
圭ら舌

は
じ
め
に

今
日
地
球
的
規
模
で
の
人
類
的
問
題
の
顕
在
化
と
い
っ
た
時
代
状

況
の
な
か
で
、　
一
面
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
社
会
に
参
画
す
る

青
年
た
ち
が
生
ま
れ
て
い
る
。
だ
が
総
じ
て
見
れ
ば
、
種
々
の
調
査

結
果
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
国
や
社
会
の
将
来
に
た
い
し
て

自
覚
的
に
コ
ミ
ツ
ト
し
よ
う
と
す
る
青
年
は
き
わ
め
て
少
な
く
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
子
ど
も

。
青
年
を
社
会
化
す
る
機
能
が
、

「社
会
的
な
動
物
」
と
し
て
の
人
類
の
存
続
そ
の
も
の
を
危
う
く
す
る

と
こ
ろ
ま
で
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
も
確
か
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
教
育
基
本
法
第

一
条
は

【教
育
の
目
的
】
を
次

の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

「教
育
は
、
人
格
の
完
成
を
め
ざ
し
、
平
和
的
な
国
家
お
よ
び
社
会

の
形
成
者
と
し
て
、
真
理
と
正
義
を
愛
し
、
個
人
の
価
値
を
た
つ
と

び
、
勤
労
と
責
任
を
重
ん
じ
、
自
主
的
精
神
に
充
ち
た
心
身
と
も
に

健
康
な
国
民
の
育
成
を
期
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
教
育
は

「人
格
の
完
成
」
の
み
な
ら
ず
、
「平
和

的
な
国
家
お
よ
び
社
会
の
形
成
者
」
を
育
て
る
こ
と
も
目
的
と
し
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
軌
跡
は
あ
っ
た
が
、
概
括

す
れ
ば
、
後
者
の
目
的
は
ほ
と
ん
ど
成
功
裡
に
は
す
す
め
ら
れ
て
こ

な
か

っ
た
ど
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
あ
る
。
そ
の
原
因
を
、

単
に
社
会
の
著
し
い
変
化
や
支
配
的
な
教
育
政
策
に
の
み
求
め
る
の

で
は
な
く
、
な
に
よ
り
も
教
育
理
論

（と
く
に
教
育
実
践
論
）
の
問
題

と
し
て
引
き
取

っ
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
し
て
戦
後
の
教
育
と
教
育
学
を
改
め
て
問
い
直
し
な
が
ら
、

「社
会
形
成
と
教
育
」
と
い
っ
た
視
点
か
ら
の
教
育
実
践
と
教
育
学
の

研
究
が
本
格
的
に
す
す
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
こ
こ
で
は
、
そ
の
た
め
の
前
提
的
な
作
業
と
し
て
、
こ
れ
ま



で
の
教
育
理
論
の
特
徴
を
教
育
基
本
法
理
解
と
勝
田
守

一
の
教
育
学

を
素
材
に
検
討
す
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
実
践
と
研
究
を
す
す
め

る
上
で
基
本
と
な
る
視
点
や
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一
、
教
育
基
本
法
の
教
育
目
的
の
理
解
を
め
ぐ

っ
て

は
じ
め
に
、
教
育
基
本
法
の
教
育
目
的
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
、

と
く
に

「人
格
の
完
成
」
と

「平
和
的
な
国
家
お
よ
び
社
会
の
形
成

者
」
と
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
し
て
み
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

そ
こ
に
戦
後
の
教
育
理
論
の
基
本
的
な
発
想
や
枠
組
み
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

「
人
格
の
完
成
」
こ
そ
第

一
の
目
的
）

ま
ず
は
じ
め
に
指
摘
で
き
る
の
は
、
何
よ
り
も

「人
格
の
完
成
」

が
教
育
の
第

一
の
目
的
だ
と
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
そ
の
作
成
作
業
に
か
か
わ
っ
た
務
台
理
作
は
、
「公
に
仕
え
る

人
間
を
作
い
」
よ
り
前
に

「個
人
意
識
の
確
立
」
が
先
で
あ
る
と
指

摘
し
て
い
た
。
そ
れ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「人
格
の
完
成
」
に
は
、

国
民

（臣
民
）
の
育
成
を
優
先
し
た
戦
前
の
教
育
へ
の
批
判
が
合
意
さ

れ
る
と
と
も
に
、
近
代
的
な
個
の
確
立
の
思
想
と
も
結
び
つ
い
た
全

体
的
で
調
和
の
と
れ
た
人
間
性
の
開
花
へ
の
希
求
が
込
め
ら
れ
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
か
ら
、
「人
格
の
完
成
」
は
第

一
に
挙
げ
ら
れ

る
べ
き
教
育
目
的
と
し
て
、
「平
和
的
な
国
家
お
よ
び
社
会
の
形
成
者
」

等
の
他
の
目
的
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
さ
ら
に
す
す
ん
で
、
両
者
を

一
体
の
も
の
と
し
て
と
ら
え

よ
う
と
す
る
こ
と
も
試
み
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
大
田
尭
は
次
の

よ
う
に
指
摘
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　

´

コ
人
格
の
完
成
を
め
ざ
し
』
に
続
く

『平
和
的
な
国
家
お
よ
び
社

会
の
形
成
者
』
以
下
は

『人
格
の
完
成
』
を
前
提
と
し
て
、
基
礎

と
し
た
う
え
で
、
い
わ
ば

（
そ
り
不
可
欠
な
属
性
の
分
節
的
表
現
と

み
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。」
（傍
点
―
引
用
者
。
以
下
同
様
）

こ
こ
で
は
、
「平
和
的
な
国
家
お
よ
び
社
会
の
形
成
者
」
は

「人
格

の
完
成
」
を
基
礎
に
成
り
立
つ
の
み
な
ら
ず
、
後
者
の

「不
可
欠
な

属
性
」
と
理
解
さ
れ
で
い
る
。
つ
ま
ヶ
前
者
は
後
者
に
包
摂
さ
れ
、

十
全
な

「人
格
の
完
成
」
が
め
ざ
さ
れ
る
な
ら
ば
必
然
的
に

「平
和

的
な
国
家
お
よ
び
社
会
の
形
成
者
」
が
育
つ
と
と
ら
え
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
全
体
的
な
資
質
の
核
と
し
て

「人
格
」

を
位
置
づ
け
、
そ
れ
を
尊
重
し
十
全
に
育
て
よ
う
と
す
る
考
え
方
は
、

少
な
か
ら
ぬ
民
間
の
教
育
運
動
の
共
通
の
教
育
理
念
に
な
っ
て
い
つ

た
と
い
え
よ
う
。

た
だ
こ
こ
で
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
大

田
の
発
言
が
、　
一
九
五
〇
年
前
後
か
ら
す
す
め
ら
れ
て
い
く
国
家
に

よ
る
教
育
統
制

へ
の
批
判
を
込
め
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
「愛
国
心
」
の
強
調
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「人
格
の
完

成
」
と

「平
和
的
な
国
家
お
よ
び
社
会
の
形
成
者
」
と
を
あ
え
て
対

立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家

。
社
会
の
形
成
者
た
る
こ
と
に
教

育
目
的
を
傾
斜
さ
せ
よ
う
と
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
一

し
か
し
こ
の
よ
う
な
関
係
の
な
か
で
、
あ
る
奇
妙
な
理
論
的
な
布
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置
が
生
ま
れ
た
こ
と
も
否
め
な
い
。
つ
ま
り
、
教
育
の
目
的
と
し
て

「人
格
の
完
成
」
を
強
調
す
る
の
が
民
間
の
教
育
運
動
で
あ
り
、
「国

家
、
社
会
の
形
成
者
」
の
育
成
を
こ
と
さ
ら
に
主
張
す
る
の
が
教
育

政
策
側
に
な
る
と
い
う
、
奇
異
な
図
式
が
生
ま
れ
て
し
ま

つ
た
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
民
間
の
教
育
運
動
の
教
育
理
論
が
、
固
有

に

「国
家
、
社
会
の
形
成
者
」
の
育
成
を
語
る
土
俵
を
い
つ
の
ま
に

か
失

っ
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
人
格
の
完
成
」
と

「国
家
ｏ社
会
の
形
成
者
」
間
の
不
整
合
と
統

一
）

し
か
し
こ
の
よ
う
に
、
民
間
の
教
育
運
動
の
す
べ
て
の
議
論
が

「人
格
の
完
成
」
に
包
摂
さ
れ
て
し
ま

？
た
わ
け
で
は
な
い
。
「人
格

の
完
成
」
と

「国
家
お
よ
び
社
会
の
形
成
者
」
と
の
間
に
は
そ
も
そ

も
亀
裂
が
あ
り
、
両
者
が
ど
の
よ
う
に
統
合
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う

問
題
も
提
出
さ
れ
て
い
た
。

先
の
務
台
も
、
も
と
も
と
近
代
思
想
で
は

「人
格
は
市
民
の
本
質

に
属
す
る
も
の
で
、
国
家
に
属
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
の
で
あ

り
、
「人
格
の
完
成
」
な
ど
の

「人
間
的
価
値
」
と
、
国
家
や
国
民
の

理
念
や
世
界
平
和
を
求
め
る
人
類
の
理
念
と
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち

で
結
合
で
き
る
の
か
は
、
国
民
教
育
の
基
本
問
題
だ
ど
指
摘
し
て
い

た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
市
民
と
国
民
と
を
、
「人
類
に
向
か
っ
て
開

か
れ
て
い
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
合

（
３
）

す
る
と
い
う
考
え
方
を
示
し
て
い
た
。

堀
尾
輝
久
も

「教
基
法
の
教
育
目
的
は
、
人
間
の
育
成
と
国
民
の

育
成
の
統

一
と
い
う
難
問
を
提
起
し
た
」
と
語
り
、
「問
題
は
自
立

し
た
国
民
が
閉
じ
ら
れ
た
自
己
愛
の
国
民
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も

普
遍

へ
と
開
か
れ
た
特
殊
と
し
て
、
そ
の
ヵ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
、
か

（
４
）

か
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
。

こ
れ
ら
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
格
の
形
成
と
国
民
の
育
成
と
は

単
純
に
統

一
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は

一
部
に
は
自
覚
さ
れ
、

両
者
を
結
合
す
る
契
機
と
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
自
体
を
否
定
す

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
質
を
問
う
か
た
ち
で

「開
か
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
」
と
い
う
視
点
が
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
の
議
論
は
、
あ
く
ま
で
人
格
の
形
成
と
国
民
形
成

と
の
関
係
に
着
日
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
領
域
自
体
は
、

今
日
の

「日
の
丸

・
君
が
代
」
問
題
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
き
わ
め

て
現
代
的
で
あ
る
。
だ
が
、
人
格
の
形
成
と
市
民
あ
る
い
は
社
会
の

形
成
者
の
育
成
と
の
関
係
に
着
眼
し
、
そ
の
関
係
の
あ
り
方
を
探
ろ

う
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（人
間
像
の
模
索
―

「人
格
の
完
成
」
の
抽
象
性
に
た
い
し
て
）

教
育
基
本
法
の
教
育
目
的
規
定
に
お
け
る

「人
格
の
完
成
」
と

「国
家
お
よ
び
社
会
の
形
成
者
」
と
の
関
係
に
か
か
わ
っ
て
、
も
う

一
つ

と
り
上
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、　
一
方
で
政
策
の
転
換

に
よ
る
教
育
の
国
家
統
制
の
急
速
な
展
開
と
、
他
方
で
戦
後
新
教
育

へ
の
批
判
の
高
ま
り
の
な
か
で
、
五
〇
年
代
に

「人
格
の
完
成
」
と
い

う
よ
う
な
抽
象
的
な
概
念
を
越
え
て
、
よ
り
現
実
的
で
具
体
的
な
人

間
像
を
模
索
し
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
。
こ
の
時
期
勝
田
守

一
も



「私
た
ち
の
新
教
育
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
雑
多
な
教
育
活
動
の
一
つ

一
つ
に
加
を
通
わ
せ
、
価
値
を
与
え
て
く
れ
る
具
象
的
な
人
間
の
映

像
で
あ
る
」
と
言
及
し
て
い
た
。
そ
し
て
五
二
年
に
は
上
原
専
禄

・
宗

像
誠
也
に
よ
っ
て

『日
本
人
の
創
造
』
（東
洋
書
館
）
が
刊
行
さ
れ
た
。

そ
こ
で
上
原
は
、
勝
田
と
同
様
に
、
新
教
育
の
人
間
像
が
漠
然
と

し
て
形
式
的
で
あ
る
と
指
摘
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

「私
は
政
治
教
育
の
必
要
性
と
い
う
も
の
を
痛
感
し
て
は
い
る
の

で
す
。
し
か
し
な
が
ら
政
治
教
育
の
問
題
が
、
あ
ま
り
簡
単
に
取

り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
何
か
日
本
人
の
将
来
、
あ
る
い
は
日

本
の
将
来
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
を
、
現
在
の
大
人
が
全
部
規
定

し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
に
な
り
、
何
か
ゆ
き
過
ぎ
た
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な
懸
念
が
あ
る
た
め
に
、
政

治
教
育
の
重
要
性
を
十
分
に
考
え
て
お
り
な
が
ら
、
ま
ず
第

一
に

な
す
べ
き
こ
と
は
、
若
い
人
に
歴
史
的

・
社
会
的
問
題
意
識
を
持

た。せ，る。と．
ぃ
う。こ。と．一
―ま。な。
ぃ
か
、
と
考
え
た
わ
け
で
質
ピ

こ
こ
で
上
原
は
、
政
治
教
育
の
必
要
性
を
直
裁
に
語
る
と
同
時
に
、

上
か
ら
の
直
接
的
な
政
治
教
育
を
否
定
す
る
。
こ
の
国
の
将
来
を
担

う
の
は
子
ど
も

・
青
年
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
が
そ
の
自
ら
に
託
さ
れ

た
決
定
権
を
十
全
に
行
使
し
う
る
よ
う
な
力
量
を
育
て
る
こ
と
が
、

真
の
政
治
教
育
だ
と
と
ら
え
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
力
量
の
核
に
な
る

の
が
、
歴
史
的

ｏ
社
会
的
な
問
題
を
主
体
的
な
課
題
と
す
る
認
識

（課
題
化
的
認
識
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「国
家
お
よ
び
社
会
の
形
成

者
」
の
育
成
は
、
歴
史
や
社
会
の
問
題
を
課
題
と
し
て
と
ら
え
る
よ

う
な
理
論
的
な
認
識
の
形
成
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
指
摘
で

き

る

。
こ
の
よ
う
に

「人
格
の
完
成
」
と

「国
家
お
よ
び
社
会
の
形
成
者
」

と
の
関
係
を
中
心
に
教
育
基
本
法
の
教
育
目
的
規
定
を
め
ぐ
る
い
く

つ
か
の
議
論
を
み
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、

次
の
よ
う
に
記
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
第

一
に
優
先
さ
れ
る
教

育
目
的
は

「人
格
の
完
成
」
で
あ
り
、
し
ば
し
ば

「国
家
お
よ
び
社

会
の
形
成
者
」
の
育
成
は

「人
格
の
完
成
」
に
必
然
的
に
伴
う
、
す

な
わ
ち
そ
れ
に
回
収
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
他
方
、
両
者
が
単
純
に

一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
見
識
も

示
さ
れ
た
が
、
そ
の
場
合
も
人
格

（市
民
）
の
形
成
と
国
民
の
形
成
の

統

一
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
人
格
の
形
成
と

「社
会
の
形
成
者
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
人
間
像
の
探
求
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「国
家
お
よ
び
社
会
の

形
成
者
」
の
育
成
と
直
接
か
か
わ
る
政
治
的
主
体
の
形
成
は
、
歴
史

的

ｏ
社
会
的
問
題
を
課
題
化
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
理
論
的
性
格
を

も

っ
た
認
識
の
獲
得
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
社

会
を
形
成
す
る
力
量
の
、
理
論
的
認
識
で
は
尽
く
せ
な
い
実
践
的
性

格
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

二
、
教
育
理
論
に
お
け
る

「国
家

・
社
会
の
形
成
者
」
の
教
育

そ
れ
で
は
次
に
、
戦
後
教
育
理
論
に
お
い
て
、
「国
家
お
よ
び
社
会

の
形
成
者
」
の
教
育
が
ど
の
よ
う
な
論
脈
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
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て
き
た
の
か
を
み
て
お
き
た
い
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
紙
数
の
関
係
も

あ
っ
て
、
そ
の
代
表
的
な

一
人
で
あ
る
と
同
時
に
も

つ
と
も
バ
ラ
ン

ス
の
取
れ
た
教
育
理
論
を
提
示
し
て
き
た
勝
田
守

一
を
と
り
上
げ
た

い
。
勝
田
は
、
「教
育
そ
の
も
の
の
中
核
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
教

育
の
問
題
の
中
に
、
む
し
ろ
社
会
の
い
ろ
い
ろ
な
矛
盾
や
本
質
的
な

諸
関
係
を
つ
か
み
と
る
努
力
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
指
摘
す

る
な
ど
、
社
会
と
教
育
の
未
来
を
徹
底
し
て
教
育
そ
の
も
の
の
相
か

ら
見
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
で
検
討
す
る
、
学
校
と
い
う
存
在
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
を
全
般
に
わ
た
っ
て
論
じ
た
六
〇
年
の

「学
校
の
機
能
と

役
割
」
に
も
、
そ
の
特
徴
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

（真
実
の
意
味
の
教
養
と
自
発
的
な
社
会
続
制
ど
の
統
合
）

こ
こ
で
勝
田
は
、
宮
原
誠

一
の

「社
会
の
基
本
的
の
諸
機
能
の
再

分
肢
」
と
い
う
教
育
概
念
を
受
け
る
か
た
ち
で
、
「学
校
は
、
『社
会
の

主
要
な
諸
機
能
の
再
分
肢
と
い
う
機
能
を
、
意
図
的

・
組
織
的
に
遂

行
す
る
制
度
』
と
定
義
し
て
ざ
し
つ
か
え
な
い
」
と
指
摘
し
た
う
え
で
、

学
校
の
機
能
を
、
①
社
会
的
統
制
の
機
能
、
②
職
業
訓
練
の
機
能
、

③
文
化
的
価
値
の
内
在
化

（教
養
）
の
機
能
の
三
つ
に
整
理
し
て
論
じ

た
。
そ
の
な
か
で
、
本
稿
に
と
っ
て
ま
ず
関
係
す
る
の
が
、
社
会
統

制
の
機
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
勝
田
は
、
文
化
的
価
値
等
を
媒
介
す
る

と
い
う
点
で

「
二
次
的
統
制
」
の
構
造
を
も
つ
と
同
時
、
新
し
い
価

値
や
理
想
と
集
団
性
を
通
し
て
、
閉
じ
た
か
た
ち
で
は
な
く
、
開
か

れ
た
自
己
の
社
会
化
を
す
る
と
い
う
意
味
で
の

「開
か
れ
た
社
会
統

制
」
と
い
う
性
格
を
も
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
社
会
に
よ
る

一
方

的
な
人
間
の
拘
束
や
抑
圧
と
し
て
の
み
と
ら
え
る
よ
う
な
社
会
統
制

に
つ
い
て
の
一
面
的
な
理
解
を
批
判
し
た
。
そ
の
よ
う
な
と
ら
え
方

が
、
「自
発
的
社
会
的
統
制
」
と
い
う
考
え
方
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
が
、
そ
の
よ
う
に
三
つ
の
学
校
の
機

能
に
言
及
し
た
ま
と
め
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
、
次
の
指
摘
で
あ
る
。

「子
ど
も
の
自
然
的
成
長
の
中
に
社
会
を
更
新
す
る
力
が
ひ
そ
ん

で
い
る
。
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
理
想
や
成
長
し
つ
つ
あ
る
新
し

い
価
値
と
子
ど
も
た
ち
の
内
発
的
努
力
の
結
合
を
、
自
発
的
社
会

的
統
制
の
方
向
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
た
い
せ
つ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
真
実
の
意
味
の
教
養
と
自
発
的
な
社

会
的
統
制
と
が
統
合
さ
れ
る
可
能
性
が
見
い
出
さ
れ
る
。
文
化
の

内
面
化
は
つ
ね
に
子
ど
も
た
ち
に
と

っ
て
、
再
創
造
の
過
程
で
あ

り
、
子
ど
も
は
、
社
会
的

・
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー

や
概
念
の
組
織
を
、
自
己
の
思
考
過
程
で
操
作
可
能
な
も
の
に
し

つ
つ
こ
れ
を
内
面
化
す
る
。
こ
の
よ
う
な
学
習
に
よ
っ
て
子
ど
も

は
社
会
的
自
己
と
し
て
成
長
す
る
。」

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
子
ど
も
た
ち

の
社
会
的
な
自
己
と
し
て
の
成
長
は
、
「真
実
の
意
味
の
教
養
」
と

「自
発
的
な
社
会
統
制
」
と
の
統
合
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
化
の
再
創
造
的
性
格
を
も

っ
た
内
面
化
と

し
て
の
教
養

・
認
識
と
、
社
会
更
新
の
力
が
内
在
し
て
い
る
子
ど
も

の
自
然
的
成
長
の
な
か
で
生
起
す
る
自
発
性
や
自
主
性
と
い
う
、
二

つ
の
側
面
の
結
合
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に

「国
家
お
よ
び
社
会
の
形
成



者
」
に
通
じ
る
子
ど
も
た
ち
の

「社
会
的
自
己
」

へ
の
成
長
は
図
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
子
ど
も
の
自
然
性
と
知
性
的
契
機
に
こ
そ
可
能

性
を
み
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
に
勝
田
の
理
性
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
ヘ
の
深
い
信
頼
を
読
み
と

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
他
方
で
、
二
つ
の
点
を
指
摘
せ
ざ
る
を

え
な
い
。　
一
つ
は
、
子
ど
も
の
自
然
性

へ
の
依
拠
は
、
言
葉
の
限
り

で
は
、
そ
の
自
然
性
の
内
に
自
動
的
に
社
会
更
新
の
力
が
生
じ
る
と

と
ら
え
る
が
ゆ
え
に
、
当
の
自
然
性
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
教

育
理
論
を
許
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

も
う

一
つ
は
、
筆
者
の
読
む
と
こ
ろ
、
こ
の
教
養

・
認
識
と
自
発

性

・
自
主
性
と
は
、
統
合
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
別
種
の
事
柄
な
の
で

は
な
く
、
同

一
の
事
柄
を
異
な
る
側
面
か
ら
見
た
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
発
的
社
会
統
制
に
直
接
か
か
わ
る

「社
会

的
自
己
」

へ
の
成
長
も
、
教
養
と
認
識
と
い
う
知
性
的
契
機
に
何
よ

り
も
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
勝
田
の
教
育
理
論
に

お
い
て
、
教
養
論
は
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
に
あ
つ
た
と
い
え
る
。

（教
養
論
の
特
質
）

こ
の
論
文
で
も
、
学
校
の
機
能
の

一
つ
と
し
て
文
化
的
価
値
の
内

在
化
＝
教
養
に
言
及
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
労
働
や
社
会
的
実
践

を
蔑
視
す
る
教
養
主
義
に
代
え
て
新
た
な
教
養
の
創
出
の
必
要
性
が

語
ら
れ
、
「分
業
化
し
て
洗
練
さ
れ
た
技
術
と
、
蓄
積
さ
れ
た
知
識
を

操
作
す
る
能
力
を
育
て
つ
つ
、
普
遍
的
な
人
間
性
を
高
め
、
内
界
を

豊
か
に
す
る
」
と
同
時
に
、
「分
離
し
た
人
間
を
相
互
に
結
び
つ
け
る
」

と
い
う
、
教
養
の
二
つ
の
役
割
に
着
目
し
て
い
る
。
つ
ま
り
勝
田
は
、

古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
文
明
の
高
度
な
発
展
と
社
会

的
分
業
の
進
展
を
背
景
に
生
ま
れ
る
閑
暇
を
享
受
す
る
人
々
の
間
で

成
立
し
た
、
職
業
技
術
の
一
面
性
や
特
殊
性
を
越
え
た
文
化
的
価
値

の
内
面
化
を
通
し
た
普
遍
的
で
豊
か
な
人
間
性
と
し
て
の
教
養
を
、

単
純
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
実
用
的
な
技
術
も
組
み
入
れ
、

さ
ら
に
は
人
間
の
相
互
関
係
を
生
み
出
す
こ
と
を
も
含
め
て
、
新
た

な
か
た
ち
で
民
衆
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
教
養
論
に
は
議
論
の
余
地
が
多
い
。
た
と
え
ば
勝
田

は
、
身
に
つ
け
る
べ
き
教
養
の
内
実
を
語
ろ
う
と
す
る
と
き
、
し
ば

し
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
指
摘
し
た

「自
由
人
に
ふ
さ
わ
し
い
も
ろ

も
ろ
の
知
識
や
技
術
」
に
言
及
し
た
。
そ
れ
は
、
有
用
性
を
離
れ
、

徳
を
高
め
、
そ
の
実
現
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
知
識

・
技
術
だ
と
い

う
。
し
か
し
こ
の

「知
識

・
技
術
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
エ
ビ
ス

テ
ー
メ
ー
な
の
で
あ
る
。
『能
力
と
発
達
と
学
習
』
に
続
く

「教
育
学

入
門
Ⅱ
」
と
し
て
、
教
育
と
政
治

。
文
化
と
の
関
係
を
問
お
う
と
し

た

「政
治
と
文
化
と
教
育
」
に
お
い
て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
そ

の
議
論
に
着
目
し
て
い
る
。
そ
こ
で
勝
田
自
身
、
「徳
を
実
現
す
る
た

め
に
自
由
人
に
ふ
さ
わ
し
い
エ
ビ
ス
テ
ー
マ
イ
を
学
ば
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
い
う
そ
の
エ
ビ
ス
テ
ー
マ
イ
は
、

も
と
も
と
技
能
と
い
う
意
味
か
ら
、
さ
ら
に
は
臆
見
や
技
術
に
対
立

す
る
学
問
的
知
識
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
説
明
し
て
い
る
。

確
か
に
エ
ビ
ス
テ
ー
メ
ー
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
前
は
技
術
な
ど
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広
範
な
意
味
を
含
む
言
葉
だ

っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
当
の
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
に
よ
っ
て
、
技
術
知
と
し
て
の
テ
ク
ネ
ー

（技
術
）
や
実
践
知

と
し
て
の
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス

（思
慮
）
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
、
純
粋
に

て

絣

忽

軋

評

壽

弩

翔

輔

戯

ス
テ
ー
メ
ー
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
は
逆
に
、
改
め
て
広
義
に
理

解
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
広
範
な
内
実
を
も

っ
た
新
た
な
教
養
を
構

想
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
教
養
論
が
理

論
的
認
識
能
力
を
核
に
し
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
当
然
な
が
ら

理
論
的
認
識
の
獲
得
は
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
は
つ

き
り
と
自
覚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
理
論
的

認
識
か
ら
成
る
教
養
を
主
要
な
契
機
に
人
間
形
成
が
語
ら
れ
る
と
き

に
、
決
定
的
に
欠
落
し
て
し
ま
う
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
理
論
知
と
性
格
が
異
な
る
と

し
て
区
別
さ
れ
、
し
か
も
下
位
に
置
か
れ
た
、
人
間
同
士
が
集
ま
り

ポ
リ
ス
を
作
り
そ
の
成
員
と
し
て
生
活
す
る
と
い
う
実
践

（プ
ラ
ク
シ

ス
）
の
領
域
に
欠
か
せ
な
い
思
慮
、
つ
ま
り
市
民
的
公
共
性
を
担
う

の
に
不
可
欠
な
実
践
知
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
「ポ
リ
ス
で
生
活

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
て
が
力
と
暴
力
に
よ
ら
ず
、
言
葉
と
説

得
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
つ
た
」
と
い
う
ポ
リ
ス

市
民
に
と

っ
て
、
不
可
欠
な

「教
養
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
対
話
や

説
得
か
ら
成
る
実
践
知
だ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
勝

田
が
教
養
の
機
能
の
な
か
に
含
め
て
し
ま
っ
た

「人
間
を
相
互
に
結

び
つ
け
る
」
と
い
う
働
き
は
、
理
論
知
に
で
は
な
く
、
本
来
ま
ず
実

践
知
に
お
い
て
こ
そ
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
勝
田
の
新
た
な
教

養
の
構
想
は
、
ポ
リ
ス
市
民
の
常
識
に
依
拠
す
る
か
た
ち
で
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
哲
学
の
な
か
に
残
存
し
て
い
た
実
践
知
の
契
機
に
接
触
し

な
が
ら
も
、
そ
れ
を
十
分
に
浮
上
さ
せ
え
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

三
、
「社
会
形
成
と
教
育
」
の
研
究
に
向
け
て

こ
れ
ま
で
教
育
基
本
法
の
教
育
目
的
規
定
と
勝
田
守

一
の
教
育
理

論
に
焦
点
を
当
て
て
戦
後
の
教
育
論
の
検
討
を
試
み
て
き
た
が
、
そ

れ
ら
が

「人
格
の
完
成
」
と
い
っ
た
人
間
性
の
開
花
と
理
論
的
認
識

の
獲
得
を
主
軸
に
し
た
理
論
構
成
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

他
方
で
、
具
体
的
な
実
践
に
内
属
す
る
と
い
う
ぎ
わ
め
て
実
践
的
性

格
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
理
論
的
認
識
な
ど
と
は
質
を
異
に
す
る
実
践

知
な
ど
の
社
会
を
形
成
す
る
力
量
の
育
成
を
固
有
に
位
置
づ
け
る
理

論
的
枠
組
み
は
十
分
に
は
用
意
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

そ
の
う
え
で
、
『教
育
』
誌
上
を
振
り
返
っ
た
と
き
、　
一
九
六
九
年

八
月
号
の
竹
内
常

一
論
文

「学
習
法
的
生
活
指
導
と
訓
練
論
的
生
活

指
導
」
に
は
改
め
て
目
を
向
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
竹
内
は
、
自
由
意
志
論
的
―
生
命
主
義
的
教
育
発
想
に
た
ち

「教
育
に
よ
る
社
会
改
造
」
を
主
張
す
る
学
習
法
的
生
活
指
導
論
を
批

判
し
て
、
決
定
論
的
教
育
発
想
に
た
ち

「社
会
に
よ
る
教
育
改
造
」

を
主
張
す
る
訓
練
論
的
生
活
指
導
論
を
論
じ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、



単
に
生
活
指
導
論
の
枠
内
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
①
子
ど
も
を
徹
底
し

て
社
会
的
存
在
と
す
る
と
ら
え
方
、
②
社
会
形
成
の
力
量
の
独
自
的

性
格

へ
の
着
眼
、
③

「教
育
に
よ
る
社
会
改
造
」
で
は
な
く

「社
会

に
よ
る
教
育
改
造
」
と
い
う
教
育
発
想
な
ど
、
今
日
の

「社
会
形
成

と
教
育
」
の
実
践
と
研
究
に
欠
か
せ
な
い
視
点
が
提
示
さ
れ
て
い
た
。

最
後
に
、
今
後
必
要
と
さ
れ
る

「社
会
形
成
と
教
育
」
研
究
に
求

め
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
研
究
課
題
に
つ
い
て
列
挙
し
て
お
き
た
い
。

①
基
本
的
教
育
発
想
の
再
検
討

（「教
育
に
よ
る
社
会
改
造
」
か

「社
会
に

よ
る
教
育
改
造
」
か
）

②
市
民
の
育
成
と
国
民
の
形
成
と
の
関
係
を
含
ん
だ
、
社
会
形
成
に

求
め
ら
れ
る
固
有
の
力
量
へ
の
着
眼
と
そ
の
内
実
の
検
討

③
世
代
間
関
係
行
為
と
し
て
の
教
育

へ
の
着
眼
と
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
場
と
し
て
の
学
校
構
想

④
普
通
教
育
概
念
の
再
検
討
と
教
育
構
造
論
、
教
育
課
程
論
の
根
本

的
再
検
討

⑤
社
会
参
加
と
学
校
教
育
と
の
関
係
を
含
ん
だ
、
地
域
社
会
と
学
校

の
教
育
機
能
の
検
討

［注
］

（１
）
山
住
正
己

。
堀
尾
輝
久

『教
育
理
念
―
戦
後
日
本
の
教
育
改
革
２
』

東
京
大
学
出
版
、　
一
九
七
六
年
、
三
三
六
―
七
頁

（２
）
「教
育
の
目
的
」
国
民
教
育
研
究
所
編

『教
育
基
本
法
』
（別
冊
国
民
教

育
）
労
働
旬
報
社
、　
一
九
七
七
年
、
（堀
尾
輝
久
編

『教
育
基
本
法
文
献
選

集
２
　
教
育
の
理
念
と
目
的
』
学
陽
書
房
、
一
九
七
七
年
所
収
、
二
八
八
頁
）

（３
）
「教
育
の
目
的
」
宗
像
誠
也
編

『教
育
基
本
法
」
新
評
論
、　
一
九
七
五

年
、
（同
上
書
　
一
一七
八
―
九
頁
）

（
４
）
「教
育
の
目
的
」
有
倉
遼
吉
編

『教
育
法
』

（別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
）

三
三
号
、　
一
九
七
七
年
、
（同
上
書
　
一二
一
四
頁
）

（５
）
「教
育
に
お
け
る
人
間
像
の
条
件
に
つ
い
て
」
『思
想
』

一
九
五

一
年

四
月
号
、
（同
上
書
　
一
七
六
頁
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

（６
）
『日
本
人
の
創
造
』
東
洋
書
館
、　
一
九
五
二
年
、
三
二
頁

（７
）
「教
育
理
論
に
つ
い
て
の
反
省
」
『国
民
教
育
の
課
題
』
国
土
社
、　
一
九

六
六
年
、
Ｇ
教
育
と
教
育
学
』
岩
波
書
店
、　
一
九
七
〇
年
、
所
収
、
七
頁
）

（８
）
「学
校
の
機
能
と
役
割
」
『岩
波
講
座
　
現
代
教
育
学
２
　
教
育
学
概

論
Ｉ
』

一
九
六
〇
年
、
（同
上
書
　
四
三
六
頁
）

（９
）
同
上
　
四
五
九
頁

（１０
）
「イ
エ
ー
ガ
ー
の

《
パ
イ
デ
イ
ア
》
」
『国
民
教
育
研
究
』
ヽ
九
～

一
〇
、

一
九
六
二
年
、
参
照
。

（１１
）
「政
治
と
文
化
と
教
育
―
教
育
学
入
門
Ⅱ
」
『教
育
』

一
九
六
八
年
四
～

六
月
号
、
「
勝
田
守

一
著
作
集
　
第
６
巻
　
人
間
の
科
学
と
し
て
の
教
育

学
』
国
土
社
、　
一
九
七
三
年
所
収
、
二
五
七
頁
）

（・２
）
マ
一
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
六
巻
参
照
。

（・３
）
ハ
ン
ナ

・
ア
ー
レ
ン
ト

『人
間
の
条
件
』
■

九
五
八
年
）
四
七
頁

（・４
）
こ
の
竹
内
論
文
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
藤
本
卓

「教
育
の
レ
ト
リ
ッ
ク

の
方

へ
」
翁
竹
内
常

一　

教
育
の
仕
事
』
第

一
巻
、
青
木
書
店
、　
一
九
九

五
年
、
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（や
ま
だ
　
や
す
ひ
こ
＝
三
重
大
学
教
育
学
部
。
教
科
研
常
任
委
員
）

『教育』2002年10月号


