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三
つ
の
「
総
合
性
』
簡
の
深
化
発
展
を

臼
井

嘉
一
・
福
島
大
学
教
綬

「
不
易
」
と
「
流
行
」
は
戦
後
教
育
史
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
．
こ
こ
で
は
教
育
実
践
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構

成
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
の
『
不
易
」
と
「
涜

行
」
に
つ
い
て
述
べ
て
見
る
。

そ
の
点
で
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
理
論
と
し
て
の

／
「
総
合
性
」
論
の
流
行
に
つ
い
て
述
べ
て
見
る

が
、
ま
ず
第
一
に
一
九
五
0
年
代
の
「
コ
ア
・

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
論
」
、
第
二
に
一
九
七
0
年
代

の
「
合
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
論
」
、
第
三
に
今
日

（二

0
0
0年
代
）
の
「
総
合
的
な
学
習
の
時

間
論
」
と
い
う
三
つ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る．
い
ず
れ
の
「
総
合
性
」
輪
も
、
個
々
の
教
科

の
系
統
性
や
科
学
性
重
視
の
観
点
と
い
う
よ

り
は
、
全
体
構
成
の
あ
り
方
や
現
代
社
会
や

子
ど
も
に
と
っ
て
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
教
育

的
な
あ
り
方
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
「
涜
行
」
の
意
味
を
正
し
く
と
ら
え
る

と
と
も
に
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
造
論
を
踏
ま

え
た
教
科
論
の
再
構
成
も
課
題
と
な
る
。

『
不
易
』
も
『
流
行
』
も
信
用
し
な
い

下
村

哲
夫
．
早
稲
岡
大
学
教
授

有
為
転
変
の
中
に
、
不
易
と
流
行
の
あ
る

」
と
は
誰
し
も
疑
わ
な
い
．
こ
の
昔
な
が
ら

の
篇
首
が
に
わ
か
に
教
育
界
の
脚
光
を
浴
び

た
の
は
、
先
年
の
臨
教
審
以
来
で
あ
る
．
そ
れ

か
ら
講
演
や
雑
誌
論
文
で
、
幾
度
こ
の
言
葉
・

を
耳
に
し
た
こ
と
か
．

「
不
易
に
泥
ま
ず
、
流
行
に
流
さ
れ
ず
」
は
、

確
か
に
賢
人
の
生
き
方
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
大

戦
を
経
験
し
た
私
は
、
「
鬼
畜
米
英
」
が
一
夜

に
し
て
「
占
領
軍
の
お
兄
さ
ん
」
に
変
わ
り
、

毎
朝
の
「
東
方
礼
拝
」
が
米
国
礼
賛
に
変
わ
っ

た
と
た
ん
に
、
世
の
中
に
「
不
易
」
な
も
の
な

ど
存
在
し
な
い
こ
と
を
知
っ
た
．

戦
後
五

O
余
年
、
教
育
界
に
も
様
々
な
流

行
が
通
り
過
ぎ
た
．

私
は
『
不
易
」
の
存
在
を
信
用
し
な
い
と
同

時
に
、
お
よ
そ
「
涜
行
」
な
る
も
の
を
も
信
用

し
な
い
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不
易
も
流
行
？

l
変
化
し
な
い
の
は
何
？

政
幸
．
静
岡
大
学
級
綬

馬
厨

変
化
す
る
も
の
が
疏
行
な
ら
、
不
易
は
そ

の
逆
の
は
ず
。
だ
が
、
簡
集
部
の
依
頼
は
、
戦

後
教
育
史
か
ら
「
不
易
と
涜
行
」
を
三
種
あ
げ

よ
．
こ
の
聞
い
の
前
提
は
、
不
易
に
も
流
行
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
．

こ
れ
は
皮
肉
で
は
な
い
。
い
か
な
る
理
念

も
歴
史
的
、
社
会
的
相
対
性
を
免
れ
な
い
。
ま

し
て
変
化
が
常
態
化
し
た
現
代
社
会
で
は
不

易
の
内
容
や
そ
の
具
体
化
の
方
法
自
体
が
変

化
、
す
な
わ
ち
流
行
と
な
る
こ
と
を
示
唆
す

る
問
い
と
と
ら
え
た
い
．

と
す
れ
ば
不
易
は
な
い
の
か
．
否
．
少
な
く

と
も
戦
後
教
育
と
い
う
時
空
で
の
変
化
す
る

流
行
の
パ
タ
ー
ン
（
構
造
）
は
不
易
に
近
い
．

そ
の
代
表
を
三
点
あ
げ
た
い
．

①
子
ど
も
主
体
問
教
師
主
導

②
活
動
・
体
験
中
心

m
知
識
教
授
優
先

＠
個
性
重
視
刊
基
礎
・
基
本
強
飼

も
う
一
つ
の
不
易
は
、
三
っ
と
も
前
者
か

ら
後
者
に
移
動
す
る
こ
と
．
そ
し
て
今
、
流
行

の
振
り
子
は
後
者
に
向
い
て
い
な
い
か
。

『
知
・
徳
・
体
』
の
ゆ
ら
ぎ

星
村

平
和
・
情
京
大
学
文
学
部
教
授

教
育
に
お
け
る
不
易
と
流
行
か
ら
連
想
さ

れ
る
言
葉
を
三
つ
挙
げ
る
と
す
る
と
、
知
・

徳
・
体
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
．
こ
の
三
つ

は
、
も
と
も
と
教
育
に
お
け
る
不
易
に
か
か

わ
る
語
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
態
は
、
戦

後
教
育
史
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
に
ゆ
れ
動
い

て
い
る
．
臨
教
審
が
、
そ
の
調
和
的
発
達
を
求

め
た
の
も
、
こ
の
こ
と
と
か
か
わ
ろ
う
．

知
に
つ
い
て
は
、
社
会
の
変
化
の
な
か
で
、

自
己
教
育
力
、
新
し
い
学
力
観
、
生
き
る
力
と

い
う
よ
う
に
そ
の
見
直
し
が
続
き
、
遂
に
は

こ
の
五
月
、
「
教
義
教
育
」
が
新
し
い
テ
l
マ

と
し
て
登
場
す
る
ゆ
れ
ぷ
り
で
あ
る
．

徳
の
場
合
は
、
常
に
論
争
の
対
象
で
あ
り
、

価
値
の
多
元
化
や
時
の
腺
題
と
の
か
か
わ
り

で
、
不
易
と
し
て
固
ま
り
難
い
状
況
に
あ
る
．

体
は
、
西
欧
に
お
け
る
必
修
教
科
化
が
帝

国
主
義
時
代
の
軍
事
目
的
に
あ
り
、
わ
が
国

も
そ
の
影
響
を
受
け
て
成
り
立
っ
て
い
る
だ

け
に
け
体
位
！
体
力
論
、
武
道
の
あ
り
方
、
ス

ポ
ー
ツ
振
興
等
、
論
争
が
絶
え
な
い
．

8 

目
標
と
方
法
で
と
ら
え
よ
う

抑
谷

文
部
省
初
中
局

由

夫

．

小
学
校
際
教
科
聞
査
官

教
育
に
お
け
る
不
易
と
続
行
は
、
目
掠
と
方

法
の
関
係
で
考
え
て
み
る
と
分
か
り
よ
い
。
目

標
は
不
易
の
部
分
、
方
法
は
流
行
の
部
分
で
あ

る
．
方
法
は
常
に
目
標
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
疏
行
は
不
易
が
基
盤
に
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
琉
行
の
な
か

に
不
易
な
も
の
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
．

戦
後
教
育
の
目
標
で
あ
る
、
子
ど
も
た
ち
の

人
格
形
成
は
、
最
も
基
本
と
す
べ
き
不
易
の
部

分
で
あ
る
．
そ
し
て
ま
た
、
人
格
の
基
盤
に
道

徳
性
が
あ
る
こ
と
も
不
易
で
あ
る
．
そ
の
こ
と

を
ど
の
よ
う
に
追
い
求
め
て
い
く
か
。
こ
こ
に
・

流
行
が
入
り
込
む
．

戦
後
の
教
育
の
大
き
な
論
争
点
は
‘
道
徳
教

育
を
ど
う
す
る
か
で
あ
っ
た
。
学
校
教
育
の
全

面
で
行
う
の
か
、
さ
ら
に
特
設
の
時
間
を
股
け

て
行
う
の
か
．
流
行
の
部
分
で
様
々
な
拾
が
展

開
さ
れ
た
．
そ
し
て
、
流
行
の
中
に
見
い
だ
せ

る
不
易
が
検
肘
さ
れ
、
全
面
で
行
う
こ
と
を
前

提
と
し
、
そ
れ
ら
を
補
売
深
償
統
合
す
る

道
鶴
の
時
聞
が
特
設
さ
れ
た
．
今
度
は
こ
れ
を

不
易
と
し
て
疏
行
が
提
案
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

の
に
－
こ
の
胡
諮
に
時
聞
が
か
か
り
す
ぎ
た
そ

れ
が
今
日
の
教
育
の
混
乱
を
も
た
ら
し
て
い
る

よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
．

児
宣
中
心
主
義
の
落
と
し
穴

牧

昌
見
．
堅
一
穂
大
学
教
授

戦
後
教
育
史
を
特
徴
づ
け
る
不
易
な
も
の

は
、
一
口
で
い
え
ば
児
童
中
心
主
義
で
あ
る

と
い
え
る
。
子
ど
も
の
興
味
・
関
心
、
個
性
・

適
性
の
重
視
は
教
育
の
原
理
で
あ
る
．
第
二

次
大
戦
前
へ
の
反
省
を
ふ
ま
え
、
戦
後
教
育

改
革
を
特
徴
づ
け
た
児
童
中
心
主
義
が
、
一

部
の
実
践
を
除
い
て
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
終

わ
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
に
す
る
．

も
っ
と
も
用
語
よ
り
も
内
実
が
問
題
で
あ

る
。
「
生
き
る
力
」
に
し
て
も
同
じ
で
あ
る
が
、

そ
の
際
、
教
師
や
学
校
の
役
割
が
同
時
進
行

で
輪
織
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
反
省
す
べ

き
点
が
あ
る
。
一
部
に
児
童
中
心
主
義
の
故

に
子
ど
も
委
せ
‘
放
任
主
義
の
風
潮
を
正
当

化
し
た
と
の
観
測
が
あ
る
．
戦
後
教
育
の
反

省
と
し
て
や
り
玉
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
こ
の

た
め
で
あ
ろ
う
．
基
礎
・
基
本
の
徹
底
と
の
対

立
概
念
と
と
ら
え
る
傾
向
が
あ
る
の
も
児
童

中
心
主
義
の
誤
解
に
一
因
が
あ
る
．
親
も
社

会
も
落
と
し
穴
に
は
ま
っ
た
。
残
念
だ
、
で
詰

ま
さ
れ
な
い
問
題
で
あ
る
．
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