譜
に
つ
き
一
恐
が
与
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、

一
時
剛
倫
繋
週
三
回
あ
る
科
目
は
三
単
位
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
一
学
期
に
履
修
し
得
る
総
単
位
数

五
t
 
一
六
地
位
で
あ
っ
て
、
科
目
数
に
し
て
五

は科
目
以
下
で
あ
る
。
実
験
な
ど
多
く
の
時
間
を
要
す

る
科
目
も
あ
る
か
ら
、
週
四
o
t
五
0
時
問
の
学
習

時
問
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。

履
修
科
目
数
は
、
最
初
の
二
作
問
に
、
器
四
外

鼎
、
体
育
の
他
に
、
三
つ
の
巾
核
の
科
目
系
列
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
ほ
ど
の
科
同
が
要
求
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
「
学
士
」
の
称
号
を
受
る
た
め
に
は
、

器



四
"
年
間
に
専
門
科
目
の
単
位
を
含
め
て
、
セ
メ
ス

タ
ー
制
の
場
合
は
ご
る
1
一
四
0
単
位
(
ウ
ォ

タ
ー
制
の
場
合
は
一
八
0
1
一
八
六
単
位
)
が
要
求

さ
れ
て
い
る
0
 
こ
れ
が
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ジ
ュ
エ
イ
ト

に
対
す
る
教
育
の
一
応
の
指
針
と
な
っ
て
い
る
。

日
本
の
大
学
と
の
相
違
点

こ
の
よ
う
に
、
履
修
の
方
法
に
お
い
て
は
、
わ
が

国
の
大
学
の
場
合
と
大
差
は
な
い
が
、
三
つ
の
点

で
、
そ
の
あ
り
方
は
根
本
的
に
災
な
っ
て
い
る
。

第
一
は
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
の
場
合
は
、
多
く
の

日
本
の
大
学
で
の
よ
う
に
週
一
回
の
講
義
が
一
年
問

に
ま
九
が
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ

る
。
一
年
閻
に
岡
数
の
科
目
数
を
履
修
す
る
場
合
に

お
い
て
も
、
一
年
冏
を
単
位
と
し
週
一
回
の
岩
と

一
学
捌
を
単
位
と
し
て
週
何
圓
か
行
な
う
場
合
と
で

は
、
同
時
に
樫
し
て
い
る
科
目
数
は
倍
の
違
い
か

あ
る
。
外
国
語
教
育
に
お
い
て
、
頻
度
数
の
高
い
ほ

ど
高
い
教
育
効
果
が
翔
岱
来
る
こ
と
が
通
説
に
な

つ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
分
野
に
お
い

て
も
同
じ
こ
と
が
:
貞
え
よ
う
。

第
二
の
点
は
ど
の
一
般
教
育
の
科
目
に
お
い
て

も
、
膨
大
な
誘
ア
サ
イ
ン
メ
ン
ト
霜
題
)
黛

せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
サ
イ
ン
メ
ン
ト
を
十
分

(
女
学
部
助
教
授
・
英
交
学
)

に
し
て
い
な
け
れ
ぱ
、
再
謡
は
つ
い
て
行
け
な
い

仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
リ
ー
デ
ン
グ
.
ア
サ
イ
ン

メ
ン
ト
で
あ
れ
ぱ
、
一
附
に
一
 
0
0
頁
謬
課
す

る
の
は
決
し
て
多
い
方
で
は
な
い
。
ま
た
、
科
目
の

成
績
も
朔
謡
験
の
み
で
需
す
る
場
合
は
少
な

く
、
^
^
^
、
^
ヨ
ー
ト
.
^
ー
^
ー
^
タ
ー
^
.
^
ー

ハ
ー
の
捉
出
が
要
求
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。

第
三
の
点
は
フ
ロ
ベ
イ
シ
,
ン
(
「
執
行
猶
予
)

と
退
学
の
罰
で
あ
る
。
各
学
期
に
お
い
て
定
め
ら
れ

九
最
低
の
単
位
数
を
修
得
し
て
も
、
平
均
点
が
最
低

要
水
点
に
達
し
な
い
時
は
、
「
来
学
期
も
最
低
要
求

平
均
点
に
満
た
な
い
場
合
は
進
学
」
と
い
う
フ
ロ
ベ

イ
シ
"
ン
が
当
愁
ナ
中
に
'
認
渡
さ
れ
る
普
通
成

績
は
A
、
 
B
、
 
C
、
 
D
、
及
び
E
ま
た
は
F
で
評
価

し
、
 
A
を
四
点
、
 
B
キ
ニ
点
、
 
C
を
二
点
、
 
D
を
一

点
、
 
E
ま
九
は
F
は
0
点
と
し
て
、
牒
業
学
科
の

平
均
点
が
出
さ
れ
る
。
第
一
学
年
の
尿
低
要
求
平
均

丁
五
、
第
二
告
は
一
・
六
、
讐
学
年
は

点
は丁

七
、
第
四
署
は
一
・
八
と
定
め
て
い
る
と
こ

ろ
が
多
い
。
従
て
、
ど
の
髭
に
お
い
て
も
、
怠

け
れ
ば
、
「
プ
ロ
ベ
イ
シ
"
ン
」
、
「
退
学
」
と
い
う

罰
が
待
ち
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も

三
般
教
育
課
荏
専
製
育
袈
と
同
じ
よ
う

に
糊
さ
れ
て
い
る

世
の
巾
は
よ
く
し
た
も
の
で
、
墜
の
方
も
「
退

学
」
と
い
う
こ
と
で
「
も
う
内
分
の
人
生
は
破
滅

だ
」
な
ど
と
い
っ
九
悲
愉
感
を
た
だ
よ
わ
せ
な
い
。

白
分
の
能
力
に
合
っ
矣
学
へ
転
学
し
て
行
く
し
、

大
学
側
も
「
あ
の
大
学
を
平
均
点
何
点
で
退
学
し
た

か
ら
、
こ
の
大
学
に
編
入
さ
せ
て
も
よ
い
」
と
判
断

す
れ
ば
、
転
学
希
望
者
を
容
易
に
受
け
入
れ
て
い
る
。

以
上
私
は
い
く
つ
か
の
而
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
大

学
の
「
一
般
教
育
」
の
実
際
を
み
て
き
九
。
日
本
の

李
の
「
一
般
教
育
」
も
そ
れ
に
通
ず
る
と
こ
ろ
も

多
い
。
「
一
般
教
育
の
危
機
」
と
い
う
こ
と
が
よ
く

言
わ
れ
る
が
、
私
は
必
ず
し
も
裂
の
あ
り
方
を
否

定
し
な
い
。
し
か
し
、
日
本
の
李
に
お
け
る
「
一

般
教
育
」
課
程
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
こ
と
が
ら

を
検
討
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
思
う
。
一
つ
は

「
一
般
教
育
」
が
話
教
育
と
同
じ
よ
う
に
、
い
や

そ
れ
以
上
に
、
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ジ
ュ
エ
イ
ト
の
教
育

で
は
蛋
で
あ
る
こ
と
、
他
は
、
鼎
教
育
の
妥

性
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
、
ア
メ
リ
カ
の
大

学
の
「
一
般
教
育
」
課
程
、
特
に
り
べ
ラ
ル
.
ア
ー

ツ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
「
一
般
教
育
」
羅
の
黒
と
突

際
は
わ
れ
わ
れ
に
一
つ
の
良
き
例
を
示
し
て
い
る
と

思
う
。

J、、、



全
寮
制
と
徹
底
し
た
個
人
指
導

イ
ギ
リ
ス
の
知
識
人
に
む
か
っ
て
、
「
英
国
の
大

学
で
は
一
般
教
育
は
ど
ん
な
風
に
や
っ
て
い
る
の
で

す
か
り
・
」
と
い
う
質
問
を
発
し
た
と
仮
定
し
て
み
ょ

う
。
彼
は
一
瞬
盃
誓
う
な
顔
を
し
て
、
一
般
教

育
と
は
何
の
こ
と
で
す
か
、
と
き
き
か
え
す
で
あ
ろ

う
。
わ
れ
わ
れ
日
本
の
大
学
人
に
と
っ
て
は
、
一
般

教
育
と
は
「
専
門
教
育
」
の
前
に
く
る
も
の
で
あ
り

(
そ
れ
が
一
般
教
育
の
正
し
い
あ
り
方
で
あ
る
か
ど

う
か
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
)
、
人
文
・
社
会
・
自

然
の
三
系
列
に
ま
九
が
っ
て
、
か
た
よ
ら
な
い
人
格

と
市
民
的
教
養
を
得
さ
せ
る
た
め
の
課
程
で
あ
り
、

具
体
的
に
言
え
ぱ
大
学
生
活
の
一
、
二
年
次
に
受
け

る
べ
き
も
の
、
と
い
う
は
っ
き
り
し
九
イ
メ
ー
ジ
が

あ
る
。
と
こ
ろ
で
イ
ギ
リ
ス
人
に
は
そ
の
よ
う
な
考

1
<
各
国
の
一
般
教
育
>

え
方
は
な
い
の
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
大
学
に
は
一
般
教
育
緑
釋
は
存
在

し
な
い
。
そ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
理
由
が
考
え
ら
れ

る
。
第
一
に
、
英
国
で
は
大
学
の
在
キ
限
が
ふ
つ

う
三
年
間
(
九
学
期
問
)
で
あ
る
こ
と
に
も
よ
る
。

三
年
間
で
は
、
一
般
教
育
と
専
門
教
育
に
わ
け
る
理

由
が
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
英
国
の
大

学
で
は
、
ド
イ
ツ
で
も
同
様
ら
し
い
が
、
技
術
方
面

の
学
問
、
す
な
わ
ら
日
木
の
工
学
部
、
農
学
部
、
ま

た
時
に
は
教
育
学
部
と
い
っ
た
学
部
は
比
較
的
新
し

い
現
象
で
あ
り
、
い
ま
だ
に
伝
統
的
な
高
等
教
瓦

関
の
中
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
白
眼
視
さ
れ
て
い

る
と
い
う
事
恬
か
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
オ
ッ
ク
ス
フ

オ
】
ド
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
は
特
に
強
い
0
◆
暴
を

垣
宗
治

変
え
て
い
え
ぱ
、
英
国
の
大
学
の
伝
統
的
な
要
素
は

き
わ
め
て
一
般
教
育
的
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
上

に
あ
げ
倫
大
学
以
外
で
も
コ
レ
ッ
ジ
・
オ
ブ
・
ア

ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
サ
イ
エ
ン
ス
ィ
ズ
心
0
=
ゆ
如
ゆ
0
{
ン
牙

ミ
 
m
9
男
§
と
い
う
の
が
、
大
学
 
d
ヨ
ぐ
臼
巴
q

の
中
で
い
ち
ば
ん
蛋
な
部
分
を
占
め
て
い
る
と
い

つ
て
ょ
い
。

以
上
が
英
国
の
大
学
に
お
け
る
一
般
教
育
に
つ
い

て
の
最
大
公
約
数
的
な
紹
介
で
あ
る
が
、
じ
つ
は
英

国
の
大
学
と
い
っ
て
も
、
歴
史
、
伝
統
、
制
度
、
学

風
の
点
で
各
種
各
様
で
あ
っ
て
、
そ
の
多
様
性
は
日

本
で
は
想
像
を
絶
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
英
国
に
は
現

在
三
十
三
の
綜
合
大
学
が
あ
る
が
、
い
ち
ぱ
ん
古
い

オ
ッ
ク
ス
ブ
リ
ッ
ジ
(
オ
ッ
ク
ス
フ
寸
ー
ド
と
ケ
ン

北

', ミ§興,

25



ブ
リ
ッ
ジ
を
ま
と
め
て
、
こ
う
呼
ぷ
な
ら
わ
し
が
あ

る
)
は
十
三
世
紀
に
そ
の
起
源
を
も
つ
。
い
ち
ぱ
ん

新
し
い
大
学
、
す
な
わ
ち
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
に
設
立
さ

れ
九
へ
り
オ
ッ
ト
・
ワ
ッ
ト
大
学
は
本
年
誕
生
し
た

ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
便
宜
上
、
非
常
に

古
い
大
学
と
非
彬
新
し
い
大
学
の
場
合
を
と
り
あ

げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
般
教
育
の
面
に
光
を
あ
て
て

み
た
い
と
思
う
。

*

英
国
が
世
界
に
誇
る
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
、
ケ
ン

ブ
リ
ッ
ジ
の
両
大
学
は
、
そ
の
歴
史
や
伝
統
、
讐

や
教
育
方
法
に
お
い
て
共
通
の
而
を
き
わ
め
て
多
く

も
っ
て
い
る
。
両
大
学
の
最
大
の
特
色
は
学
寮
制
度

6
0
一
一
§
で
あ
る
0
 
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
は
二
十

四
の
、
ま
た
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
は
二
十
九
の
学
寮
が

あ
り
、
各
学
寮
は
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
あ
る
建
物
と
財

産
を
も
つ
自
治
組
織
で
あ
る
。
各
学
寮
の
収
入
の
約

十
ニ
ハ
ー
セ
ン
ト
が
税
金
と
し
て
大
学
に
お
さ
め
ら

れ
、
大
学
は
大
学
と
し
て
の
蓉
的
な
運
符
理
を

行
な
い
、
図
書
館
、
科
学
実
驍
収
備
、
綜
合
試
験
、

学
位
の
授
与
、
と
い
っ
た
方
面
の
化
事
を
担
当
す
る
。

オ
ッ
ク
ス
フ
寸
ー
ド
の
差
は
必
ず
ど
れ
か
の
学
寮

に
所
属
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
原
則
と
し
て
全
寮
制

で
あ
る
が
、
近
年
学
生
数
が
ふ
ぇ
た
た
め
に
、
学
寮

に
所
属
し
た
上
で
、
下
宿
を
許
さ
れ
る
学
生
も
あ
る

よ
う
で
あ
る
。
一
学
寮
に
は
平
均
二
百
二
十
名
の
メ

ン
バ
ー
が
い
る
。
こ
の
う
ち
約
二
百
名
が
嵳
、
約

二
十
名
が
フ
ェ
ロ
ー
と
呼
ぱ
れ
る
教
師
で
あ
る
。
学

生
は
め
い
め
い
こ
の
チ
ユ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
一
週
一

時
問
の
個
人
指
導
を
受
け
る
。
チ
ユ
ー
タ
ー
は
担
当

学
生
の
学
問
上
の
指
導
を
徹
底
的
に
行
な
う
。
学
生

は
す
べ
て
チ
ユ
ー
タ
ー
の
指
導
の
も
と
に
』
物
為

み
、
講
義
に
出
席
し
(
講
義
の
出
席
は
自
由
で
あ
る
)

殊
だ
本
に
つ
い
て
レ
ポ
ー
ト
を
書
き
、
そ
の
レ
ポ

ー
ト
を
チ
ユ
ー
タ
ー
の
面
前
で
読
ま
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
チ
ユ
ー
タ
ー
は
そ
れ
を
批
評
し
、
さ
ら
に
次

の
一
週
閻
編
む
べ
き
書
物
を
指
定
す
る
。
こ
の
よ

う
な
伯
人
糎
~
の
方
法
が
オ
ッ
ク
ス
ブ
リ
ッ
ジ
の
誇

る
や
り
方
な
の
で
あ
る
。
学
生
は
在
学
中
に
二
度
の

綜
合
試
験
(
大
学
に
ょ
っ
て
行
な
わ
れ
ろ
)
を
受
け

る
。
こ
の
両
方
に
合
格
し
て
、
は
じ
め
て
卒
業
が
可

能
と
な
る
の
で
あ
る
。

オ
ッ
ク
ス
ブ
リ
ッ
ジ
の
馨
に
は
、
特
別
に
コ

股
教
育
」
へ
の
強
調
は
見
当
ら
な
い
。
そ
こ
で
行
な

わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
徹
底
し
九
個
人
指
導
に
よ
る

専
門
教
育
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
職
業
教
育
で
は

な
い
。
こ
の
チ
ユ
ー
タ
ー
制
と
学
寮
制
は
、
恐
ら
く

一
般
教
台
の
ね
ら
う
て
い
る
目
的
を
達
成
す
る
の
に

非
常
に
ょ
い
制
度
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら

専
門
を
異
に
す
る
い
ろ
ん
な
学
生
や
教
師
が
一
つ
屋

根
の
下
に
住
み
、
豪
華
な
食
堂
(
食
堂
は
オ
ッ
ウ
ス

ブ
リ
ッ
ジ
で
は
礼
拝
堂
に
つ
い
で
す
ぱ
ら
し
い
建
築

物
で
あ
る
)
で
共
に
食
事
し
、
共
に
ス
ポ
ー
ツ
を
楽

し
み
、
ク
ラ
ブ
活
動
に
参
加
す
る
か
ら
で
あ
る
。

*

英
国
で
は
、
オ
ッ
ク
ス
ブ
リ
ッ
ジ
に
次
い
で
古
い

歴
史
と
伝
統
を
誇
る
の
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
四
大

学
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
セ
ン
ト
・
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
、

グ
ラ
ス
ゴ
ー
、
ア
バ
デ
ィ
ー
ン
の
三
大
学
は
十
五
世

紀
に
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
は
十
六
世
紀
に
さ
か
の

ぼ
る
。
こ
れ
ら
の
大
学
で
は
、
伝
統
的
に
神
学
、
哲

学
、
古
典
学
が
さ
か
ん
で
あ
る
が
、
近
年
に
は
閏
然

科
学
方
面
で
も
す
ぱ
ら
し
い
業
緻
を
あ
げ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
が
十
九
世
紀
か
ら
介

獣
紀
に
か
け
て
、
世
界
の
医
学
を
り
ー
ド
し
て
い
た

こ
と
は
有
名
な
話
で
あ
る
。
こ
の
四
大
学
で
は
、
オ

ツ
ク
ス
ブ
リ
ッ
ジ
に
く
ら
べ
て
、
も
う
小
ノ
し
講
義
の

も
つ
比
重
が
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
も
特
別

般
教
育
の
課
程
は
も
う
け
て
い
な
い
け
れ
ど
も

に一
般
教
育
的
萪
目
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
で
非

常
に
大
き
な
岳
を
占
め
て
い
る
。

ロ
ン
ド
ン
大
学
は
急
の
高
簑
鳥
関
、
萌
究
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機
関
の
寄
合
所
帯
で
あ
る
。
市
内
の
各
地
に
大
小
さ

ま
ぎ
ま
な
コ
レ
ッ
ジ
や
研
究
所
が
分
散
し
て
い
る
。

十
九
世
製
半
に
、
地
方
都
市
に
続
々
と
大
学
が
う

ま
れ
た
。
こ
れ
ら
の
大
学
に
は
「
赤
レ
ン
ガ
大
学
」

と
い
う
あ
だ
名
が
つ
い
て
い
る
0
 
マ
ン
チ
エ
ス
ク
ー

ン
ガ
ム
、
エ
ク
セ
タ
ー
、
ハ
ル
等
の
焚
学

バ

、

ー
、
、
、

ノ

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
人
文
、
社
会
、
自
然
系
列
の
学

閻
以
外
に
、
そ
の
地
方
の
繋
嘉
び
つ
い
た
、
特

色
の
あ
る
学
部
を
発
股
さ
せ
て
き
た
ま
た
第
二
次

蚕
後
に
新
し
く
八
つ
黒
合
大
学
が
で
き
た
。
こ

れ
ら
の
大
縦
敢
え
て
オ
ッ
ク
ス
ブ
リ
ッ
ジ
の
髪

制
を
採
用
し
な
い
で
、
そ
の
他
の
而
で
新
し
い
工
夫

を
こ
ら
し
て
い
る
。

*

中
で
も
一
九
六
一
年
に
出
発
し
た
サ
セ
ッ
ク
ス
大

学
は
、
新
大
学
の
実
験
と
し
て
は
大
そ
う
思
い
切
っ

た
も
の
で
、
注
U
を
器
九
。
こ
の
大
学
は
九
つ
の

コ
ー
ス
を
も
つ
0
「
ア
ジ
ア
.
ア
フ
り
力
研
究
コ
ー

ス
応
用
科
学
コ
ー
ス
」
「
生
物
学
コ
ー
ス
」
「
教
育
学

コ
ー
ス
英
米
研
究
コ
ー
ス
」
「
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
研
究
コ

ー
ス
」
「
数
学
.
物
理
学
コ
ー
ス
」
「
分
f
学
コ
ー
ス
」

「
社
会
学
コ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
、
学
生
は
コ

ー
ス
に
ま
た
が
て
科
Π
を
履
倒
逃
択
す
る
こ
と
が

1
<
各
国
の
一
般
教
育
>

で
き
る
の
で
あ
る
。

サ
セ
ッ
ク
ス
大
学
の
学
生
は
一
年
次
の
二
学
期
が

終
る
こ
ろ
、
第
一
同
目
の
綜
合
試
験
を
受
け
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
こ
れ
編
第
す
る
と
、
三
学
期
の
終

り
に
も
う
一
度
受
験
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
ら
れ
る
が

こ
れ
に
失
敗
す
る
と
大
学
生
の
資
格
巻
失
う
。
な
お

第
二
回
倒
の
綜
合
試
験
は
三
年
次
の
終
り
、
す
な
わ

ち
卒
艸
箭
に
行
な
わ
れ
る
。
こ
れ
は
送
ん
だ
専
門
コ

ー
ス
に
つ
い
て
の
徹
底
し
た
試
繋
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
こ
の
第
一
回
目
の
絲
合
試
験
は
、
一
般
教
介
科

Π
の
色
合
い
が
き
わ
め
て
濃
い
。
誤
は
企
部
で
六

科
目
。
う
ち
四
科
目
は
企
学
告
通
で
あ
る
。

ル
通
一
言
語
と
仙
伯
1
通
徳
的
m
伯
判
断
の

本
性
、
店
蜘
田
忘
と
政
治
的
口
由
、
責
任
と
処
罰
、

宗
教
的
一
嘉
の
孫
、
と
い
っ
た
ト
。
ヒ
ッ
ク
に
つ
い

て
倫
文
。

共
通
二
、
歴
史
学
入
円
ー
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の

＼ノ

『
イ
タ
リ
ア
.
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
甥
の
文
明
』
、
ト
ー
ニ

ー
の
『
宗
教
と
資
本
小
義
の
傑
』
と
い
う
二
著
作
と

の
関
連
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
盟
が
出
る
。
「
歴

史
は
ど
の
よ
う
な
問
題
を
取
上
げ
、
ま
た
そ
れ
を
ど

の
よ
う
に
規
定
し
、
探
求
す
る
か
?
」
「
歴
史
・
家
た
ち

が
出
す
答
が
ま
ち
ま
ら
で
あ
る
の
は
な
ぜ
か
?
」
「
個

人
の
動
機
・
目
的
と
、
社
会
変
化
の
進
行
と
の
間
に

は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
か
り
・
」

共
通
三
、
饗
の
構
造
と
特
質
1
熱
力
学
の
第

一
法
則
と
そ
の
応
用
。
静
俺
現
象
と
絶
縁
体
。
物
質

に
関
す
る
磁
性
の
器
。
冠
子
軌
遭
嬰
。
元
素
の

周
期
表
と
そ
の
解
釈
。
放
射
能
。
宇
寅
の
構
造
と
起

源
、
等
。

共
通
四
、
数
学
・
物
理
学
1
籍
分
。
指
数
函

敘
0
 
複
素
数
0
 
ヴ
ェ
ク
ト
ル
0
 
ド
ッ
プ
ラ
ー
効
果
、

等
。

選
択
一
、
「
英
文
学
」
「
ヨ
ー
ロ
ッ
ハ
の
悲
劇
と
小

説
」
「
経
療
理
と
社
会
鼎
」
か
ら
一
科
目
選
択
。

選
択
二
、
「
高
等
数
学
」
「
化
学
」
か
ら
一
科
目
選

択
。

こ
う
し
た
科
目
を
大
学
入
学
の
最
初
の
二
学
期
問

で
集
中
的
に
や
ら
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
英
国
の
新

設
大
学
に
お
け
る
、
一
般
教
台
的
な
分
野
へ
の
意
欲

は
卜
分
に
あ
る
と
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
交
学
部
助
教
授
・
英
艾
学
)
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