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兪
子
夷
の
教
育
実
践
と
新
教
育
運
動
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は
じ
め
に

兪
子
夷
（
一
八
八
六―
一
九
七
〇
）
は
、
江
蘇
省
呉
県
出
身
で
、
二
〇
世
紀
前
半
の
中
国
教
育
界
に
お
い
て
新
教
育
導
入
の
先
駆
と
な

り
、
そ
の
試
行
の
中
心
的
存
在
と
し
て
活
躍
し
た
教
育
家
で
あ
る
。
中
国
近
現
代
の
小
学
校
に
お
け
る
教
学
方
法
の
変
化
と
発
展
の
歴
史

を
見
る
と
き
、
五
段
教
授
法
・
単
級
教
授
法
・
分
団
教
授
法
・
自
学
輔
導
法
・
設
計
教
学
法
・
ド
ル
ト
ン
制
な
ど
の
新
た
な
教
育
理
論
の

導
入
と
実
践
、
さ
ら
に
は
そ
の
普
及
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
も
の
が
兪
子
夷
に
関
係
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
か
れ
の
最
高
学

歴
は
、
六
年
制
中
学
に
相
当
す
る
南
洋
公
学
中
院
で
、
正
規
の
留
学
歴
も
な
く
、
自
ら
の
営
々
た
る
努
力
に
よ
っ
て
教
育
家
と
し
て
の
実

績
を
積
み
上
げ
た
人
物
で
あ
る
。
小
学
校
を
中
心
と
し
た
教
育
現
場
に
主
た
る
拠
点
を
持
っ
た
か
れ
は
、
日
々
直
面
す
る
諸
々
の
課
題
に

真
摯
に
向
き
合
い
、
新
た
な
教
育
理
論
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
教
育
効
果
を
上
げ
よ
う
と
努
力
し
た
。

兪
子
夷
の
実
践
の
跡
を
追
う
こ
と
は
、
中
国
近
代
教
育
史
に
お
け
る
新
教
育
導
入
の
過
程
を
追
い
、
そ
の
成
果
を
検
証
し
、
さ
ら
に
は

影
響
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
兪
は
、
算
術
教
授
法
の
研
究
と
実
践
に
お
い
て
第
一
人
者
と

し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
算
術
教
授
法
を
含
む
教
育
実
践
の
全
体
像
と
教
育
思
想
に
重
き
を
置
く
分
析
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
れ
の
中
国
近
代
教
育
史
に
お
け
る
評
価
を
試
み
た
い
。
な
お
兪
は
、『
教
育
雑
誌
』
に
二
〇
本
を
超
え
る
文
章
を
書
き
、『
教
育
雑
誌
』

自
体
が
二
〇
世
紀
前
半
の
中
国
教
育
界
の
歴
史
を
追
う
上
で
最
良
の
素
材
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
雑
誌
を
軸
に
新
教
育
運
動
を
め
ぐ

る
分
析
を
お
こ
な
う
。
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一
、
五
四
時
期
以
前
の
教
育
方
法
の
導
入
と
展
開

一
九
〇
三
年
、
兪
子
夷
は
愛
国
学
社
で
蔡
元
培
ら
に
学
ん
で
い
た
が
、『
蘇
報
』
案
が
起
こ
り
、
日
本
に
逃
れ
た
。
そ
の
際
、
か
れ
は

日
本
の
書
店
で
初
等
数
学
の
参
考
書
を
購
入
し
て
大
切
に
し
た
が
、
と
く
に
日
本
語
の
幾
何
学
の
教
科
書
を
読
ん
で
、
か
つ
て
『
幾
何
原

本
』
を
読
ん
だ
と
き
に
感
じ
た
不
明
の
点
は
す
べ
て
解
決
し
た
と
回
想
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
と
き
か
れ
は
、
横
浜
の
中
華
学
堂
で
珠
算

を
教
え
て
生
計
を
立
て
て
い
る
。
翌
〇
四
年
に
帰
国
し
、
蔡
元
培
の
組
織
し
た
光
復
会
に
加
入
し
た
。
一
九
〇
五
年
に
は
安
徽
公
学
で
化

学
を
教
え
、
翌
〇
六
年
に
は
広
明
学
堂
（
後
の
浦
東
中
学
）
の
師
範
生
を
相
手
に
算
術
・
小
学
理
科
・
中
学
の
動
物
・
植
物
を
教
え
た
。

一
九
〇
八
年
に
は
上
海
の
単
級
規
模
の
青
墩
小
学
で
教
え
る
な
ど
主
と
し
て
理
数
系
の
科
目
指
導
を
担
当
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
多
様
な
教
育
経
験
が
評
価
さ
れ
、
一
九
〇
九
年
に
江
蘇
省
教
育
会
は
、
楊
保
恒
・
周
維
城
・
兪
子
夷
の
三
人
を
日
本
に
派
遣

し
て
「
単
級
教
法
」（
複
式
教
法
）
を
調
査
さ
せ
た
。
こ
の
と
き
兪
子
夷
は
、
算
術
と
理
科
の
教
法
に
と
く
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
の
際
、

日
本
か
ら
教
材
を
持
ち
帰
っ
て
お
り
、
か
れ
は
「
分
数
部
分
は
、
教
材
が
簡
易
で
あ
り
、
加
減
法
と
通
分
は
観
察
法
を
用
い
、
効
果
は
さ

ら
に
顕
著
で
あ
っ
た
。
…
…
む
ろ
ん
数
学
や
教
法
は
、
日
本
の
も
の
は
す
べ
て
良
い
と
考
え
、
そ
れ
ら
を
模
倣
し
、
そ
れ
ら
を
崇
拝
さ
え

し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
兪
の
算
術
教
授
法
へ
の
大
き
な
関
心
か
ら
き
た
見
解
で
あ
る
が
、
理
想
と
す
る
授
業
を
進
め
る
に
は
、

当
時
の
中
国
に
お
け
る
学
校
教
育
の
環
境
は
あ
ま
り
に
も
悪
か
っ
た
。

清
末
の
一
九
一
一
年
三
月
二
四
日
、
学
部
は
各
省
の
初
級
師
範
学
堂
に
単
級
教
授
法
を
採
用
す
る
よ
う
に
通
達
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で

は
「
窮
僻
で
あ
る
地
方
の
初
級
小
学
は
、
人
数
が
多
く
な
く
、
年
級
が
各
々
異
な
る
の
に
、
編
制
は
お
お
む
ね
単
級
教
授
を
用
い
て
い
る

の
で
、
単
級
教
授
法
に
熟
達
し
た
教
員
で
な
け
れ
ば
任
に
耐
え
ら
れ
な
い
。
小
学
教
員
は
お
お
む
ね
単
級
教
授
を
重
ん
じ
て
い
る
の
で
、

初
級
師
範
課
程
は
単
級
教
授
法
を
増
や
し
、
学
生
が
卒
業
後
に
応
用
す
る
助
け
と
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
採
用
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
悪
条
件
の
教
育
環
境
の
中
で
、
い
か
に
教
育
指
導
の
実
際
的
効
果
を
上
げ
る
か
が
、
日
本
視
察
の
主
な
ね
ら
い
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
兪
子
夷
ら
は
、
東
京
高
等
師
範
学
校
附
属
小
学
の
単
級
を
主
要
な
対
象
と
し
て
、
開
学
の
日
か
ら
連
続
し
て
四
～
五
週
間
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参
観
し
、
引
き
続
い
て
他
の
学
校
も
調
査
し
、
三
ヵ
月
後
に
帰
国
し
た
。

当
時
の
日
本
で
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
学
派
の
方
法
論
が
流
行
し
て
お
り
、
兪
子
夷
自
身
も
「
単
級
は
た
だ
編
制
方
式
で
、
教
法
の
実
質
は

な
お
日
本
で
通
行
し
て
い
た
か
の
い
わ
ゆ
る
ヘ
ル
バ
ル
ト
五
段
法
で
あ
る
」
と
回
想
し
て
い
る
。
民
国
期
に
入
っ
た
一
九
一
三
年
に
お
い

て
も
、
鄭
朝
煕
は
「
わ
が
国
は
改
革
よ
り
以
来
、
民
窮
し
財
乏
し
く
、
教
師
も
欠
乏
し
、
教
育
普
及
を
望
め
ば
単
級
編
制
以
外
に
は
善
法

は
な
い
。
…
…
一
人
の
教
師
が
同
時
に
教
授
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
経
費
を
節
約
す
る
た
め
で
あ
り
、
学
級
の
人
数
の
多
さ
を
顧

み
ず
、教
員
の
精
力
を
普
通
の
人
と
し
て
顧
み
れ
ば
、教
員
一
人
に
学
生
六
～
七
十
人
を
超
え
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
」と
述
べ
て
お
り
、

教
育
経
費
、
教
員
数
と
も
に
欠
乏
し
て
い
て
い
る
清
末
民
国
初
期
の
段
階
で
、
教
育
普
及
を
図
ろ
う
と
す
れ
ば
、
単
級
教
授
法
を
採
用
せ

ざ
る
を
得
な
い
状
態
が
続
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
九
一
二
年
一
月
、
中
華
民
国
南
京
臨
時
政
府
が
誕
生
し
、
蔡
元
培
が
教
育
総
長
に
就
任
し
た
。
同
年
一
月
一
九
日
、
教
育
部
が
業
務

を
開
始
し
、「
普
通
教
育
暫
行
辦
法
」
と
「
暫
行
課
程
標
準
」
を
公
布
し
た
が
、
準
備
不
足
も
あ
っ
て
抜
本
的
な
改
革
が
で
き
ず
、
基
本

的
に
「
奏
定
学
堂
章
程
」
以
来
の
日
本
の
教
育
制
度
の
影
響
を
払
拭
で
き
な
か
っ
た
。
教
育
方
法
に
関
し
て
も
日
本
の
影
響
が
大
き
く
、

日
本
か
ら
単
級
教
授
法
と
と
も
に
五
段
教
授
法
が
導
入
さ
れ
、
普
及
し
て
い
っ
た
。
そ
の
基
礎
と
な
っ
た
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
学
は
、
日
本

化
さ
れ
た
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
学
と
称
し
て
も
よ
か
っ
た
が
、
一
方
で
中
国
の
国
情
に
結
び
づ
け
た
教
育
理
論
に
し
た
い
と
の
思
い
も
生
ま

れ
は
じ
め
て
い
た
。

清
末
民
国
初
期
の
中
国
教
育
界
で
は
、
五
段
教
授
法
は
プ
ロ
セ
ス
を
重
ん
じ
、
実
用
性
と
操
作
性
に
優
れ
、
経
験
に
乏
し
い
教
師
で
も

順
序
を
追
っ
て
教
案
を
作
り
授
業
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
兪
子
夷
は
、
こ
う
し
た
五
段
教
授
法
の
活
用
は
問

題
解
決
の
教
学
と
い
う
面
で
、効
果
を
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
論
証
す
る
と
と
も
に
、そ
れ
が
形
骸
化
す
る
こ
と
を
警
戒
し
た
。「
五
段
法
は
、

伝
わ
っ
て
き
た
後
、
つ
い
に
四
十
五
分
か
三
十
分
の
作
業
で
完
全
に
五
つ
の
段
階
を
経
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
変
わ
っ
て
き
た
が
、
試

み
に
創
始
し
た
人
の
本
意
を
問
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
か
れ
の
言
葉
は
、
五
段
教
授
法
は
教
育
手
段
と
し
て
系
統

的
で
充
実
し
た
内
容
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
、
と
の
思
い
を
表
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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兪
子
夷
は
、
私
塾
の
教
学
を
含
む
伝
統
的
な
教
育
に
対
し
て
終
始
温
和
な
姿
勢
で
臨
み
、「
穏
健
派
」
を
自
認
し
て
い
た
が
、
一
方
で
現

状
認
識
は
確
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
「
私
塾
に
は
公
の
補
助
が
な
く
、
地
方
の
公
款
も
な
く
、
す
べ
て
家
庭
の
出
費
に
よ
っ
て
維

持
さ
れ
て
い
る
」
が
、小
学
校
は
若
干
の
公
費
に
頼
っ
て
い
る
の
で
私
塾
よ
り
学
費
が
安
い
け
れ
ど
も
「
郷
民
は
む
し
ろ
お
金
を
多
く
使
っ

て
も
子
女
を
私
塾
に
送
る
」
と
い
い
「
か
れ
ら
の
心
理
に
も
充
分
な
理
由
が
あ
る
」
と
い
う
。
兪
が
こ
の
よ
う
に
考
え
た
背
景
に
は
、
新

式
の
小
学
校
の
欠
陥
が
あ
っ
た
。
教
育
普
及
に
関
し
て
「
各
県
は
た
だ
小
学
を
増
や
す
報
告
を
求
め
、
半
私
塾
半
小
学
の
商
標
を
盗
用
し

て
数
に
あ
て
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
経
費
は
非
常
に
少
な
く
、
教
員
は
非
常
に
悪
く
、
そ
の
た
め
人
々
の
信
を
得
ら
れ
な
い
仮
小
学
が

非
常
に
多
い
」
と
い
う
現
状
が
あ
っ
た
。
私
塾
の
多
く
は
基
本
的
に
規
模
は
小
さ
く
、
単
級
教
法
が
適
用
さ
れ
る
規
模
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
発
足
当
初
の
新
式
小
学
校
の
多
く
も
規
模
と
し
て
は
単
級
教
法
が
適
用
さ
れ
る
規
模
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
れ
は
「
新

式
学
校
は
主
に
日
本
に
倣
っ
て
、
初
期
に
は
注
入
に
偏
り
、
後
に
は
次
第
に
改
進
し
て
、
啓
発
を
重
ん
じ
、
自
学
を
重
ん
じ
た
が
、
な
お

五
段
法
の
大
枠
の
中
に
あ
っ
た
」
と
回
想
す
る
。
こ
の
よ
う
に
民
国
初
期
に
は
、
中
国
で
も
ヘ
ル
バ
ル
ト
学
派
の
教
育
論
が
依
然
と
し
て

主
流
で
あ
っ
た
。

一
九
一
四
年
に
兪
子
夷
は
「
画
一
制
な
る
も
の
は
、
亡
国
滅
種
の
教
育
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
学
校
の
中
心
と
な
る
学

童
は
、
現
在
の
児
童
で
あ
り
、
将
来
の
成
人
で
あ
る
。
…
…
要
す
る
に
、
児
童
は
学
校
に
お
い
て
、
陶
冶
さ
れ
る
者
で
は
な
く
、
指
揮
さ

れ
る
者
で
も
な
く
、
盲
従
す
る
者
で
も
な
く
し
て
、
ま
さ
に
自
己
発
達
す
る
者
で
あ
る
」
と
い
い
、
知
識
の
習
得
に
関
し
て
も
「
児
童
の

求
知
心
を
引
き
起
こ
し
、
児
童
が
自
ら
判
断
推
考
す
る
」
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
当
時
、『
教
育
雑
誌
』
で
論
陣
を
張
っ
て

い
た
天
民
の
「
児
童
の
能
力
に
各
々
差
が
あ
る
中
で
、
同
一
の
方
法
で
全
体
の
児
童
を
理
解
さ
せ
る
授
業
法
は
な
い
」
と
い
う
現
状
を
打

破
す
る
に
は
、「
分
団
組
織
の
学
級
教
授
を
お
こ
な
う
以
外
に
、
と
く
に
良
法
は
な
い
」
と
す
る
主
張
は
、
教
育
現
場
の
実
情
を
踏
ま
え
た

も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
か
れ
は
「
分
団
教
授
と
い
う
も
の
は
、単
式
学
級
に
お
い
て
複
式
教
授
を
お
こ
な
う
こ
と
で
は
な
い
」
と
し
、「
一

組
は
直
接
教
授
し
、
そ
の
他
は
間
接
教
授
し
て
、
努
め
て
児
童
が
自
ら
動
き
、
も
っ
て
そ
の
自
学
自
習
の
精
神
を
養
成
す
る
こ
と
が
そ
れ

で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
楊
祥

は
、
算
術
科
の
指
導
方
法
に
関
し
て
「
児
童
の
自
発
自
動
の
活
力
を
養
成
し
、
自
ら
研
め
求
め
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さ
せ
る
と
い
う
自
学
輔
導
主
義
の
教
授
の
み
」
が
重
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
れ
よ
り
先
の
一
九
一
三
年
、
江
蘇
都
督
府
教
育
司
は
兪
子
夷
を
ア
メ
リ
カ
に
派
遣
し
た
。
か
れ
は
留
学
中
の
郭
秉
文
・
陳
容
と
共
に

六
ヵ
月
に
わ
た
っ
て
ア
メ
リ
カ
教
育
を
視
察
し
た
後
、
翌
一
四
年
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
り
、
ロ
ン
ド
ン
と
そ
の
近
郊
で
教
育
調
査
に
携

わ
っ
た
。
天
民
の
説
く
分
団
教
授
法
も
楊
祥

の
自
学
輔
導
主
義
も
、
基
本
的
な
方
向
性
は
兪
子
夷
の
教
育
思
想
と
共
通
す
る
。
そ
れ
は

実
際
に
兪
子
夷
ら
が
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
教
育
調
査
で
得
た
教
育
方
法
で
も
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
教
学
が
教
師
の
講
授

を
重
視
し
、
児
童
や
学
生
の
主
導
的
な
学
習
を
軽
視
し
て
き
た
弊
害
に
対
す
る
一
種
の
批
判
で
あ
り
、
改
革
で
あ
っ
て
、
急
速
に
中
国
教

育
界
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
五
段
教
授
法
に
関
し
て
も
、
次
第
に
機
械
的
で
融
通
が
利
か
ず
生
気
に
乏
し
い
と
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
た
。

単
級
教
授
と
い
う
制
約
の
中
で
、
能
力
差
の
あ
る
児
童
に
如
何
に
授
業
を
展
開
し
、
教
育
効
果
を
生
み
出
せ
る
か
。
算
術
教
授
に
お
い

て
は
、
と
く
に
そ
の
方
法
論
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
兪
子
夷
は
、
算
術
教
授
に
つ
い
て
科
学
的
な
研
究
と
分
析
を
お
こ
な

う
こ
と
の
意
義
を
説
く
。
か
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
け
る
算
術
教
授
を
紹
介
し
て
、
短
時
間
の
練
習
に
よ
る
成
績
は
長
時

間
の
練
習
に
勝
る
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
教
育
現
場
で
の
経
験
と
ア
メ
リ
カ
で
の
視
察
を
踏
ま
え
て
、
算
術
教
授
に
関
し
て
大
胆
な
提
言
を

し
た
。

兪
子
夷
は
「
教
育
に
従
事
す
る
者
は
、
効
果
と
方
法
の
適
応
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
教
育
上
の
消
耗
（
時
間
の
浪
費
、
精
神
の
消

耗
）
は
必
ず
大
き
な
も
の
と
な
る
。
日
常
の
教
授
は
、
ま
さ
に
用
い
る
と
こ
ろ
の
方
法
と
費
や
す
時
間
・
精
神
の
一
つ
一
つ
を
得
る
効
果

と
を
あ
い
比
較
す
べ
き
で
、こ
れ
を
教
授
の
経
済
観
と
い
う
」
と
述
べ
「
教
授
の
経
済
観
」
と
い
う
新
た
な
観
点
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
経
済
面
で
の
算
術
教
授
の
革
新
を
謀
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
ま
ず
教
材
の
節
減
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
、
利
息
計
算

を
元
の
小
数
点
以
下
六
～
七
位
ま
で
お
こ
な
い
、
車
輪
の
周
り
を
寸
の
小
数
点
以
下
四
～
五
位
ま
で
計
算
さ
せ
て
い
る
の
は
「
無
益
の
計

算
」
と
し
て
排
斥
す
る
。
か
れ
は
授
業
内
容
に
も
注
文
を
付
け
る
。
そ
れ
は
毎
時
間
、
題
目
を
写
し
、
式
を
立
て
、
線
を
引
く
な
ど
重
複

す
る
作
業
や
無
益
の
計
算
に
大
半
の
時
間
を
使
う
の
で
、
一
時
間
当
た
り
の
練
習
問
題
数
は
平
均
し
て
二
〇
題
を
出
る
こ
と
な
く
、
応
用
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問
題
は
五
～
六
題
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
複
雑
な
計
算
は
で
き
て
も
、「
井
戸
を
掘
り
溝
を
開
く
と
き
に
泥
土
を
ど
れ

だ
け
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
知
ら
ず
、
算
術
の
題
目
に
対
し
て
は
常
に
そ
の
実
際
の
用
途
を
知
ら
な
い
」
と
批
判
す
る
。
か
れ
は
現
実

生
活
に
役
立
つ
算
術
教
育
を
め
ざ
す
が
、
授
業
時
間
の
増
加
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
授
業
の
方
法
と
内
容
を
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

徹
底
し
て
無
駄
を
省
き
、
効
率
的
な
指
導
を
お
こ
な
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

単
級
で
の
学
習
を
前
提
と
す
る
小
学
校
の
算
術
授
業
に
お
い
て
は
、
学
習
方
法
も
常
に
工
夫
し
、
一
グ
ル
ー
プ
を
指
導
す
る
と
同
時
に

他
の
グ
ル
ー
プ
に
は
練
習
問
題
を
さ
せ
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。
兪
子
夷
に
は
、『
一
個
郷
村
小
学
教
員
的
日
記
』
と
い
う
単
著
が
あ
る
。

か
れ
の
言
に
よ
れ
ば
、
そ
の
記
述
は
仮
想
の
も
の
で
あ
る
が
、
大
多
数
は
根
拠
が
あ
り
、
記
述
内
容
は
実
見
し
た
か
、
経
験
し
た
も
の
と

い
う
。
こ
の
日
記
の
中
で
、
単
級
学
校
は
同
時
に
授
業
を
始
め
、
同
時
に
終
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
「
精
巧
な
作
業
は

短
く
す
べ
き
」「
単
調
な
作
業
は
短
く
す
べ
き
」「
難
し
い
科
目
は
朝
の
一
限
以
後
に
す
べ
き
」
な
ど
児
童
の
心
理
や
集
中
力
の
持
続
に
配

慮
し
た
授
業
上
の
注
意
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
教
育
経
験
者
な
ら
で
は
の
細
や
か
な
配
慮
が
見
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
授
業
の
有
効
性
の
判
定
に
は
、
児
童
一
人
ひ
と
り
の
到
達
度
の
測
定
も
必
要
で
あ
る
。
兪
子
夷
は
、
児
童
一
人
ひ
と
り
の
学

力
に
応
じ
た
進
級
を
考
え
、
弾
力
的
な
運
用
を
図
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
知
能
と
学
力
を
評
価
す
る
手
段
が
必
要
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
が
測
験（
テ
ス
ト
）法
の
導
入
に
つ
な
が
っ
た
。
兪
は
、一
九
一
八
年
に
ソ
ー
ン
ダ
イ
ク
の
方
法
を
参
考
に
し
て『
小

学
国
文
毛
筆
書
法
量
表
』
を
編
ん
で
、
中
国
で
は
最
初
の
試
験
制
度
を
作
り
上
げ
た
。
か
れ
は
「
標
準
テ
ス
ト
を
用
い
れ
ば
、
こ
の
ク
ラ

ス
の
学
生
の
中
国
に
お
け
る
位
置
を
明
ら
か
に
で
き
る
。
さ
ら
に
知
能
検
査
を
用
い
れ
ば
、
各
学
生
が
算
学
に
用
い
る
努
力
が
ど
の
よ
う

な
も
の
か
明
ら
か
に
で
き
る
」
と
し
て
、
教
学
指
導
の
成
果
を
客
観
的
に
評
価
す
る
方
法
と
し
て
測
験
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
測

験
運
動
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
入
っ
て
マ
ッ
コ
ー
ル
が
来
華
し
た
こ
と
で
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
兪
自
身
は
「
中
華
教
育
改
進

社
は
、
ア
メ
リ
カ
の
マ
ッ
コ
ー
ル
に
中
国
で
テ
ス
ト
を
作
成
し
て
、
学
校
調
査
を
準
備
す
る
よ
う
に
依
頼
し
た
」
と
経
過
を
述
べ
、
マ
ッ

コ
ー
ル
が
「
学
力
効
力
」
の
公
式
を
定
め
た
が
、
そ
れ
は
「
学
校
で
の
毎
年
の
学
生
一
人
当
た
り
の
平
均
費
用
を
も
っ
て
全
学
の
テ
ス
ト

成
績
を
割
っ
た
平
均
効
力
数
が
、す
な
わ
ち
効
力
で
あ
る
」と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は「
教
育
効
力
」と
称
し
て
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
が
、
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兪
に
い
わ
せ
れ
ば
、
テ
ス
ト
の
目
的
の
一
つ
は
教
育
効
力
を
高
め
る
こ
と
で
あ
り
、
算
術
練
習
の
テ
ス
ト
を
用
い
て
過
去
の
盲
目
的
で
児

童
の
時
間
と
精
力
を
費
や
す
練
習
を
改
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
教
育
効
力
を
高
め
る
結
果
に
繋
が
る
の
で
あ
っ
た
。

教
育
測
験
は
や
が
て
全
国
的
に
普
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
具
体
例
を
挙
げ
る
と
、
兪
子
夷
の
『
小
学
書
法
測
験
』
な
ど
一
三

種
類
の
国
文
科
測
験
、
兪
子
夷
ら
の
『
初
小
算
術
四
則
測
験
』
な
ど
六
種
類
の
数
学
科
測
験
、
兪
子
夷
の
『
小
学
社
会
自
然
測
験
』
な
ど

七
種
類
の
社
会
自
然
測
験
、
一
種
類
の
外
国
文
測
験
、
二
種
類
の
各
科
混
合
測
験
お
よ
び
個
人
と
団
体
の
智
力
測
験
な
ど
が
あ
っ
た
。
こ

こ
で
は
兪
子
夷
の
名
前
が
中
心
を
占
め
て
い
て
、
か
れ
が
測
験
運
動
の
牽
引
役
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
か
れ
は
こ
の
測
験
を

ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
話
が
『
一
個
郷
村
小
学
教
員
的
日
記
』
に
見
ら
れ
る
。
国
語
で
は
、
第

二
学
年
で
六
五
点
以
上
は
第
四
学
年
に
進
み
、
第
四
学
年
で
六
〇
点
に
満
た
な
い
者
は
第
三
学
年
に
下
り
る
。
第
一
学
年
で
年
齢
と
知
能

が
第
三
～
四
学
年
の
組
に
入
れ
る
者
は
、
た
と
え
六
五
点
以
上
で
も
暫
く
は
第
三
学
年
に
入
れ
る
。
仮
想
の
話
で
あ
る
と
は
い
え
、
こ
れ

は
兪
子
夷
の
基
本
姿
勢
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
日
記
で
は
、一
人
の
教
員
が
「
四
十
人
以
上
を
教
え
る
単
級
学
校
で
は
、

ク
ラ
ス
分
け
は
か
え
っ
て
難
し
い
問
題
」
と
記
し
て
い
る
の
で
、
あ
る
面
で
は
機
械
的
と
も
い
え
る
グ
ル
ー
プ
分
け
は
、
や
む
を
得
な
い

選
択
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

兪
子
夷
の
測
験
方
法
に
対
す
る
提
言
は
、
と
く
に
算
術
の
成
績
評
価
に
特
化
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
た
め
か
、
伝
統
的
な
論
文
形
式
の
成

績
評
価
に
衝
撃
を
与
え
、
記
憶
力
重
視
の
試
験
制
度
に
も
批
判
の
矢
を
放
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
か
れ
の
発
想
に
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

の
影
響
が
見
ら
れ
る
が
、
か
れ
が
唱
え
た
も
の
で
、
世
間
で
流
布
し
て
い
る
サ
イ
コ
ロ
や
骨
牌
を
使
っ
て
暗
算
を
中
心
と
す
る
計
算
能
力

を
向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
な
ど
は
そ
の
典
型
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
「
国
民
学
校
に
一
年
留
級
す
れ
ば
、
社
会
の
平
均
で
一
人
五

元
前
後
の
経
費
を
使
う
」
と
留
級
問
題
に
言
及
し
た
兪
は
「
限
り
あ
る
経
済
を
も
っ
て
小
学
校
を
運
営
す
る
の
に
、
こ
の
学
生
が
五
元
余

計
に
使
え
ば
、
別
の
一
人
の
学
生
が
こ
の
五
元
の
利
益
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
。
実
に
一
人
が
一
年
留
級
す
れ
ば
、
別
の
人
の
一
年
の
権

利
を
奪
う
こ
と
に
な
る
。
留
級
す
る
人
が
一
千
人
と
な
れ
ば
、
全
国
で
一
千
人
が
一
年
学
ぶ
こ
と
が
少
な
く
な
る
」
と
述
べ
て
、
限
ら
れ

た
予
算
を
可
能
な
限
り
効
率
的
に
使
う
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
れ
は
「
少
数
の
女
学
生
の
た
め
に
、
一
ク
ラ
ス
を
独
立
し
て
開
く
か
女
子
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部
を
設
け
る
の
は
、
男
女
同
校
に
は
及
ば
な
い
」
と
す
る
主
張
と
同
様
に
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
傾
向
の
強
さ
を
示
し
て
い
る
。
そ
の

他
に
「
一
つ
の
教
室
を
、
毎
日
一
～
二
時
間
利
用
す
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
そ
の
建
設
費
が
い
か
に
安
く
と
も
、
す
べ
て
浪
費
で
あ
る
」
と

い
い
、
逆
に
「
よ
り
精
緻
で
美
し
い
教
室
で
も
、
朝
早
く
か
ら
学
び
に
使
わ
せ
、
夜
も
学
生
に
自
修
さ
せ
れ
ば
、
大
い
な
る
節
約
と
な
る
」

と
教
育
資
源
の
最
大
限
の
活
用
を
強
調
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
兪
の
こ
う
し
た
発
言
を
表
面
的
に
受
け
取
る
こ
と
は
、
か
れ
の
本
質
的

な
理
解
に
は
繋
が
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。「
道
徳
が
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
民
族
は
、
す
み
や
か
に
別
の
民
族
の
統
治
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
道
徳
の
重
要
性
を
語
り
、
中
国
は
「
い
ま
だ
教
育
を
も
っ
て
立
国
の
精
神
を
養
成
で
き
て
い
な
い
」「
い
ま
だ
よ
く
全
国

の
人
民
を
し
て
教
育
の
価
値
を
確
信
さ
せ
て
い
な
い
」
と
教
育
の
重
要
性
を
語
る
姿
が
、
兪
の
本
来
の
姿
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

二
、
五
四
時
期
以
降
の
教
育
方
法
の
導
入
と
展
開

設
計
教
学
法
（Project M

ethod

）
は
、
ア
メ
リ
カ
の
教
育
家
キ
ル
パ
ト
リ
ッ
ク
が
創
始
し
た
教
学
法
で
、
学
生
（
児
童
）
が
自
発
的

に
学
習
の
目
的
と
内
容
を
設
計
・
決
定
し
、
自
ら
の
責
任
で
実
行
す
る
単
元
活
動
で
あ
り
、
関
連
す
る
知
識
や
実
際
の
問
題
を
解
決
す
る

能
力
を
獲
得
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
た
。
そ
れ
は
班
級
を
単
位
と
す
る
授
業
体
制
を
取
ら
ず
、
学
科
の
壁
を
打
破
し
、
教
科
書
を
無
く

し
、
学
生
（
児
童
）
の
学
習
動
機
を
喚
起
す
る
教
師
の
任
務
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
国
で
の
導
入
の
目
的
は
、
書
物
の
知

識
の
重
視
、
受
け
身
の
学
習
、
分
科
教
学
の
独
立
・
分
散
な
ど
と
い
っ
た
伝
統
的
教
学
の
欠
点
を
克
服
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。

兪
子
夷
は
、
一
九
一
八
年
夏
に
南
京
高
等
師
範
学
校
（
後
の
東
南
大
学
）
附
属
小
学
の
主
任
に
任
命
さ
れ
、
翌
一
九
年
夏
、
同
校
で
設

計
教
学
法
を
試
行
し
、そ
の
後
八
年
間
に
わ
た
っ
て
継
続
し
た
。『
論
著
選
』「
前
言
」
で
は
、そ
の
実
践
は
小
学
校
低
学
年
に
対
す
る
「
不

徹
底
な
」
実
験
と
さ
れ
る
が
、
兪
は
「
設
計
の
学
習
は
学
生
が
自
ら
学
習
す
る
の
で
、
種
々
の
用
具
や
資
料
は
各
学
生
が
便
利
に
使
用
で

き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
い
、「
供
給
」
と
は
「
モ
ノ
を
そ
こ
に
置
け
ば
よ
い
の
で
は
な
く
、
学
生
に
用
法
を
理
解
さ
せ
、
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学
生
に
用
い
る
と
き
に
時
間
を
空
費
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
べ
き
」
で
あ
る
し
、「
字
典
」
を
用
い
る
と
き
「
調
べ
方
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
」、「
参
考
書
」
に
つ
い
て
は
「
目
録
と
索
引
等
の
調
べ
方
を
明
ら
か
に
す
べ
き
」
で
あ
り
、「
儀
器
」
に
つ
い
て
は
「
装
備
方
法

を
知
ら
せ
る
べ
き
」
な
ど
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
「
指
導
が
無
く
、
学
生
の
成
す
に
ま
か
せ
る
の
は
、
設
計
教
学
法
で
は
な
い
。
学
生
を
強

迫
し
て
や
ら
せ
、
学
生
を
指
揮
し
、
学
生
に
命
令
す
る
の
も
ま
た
設
計
教
学
法
で
は
な
い
。
学
生
を
導
い
て
向
上
発
展
さ
せ
る
の
が
、
真

の
設
計
教
学
法
で
あ
る
」
と
定
義
し
て
い
る
。
一
つ
の
教
室
で
の
活
動
に
つ
い
て
は
「
作
業
の
秩
序
は
、
時
間
を
浪
費
し
な
い
こ
と
」
を

基
準
と
す
る
が
、
全
体
の
秩
序
を
考
え
て
、
例
え
ば
「
一
団
は
木
工
を
し
、
一
団
は
実
演
を
す
る
と
、
声
や
音
が
衝
突
し
、
時
間
が
不
経

済
な
だ
け
で
な
く
、
精
神
も
ま
た
大
変
疲
れ
る
」
の
で
、
各
グ
ル
ー
プ
の
活
動
の
バ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
配
慮
が
重
要
と
な
る
。
設
計
教
学

法
の
可
能
性
や
目
的
に
つ
い
て
は
、「
生
活
上
の
実
用
が
あ
り
、
道
徳
上
は
公
正
で
、
知
恵
を
増
進
で
き
、
積
極
的
な
動
作
を
生
み
出
せ
る
」

可
能
性
が
あ
り
、
目
的
に
つ
い
て
は
「
伸
縮
性
が
あ
る
べ
き
」
で
、
そ
の
需
要
は
「
実
際
の
生
活
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
」
べ
き
で
あ
る
と

す
る
。
こ
う
し
た
兪
の
表
現
の
中
に
、
時
間
の
浪
費
を
避
け
、
実
用
を
重
視
し
つ
つ
も
、
道
徳
的
な
公
正
さ
を
求
め
よ
う
と
す
る
、
上
述

の
か
れ
の
言
葉
の
一
貫
性
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

兪
子
夷
以
外
の
教
育
関
係
者
の
設
計
教
学
法
の
理
解
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
例
え
ば
、
知
我
の
理
解
で
は
「
学
校
は
社

会
で
、
教
育
は
生
活
で
あ
る
」
と
い
う
デ
ュ
ー
イ
の
見
解
を
基
本
と
し
、「
設
計
教
学
法
は
、
被
動
で
、
強
制
的
な
も
の
で
は
な
く
、
自

ら
動
い
て
努
力
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
教
師
は
「
児
童
が
自
ら
動
い
て
多
く
の
関
係
す
る
材
料
を
集
め
、
努
力
し
て
完
全
な
る
全
体
を
組

み
上
げ
る
」
と
と
も
に
「
傍
ら
か
ら
児
童
が
経
済
的
で
は
な
く
、
適
切
で
は
な
く
、
完
全
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
注
意
し
、
指
導
・
改

正
・
補
足
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
児
童
に
興
味
を
持
た
せ
る
役
割
が
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
設
計
教
学
法
は
「
一
種
の
最
も
経
済
的

な
方
法
で
あ
り
、
最
も
効
率
的
な
方
法
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
う
し
た
設
計
教
学
法
の
理
解
は
、
兪
子
夷
の
理
解
と
共
通
す
る
部
分
が

多
い
。そ
の
背
景
に
は
、兪
が
ア
メ
リ
カ
教
育
の
視
察
を
踏
ま
え
、他
に
先
ん
じ
て
中
国
の
実
情
に
応
じ
た
実
践
に
組
み
替
え
る
努
力
を
し
、

普
及
に
も
努
め
た
こ
と
が
も
た
ら
し
た
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

兪
子
夷
は
、
キ
ル
パ
ト
リ
ッ
ク
の
提
起
し
た
四
つ
の
段
階
を
目
的
・
計
画
・
実
行
・
批
判
と
表
現
し
、
各
学
科
を
そ
の
性
質
に
照
ら
し
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て
観
察
・
遊
戯
・
故
事
・
運
動
・
練
習
な
ど
の
「
系
」
に
分
け
る
「
分
系
」
設
計
法
の
教
学
を
採
用
し
、
学
科
の
性
質
が
同
じ
か
類
似
し

て
い
る
も
の
を
混
合
科
に
組
み
込
ん
だ
。
そ
の
組
み
合
わ
せ
は
、
語
言
・
文
字
・
故
事
を
一
系
に
、
史
地
・
公
民
・
社
会
常
識
な
ど
を
一

系
に
、
自
然
・
衛
生
・
園
芸
・
算
術
な
ど
を
一
系
に
、
音
楽
・
体
育
を
一
系
に
、
美
術
・
労
作
を
一
系
に
そ
れ
ぞ
れ
組
み
合
わ
せ
て
、
児

童
に
と
っ
て
取
り
組
み
や
す
い
も
の
に
し
た
。

一
九
二
一
年
、
全
国
教
育
会
聯
合
会
は
「
推
行
小
学
校
設
計
教
学
法
案
」
を
成
立
さ
せ
、
各
省
区
の
師
範
学
校
が
設
計
教
学
法
を
研
究

す
る
と
と
も
に
、「
師
範
附
属
小
学
と
都
市
の
規
模
が
や
や
大
き
い
小
学
は
先
行
し
て
実
施
し
、
模
範
と
し
、
倣
わ
せ
て
、
教
学
の
良
法
を
、

次
第
に
全
国
に
広
め
ん
こ
と
を
こ
い
願
う
」
と
呼
び
か
け
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
小
学
校
の
設
計
教
学
法
の
試
み
は
、
上
海
・
南
京
・

蘇
州
か
ら
全
国
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
設
計
教
育
法
と
も
呼
ば
れ
た
こ
の
方
法
は
流
行
し
て
は
い
る
が
、少
数
な
が
ら
こ
の
方
法
の
意
義
・

価
値
・
根
拠
等
々
に
関
し
て
は
、
一
種
の
表
面
的
な
説
明
が
見
受
け
ら
れ
る
と
の
声
が
あ
っ
た
し
、
各
地
の
小
学
で
試
行
さ
れ
て
い
る
が
、

設
計
の
定
義
に
つ
い
て
の
各
人
の
表
現
の
仕
方
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
声
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
設
計
教
学
法
に
つ
い
て
の
共
通
理

解
は
完
全
な
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
王
家
鰲
が
一
九
二
一
年
の
夏
休
み
に
江
蘇
第
二
女
子
師
範
附
属
小
学
の
暑
期
講
習
会

に
行
っ
て
兪
子
夷
の
設
計
教
学
法
の
話
を
聞
き
、
設
計
教
学
法
は
長
所
が
多
い
、
と
感
想
を
述
べ
て
お
り
、
沈
百
英
は
江
蘇
第
一
師
範
附

属
小
学
で
の
設
計
教
学
法
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
兪
子
夷
を
顧
問
と
し
て
招
聘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
中
国
に
お
け
る
設
計
教

学
法
の
実
践
に
対
す
る
兪
子
夷
の
影
響
力
も
相
当
大
き
か
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

五
四
時
期
の
デ
ュ
ー
イ
の
来
華
か
ら
一
九
二
二
年
の
「
学
校
系
統
改
革
案
」
の
成
立
の
時
期
、
ア
メ
リ
カ
教
育
の
影
響
は
強
ま
っ
て
お

り
、「
児
童
中
心
」「
児
童
本
位
」
の
呼
び
声
は
日
々
高
ま
り
を
見
せ
て
い
た
。
そ
の
中
で
設
計
教
学
法
の
実
験
に
踏
み
切
っ
た
兪
子
夷
は
、

科
目
の
壁
を
打
破
し
、
授
業
時
間
を
点
数
制
に
改
め
る
一
方
で
、
大
枠
で
は
学
期
・
学
年
毎
の
教
学
内
容
や
到
達
目
標
を
あ
ら
か
じ
め
定

め
て
い
る
。
こ
う
し
た
方
法
が
成
果
を
上
げ
た
の
で
、
一
九
二
〇
年
に
二
学
級
、
二
一
年
に
四
学
級
、
二
二
年
に
七
学
級
に
増
や
し
、

二
三
年
秋
に
は
全
校
に
拡
大
し
た
。
か
れ
は
試
行
す
る
ク
ラ
ス
数
を
増
や
す
と
と
も
に
、
教
室
環
境
の
整
備
に
も
努
力
し
た
。
小
学
校
の

児
童
用
の
机
と
椅
子
は
、
子
ど
も
た
ち
の
姿
勢
や
身
体
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
が
、
現
状
で
は
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
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る
。
さ
ら
に
一
つ
の
完
備
さ
れ
た
試
験
学
校
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
一
万
元
の
設
備
費
を
要
す
る
が
、
公
立
学
校
で
最
も
切
実
な
こ
と
は

机
と
椅
子
の
改
造
で
、
少
な
く
と
も
一
人
当
た
り
四
元
で
衛
生
的
な
机
と
椅
子
が
準
備
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
兪
の
理
想
と
す

る
小
学
校
の
姿
と
現
実
に
到
達
可
能
な
目
標
を
併
記
し
た
も
の
と
い
え
る
が
、
こ
こ
に
児
童
に
対
す
る
か
れ
の
愛
情
と
配
慮
を
見
い
だ
す

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ド
ル
ト
ン
＝
プ
ラ
ン
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
の
ヘ
レ
ン
＝
パ
ー
カ
ー
ス
ト
女
史
が
生
み
出
し
た
教
育
指
導
法
で
、
当
初
は
ド

ル
ト
ン
実
験
室
案
（D

alton Laboratory Plan

）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
中
国
で
の
初
め
て
の
本
格
的
な
紹
介
は
、
鮑
徳
徴
の
「
道
爾
頓

実
験
室
計
画
」
と
考
え
ら
れ
る
が
、そ
こ
で
は
「
設
計
教
学
法
の
根
拠
と
す
る
原
理
と
差
が
な
い
」
と
し
て
い
る
。『
教
育
雑
誌
』
第
一
四

巻
第
一
一
号
（
一
九
二
二
年
一
一
月
）
は
、「
道
爾
頓
制
専
号
」
と
し
て
ド
ル
ト
ン
制
に
関
す
る
八
本
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

中
心
と
な
っ
た
の
は
舒
新
城
で
あ
り
、
私
塾
や
年
級
制
の
学
校
の
弊
害
が
、
こ
の
制
度
導
入
の
背
景
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま

た
朱
光
潜
は
、
ド
ル
ト
ン
制
と
設
計
教
学
法
の
相
違
点
に
つ
い
て
「
ド
ル
ト
ン
制
の
主
旨
は
、
個
別
の
児
童
が
そ
の
天
資
を
は
か
り
、
興

味
に
応
じ
て
自
由
に
発
育
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
設
計
法
の
主
旨
は
学
校
の
授
業
と
人
生
の
実
際
の
需
要
を
聯
絡
し
、
児
童
を
し
て
人

生
の
実
際
の
需
要
に
疑
い
を
持
た
せ
、
し
か
る
の
ち
に
再
び
目
的
を
定
め
、
自
ら
解
決
の
方
法
を
求
め
て
い
く
」
と
し
、「
目
的
を
立
て

て
実
際
生
活
の
精
神
で
学
ぶ
の
が
設
計
法
で
、
こ
う
し
た
条
件
は
ド
ル
ト
ン
制
の
中
で
軽
視
さ
れ
て
い
る
」
と
二
つ
の
方
法
の
主
旨
や
目

的
の
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ド
ル
ト
ン
制
の
実
施
に
関
し
て
、
舒
新
城
は
「
小
学
校
で
は
現
在
試
験
し
た
人
は
い
な
い
が
、
…
…
ド
ル
ト
ン
制
は
大
部
分
の
困
難
を

解
決
で
き
、
ド
ル
ト
ン
制
の
原
理
を
と
り
、
適
宜
の
辦
法
を
研
究
し
、
努
力
し
て
試
し
」
て
ほ
し
い
と
希
望
し
、「
小
学
校
で
も
国
語
な
ら

ド
ル
ト
ン
制
を
採
用
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ド
ル
ト
ン
制
に
関
し
て
は
、
私
塾
・
書
院
に
似
た
生
き
生
き
と
し
た
教
学
方
式
と
い
う

見
方
が
あ
る
一
方
で
、
各
個
人
の
自
由
は
完
全
な
も
の
と
な
る
が
、「
社
会
化
の
精
神
は
い
さ
さ
か
も
発
展
で
き
な
い
」
と
評
さ
れ
る
よ
う

に
限
界
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
兪
子
夷
は
「
わ
れ
わ
れ
は
純
粋
の
ド
ル
ト
ン
制
を
採
用
せ
ず
、
分
団
を
主
と
し
、
個
別
を
輔
と
す
る
混

合
辦
法
を
用
い
た
の
で
、
参
観
者
は
わ
れ
わ
れ
に
か
わ
っ
て
「
分
団
式
の
ド
ル
ト
ン
制
」
と
命
名
し
た
」
と
回
想
し
て
い
る
。
さ
ら
に
兪
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子
夷
の
教
学
方
針
と
ド
ル
ト
ン
制
と
を
比
較
し
て
、
兪
は
子
ど
も
の
発
展
を
主
体
と
し
た
の
に
対
し
て
、
ド
ル
ト
ン
制
は
教
材
の
修
了
を

主
体
と
し
た
こ
と
と
、
兪
が
子
ど
も
を
健
全
な
社
会
分
子
に
養
成
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
の
に
対
し
て
、
ド
ル
ト
ン
制
は
各
人
が
多
少

な
り
と
も
一
生
役
立
つ
知
能
を
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
に
し
た
と
す
る
。
こ
う
し
た
違
い
が
あ
る
と
は
い
え
、
兪
自
身
は
ド
ル
ト
ン
制
を

全
面
否
定
し
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
教
学
方
法
が
自
学
を
重
視
す
る
の
は
、
そ
の
優
れ
た
点
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

兪
子
夷
は
、
設
計
教
学
法
の
試
行
と
併
行
し
て
、
自
学
輔
導
・
分
団
教
授
と
ド
ル
ト
ン
制
の
長
所
を
採
り
、
小
学
高
学
年
の
児
童
は
自

学
能
力
が
高
い
の
で
、
ド
ル
ト
ン
制
を
五
～
六
学
年
に
採
用
し
、
算
術
教
授
で
は
学
習
過
程
で
差
が
生
ま
れ
る
の
で
分
団
教
授
法
を
導
入

し
て
、
教
師
の
指
導
に
都
合
の
よ
い
も
の
と
し
た
。
兪
自
身
は
、
パ
ー
カ
ー
ス
ト
女
史
が
ド
ル
ト
ン
制
の
下
で
の
学
習
は
最
も
自
由
で
あ

る
と
宣
言
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
児
童
は
教
材
に
対
し
て
絶
対
に
選
択
の
余
地
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
自
由
は
た
だ
学
習
の
日
時
と
時
間
の

長
短
に
限
定
さ
れ
て
い
る
、と
批
判
的
に
見
て
い
る
。
ド
ル
ト
ン
制
は
設
計
教
学
法
に
比
べ
て
寿
命
が
や
や
短
く
、影
響
も
や
や
小
さ
か
っ

た
が
、
そ
の
原
因
は
ド
ル
ト
ン
制
が
伝
統
的
な
教
育
観
を
持
つ
人
々
に
と
っ
て
、
急
進
的
で
新
し
す
ぎ
た
た
め
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た

ド
ル
ト
ン
制
の
本
格
的
採
用
に
は
、
環
境
整
備
の
負
担
が
大
き
す
ぎ
た
こ
と
も
普
及
を
阻
む
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
。
ド
ル
ト
ン
制
の
実

施
に
は
、
特
殊
な
作
業
室
が
必
要
で
あ
り
、
学
生
（
児
童
）
が
自
由
に
使
え
る
各
種
の
実
験
機
器
・
図
書
・
標
本
と
そ
れ
を
使
い
こ
な
せ

る
教
員
が
必
要
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
設
計
教
学
法
に
も
欠
点
が
あ
っ
て
「
作
業
中
心
の
大
単
元
教
学
」
と
な
り
、
そ
の
単
元
も
常
に
互
い

に
重
複
し
、
学
生
（
児
童
）
の
知
識
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
い
る
か
、
学
科
を
分
け
る
設
計
式
の
各
科
教
学
法
に
な
っ
て
い
る
か
で
あ
り
、

結
果
と
し
て
設
備
と
教
師
の
確
保
に
苦
し
ん
だ
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

設
計
教
学
法
や
ド
ル
ト
ン
制
と
い
っ
た
新
教
育
方
法
に
共
通
す
る
弱
点
や
欠
陥
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

完
全
に
学
生
（
児
童
）
の
需
要
と
願
望
か
ら
出
発
し
、
教
師
の
作
用
を
軽
視
し
、
教
学
の
多
く
は
偶
然
と
願
望
よ
り
出
て
、
放
任
に
流
れ

た
。
完
全
に
学
科
の
壁
を
打
破
し
、
教
学
内
容
を
散
漫
で
系
統
に
欠
け
る
も
の
と
し
、
学
生
（
児
童
）
の
知
識
水
準
を
低
下
さ
せ
た
。
過

度
に
直
接
経
験
を
強
調
し
、
事
々
に
学
生
（
児
童
）
自
身
に
模
索
さ
せ
、
教
学
課
程
自
体
の
特
殊
性
を
抹
殺
し
、
無
意
味
に
時
間
と
精
力

を
費
や
し
た
等
々
で
あ
る
。
兪
子
夷
は
、
算
術
教
授
を
よ
り
効
果
的
に
進
め
る
た
め
の
教
材
の
作
成
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
お
り
、
教
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材
の
編
集
者
が
と
も
す
れ
ば
「
専
門
家
の
目
か
ら
見
て
初
歩
で
、
易
し
い
も
の
と
し
て
い
る
が
、
往
々
に
し
て
小
学
生
の
実
際
の
能
力
よ

り
大
変
高
い
」
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
よ
と
呼
び
か
け
、「
小
学
生
の
心
理
情
況
に
照
ら
し
て
、
材
料
を
重
ね
て
組
む
の
は
、

教
員
の
最
も
重
要
な
工
作
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。

上
述
し
た
よ
う
に
、
兪
子
夷
が
パ
ー
カ
ー
ス
ト
女
史
を
批
判
し
て
「
児
童
は
教
材
に
対
し
て
絶
対
に
選
択
の
余
地
は
無
く
」
と
し
て
い

る
の
は
、
教
材
作
成
の
重
要
性
と
教
材
選
択
に
対
す
る
柔
軟
性
を
欠
か
せ
な
い
も
の
と
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
兪
が
「
小
学
校
の
課

業
は
、
宿
題
を
し
な
い
の
が
最
も
良
い
」
と
述
べ
て
、
学
校
で
の
学
習
に
重
き
を
置
く
と
と
も
に
、
綱
要
等
の
作
成
は
「
常
に
教
員
の
指

導
の
下
」
で
と
教
員
の
指
導
を
重
視
す
る
の
は
、
ド
ル
ト
ン
制
の
本
来
の
姿
と
は
距
離
を
置
く
か
れ
の
教
育
方
針
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
兪
は
学
生
（
児
童
）
の
訓
育
に
関
し
て
も
、「
多
数
の
学
生
は
た
だ
自
ら
の
自
由
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
、
絶
対
に
他
人
の
福
利
を

顧
み
な
い
。
常
に
他
人
を
犠
牲
に
し
て
、
自
ら
を
満
足
さ
せ
る
。
だ
か
ら
小
学
校
の
自
由
教
育
に
は
、
大
変
問
題
が
あ
る
。
学
生
に
自
由

の
運
用
を
教
え
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
規
律
・
訓
練
が
一
種
の
装
飾
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
る
」
と
述
べ
て
、
教
員
に
よ
る
指
導

を
重
視
し
た
。

「
設
計
教
学
法
は
新
し
い
教
学
方
法
で
あ
る
が
、啓
発
法
・
注
入
法
を
脱
し
き
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
す
る
評
価
が
あ
る
よ
う
に
、

算
術
教
育
に
携
わ
り
続
け
た
兪
子
夷
の
意
識
の
中
に
は
、
啓
発
主
義
・
注
入
主
義
の
要
素
が
残
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
教
員
の
指
導
の
重
視

に
つ
な
が
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
兪
は
「
教
学
の
指
導
は
、
師
範
学
校
で
自
学
輔
導
法
や
設
計
法
を
用
い
て
師
範
生
に
教
学
法
の
実

習
を
教
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
命
令
と
注
入
は
決
し
て
成
功
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
自
ら
を
戒
め
つ
つ
、「
ド
ル
ト
ン
制
は
社
会

性
に
欠
け
、
互
助
の
機
会
が
無
く
、
優
秀
な
学
究
式
の
学
生
に
は
都
合
が
よ
い
」
と
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
ド
ル
ト
ン
制
の
全
面
的
な

採
用
に
は
踏
み
切
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
中
国
の
鉄
道
駅
で
切
符
を
買
う
と
き
に
き
ち
ん
と
整
列
で
き
な
い
情
況
を
あ
げ
て
、「
小
学

校
の
中
で
、
も
し
秩
序
あ
る
習
慣
を
養
成
で
き
れ
ば
、
こ
の
種
の
弊
病
を
救
済
で
き
る
」
と
し
て
い
る
の
は
、
自
主
的
に
ル
ー
ル
を
守
る

中
国
人
を
、
教
育
的
手
段
を
通
し
て
育
成
し
ょ
う
と
し
た
兪
の
教
育
的
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
兪
は
陶
行
知
と
自
ら
を
比
較
し
て
「
私
が

実
際
を
語
り
、
か
れ
は
理
論
を
語
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
現
状
を
直
視
し
、
よ
り
具
体
的
な
教
育
的
手
段
を
求
め
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た
の
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
な
教
育
実
践
を
求
め
続
け
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
九
一
八
年
よ
り
一
〇
年
近
い
か
れ
の
教
育
実
践
に
は
全
国

か
ら
三
万
名
近
い
教
育
関
係
者
が
参
観
に
来
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

兪
子
夷
は
、五
〇
年
に
も
及
ぶ
算
術
教
育
の
実
践
者
で
あ
り
、そ
の
教
育
を
よ
り
効
果
的
に
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
お
こ
な
っ

た
教
育
者
で
あ
っ
た
。
大
学
に
学
ん
だ
こ
と
も
な
く
、
正
規
の
留
学
経
験
も
な
か
っ
た
兪
は
、
一
九
〇
三
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
『
蘇

報
』
案
に
関
係
し
た
日
本
亡
命
、
一
九
〇
九
年
の
江
蘇
省
教
育
会
に
選
抜
さ
れ
て
の
日
本
派
遣
を
通
し
て
、
日
本
の
教
育
界
で
盛
行
し
て

い
た
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
教
育
理
論
な
ど
を
導
入
し
、江
蘇
省
立
第
一
師
範
で
試
行
し
た
。
辛
亥
革
命
後
の
一
九
一
三
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、

江
蘇
都
督
府
教
育
司
の
手
で
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
派
遣
さ
れ
、
教
育
現
場
へ
の
新
教
育
導
入
の
可
能
性
を
求
め
て
精
力
的
な
教
育

視
察
を
お
こ
な
っ
た
。
か
れ
は
「
教
育
救
国
」
の
立
場
で
教
育
普
及
を
図
っ
た
が
、
そ
の
努
力
を
阻
む
壁
と
な
っ
た
の
は
、
清
末
民
国
初

期
の
中
国
教
育
界
の
劣
悪
な
環
境
で
あ
っ
た
。
経
費
も
教
員
も
欠
乏
す
る
情
況
の
中
で
、
よ
り
多
く
の
児
童
に
適
切
な
教
育
を
お
こ
な
う

に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
が
良
い
の
か
。
か
れ
は
伝
統
的
な
私
塾
で
の
教
育
に
も
一
定
の
意
義
を
認
め
る
な
ど
、
改
革
に
関
し
て
は
漸
進
的

な
一
面
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
の
一
方
で
新
た
な
教
育
方
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
積
極
的
で
あ
っ
た
。
か
れ
が
導
入
し
た
ヘ

ル
バ
ル
ト
理
論
と
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
ラ
イ
ン
の
五
段
教
育
法
の
実
験
、
さ
ら
に
分
団
教
授
や
自
学
輔
導
主
義
の
採
用
は
、
単
級
学
校
を

基
本
と
す
る
小
規
模
な
学
校
が
多
い
中
国
教
育
界
で
、
個
々
の
児
童
に
応
じ
た
多
様
な
教
育
を
、
よ
り
多
く
の
児
童
に
施
す
た
め
の
手
段

と
な
っ
た
。

民
国
期
に
入
っ
て
欧
米
の
教
育
を
視
察
し
た
兪
子
夷
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
傾
向
を
強
め
、
教
材
の
節
減
や
「
無
益
の
計
算
」
の

排
除
な
ど
に
よ
る
現
実
生
活
に
役
立
つ
算
術
教
育
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。
児
童
そ
れ
ぞ
れ
の
到
達
度
を
測
定
す
る
測
験
法
の
積
極
的
な

採
用
も
、
効
率
的
な
教
育
の
追
求
と
繋
が
っ
て
い
る
。
児
童
の
レ
ベ
ル
や
心
理
を
考
え
た
教
材
編
輯
や
指
導
の
あ
り
方
を
説
い
て
い
る
の
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は
、
現
場
を
最
優
先
し
た
か
れ
の
姿
勢
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
設
計
教
学
法
を
導
入
す
る
に
当
た
っ
て
は
、「
分
系
」
設
計
法
に
す
る
な
ど

独
自
の
運
用
を
図
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
け
る
教
員
の
指
導
を
欠
か
せ
な
い
も
の
と
し
た
。
啓
発
主
義
や
注
入
主
義
の
傾
向
が
残
っ

て
い
る
の
も
、
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
教
材
面
で
は
柔
軟
な
方
針
を
打
ち
出
し
た
た
め
、
教
材
へ
の
対
応
と
い
う
面
で
見
解
を
異
に
し
た

ド
ル
ト
ン
制
の
本
格
的
な
採
用
に
は
到
ら
な
か
っ
た
。
児
童
の
道
徳
的
公
正
さ
の
涵
養
は
、
国
家
の
将
来
を
担
う
人
材
に
道
徳
心
が
不
可

欠
で
あ
る
と
す
る
か
れ
の
願
望
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
連
の
教
育
実
験
を
見
る
と
、
兪
子
夷
自
身
の
教
育
観

に
基
づ
く
試
行
と
い
う
側
面
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
清
末
か
ら
民
国
前
期
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
理
論
に
象
徴
さ
れ
る
日
本
的
教

育
方
法
か
ら
設
計
教
学
法
に
象
徴
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
的
教
育
方
法
へ
と
大
き
な
転
換
が
図
ら
れ
た
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
兪
子
夷
自
身
は
そ

の
代
表
者
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
が
、
か
れ
に
と
っ
て
は
劣
悪
な
教
育
環
境
の
中
で
算
術
を
中
心
と
し
た
教
育
を
よ
り
効
率
的
に
進
め

る
た
め
の
新
た
な
教
育
方
法
の
導
入
で
あ
り
、実
践
方
法
に
つ
い
て
は
段
階
を
追
い
、必
要
に
応
じ
て
変
化
、発
展
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ

て
、
劇
的
な
変
化
と
は
い
え
ず
、
漸
進
的
な
発
展
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

［
註
］

（
１
）
田
正
平
『
留
学
生
与
中
国
教
育
近
代
化
』（
広
東
教
育
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
以
下
書
名
の
み
示
す
）
二
五
四
頁
。

（
２
）
同
前
書
、
二
四
二
頁
。

（
３
）
兪
子
夷
「
五
十
多
年
学
習
研
究
算
術
教
法
紀
要
」（
董
遠
騫
・
施
毓
英
編
『
兪
子
夷
教
育
論
著
選
』
人
民
教
育
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
以
下
『
論
著
選
』

と
略
す
、
四
三
五
頁
）。
こ
の
と
き
兪
子
夷
は
、
日
本
語
を
学
び
、
中
国
人
留
学
生
に
英
語
を
教
え
、
翻
訳
と
校
正
で
生
計
を
立
て
、
そ
の
後
、
黄
宗
仰
の

紹
介
で
、
中
華
学
堂
で
教
鞭
を
執
っ
た
（
董
遠
騫
『
兪
子
夷
教
育
思
想
研
究
』
遼
寧
教
育
出
版
社
、
一
九
九
三
年
、
以
下
書
名
の
み
示
す
、
二
頁
）。

（
４
）「
兪
子
夷
生
平
和
著
作
年
表
」『
兪
子
夷
教
育
思
想
研
究
』
二
〇
八
～
二
〇
九
頁
。
兪
子
夷
は
、
理
科
が
好
き
で
、
青
墩
小
学
で
は
章
程
に
違
反
す
る
こ

と
を
承
知
の
上
で
理
科
を
追
加
し
た
が
、
省
視
学
は
そ
れ
を
合
理
的
と
認
め
た
（
兪
「
複
式
学
級
的
常
識
教
材
」『
教
育
雑
誌
』
第
二
九
巻
第
九
号
、

一
九
三
九
年
、『
論
著
選
』
二
七
二
頁
）。
か
れ
は
こ
の
よ
う
に
伝
統
的
な
教
育
体
制
に
安
住
せ
ず
、
進
取
の
精
神
で
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
た
。

（
96
）

（
96
）
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（
５
）
兪
「
五
十
多
年
学
習
研
究
算
術
教
法
紀
要
」『
論
著
選
』
四
三
六
頁
。
た
だ
し
、
一
九
一
二
年
に
兪
が
江
蘇
第
一
師
範
附
属
小
学
で
一
年
生
に
対
し
て
日

本
の
教
え
方
を
導
入
し
た
が
、
思
う
よ
う
な
結
果
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
（『
兪
子
夷
教
育
思
想
研
究
』
六
八
頁
）。

（
６
）「
学
部
通
行
各
省
初
級
師
範
学
堂
加
授
単
級
教
授
法
文
」（
朱
有

主
編
『
中
国
近
代
学
制
史
料
』
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
第
二
輯
下
冊
、

二
三
九
頁
）。

（
７
）「
前
言
」『
論
著
選
』
二
頁
。

（
８
）
ヨ
ハ
ン
＝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
＝
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
四
段
階
教
授
説
を
唱
え
、
そ
の
弟
子
ラ
イ
ン
は
五
段
階
教
授
説
（
予
備―

提
示―

比
較―

総
括―

応
用
）

へ
と
発
展
さ
せ
、
日
本
で
も
流
行
し
た
。
中
国
で
は
清
末
の
段
階
で
、
張
世
杓
「
莱
因
氏
之
五
段
教
授
法
」『
教
育
雑
誌
』
第
二
年
第
九
期
、
一
九
〇
九
年
、

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
周
谷
平
『
近
代
西
方
教
育
理
論
在
中
国
的
伝
播
』（
広
東
教
育
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
以
下
書
名
の
み
示
す
）
七
六
頁
。

（
�0
）
鄭
朝
煕
「
単
級
教
授
之
要
項
」『
教
育
雑
誌
』
第
五
巻
第
九
号
、
一
九
一
三
年
。

（
��
）
拙
著
『
中
国
近
代
教
育
の
普
及
と
改
革
に
関
す
る
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
二
一
～
二
二
頁
。

（
��
）『
近
代
西
方
教
育
理
論
在
中
国
的
伝
播
』
三
六
～
三
七
頁
。

（
��
）
同
前
書
、
八
六
頁
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
学
派
の
教
育
理
論
は
、
科
学
知
識
の
系
統
性
と
内
在
的
論
理
関
係
を
強
調
し
、
教
室
で
の
教
学
課
程
を
プ
ロ
セ
ス
化

し
た
と
い
わ
れ
る
（『
留
学
生
与
中
国
教
育
近
代
化
』
二
三
八
頁
）。

（
�4
）『
兪
子
夷
教
育
思
想
研
究
』
一
六
二
頁
。

（
�5
）
兪
「
小
学
実
施
道
爾
頓
制
的
批
評
」『
論
著
選
』
一
四
八
頁
。

（
�6
）『
留
学
生
与
中
国
教
育
近
代
化
』
二
五
一
～
二
五
二
頁
。

（
�7
）
兪
「
一
筆
教
育
上
的
旧

」『
論
著
選
』
二
三
〇
頁
。

（
�8
）
同
前
『
論
著
選
』
二
三
一
頁
。

（
�9
）
例
え
ば
、
一
九
〇
九
年
の
浙
江
省
松
陽
県
の
一
三
校
の
初
等
小
学
堂
に
対
す
る
調
査
で
は
、
教
員
数
は
一
校
当
た
り
平
均
三
・
五
人
、
児
童
数
は
一
校
当
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た
り
平
均
で
三
一
・
二
人
と
な
っ
て
い
た
（
前
掲
拙
著
『
中
国
近
代
教
育
の
普
及
と
改
革
に
関
す
る
研
究
』
二
〇
頁
）。

（
�0
）
兪
「
現
代
我
国
小
学
教
学
法
演
変
一
斑
」『
論
著
選
』
四
八
四
頁
。

（
��
）
兪
「
現
今
学
校
教
育
上
急
応
研
究
之
根
本
問
題
」『
教
育
雑
誌
』
第
六
巻
第
一
二
号
、
一
九
一
四
年
（『
論
著
選
』
に
は
収
録
さ
れ
ず
）。

（
��
）
同
前
論
文
続
編
『
教
育
雑
誌
』
第
七
巻
第
三
号
、
一
九
一
五
年
（
同
じ
く
『
論
著
選
』
に
収
録
さ
れ
ず
）。

（
��
）
天
民
「
分
団
教
授
之
実
際
」『
教
育
雑
誌
』
第
六
巻
第
一
一
号
、
一
九
一
四
年
。

（
�4
）
天
民
「
分
団
式
動
的
教
育
法
」『
教
育
雑
誌
』
第
八
巻
第
一
号
、
一
九
一
五
年
。

（
�5
）
楊
祥

「
算
術
科
之
自
学
輔
導
法
」『
教
育
雑
誌
』
第
八
巻
第
一
〇
号
、
一
九
一
六
年
。

（
�6
）「
兪
子
夷
生
平
和
著
作
年
表
」『
兪
子
夷
教
育
思
想
研
究
』
二
〇
九
頁
。

（
�7
）
呉
洪
成
主
編
『
中
国
小
学
教
育
史
』（
山
西
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
以
下
書
名
の
み
示
す
）
二
二
一
頁
。

（
�8
）
同
前
書
、
二
二
三
頁
。

（
�9
）
兪
「
算
術
教
授
之
科
学
的
研
究
」『
教
育
雑
誌
』
第
九
巻
第
三
号
、
一
九
一
七
年
（『
論
著
選
』
に
は
収
録
さ
れ
ず
）。

（
�0
）
兪
「
算
術
教
授
之
科
学
的
研
究
（
続
）」『
教
育
雑
誌
』
第
九
巻
第
六
号
、
一
九
一
七
年
（『
論
著
選
』
に
は
収
録
さ
れ
ず
）。

（
��
）
兪
「
算
術
教
授
革
新
之
研
究
」『
教
育
雑
誌
』
第
一
〇
巻
第
一
号
、
一
九
一
八
年
、『
論
著
選
』
一
頁
。

（
��
）
同
前
、『
論
著
選
』
三
～
四
頁
。

（
��
）
同
前
、『
論
著
選
』
五
～
六
頁
。

（
�4
）
兪
「
関
于
小
学
校
算
学
教
育
的
問
題
」『
論
著
選
』
一
三
五
頁
。

（
�5
）
兪
『
一
個
郷
村
小
学
教
員
的
日
記
』（
商
務
印
書
館
、
一
九
二
七
年
）。

（
�6
）
兪
「
自
序
」
同
前
書
（
上
冊
）、
一
頁
。

（
�7
）
同
前
書
（
上
冊
）、
一
七
頁
。

（
�8
）
兪
「
関
于
全
国
教
育
会
聯
合
会
議
決
学
制
系
統
草
案
初
等
教
育
段
的
問
題
」『
論
著
選
』
一
四
頁
。
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（
�9
）『
兪
子
夷
教
育
思
想
研
究
』
四
八
頁
。
た
だ
し
、
当
時
は
中
国
の
教
育
・
心
理
両
学
界
の
大
き
な
注
目
を
浴
び
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（『
近
代
西
方
教
育

理
論
在
中
国
的
伝
播
』
二
四
七
頁
）。

（
40
）
兪
「
小
学
算
学
教
学
法
概
要
」『
教
育
雑
誌
』
第
一
六
巻
第
一
号
、
一
九
二
四
年
、『
論
著
選
』
九
五
頁
。

（
4�
）『
兪
子
夷
教
育
思
想
研
究
』
四
一
頁
。

（
4�
）
兪
「
小
学
教
育
的
効
力
」『
論
著
選
』
九
七
頁
。

（
4�
）『
兪
子
夷
教
育
思
想
研
究
』
九
五
頁
。

（
44
）『
近
代
西
方
教
育
理
論
在
中
国
的
伝
播
』
二
五
二
～
二
五
三
頁
。

（
45
）
前
掲
『
一
個
郷
村
小
学
教
員
的
日
記
』（
上
冊
）
二
八
頁
。

（
46
）
同
前
書
（
上
冊
）、
二
六
頁
。

（
47
）『
兪
子
夷
教
育
思
想
研
究
』
三
七
頁
、
四
三
頁
。

（
48
）
兪
「
五
十
多
年
学
習
研
究
算
術
教
法
紀
要
」『
論
著
選
』
四
四
八
頁
。
ま
た
前
掲
『
一
個
郷
村
小
学
教
員
的
日
記
』（
下
冊
）
五
頁
で
は
、
こ
う
し
た
遊

戯
に
つ
い
て
、
外
で
は
悪
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
の
デ
マ
が
流
れ
て
い
る
が
、
牌
の
形
式
を
改
め
て
教
具
に
し
た
こ
と
を
語
る
べ
き
、
と
述
べ
て
い
る
。

（
49
）
兪
「
小
学
教
学
法
上
的
新
旧
衝
突
」『
教
育
雑
誌
』
第
一
五
巻
第
九
号
、
一
九
二
三
年
、『
論
著
選
』
六
九
頁
。

（
50
）
兪
「
初
等
教
育
的
新
趨
勢
」『
論
著
選
』
一
一
八
頁
。

（
5�
）
兪
「
小
学
教
育
的
効
力
」『
論
著
選
』
九
八
～
九
九
頁
。

（
5�
）
兪
「
道
徳
教
育
的
破
産
与
小
学
教
員
的
責
任
」『
論
著
選
』
一
四
六
頁
。

（
5�
）『
近
代
西
方
教
育
理
論
在
中
国
的
伝
播
』
二
〇
四
頁
。

（
54
）
王
献
玲
主
編
『
中
国
教
育
史
』（
鄭
州
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
二
六
七
頁
。

（
55
）『
留
学
生
与
中
国
教
育
近
代
化
』
二
四
四
頁
。
な
お
『
論
著
選
』
の
「
前
言
」
で
は
、
兪
は
教
育
科
教
授
に
任
命
さ
れ
た
と
す
る
。

（
56
）
兪
「
視
察
設
計
教
学
的
標
準
」『
教
育
雑
誌
』
第
一
四
巻
第
二
号
、
一
九
二
二
年
、『
論
著
選
』
二
一
～
二
二
頁
。
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（
57
）
同
前
、『
論
著
選
』
二
三
頁
。

（
58
）
同
前
、『
論
著
選
』
二
五
頁
。

（
59
）
知
我
「
設
計
教
学
法
的
研
究
」『
教
育
雑
誌
』
第
一
三
巻
第
七
号
、
一
九
二
一
年
。

（
60
）
兪
「
読
了
十
二
本
設
計
教
法
専
書
的
書
後
」『
教
育
雑
誌
』
第
一
六
巻
第
一
〇
号
、
一
九
二
四
年
、『
論
著
選
』
一
二
四
頁
、
に
よ
れ
ば
、
設
計
教
学
法

に
関
す
る
一
二
冊
の
本
の
書
評
の
中
で
、
一
九
二
三
年
に
出
版
さ
れ
た
林
本
・
朱
兆
華
・
李
宗
武
共
著
の
『
設
計
教
育
大
全
』
は
日
本
書
を
転
訳
し
た
も

の
で
、
一
読
し
て
大
変
失
望
し
た
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
当
時
、
中
国
で
は
直
接
原
本
を
訳
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
転
訳
の
必
要
が
な
い
し
、
日
本
語

を
経
由
し
て
い
る
の
で
、
用
語
な
ど
の
使
い
方
に
問
題
が
あ
っ
て
、
読
ん
で
も
ま
る
で
理
解
で
き
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
兪
子
夷
が
ア
メ
リ
カ
の
理
論

を
直
接
取
り
入
れ
、
中
国
に
適
応
す
る
も
の
に
作
り
か
え
よ
う
と
す
る
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

（
6�
）『
中
国
小
学
教
育
史
』
二
四
六
頁
。

（
6�
）
同
前
書
、
二
四
七
頁
。

（
6�
）
太
玄
「
基
爾
巴
脱
利
克
論
設
計
教
学
法
」『
教
育
雑
誌
』
第
一
三
巻
第
九
号
、
一
九
二
一
年
。

（
64
）
劉
孟
晋
「
設
計
教
学
法
概
要
」『
教
育
雑
誌
』
第
一
四
巻
第
一
〇
号
、
一
九
二
二
年
。

（
65
）
王
家
鰲
「
我
第
一
次
試
行
「
設
計
教
学
」
的
情
形
」『
教
育
雑
誌
』
第
一
三
巻
第
一
二
号
、
一
九
二
一
年
。

（
66
）
沈
百
英
「
江
蘇
一
師
附
小
初
年
級
設
計
教
学
的
実
施
報
告
」『
教
育
雑
誌
』
第
一
四
巻
第
一
号
、
一
九
二
二
年
。
こ
の
試
行
結
果
報
告
は
、
沈
百
英
「
設

計
教
学
法
試
験
報
告
」『
教
育
雑
誌
』
第
一
四
巻
第
六
号
、
一
九
二
二
年
、
に
あ
る
。
な
お
沈
百
英
は
、
兪
子
夷
の
教
え
子
で
あ
る
（『
近
代
西
方
教
育
理

論
在
中
国
的
伝
播
』
二
〇
六
頁
）。

（
67
）『
留
学
生
与
中
国
教
育
近
代
化
』
二
四
六
～
二
四
七
頁
。

（
68
）
兪
「
小
学
校
的
三
個
問
題
」『
教
育
雑
誌
』
第
一
四
巻
第
七
号
、一
九
二
二
年
、『
論
著
選
』
二
七
～
二
八
頁
。
ま
た
前
掲
『
一
個
郷
村
小
学
教
員
的
日
記
』

（
上
冊
）
四
一
頁
、
で
は
、「
机
と
椅
子
は
移
動
に
便
利
な
も
の
で
あ
る
べ
き
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
69
）
鮑
徳
徴
「
道
爾
頓
実
験
室
計
画
」『
教
育
雑
誌
』
第
一
四
巻
第
六
号
、
一
九
二
二
年
。
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（
70
）
孫
培
青
・
李
国
鈞
『
中
国
教
育
思
想
史
』（
第
三
巻
、
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
二
一
二
頁
、
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
五
年
七
月
ま
で
に
、

全
国
の
一
〇
〇
余
り
の
中
小
学
で
ド
ル
ト
ン
制
と
い
う
教
学
制
度
が
試
行
さ
れ
、
報
刊
に
発
表
さ
れ
た
関
連
論
文
は
約
一
五
〇
篇
、
関
係
す
る
著
作
・
訳
書
・

試
験
報
告
な
ど
は
一
七
冊
に
達
し
た
。

（
7�
）
舒
新
城
「
什
麼
是
道
爾
頓
制
？
」『
教
育
雑
誌
』
第
一
四
巻
第
一
一
号
、
一
九
二
二
年
。

（
7�
）
朱
光
潜
「
在
「
道
爾
頓
制
」
中
怎
様
応
用
設
計
教
学
法
？
」『
教
育
雑
誌
』
第
一
四
巻
第
一
二
号
、
一
九
二
二
年
。

（
7�
）
舒
新
城
「
道
爾
頓
制
与
小
学
教
育
」『
教
育
雑
誌
』
第
一
五
巻
第
三
号
、
一
九
二
四
年
。

（
74
）
舒
新
城
「
道
爾
頓
制
与
小
学
国
語
教
学
法
」『
教
育
雑
誌
』
第
一
六
巻
第
一
号
、
一
九
二
四
年
。

（
75
）
前
掲
『
中
国
教
育
思
想
史
』（
第
三
巻
）
二
一
〇
頁
。
兪
子
夷
も
「
ド
ル
ト
ン
編
制
は
実
に
私
塾
・
書
院
の
精
神
の
上
に
一
つ
の
系
統
を
加
え
る
」
と
同

様
の
見
方
を
し
て
い
る
（
兪
「
小
学
教
法
上
的
新
旧
衝
突
」『
論
著
選
』
七
二
頁
）。

（
76
）
兪
「
小
学
実
施
道
爾
頓
制
的
批
評
」『
論
著
選
』
一
五
〇
頁
。

（
77
）
兪
「
現
代
我
国
小
学
教
学
法
演
変
一
斑
」『
論
著
選
』
四
九
八
頁
。

（
78
）『
兪
子
夷
教
育
思
想
研
究
』
一
六
三
～
一
六
四
頁
。

（
79
）『
留
学
生
与
中
国
教
育
近
代
化
』
二
四
七
頁
。

（
80
）
兪
「
現
代
我
国
小
学
教
学
法
演
変
一
斑
」『
論
著
選
』
四
九
九
頁
。

（
8�
）『
近
代
西
方
教
育
理
論
在
中
国
的
伝
播
』
二
一
六
頁
。

（
8�
）
王
炳
照
・
閻
国
華
主
編
『
中
国
教
育
思
想
通
史
』（
第
六
巻
）（
湖
南
教
育
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
二
一
一
頁
。

（
8�
）
前
掲
『
中
国
教
育
思
想
史
』（
第
三
巻
）
二
〇
九
頁
。

（
84
）
前
掲
『
中
国
教
育
思
想
通
史
』（
第
六
巻
）
二
一
一
頁
。
ほ
ぼ
同
様
の
見
解
が
、
前
掲
『
中
国
教
育
史
』
二
六
八
頁
、『
近
代
西
方
教
育
理
論
在
中
国
的

伝
播
』
二
一
八
頁
、
に
見
ら
れ
る
。

（
85
）
兪
「
小
学
実
際
問
題―

分
数
的
初
歩
練
習
」『
教
育
雑
誌
』
第
三
〇
巻
第
一
号
、
一
九
四
〇
年
、『
論
著
選
』
二
九
二
頁
。
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（
86
）
兪
「
小
学
実
際
問
題―

綱
要
的
做
法
」『
教
育
雑
誌
』
第
三
〇
巻
第
七
号
、
一
九
四
〇
年
、『
論
著
選
』
三
二
〇
頁
。

（
87
）
同
前
、『
論
著
選
』
三
二
六
頁
。

（
88
）
兪
「
幾
個
訓
育
方
面
的
小
問
題
」『
論
著
選
』
四
一
一
頁
。

（
89
）
沈
子
善
「
設
計
教
学
法
之
真
詮
与
其
発
達
史
」『
教
育
雑
誌
』
第
一
四
巻
第
七
号
、
一
九
二
二
年
。

（
90
）
兪
「
小
学
校
長
与
教
学
指
導
」『
論
著
選
』
一
九
一
頁
。

（
9�
）
兪
「
小
学
実
施
道
爾
頓
制
的
批
評
」『
論
著
選
』
一
五
一
頁
。

（
9�
）
兪
「
設
計
教
学
法
」『
論
著
選
』
四
〇
頁
。

（
9�
）
兪
「
現
代
我
国
小
学
教
学
法
演
変
一
斑
」『
論
著
選
』
四
八
七
頁
。
一
方
、陶
行
知
は
、教
学
做
合
一
の
方
法
と
設
計
教
学
法
と
は
た
い
へ
ん
近
い
が
、往
々

に
し
て
「
做
（
な
す
）」
を
忘
れ
て
い
る
と
述
べ
、
設
計
教
学
法
は
「
做
」
の
要
素
に
欠
け
る
と
考
え
て
い
た
（『
近
代
西
方
教
育
理
論
在
中
国
的
伝
播
』

一
九
六
頁
）。

（
94
）『
留
学
生
与
中
国
教
育
近
代
化
』
二
五
四
～
二
五
五
頁
。

（
95
）『
兪
子
夷
教
育
思
想
研
究
』
九
六
頁
。
兪
子
夷
が
「
教
育
救
国
」
的
思
想
を
持
ち
続
け
た
こ
と
が
、
晩
年
の
一
九
五
七
年
、
反
右
派
闘
争
で
批
判
さ
れ
る

原
因
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
本
書
の
著
者
で
あ
る
董
遠
騫
は「
か
れ
の
教
育
救
国
思
想
の
如
き
は
、主
観
的
願
望
は
良
い
。
か
つ
か
れ
は
普
及
教
育
等
々

の
工
作
の
た
め
に
有
益
な
貢
献
を
し
た
。
し
か
し
革
命
を
経
る
こ
と
な
く
、
単
純
に
教
育
手
段
に
よ
っ
て
旧
中
国
を
改
造
し
よ
う
と
希
望
す
る
こ
と
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
実
際
と
違
う
幻
想
で
あ
り
、
旧
知
識
分
子
の
覚
悟
と
認
識
の
局
限
性
を
反
映
し
て
い
る
」（
同
書
、
二
〇
〇
頁
）
と
述
べ
、
戴
逸
の
「
序
言
」

を
忠
実
に
踏
襲
し
た
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
教
育
救
国
論
」
批
判
は
、
今
日
で
は
修
正
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
教
育
救
国
論
の
再
評

価
が
進
ん
で
い
く
可
能
性
が
あ
る
（
拙
稿
「
中
国
近
現
代
教
育
史
に
お
け
る
教
育
救
国
論
」『
歴
史
と
地
理
』
六
四
四
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）。

（
96
）
兪
は
ウ
ィ
ネ
ト
カ
・
プ
ラ
ン
に
も
関
心
を
示
し
、
研
究
を
進
め
た
（
兪
「
現
代
我
国
小
学
教
学
法
演
変
一
斑
」『
論
著
選
』
五
〇
〇
頁
）。


