
内
閉
化
し
て
し
ま
っ
た
芸
術
教
育

今
回
の
文
部
省
に
よ
る
教
育
課
程
の
改
訂
で
は
、
学
校
五
日
制
の

完
全
実
施
や

「総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
の
設
置
が
示
さ
れ
た
が
、

同
時
に
当
初
議
論
の
俎
上
に
あ
が
っ
て
い
た
教
科
の
再
編

ｏ
統
合
に

つ
い
て
は
先
送
り
に
さ
れ
、
既
存
の
教
科
の
時
間
数
の
全
体
的
な
削

減
が
行
わ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の
数
年
間
芸
術
教
育
分
野
で
は
、
こ
の
教
科
の
縮

減

・
統
合

・
廃
止
に
つ
い
て
は
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
場
で
論
議
が
か

わ
さ
れ
て
き
た
が
、
残
念
な
が
ら
芸
術
教
育
と
い
う
独
自
の
視
点
か

ら
総
合
学
習
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
議
論
は
ほ
と
ん
ど

す
す
め
ら
れ
て
き
て
い
な
い
。　
一
般
に
芸
術
教
育
界
で
は
、
総
合
学

山

田

康

彦

習
の
導
入
を
伴
い
、
か
つ
教
科
の
再
編
や
統
合
も
予
想
さ
れ
る
よ
う

な
教
科
時
間
の
縮
減
は
、
芸
術
教
育
存
続
の

「危
機
」
と
と
ら
え
ら

れ
て
き
た
。
た
と
え
ば

一
九
九
七
年

一
月
に
文
部
省
は
、
ズ
７
後
の

教
育
課
程
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
意
見
書
を
募

集
し
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
美
術
教
育
界
か
ら
は
、
全
国
造
形
教
育

連
盟
な
ど
の
四
教
育
団
体
と
二
学
会
の
計
六
団
体
が
意
見
書
を
提
出

し
た
。
そ
こ
で
は
、
ほ
ぼ
共
通
し
て

「知
性
や
感
性
の
調
和
」
と
い

っ
た

「
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
教
育
課
程
」
編
成
の
必
要
性
が
指
摘
さ

れ
、
そ
の
う
え
で
芸
術
教
科
の
統
合
を
示
唆
し
た

一
つ
を
の
ぞ
い
た

す
べ
て
の
団
体
に
よ
っ
て
、
現
存
の
芸
術
教
科
の
必
修
の
存
続
と
充

実
の
必
要
性
が
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
、

だ
が
実
は
、
「
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
教
育
課
程
」
と
そ
れ
を
構
成
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す
る
一
領
域
と
し
て
芸
術
教
科
の
必
要
性
を
主
張
す
る
と
い
う
枠
組

み
自
体
に
、
い
つ
の
ま
に
か
芸
術
教
育
を
た
ん
に
芸
術
教
科
の
教
育

と
し
て
の
み
と
ら
え
て
し
ま
う
と
い
う
、
歴
史
的
に
内
閉
化
し
て
し

∪
ま
っ
た
芸
術
教
育
の
姿
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

「芸
術
に
よ
る
教
育
」
思
想
の
射
程

で
は
総
合
学
習
問
題
を
は
じ
め
教
育
全
体
に
コ
ミ
ッ
ト
し
う
る
芸

術
教
育
の
視
点
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
、
歴
史
的

な
プ
ロ
セ
ス
を
含
め
て
考
え
て
み
た
い
。
広
く
社
会
や
学
校
に
お
け

る
芸
術
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
組
織
的
に
論
議
さ
れ
始
め
た
の
は
、

今
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
で
の
芸
術
教
育
会
議
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
は

「芸
術
へ
の
教
育
」
「芸
術
に
よ
る
教
育
」
そ
し
て

「芸
術
と

し
て
の
教
育
」
な
ど
の
芸
術
教
育
の
基
本
を
成
す
概
念
が
提
出
さ
れ

て
い
た
。
そ
れ
以
降
芸
術
教
育
分
野
は
、
こ
れ
ら
の
概
念
の
理
解
や

相
互
の
正
当
性
を
め
ぐ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
交
わ
し
て
き
た
。

し
か
し
こ
こ
で
目
を
向
け
て
み
た
い
の
は
、　
一
九
六
〇
年
の
時
点
で
、

故
冨
田
博
之
氏
が
次
の
よ
う
に
演
劇
教
育
を
定
義
し
た
こ
と
で
あ
る
。

「特
殊
な
性
格
と
機
能
を
も
つ
芸
術
の
一
種
で
あ
る
演
劇
の
創
造

活
動
を
体
験
さ
せ
、
ま
た
鑑
賞
さ
せ
る
い
と
な
み
を
と
お
し
て
、

子
ど
も
た
ち
の
全
面
的
な
成
長
を
は
か
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
本
質
、

機
能
を
日
常
の
教
育
活
動
全
体
に
い
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
育

の
仕
事
を
よ
り
豊
か
で
、
い
き
い
き
と
し
た
も
の
に
し
て
い
こ
う

（１
）

と
す
る
も
の
」
　

　

　

　

　

　

　

　

　

、

こ
こ
に
は
演
劇
教
育
の
二
つ
の
役
割
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
を
芸
術
教
育

一
般
の
役
割
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り

ひ
と
つ
は
、
芸
術
の
創
造
と
鑑
賞
を
通
し
て
芸
術
固
有
の
諸
能
力
を

中
心
と
し
て
子
ど
も
た
ち
の
人
間
的
成
長
を
は
か
る
こ
と
で
あ
り
、

も
う
ひ
と
つ
は
芸
術
の
本
質
や
機
能
を
教
育
活
動
全
体
に
い
か
す
こ

と
で
あ
る
。
や
や
単
純
化
す
れ
ば
、
前
者
を

「芸
術

へ
の
教
育
し、

そ
し
て
後
者
を

「芸
術
に
よ
る
教
育
」
と
規
定
で
き
る
。

と
く
に
注
目
し
た
い
の
が
、
後
者
の

「芸
術
に
よ
る
教
育
」
の
思

想
で
あ
る
。
私
が
見
る
と
こ
ろ
、
日
本
に
お
い
て
は
、
こ
の
思
想
を

十
分
に
深
め
そ
し
て
熟
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
今
日
に
い
た
っ

て
い
る
。
た
と
え
ば
そ
の
思
想
の
も
と
に
芸
術
教
育
を
す
す
め
た
の

は
創
造
美
育
協
会
だ
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
創
造
美
育
協
会
は
、
子

ど
も
た
ち
の
創
造
力
と
個
性
の
伸
長
こ
そ
そ
の
思
想
の
目
標
で
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
を
主
に
狭
い
意
味
で
の
美
術

・
芸
術
教
育
に
よ
っ
て
達

成
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
そ
の
主
張
も
、
芸
術
教
科
内
部
の
改
善

の
た
め
の
発
言
と
し
て
し
か
生
か
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事

情
も
あ
っ
て
、
「芸
術
に
よ
る
教
育
」
思
想
は
、
科
学
な
ど
の
他
の

教
育
が
不
完
全
に
行
わ
れ
て
い
る
と
き
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

「芸
術
教
育
万
能
論
」
だ
と
批
判
さ
れ
た
。
結
果
と
し
て
芸
術
教
育

は
、
学
校
内
部
の
他
の
教
科
教
育
と
並
列
さ
れ
る
、
芸
術
固
有
の
価

値
と
子
ど
も
の
成
長
を
結
び
つ
け
な
が
ら
、
狭
義
の
芸
術
的
諸
能
力

を
育
て
る

「芸
術
へ
の
教
育
」
と
い
う
か
た
ち
に
閉
じ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
．



し
か
ル

「芸
術
に
よ
る
教
育
」
思
想
は
、
実
は
教
育
全
体
に
た
い

す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な

（根
源
的
な
）
視
野
を
も
っ
て
い
た
。
た
と
え

ば
、
先
の
冨
田
氏
の
指
摘
に
通
じ
る
発
言
と
し
て
、　
ハ
ー
バ
ー
ド

・

リ
ー
ド
の

「広
義
の
芸
術
は
教
育
の
根
本
的
基
礎
に
な
る
べ
き
で
あ

る
」
と
い
う
主
張
が
あ
る
。
こ
れ
は
リ
ー
ド
の
芸
術
教
育
論
の
根
幹

を
成
す
の
だ
が
、
か
つ
て
そ
の
思
想
を
日
本
の
教
育
に
生
か
そ
う
と

し
た
周
郷
博
氏
す
ら
、
「
い
く
ら
か
の
誇
張
」
と
受
け
と
め
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
誇
張
で
あ
る
と
も
、
さ
ら
に
悪
い
こ
と

に
従
来
の
よ
う
に
個
人
の
自
発
的
創
造
力
の
尊
重
と
い
う
程
度
に
理

解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
「

私
の
見
る
と
こ
ろ
先
の
言
葉
の
真
意
は
、
そ
れ
に
続
く
次
の
よ
う

な
指
摘
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

「統
合
の
過
程
は
、
教
訓
主
義
に
密
か
に
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な

精
神
的
態
度
を
避
け
る
こ
と
か
ら
主
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

道
徳
、
芸
術
、
社
会
に
お
け
る
パ
タ
ー
ン
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
鮮
な

感
受
性
に
よ
っ
て
新
た
に
知
覚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し

そ
う
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
パ
タ
ー
ン
は
、
そ
れ
が
包
含
す
べ
き

生
命
を
殺
す
だ
ろ
う
。「

教
育
と
は
、
社
会
か
ら
の
教
育
作
用
と
人
間
の
成
長
と
の
矛
盾
を

は
ら
ん
だ
あ
る
種
の
統
合
の
営
み
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
既

成
の
文
化
が

一
方
的
に
受
容
さ
れ
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
抑
圧

に
な
り
、
教
育
は
硬
直
化
す
る
。
そ
う
し
た
文
化
が
常
に
新
鮮
な
感

覚
で
問
い
直
さ
れ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
人
間
の
成
長
の
糧
と
な
り
、

か
つ
緊
張
と
葛
藤
を
は
ら
む
世
代
間
交
代
に
よ
る
社
会
の
更
新
は
正

し
く
遂
行
さ
れ
る
。
リ
ー
ド
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
新

鮮
で
批
判
的
な
感
覚
を
通
し
て
、
既
成
の
文
化
を
常
に
問
い
質
し
な

が
ら
、
教
育
と
い
う
営
み
が
正
常
に
働
く
よ
う
に
す
る
も
の
こ
そ
が
、

芸
術
の
機
能
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
こ
の
広
義
の
芸
術
教
育
と
し
て
の

「芸
術
に
よ
る
教
育
」
思
想
は
、

こ
の
よ
う
な
質
を
も
っ
た
芸
術
の
機
能
を
、
教
育
の
あ
ら
ゆ
る
局
面

に
働
か
せ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

総
合
学
習
に
は
教
科
の
教
育
で
は
十
分
に
成
し
え
な
か
っ
た
よ
う

な
学
習
の
内
容
や
質
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
期
待
さ

れ
る
内
実
を
も
ち
う
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
ぅ
な
広
義
の
芸
術
教
育

と
い
う
性
格
を
内
在
さ
せ
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

総
合
学
習
の
民
衆
文
化
的
性
格

と
こ
ろ
で
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

「総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
に
つ
い
て
は
、
肯
定
的
に
理
解
す
る
声

が
あ
る
一
方
で
、
多
く
の
批
判
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
た
と

え
ば
か
①
学
校
に
市
場
原
理
を
持
ち
込
み
、
「総
合
的
な
学
習
」
を

契
機
に

「特
色
化
」
を
図
り
つ
つ
学
校
間
の
競
争
や
教
育
の
民
営
化

を
す
す
め
る
も
の
だ
と
い
う
批
判
、
②
総
合
学
習
の
導
入
は
教
科
教

育
の
否
定
で
あ
り
、
基
礎
学
力
保
障
の
放
棄
で
あ
る
と
い
う
批
判
な

ど
で
あ
る
。

総
合
学
習
を
教
育
課
程
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
ん
に
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従
来
の
教
育
課
程
に
新
し
い
内
容
を
加
え
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
教
育

０
あ
り
方
総
体
の
根
本
的
な
問
い
直
し
を
求
め
る
ほ
ど
の
意
味
を
も

っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
批
判
の
是
非
を
含
め
て
総
合
学
習

を
教
育
理
論
の
問
題
と
し
て
正
確
に
検
討
す
る
た
め
に
は
、
改
め
て

戦
後
教
育
理
論
の
、
と
り
わ
け
そ
の
主
要
な
論
点
を
構
成
ｔ
て
き
た

「科
学
と
教
育
の
結
合
」
比

「生
活
と
教
育
の
結
合
」
ｐ
そ
れ
ぞ
れ

の
思
想
の
歴
史
的
総
括
が
本
来
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。

だ
が
こ
こ
で
は
、
芸
術
教
育
と
か
か
わ
っ
て
、
と
く
に
必
要
だ
と

思
わ
れ
る
さ
ら
に
二
つ
ほ
ど
の
点
に
し
ぼ
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

ひ
と
つ
は
、
総
合
学
習
は
学
校
文
化
の
性
格
の
転
換
を
求
め
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
総
合
学
習
を
教
育
課
程
の
一
領
域
と
し

て
積
極
的
に
位
置
づ
け
て
い
ぐ
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
日
本
の
教
育

改
革
を
と
も
に
考
え
る
会
監
修

『と
も
に
生
き
る
総
合
学
習
』
で
は
、

「教
科
教
育
が
並
列
さ
れ
て
い
る
学
校
で
は
学
問
体
系
の
基
本
を
伝

え
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
、
未
分
化
で
総
合
的
な
課
題
に
素
早
く
応
え

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
総
合
学
習
は
、
ン」
う
し
た
教
科
教
育
並
列

辟
麟
詢
蔽
嘲
¨
鋤
Ⅷ
け
に
畔
瑚
け

「
野

韓
限
に
締
嗽
姜
れ
な
れ
社
針
「

こ
と
と
は
異
な
る
学
習
を
す
す
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
学
校
の

も
つ
文
化
的
性
格
を
大
き
く
転
換
さ
せ
る
ほ
ど
の
意
味
を
も
っ
て
い

る
こ
と
を
確
認
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

か
つ
て
日
本
の
教
育
全
体
が

「科
学
と
教
育
の
結
合
」
へ
す
す
ん

で
い
た
一
九
六
〇
年
に
、
鶴
見
俊
輔
氏
は

「限
界
芸
術
」
と
い
う
興

味
深
い
芸
術
概
念
を
提
示
し
た
。
鶴
見
氏
は
芸
術
を
三
つ
に
分
類
し

た
。
ひ
と
つ
は
、
専
門
的
芸
術
家
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
専
門
的
な
享

受
者
を
も
つ

「純
粋
芸
術
」、
ふ
た
つ
め
は
企
業
家
と
専
門
芸
術
家

の
合
作
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
大
衆
が
享
受
者
の

「大
衆
芸
術
」
で
あ

る
。
さ
ら
に
両
者
と
は
異
な
っ
て
非
専
門
的
な
芸
術
家
と
享
受
者
に

よ
っ
て
成
り
、
し
か
も
芸
術
と
生
活
と
の
境
界
線
に
あ
る
と
い
う
広

大
な
領
域
を
も
つ
も
の
を
、
「限
界
芸
術
」
（〓
鶴
∞
一●
ュ

＞
Ｌ
Ｏ

と

名
づ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
普
遍
的
な
価
値
を
与
え
ら
れ
た

「純

粋
芸
術
」
か
ら
で
は
な
く
、
大
衆
支
配
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
も
つ

「大

衆
芸
術
」
で
も
な
い
、
こ
の
生
活
と
結
び
つ
い
た
芸
術
領
域
か
ら
の

人
間
の
生
活
と
文
化
の
転
換
を
展
望
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
の

で
あ
る
。

「限
界
芸
術
の
諸
様
式
は
、
芸
術
と
し
て
の
も
っ
と
も
目
立
た
ぬ

様
式
で
あ
り
、
芸
術
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
他
の
様
式
に
属
し
て

い
る
。
こ
の
特
殊
な
位
置
ゆ
え
に
、
限
界
芸
術
の
こ
と
を
考
え
る

こ
と
は
、
当
然
に
、
政
治

・
労
働

・
家
族
生
活

・
社
会
生
活

・
教

育

・
宗
教
と
の
関
係
に
お
い
て
芸
術
を
考
え
て
ゆ
く
方
法
を
と
る

こ
と
と
な
る
。
芸
術
を
純
粋
芸
術
と
し
て
考
え
て
ゆ
く
こ
と
が
、

芸
術
を
他
の
活
動
か
ら
き
り
は
な
し
て
非
社
会
化

ｏ
非
政
治
化
し

て
し
ま
う
の
ど
ち
が
い
、
ま
た
芸
術
を
大
衆
芸
術
と
し
て
考
え
て

ゆ
く
こ
と
が
、
芸
術
を
他
の
活
動
に
従
属
し
奉
仕
す
る
も
の
と
し

て
過
度
に
社
会
化

・
政
治
化
し
て
ゆ
く
の
と
も
ち
が
っ
て
、
芸
術

そ．
の。も。
ぃ
ヶ
雛
点．
に
，
き．な．か
ら．他．
０
活．動．
の．中．
―こ．入。
，
て．
ゆ．き。ヽ



ｏ人．
・間．
・活。
・動．
・全．
・体．
・を．
・新．
・し．
や
場
直．
す。
方．
向．
を．
こ．
こ．
か
ら．
見．
ぃ
だ。
せ．
る。

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。」

（傍
点
―
―
引
用
者
）

鶴
見
氏
が
ま
と
め
た

「限
界
芸
術
」
の
リ
ス
ト
に
は
、
町
並
み
や

祭
り
と
い
っ
た
大
き
な
も
の
か
ら
家
族
ア
ル
バ
ム
、
手
紙
、
落
書
き
、

早
口
言
葉
、
遊
び
、
さ
ら
に
は
労
働
の
リ
ズ
ム
や
日
常
生
活
の
身
ぶ

り
ま
で
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
一
見

「芸
術
」
と
は
理
解

さ
れ
な
い
よ
う
な
あ
り
ふ
れ
た
文
化
活
動
が
、
そ
の
内
に
備
わ
っ
た

芸
術
的
な
要
素
が
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
労
働
や
生
活
さ
ら

に
は
教
育
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
の
活
動
の
質
を
問
い
な
が
ら
、

そ
の
生
活
や
文
化
を
転
換
し
て
い
く
契
機
を
生
み
出
し
て
い
く
の
で

あ
る
。
し
た
が
つ
て
こ
の

「限
界
芸
術
」
の
思
想
は
、
普
遍
的
な
価

値
を
め
ざ
す
よ
う
な
芸
術

」
文
化
の
あ
り
方
を
批
判
し
、
芸
術
概
念

の
変
更
を
す
す
め
つ
つ
、
民
衆
文
化
と
し
て
の
市
民
文
化
貧
ュ

８
〒

言
『ｅ

の
創
出
を
求
め
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

生
活
と
結
び
つ
き
な
が
ら
、
芸
術
な
ど
の
専
門
家
と
は
い
え
な
い

子
ど
も
と
教
師
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
学
校
の
学
習
活
動
を
は
じ

め
と
し
た
文
化
活
動
は
、
こ
の
民
衆
文
化
と
し
て
の
市
民
文
化
の
創

出
を
求
め
る

「限
界
芸
術
」
の
領
域
だ
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
と

り
わ
け
現
実
生
活
や
現
代
社
会
の
課
題
と
か
か
わ
り
、
子
ど
も
た
ち

の
能
動
的
で
探
求
的
な
学
習
を
す
す
め
る
総
合
学
習
や
子
ど
も
た
ち

の
自
治
的
共
同
を
求
め
る
教
科
外
活
動
は
、
そ
の
よ
う
な
性
格
を
も

つ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
普
遍
的
な
文
化
を
求

め
、
そ
の
下
に
支
配
さ
れ
る
学
校
全
体
の
文
化
的
性
格
の
大
き
な
変

更
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
教
育
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
芸
術
の

機
能
を
働
か
せ
て
い
く

「芸
術
に
よ
る
教
育
」
思
想
に
つ
い
て
紹
介

し
た
が
、
そ
の
眼
目
も
実
は
こ
の
よ
う
な
学
校
の
文
化
的
性
格
の
転

換
と
確
実
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

認
識
の
獲
得
を
求
め
る
「教
授
＝
学
習
」
領
域
の
限
界

総
合
学
習
と
か
か
わ
っ
て
考
え
る
べ
き
も
う
ひ
と
つ
の
事
柄
は
、

「教
授
＝
学
習
」
領
域
の
枠
内
で
総
合
的
な
認
識
を
も
ち
え
た
と
し

て
も
、
子
ど
も
た
ち
が
文
化
的
主
体
性
を
本
格
的
に
獲
得
す
る
と
い

う
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
総
合
学
習
の
目
的
は
、
し

ば
し
ば
教
育
基
本
法
に
あ
る

「平
和
的
な
国
家
及
び
社
会
の
形
成

者
」
の
育
成
と
重
ね
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
あ
え
て
文

イヒ‐‐的
主
体
の
形
成
と
記
述
し
て
お
き
た
い
。

た
と
え
ば
先
の

『子
ど
も
と
生
き
る
総
合
学
習
』
で
は
、
そ
の
目

的
を

「現
実
生
活
の
中
に
今
日
的
な
課
題
を
と
ら
え
、
仲
間
と
と
も

に
問
題
解
決
の
主
人
公
と
な
っ
て
能
動
的
、
探
求
的
に
学
び
、
主
権

講
役
れ
】
詢
粕
罐
滋
嘲
抑
ｒ
鶴
地
「
獄
肺
卸
量
れ
ま
赳
淋
』
は
麟
け

は
、
同
書
は
教
科
教
育
、
総
合
学
習
、
自
治
的
文
化
活
動
の
教
育
課

程
の
三
領
域
論
を
と
る
た
め
、
こ
の
三
領
域
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て

文
化
的
主
体
の
形
成
を
は
か
ろ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ

の
記
述
を
見
て
も
総
合
学
習
が
そ
の
中
核
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
総
合
学
習
な
ど
を
と
お
し
て
、

『教育』2000年 2月 号



と
く
に
個
別
的
な
知
識
や
技
能
お
よ
び
認
識
に
と
ど
ま
ら
な
い
ょ
う

な
、
総
蛤
的
で
全
体
的
な
認
識
力
を
育
て
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
つ
ま
り
総
合
学
習
は
、
教
科
教
育
と
相
互
関
係
を
も
ち
な
ヽ

が
ら
、
総
合
的
で
全
体
的
な
認
識
を
育
み
な
が
ら
、
文
化
的
主
体
性

の
形
成
を
め
ざ
す
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
改
め
て
考
え
て
み
た
い
の
は
、
た
と
え
ば
竹
内
常

一
氏
が
一
九
六
九
年
に
示
し
た
、
次
の
よ
う
な
生
活

（自
治
）
集
団

と
学
習
集
団
と
を
区
別
す
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
教
育
認
識
に
つ
い

て
で
あ
る
。

「生
活
集
団
、
と
い
う
よ
り
は
自
治
集
団

（訓
練
的
集
団
）
の
場

合
は
、
生
徒
集
団
は
教
師
の
指
導
を
の
り
こ
え
て
集
団
の
自
己
指

導
を
つ
く
り
な
が
ら
、
集
団
の
ち
か
ら
と
自
覚
を
集
団
の
内
外
に

表
現
し
て
い
く
こ
と
が
中
心
テ
ー
マ
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
学

習
集
団
の
自
己
指
導
は
、
科
学
的
な
教
科
内
容
を
伝
達

ｏ
教
授
す

る
教
師
の
指
導
を
の
り
こ
え
て
前
に
す
す
む
こ
と
は
ふ
つ
う
で
き

な
い
。
同
様
に
、
学
習
集
団
に
ょ
る
自
主
管
理
も
ま
た
教
師
の
管

理
を
こ
え
て
展
開
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

だ
が
学
習
集
団
の
自
己
指
導
と
自
主
管
理
は
訓
練
的
集
団
の
よ

う
に
教
師
の
指
導
を
の
り
こ
え
、
教
師
の
管
理
を
吸
収
し
て
い
く

も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
学
習
集
団
の
自
己
指
導

と
自
主
管
理
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
学
習
集
団
の

自
己
指
導
と
自
主
管
理
と
は
、
教
師
の
学
習
集
団
に
た
い
す
る
指

導
と
管
理
を
最
後
ま
で
基
礎
と
し
、
最
後
ま
で
そ
れ
と
平
行
し
て

は
た
ら
く
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」

（傍
点
―
―
引
用
者
）

こ
こ
に
は
、
い
わ
ゆ
る

「教
授
＝
学
習
領
域
」
の
範
囲
内
で
は
、

子
ど
も
た
ち
は
教
師
を
の
り
こ
え
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
一
般
に
は

で
き
な
い
と
い
う
自
覚
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
子
ど
も
た
ち
の

自
律
的
共
同
的
な
学
習
活
動
を
当
然
に
も
求
め
な
が
ら
、
そ
れ
と
て

も
教
師
の
指
導
や
管
理
と
平
行
的
な
関
係
に
ま
で
発
展
す
る
程
度
な

の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
他
方
で
子
ど
も
た
ち
の

「自
治
集
団
」
は
、

そ
れ
も
教
師
の
指
導
と
管
理
を
と
お
し
て
進
展
す
る
が
、
最
終
的
に

は
そ
う
し
た
教
師
の

「ち
か
ら
」
と
の
葛
藤
を
通
じ
て
、
そ
れ
を
の

り
こ
え
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
子
ど

も
た
ち
は
、
相
対
す
る

「ち
か
ら
」
と
し
て
の
大
人

・
教
師
と
の
緊

張
や
葛
藤
を
経
て
生
ま
れ
る
、
そ
の
自
治
的
共
同
的
世
界
の
形
成
な

く
し
て
は
真
の
自
立
を
成
ｔ
え
な
い
こ
と
を
確
か
に
組
み
入
れ
た
教

育
理
論
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の

「教
授
＝
学
習
領
域
」
と
子
ど
も
た
ち
の
自
治
的
共
同
的
世

界
と
の
関
係
を
深
く
自
覚
し
た
力
動
的
な
教
育
構
造
を
学
校
の
中
に

確
実
に
つ
ぐ
り
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
子
ど
も
た
ち
の
文

化
的
主
体
性
の
形
成
を
本
格
的
に
求
め
る
教
育
を
実
現
し
え
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
も
こ
の
文
化
的
主
体
性
が
社
会
を
形
成
す
る

力
量
で
あ
る
限
り
、
た
と
え
個
別
化
さ
れ
た
認
識
で
は
な
い
真
理
認

識
に
通
じ
る
総
合
的
で
全
体
的
な
認
識
を
獲
得
し
た
と
し
て
も
、
そ

の
形
成
は
成
し
え
な
い
。
社
会
形
成
に
は
、
そ
う
し
た
認
識
と
は
異

な
る
力
量
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、



藤
本
卓
氏
は
竹
内
氏
の
教
育
理
論
の
中
軸
と
な
る

「訓
練
論
的
生
活

指
導
論
」
の
核
心
を
次
の
よ
う
に
解
い
て
い
る
。
　
　
　
．

コ
訓
練
論
的
生
活
指
導
』
に
お
け
る

『生
活
認
識
』
は
、
確
か

に

″認
識
″
ど
は
い
う
も
の
の
、
平
常
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
そ
れ
と

は
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
対
象
と
の
間
に
距

離
を
お
い
た
観
察
的

。
客
体
化
的
な
認
識
で
は
な
く
、
社
会
的
な

価
値

・
行
為
の
選
択

（美
的
。
実
践
的
判
断
力
の
行
使
）
と

一
体
を

な
し

（政
治
的
）
実
践
そ
の
も
の
の
う
ち
に
埋
め
込
ま
れ
た
認
識

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え́
る
な

ら
、
〈テ
オ
リ
ア
と
し
て
の
認
識
＝
理
論
知
〉
で
は
な
く
、
〈プ
ラ
ク

シ
ス
と
し
て
の
認
識
＝
実
践
知
〉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

（９
）

う
こ
と
で
あ
る
。

」

（傍
点
１
１
引
用
者
）

こ
こ
に
は
社
会
を
形
成
す
る
力
量
を
不
可
欠
に
含
む
文
化
的
主
体

性
の
獲
得
に
は
、
真
理
と
か
か
わ
る
客
観
的
な
認
識
と
は
別
に
、
具

体
的
な
行
為
や
実
践
に
伴
う
判
断
力
が
不
可
欠
に
求
め
ら
れ
る
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
、
と
読
み
と
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
た

と
え
ば
Ｈ

・
ア
ー
レ
ン
ト
が
公
的
世
界
を
成
り
た
た
せ
る
政
治
的
判

断
力
を
、
カ
ン
ト
の

「反
省
に
お
い
て
他
の
す
べ
て
の
人
の
表
象
の

仕
方
を
考
え
の
な
か
で

（ア
・
プ
リ
オ
リ
じ

顧
慮
す
る
能
力
」
と
い

（１０
）

っ
た
美
的
判
断
力
の
う
ち
に
見
出
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
判
断
力

の
形
成
は
す
ぐ
れ
て
芸
術
的
実
践
と
関
連
す
る
。

確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
文
化
的
主
体
の
形
成
を
求
め

る
限
り
、
子
ど
も

・
青
年
の
共
同
的
な
実
践
を
と
お
し
て
自
治
的
共

同
的
世
界
が
生
ま
れ
、
そ
の
よ
う
な
プ

ロ
セ
ス
を
通
じ
て
真
理
認
識

に
と
ど
ま
ら
な
い
判
断
力
を
培
う
よ
う
な
教
育
の
構
造
が
学
校
の
な

か
に
つ
く
り
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
総

合
学
習
は
、
子
ど
も
と
教
師
の
共
同
的
探
求
的
な
学
習
と
い
う
枠
を

超
え
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
子
ど
も

。
青
年
の

「美
的

・
実
践
的

判
断
力
」
を
培

い
、
そ
の
自
治
的
共
同
的
世
界
の
創
出
に
寄
与
で
き

る
か
が
、
な
に
よ
り
も
間
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ｔ
圧
］

（１
）
『岩
波
講
座

現
代
教
育
学
８

士バ
術
と
教
育
〓

九
六
〇
年
、
一
一六
四
頁

（２
）
『芸
術
に
よ
る
教
育
』

一
九
四
五
年
い
美
術
出
版
社
、
三
五
三
頁

（３
）拙
稿

「文
化
的
主
体
形
成
と
芸
術
教
育
０
」
『子
ど
も
と
美
術
』
第
四

六
号
、　
一
九
九
九
年
十
二
月
、
参
照
。

（４
に
子
ど
も
と
生
き
る
総
合
学
習
』
フ
ォ
ー
ラ
ム
Ａ
、
一
九
九
九
年
、
八
七
頁

（５
）
「芸
術
の
発
展
」
『限
界
芸
術
』
講
談
社
学
芸
文
庫
所
収
、　
三
二
頁

（６
）前
掲

『子
ど
も
と
生
き
る
総
合
学
習
』
八
六
頁

（７
）詳
し
く
は
、
前
掲
拙
稿
参
照
。

（８
）竹
内
常

一
『生
活
指
導
の
理
論
』明
治
図
書
、
一
九
六
九
年
、
四
七
二
～
三
頁

（９
）藤
本
卓

「教
育
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
方
へ
」
『竹
内
常

一　
教
育
の
仕
事
』

第

一
巻
、　
一
九
九
五
年
所
収
、
三
六
三
頁

（１０
）
Ｈ
・
ア
ー
レ
ン
ト

『カ
ン
ト
政
治
哲
学
の
講
義
』

一
九
八
二
年
、
法
政

大
学
出
版
、
な
ど
参
照
。

（や
ま
だ
　
や
す
ひ
こ
＝
一
九
五
四
年
生
ま
れ
、
二
重
大
学
教
育
学
部
教
員
、

教
科
研
常
任
委
員
お
よ
び

「美
的
能
力
と
教
育
」
部
会
世
話
人
）

『教育』2000年2月号




