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今
日
の
国
語
教
育
の
問
題
点
を
指
摘
せ
よ
と
い
う
課
題
を
、
教
育
関
係

者
に
投
げ
か
け
た
と
き
、
多
く
は
「
文
学
」
の
不
振
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る

「
文
学
教
育
の
不
毛
」
と
い
う
答
え
を
返
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
じ
っ
さ

い
、
府
川
源
一
郎
の
次
の
よ
う
な
指
摘
に
共
感
す
る
人
は
多
い
と
思
う
。

こ
こ
で
（
筆
者
注
・
中
教
審
）
「
生
き
る
力
」
が
、
強
調
さ
れ
る
の
は
、

こ
れ
か
ら
の
社
会
が
「
変
化
の
激
し
い
、
先
行
き
不
透
明
な
、
厳
し
い

時
代
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
…
…

社
会
全
体
を
覆
う
漠
然
と
し
た
不
安
感
に
立
ち
向
か
う
に
は
、
子
ど

も
た
ち
自
身
に
な
ん
と
し
て
で
も
生
き
抜
こ
う
と
い
う
情
熱
を
持
た
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
中
央
教
育
審
議
会
の
委
員
た
ち
の

強
い
危
機
感
が
、
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
「
生
き
る
力
」
を
選
ば
せ
た
の

、こt
 し

か
し
一
方
、
中
教
審
の
「
生
き
る
力
」
に
は
「
他
人
を
思
い
や
る

心
や
感
動
す
る
心
な
ど
、
豊
か
な
人
間
性
」
と
い
う
文
言
も
見
え
る
。

こ
ち
ら
に
力
点
を
か
け
れ
ば
、
生
存
競
争
の
要
求
ば
か
り
で
な
く
、
そ

も
そ
も
人
間
と
は
何
か
、
社
会
や
歴
史
の
中
で
の
存
在
と
し
て
の
自
己

は
じ
め
に

「
文
学
」

の
探
求
な
ど
と
い
う
問
題
も
視
野
に
入
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
芸
術
や

文
化
を
、
教
育
の
中
で
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る

の
で
あ
る
。
…
そ
う
考
え
な
け
れ
ば
、
「
文
学
」
は
、
中
教
審
の
「
生
き

る
力
」
と
、
接
点
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
「
サ
バ
イ
バ
ル
」
は
「
教
育
」

に
は
な
じ
ま
な
い
。

一
方
「
文
学
」
の
現
状
は
ど
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
も
あ
ま
り

明
る
い
話
題
は
な
い
。
文
芸
雑
誌
の
低
調
ぶ
り
は
、
も
う
か
な
り
以
前

か
ら
語
ら
れ
続
け
て
い
る
し
、
文
芸
書
の
売
り
上
げ
も
、
も
う
―
つ
の

よ
う
だ
。
…
…
学
校
の
中
の
「
文
学
」
は
も
っ
と
悲
惨
で
あ
る
。
「
文
学

教
材
L

は
、
一
義
的
な
解
答
を
探
求
す
る
た
め
の
材
料
か
、
暇
つ
ぶ
し

の
お
し
ゃ
べ
り
の
素
材
に
な
り
果
て
て
、
文
学
の
授
業
に
対
す
る
生
徒

の
人
気
は
す
こ
ぶ
る
悪
い
。
教
師
の
方
も
そ
れ
を
扱
い
か
ね
て
い
る
o
l

こ
う
し
た
「
文
学
」
を
と
り
ま
く
厳
し
い
現
状
は
、
教
育
の
場
に
だ
け
の

問
題
で
は
な
い
。
「
文
学
」
を
創
作
す
る
作
家
の
側
に
も
危
機
感
を
も
た
ら

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
書
家
で
あ
り
仏
教
者
で
あ
る
「
相
田

み
つ
を
」
を
と
り
ま
く
社
会
現
象
に
つ
い
て
、
作
家
小
田
嶋
隆
は
以
下
の

よ
う
に
指
摘
す
る
。

こ
れ
（
相
田
み
つ
を
の
著
作
）
が
と
に
か
く
売
れ
て
い
る
の
だ
。
『
に

を
理
解
さ
せ
る

|
—
西
尾
実
の
文
学
教
育
論
と
「
比
べ
読
み
」
を
応
用
し
て

「
国
語
教
育
」

と
は

石

塚

修
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ん
げ
ん
だ
も
の
』
の
百
四
十
八
万
部
を
筆
頭
に
、
四
百
万
と
も
五
百
万

と
も
言
わ
れ
る
読
者
に
感
動
の
嵐
を
巻
き
起
こ
し
て
い
る
ら
し
い
。
…
…

こ
の
人
の
放
つ
異
様
な
ば
か
り
に
単
純
な
言
葉
と
、
不
当
な
ま
で
に
拙

い
文
字
は
、
時
に
、
わ
れ
わ
れ
忙
し
い
現
代
人
の
意
表
を
突
く
。
…
…

そ
の
ま
ん
ま
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
内
省
に
ひ
き
ず
り
こ
ま
れ
、
ど
う
か

す
る
と
人
生
観
ま
で
変
更
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

私
は
、
文
章
に
凝
る
た
ち
だ
。
…
し
か
も
、
そ
う
や
っ
て
苦
心
惨
憔

の
末
に
書
き
上
げ
ら
れ
る
私
の
彫
心
鍍
骨
の
箱
根
細
工
の
如
き
原
稿
は
、

往
々
に
し
て
形
容
過
剰
の
下
品
に
陥
る
ば
か
り
で
一
向
に
人
を
感
動
さ

せ
な
い
の
だ
。
…
…
ベ
タ
な
上
に
も
ベ
タ
な
、
ま
る
っ
き
り
ポ
ル
ノ
グ

ラ
フ
ィ
ー
か
田
舎
色
紙
の
レ
ベ
ル
に
降
り
て
い
か
な
い
と
、
世
間
の
人
々

に
は
読
ん
で
も
ら
え
な
い
の
か
？
2

作
家
に
こ
こ
ま
で
言
わ
せ
る
「
相
田
み
つ
を
現
象
」
と
先
の
府
川
の
指

摘
に
も
あ
る
文
学
教
育
の
衰
萎
と
は
あ
な
が
ち
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
社
会
全
体
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
生
徒
た
ち
も
、
「
文
学
」
に

向
か
っ
て
こ
よ
う
と
し
な
い
原
因
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
た
ん

に
極
端
な
ま
で
に
高
度
化
さ
れ
た
情
報
化
社
会
の
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
に

も
た
ら
さ
れ
る
全
情
報
量
に
お
け
る
「
文
学
」
の
占
め
る
割
合
が
相
対
的

に
減
少
し
て
い
る
か
ら
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
社
会
全

体
の
「
言
語
文
化
」
と
し
て
の
「
文
学
」
と
人
間
と
の
関
わ
り
が
、
こ
れ

ま
で
と
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

で
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
文
学
」
と
人
間
と
の
関
わ
り
方
と
は
ど
の
よ
う

で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
全
容
を
、
今
、
こ
こ
で
全
て
紹
介
す
る
こ
と
は
難

し
い
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
現
在
「
国
語
教
育
」
に
関
わ
る
教
師
の
側
が
、

ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
生
徒
た
ち
に
「
文
学
」
を
提
供
し
て
い
る
の

か
、
そ
の
こ
と
の
一
端
は
紹
介
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
、
益
田
勝
美
の
次

の
よ
う
な
指
摘
に
、
多
く
の
教
師
は
賛
意
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

文
学
教
育
は
従
前
の
情
操
教
育
や
な
に
か
を
本
筋
と
見
な
い
で
、
文

学
作
品
の
創
造
を
、
ど
こ
ま
で
も
感
情
も
理
性
も
知
性
も
更
に
意
志
も

含
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
行
為
と
見
、
そ
の
線
に
沿
っ
て
行
か
ね
ば

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
第
一
に
文
学
が
遊
び
で
な
い
こ
と
、
人
間
の

現
実
と
の
真
剣
な
対
決
に
外
な
ら
ず
、
そ
し
て
個
人
の
創
作
行
為
も
単

な
る
個
人
の
行
為
で
な
い
こ
と
、
従
っ
て
文
学
と
は
文
学
の
み
の
こ
と

で
は
な
い
こ
と
が
明
白
に
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
生
徒
達
が
文
学
か

ら
生
き
方
を
学
び
と
り
、
豊
か
な
心
的
生
活
の
素
材
を
摂
取
す
る
と
同

時
に
、
生
徒
達
が
文
学
を
武
器
と
し
て
現
実
と
の
対
決
に
た
ち
向
う
よ

う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
ど
こ
ま
で
も
歴
史
的
な
現
実
と

し
て
の
生
が
（
古
典
で
あ
れ
現
代
文
学
で
あ
れ
）
ふ
ま
え
ら
れ
た
上
で
、

理
解
も
鑑
賞
も
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
て
、
よ
り
ど
こ
ろ
の
第

一
は
現
実
そ
の
も
の
と
考
え
ま
す
。
従
っ
て
文
学
の
問
題
と
し
て
の
み

あ
つ
か
う
こ
と
な
く
、
人
間
の
問
題
と
し
て
あ
つ
か
い
、
文
学
と
生
活

を
分
離
し
す
ぎ
な
い
点
に
留
意
し
た
い
と
思
い
ま
す
°
3

こ
の
益
田
の
「
文
学
」
を
「
生
活
」
と
「
分
離
し
す
ぎ
な
い
」
よ
う
に

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
戦
後
の
文
学
教
育
の
中
心
を
な
す
考
え

の
―
つ
で
あ
る
。
「
人
生
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
を
「
文
学
」

が
担
い
、
生
徒
た
ち
に
与
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
益
田
の
指
摘
は
、
先
の

府
川
の
指
摘
に
あ
っ
た
「
そ
も
そ
も
人
間
と
は
何
か
」
を
問
わ
な
く
て
は
、

「
文
学
」
と
「
教
育
」
の
接
点
が
見
い
だ
せ
な
い
と
い
う
今
日
的
指
摘
と

も
共
通
す
る
。
こ
の
益
田
の
主
張
を
支
え
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
部
分
は
別

と
し
て
、
学
校
「
教
育
」
に
「
文
学
」
が
今
日
ま
で
厳
然
と
し
て
教
育
の
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一
部
と
し
て
取
り
込
ま
れ
続
け
て
い
る
理
由
と
し
て
、
こ
う
し
た
考
え
を

教
師
た
ち
が
持
ち
続
け
て
き
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い
。
現
在
で
も
、
教

育
の
場
に
あ
っ
て
、
も
し
、
生
徒
た
ち
か
ら
「
な
ぜ
国
語
の
な
か
に
文
学

が
あ
る
の
で
す
か
」
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
に
た

い
す
る
教
師
の
側
の
回
答
と
し
て
、
こ
の
益
田
の
主
張
は
、
け
っ
し
て
当

を
得
て
い
な
い
答
え
と
し
て
葬
り
去
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
「
文
学
」
は
教
育
の
な
か
の
存
在
と
し
て
生
き
続
け
る
た
め
に
、

個
人
的
な
「
遊
び
ご
と
」
で
は
な
い
も
の
と
し
て
教
室
に
居
続
け
さ
せ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
の
益
田
の
論
調
を
も
っ
て
第
二
次
世

界
大
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
「
文
学
教
育
」
の
思
潮
の
代
表
で
あ
る
か
の

よ
う
に
し
て
し
ま
う
の
は
、
異
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
こ

の
間
「
文
学
教
育
」
に
関
す
る
見
解
は
、
古
典
・
現
代
文
を
問
わ
ず
、
国

語
教
育
者
・
国
語
学
者
・
国
文
学
者
た
ち
の
間
で
交
わ
さ
れ
続
け
て
き
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
ひ
と
つ
言
え
る
こ
と
は
、
「
人
生
い
か
に
生
き
る

べ
き
か
L

の
指
針
を
「
文
学
」
の
な
か
に
見
い
だ
さ
せ
よ
う
と
「
教
育
」

の
姿
勢
に
は
変
化
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

益
田
や
府
川
の
主
張
を
比
較
し
て
も
推
察
で
き
よ
う
。
4

い
っ
ぼ
う
、
昭
和
六
十
年
代
に
な
っ
て
、
「
個
性
化
」
が
学
校
教
育
で
盛

ん
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
う
し
た
こ
れ
ま
で
の
「
文
学
」
観
を
離

れ
て
、
「
自
由
な
読
み
」
を
保
証
し
よ
う
と
い
う
気
運
が
教
育
の
場
で
高
ま

っ
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
従
来
の
「
文
学
」
は
「
旧
学
力
観
」
に
荷
担
す

る
も
の
と
さ
れ
「
文
学
L

に
お
け
る
「
こ
と
ば
遊
び
」
的
な
部
分
が
強
調

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
文
学
」
を
個
人
的
な
「
遊
び
ご
と
」
と

し
て
と
ら
え
、
創
作
者
で
あ
る
作
家
個
人
と
生
徒
個
人
と
の
「
個
人
」
の

次
元
で
の
理
解
を
中
心
に
置
い
た
受
容
論
的
視
点
か
ら
の
「
文
学
教
育
」

が
、
こ
の
十
年
来
盛
ん
に
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
教
育
の
場
の
実
態
に
つ
い
て
都
立
八
王
子
東
高
校
の
小
林
洋
教

諭
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

た
だ
、
「
自
由
な
読
み
」
と
い
う
言
い
方
は
、
一
九
七

0
年
代
後
半
ぐ

ら
い
に
、
イ
ー
ザ
ー
と
バ
ル
ト
と
か
を
基
盤
に
し
て
出
現
し
た
国
語
教

育
の
―
つ
の
タ
ー
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
問
題
な
の
は
、
「
自

由
な
読
み
」
と
い
う
考
え
方
、
ま
た
、
そ
う
い
っ
た
認
識
に
基
づ
く
読

者
論
な
ど
は
イ
ー
ザ
ー
や
バ
ル
ト
の
、
あ
る
意
味
で
言
う
と
―
つ
の
誤

っ
た
理
解
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
単
に
「
自
由
な
読
み
」
が
あ

る
と
い
う
か
た
ち
で
誤
解
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
止
ま
っ
て
い
る
。

私
は
そ
う
い
う
立
場
か
ら
考
え
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
「
自
由
な
読

み
」
と
か
、
文
学
を
生
徒
の
感
性
を
作
る
も
の
と
し
て
読
ん
で
い
く
と

か
、
生
徒
一
人
ひ
と
り
で
読
ん
で
い
く
と
か
、
と
い
う
よ
う
な
読
み
方

と
い
う
の
は
放
埓
な
読
み
と
か
勝
手
な
読
み
と
ほ
と
ん
ど
誤
解
さ
れ
て

し
ま
う
わ
け
で
す
o
5

こ
の
小
林
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
「
自
由
な
読
み
」
の
誤
解
が
教
室

に
お
い
て
見
ら
れ
る
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
教
師
の
側
の
誤
解
も
あ
ろ
う

が
、
生
徒
の
側
の
「
自
由
」
へ
の
誤
解
も
あ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
誤
解
さ
れ

た
「
自
由
な
読
み
L

に
よ
る
混
乱
は
多
く
の
教
室
で
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
極
端
に
「
遊
び
」
の
要
素
が
強
調
さ
れ
た
と
き
、
「
文
学
」

は
「
教
育
」
の
場
で
あ
る
教
室
か
ら
の
決
別
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
の
教
室
を
離
れ
た
読
書
に
お
け
る
村
上
春
樹
・
吉

本
ば
な
な
・
赤
川
次
郎
と
い
っ
た
現
代
作
家
へ
の
圧
倒
的
な
支
持
が
、
今

や
ゆ
る
ぎ
な
い
現
実
と
し
て
あ
る
こ
と
と
比
べ
て
も
、
教
科
書
の
「
教
材
」

と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
「
文
学
」
が
、
い
か
に
生
徒
た
ち
の
日
常
的
な

- 89 -



読
書
生
活
と
離
れ
た
存
在
で
あ
る
か
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
「
文
学
教

育
」
の
学
習
材
と
し
て
の
「
文
学
」
を
生
徒
た
ち
の
日
常
的
な
「
文
学
」

に
す
れ
ば
教
室
が
活
性
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し

た
教
室
に
お
け
る
「
文
学
」
の
か
か
え
た
問
題
の
解
消
を
意
識
し
て
の
こ

と
か
ど
う
か
、
浜
本
純
逸
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

文
学
は
、
こ
と
ば
に
よ
る
遊
び
で
あ
り
、
こ
と
ば
の
芸
術
で
あ
る
。

遊
び
と
は
、
現
実
離
脱
の
行
為
で
あ
り
、
一
歩
離
れ
て
余
裕
を
も
っ
て

現
実
と
対
応
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
原
初
的
な
形
態
は
、
言
い
ま

わ
し
の
工
夫
に
見
ら
れ
る
。
言
い
ま
わ
し
の
を
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
り
、

心
と
心
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
ま
ろ
や
か
に
な
る
。
わ
が
国
の
庶

民
は
、
そ
の
こ
と
ば
の
豊
か
さ
を
楽
し
ん
で
き
た
。

文
学
は
、
人
間
の
生
活
に
と
っ
て
、
常
識
よ
り
も
一
歩
先
ん
じ
て
未

来
を
照
ら
す
パ
イ
ロ
ッ
ト
ラ
ン
プ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
未
来
の
生
活
を
明
る
み
に
出
し
、
人
び
と
に
明
日
の
生
き
方
に
つ
い

て
問
い
か
け
る
。
人
は
何
か
を
求
め
て
生
き
、
何
か
を
実
現
し
よ
う
と

し
て
生
き
て
い
る
。
現
実
を
超
え
る
何
か
を
求
め
る
と
こ
ろ
に
明
日
へ

の
生
活
意
欲
が
湧
き
上
が
る
o
6

浜
本
は
、
「
文
学
L

を
「
遊
び
」
と
し
て
捉
え
つ
つ
も
、
「
生
活
・
人
生
」

と
の
接
点
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
「
教
育
」
の
な
か
に
存
在
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
解
決
策
は
「
対
話
」
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
っ
た
用

語
に
よ
る
文
学
教
育
の
模
索
と
も
通
じ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
「
文
学
」
が

生
活
と
さ
ほ
ど
隔
絶
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
は
、
「
文
学
」
を
自
分
の
な

か
に
「
読
み
」
取
り
込
ん
で
い
く
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
苦
痛
を
伴
わ
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
「
文
学
」
の
存
在
そ
の
も
の
が
現
代
の
生
活
感
か
ら
離

こ
こ
ま
で
の
整
理
の
な
か
で
、
お
よ
そ
「
文
学
教
育
」
の
お
か
れ
て
い

る
現
在
の
現
状
は
確
認
で
き
た
と
思
う
。
で
は
、
そ
う
し
た
閉
塞
し
た
状

況
を
ど
う
す
れ
ば
脱
却
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
次
の
問
題
と
な
っ

て
こ
よ
う
。
た
と
え
ば
、
先
の
府
川
の
指
摘
で
は
、

「
自
ら
問
い
を
生
み
出
す
力
」
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
「
文
学
」
に
で
き

る
こ
と
だ
ろ
う
。

と
、
「
文
学
教
育
」
へ
の
今
後
の
指
針
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
西
尾
実

2
 

れ
て
し
ま
い
、
そ
の
た
め
「
人
生
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
の
問
い
か
け

も
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
に
「
相
田
み
つ
を
現
象
」
と
も
い
う
べ
き
社

会
現
象
が
発
生
し
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
学
校
教
育
の
場
に
あ
っ

て
も
、
「
人
生
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
文
学
の
普
遍
的
な
問
い
か

け
が
、
表
面
的
な
「
個
性
重
視
」
の
教
育
の
な
か
で
失
わ
れ
た
結
果
、
「
文

学
」
は
生
徒
た
ち
の
「
日
常
生
活
」
は
も
と
よ
り
「
学
校
生
活
」
か
ら
も

隔
絶
さ
れ
た
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

生
じ
た
社
会
人
や
生
徒
た
ち
の
不
安
と
い
う
心
の
す
き
間
に
「
相
田
み
つ

を
」
は
入
り
込
ん
で
き
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
文
学
」
の
鑑
賞
が

個
人
の
「
自
由
」
に
ま
か
さ
れ
す
ぎ
た
結
果
、
何
を
ど
の
よ
う
に
「
読
む
」

こ
と
が
自
分
に
と
っ
て
「
生
き
る
力
」
と
な
り
う
る
の
か
、
生
徒
た
ち
は

そ
の
と
ま
ど
い
の
中
で
「
相
田
み
つ
を
」
的
な
表
現
に
す
が
り
つ
い
て
し

ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
「
文
学
」
へ
の
混
乱
を
「
教
育
」

に
よ
っ
て
収
拾
し
て
い
く
た
め
に
は
、
生
徒
た
ち
に
「
文
学
」
を
ど
の
よ

う
な
「
学
習
材
」
と
し
て
理
解
さ
せ
、
ど
の
よ
う
な
授
業
を
し
て
い
く
べ

き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

西
尾
実
の
「
文
学
教
育
」
理
論
か
ら
現
在
を
見
直
す
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が
提
唱
し
た

人
間
の
文
学
活
動
は
、
「
人
間
い
か
に
生
く
べ
き
か
」
の
可
動
態
を
、

言
語
に
よ
る
形
象
的
思
惟
と
し
て
如
実
に
経
験
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

生
の
体
験
と
そ
の
自
覚
を
深
め
る
こ
と
に
お
い
て
、
最
も
有
効
・
有
力

な
経
験
の
ひ
と
つ
で
あ
る
o
7

と
い
っ
た
「
文
学
」
観
と
通
じ
合
っ
て
い
る
。
現
在
の
教
育
を
と
り
ま
く

環
境
の
な
か
で
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
よ
り
再
構
成
さ
れ
た
疑
似

現
実
に
は
目
を
見
張
ら
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
逆
に
人
間
の

「
生
の
体
験
」
か
ら
く
る
「
感
性
」
を
お
と
し
め
続
け
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
心
理
学
者
河
合
隼
雄
は
そ
の
問
題
を
指
摘
し
つ

つ
解
決
策
と
し
て
、
因
果
律
で
は
解
明
で
き
な
い
「
コ
ン
ス
テ
レ
ー
シ
ョ

ン
」
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
で
、
コ
ン
ス
テ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
考
え
方
を
し
ま
す
と
、
全

人
間
、
全
人
的
な
か
か
わ
り
を
し
た
く
な
る
。
因
果
論
の
考
え
方
の
ほ

う
は
、
要
す
る
に
頭
だ
け
で
物
事
が
処
理
で
き
た
り
、
指
先
一
本
で
で

き
る
わ
け
で
す
。
こ
の
指
先
一
本
で
物
事
を
す
る
と
い
う
の
は
、
最
近

の
機
械
が
み
ん
な
そ
う
で
す
ね
。
ぱ
っ
と
ワ
ン
タ
ッ
チ
で
ダ
ッ
ダ
ッ
ダ

と
い
ろ
い
ろ
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
一
般
化
し
て
い
る
の
で
、
自

分
の
子
供
を
ワ
ン
タ
ッ
チ
で
学
校
に
行
か
せ
た
い
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ

は
よ
く
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ほ
ん
と
う
に
そ
う
言
わ
れ
た
お
父
さ
ん

が
お
ら
れ
ま
す
か
ら
ね
。
「
先
生
、
こ
れ
だ
け
科
学
が
発
達
し
て
、
ボ
タ

ン
一
っ
押
せ
ば
ロ
ケ
ッ
ト
が
月
に
行
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
う
ち
の
息

子
を
学
校
に
行
か
す
ボ
タ
ン
は
ど
こ
に
あ
る
ん
で
す
か
」
っ
て
言
わ
れ

た
方
が
あ
り
ま
す
。

父
親
は
現
象
の
外
に
お
っ
て
、
ボ
タ
ン
を
押
し
て
子
供
を
学
校
に
行

か
せ
た
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
で
き
な
い
ん
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、

子
供
は
生
き
て
い
ま
す
か
ら
。
子
供
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

命
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ワ
ン
タ
ッ
チ
で
動
か
す
こ
と
は
で

き
な
い
し
、
命
を
持
っ
た
も
の
と
命
を
持
っ
た
も
の
が
会
う
と
い
う
こ

と
は
、
関
係
が
で
き
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
と
き
に
は
、
全

体
的
な
コ
ン
ス
テ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
読
む
と
、
そ
う
だ
、
そ
う
す
る
と
、

私
は
こ
う
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
と
か
、
う
ち
の
子
供
に
と
っ
て
学
校
に

行
か
な
い
こ
と
の
意
味
は
、
私
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う

ふ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
て
、
自
分
が
動
い
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
だ
か
ら
、
コ
ン
ス
テ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
読
み
と
る
と
い
う
こ
と

は
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
す
o
8

こ
の
河
合
の
指
摘
は
、
現
代
人
の
抱
え
て
い
る
感
性
の
う
え
で
の
問
題

点
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
し
て
長
年
活
躍
し
て
き
た
伊
藤
友
宣
の
次

の
よ
う
な
「
感
性
」
へ
の
見
解
も
示
し
て
お
く
。
伊
藤
は
、
ま
ず
第
二
次

世
界
大
戦
を
ひ
と
つ
の
区
切
り
と
し
、
そ
こ
で
「
戦
争
時
代
」
か
ら
「
平

和
時
代
」
へ
と
変
化
し
た
と
と
ら
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
な
か
で
「
対
話
」

の
必
要
性
が
発
生
し
て
き
た
も
の
の
、
わ
ず
か
五
十
年
で
は
そ
の
十
分
な

発
達
が
見
ら
れ
て
い
な
い
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
、

古
い
世
代
は
、
上
の
指
示
に
従
う
べ
く
、
常
に
感
じ
る
こ
と
よ
り
も

考
え
る
こ
と
を
旨
と
す
る
。
現
代
の
若
い
世
代
は
、
感
じ
る
こ
と
の
方

を
考
え
る
こ
と
よ
り
優
先
し
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
，

と
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘
は
、
「
文
学
」
の
世
代
に
よ
る
志
向
の
違
い
を
も

考
え
て
い
く
う
え
で
示
唆
深
い
。
ま
た
、
今
日
の
生
徒
た
ち
の
よ
う
に
、

と
も
す
れ
ば
感
性
が
先
走
り
が
ち
で
あ
る
世
代
に
た
い
し
て
次
の
よ
う
な
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提
言
も
な
さ
れ
て
い
る
。

「
感
じ
る
」
と
い
う
土
台
が
し
っ
か
り
し
て
い
て
、
そ
の
上
に
「
考

え
る
」
こ
と
が
自
発
的
に
構
築
さ
れ
る
と
、
こ
れ
は
精
神
の
自
然
な
安

定
構
造
と
い
う
も
の
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

何
を
感
じ
る
の
か
を
し
っ
か
り
確
認
し
あ
い
、
そ
の
上
に
考
え
が
成
り

立
っ
て
こ
そ
、
人
間
同
士
の
か
か
わ
り
あ
い
の
し
く
み
で
あ
る
社
会
関

係
が
、
安
定
し
た
も
の
に
な
る
。
…
…

こ
の
「
知
・
情
・
意
」
の
安
定
し
た
人
格
の
間
で
こ
そ
、
発
意
と
寛

容
の
よ
く
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
話
し
あ
い
が
期
待
さ
れ
る
。
「
話
し
あ
え

る
と
い
う
こ
と
」
の
前
提
は
、
お
互
い
の
人
格
が
ま
ず
安
定
し
て
い
る

こ
と
な
の
で
あ
る
。
10

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
指
摘
を
ふ
ま
え
て
、
今
後
の
国
語
教
育
に
課
せ

ら
れ
た
問
題
を
考
え
て
み
る
と
、
生
徒
た
ち
に
「
文
学
」
を
通
じ
て
ど
の

よ
う
に
し
て
「
生
の
経
験
」
を
与
え
続
け
ら
れ
る
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
を

実
現
す
る
た
め
「
相
対
的
関
係
」
の
「
発
見
」
を
生
徒
に
い
か
に
喚
起
す

る
か
が
、
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。

そ
の
際
に
有
効
と
な
る
考
え
方
と
し
て
、
先
に
引
用
し
た
西
尾
実
の
「
文

学
」
観
か
ら
の
「
文
学
教
育
」
は
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。
西
尾
実
の
「
文

学
教
育
」
に
つ
い
て
は
、
彼
の
提
唱
し
た
「
主
題
L

へ
の
誤
解
か
ら
「
主

題
」
追
求
型
の
全
体
的
・
一
律
的
授
業
が
行
わ
れ
た
た
め
、
強
い
批
判
も

あ
る
。
た
だ
し
、
府
川
源
一
郎
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
生
徒
た

ち
全
員
に
一
律
の
「
主
題
」
を
要
求
す
る
よ
う
な
こ
と
は
西
尾
自
身
、
提

唱
し
て
い
な
い
。

こ
の
考
え
に
（
筆
者
注
西
尾
実
の
「
主
題
・
構
想
・
叙
述
L

の
本

来
の
考
え
方
、
つ
ま
り
書
き
手
の
情
意
的
感
動
が
「
主
題
」
と
な
り
、

そ
れ
が
自
立
的
展
開
を
し
て
「
構
想
」
と
な
り
、
さ
ら
に
、
文
体
と
し

て
「
叙
述
」
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
）
従
う
な
ら
、
「
主
題
」

は
必
ず
し
も
、
実
体
と
し
て
―
つ
の
短
い
文
章
に
書
き
表
す
こ
と
が
で

き
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
具
体
的
に
教
材
研
究
と
い
う
レ
ベ
ル
で
、

そ
れ
を
記
述
す
る
必
要
が
生
じ
る
と
、
「
主
題
」
は
、
必
然
的
に
短
い
文

で
表
現
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
が
指
導
書
（
筆
者
注
各
教
科
書
会

社
の
教
師
用
指
導
書
）
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
、
あ
る
種
の
権
威
を
帯
び

る
と
、
今
度
は
、
そ
れ
自
体
が
一
人
歩
き
を
し
始
め
る
。
指
導
書
の
主

題
が
、
客
観
的
か
つ
一
般
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
近
づ
く
こ
と
こ

そ
が
、
〈
読
み
〉
の
唯
一
の
学
習
の
目
的
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
の
だ
。
11

こ
の
府
川
の
指
摘
は
正
し
い
と
い
え
る
。
西
尾
実
は
「
文
学
教
育
」
の
方

法
と
し
て
「
解
釈
」
を
提
唱
し
、
そ
の
要
素
と
し
て
「
主
題
・
構
想
・
叙

述
」
を
設
定
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
分
析
は
け
っ
し
て
全
体

的
・
一
律
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
西
尾
の
「
文
学
」
の
位

置
づ
け
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

…
言
語
生
活
の
領
域
は
、
民
族
と
し
て
も
、
個
人
と
し
て
も
、
そ
の
出

発
点
を
成
す
、
話
し
・
聞
く
談
話
生
活
を
基
盤
と
し
、
書
き
•
読
む
文

章
生
活
を
そ
れ
の
発
達
段
階
と
し
、
さ
ら
に
、
そ
う
い
う
談
話
な
り
、

文
章
な
り
に
媒
介
さ
れ
た
、
何
ら
か
の
文
化
、
た
と
え
ば
哲
学
・
文
学
・

科
学
と
い
う
よ
う
な
専
門
文
化
を
完
成
段
階
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
専
門
文
化
で
あ
る
哲
学
・
科
学
に
あ
っ
て
は
、
そ

れ
ら
が
い
ず
れ
も
言
語
の
媒
介
に
よ
る
点
に
お
い
て
、
言
語
文
化
と
呼
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ん
で
も
よ
い
一
面
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
の
言
語
は
、

言
語
の
知
的
、
抽
象
的
な
概
念
の
記
号
と
し
て
の
機
能
が
生
か
さ
れ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
文
学
に
あ
っ
て
は
、
言
語
の
も
つ
機
能
の
す
べ

て
が
、
す
な
わ
ち
、
知
的
機
能
は
も
と
よ
り
、
さ
ら
に
感
覚
的
な
機
能

も
、
情
意
的
な
機
能
も
、
本
来
の
ま
ま
に
生
か
さ
れ
、
し
か
も
、
文
学

と
い
う
、
一
種
の
専
門
的
文
化
を
形
成
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
言
語

生
活
の
領
域
に
お
け
る
完
成
段
階
の
中
軸
を
成
す
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
国
語
教
育
の
完
成
は
、
文
学
教
育
に
ま
で
到
達
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
関
連
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
文
学
教
育
の
最
後
に
行

な
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
12

こ
う
し
た
「
文
学
教
育
」
観
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
西
尾
の
「
文

学
」
は
「
言
語
生
活
」
の
完
成
段
階
と
は
い
え
、
け
っ
し
て
特
殊
な
存
在

で
は
な
く
、
「
言
語
の
機
能
」
全
体
が
活
用
さ
れ
た
「
言
語
文
化
」
そ
の
も

の
と
し
て
定
義
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
「
文
学
」
を
生
徒
た
ち

に
国
語
教
育
を
通
し
て
い
か
に
伝
え
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

文
学
教
育
と
は
、
文
学
活
動
を
体
験
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
文
学
活

動
を
経
験
さ
せ
る
と
は
、
創
作
活
動
と
鑑
賞
活
動
を
い
と
な
ま
せ
る
こ

と
で
あ
る
と
い
っ
て
き
た
。
…
…

と
こ
ろ
が
、
こ
の
文
学
活
動
も
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
い
と
な
み
の
一

般
に
も
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
は
、
や
が
て
、
何
ら
か
の
他
の
活
動
を

喚
起
し
、
ま
た
は
他
の
活
動
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
関
連
を
も
つ

も
の
で
あ
る
。
…
そ
こ
に
は
、
か
な
ら
ず
、
い
ち
じ
る
し
い
個
人
差
が

現
わ
れ
て
く
る
。
教
育
と
し
て
は
、
そ
の
個
人
差
を
認
め
た
指
導
が
肝

要
で
あ
る
。
13

と
あ
る
よ
う
に
、
「
創
作
」
と
「
鑑
賞
」
を
中
心
と
し
つ
つ
「
経
験
」
を
さ

せ
る
こ
と
と
し
、
そ
こ
に
は
「
個
人
」
の
差
異
が
あ
っ
て
当
然
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
西
尾
の
こ
の
主
張
は
、
今
日
の
「
個
性
重
視
」
の
国
語
教
育

と
な
ん
ら
相
反
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
西
尾
は
「
鑑
賞
」
の
出
発
点
と
も
な
る
、
「
主
題
」
へ
の
読
み

手
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

わ
れ
わ
れ
は
、
人
の
話
を
聞
い
て
、
そ
の
話
を
よ
く
理
解
す
る
前
に
、

い
ち
早
く
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
「
問
題
」
が
喚
起
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
、
文
学
作
品
の
鑑
賞
は
、
そ
の
作
品
を
理
解
し
、

評
価
す
る
に
至
ら
な
い
前
に
、
い
ち
早
く
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
「
問
題

意
識
」
を
喚
起
す
る
場
合
が
多
い
。
こ
れ
は
、
文
学
作
品
の
持
つ
文
学

機
能
そ
の
も
の
が
も
た
ら
す
、
必
然
的
な
事
実
で
あ
る
。
…
…

も
し
、
こ
の
鑑
賞
に
よ
る
「
問
題
意
識
」
の
喚
起
と
い
う
、
否
定
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
文
学
機
能
を
見
逃
す
な
ら
ば
、
文
学
活
動
を
喚
起

さ
せ
る
教
育
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
…
…
14

と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

人
間
が
生
き
甲
斐
あ
る
よ
う
に
生
き
、
生
き
る
幸
福
を
得
る
た
め
に

は
、
何
ら
か
の
文
学
活
動
…
…
創
作
ま
た
は
鑑
賞
…
…
を
経
験
す
る

こ
と
で
あ
る
。
文
学
は
、
決
し
て
、
選
ば
れ
た
少
数
者
の
特
権
で
も
な

け
れ
ば
、
そ
う
い
う
趣
味
人
だ
け
の
特
技
で
も
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
人
間

の
た
め
に
解
放
さ
れ
て
い
る
文
化
の
一
っ
で
あ
り
、
芸
術
の
一
種
で
あ

る
…
…

わ
た
し
は
、
鑑
賞
の
展
開
の
焦
点
を
な
す
も
の
と
し
て
、
「
問
題
意
識
」

と
い
う
語
を
用
い
た
。
が
、
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
社
会
科
学
的
な
意
味

の
問
題
意
識
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
、
鑑
賞
者
自
身
の
性
格
と
生
活
経

験
を
地
盤
と
し
て
、
作
品
に
よ
り
喚
起
さ
れ
た
主
体
的
な
問
題
意
識
で
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西
尾
実
の
「
文
学
教
育
」
観
を
見
直
す
こ
と
で
、
現
在
の
国
語
教
育
に

3

「
比
べ
読
み
」
「
重
ね
読
み
」
か
ら
「
文
学
教
育
」

を
見
直
す

あ
っ
て
、
読
者
の
生
活
問
題
意
識
と
で
も
限
定
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う

>
。

15

カ
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
要
約
す
る
と
、
「
読
み
手
」
が
「
個
性
」
の

な
か
で
作
品
を
受
け
止
め
、
「
生
活
問
題
意
識
」
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
こ
と

に
「
文
学
教
育
」
の
目
的
が
あ
り
、
そ
の
意
義
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
問
題
意
識
」
が
実
現
し
て
い
く
と
き
、

近
代
文
学
は
、
「
人
間
い
か
に
い
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
こ
と
に
文
学

の
意
義
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
創
作
活
動
の
目
的
で
あ
る
ば
か
り

で
は
な
く
、
鑑
賞
活
動
の
目
標
も
そ
う
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
文
学
が
、
人
間
形
成
に
あ
ず
か
り
、
道
徳
教
育
に
触

れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
国
語
教
育
の
伝
統
を
無
視
し
、
科
学
性
だ
け
を
考
え
て

い
っ
た
ら
、
必
ず
人
間
不
在
の
教
育
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
や
っ

ぱ
り
、
日
常
生
活
の
言
語
生
活
そ
の
も
の
を
向
上
さ
せ
、
こ
れ
ま
で
に

培
わ
れ
て
き
た
言
語
文
化
を
受
け
入
れ
、
ま
た
、
そ
れ
を
創
造
す
る
生

徒
を
創
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
16

と
い
う
成
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
表
面
的
「
感
性
教
育
」

で
は
な
く
、
「
言
語
文
化
」
と
い
う
し
っ
か
り
と
し
た
基
盤
の
う
え
に
立
脚

し
た
生
徒
個
人
個
人
の
「
感
性
」
の
教
育
が
な
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
理
想

と
し
た
西
尾
の
「
文
学
教
育
」
観
は
、
ま
さ
し
く
現
在
の
混
乱
を
収
拾
す

る
た
め
に
は
、
大
い
に
参
考
と
す
べ
き
考
え
方
で
あ
る
と
い
え
る
。

お
け
る
「
文
学
教
育
」
の
改
革
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え

を
示
し
た
。
次
に
「
主
題
」
「
構
成
」
「
叙
述
」
を
「
問
題
認
識
」
を
持
っ

て
生
徒
が
「
個
人
」
の
な
か
で
「
鑑
賞
」
し
て
い
く
方
法
は
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
で
あ
る
べ
き
か
、
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
西

尾
自
身
が
直
接
提
唱
し
た
方
法
で
は
な
い
が
、
西
尾
の
「
鑑
賞
」
の
考
え

方
を
よ
り
明
確
に
す
る
具
体
的
方
策
と
し
て
、
「
比
べ
読
み
」
「
重
ね
読
み
」

の
応
用
を
取
り
入
れ
て
み
よ
う
と
思
う
。

「
比
べ
読
み
」
「
重
ね
読
み
」
に
つ
い
て
は
、
松
本
修
が
次
の
よ
う
に
ま

と
め
て
い
る
。

…
…
（
『
文
学
教
育
基
本
用
語
辞
典
』
明
治
図
書
一
九
八
六
•
四
に
よ
れ

ば
）
―
つ
の
文
学
作
品
に
対
し
て
、
他
の
文
学
作
品
を
重
ね
て
読
む
こ

と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
明
確
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

深
く
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
方
法
で
あ

る。…
…
前
者
の
「
比
べ
読
み
」
が
文
芸
研
、
後
者
の
「
重
ね
読
み
」
が
大

村
は
ま
の
指
導
法
を
代
表
と
し
て
提
示
し
て
い
る
と
い
う
違
い
は
あ
る

が
、
複
数
の
教
材
の
内
容
を
比
較
し
、
そ
の
相
違
に
着
目
さ
せ
る
こ
と

で
、
学
習
を
深
め
さ
せ
て
い
く
と
い
う
点
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
。

大
ま
か
な
把
握
と
し
て
は
、
「
比
べ
読
み
」
も
「
重
ね
読
み
」
も
ほ
ぽ
同

じ
よ
う
な
内
実
を
持
つ
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
17

ま
た
、
浮
橋
康
彦
も
「
読
書
経
験
」
を
「
文
学
教
育
」
の
立
場
か
ら
、

秩
序
立
て
て
い
く
と
き
、

複
数
作
品
に
、
適
切
な
順
序
性
を
も
っ
て
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

個
々
の
作
品
か
ら
喚
起
さ
れ
る
感
動
や
印
象
の
ひ
び
き
あ
い
が
、
個
別

的
に
読
ん
だ
場
合
よ
り
格
段
の
深
ま
り
を
も
っ
て
文
学
経
験
を
確
か
に
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す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
一
作
品
に
つ
い
て
”
前
提
と
し
て
確
認
さ

れ
た
主
題
＂
に
読
み
手
を
閉
じ
こ
め
る
こ
と
よ
り
も
、
関
連
の
あ
る
複

数
作
品
を
あ
わ
せ
読
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
ひ
び
き
あ
い
の
中

か
ら
、
い
っ
そ
う
想
像
力
が
刺
戟
さ
れ
て
、
読
み
の
深
ま
り
が
も
た
ら

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
18

と
い
う
「
読
み
」
の
指
導
方
法
の
有
効
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

今
回
の
応
用
は
、
個
々
の
作
品
の
「
読
み
」
の
理
解
の
た
め
と
言
う
よ

り
も
「
文
学
L

そ
の
も
の
を
ど
の
よ
う
に
し
て
生
徒
た
ち
に
認
識
さ
せ
て

い
く
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
を
お
こ
う
と
思
う
。
つ
ま
り
、
生
徒
た
ち

に
「
言
語
文
化
」
と
し
て
「
文
学
」
が
成
立
し
て
い
く
過
程
そ
の
も
の
を

理
解
さ
せ
る
た
め
の
「
比
べ
読
み
」
「
重
ね
読
み
」
を
提
示
す
る
。
具
体
的

に
は
「
相
田
み
つ
を
」
の
書
い
た
言
葉
と
「
文
学
」
と
を
対
比
し
て
「
読

む
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
文
学
」
と
い
う
「
言
語
文
化
」
の
あ
り
方
を
生
徒

た
ち
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
「
相
田
み
つ
を
」
の
作
品
は
「
文
学
」
な
の
か
、
「
非
文

学
」
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
「
詩
」
と
し
て

教
材
に
認
定
し
た
う
え
で
授
業
を
実
践
し
た
茅
根
い
づ
み
教
諭
の
報
告
も

あ
る
。
19

し
か
し
、
は
た
し
て
「
相
田
み
つ
を
作
品
」
で
「
文
学
」
は
学
べ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
無
藤
隆
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

何
よ
り
文
学
は
言
葉
自
体
の
働
き
に
出
来
る
だ
け
頼
っ
て
意
味
形
成

を
行
お
う
と
す
る
営
み
で
あ
り
、
そ
の
上
、
そ
こ
で
の
意
味
形
成
は
極

め
て
精
妙
な
も
の
を
目
指
し
て
い
る
。
一
律
の
正
解
が
あ
る
の
で
は
な

い
が
、
そ
の
こ
と
と
精
妙
さ
は
矛
盾
し
な
い
。
か
な
り
の
理
解
の
振
れ

が
あ
り
な
が
ら
、
一
人
一
人
の
読
み
手
に
求
め
ら
れ
る
意
味
の
「
う
ね

蜂
が
き
て
、

針
と
ぐ
ほ
ど
の

小
さ
な
泉
。

あ
る
日
、
ふ
と

泉
が
湧
い
た
。

わ
た
し
の
こ
こ
ろ
の

落
葉
の
下
に
。

泉 り
」
に
は
精
密
極
ま
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
一
っ
―
つ
の
言
葉
の

扱
い
に
こ
だ
わ
る
こ
と
で
、
そ
の
精
密
な
意
味
の
う
ね
り
が
立
ち
上
が

っ
て
く
る
。
20

こ
う
し
た
と
ら
え
方
が
「
文
学
」
の
普
遍
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
西
尾

実
の
「
鑑
賞
」
に
ま
で
い
た
る
べ
き
「
言
語
文
化
」
と
し
て
「
文
学
」
を

定
義
す
る
な
ら
ば
、
「
相
田
み
つ
を
作
品
」
は
「
文
学
」
の
範
疇
に
は
な
ら

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
多
く
の
人
々
が
そ
こ
に
自
己
の
感

性
と
の
接
点
を
見
つ
け
だ
し
、
共
感
と
感
動
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
無
視

し
て
は
な
る
ま
い
。
つ
ま
り
、
西
尾
実
の
定
義
に
よ
れ
ば
「
直
観
的
に
把

握
さ
れ
る
体
験
」
と
し
て
の
「
主
題
」
は
あ
る
が
、
「
作
品
の
意
味
構
造
を

理
解
す
る
た
め
の
読
み
」
に
は
つ
な
が
っ
て
い
か
な
い
作
品
と
言
う
べ
き

な
の
で
あ
ろ
う
。
21

次
に
、
新
美
南
吉
の
詩
と
相
田
み
つ
を
の
「
作
品
」
を
並
べ
て
比
べ
て

み
る
。

新
美
南
吉

い
の
ち

相
田
み
つ
を

ア
ノ
ネ

に
ん
げ
ん
は
ね
え

自
分
の
意
志
で

こ
の
世
に
生
ま
れ
て

き
た
わ
け
じ
ゃ
ね
ん
だ
な

だ
か
ら
ね

い
の
ち
が

自
分
の
意
志
で
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木
は
さ
び
し
い
。

木
は
老
人
の
手
の
よ
う
な
幹
を

樹
木
は
風
雪
の

中
に
他
人
に
見
せ
た

木 し
よ
う
も
な
く
て
、

花
を
う
か
べ
て

な
が
め
て
い
た

（
昭
和
十
四
年
十
月
十
五
日
）

わ
が
靴
の
破
れ
た
る
ご
と
く

新
美
南
吉

わ
が
靴
の
破
れ
た
る
ご
と
く
、

わ
が
こ
こ
ろ
ま
た
破
れ
た
り
。

青
や
か
に
美
し
か
り
し

サ
ン
チ
マ
ン

か
の
若
き
日
の
は
感
傷
は
乾
か
ら
び
、

今
は
は
や
、
ま
こ
と
に
い
た
み
凋
み
た
る

か
な
し
き
傷
痕
の
み
。

そ
の
破
れ
た
る
心
抱
き
て
、

今
宵
ま
た
氷
雨
し
み
ら
な
る

暗
き
街
々
を
さ
ま
よ
へ
ば
、

わ
が
靴
は
心
と
と
も
に
憐
れ
に
貧
し
く

し
み
じ
み
と
泣
く
な
り
。

（
昭
和
十
年
十
二
月
二
十
四
日
）

新
美
南
吉

冬
心

ぐ
ち
を
こ
ぼ
し
た
っ
て

い
い
が
な

弱
音
を
吐
い
た
っ
て

い
い
が
な

人
間
だ
も
の

た
ま
に
は
涙
を

み
せ
た
っ
て

い
い
が
な

生
き
て
い
る
ん
だ

も
の『

に
ん
げ
ん
だ
も
の
』

ぐ
ち

相
田
み
つ
を

相
田
み
つ
を

勝
手
に
死
ん
で
は

い
け
ね
ん
だ
よ

『
に
ん
げ
ん
だ
も
の
』

く
な
い
自
分
の

あ
る
が
ま
ま
の

裸
を
さ
ら
す

ひ
と
こ
と
も

弁
解
し
な
い
で

『
に
ん
げ
ん
だ
も
の
』
22

あ
あ
、

そ
う
ぞ
う
し
い
生
活
の
中
か
ら
歩
い
て
き
て
、

木
の
幹
を
な
で
た
と
き
、

私
の
掌
に
、
そ
れ
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

木
の
さ
び
し
さ
は
、
あ
っ
た
か
か
っ
た
。

向
こ
う
に
白
い
雲
も
見
え
て
。

（
昭
和
十
四
年
十
一
月
二
十
一
日
）
23

こ
の
よ
う
に
二
人
の
作
品
を
並
べ
て
、
比
較
し
て
み
る
と
、
明
ら
か
に

相
田
み
つ
を
の
作
品
は
、
「
主
題
」
が
そ
の
ま
ま
に
読
み
手
に
示
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
相
田
み
つ
を
の
作
品
は
書
と
と

も
に
作
品
と
し
て
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
活
字

の
み
で
作
品
の
完
成
度
を
い
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ

こ
で
の
問
題
は
あ
く
ま
で
「
国
語
科
」
の
学
習
材
と
し
て
ど
の
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
あ
え
て
活
字
に
し
て
比
較
し
て

み
た
。
相
田
み
つ
を
の
全
作
品
中
に
は
詩
と
し
て
十
分
に
「
読
み
」
に
耐

え
、
文
学
と
し
て
成
立
す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
た
だ
、
相
田
み
つ
を

の
作
品
と
い
う
と
き
、
多
く
の
人
は
こ
う
し
た
「
主
題
」
が
そ
の
ま
ま
読

あ
る
日
ふ
と
、
私
は

木
の
さ
び
し
さ
に
ふ
れ
た
。

冬
陽
に
て
ら
さ
れ
な
が
ら

は
て
も
な
く
淋
し
い
。
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み
手
に
示
さ
れ
る
も
の
を
、
相
田
ら
し
い
作
品
と
し
て
理
解
し
て
い
る
傾

向
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
先
の
茅
根
い
づ
み
教
諭
の
実
践
で
も
、
学

習
材
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
た
の
は
す
べ
て
こ
う
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
か
ど
う
か
中
学
二
年
生
の
生
徒
の
反
応
と
し
て
、

•
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
が
納
得
で
き
る
。

・
や
さ
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

・
命
を
大
事
に
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

な
ど
、
生
徒
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
様
子
が
プ

リ
ン
ト
ヘ
の
書
き
込
み
か
ら
わ
か
っ
た
。

と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
茅
根
実
践
は
、
群
読
へ
と
授
業
を
展
開
し

て
い
る
た
め
、
残
念
な
が
ら
生
徒
た
ち
の
作
品
の
「
読
み
」
へ
の
介
入
が

ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
具
体
的
に
点
検
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ

こ
う
し
た
作
品
を
、
も
し
、
「
鑑
賞
」
の
授
業
の
学
習
材
と
し
て
み
た
場
合
、

そ
の
展
開
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
国
語
の
学
習
材
と
し
て
相
田
み

つ
を
作
品
を
取
り
上
げ
て
い
く
際
の
陥
穿
が
あ
る
と
い
え
る
。

相
田
の
作
品
に
た
い
し
て
、
新
美
の
詩
は
「
泉
」
「
靴
」
「
木
」
と
い
っ

た
「
形
象
」
を
「
構
成
L

し
、
「
叙
述
」
し
て
い
く
こ
と
で
作
品
と
し
て
成

立
し
て
い
る
。
た
だ
、
生
徒
た
ち
が
感
じ
る
「
主
題
」
と
い
う
点
で
は
お

そ
ら
く
相
田
作
品
と
大
差
な
い
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
問
題
は
、
文
学

教
育
は
最
終
的
に
「
主
題
」
を
読
み
と
る
こ
と
が
全
て
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

新
美
の
作
品
を
こ
こ
で
分
析
批
評
し
て
、
そ
の
文
学
性
の
優
位
を
論
じ

る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
あ
ま
り
意
味
を
持
つ
ま
い
。
生
徒
た
ち
が
「
文
学
」

を
「
体
験
」
で
き
る
こ
と
に
文
学
教
育
の
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
鑑
賞
」

の
「
経
験
」
を
外
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
即
座

に
分
析
批
評
に
つ
な
が
る
と
す
る
の
も
短
絡
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
「
泉
」

の
「
こ
こ
ろ
の
落
ち
葉
の
下
に
」
や
「
花
を
う
か
べ
て
な
が
め
て
い
た
。
」

の
部
分
な
ど
は
、
教
師
や
生
徒
た
ち
が
教
室
で
の
「
読
み
」
を
作
り
出
し

て
い
く
際
に
、
「
読
む
」
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
そ
こ
に
生
徒
と
教
師
が
「
主
題
」
と
関
連
し
て
「
読
み
」
を
生
み
出

し
て
い
け
る
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
読
み
」
は

―
つ
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
が
相
田
み
つ
を
の
作
品
と
新
美
南
吉
の
作
品

を
「
比
べ
読
み
」
し
て
い
く
な
か
で
理
解
で
き
れ
ば
よ
い
と
考
え
る
。
そ

の
「
比
べ
読
み
」
の
な
か
か
ら
「
構
成
」
「
叙
述
」
に
た
い
す
る
「
発
見
」

が
生
徒
た
ち
に
な
さ
れ
る
こ
と
で
「
文
学
」
の
「
体
験
」
は
可
能
と
な
る

か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
「
比
べ
読
み
」
の
た
め
の
学
習
材
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
裏
付
け

ら
れ
た
「
四
季
」
同
人
の
野
村
英
夫
の
詩
を
示
す
。

心

の

な

か

で

野

村

英

夫

陽
を
受
け
た
果
実
が
熟
さ
れ
て
ゆ
く
や
う
に

心
の
な
か
で
人
生
が
熟
さ
れ
て
く
れ
る
と
い
い
。

さ
う
し
て
街
か
ど
を
ゆ
く
人
達
の

花
の
や
う
な
姿
が

そ
れ
ぞ
れ
の
屋
根
の
下
に
折
り
込
ま
れ
る

人
生
の
か
ら
く
り
と
祝
福
と
が

―
つ
残
ら
ず
正
し
く
読
み
取
れ
て
く
れ
る
と
い
い
。

さ
う
し
て
今
ま
で
微
か
だ
っ
た
も
の
の
形
が

教
会
の
塔
の
や
う
に

空
を
切
つ
て
は
つ
き
り
見
え
て
く
れ
る
と
い
い
。

さ
う
し
て
淀
ん
で
ゐ
た
繰
り
言
が
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歌
の
や
う
に
明
る
＜

金
の
や
う
に
重
た
く
な
つ
て
く
れ
る
と
い
い
。
24

こ
の
詩
な
ど
は
、
相
田
み
つ
を
の
作
品
と
「
比
べ
読
み
」
し
て
み
る
と
さ

ら
に
「
文
学
」
の
「
構
成
」
「
叙
述
」
が
よ
く
わ
か
る
。
人
生
あ
り
よ
う
の

一
側
面
を
切
り
取
り
（
こ
こ
で
は
あ
え
て
「
人
生
へ
の
期
待
」
な
ど
と
い
う

語
句
に
ま
と
め
る
こ
と
は
し
な
い
）
、
読
み
手
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
点

で
は
相
田
作
品
と
同
じ
で
あ
ろ
う
が
、
表
現
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
読
み
手

の
側
が
、
積
極
的
に
「
読
み
」
を
展
開
し
て
い
か
な
い
と
、
そ
こ
に
自
己

の
「
読
む
こ
と
」
は
成
立
し
な
い
作
品
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の
「
主

題
」
を
作
者
が
「
構
成
」
し
て
い
く
と
き
、
「
さ
う
し
て
＼
く
れ
る
と
い
い
」

と
い
う
ま
と
ま
り
を
つ
け
る
こ
と
で
、
作
品
化
し
て
い
た
り
、
「
叙
述
」
は
、

「
陽
を
受
け
た
果
実
が
熟
さ
れ
て
ゆ
く
や
う
に
」
や
「
花
の
や
う
な
姿
が
」
、

「
教
会
の
塔
の
や
う
に
」
と
い
っ
た
比
喩
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
先
の
新
美
南
吉
の
詩
や
野
村
英
夫
の
詩
と
相
田

み
つ
を
の
詩
を
生
徒
た
ち
と
「
比
べ
読
み
」
し
て
い
く
こ
と
は
、
「
文
学
」

の
成
立
す
る
要
素
と
、
そ
の
存
在
の
必
要
性
を
考
え
て
い
く
「
営
み
」
を

学
ぶ
と
い
う
点
で
意
義
あ
る
こ
と
と
考
え
る
。
と
か
く
、
「
わ
か
り
や
す
い
」

と
い
う
点
に
の
み
目
が
ゆ
き
が
ち
で
あ
る
の
が
、
現
在
の
教
育
全
体
の
傾

向
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
わ
か
ろ
う
と
す
る
L

こ
と
を
学
ば
せ
て
い
く
こ
と

も
、
「
生
き
る
力
」
を
育
て
て
い
く
た
め
に
は
不
可
欠
の
要
素
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
そ
の
答
え
は
「
個
性
」
に
支
え
ら
れ
て
い
て
よ
い
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
が
発
見
で
き
る
よ
う
な
学
習
材
を
児
童
•
生
徒
に
与
え
て
い
く

こ
と
が
、
「
文
学
教
育
」
に
は
大
切
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
れ
ま
で
、
現
在
の
「
文
学
」
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
を
ふ
ま
え
、
「
文

学
教
育
」
に
は
ど
の
よ
う
な
授
業
の
必
要
性
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

考
え
て
き
た
。
最
近
の
教
育
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
あ
る
「
癒
し
」
と
「
生

き
る
力
」
と
を
考
え
る
う
え
で
も
「
文
学
」
は
大
切
な
問
題
を
わ
れ
わ
れ

に
提
起
し
て
く
れ
て
い
る
。
「
癒
し
」
と
い
う
と
他
者
が
「
癒
し
」
て
や
る

素
材
を
提
供
し
て
や
っ
た
り
、
「
癒
し
」
の
行
為
を
行
っ
て
あ
げ
た
り
し
な

い
と
な
ら
な
い
か
の
よ
う
に
、
誤
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
癒
し
」

は
自
己
の
「
生
き
る
力
」
な
く
し
て
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
「
生
き
る

カ
」
を
「
発
見
す
る
」
こ
と
に
「
文
学
教
育
」
は
力
を
注
ぐ
べ
き
で
あ
る
。

言
語
文
化
の
力
を
借
り
つ
つ
、
自
己
を
見
つ
め
る
た
め
の
人
間
力
の
回
復

を
目
的
と
し
て
行
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
わ
か
り
や
す
い
」
こ
と
は
、
も
ち

ろ
ん
教
育
の
う
え
で
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
と
き
と
し
て
「
わ
か

り
に
く
い
」
こ
と
を
「
自
分
な
り
L

に
考
え
さ
せ
る
こ
と
も
必
要
で
は
な

か
ろ
う
か
。
「
文
学
教
育
」
は
「
一
問
一
答
」
と
な
ら
な
く
と
も
、
そ
う
し

た
機
会
を
生
徒
た
ち
に
提
供
し
て
い
く
場
と
す
べ
き
で
あ
る
。
評
価
と
い

う
点
か
ら
は
大
変
に
難
し
い
課
題
を
抱
え
て
し
ま
っ
て
も
「
文
学
教
育
」

に
は
「
落
ち
こ
ぼ
れ
」
も
「
落
ち
こ
ぽ
し
」
も
あ
り
得
な
い
よ
う
に
し
て

い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
い
く
こ
と
が
「
文
学
教
育
」
を
教
室
に

復
権
さ
せ
て
い
く
現
在
の
第
一
歩
と
な
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
と

考
え
る
。

4

終
わ
り
に
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《注》

1

府
川
源
一
郎
「
『
文
学
』
に
『
生
き
る
力
』
が
育
て
ら
れ
る
の
か
」

『
月
刊
国
語
教
育
』
一
九
九
七
・
七
東
京
法
令
一
九

S
二
0
頁

2

小
田
嶋
隆
「
相
田
み
つ
を
は
『
便
所
の
神
様
』
」
『
諸
君
』
一
九
九
七
・
一
―

四
S
一
七
頁

3

益
田
勝
美
「
文
学
教
育
の
問
題
点
」
日
本
文
学
協
会
編
『
日
本
文
学
の
伝
統
と
創
造
』

一
九
五
三
・
五
岩
波
書
店
市
毛
勝
雄
編
『
国
語
教
育
基
本
論
文
集
成
』
第
一
六

巻

一

九

九

三

明

治

図

書

七

二

頁

4

小
野
牧
夫
「
文
学
教
育
の
歴
史
と
展
望
①
」
太
田
正
夫
「
文
学
教
育
の
歴
史
と
展
望

②
」
須
貝
千
里
「
文
学
教
育
の
歴
史
と
展
望
③
」
日
本
文
学
協
会
編
『
日
本
文
学
講

座
1
2』
一
九
八
八
•
三
大
修
館
書
店
二
八
四

S

三
五
四
頁

西
郷
竹
彦
『
文
学
教
育
基
本
論
文
集
四
』
一
九
八
八
・
九
明
治
図
書
三
八
八

S
四

0
九
頁
「
文
学
教
育
史
年
表
」
な
ど
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
文
学
教
育
の
概
要
が

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

5

小
林
洋
ほ
か
「
国
語
教
育
の
あ
り
方
」
（
対
談
）

『
日
本
語
学
』
一
九
九
八
・
一
増
刊
号
明
治
書
院
一
六
九
頁

6

浜
本
純
逸
「
文
学
と
生
活
L

日
本
文
学
協
会
編
『
日
本
文
学
講
座
12
』
一
九
八
八
・

三

大

修

館

書

店

三

八

頁

7

西
尾
実
「
文
学
教
育
の
基
本
問
題
」
『
国
語
科
文
学
教
育
の
方
法
増
訂
版
』
昭
和

ニ
八
・
ニ
教
育
書
林
『
西
尾
実
全
集
八
巻
』
昭
和
五
一
・
ニ
教
育
出
版

三
一
頁

8

河
合
隼
雄
『
物
語
と
人
間
の
科
学
』
一
九
九
三
・
七
岩
波
書
店

（
初
出
は
一
九
九
ニ
・
三
京
都
大
定
年
退
官
記
念
講
演
）
六
五

S
六
六
頁

9
.
1
0

伊
藤
友
宣
『
話
し
あ
え
な
い
親
子
た
ち
』

P
H
P
新
書
0
3
9

一
九
九
八
・

二
―

0
八
頁
•
1
0
九
頁

府
川
源
一
郎
「
〈
読
む
〉
こ
と
の
教
育
改
革
へ
」
『
日
本
語
学
』
一
九
九
八
・
一
月
臨

時

増

刊

号

明

治

書

院

九

O
S九
一
頁

西
尾
実
「
文
学
教
育
の
基
本
問
題
」
『
国
語
科
文
学
教
育
の
方
法

八
・
ニ
教
育
書
林
『
西
尾
実
全
集
八
巻
』
一
三
頁

西
尾
実
「
文
学
教
育
の
基
本
問
題
」
『
国
語
科
文
学
教
育
の
方
法

八
・
ニ
教
育
書
林
『
西
尾
実
全
集
八
巻
』
一
七
頁

13 12 11 

増
訂
版
』
昭
和
二

増
訂
版
』
昭
和
二 一

六

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 

（
い
し
づ
か

お
さ
む
筑
波
大
学
文
芸
・
言
語
学
系
講
師
）

西
尾
実
「
文
学
教
育
の
問
題
点
そ
の
二
」
『
こ
と
ば
の
教
育
と
文
学
の
教
育
』
昭
和
四

一
・
九
筑
摩
書
房
『
西
尾
実
全
集
八
巻
』
五
六
頁

西
尾
実
「
文
学
教
育
の
問
題
点
再
論
」
『
こ
と
ば
の
教
育
と
文
学
の
教
育
』
昭
和
四
一
・

九
筑
摩
書
房
『
西
尾
実
全
集
八
巻
』
六
四
＼
六
五
頁

西
尾
実
「
国
語
教
育
に
お
け
る
形
象
理
論
の
展
開
L

『
近
代
国
語
教
育
の
あ
ゆ
み

2
』

昭
和
四
五
・
十
一
新
光
閣
書
店
『
西
尾
実
全
集
八
巻
』
一
三
九
頁

松
本
修
「
『
比
べ
読
み
』
『
重
ね
読
み
』
の
授
業
」
『
G
r
o
u
p
B
r
i
c
o
l
a
g
e
紀
要
一
五
』

一
九
九
七
．
―
ニ
ニ
頁

浮
橋
康
彦
「
文
学
教
育
の
方
法
」
日
本
文
学
協
会
編
『
日
本
文
学
講
座
12
』
一
九
八

八
・
三
大
修
館
書
店
一
四
四
頁

茅
根
い
づ
み
「
『
命
の
大
切
さ
を
学
ぶ
』
相
田
み
つ
を
の
詩
の
学
習
を
通
し
て
」
『
月

刊
国
語
教
育
研
究
三

0
八
』
一
九
九
七
．
―
二
五
六
＼
六
二
頁

無
藤
隆
「
言
葉
の
学
び
の
根
幹
か
ら
国
語
教
育
を
と
ら
え
直
す
」

『
日
本
語
学
』
一
九
九
八
・
一
月
増
刊
号
明
治
書
院
二
四
頁

西
尾
実
「
作
品
研
究
に
お
け
る
解
釈
の
問
題
」
昭
和
四

O・+
『
国
語
と
国
文
学
』

『
西
尾
実
全
集
八
巻
』
ニ
ニ
九
頁

巽
聖
歌
・
滑
川
道
夫
編
『
新
美
南
吉
全
集
』
第
六
巻
一
九
七
五
・
三
ア
リ
ス
館

牧
新
社

相
田
み
つ
を
『
に
ん
げ
ん
だ
も
の
』
一
九
八
四
•
四
文
化
出
版
局

相
田
み
つ
を
『
し
あ
わ
せ
は
い
つ
も
』
一
九
九
五
・
三
文
化
出
版
局

鶴
岡
善
久
編
『
日
本
の
詩
昭
和
の
詩
』
昭
和
五

O・
十
二
ほ
る
ぷ
出
版

辰
雄
編
『
野
村
英
夫
詩
集
』

堀
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