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一 

人
間
を
教
育
す
る
た
め
に
媒
介
と
し
て
使
う
も
の
を
わ
れ
わ
れ
は
教
材
と
呼

ぶ
。
普
通
教
材
と
い
う
こ
と
ば
に
は
意
図
的
な
に
お
い
が
強
い
の
で
あ
る
が
、
意

図
的
に
使
用
さ
れ
な
く
て
も
、
実
は
人
間
が
形
成
さ
れ
る
過
程
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

媒
介
が
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に
考
え
る

と
す
べ
て
生
活
に
意
味
を
持
っ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
文
化
財
は
形
成
材
と
し
て
の

働
き
を
持
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
意
図
的
な
教
育
に
お
い
て

教
材
と
し
て
自
覚
的
に
用
い
る
も
の
は
そ
れ
ら
す
べ
て
の
文
化
財
で
は
な
い
。
多

く
の
形
成
材
の
中
の
あ
る
も
の
が
特
に
選
択
さ
れ
て
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
使
用
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
も
の
が
特
に
教
材
と
し
て
意
図
的

に
採
用
さ
れ
る
に
至
る
か
は
よ
り
広
い
社
会
的
地
盤
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

い
か
な
る
人
間
を
い
か
に
教
育
し
よ
う
と
す
る
か
と
い
う
社
会
的
な
教
育
の
意

義
に
基
礎
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
な
る
教

材
が
使
用
さ
れ
て
い
る
か
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
教
育
が
い
か
な
る
社
会

的
意
義
の
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
逆
に
教
育
の
社

会
的
意
義
か
ら
考
え
て
、
い
か
な
る
教
材
を
使
用
す
べ
き
か
を
反
省
す
る
こ
と
も

で
き
る
の
で
あ
る
。
一
定
の
社
会
は
そ
の
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
一
定
の
教
育
を
成

立
せ
し
め
る
。
そ
の
現
実
的
、
具
体
的
教
育
の
あ
り
方
が
い
か
な
る
教
材
を
使
用

す
る
か
を
決
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
教
材
は
、
社
会
の
持
つ
教
育
文
化
に

つ
い
て
の
理
想
の
徴
標
な
の
で
あ
る
。
さ
て
一
般
的
な
こ
と
は
と
も
か
く
、
こ
こ

で
は
社
会
科
の
教
材
に
つ
い
て
例
を
と
っ
て
、
そ
れ
ら
の
点
を
考
察
し
て
み
た
い
。 

現
在
社
会
科
の
教
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
中
心
的
な

も
の
と
し
て
は
教
科
書
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
読
物
方
式
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い

る
教
材
で
あ
る
。
し
か
し
近
来
は
教
材
の
拡
張
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
い
わ
ゆ

る
現
場
学
習
な
ど
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
ご
と
く
、
社

会
生
活
の
現
実
場
面
が
教
材
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
ま
た
い
わ
ゆ

る
視
聴
覚
教
材
も
し
だ
い
に
普
及
し
、
学
校
に
よ
っ
て
は
、
掛
図
・
幻
燈
・
映
画

な
ど
を
相
当
に
使
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
一
般
的
に
み
れ
ば
、
や
は

り
教
科
書
が
中
心
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ

う
で
は
あ
っ
て
も
し
だ
い
に
新
た
な
教
材
が
採
用
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
見
の

が
し
て
は
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
も
っ
と
細
か
く
み
れ
ば
、
中
心
的
な

教
材
と
し
て
の
教
科
書
も
そ
の
形
態
に
ま
た
多
少
変
貌
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
。
決
し

て
昔
の
ま
ま
の
形
の
教
科
書
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
内
容
の
み
で
な
く
、
そ
の
叙

述
の
形
式
な
り
、
全
般
的
な
姿
態
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
教
材
の
全
体

構
造
に
変
化
が
き
つ
つ
あ
る
こ
と
は
い
っ
た
い
何
を
物
語
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
問
題
を
考
察
す
る
た
め
に
教
材
の
構
造
が
過
去
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
変
化

し
た
か
を
み
て
み
る
こ
と
は
決
し
て
む
だ
で
は
あ
る
ま
い
。 

近
代
の
学
校
教
育
は
そ
の
教
育
内
容
を
構
成
す
る
の
に
教
科
と
い
う
組
織
を

持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
在
世
界
的
な
傾
向
と
な
っ
て
い
る
が
、
わ
が
国
で
こ
の

よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
明
治
維
新
以
後
で
あ
る
。
そ
し
て
教
科

ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
書
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
他
の
教
材
も
使
用
し
て
教
育

を
行
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
時
以
来
の
方
式
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
い
わ

ば
現
在
の
ご
と
く
教
科
書
教
材
が
教
材
群
の
中
心
的
位
置
に
す
わ
り
、
そ
れ
に
補

助
的
な
教
材
が
加
わ
っ
て
学
習
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
明
治
維
新
以
後
の
伝
統

に
基
く
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
現
代
わ
れ
わ
れ
の
持
っ
て
い
る

教
材
構
造
の
形
態
は
、
明
治
維
新
以
後
に
お
い
て
成
り
立
っ
た
、
教
科
に
よ
る
教
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育
内
容
の
編
成
方
式
と
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
近
代
学
校
の
源
流
は
江
戸
時
代
の
寺
子
屋
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
る
が
、
寺
子
屋
に
お
け
る
教
材
の
構
造
は
、
明
治
以
後
の

そ
れ
と
は
か
な
り
の
相
異
が
あ
る
の
で
あ
る
。
寺
子
屋
で
は
ひ
と
く
ち
に
よ
み
・

か
き
・
そ
ろ
ば
ん
が
教
え
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
ろ
ば
ん
は
と
も
か
く
、
よ

み
、
か
き
と
い
う
の
は
結
局
手
習
で
あ
っ
た
。
寺
子
屋
の
師
匠
は
手
習
師
匠
と
い

わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
文
字
を
書
く
こ
と
を
教
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
通
じ
て
、
内
容
を
読
む
こ
と
も
お
の
ず
か
ら
教
え
ら
れ
た
が
、

一
般
的
に
は
特
に
話
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
と
、
文
字
を
練
習
す
る
こ
と
と
が
分

化
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
寺
子
屋
で
使
用
さ
れ
た
お
も
な

教
科
書
は
手
習
本
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
手
習
本
の
内
容
と
し

て
社
会
生
活
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
も
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
地
理
・

歴
史
・
道
徳
な
ど
の
内
容
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
そ
う
い

う
も
の
が
分
化
し
た
教
科
書
が
使
用
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
寺
子
屋
の
教
材
構
造
は
、
い
わ
ば
手
習
、
文
字
習
得
の
た
め
の
教
材

構
造
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
や
は
り
寺
子
屋
教
育
が
当
時
の
社
会
に

果
し
て
い
た
役
割
を
反
映
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。 

寺
子
屋
の
教
科
書
と
し
て
使
用
さ
れ
た
多
く
の
往
来
物
、
商
売
往
来
・
百
姓
往

来
な
ど
を
み
る
と
、
そ
の
中
に
は
さ
し
絵
、
す
な
わ
ち
視
覚
材
料
が
相
当
に
提
出

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
も
の
に
も
か
な
り
散
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
寺
子
屋
の
教
育
は
け
っ
き
ょ
く
手
習
教
育

を
出
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
、
た
だ
文
字
だ
け
が
教
材
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
っ
て
、
よ
り
現
実
的
な
も
の
が
、
す
な
わ
ち
文
字
の
根
底
に
あ
る
も
の
が

さ
し
絵
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
寺
子
屋
の
教
育
を
生
み
出

し
た
当
時
の
町
人
の
生
活
が
現
実
的
な
も
の
の
上
に
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
が

お
の
ず
か
ら
教
育
に
対
し
て
、
た
と
え
き
わ
め
て
素
朴
で
は
あ
っ
て
も
そ
う
い
う

現
実
的
な
も
の
を
要
求
し
て
お
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。 

こ
の
こ
と
は
当
時
の
武
家
の
教
科
書
が
ま
っ
た
く
の
観
念
的
な
哲
学
書
で
あ
っ

た
こ
と
と
比
較
し
て
み
る
と
よ
く
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
武
家
の
教
材
は
観
念
、
あ

る
い
は
武
家
と
し
て
の
信
念
を
う
る
た
め
の
教
材
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う

い
う
も
の
は
初
歩
的
教
育
の
最
初
か
ら
概
念
を
与
え
、
こ
と
ば
に
よ
る
信
念
注
入
の

た
め
の
教
科
書
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
リ
ア
ル
な
も
の
は
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 

二 

明
治
に
な
っ
て
、
近
代
学
校
の
方
式
に
教
育
が
切
り
換
え
ら
れ
る
と
、
教
材
提

出
の
方
式
も
ま
た
漸
次
近
代
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
現
実
的

に
学
校
で
教
材
提
出
が
近
代
化
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
に
は
、
維
新
後
約
二
十
年
を

要
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
明
治
五
年
の
学
制
が
す

で
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
明
治
の
初
期
か
ら
は
っ
き
り
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。 

近
代
学
校
の
教
育
内
容
は
教
科
を
も
っ
て
編
成
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
す
で
に

明
治
の
初
め
か
ら
決
ま
っ
た
方
針
で
あ
っ
た
。
有
名
な
福
沢
諭
吉
の
『
学
問
ノ

ス
ヽ
メ
』
な
ど
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
か
ら
必
要
な
の
は
日
常
生
活
に

欠
く
べ
か
ら
ざ
る
実
学
で
あ
る
。
商
売
に
必
要
な
算
用
を
学
び
、
帳
合
の
法
を
身

に
つ
け
る
の
で
あ
り
、
世
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と
を
知
っ
て
自
己
の
身
を
立
て

る
よ
す
が
と
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
た
だ
文
字
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
、
学
問
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
町
人
が
「
ち

と
ば
か
り
、
に
じ
く
れ
ば
よ
し
、
も
は
や
十
才
、
口
さ
へ
あ
ら
ば
奉
公
に
出
よ
」

と
い
っ
た
考
え
方
を
持
っ
た
の
と
は
格
段
の
差
が
あ
る
。
江
戸
の
町
人
は
、
寺
子

屋
教
育
に
は
少
々
に
じ
く
る
こ
と
の
で
き
る
文
字
教
育
を
し
か
期
待
し
な
か
っ

た
の
で
あ
る
が
、
新
し
い
社
会
の
市
民
は
、
そ
れ
で
は
身
を
立
て
、
産
を
お
こ
す

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

こ
こ
か
ら
教
育
の
内
容
が
さ
ま
ざ
ま
に
分
化
し
て
く
る
。
生
活
の
諸
領
城
に
関

す
る
知
識
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
社
会
科
に
関
す
る
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こ
と
で
い
う
な
ら
ば
、
今
ま
で
は
た
だ
文
字
教
育
の
中
に
お
い
て
付
随
的
に
取
り

扱
わ
れ
て
い
た
道
徳
・
地
理
的
知
識
・
歴
史
的
知
識
、
社
会
経
済
の
知
識
等
が
、

そ
れ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
場
合
日
本
に
あ
っ
て
は
、
す
で
に
欧
米
の
先
進
諸
国
が
近
代
教
育
の
長
い

歴
史
を
持
ち
、
そ
れ
の
中
で
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
教
科
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
い

う
モ
デ
ル
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
形
を
一
応
取
り
入
れ
て
、
日

本
の
つ
く
り
上
げ
る
べ
き
理
想
の
姿
を
描
い
て
み
た
の
が
、
明
治
五
年
の
学
制
で

あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
明
治
五
年
は
、
ま
だ
現
実
の
学
校
は

寺
子
屋
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
教
師
も
も
と
よ
り
手
習
師
匠
で
あ
り
、

教
育
の
方
法
も
、
個
人
個
人
の
指
導
の
域
を
出
な
い
し
、
教
科
書
が
整
っ
て
い
た

わ
け
で
な
く
、
そ
の
他
、
教
材
教
具
も
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
が
実
際
に

形
を
整
え
る
に
は
、
そ
の
後
三
十
年
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
間
に
お
け
る
社
会
科
の
教
材
構
造
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ

う
か
。
ま
ず
読
物
と
し
て
混
然
一
体
と
い
う
よ
り
未
分
化
で
あ
っ
た
内
容
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
見
地
か
ら
修
身
教
材
・
地
理
教
材
・
歴
史
教
材
な
ど
と
し
て
独
立
し
て

編
成
し
て
ゆ
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
間
の
変
選
は
し
さ
い
に
み
れ
ば
な
か
な
か

お
も
し
ろ
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
今
は
ご
く
あ
ら
ま
し
を
述
べ
て
お
こ
う
。

い
っ
た
い
こ
の
よ
う
に
教
材
が
分
化
し
て
成
立
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
根
本
に
は

近
代
社
会
の
積
み
上
げ
た
学
問
的
知
識
を
与
え
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
か
ら
、

教
材
の
性
格
は
、
そ
う
い
う
知
識
を
体
系
的
に
述
べ
た
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち

近
代
的
知
識
を
盛
っ
た
教
科
書
が
最
も
重
要
な
教
材
と
考
え
ら
れ
る
に
至
る
の

で
あ
る
。
例
を
あ
げ
る
と
明
治
初
期
の
最
も
代
表
的
な
修
身
教
科
書
と
し
て
箕
作

麟
祥
の
訳
し
た
『
泰
西 

勧
善
訓
蒙
』
は
第
一
篇
が
道
徳
上
の
基
本
原
理
を
述
べ
た

も
の
で
倫
理
学
で
あ
る
。
第
二
、
第
三
篇
は
実
践
道
徳
論
で
あ
っ
て
、
全
体
と
し

て
倫
理
学
の
概
要
を
述
べ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
他
阿
部
泰
蔵
の

『
修
身
論
』
も
ま
た
体
系
的
な
倫
理
学
書
と
い
う
べ
き
も
の
、
福
沢
論
吉
の
『
童

蒙
教
草
』
は
、
多
少
寓
話
・
例
話
を
示
し
て
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
一
般
的
な
教
訓

が
体
系
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ま
ず
初
め

に
出
て
き
た
の
は
、
欧
米
の
近
代
の
学
問
的
知
識
を
、
そ
の
ま
ま
教
材
と
し
て
編

成
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

地
理
の
教
科
書
と
し
て
有
名
な
の
は
、
師
範
学
校
編
集
の
『
日
本
地
誌
略
』
四

巻
で
あ
る
。
こ
れ
は
非
常
に
広
く
用
い
ら
れ
た
が
「
我
日
本
国
ハ
、
亜
細
亜
洲
ノ

東
部
ニ
位
セ
ル
、
帝
国
ニ
シ
テ
、
中
央
ノ
大
地
ヲ
本
洲
ト
シ
、
云
々
」
と
い
う
書

き
出
し
で
総
論
が
始
ま
り
、
つ
い
で
五
畿
内
か
ら
東
海
、
東
山
と
い
う
よ
う
に
順

次
、
地
勢
・
都
邑
・
物
産
な
ど
を
述
べ
て
い
っ
て
い
る
。
構
え
方
は
だ
い
た
い
後

年
の
地
理
教
科
書
と
国
尽
と
の
混
合
と
な
っ
て
い
る
が
、
内
容
は
ご
く
簡
単
な
も

の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
に
伴
う
付
図
も
多
数
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
師
範
学

校
編
集
の
『
万
国
地
誌
略
』
は
、
や
は
り
小
学
校
用
の
世
界
地
理
教
科
書
で
あ
る

が
、
そ
の
構
成
は
日
本
地
理
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。 

ま
た
地
理
通
論
と
も
称
す
べ
き
教
科
書
と
し
て
『
地
理
初
歩
』
（
文
部
省
、
明

治
六
年
）
は
地
理
学
の
基
礎
概
念
に
つ
い
て
い
ち
い
ち
定
義
が
し
て
あ
り
、
こ
れ

を
暗
記
せ
し
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
小
学
教
師
必
携
』
に
「
こ

と
地
理
初
歩
ヲ
問
答
ス
ル
ハ
書
中
ノ
要
処
ヲ
暗
記
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
書
か

れ
て
あ
る
が
、
新
知
識
の
教
科
書
に
対
す
る
ふ
ん
い
気
が
よ
く
出
て
い
る
の
で
あ

る
。 歴

史
に
関
し
て
は
、
明
治
五
年
に
文
部
省
か
ら
『
史
略
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る

が
、
つ
い
で
師
範
学
校
編
の
『
日
本
略
史
』
お
よ
び
『
万
国
略
史
』
が
文
部
省
か

ら
明
治
八
年
刊
行
さ
れ
、
近
代
歴
史
教
科
書
の
先
駆
と
な
っ
て
い
る
。
歴
史
的
知

識
は
寺
子
屋
に
お
い
て
も
地
理
的
な
往
来
物
の
よ
う
に
重
視
さ
れ
て
は
い
な
か

っ
た
。
歴
史
と
い
え
ば
漢
文
の
も
の
で
あ
り
、
日
本
外
史
、
皇
朝
史
略
な
ど
と
い

っ
た
も
の
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
伝
統
と
は
異
な
っ
た
、
か
な
ま
じ
り

の
、
い
わ
ば
新
し
い
庶
民
の
歴
史
知
識
の
教
科
書
が
、
文
部
省
の
『
史
略
』
に
よ

っ
て
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
「
此
書
幼
童
を
し
て
暗
誦
せ
し
め
ん
こ
と
を
要
す
」

と
例
言
に
書
か
れ
て
あ
る
が
、
そ
う
い
う
意
図
で
簡
略
に
歴
代
天
皇
の
事
蹟
を
述
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べ
て
い
る
。
文
章
は
文
語
文
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
「
第
十
七
代
仁
徳
天
皇
と

申
す
応
神
天
皇
の
御
子
な
り
民
の
貧
し
き
を
知
て
三
年
租
税
を
免
ず
」
な
ど
と
な

っ
て
い
る
。 

要
す
る
に
歴
史
的
新
知
識
の
注
入
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 

三 

明
治
初
期
の
人
文
的
教
科
と
い
う
か
、
社
会
に
関
す
る
教
育
内
容
は
こ
の
よ
う

に
新
知
識
の
注
入
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
そ
し
て
、
そ
の
教
材

も
そ
う
い
う
ふ
ん
い
気
の
中
か
ら
生
れ
て
、
な
に
し
ろ
草
創
の
際
で
あ
る
か
ら
、

生
の
新
知
識
を
そ
の
ま
ま
翻
訳
し
た
り
ま
と
め
た
り
し
た
教
科
書
が
生
れ
た
わ

け
で
あ
る
。 

し
か
し
そ
れ
で
も
そ
れ
ら
を
現
在
の
も
の
と
比
較
す
る
と
、
大
き
な
わ
く
組
と

し
て
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
時
に
決
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
は
っ
き
り
し
た
方

向
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
近
代
的
な
教
材
構
造
は
ほ
と
ん
ど
明
治
初
期

に
大
方
針
が
決
定
し
、
そ
の
後
は
そ
の
方
針
に
従
っ
て
具
体
的
な
方
法
の
上
で
進

展
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。 

初
期
の
教
科
書
は
な
ん
と
い
っ
て
も
生
硬
で
あ
っ
て
、
児
童
生
徒
の
心
理
的
な

状
熊
を
考
慮
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
教
育
方
法
上
の
考
え
方
も
き
わ
め
て
素
朴
で

あ
っ
た
が
、
明
治
十
年
代
以
後
し
だ
い
に
そ
の
方
面
の
研
究
も
進
ん
で
、
い
わ
ゆ

る
小
学
教
則
綱
領
時
代
に
な
る
と
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
教
材
の
提
出
の
し
か
た
も

い
ろ
い
ろ
く
ふ
う
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
意
味
で
明
治
十
四
年
の
教
則
綱
領
は
大
き

な
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
を
と
っ
て
み
る
と
修
身
に
関
し
て
「
初
等

科
ニ
於
テ
ハ
主
ト
シ
テ
簡
易
ノ
格
言
事
実
ニ
就
キ
、
中
等
科
及
高
等
科
ニ
於
テ
ハ

主
ト
シ
テ
稍
高
尚
ノ
格
言
事
実
ニ
就
テ
、
児
童
ノ
徳
性
ヲ
涵
養
ス
ヘ
シ
又
兼
テ
作

法
ヲ
授
ケ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
定
め
ら
れ
た
が
、
こ
の
方
針
に
よ
っ
て
、
文
部
省

は
『
小
学
修
身
書
』
と
『
小
学
作
法
書
』
を
出
版
し
た
。
こ
れ
は
古
人
の
名
言
を

集
め
て
、
生
徒
に
暗
誦
せ
し
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
道
徳
に
関

す
る
こ
と
は
、
反
復
熟
読
し
て
心
に
銘
記
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
方
法
上
の

配
慮
に
基
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
当
時
西
村
茂
樹
が
文
部
省
編
集

局
長
で
あ
っ
た
が
、
教
科
書
に
は
、
か
れ
の
思
想
が
強
く
出
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

茂
樹
は
す
で
に
こ
れ
以
前
自
ら
『
小
学
修
身
訓
』
を
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
方
針

が
全
く
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
こ
ろ
徳
育
論
議
が
や
か
ま
し
く
な
っ
て
、

初
期
の
欧
米
一
辺
倒
か
ら
ふ
た
た
び
東
洋
風
の
仁
義
忠
孝
へ
復
帰
し
て
い
る
こ

と
も
、
内
容
上
の
一
つ
の
問
題
と
し
て
注
目
し
て
よ
い
。
こ
の
系
統
に
属
す
る
有

名
な
も
の
に
は
亀
谷
行
の
『
修
身
児
訓
』
が
あ
る
。 

教
則
綱
領
の
中
に
い
わ
れ
た
格
言
事
実
の
う
ち
事
実
を
中
心
に
し
た
教
科
書
も

出
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
木
戸
麟
の
『
修
身
説
約
』『
新
撰 

小
学
修
身
口
授
書
』
な

ど
が
あ
り
、
格
言
事
実
を
合
わ
せ
た
も
の
に
木
戸
麟
の
『
小
学
修
身
書
』
が
あ
る
。

こ
の
『
小
学
修
身
書
』
は
こ
ど
も
の
読
物
と
い
う
形
に
ま
で
進
歩
し
て
き
て
い
て
、

学
年
の
段
階
に
応
じ
て
易
よ
り
難
に
は
い
っ
て
い
る
。
徳
目
も
各
巻
に
繰
り
返
し
出

て
き
て
、
よ
う
や
く
教
育
的
配
慮
が
現
実
化
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
ほ
か
に
作
法
、
い
わ
ば
し
つ
け
に
関
す
る
教
科
書
が
出
て
い
る
。
先
に
述

べ
た
文
部
省
の
も
の
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
他
に
水
野
忠
雄
の
『
小
学
作

法
演
習
書
』
『
小
学
作
法
演
習
書
図
式
』
な
ど
が
有
名
で
あ
る
。
こ
れ
は
道
徳
教

育
の
内
容
に
つ
い
て
し
だ
い
に
分
化
が
現
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ

け
教
材
も
具
体
化
し
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
図
式
な
ど
が
出
て
き
て
い
る
の

は
特
に
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

地
理
教
材
と
し
て
は
、
教
則
綱
領
に
「
先
学
校
近
傍
ノ
地
形
即
生
徒
ノ
親
ク
目

撃
シ
得
ル
所
ノ
山
谷
河
海
ヨ
リ
説
キ
起
シ
漸
ク
地
球
ノ
有
様
ヲ
想
像
セ
シ
メ
次

ニ
日
本
及
世
界
地
理
ノ
総
論
、
云
々
」
と
以
下
外
国
地
理
、
地
文
の
大
要
な
ど
の

内
容
を
指
示
し
、
最
後
に
「
凡
地
理
フ
授
ク
ル
ニ
ハ
地
球
儀
及
地
図
等
ヲ
備
ヘ
ン

コ
ト
ヲ
要
ス
、
殊
ニ
地
文
ヲ
授
ク
ル
ニ
ハ
務
テ
実
地
ニ
就
キ
児
童
ノ
観
察
力
ヲ
養

成
ス
ベ
シ
」
と
、
か
な
り
は
っ
き
り
内
容
、
方
法
が
定
め
ら
れ
た
。
有
名
な
開
発

教
授
の
先
駆
者
若
林
虎
三
郎
の
著
わ
し
た
『
地
理
小
学
』
（
明
治
十
六
年
）
は
こ
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の
教
則
綱
領
の
方
針
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
。
こ
れ
は
従
来
の
国
尽
式
の
地
理
教

科
書
の
形
を
一
変
せ
し
め
た
も
の
で
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
第
一
章
は

総
論
で
、
地
理
学
の
基
礎
的
な
概
念
の
説
明
と
な
っ
て
お
り
、
第
二
章
は
日
本
地

理
で
あ
る
が
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
分
け
方
や
位
置
・
地
勢
・
気
候
・
産
業
の
述
べ
方
が
、

従
来
の
畿
内
八
道
式
か
ら
一
歩
抜
け
て
い
る
。 

 

ま
た
地
方
の
地
誌
が
数
多
く
出
版
さ
れ
た
の
は
、
や
は
り
教
則
綱
領
の
考
え
に

従
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
学
校
付
近
の
地
形
か
ら
始
め
る
こ
と
に
な
る
と
、
教
材

も
そ
の
範
囲
が
う
ん
と
広
が
っ
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
実
物
・
絵
画
等
が
、
本

格
的
な
教
材
と
し
て
位
置
づ
い
て
く
る
の
で
あ
る
。 

歴
史
に
つ
い
て
は
教
則
綱
領
は
「
日
本
歴
史
中
ニ
就
テ
建
国
ノ
体
制
、
神
武
天

皇
ノ
即
位
、
仁
徳
天
墓
ノ
勤
倹
、
延
喜
天
暦
ノ
政
績
、
源
平
ノ
盛
衰
、
南
北
朝
ノ

両
立
、
徳
川
氏
ノ
治
績
、
王
政
復
古
等
緊
要
ノ
事
実
其
他
古
今
人
物
ノ
賢
否
、
風

俗
ノ
変
更
等
ノ
大
要
ヲ
授
ク
ヘ
シ
。
凡
ソ
歴
史
ヲ
授
ク
ル
ニ
ハ
務
テ
生
徒
ヲ
シ
テ

沿
革
ノ
原
因
結
果
ヲ
了
解
セ
シ
メ
殊
ニ
尊
王
愛
国
ノ
志
気
を
養
成
セ
ン
コ
ト
ヲ

要
ス
」
と
い
う
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
後
長
く
続
い
た
歴
史

教
育
の
方
針
を
簡
明
に
言
表
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
方
針
に
従
っ
た
も
の

で
有
名
な
の
は
『
校
正 

日
本
小
史
』
で
五
つ
の
時
代
区
分
に
従
っ
て
、
政
治
や
文

化
の
事
件
を
中
心
と
し
た
近
代
的
な
歴
史
叙
述
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
天
皇
事

蹟
型
か
ら
一
歩
抜
け
て
い
る
。 

以
上
明
治
十
年
代
に
お
け
る
教
材
の
近
代
化
の
傾
向
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、

要
す
る
に
明
治
初
期
に
お
い
て
お
お
よ
そ
の
方
向
が
決
ま
っ
た
の
に
基
い
て
、
こ

れ
を
其
体
的
に
展
開
し
、
教
育
方
法
上
か
ら
の
種
々
の
配
慮
が
加
え
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 
 
 
 
 

四 

以
上
の
よ
う
に
し
て
教
材
提
出
の
具
体
的
方
針
は
固
ま
っ
て
き
た
。
以
後
は
む

し
ろ
細
部
に
わ
た
る
仕
上
げ
の
時
期
と
な
る
。
明
治
十
九
年
に
は
「
小
学
校
ノ
学

科
及
其
程
度
」
、
同
二
十
四
年
に
は
「
小
学
校
教
則
大
綱
」
が
公
布
さ
れ
し
だ
い

に
内
容
が
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
く
る
と
と
も
に
教
科
書
は
検
定
制
度
に
は
い
り
、

さ
ら
に
国
定
制
度
に
は
い
っ
て
く
る
。
国
定
に
な
っ
た
の
は
明
治
三
十
六
年
で
あ

る
が
、
こ
の
こ
ろ
ま
で
に
教
科
書
教
材
の
型
は
定
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。 

明
治
二
十
年
か
ら
三
十
年
へ
か
け
て
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
教
育
思
想
が
隆
盛
を

き
わ
め
た
時
代
で
あ
っ
た
が
、
教
科
書
も
ま
た
そ
う
い
う
教
育
思
潮
を
採
用
し
て
、

そ
の
充
実
を
は
か
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
修
身
の
教
科
書
が
、
人
物
主
義
に
よ
っ

て
編
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
そ
の
著
し
い
現
れ
で
あ
る
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
の

教
育
方
法
論
は
要
す
る
に
知
識
注
入
の
上
に
最
も
効
果
あ
る
方
法
を
当
時
の
心

理
学
に
基
い
て
考
察
し
た
も
の
と
い
え
る
が
、
教
材
提
出
を
心
理
学
的
基
礎
に
お

い
て
考
え
よ
う
と
し
た
の
が
、
こ
の
時
代
の
特
色
だ
と
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
教
材

は
し
だ
い
に
児
童
の
心
理
に
適
し
た
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
修
身
の
検
定
標
準
に
、

た
と
え
ば
生
徒
用
と
教
師
用
と
を
区
別
し
た
り
、
学
年
の
進
む
に
従
い
易
よ
り
難

に
つ
く
こ
と
、
文
章
を
児
童
の
読
書
力
に
相
応
せ
し
む
る
こ
と
な
ど
を
規
定
し
て

い
る
の
は
、
児
童
の
心
理
に
適
応
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。 

こ
う
し
て
教
科
書
は
国
定
の
時
代
に
は
い
っ
て
以
後
昭
和
二
十
年
こ
ろ
ま
で

が
こ
の
時
代
で
あ
る
が
、
教
科
書
を
中
心
と
し
た
教
育
が
確
立
し
教
科
書
を
中
心

と
し
て
他
の
教
材
も
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
位
置
づ
け
が
定
ま
っ
た
時
代
で
あ
る
。
い
わ

ゆ
る
教
科
書
教
育
と
い
わ
れ
る
教
育
が
そ
れ
な
り
に
完
成
し
た
時
代
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。 

教
科
書
教
育
と
い
っ
て
も
な
に
も
教
科
書
だ
け
に
て
教
育
を
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
な
く
、
教
科
書
を
教
え
る
こ
と
を
中
心
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
教
材
が
使

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
大
正
か
ら
昭
和
へ
か
け
て
は
、
教
科
書
の
周
辺

に
い
か
に
豊
富
に
補
助
的
な
教
材
を
お
く
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
時
代
と
も

い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
教
育
方
法
論
的
に
は
こ
の
時
代
は
新
教
育
と
し

て
郷
土
教
育
、
直
観
教
育
、
合
科
教
育
、
体
験
教
育
な
ど
と
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
思

潮
が
唱
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
教
材
構
造
上
か
ら
み
る
な
ら
、
い
ず
れ
も
教
科
書
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を
中
心
と
し
て
、
い
か
に
補
助
教
材
を
位
置
づ
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
教
科
書
教
育

を
効
果
あ
ら
し
む
る
か
と
い
う
努
力
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
当
時
は

教
科
書
教
育
と
い
う
よ
う
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
今

か
ら
み
れ
ば
そ
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。 

こ
の
時
代
の
新
教
育
は
児
童
か
ら
と
い
う
合
こ
と
ば
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て

い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
要
す
る
に
児
童
の
経
験
を
重
視
す
る
考
え
方
だ
と
い
え
る
。

そ
の
点
か
ら
教
科
書
以
外
の
教
材
と
し
て
経
験
的
な
も
の
が
一
般
に
重
視
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。
け
っ
き
ょ
く
は
教
科
書
教
育
の
ふ
ん
い
気
を
超
越
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
教
科
書
に
書
か
れ
た
観
念
的
な
知
識
を
注
人
す
る

こ
と
だ
け
の
考
え
方
を
な
ん
と
か
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。 

直
観
教
育
に
し
て
も
、
郷
土
教
育
、
あ
る
い
は
合
科
教
授
に
し
て
も
、
具
体
的

な
現
実
と
し
て
の
実
物
、
郷
土
の
事
物
な
ど
を
教
材
と
し
さ
ら
に
絵
画
・
写
真
・

模
型
な
ど
を
使
う
こ
と
が
強
調
せ
ら
れ
て
い
る
。
合
科
教
授
も
主
と
し
て
低
学
年

で
あ
っ
た
が
、
具
体
的
な
生
活
体
験
と
し
て
総
合
的
な
学
習
が
行
わ
れ
、
ま
ず
教

科
書
を
教
え
る
と
い
う
の
で
な
く
経
験
を
出
発
点
と
し
て
漸
次
教
科
書
に
は
い

る
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
当
時
全
国
の
各
学
校
に
郷
土
室
が
で
き
、
郷
土

の
産
物
や
資
料
が
集
め
ら
れ
た
り
郷
土
読
本
が
編
集
さ
れ
た
り
し
た
。
あ
る
い
は

ま
た
映
画
・
幻
燈
な
ど
の
教
具
が
利
用
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
児
童
に
豊
富
な

教
材
を
与
え
よ
う
と
ぃ
う
考
え
方
も
出
て
き
た
。
ま
た
学
習
活
動
と
し
て
、
郷
土

の
さ
ま
ざ
ま
な
史
蹟
・
現
場
な
ど
を
見
学
し
て
歩
く
こ
と
も
活
発
に
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
そ
の
点
で
も
教
材
の
範
囲
が
広
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
主
と
し
て
地
理
・
歴
史
の
教
材
に
関
係
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る

に
社
会
的
な
見
聞
を
広
げ
る
と
い
う
考
え
方
が
出
て
き
た
と
も
い
え
よ
う
が
、
こ

こ
に
教
科
書
教
材
を
超
越
す
る
も
の
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
だ
自
覚

の
段
階
に
い
か
な
い
け
れ
ど
も
、
社
会
的
な
知
識
理
解
に
関
す
る
教
育
が
、
単
に

地
理
・
歴
史
の
中
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
と
も
考
え

え
ら
れ
よ
う
。
道
徳
教
育
に
関
し
て
も
、
生
活
修
身
の
考
え
方
な
ど
が
出
て
き
た

り
、
あ
る
い
は
児
童
自
ら
に
創
造
さ
せ
る
道
徳
理
念
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
考
え

ら
れ
、
た
だ
格
言
・
善
行
の
暗
誦
で
な
く
、
児
童
の
日
常
生
活
の
反
省
を
通
じ
て

道
徳
を
自
覚
さ
せ
よ
う
と
い
う
よ
う
に
学
習
方
法
に
つ
い
て
の
主
張
も
出
た
。
こ

れ
は
や
は
り
あ
る
意
味
で
教
材
の
拡
充
で
あ
っ
て
、
児
童
の
日
常
生
活
経
験
を
教

材
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
理
解
を
深
め
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

し
か
し
こ
の
よ
う
に
教
材
が
拡
充
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
学
習
と
教
材
の
根
本
的

関
連
を
考
え
、
全
体
の
教
材
に
つ
い
て
新
し
い
位
置
づ
け
を
与
え
、
教
材
構
造
を

つ
く
り
か
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
地
盤
に
教
科

書
教
育
の
わ
く
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
日
本
の
教
育
の
持
つ
基
本
的

な
性
格
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
後
、
教
科
書
は
参
考
書
の
ご
と
く
使
う
よ
う
に

と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
ば
の
意
義
は
、
教
科
書
教
材
と
他
の
教

材
と
の
関
係
を
平
等
に
置
こ
う
と
す
る
考
え
方
の
現
れ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
ま
で
教

材
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
開
け
て
く
る
に
は
ま
だ
何
物
か
が
欠
け

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。 

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
現
在
の
課
題
を
持
っ
て
い
る
。
教
科
書
中
心
主
義
と
い
う
か
、

教
科
書
重
視
主
義
の
わ
く
か
ら
脱
け
出
し
た
今
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
材
を
一
応
平
等
に

取
り
扱
っ
て
、
さ
て
そ
の
上
で
、
具
体
的
に
こ
の
学
習
に
対
し
て
い
か
な
る
教
材
が

い
か
な
る
役
割
を
果
す
べ
き
か
、
現
場
は
い
か
な
る
役
割
を
果
す
べ
き
か
、
視
覚
材

料
は
い
か
に
役
だ
つ
か
、
教
科
書
は
何
を
貢
献
す
べ
き
か
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
今
わ
れ
わ
れ
の
使
っ
て
い
る
教
科
書
は
、
は
た
し
て
そ
う
い
う
検

討
を
経
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
教
科
書
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
教
材
が
そ
う
い
う
点
か
ら

教
材
の
全
体
構
造
の
中
に
位
置
づ
け
て
く
ふ
う
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
さ
ら
に
根
本
的
に
、
い
っ
た
い
教
材
が
こ
の
よ

う
に
拡
充
さ
れ
て
き
た
の
は
、
い
か
な
る
教
育
の
理
念
に
基
く
も
の
で
あ
る
か
。
現

在
わ
れ
わ
れ
の
持
っ
て
い
る
教
育
の
理
想
か
ら
、
具
体
的
な
教
材
問
題
、
教
科
書
問

題
を
検
討
し
て
く
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
現
在
の
ご
と
く
陳
腐
な
教
科

書
か
ら
脱
出
す
る
道
も
発
見
で
き
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 
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