
な
事
項
を
指
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
Ố

思
う
に
ỏ
国
の
教
育
行
政
機
関
が
法
律
の
授
権
に
基
づ
い
て
義
務
教
育
に
属
す
る
普
通

教
育
の
内
容
及
び
方
法
に
つ
い
て
遵
守
す
べ
き
基
準
を
設
定
す
る
場
合
に
は
ỏ
教
師
の
創

意
工
夫
の
尊
重
等
教
基
法
一
〇
条
に
関
し
て
さ
き
に
述
べ
た
と
こ
ろ
の
ほ
か
ỏ
後
述
す
る

教
育
に
関
す
る
地
方
自
治
の
原
則
を
も
考
慮
し
ỏ
右
教
育
に
お
け
る
機
会
均
等
の
確
保
と

全
国
的
な
一
定
の
水
準
の
維
持
と
い
う
目
的
の
た
め
に
必
要
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る

大
綱
的
な
そ
れ
に
と
ど
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
ỏ
右

の
大
綱
的
基
準
の
範
囲
に
関
す
る
原
判
決
の
見
解
は
ỏ
狭
き
に
失
し
ỏ
こ
れ
を
採
用
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
Ố
こ
れ
を
前
記
学
習
指
導
要
領
に
つ
い
て
い
え
ば
ỏ
文
部
大

臣
は
ỏ
学
校
教
育
法
三
八
条
ỏ
一
〇
六
条
に
よ
る
中
学
校
の
教
科
に
関
す
る
事
項
を
定
め

る
権
限
に
基
づ
き
ỏ
普
通
教
育
に
属
す
る
中
学
校
に
お
け
る
教
育
の
内
容
及
び
方
法
に
つ

き
ỏ
上
述
の
よ
う
な
教
育
の
機
会
均
等
の
確
保
等
の
目
的
の
た
め
に
必
要
か
つ
合
理
的
な

基
準
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
べ
き
と
こ
ろ
ỏ
本
件
当
時
の
中
学
校
学
習

指
導
要
領
の
内
容
を
通
覧
す
る
の
に
ỏ
お
お
む
ね
ỏ
中
学
校
に
お
い
て
地
域
差
ỏ
学
校
差

を
超
え
て
全
国
的
に
共
通
な
も
の
と
し
て
教
授
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
最
小
限
度
の
基
準

と
考
え
て
も
必
ず
し
も
不
合
理
と
は
い
え
な
い
事
項
が
ỏ
そ
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
り
ỏ
そ
の
中
に
は
ỏ
あ
る
程
度
細
目
に
わ
た
り
ỏ
か
つ
ỏ
詳
細
に
過
ぎ
ỏ

ま
た
ỏ
必
ず
し
も
法
的
拘
束
力
を
も
ỳ
て
地
方
公
共
団
体
を
制
約
し
ỏ
又
は
教
師
を
強
制

す
る
の
に
適
切
で
な
く
ỏ
ま
た
ỏ
は
た
し
て
そ
の
よ
う
に
制
約
し
ỏ
な
い
し
は
強
制
す
る

趣
旨
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
も
の
が
幾
分
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
も
ỏ
右
指
導
要
領

の
下
に
お
け
る
教
師
に
よ
る
創
造
的
か
つ
弾
力
的
な
教
育
の
余
地
や
ỏ
地
方
ご
と
の
特
殊

性
を
反
映
し
た
個
別
化
の
余
地
が
十
分
に
残
さ
れ
て
お
り
ỏ
全
体
と
し
て
は
な
お
全
国
的

な
大
綱
的
基
準
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
認
め
ら
れ
る
し
ỏ
ま
た
ỏ
そ
の
内
容
に
お

い
て
も
ỏ
教
師
に
対
し
一
方
的
な
一
定
の
理
論
な
い
し
は
観
念
を
生
徒
に
教
え
込
む
こ
と

を
強
制
す
る
よ
う
な
点
は
全
く
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
Ố
そ
れ
故
ỏ
上
記
指
導
要
領

は
ỏ
全
体
と
し
て
み
た
場
合
ỏ
教
育
政
策
上
の
当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
ỏ
少
な
く
と
も

法
的
見
地
か
ら
は
ỏ
上
記
目
的
の
た
め
に
必
要
か
つ
合
理
的
な
基
準
の
設
定
と
し
て
是
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
る
の
が
ỏ
相
当
で
あ
る
Ố

ớứ
判
例
時
報
Ừ
一
九
七
六
年
七
月
一
一
日
号
ớ
八
一
四
号
Ờ
四
一
Ỗ
四
四
ペ
ồ
ジ
Ờ

況
日
本
図
書
館
協
会
・
図
書
館
の
自
由
に
関
す
る
宣
言

一

九

五

四

採

択

ớ
一
九
七
九
・
五
・
三
〇
改
訂

Ờ

日
本
図
書
館
協
会
総
会
決
議

図
書
館
は
ỏ
基
本
的
人
権
の
ひ
と
つ
と
し
て
知
る
自
由
を
も
つ
国
民
に
ỏ
資
料
と
施
設

を
提
供
す
る
こ
と
を
ỏ
も
ỳ
と
も
重
要
な
任
務
と
す
る
Ố

こ
の
任
務
を
果
た
す
た
め
ỏ
図
書
館
は
次
の
こ
と
を
確
認
し
実
践
す
る
Ố

第
一

図
書
館
は
資
料
収
集
の
自
由
を
有
す
る
Ố

第
二

図
書
館
は
資
料
提
供
の
自
由
を
有
す
る
Ố

第
三

図
書
館
は
利
用
者
の
秘
密
を
守
る
Ố

第
四

図
書
館
は
す
べ
て
の
検
閲
に
反
対
す
る
Ố

図
書
館
の
自
由
が
侵
さ
れ
る
と
き
ỏ
わ
れ
わ
れ
は
団
結
し
て
ỏ
あ
く
ま
で
自
由
を
守
る
Ố

況
臨
教
審
・
教
育
改
革
に
関
す
る
第
四
次
答
申

ớ
総
括
的
最
終
答
申
Ờ

ớ
一
九
八
七
・
八
・
七

Ờ

臨
時
教
育
審
議
会

第
二
章

教
育
改
革
の
視
点

一

個
性
重
視
の
原
則

今
次
教
育
改
革
に
お
い
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
ỏ
こ
れ
ま
で
の
我
が
国
の
根
深
い
病
弊

で
あ
る
画
一
性
ỏ
硬
直
性
ỏ
閉
鎖
性
を
打
破
し
て
ỏ
個
人
の
尊
厳
ỏ
個
性
の
尊
重
ỏ
自

由
・
自
律
ỏ
自
己
責
任
の
原
則
ỏ
す
な
わ
ち
ủ
個
性
重
視
の
原
則
Ứ
を
確
立
す
る
こ
と
で

あ
る
Ố
こ
の
ủ
個
性
重
視
の
原
則
Ứ
に
照
ら
し
ỏ
教
育
の
内
容
ỏ
方
法
ỏ
制
度
ỏ
政
策
な

ど
教
育
の
全
分
野
に
つ
い
て
抜
本
的
に
見
直
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Ố
ớ
略
Ờ

二

生
涯
学
習
体
系
へ
の
移
行

我
が
国
が
今
後
ỏ
社
会
の
変
化
に
主
体
的
に
対
応
し
ỏ
活
力
あ
る
社
会
を
築
い
て
い
く

た
め
に
は
ỏ
学
歴
社
会
の
弊
害
を
是
正
す
る
と
と
も
に
ỏ
学
習
意
欲
の
新
た
な
高
ま
り
と

多
様
な
教
育
サ
ồ
ビ
ス
供
給
体
系
の
登
場
ỏ
科
学
技
術
の
進
展
な
ど
に
伴
う
新
た
な
学
習

407

日本図書館協会・図書館の自由に関する宣言／臨教審・教育改革に関する第四次答申



需
要
の
高
ま
り
に
こ
た
え
ỏ
学
校
中
心
の
考
え
方
を
改
め
ỏ
生
涯
学
習
体
系
へ
の
移
行
を

主
軸
と
す
る
教
育
体
系
の
総
合
的
再
編
成
を
図
ỳ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Ốớ
略
Ờ

三

変
化
へ
の
対
応

今
後
ỏ
我
が
国
が
創
造
的
で
活
力
あ
る
社
会
を
築
い
て
い
く
た
め
に
は
ỏ
教
育
は
時
代

や
社
会
の
絶
え
ざ
る
変
化
に
積
極
的
か
つ
柔
軟
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
Ố

な
か
で
も
ỏ
教
育
が
直
面
し
て
い
る
最
も
重
要
な
課
題
は
国
際
化
な
ら
び
に
情
報
化
へ
の

対
応
で
あ
る
Ố

⑴

国
際
社
会
へ
の
貢
献

こ
れ
か
ら
の
新
し
い
国
際
化
は
ỏ
こ
れ
ま
で
の
近
代
化
時
代
に
お
け
る
国
際
化
と
は

異
な
り
ỏ
全
人
類
的
か
つ
地
球
的
視
野
に
立
ỳ
て
ỏ
人
類
の
平
和
と
繁
栄
の
た
め
に
様

々
な
分
野
に
お
い
て
積
極
的
に
貢
献
し
ỏ
国
際
社
会
の
一
員
と
し
て
の
責
任
を
果
た
し

て
い
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Ốớ
略
Ờ

⑵

情
報
社
会
へ
の
対
応

二
一
世
紀
に
向
け
て
情
報
化
と
い
う
新
し
い
時
代
を
迎
え
つ
つ
あ
る
Ố
我
が
国
が
今

後
情
報
化
の
絶
え
ざ
る
進
展
に
柔
軟
に
対
応
し
ỏ
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
豊
か
な
社

会
を
築
い
て
い
く
た
め
に
は
ỏ
教
育
自
体
を
そ
れ
に
積
極
的
に
対
応
で
き
る
よ
う
改
革

を
図
ỳ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Ốớ
略
Ờ

第
四
章

文
教
行
政
ỏ
入
学
時
期
に
関
す
る
提
言

第
一
節

文
教
行
政

１

政
策
官
庁
と
し
て
の
機
能
の
強
化

文
部
省
は
ỏ
今
後
ỏ
政
策
官
庁
と
し
て
の
比
重
を
高
め
る
こ
と
を
行
政
の
基
本
に
据
え

な
が
ら
ỏ
併
せ
て
ỏ
時
代
の
進
展
に
積
極
的
に
対
応
し
ỏ
自
ら
を
外
に
開
き
発
想
の
柔
軟

性
を
育
ん
で
い
く
と
い
う
基
本
的
姿
勢
を
確
立
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Ốớ
略
Ờ

２

生
涯
学
習
体
系
へ
の
移
行
へ
の
積
極
的
対
応

⑴

生
涯
学
習
体
系
へ
の
移
行
に
積
極
的
に
対
応
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
ỏ
社
会
教
育
局

を
生
涯
学
習
を
専
ら
担
当
す
る
局
に
改
組
・
再
編
す
る
な
ど
文
部
省
の
組
織
体
制
の
整

備
を
図
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
Ố

⑵

こ
れ
か
ら
の
文
教
行
政
は
学
校
外
に
お
け
る
教
育
の
広
が
り
な
ど
新
し
い
時
代
の
状

況
に
積
極
的
に
対
応
で
き
る
よ
う
ỏ
社
会
教
育
に
関
連
す
る
法
令
も
含
め
総
合
的
に
見

直
し
ỏ
生
涯
学
習
振
興
の
見
地
か
ら
新
し
い
法
体
制
の
整
備
を
検
討
す
る
な
ど
の
必
要

が
あ
る
Ốớ
略
Ờ

３

許
認
可
行
政
と
指
導
助
言
の
見
直
し

⑴

文
部
省
の
許
認
可
等
の
数
は
ỏ
他
省
庁
と
比
較
し
て
少
な
い
状
況
に
は
あ
る
が
ỏ
ộ

ớ
中
略
Ờ
ộ
政
策
官
庁
へ
の
脱
皮
を
図
る
観
点
か
ら
も
ỏ
国
と
し
て
必
要
な
基
本
的
・

共
通
的
な
水
準
の
維
持
確
保
に
配
慮
し
つ
つ
ỏ
許
認
可
ỏ
各
種
基
準
等
の
整
理
合
理
化
ỏ

権
限
委
譲
な
ど
必
要
な
規
制
緩
和
を
さ
ら
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
Ốớ
略
Ờ

４

教
育
委
員
会
の
活
性
化

⑴

教
育
委
員
会
は
ỏ
教
育
に
お
け
る
地
方
自
治
の
精
神
に
基
づ
き
ỏ
当
該
地
域
の
教
育

行
政
全
般
に
関
し
て
最
も
重
い
責
任
を
直
接
に
負
う
と
こ
ろ
の
機
関
で
あ
る
Ố
し
た
が

ỳ
て
ỏ
教
育
委
員
会
制
度
の
本
来
の
目
的
と
精
神
に
立
ち
返
り
ỏ
こ
の
制
度
に
期
待
さ

れ
て
い
る
役
割
と
機
能
を
正
し
く
発
揮
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
Ố

こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
ỳ
て
ỏ
第
二
次
答
申
に
お
い
て
提
言
し
た
よ
う
に
ỏ
①
教
育

委
員
の
人
選
ỏ
研
修
ỏ
②
教
育
長
の
任
期
制
ỏ
専
任
制
ớ
市
町
村
Ờ
の
導
入
ỏ
③
苦
情

処
理
の
責
任
体
制
の
確
立
ỏ
④
適
格
性
を
欠
く
教
員
へ
の
対
応
ỏ
⑤
小
規
模
市
町
村
の

事
務
処
理
体
制
の
広
域
化
ỏ
⑥
知
事
部
局
等
と
の
連
携
な
ど
を
図
る
必
要
が
あ
る
Ố

⑶

指
導
助
言
は
各
省
庁
が
そ
の
所
管
事
項
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
ỏ

地
方
公
共
団
体
ま
た
は
事
業
者
な
ど
に
対
し
行
う
も
の
で
ỏ
文
部
省
だ
け
が
行
う
も
の

で
は
な
い
Ố
し
か
し
ỏ
文
教
行
政
に
お
い
て
従
来
の
指
導
助
言
が
本
来
の
機
能
以
上
に

指
揮
監
督
的
に
と
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ỏ
ま
た
ỏ
過
度
に
形
式
的
な
法
律
解
釈
論

や
通
達
に
依
拠
す
る
傾
向
が
あ
ỳ
た
こ
と
も
あ
り
ỏ
瑣
末
に
わ
た
り
し
か
も
強
制
的
影

響
が
強
い
感
は
免
れ
な
い
Ố
文
部
省
や
地
方
教
育
行
政
当
局
は
こ
の
点
を
反
省
す
る
必

要
が
あ
る
Ố
文
教
行
政
に
お
い
て
瑣
末
な
助
言
が
多
く
な
る
の
は
ỏ
一
面
に
お
い
て
ỏ

教
育
界
に
お
い
て
瑣
末
な
事
項
に
ま
で
行
政
の
見
解
を
求
め
て
く
る
こ
と
に
も
よ
る
も

の
で
あ
り
ỏ
関
係
者
の
自
戒
が
必
要
で
あ
る
Ố

第
二
節

入
学
時
期

１

秋
季
入
学
制
へ
の
移
行

現
行
の
四
月
入
学
制
は
ỏ
長
年
に
わ
た
り
ỏ
国
民
の
間
に
定
着
し
て
き
た
制
度
で
あ
る

が
ỏ
秋
季
入
学
制
は
ỏ
今
後
我
が
国
の
教
育
に
と
ỳ
て
ỏ
以
下
の
と
お
り
ỏ
大
き
な
意
義

が
認
め
ら
れ
る
Ố

こ
の
た
め
ỏ
今
後
の
社
会
全
体
の
変
化
を
踏
ま
え
ỏ
国
民
世
論
の
動
向
に
配
慮
し
つ
つ
ỏ

将
来
ỏ
我
が
国
の
学
校
教
育
を
秋
季
入
学
制
に
移
行
す
べ
く
ỏ
関
連
す
る
諸
条
件
の
整
備

に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
Ố

①

よ
り
合
理
的
な
学
年
暦
へ
の
移
行
と
学
校
運
営
上
の
利
点
の
視
点
ớ
略
Ờ

②

国
際
的
に
開
か
れ
た
教
育
シ
ス
テ
ム
の
視
点
ớ
略
Ờ

③

生
涯
学
習
体
系
へ
の
移
行
の
視
点
ớ
略
Ờ
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