
1

序

一
．
考
え
た
り
議
論
し
た
り
す
る
。
道
徳
は
、
そ
ん
な
に
疑
わ
し
い
も
の
な
の

か
。                                                       

　

考
え
た
り
議
論
し
た
り
し
た
ら
、
理
屈
好
き
の
子
供
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

道
徳
と
い
う
の
は
考
え
た
り
議
論
し
た
り
す
る
よ
う
な
疑
わ
し
い
も
の
な
の
だ
、
と

思
う
子
供
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
道
徳
は
、
考
え
た
り
議
論
し
た
り
す
る
も
の
だ
。
」

と
教
え
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
「
考
え
た
り
議
論
し
た
り
す
る
よ
う
な
疑
わ
し
い

も
の
だ
。
」
と
教
え
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
文
部
科
学
省
の
学
習
指
導
要
領
解
説

に
は
、
「
考
え
る
道
徳
」
、
「
議
論
す
る
道
徳
」
へ
と
転
換
を
図
る
、
と
書
い
て
あ

る
。
そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
は
、
研
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
だ
研
究
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
う
い
う
問
題
は
他
に
も
数
多
く
有
る
。
だ
か
ら
、
私
は
、
以
下
に
〈
道
徳

教
育
〉
の
研
究
問
題
の
所
在
を
書
く
。
「
見
落
と
さ
れ
て
い
る
問
題
群
」
と
し
て
、

一
〇
の
研
究
問
題
の
所
在
を
書
く
。
以
下
の
研
究
問
題
に
つ
い
て
、
研
究
が
広
く
行

わ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

　

道
徳
教
育
の
研
究
と
い
う
と
、
す
ぐ
に
、
道
徳
の
た
め
の
特
設
授
業
時
間

0

0

0

0

0

0

を
考
え

る
傾
向
が
あ
る
。
小
中
学
校
で
週
一
回
行
わ
れ
て
い
る
「
道
徳
の
時
間
」
で
あ
る
。

そ
し
て
、
今
後
は
「
特
別
の
教
科
」
と
し
て
行
わ
れ
る
「
道
徳
科
」
で
あ
る
。
道
徳

教
育
の
研
究
と
い
う
と
、
「
道
徳
の
時
間
」
や
「
道
徳
科
」
の
授
業
の
こ
と
し
か
考

え
な
い
の
で
あ
る
。
教
材
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
。
発
問
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
。
こ
の

よ
う
な
問
い
を
立
て
て
現
状
を
批
判
し
代
案
を
示
す
。
そ
れ
が
、
道
徳
教
育
の
研
究

だ
と
思
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
研
究
は
、
狭
い
。
〈
道
徳
教
育
〉
の

研
究
か
ら
見
る
と
、
ご
く
ご
く
狭
い
一
部
分
で
し
か
な
い
。

　

以
下
に
示
す
の
は
、
道
徳
授
業
の
改
善
策
で
は
な
い
。
よ
り
広
く
〈
道
徳
教
育
〉

を
研
究
す
る
た
め
の
問
題
群
で
あ
る
。

Ⅰ

一
．
考
え
た
り
議
論
し
た
り
す
る
。
道
徳
は
、
そ
ん
な
に
疑
わ
し
い
も
の
な
の

か
。                                                       

　

な
ぜ
考
え
さ
せ
た
り
議
論
さ
せ
た
り
す
る
の
か
。
な
ぜ
「
考
え
る
道
徳
」
、
「
議

論
す
る
道
徳
」
へ
と
転
換
を
図
る
の
か
。
「
考
え
る
道
徳
」
、
「
議
論
す
る
道
徳
」

と
い
う
の
は
、
野
口
芳
宏
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
訳
の
わ
か
ら
な
い
屁
理
屈

ご
っ
こ
の
道
徳
」
（
「
実
践
者
と
し
て
の
哲
学―

―

真
の
実
り
の
た
め
に―

―

」

　
　
　

〈
道
徳
教
育
〉
の
研
究
問
題
の
所
在

―
 

見
落
と
さ
れ
て
い
る
問
題
群 ―

                                                                                                                      

上
原　

秀
一

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Utsunomiya University Academic Information Repository

https://core.ac.uk/display/84114777?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


2

『
子
ど
も
を
「
育
て
る
」
教
師
の
チ
カ
ラ
』
第
二
四
号
、
日
本
標
準
、
二
〇
一
六
年
、

一
八
〜
一
九
頁
）
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

野
口
氏
は
、
道
徳
教
科
化
に
向
け
た
中
教
審
答
申
か
ら
、
次
の
部
分
を
引
用
す
る
。

「
特
定
の
価
値
観
を
押
し
付
け
た
り
、
主
体
性
を
も
た
ず
言
わ
れ
る
ま
ま
に
行
動
す

る
よ
う
指
導
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
道
徳
教
育
が
目
指
す
方
向
の
対
極
に
あ
る
も
の

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
そ
の
上
で
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
い
か
な
る
事
情
が
あ
っ
て
も
「
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
」
し
、
「
嘘
を
つ

い
て
は
い
け
な
い
」
し
、
「
盗
ん
で
は
い
け
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
価

値
観
は
「
特
定
の
」
も
の
で
あ
り
「
押
し
付
け
」
て
共
有
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

「
言
わ
れ
る
ま
ま
に
行
動
す
る
よ
う
指
導
し
た
り
」
し
て
よ
い
価
値
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
基
礎
的
、
基
本
的
な
価
値
観
を
教
え
、
導
き
、
守
ら
せ
る
こ
と
、
押

し
付
け
る
こ
と
は
「
道
徳
教
育
が
目
指
す
方
向
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
言
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
だ
ろ
う
か
。
」
（
一
九
頁
）

「
基
礎
的
、
基
本
的
な
価
値
観
」
を
、
「
考
え
る
道
徳
」
、
「
議
論
す
る
道
徳
」
で

教
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
幼
い
段
階
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
道
徳
で
考

え
さ
せ
た
り
議
論
さ
せ
た
り
す
べ
き
事
柄
は
無
く
な
っ
て
い
く
。
基
本
的
な
良
い
こ

と
は
決
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
を
考
え
、
議
論
す
る

と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

　

米
国
で
も
、
ボ
ス
ト
ン
・
カ
レ
ッ
ジ
教
授
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｋ
・
キ
ル
パ
ト
リ
ッ

ク
氏
が
、
議
論
を
重
視
し
た
道
徳
授
業
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る

（W
illiam

 K
. K
ilpatrick,  W

hy Johnny can't tell right from
 w

rong: 

m
oral illiteracy and the case for character education, 1992

）
。

「
生
徒
に
は
、
生
活
の
指
針
と
す
べ
き
事
柄
も
尊
重
す
べ
き
事
柄
も
一
切
与
え

ら
れ
な
い
。
彼
ら
は
、
最
も
基
本
的
な
価
値
で
さ
え
も
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
込
ん
で
卒
業
し
て
い
く
。
道
徳
と
い
う
の
は
教
室
で
話
し
合
う
も

の
で
し
か
な
い
、
と
彼
ら
は
考
え
る
。
そ
し
て
、
道
徳
を
い
つ
で
も
守
る
べ
き

事
柄
と
は
考
え
な
い
。
」
（
二
二
頁
）

議
論
さ
せ
れ
ば
さ
せ
る
ほ
ど
、
道
徳
が
疑
わ
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
、

道
徳
は
「
教
室
で
話
し
合
う
」
も
の
で
し
か
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
い

つ
で
も
守
る
べ
き
事
柄
」
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
キ
ル
パ
ト

リ
ッ
ク
氏
は
、
議
論
を
重
視
し
た
米
国
の
道
徳
授
業
を
批
判
し
て
い
る
。
我
が
国
の

「
考
え
る
道
徳
」
、
「
議
論
す
る
道
徳
」
も
、
同
氏
が
批
判
し
た
授
業
と
同
類
で
あ

る
。
「
最
も
基
本
的
な
価
値
で
さ
え
も
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
教
え
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
道
徳
と
い
う
の
は
教
室
で
話
し
合

う
も
の
で
し
か
な
い
」
と
教
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　

野
口
氏
の
言
う
「
基
礎
的
、
基
本
的
な
価
値
観
」
や
、
キ
ル
パ
ト
リ
ッ
ク
氏
の
言

う
「
最
も
基
本
的
な
価
値
」
ま
で
も
、
考
え
さ
せ
た
り
議
論
さ
せ
た
り
し
て
い
い
の

だ
ろ
う
か
。
し
て
い
い
と
い
う
の
な
ら
ば
、
「
道
徳
は
、
考
え
た
り
議
論
し
た
り
す

る
よ
う
な
疑
わ
し
い
も
の
だ
。
」
と
教
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
い
い

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
逆
に
、
「
基
礎
的
、
基
本
的
な
価
値
観
」
や
「
最
も
基
本

的
な
価
値
」
は
考
え
さ
せ
た
り
議
論
さ
せ
た
り
し
な
い
ほ
う
が
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
う
す
る
と
、
ど
こ
ま
で
が
「
基
礎
的
、
基
本
的
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
切
れ
目

の
根
拠
は
何
だ
ろ
う
か
。
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
研
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
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Ⅱ

二
．
生
活
以
外
に
時
間
を
設
け
て
授
業
を
行
う
。
そ
う
い
う
授
業
は
、
〈
道
徳

教
育
〉
の
邪
魔
で
あ
る
。                 

　

道
徳
の
授
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
週
一
回
に
固
定
し
て
あ
ら
か
じ
め
計
画
し
た
授

業
で
あ
る
。
そ
う
い
う
授
業
は
、
生
活
の
中
で
行
わ
れ
る
〈
道
徳
教
育
〉
に
と
っ
て

邪
魔
で
あ
る
。
子
供
は
、
生
活
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
支
流
に
入
っ
て
い
く
。
支
流
の

中
で
道
徳
を
考
え
た
り
議
論
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
目
は
本
流
か
ら
そ
れ
て
し
ま

う
。
宇
佐
美
寛
氏
の
言
う
と
お
り
で
あ
る
（
「
立
志
・
読
書
」
前
掲
、
『
子
ど
も
を

「
育
て
る
」
教
師
の
チ
カ
ラ
』
第
二
四
号
、
二
〇
〜
二
一
頁
）
。
授
業
が
〈
道
徳
教

育
〉
の
邪
魔
を
し
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
研
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ

る
。

　

文
部
科
学
省
は
、
「
考
え
る
道
徳
」
、
「
議
論
す
る
道
徳
」
へ
と
「
転
換
を
図

る
」
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
従
来
の
「
道
徳
の
時
間
」
が

「
考
え
」
や
「
議
論
」
を
否
定
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
従
来
の
「
道
徳

の
時
間
」
が
、
「
考
え
な
い
道
徳
」
、
「
議
論
し
な
い
道
徳
」
を
目
指
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
科
化
に
よ
っ
て
道
徳
授
業
の
理
想
像
が

改
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
考
え
る
道
徳
」
、
「
議
論
す
る
道
徳
」

は
、
従
来
の
「
道
徳
の
時
間
」
で
も
、
理
想
と
さ
れ
て
き
た
。
現
に
、
文
部
科
学
省

は
、
従
来
の
「
道
徳
の
時
間
」
の
何
が
問
題
だ
っ
た
の
か
を
明
確
に
し
て
は
い
な
い
。

「
登
場
人
物
の
心
情
理
解
に
偏
っ
た
指
導
」
と
い
う
反
省
は
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、

道
徳
授
業
の
理
想
像
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
だ
け
の

こ
と
で
あ
る
。
道
徳
授
業
の
理
想
像
そ
の
も
の
が
間
違
っ
て
い
た
と
い
う
反
省
が
な

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
前
節
に
示
し
た
研
究
問
題
は
、
教
科
化
に
よ
っ
て
新
た
に
生
じ
た

研
究
問
題
で
は
な
い
。
「
道
徳
の
時
間
」
に
も
「
道
徳
科
」
に
も
共
通
す
る
道
徳
授

業
の
問
題
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
、
週
に
一
回
と
決
め
て
授
業
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
授
業
内
容
を
あ
ら
か
じ
め
教
師
が
計
画
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
週
一
回
に
固
定
し
て
あ
ら
か
じ
め
計
画
し
た
授
業
を
す

る
か
ら
、
子
供
は
教
師
の
都
合
で

0

0

0

0

0

0

「
考
え
」
た
り
「
議
論
し
」
た
り
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
子
供
は
、
自
分
の
生
活

0

0

0

0

0

か
ら
目
を
そ
ら
し
て
し
ま
う
。
道
徳
は
、

生
活
の
中
に
有
る
。
生
活
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
道
徳
と
い
う
も
の
は
無
い
。
私
た
ち

の
生
活
は
、
道
徳
の
事
実
に
満
ち
て
い
る
。
大
人
も
子
供
も
、
毎
日
、
道
徳
的
な
事

実
や
非
道
徳
的
・
反
道
徳
的
な
事
実
に
囲
ま
れ
て
生
活
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
活

自
体
が
道
徳
だ
と
言
っ
て
も
い
い
。
だ
か
ら
、
「
生
活
が
教
育
す
る
」
と
い
う
言
葉

が
あ
る
よ
う
に
、
子
供
の
生
活
全
体
が
〈
道
徳
教
育
〉
で
あ
る
。
学
校
内
外
に
お
け

る
生
活
全
体
が
子
供
に
道
徳
を
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

週
一
回
に
固
定
し
て
あ
ら
か
じ
め
計
画
し
た
授
業
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

〈
道
徳
教
育
〉
は
、
学
校
だ
け
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
学
校
の
外
で
も

行
わ
れ
て
い
る
。
学
校
外
の
〈
道
徳
教
育
〉
と
比
べ
て
、
学
校
内
の
〈
道
徳
教
育
〉

に
は
、
ど
の
よ
う
な
重
要
性
が
有
る
の
だ
ろ
う
か
。
学
校
で
過
ご
す
時
間
は
、
〈
道

徳
教
育
〉
に
と
っ
て
、
特
に
重
要
な
時
間
な
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
学
校
生
活
の

中
で
も
「
道
徳
の
時
間
」
や
「
道
徳
科
」
は
、
〈
道
徳
教
育
〉
に
と
っ
て
特
に
重
要

な
時
間
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

広
山
隆
行
氏
に
よ
る
「
局
面
指
導
」
の
研
究
を
見
る
（
『
「
局
面
指
導
」
が
学
級

を
変
え
る―

―
と
っ
さ
の
指
導
の
心
構
え
と
上
達
法―

―

』
日
本
標
準
、
二
〇
〇
九

年
）
。
広
山
氏
に
よ
れ
ば
、
「
局
面
指
導
」
と
は
、
「
あ
る
場
面
（
状
況
）
に
お
け
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る
子
ど
も
の
不
十
分
・
不
完
全
な
言
動
を
よ
り
よ
い
方
向
に
正
す
た
め
の
指
導
」

で
あ
る
（
四
頁
）
。
例
え
ば
、
「
廊
下
を
歩
い
て
い
た
。
前
か
ら
〔
「
前
の
」
の
誤

記
か
…
…
引
用
注
〕
、
数
人
の
男
子
が
上
靴
の
か
か
と
を
踏
ん
で
歩
い
て
い
る
。
服

装
も
だ
ら
し
が
な
い
。
」
（
一
二
頁
）
こ
の
よ
う
な
「
局
面
」
で
、
教
師
は
ど
の
よ

う
な
指
導
を
す
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
「
教
師
の
指
導

言
・
助
言
・
評
価
言
と
子
ど
も
の
反
応
」
（
一
四
頁
）
を
研
究
す
る
の
で
あ
る
。

　

広
山
氏
の
局
面
指
導
の
特
徴
は
、
そ
の
場
そ
の
場
で
個
々
の
子
供
に
〈
道
徳
教

育
〉
を
行
う
と
い
う
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
機
会
が
あ
っ
た
と
き
に
個
別
的
に
行
う

〈
道
徳
教
育
〉
で
あ
る
。
広
山
氏
自
身
は
、
道
徳
授
業
の
必
要
性
を
否
定
し
て
は
い

な
い
。
し
か
し
、
「
局
面
指
導
は
、
道
徳
教
育
に
お
い
て
、
道
徳
授
業
と
同
等
も
し

く
は
そ
れ
以
上
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
」
（
二
四
頁
）
と
言
う
。
局
面
指

導
が
〈
道
徳
教
育
〉
の
本
流
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
支
流
で
あ
る
道
徳
授
業
の
中

身
は
、
局
面
指
導
か
ら
お
の
ず
と
出
て
く
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
広
山
氏
の
局
面
指
導

の
発
想
で
あ
る
。
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
道
徳
授
業
の
発
想
と
は
異
な
る
。
週
一
回

に
固
定
し
あ
ら
か
じ
め
計
画
し
て
教
え
る
の
で
は
な
い
。
必
要
な
と
き
に
必
要
な
こ

と
を
教
え
る
こ
と
の
方
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　

先
に
引
用
し
た
キ
ル
パ
ト
リ
ッ
ク
氏
も
、
「
人
格
形
成
は
文
化
全
体
の
責
任
で
あ

る
。
」
と
言
っ
て
い
る
（
二
六
頁)

。
こ
れ
は
、
〈
道
徳
教
育
〉
に
お
い
て
、
学
校

内
外
の
生
活
の
中
で
学
校
内
の
生
活
を
取
り
立
て
て
重
要
視
す
べ
き
で
は
な
い
、
と

い
う
主
張
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
学
校
生
活
の
中
で
道
徳
の
授
業
を
取
り
立
て
て
重
要

視
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

　

道
徳
授
業
で
わ
ざ
わ
ざ
考
え
た
り
議
論
し
た
り
す
れ
ば
、
せ
っ
か
く
生
活
の
中
で

学
ん
だ
道
徳
が
疑
わ
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
換
言
す
れ
ば
、
週
一
回
に
固
定

し
て
あ
ら
か
じ
め
計
画
し
た
道
徳
授
業
で
は
、
生
活
の
中
の
〈
道
徳
教
育
〉
と
は
無

関
係
に
道
徳
を
考
え
た
り
議
論
し
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
道
徳
授
業
は
、

〈
道
徳
教
育
〉
の
邪
魔
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
研
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

Ⅲ

　

三
．
「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
は
元
々
の
生
活
の
中
で
す
る
べ
き
だ
。     

　

週
一
回
に
固
定
し
て
あ
ら
か
じ
め
計
画
し
た
授
業
は
、
〈
道
徳
教
育
〉
の
邪
魔
で

あ
る
。
こ
う
言
う
と
、
「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
の
た
め
に
「
計
画
的
、
発
展
的
な

指
導
」
が
必
要
な
の
だ
、
そ
れ
が
道
徳
授
業
だ
、
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
来
る
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
生
活
の
中
で
出
来
な
い
か
ら
「
補
充
、
深
化
、
統

合
」
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
元
々
の
生
活
の
中
で
出
来
な
い
こ
と
を
、
週
一

回
の
授
業
で
出
来
る
は
ず
が
な
い
。
出
来
る
と
い
う
の
な
ら
例
を
示
し
て
ほ
し
い
。

「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
は
、
授
業
の
中
で
で
は
な
く
、
元
々
の
生
活
の
中
で
す
る

べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
研
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

　

平
成
二
〇
年
版
小
学
校
学
習
指
導
要
領
の
「
第
三
章　

道
徳
」
を
見
る
。
次
の
よ

う
に
書
い
て
あ
る
。

「
道
徳
の
時
間
に
お
い
て
は
、
〔
引
用
略
〕
各
教
科
、
外
国
語
活
動
、
総
合
的

な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
に
お
け
る
道
徳
教
育
と
密
接
な
関
連
を
図
り
な

が
ら
、
計
画
的
、
発
展
的
な
指
導
に
よ
っ
て
こ
れ
を
補
充
、
深
化
、
統
合
し
、

道
徳
的
価
値
の
自
覚
及
び
自
己
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め
、
道
徳
的

実
践
力
を
育
成
す
る
も
の
と
す
る
。
」
（
「
第
一　

目
標
」
）

「
道
徳
の
時
間
」
は
、
「
各
教
科
、
外
国
語
活
動
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
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別
活
動
に
お
け
る
道
徳
教
育
」
を
「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
す
る
も
の
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
道
徳
の
時
間
」
は
、
「
道
徳
の
時
間
」
以
外
の

授
業
時
間

0

0

0

0

に
お
け
る
「
道
徳
教
育
」
を
「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
す
る
の
で
あ
る
。

登
下
校
時
や
休
み
時
間
、
放
課
後
、
学
校
外
で
の
時
間
に
お
け
る
〈
道
徳
教
育
〉
は
、

「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

こ
の
構
造
は
、
教
科
化
さ
れ
た
後
も
変
わ
ら
な
い
。
「
道
徳
科
」
以
外
の
授
業
時

0

0

0

間0

に
お
け
る
「
道
徳
教
育
」
を
「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
す
る
の
で
あ
る
。
不
思
議

で
あ
る
。
教
科
化
の
背
景
と
さ
れ
て
い
る
「
い
じ
め
」
は
、
授
業
時
間
以
外
の
時
間

で
起
こ
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
登
下
校
時
や
休
み
時
間
、
放
課
後
、
学
校
外
で
の

時
間
に
お
け
る
〈
道
徳
教
育
〉
の
こ
と
を
考
え
な
く
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
（
特
別
活

動
の
う
ち
、
学
級
活
動
を
除
く
部
分
に
は
授
業
時
間
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
部
分
も
含
め
て
「
授
業
時
間
」
と
言
う
。
）

　

「
補
充
」
と
は
何
か
。
「
学
校
の
諸
活
動
で
考
え
る
機
会
を
得
ら
れ
に
く
い
道
徳

的
価
値
な
ど
に
つ
い
て
補
充
す
る
役
割
」
（
文
部
科
学
省
『
小
学
校
学
習
指
導
要

領
解
説　

道
徳
編
』
東
洋
館
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
、
二
九
〜
三
〇
頁
）
で
あ
る
。

「
深
化
」
と
は
何
か
。
「
道
徳
的
価
値
の
意
味
や
そ
れ
と
自
己
と
の
か
か
わ
り
に
つ

い
て
一
層
考
え
を
深
化
さ
せ
る
役
割
」
（
同
書
、
三
〇
頁
）
で
あ
る
。
「
統
合
」
と

は
何
か
。
「
道
徳
的
価
値
の
相
互
の
関
連
や
、
自
己
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
の
全

体
的
な
つ
な
が
り
な
ど
」
（
同
）
を
「
統
合
し
、
児
童
に
新
た
な
感
じ
方
や
考
え
方

を
生
み
出
す
と
い
う
よ
う
な
役
割
」
（
同
）
で
あ
る
。

　

「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
と
い
う
考
え
方
は
、
昭
和
三
三
年
の
「
道
徳
の
時
間
」

特
設
以
来
、
一
貫
し
て
示
さ
れ
て
き
た
考
え
方
で
あ
る
。
平
成
二
〇
年
に
は
、
新
た

に
、
「
道
徳
の
時
間
」
を
「
道
徳
教
育
」
の
「
要
か
な
め
」
と
位
置
づ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
要
」
と
し
て
の
働
き
と
し
て
、
「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
が
説
明
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
平
成
二
七
年
一
部
改
正
学
習
指
導
要
領
に
よ
っ
て
、
「
道
徳
の

時
間
」
が
「
特
別
の
教
科　

道
徳
（
道
徳
科
）
」
に
改
め
ら
れ
た
。
こ
の
一
部
改
正

に
よ
っ
て
、
「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
し
か

し
、
「
補
う
」
、
「
深
め
る
」
、
「
内
容
項
目
の
相
互
の
関
連
を
捉
え
直
し
た
り
発

展
さ
せ
た
り
す
る
」
と
い
う
言
い
方
で
、
「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
の
考
え
方
が
受

け
継
が
れ
て
い
る
（
「
第
三
章　

特
別
の
教
科　

道
徳
」
「
第
３　

指
導
計
画
の
作

成
と
内
容
の
取
扱
い
」
２
（
２
）
）
。

　

学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
た
道
徳
教
育
は
、
足
り
な
い
、
浅
い
、
ば
ら
ば
ら

で
あ
る
。
不
都
合
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
「
計
画
的
、
発
展
的
な
指
導
」
を
行
う
「
道
徳
の
時
間
」

や
「
道
徳
科
」
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
道
徳
授
業
の
必
要
性
が
説
明
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
仮
に
足
り
な
い
、
浅
い
、
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
と
い
っ
た
不

都
合
が
有
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
不
都
合
を
生
活
の
中
に
戻
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
生
活
そ
の
も
の
か
ら
不
都
合
を
取
り
除
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
、
生

活
時
間
を
「
授
業
時
間
」
と
「
授
業
時
間
以
外
」
に
分
け
る
べ
き
で
は
な
い
。
特
に
、

「
い
じ
め
対
策
」
が
必
要
だ
と
言
う
の
な
ら
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

　

生
活
の
中
で
出
来
な
い
こ
と
を
道
徳
授
業
で
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
例
を
示

し
て
ほ
し
い
。
「
補
充
」
の
例
、
「
深
化
」
の
例
、
「
統
合
」
の
例
を
示
せ
る
の
だ

ろ
う
か
。
「
要
」
と
い
う
ほ
ど
に
強
力
な
「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
、
研
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
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Ⅳ

四
．
宗
教
の
授
業
で
も
「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
が
出
来
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
道
徳
教
育
の
内
容
に
実
体
が
無
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　

私
立
小
中
学
校
で
は
、
道
徳
の
授
業
の
代
わ
り
に
宗
教
の
授
業
を
行
う
こ
と
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。
宗
教
の
授
業
で
も
「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
が
出
来
る
と
い
う
理

屈
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
徳
の
授
業
と
宗
教
の
授
業
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
宗

教
の
授
業
と
い
う
の
は
、
特
定
の
宗
教
の
教
義
を
教
え
る
授
業
だ
か
ら
で
あ
る
。
特

定
の
宗
教
の
教
義
を
教
え
る
授
業
で
も
、
道
徳
授
業
と
同
じ
よ
う
に
「
補
充
、
深
化
、

統
合
」
が
出
来
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
学
習
指
導
要
領
に
定
め
た
道

徳
教
育
の
内
容
の
基
準
が
実
体
を
な
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
で
も
解

釈
、
翻
訳
出
来
る
基
準
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
宗
教
に
よ
る
「
補
充
、
深
化
、
統

合
」
で
は
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
も
の
が
仮
に
有
っ
た
と
し
て
も
、
問
題
に
は
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
、
基
準
が
実
体
を
な
し
て
い
な
い
か
ら
、
落
ち
て
い
る
か
落
ち
て
い
な

い
か
も
分
か
ら
な
い
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
内
容
の
基
準
を
無
内
容
に
し
た
ま
ま
で
、

道
徳
を
教
科
化
す
る
と
い
う
。
そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
研
究
さ
れ
る

べ
き
問
題
で
あ
る
。

　

私
立
小
中
学
校
の
教
育
課
程
に
は
、
宗
教
を
加
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
場
合
、

宗
教
を
も
っ
て
道
徳
に
代
え
る
こ
と
が
出
来
る
（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
五
〇
条

第
二
項
、
同
第
七
九
条
に
よ
り
中
学
校
に
準
用
）
。
宗
教
に
よ
る
代
用
の
仕
組
み
は
、

昭
和
三
三
年
に
「
道
徳
の
時
間
」
が
特
設
さ
れ
た
と
き
か
ら
変
わ
ら
な
い
。
ま
た
、

平
成
二
七
年
に
道
徳
が
教
科
化
さ
れ
た
後
も
変
わ
ら
な
い
。
な
ぜ
道
徳
の
授
業
を
宗

教
の
授
業
で
代
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
宗
教
の
授
業
で
、
学
校
の
教

育
活
動
全
体
を
通
じ
た
道
徳
教
育
を
「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
す
る
こ
と
が
出
来
る

の
だ
ろ
う
か
。

　

「
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
た
道
徳
教
育
」
の
内
容
は
、
学
習
指
導
要
領
の

「
第
三
章　

道
徳
」
（
平
成
二
七
年
一
部
改
正
版
で
は
「
第
三
章　

特
別
の
教
科　

道
徳
」
）
に
示
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
私
立
学
校
に
も
当
て
は
ま
る
。
と

こ
ろ
が
、
私
立
学
校
で
実
施
が
認
め
ら
れ
て
い
る
宗
教
の
授
業
に
は
、
学
習
指
導
要

領
の
内
容
基
準
が
無
い
。
宗
教
の
授
業
は
、
特
定
の
宗
教
の
教
義
を
教
え
る
も
の
な

の
だ
か
ら
、
国
の
内
容
基
準
に
は
な
じ
ま
な
い
。
だ
か
ら
、
宗
教
に
よ
っ
て
「
補
充
、

深
化
、
統
合
」
が
出
来
る
と
言
う
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
解
釈
を
し
て
翻
訳
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
の
授
業

0

0

0

0

0

は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
、
翻
訳
す
る
と
、
学
習
指
導

要
領
に
示
さ
れ
た
道
徳
教
育

0

0

0

0

の
「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
、
私
立
学
校
に
は
、
宗
教
系
以
外
で
も
「
建
学
の
精
神
」
に

基
づ
く
教
育
を
行
う
「
自
主
性
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
「
建
学
の
精
神
」
に
基
づ

く
〈
道
徳
教
育
〉
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
建
学
の
精
神
」
も
学
習
指
導
要

領
に
解
釈
、
翻
訳
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
た
道
徳
教
育
の
内
容
項
目
で
は
、
本
当
は
何
が
望
ま
し

い
の
か
が
決
ま
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
教
育
の
内

容
項
目
は
、
実
は
無
内
容
な
、
ど
の
よ
う
に
で
も
解
釈
、
翻
訳
可
能
な
も
の
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
道
徳
か
宗
教
の
授
業
を
と
に
か
く
や
れ
ば
い
い
の
だ
、
と
い
う

こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
授
業
を
や
り
さ
え
す
れ
ば
い
い
と
い
う

の
な
ら
ば
、
「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
の
た
め
と
い
う
理
屈
も
要
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

道
徳
の
教
科
化
も
、
要
す
る
に
「
授
業
を
や
る
こ
と
」
を
強
制
し
た
い
だ
け
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
強
制
の
手
段
と
し
て
の
教
科
化
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

単
な
る
強
制
の
手
段
で
は
な
い
と
い
う
の
な
ら
ば
、
現
行
の
「
道
徳
の
時
間
」
の
ど

こ
が
ど
う
悪
い
か
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
文
部
科
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学
省
の
説
明
に
は
、
単
に
授
業
が
年
間
三
五
時
間
行
わ
れ
て
い
な
い
、
と
い
っ
た
理

由
し
か
見
当
た
ら
な
い
。
読
み
物
資
料
の
登
場
人
物
の
心
情
理
解
に
偏
っ
た
授
業
方

法
が
と
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
理
由
も
示
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
授
業
方

法
の
批
判
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
道
徳
の
時
間
」
に
よ
る
「
補
充
、
深
化
、
統
合
」

が
い
か
に
不
適
切
だ
っ
た
の
か
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
言
わ
な
い
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
研
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

Ⅴ

　

五
．
「
考
え
る
機
会
」
が
足
り
な
い
か
ら
「
補
充
」
す
る
と
い
う
の
は
本
当
か
。

　

道
徳
授
業
で
は
、
足
り
な
い
も
の
を
「
補
充
」
す
る
の
だ
と
い
う
。
学
習
指
導
要

領
解
説
に
よ
れ
ば
、
足
り
な
い
の
は
「
道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
」
で
あ

る
。
し
か
し
、
「
考
え
る
機
会
」
が
足
り
な
い
か
ら
「
補
充
」
す
る
と
い
う
の
は
本

当
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
研
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

　

「
補
充
」
（
＝
「
補
う
」
）
の
解
説
を
見
る
。
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。

　

「
児
童
は
、
学
校
の
諸
活
動
の
中
で
多
様
な
道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
感
じ
た

り
考
え
た
り
す
る
が
、
各
教
科
等
に
お
い
て
も
そ
の
特
質
が
あ
る
た
め
に
、
そ

の
全
て
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
道
徳
科
は
、
こ
の
よ

う
に
学
校
の
諸
活
動
で
考
え
る
機
会
を
得
ら
れ
に
く
い
道
徳
的
価
値
な
ど
に
つ

い
て
補
う
役
割
が
あ
る
。
」
（
「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

特
別
の
教
科

道
徳
編
」
文
部
科
学
省
『
別
冊　

初
等
教
育
資
料　

「
特
別
の
教
科　

道
徳
」

の
実
施
に
向
け
て
』
二
〇
一
五
年
九
月
号
臨
時
増
刊
、
東
洋
館
出
版
社
、
所
収
、

一
四
一
頁
）

　

分
か
ら
な
い
。
一
文
目
に
「
多
様
な
道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
感
じ
た
り
考
え
た
り

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
が
、
〔
傍
点
引
用
者
〕
」
と
書
い
て
あ
る
。
同
じ
文
に
「
そ
の
全
て
に
つ
い
て

考
え
る

0

0

0

機
会
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
〔
傍
点
引
用
者
〕
」
と
書
い
て
あ
る
。
二
文

目
に
は
、
「
考
え
る

0

0

0

機
会
を
得
ら
れ
に
く
い
道
徳
的
価
値
な
ど
〔
傍
点
引
用
者
〕
」

と
書
い
て
あ
る
。
な
ぜ
、
「
感
じ
た
り
考
え
た
り
す
る
機
会
」
で
は
な
く
、
「
考
え

る
機
会
」
な
の
か
。
道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
、
「
感
じ
る
」
と
「
考
え
る
」
を
区
別

し
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
。
分
か
ら
な
い
。

　

ま
た
、
一
文
目
に
は
、
「
学
校
の
諸
活
動
の
中
で
多
様
な
道
徳
的
価
値
に
つ
い

て
」
と
書
い
て
あ
る
。
二
文
目
に
は
、
「
学
校
の
諸
活
動
で
考
え
る
機
会
を
得
ら
れ

に
く
い
道
徳
的
価
値
な
ど
0

0

に
つ
い
て
〔
傍
点
引
用
者
〕
」
と
書
い
て
あ
る
。
な
ぜ
、

二
文
目
に
だ
け
「
な
ど
」
が
付
い
て
い
る
の
か
。
「
な
ど
」
に
は
何
が
入
る
の
だ
ろ

う
か
。
分
か
ら
な
い
。

　

ま
た
、
二
文
目
に
、
「
道
徳
的
価
値
な
ど
に
つ
い
て

0

0

0

0

補
う
役
割
が
あ
る
。
〔
傍
点

引
用
者
〕
」
と
書
い
て
あ
る
。
「
道
徳
的
価
値
な
ど
に
つ
い
て
」
何
を
「
補
う
」
の

だ
ろ
う
か
。
分
か
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
学
習
指
導
要
領
解
説
の
文
章
は
、
い
い
加
減
な
も
の
で
あ
る
。
基

準
性
を
な
し
て
い
な
い
。
（
し
か
し
、
い
い
加
減
だ
か
ら
こ
そ
、
私
立
学
校
の
宗
教

で
も
「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
が
出
来
る
こ
と
に
な
る
。
わ
ざ
と
い
い
加
減
に
書
い

て
い
る
と
い
う
可
能
性
も
有
る
。
）

　

分
か
ら
な
い
説
明
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
次
の
よ
う
に
は
言
え
そ
う
で
あ

る
。
道
徳
科
で
「
補
う
」
の
は
、
「
学
校
の
諸
活
動
で
考
え
る
機
会
を
得
ら
れ
に

く
い
道
徳
的
価
値
」
に
つ
い
て
「
考
え
る
機
会
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
確
か
だ
ろ
う
。

（
「
感
じ
る
機
会
」
が
含
ま
れ
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
「
な
ど
」
に
は
何
が
入
る
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の
か
も
分
か
ら
な
い
。
）

　

「
学
校
の
諸
活
動
で
考
え
る
機
会
を
得
ら
れ
に
く
い
道
徳
的
価
値
」
に
つ
い
て

「
考
え
る
機
会
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
「
道
徳
的
価
値
」
は
複
数
あ
る

よ
う
だ
。
そ
し
て
、
「
学
校
の
諸
活
動
で
考
え
る
機
会
を
得
ら
れ
に
く
い
」
も
の
と

「
得
ら
れ
や
す
い
」
も
の
に
分
か
れ
る
よ
う
だ
。
「
得
ら
れ
に
く
い
」
、
「
得
ら
れ

や
す
い
」
と
い
う
の
は
、
程
度
を
表
す
語
で
あ
る
。
二
つ
に
分
け
る
境
界
線
を
明
確

に
引
く
こ
と
を
意
図
し
た
語
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
少

な
く
と
も
、
二
つ
の
「
道
徳
的
価
値
」
を
並
べ
て
、
ど
ち
ら
の
方
が
よ
り
「
得
ら
れ

に
く
い
」
の
か
、
と
比
較
す
る
こ
と
は
出
来
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
学
年
や
学
級
、
子

供
に
よ
っ
て
は
、
「
補
充
」
の
必
要
が
な
い
ほ
ど
に
「
考
え
る
機
会
を
得
ら
れ
や
す

0

0

0

0

0

い0

道
徳
的
価
値
」
が
有
る
こ
と
が
分
か
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
可
能
性
は
十
分
に
有

る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
解
説
に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
嘘
に
な
る
。

　

小
中
学
校
の
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、
「
道
徳
教
育
」
の
内
容
と
、
「
道
徳
の

時
間
」
（
平
成
二
七
年
一
部
改
正
版
で
は
「
特
別
の
教
科　

道
徳
（
道
徳
科
）
」
）

の
内
容
は
、
同
じ
も
の
で
あ
る
。
小
中
学
校
学
習
指
導
要
領
の
「
第
三
章　

道
徳
」

（
平
成
二
七
年
一
部
改
正
版
で
は
「
第
三
章　

特
別
の
教
科　

道
徳
」
）
の
「
第
２

内
容
」
に
項
目
と
し
て
列
挙
さ
れ
た
も
の
が
、
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
行

う
「
道
徳
教
育
」
の
内
容
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
「
よ
い
こ
と
と
悪
い
こ
と
と
の
区

別
を
し
、
よ
い
と
思
う
こ
と
を
進
ん
で
行
う
こ
と
。
」
（
低
学
年
の
﹇
善
悪
の
判
断
、

自
律
、
自
由
と
責
任
﹈
）
の
よ
う
な
「
内
容
項
目
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
内
容

項
目
」
が
、
小
学
校
低
学
年
で
は
一
九
項
目
、
中
学
年
で
は
二
〇
項
目
、
高
学
年
で

は
二
二
項
目
、
中
学
校
で
は
二
二
項
目
に
わ
た
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
「
内
容
項
目
」
は
、
「
児
童
が
人
間
と
し
て
他
者
と
よ
り
よ
く
生
き
て

い
く
上
で
学
ぶ
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
道
徳
的
価
値

0

0

0

0

0

を
含
む
内
容
を
、
短
い

文
章
で
平
易
に
表
現
し
た
も
の
〔
傍
点
引
用
者
〕
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
、

「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

特
別
の
教
科　

道
徳
編
」
八
七
頁
）
。
「
道
徳
教

育
」
の
「
内
容
項
目
」
は
、
「
道
徳
的
価
値
を
含
む
内
容
」
を
列
挙
し
た
項
目
な
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
」
と
は
、
「
道
徳

教
育
の
内
容
項
目
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
道
徳
的
価
値
」
は
、
「
学
校
の
諸
活
動
で
考
え
る
機
会

を
得
ら
れ
に
く
い
」
も
の
と
「
得
ら
れ
や
す
い
」
も
の
に
分
か
れ
る
よ
う
だ
。
ど
の

よ
う
な
「
内
容
項
目
」
が
、
「
考
え
る
機
会
を
得
ら
れ
に
く
い
」
の
だ
ろ
う
か
。
ど

の
よ
う
な
「
内
容
項
目
」
が
「
考
え
る
機
会
を
得
ら
れ
や
す
い
」
の
だ
ろ
う
か
。
つ

ま
り
、
ど
の
よ
う
な
「
内
容
項
目
」
に
つ
い
て
「
考
え
る
機
会
」
を
「
補
充
」
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

学
校
は
、
「
道
徳
科
の
年
間
指
導
計
画
」
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、

「
各
学
年
段
階
の
内
容
項
目
に
つ
い
て
、
相
当
す
る
各
学
年
に
お
い
て
全
て
取
り
上

げ
る
こ
と
と
す
る
。
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
小
学
校
学
習
指
導
要
領
「
第
３
章　

特
別
の
教
科　

道
徳
」
「
第
３　

指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
」
１
）
。
つ

ま
り
、
「
補
充
」
の
必
要
が
な
い
ほ
ど
に
「
考
え
る
機
会
を
得
ら
れ
や
す
い

0

0

0

0

0

0

道
徳
的

価
値
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
た
め
の
授
業
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
「
児
童
や
学
校
の
実
態
に
応
じ
、
２
学
年
間
を
見
通
し
た
重
点
的
な
指
導

や
内
容
項
目
間
の
関
連
を
密
に
し
た
指
導
、
一
つ
の
内
容
項
目
を
複
数
の
時
間
で
扱

う
指
導
を
取
り
入
れ
る
な
ど
の
工
夫
」
（
同
）
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
原
則
は
、
全
て
の
「
内
容
項
目
」
を
一
時
間
に
一
項
目
ず
つ
扱
っ
て
い
く
の
で

あ
る
。
年
間
三
五
時
間
有
る
の
で
、
余
っ
た
時
間
を
「
重
点
的
な
指
導
」
に
当
て
る

の
で
あ
る
。
「
内
容
項
目
間
の
関
連
を
密
に
し
た
指
導
」
と
言
っ
て
も
、
そ
の
時
間

の
「
中
心
価
値
」
を
一
つ
定
め
、
せ
い
ぜ
い
一
つ
か
二
つ
の
「
関
連
価
値
」
を
定
め

る
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
「
学
校
の
諸

活
動
で
考
え
る
機
会
」
が
多
い
か
少
な
い
か
な
ど
問
題
と
さ
れ
な
い
。



9
　

学
習
指
導
要
領
解
説
に
は
、
「
考
え
る
機
会
を
得
ら
れ
に
く
い

0

0

0

0

0

0

道
徳
的
価
値
な
ど

〔
傍
点
引
用
者
〕
」
と
書
い
て
あ
る
。
し
か
し
、
「
得
ら
れ
に
く
い
」
か
ら
補
充
す

る
の
で
は
な
い
。
「
得
ら
れ
や
す
い
」
も
の
も
補
充
す
る
。
「
得
ら
れ
に
く
」
く
て

も
「
得
ら
れ
や
す
」
く
て
も
補
充
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
に
ゆ
え
補
充
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
が
分
か
ら
な
い
。
「
補
充
」
を
特
設
道
徳

授
業
の
根
拠
と
し
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
研
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

Ⅵ

六
．
道
徳
の
「
読
み
物
資
料
」
に
書
い
て
あ
る
事
実
は
、
疑
問
が
有
っ
て
も
調

べ
よ
う
が
無
い
。
「
読
み
物
資
料
」
で
「
補
充
」
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。 

　

生
活
の
中
で
知
る
事
実
は
、
疑
問
が
有
れ
ば
調
べ
て
確
か
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

と
こ
ろ
が
、
道
徳
の
「
読
み
物
資
料
」
に
書
い
て
あ
る
事
実
は
、
書
い
て
あ
る
以
上

に
は
調
べ
よ
う
が
無
い
。
確
か
め
よ
う
も
無
い
。
調
べ
て
確
か
め
る
こ
と
の
出
来
な

い
事
実
に
基
づ
い
て
、
「
道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
」
を
補
充
す
る
こ
と

が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
研
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

　

調
べ
て
確
か
め
る
こ
と
の
出
来
る
新
し
い
事
実
を
子
供
に
知
ら
せ
る
。
そ
の
よ
う

な
「
読
み
物
資
料
」
は
ご
く
ま
れ
で
あ
る
。
た
い
て
い
の
資
料
は
、
新
し
い
事
実
を

知
ら
せ
な
い
。
「
知
ら
せ
る
」
の
は
道
徳
以
外
の
授
業
の
役
割
だ
、
と
い
う
縄
張
り

意
識
が
有
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
（
道
徳
教
育
改
革
集
団
「
道
徳
の
チ
カ
ラ
」
が
刊

行
し
て
い
る
「
と
っ
て
お
き
の
道
徳
授
業
」
シ
リ
ー
ズ
は
例
外
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

新
し
い
事
実
を
「
知
ら
せ
る
」
資
料
が
意
図
的
に
集
め
ら
れ
て
い
る
。
）

　

多
く
の
場
合
、
「
読
み
物
資
料
」
は
、
事
実
を
知
ら
せ
る
の
と
は
逆
の
働
き
を
す

る
。
つ
ま
り
、
子
供
が
生
活
の
中
で
す
で
に
知
っ
て
い
る
事
実
を
一
時
的
に
忘
れ
さ

せ
る
の
で
あ
る
。
知
っ
て
い
る
事
実
0

0

を
麻
痺
さ
せ
て
お
い
て
、
価
値
0

0

に
つ
い
て
考
え

さ
せ
よ
う
と
す
る
。
授
業
は
「
道
徳
的
価
値
」
の
部
品
を
一
時
間
に
一
個
ず
つ
埋
め

込
む
手
術
で
あ
り
、
資
料
は
そ
の
た
め
の
麻
酔
で
あ
る
。
「
余
計
な
事
実
」
は
眠
ら

せ
て
お
く
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
資
料
が
数
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

「
読
み
物
資
料
」
は
、
子
供
た
ち
が
す
で
に
知
っ
て
い
る
事
実
を
恣
意
的
に
選

び
出
し
て
並
べ
、
「
考
え
る
条
件
」
を
設
定
す
る
。
「
恣
意
的
」
と
い
う
の
は
、
そ

の
時
間
に
「
考
え
」
さ
せ
た
い
「
道
徳
的
価
値
」
に
関
係
の
あ
る
事
実
だ
け
を
選
び

出
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
選
び
出
さ
れ
た
事
実
以
外
は
無
か
っ
た
こ
と

0

0

0

0

0

0

に
な
る
。

資
料
は
、
教
師
が
限
定
し
た
事
実
の
範
囲
で
「
考
え
」
さ
せ
る
た
め
の
道
具
に
な
る
。

確
か
に
、
「
知
り
」
す
ぎ
て
い
る
と
、
決
め
ら
れ
た
一
つ
の
「
価
値
」
だ
け
を
狭
く
0

0

「
考
え
る
」
こ
と
は
出
来
な
く
な
る
。
教
師
に
と
っ
て
は
都
合
が
悪
い
。

　

例
え
ば
、
近
年
、
い
わ
ゆ
る
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
が
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
文
部
科
学
省
が
推
進
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
学
校
は
、
子
供
た
ち
に
働
く

こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
て
い
る
。
勤
労
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
を
教
科
横
断
的

に
与
え
る
。
職
場
に
行
か
せ
て
体
験
的
に
学
ば
せ
る
。
子
供
た
ち
は
、
「
キ
ャ
リ
ア

教
育
」
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
を
知
る
。
も
し
も
事
実
に
疑
問
が
有
れ
ば
、
調

べ
て
確
か
め
る
こ
と
も
出
来
る
。
そ
の
よ
う
に
調
べ
て
確
か
め
た
事
実
を
通
じ
て
、

自
分
に
と
っ
て
望
ま
し
い
勤
労
観
と
職
業
観
を
持
ち
、
自
分
に
と
っ
て
「
か
け
が
え

の
な
い
仕
事
」
を
探
す
。
探
せ
な
け
れ
ば
さ
ら
に
事
実
を
調
べ
続
け
る
こ
と
も
出
来

る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
の
理
想
と
さ
れ
る
姿
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
を
通
じ
て
、
手
品
を
愛
す
る
少
年
が
プ
ロ
の
手
品
師
を

目
指
す
よ
う
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
手
品
師
を
目
指
し
て
真
剣
に
努
力
す
る
よ
う

に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
手
品
師
と
い
う
仕
事
を
見
つ
け
、
真
剣
に
努
力
す
る
こ
と

は
、
こ
の
少
年
自
身
に
と
っ
て
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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読
み
物
資
料
「
手
品
師
」
を
使
っ
て
道
徳
の
授
業
を
す
る
と
き
、
教
師
は
、
こ
の

少
年
に
対
し
て
責
任
を
取
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
少
年
ば
か
り
で
は
な
い
。
「
か
け

が
え
の
な
い
仕
事
」
を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
子
供
が
い
る
。
見
つ
け
る
た
め
の

努
力
、
見
つ
け
た
後
の
努
力
を
し
て
い
る
子
供
が
い
る
。
こ
の
よ
う
な
子
供
に
対
し

て
責
任
を
取
れ
る
だ
ろ
う
か
。
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
を
通
じ
て
知
っ
た
事
実
は
、
無0

か
っ
た
こ
と

0

0

0

0

0

に
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
大
劇
場
で
手
品
を
見
せ
て
多
く
の
人
を
楽
し

ま
せ
る
の
は
「
金
儲
け
」
や
「
名
誉
」
の
た
め
だ
と
決
め
つ
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
プ

ロ
の
手
品
師
が
、
多
く
の
人
の
期
待
に
答
え
る
仕
事
を
放
棄
し
て
、
一
人
の
子
供
と

の
約
束
だ
け
を
果
た
そ
う
と
す
る
の
を
「
誠
実
」
と
言
わ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

「
手
品
師
」
に
書
か
れ
て
い
る
事
実
は
、
疑
問
が
有
っ
て
も
調
べ
よ
う
が
無
い
。

友
人
の
電
話
か
ら
何
分
で
結
論
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
「
大
き
な
町
」

に
は
列
車
で
行
く
の
か
。
列
車
は
何
時
に
出
る
の
か
。
「
男
の
子
」
を
探
し
て
連
れ

て
行
く
こ
と
は
出
来
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
町
は
、
「
男
の
子
」
を
探
せ
な
い
ほ
ど
広

い
の
か
。
手
品
師
を
目
指
す
少
年
は
、
こ
う
い
う
事
実
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
だ
ろ

う
。
粘
り
強
く
調
べ
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
調
べ
よ
う
が
無
い
。

　

な
ぜ
、
生
活
を
通
じ
て
知
っ
て
い
る
事
実
を
い
っ
た
ん
忘
れ
て
考
え
る
よ
う
な
無

理
な
頭
の
使
い
方
を
強
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
、
「
知
ら
せ
る
」
こ
と
を
軽
視
す

る
の
だ
ろ
う
か
。
知
ら
な
い
で
考
え
る
こ
と
な
ど
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、

研
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

Ⅶ

七
．
年
間
三
五
時
間
を
全
て
個
別
の
読
書
と
作
文
に
当
て
る
。
そ
う
す
れ
ば
、

「
深
化
」
と
「
統
合
」
が
う
ま
く
い
く
。                           

　

な
ぜ
、
年
間
三
五
時
間
、
室
内
で
、
一
斉
に
、
集
団
で
、
道
徳
の
授
業
を
行
わ
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
子
供
一
人
一
人
、
「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
の
在

り
方
は
異
な
る
は
ず
で
あ
る
。
特
に
、
「
深
化
」
と
「
統
合
」
は
、
学
習
指
導
要
領

解
説
に
も
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、
「
自
己
」
の
働
き
で
あ
る
。
一
人
一
人
異
な
る

「
自
己
」
に
、
同
じ
よ
う
な
「
深
化
」
と
「
統
合
」
を
強
い
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

年
間
三
五
時
間
を
個
別
の
読
書
と
作
文
に
当
て
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
の
ほ
う
が
、
「
深
化
」
と
「
統
合
」
は
う
ま
く
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
、
研
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

　

「
深
化
」
（
＝
「
深
め
る
」
）
の
解
説
を
見
る
。
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。

「
児
童
は
、
各
教
科
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
に
応
じ
て
道
徳
性
を
養
う
た

め
の
学
習
を
行
う
が
、
各
教
科
等
の
指
導
に
は
各
教
科
等
特
有
の
ね
ら
い
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
中
で
は
道
徳
的
価
値
の
意
味
な
ど
に
つ
い
て
必
ず
し
も

じ
っ
く
り
と
考
え
、
深
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
道
徳
科
は
、

こ
の
よ
う
に
道
徳
的
価
値
の
意
味
や
そ
れ
と
自
己
と
の
関
わ
り

0

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
一
層

考
え
を
深
め
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
〔
傍
点
引
用
者
〕
」
（
前
掲
、
「
小
学

校
学
習
指
導
要
領
解
説　

特
別
の
教
科　

道
徳
編
」
一
四
一
頁
）

　

ま
た
、
「
統
合
」
（
＝
「
内
容
項
目
の
相
互
の
関
連
を
捉
え
直
し
た
り
発
展
さ
せ
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た
り
す
る
」
）
の
解
説
を
見
る
。
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。

「
各
教
科
等
に
お
け
る
道
徳
教
育
の
中
で
多
様
な
体
験
を
し
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
が
も
つ
道
徳
的
価
値
の
相
互
の
関
連
や
、
自
己
と
の
関
わ
り

0

0

0

0

0

0

0

に
お
い

て
の
全
体
的
な
つ
な
が
り
な
ど
に
つ
い
て
考
え
な
い
ま
ま
過
ご
し
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
る
。
道
徳
科
は
、
道
徳
的
価
値
に
関
わ
る
諸
事
象
を
、
捉
え
直
し
た
り

発
展
さ
せ
た
り
し
て
、
児
童
に
新
た
な
感
じ
方
や
考
え
方
を
生
み
出
す
と
い
う

統
合
と
し
て
の
役
割
も
あ
る
。
〔
傍
点
引
用
者
〕
」
（
同
）

　

こ
の
よ
う
に
、
「
深
化
」
と
「
統
合
」
の
解
説
で
は
、
「
自
己
と
の
関
わ
り
」
と

い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
補
充
」
の
解
説
に
は
無
い
。
「
補
充
」
と
い
う
働

き
は
、
学
習
者
の
外
側
か
ら
足
り
な
い
も
の
を
与
え
る
働
き
で
あ
る
。
一
方
、
「
深

化
」
と
「
統
合
」
の
働
き
は
、
学
習
者
の
「
自
己
」
の
内
側
に
お
い
て
起
こ
る
働
き

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
解
説
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
違

い
は
、
学
校
で
自
覚
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
自
覚
さ
れ
て
は
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

「
補
充
」
の
た
め
の
道
徳
授
業
で
も
、
「
深
化
」
、
「
統
合
」
の
た
め
の
道
徳
授
業

で
も
、
室
内
で
、
一
斉
に
、
集
団
で
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
あ

る
授
業
場
面
が
「
補
充
」
を
行
っ
て
い
る
の
か
、
「
深
化
」
を
行
っ
て
い
る
の
か
、

「
統
合
」
を
行
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
さ
え
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
（
文
部
科
学
省

が
例
を
示
せ
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
）
。

　

「
自
己
」
の
働
き
で
あ
る
「
深
化
」
と
「
統
合
」
を
、
室
内
で
、
一
斉
に
、
集
団

で
授
業
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
出
来
る
は
ず

が
な
い
。

　

各
教
科
等
に
お
け
る
道
徳
的
な
学
習
を
「
深
化
」
さ
せ
る
役
割
を
果
た
せ
る
の
は
、

個
別
学
習
を
お
い
て
他
に
無
い
。
「
道
徳
的
価
値
の
意
味
や
そ
れ
と
自
己
と
の
関
わ

0

0

0

0

0

0

り0

に
つ
い
て
一
層
考
え
を
深
め
る
」
と
い
う
「
深
化
」
の
役
割
を
果
た
せ
る
の
は
、

個
別
学
習
を
お
い
て
他
に
無
い
の
で
あ
る
。

　

各
教
科
等
に
お
け
る
道
徳
的
な
学
習
を
「
統
合
」
さ
せ
る
役
割
を
果
た
せ
る
の
も
、

個
別
学
習
を
お
い
て
他
に
無
い
。
各
教
科
等
に
お
け
る
「
多
様
な
体
験
」
が
も
つ

「
道
徳
的
価
値
」
に
つ
い
て
、
「
自
己
と
の
関
わ
り

0

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
の
全
体
的
な
つ
な
が

り
」
を
考
え
さ
せ
得
る
の
は
、
個
別
学
習
を
お
い
て
他
に
無
い
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
、
室
内
で
、
一
斉
に
、
集
団
で
教
え
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
め
い
め
い

に
読
書
と
作
文
を
し
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
宗
教
教
育

で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
人
で
沈
思
黙
考
し
た
り
、
祈
っ
た
り
し
た
方
が
い
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
、
「
深
化
」
に
も
「
統
合
」
に
も
、
理
想
型
が
満
た
す
べ
き
基
準
と
い

う
も
の
は
無
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
が
ど
の
程
度
深
ま
っ
た
ら
「
深
化
」

し
た
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
が
ど
の
よ
う
な
形
で
相
互
に
関
連
付
け

ら
れ
た
ら
「
統
合
」
し
た
こ
と
に
な
る
の
か
。
ま
と
も
に
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。

「
深
化
」
の
深
度
も
「
統
合
」
の
様
態
も
一
人
一
人
異
な
る
の
が
当
然
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
一
人
一
人
異
な
る
「
深
化
」
と
「
統
合
」
の

在
り
方
を
「
価
値
観
」
と
呼
ぶ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
人
一
人
の
価
値
観
は
尊

重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

旧
文
部
省
は
、
昭
和
三
三
年
版
、
昭
和
四
三
年
版
、
昭
和
五
二
年
版
の
各
学
習
指

導
要
領
の
た
め
の
『
小
学
校
指
導
書
』
で
、
道
徳
の
「
内
容
項
目
」
が
「
一
つ
の
全

体
的
構
造
」
を
な
し
て
い
る
と
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
「
各
項
目
を
そ
れ
ぞ
れ
独

立
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
」
い
と
し
て
い
た
。
平
成
元
年
版
以
降

は
、
「
内
容
項
目
」
の
「
全
体
構
成
及
び
相
互
の
関
連
性
と
発
展
性
」
（
小
学
校
学

習
指
導
要
領
「
第
３
章　

道
徳
」
「
第
３　

指
導
計
画
の
作
成
と
各
学
年
に
わ
た
る

内
容
の
取
扱
い
」
２
）
を
明
確
化
す
る
た
め
に
、
「
内
容
項
目
」
を
「
四
つ
の
視
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点
」
で
分
類
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
、
「
一
つ
の
全
体
的
構
造
」
と
い
う

語
は
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
代
わ
り
に
、
「
具
体
的
な
場
で
道
徳
的
行
為
が
な
さ

れ
る
場
合
、
「
第
２　

内
容
」
に
示
さ
れ
て
い
る
一
つ
の
内
容
項
目
だ
け
が
単
独
に

作
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
」
と
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
平
成

一
〇
年
版
以
降
は
、
さ
ら
に
、
「
全
部
の
内
容
項
目
が
調
和
的
に
か
か
わ
り
合
い
な

が
ら
」
、
児
童
の
道
徳
性
が
養
わ
れ
る
よ
う
に
工
夫
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
言
葉
の
上
で
は
、
「
一
つ
の
全
体
的
構
造
」
や
「
全
部
の
内
容
項

目
が
調
和
的
に
か
か
わ
り
合
い
な
が
ら
」
と
し
て
、
「
統
合
」
の
意
義
を
強
調
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
ど
の
よ
う
な
「
構
造
」
な
の
か
、
ど

の
よ
う
な
「
調
和
」
な
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
『
指
導
書
』
、
『
解

説
』
で
も
、
単
に
「
内
容
項
目
」
相
互
の
関
連
性
の
例
が
わ
ず
か
に
示
さ
れ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。
「
統
合
」
の
理
想
型
が
満
た
す
べ
き
基
準
は
無
い
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
「
統
合
」
の
在
り
方
は
、
一
人
一
人
の
子
供
に
ゆ
だ
ね
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
計
画
的
、
発
展
的
な
指
導
」
と
い
う
美
名
の
下
に
、

「
年
間
指
導
計
画
」
ど
お
り
に
機
械
的
に
週
一
時
間
の
授
業
を
行
っ
て
い
る
。
「
深

化
」
と
「
統
合
」
の
主
体
で
あ
る
子
供
0

0

の
都
合
は
考
慮
さ
れ
ず
、
学
校
0

0

の
都
合
で
授

業
が
組
み
立
て
ら
れ
る
。
こ
れ
で
「
深
化
」
と
「
統
合
」
が
出
来
る
と
い
う
の
は
、

思
い
込
み
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
自
習
で
は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、

研
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

Ⅷ

八
．
読
む
本
を
自
分
で
選
ば
せ
る
。
「
知
る
自
由
」
を
保
障
す
る
。
そ
う
す
れ

ば
、
「
補
充
」
も
う
ま
く
い
く
。                                 

　

前
節
で
、
私
は
述
べ
た
。

「
「
補
充
」
と
い
う
働
き
は
、
学
習
者
の
外
側
か
ら
足
り
な
い
も
の
を
与
え
る

働
き
で
あ
る
。
一
方
、
「
深
化
」
と
「
統
合
」
の
働
き
は
、
学
習
者
の
「
自

己
」
の
内
側
に
お
い
て
起
こ
る
働
き
で
あ
る
。
」

文
部
科
学
省
の
解
説
に
「
乗
っ
た
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
当
は
、
「
補
充
」
も

自
己
の
働
き
で
あ
る
。
生
活
の
中
で
何
か
を
知
る
と
、
さ
ら
に
知
り
た
い
こ
と
が
出

て
く
る
。
知
り
た
い
こ
と
が
教
科
の
内
容
に
含
ま
れ
て
い
れ
ば
、
教
科
の
授
業
で
教

え
て
も
ら
え
る
。
教
科
の
内
容
に
含
ま
れ
て
い
な
く
て
も
、
自
分
で
本
を
読
ん
で
自

由
に
調
べ
れ
ば
い
い
。
新
し
い
こ
と
を
知
れ
ば
、
お
の
ず
と
「
考
え
る
」
よ
う
に
な

る
。
お
の
ず
と
、
「
多
様
な
道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
感
じ
た
り
考
え
た
り
」
す
る
よ

う
に
な
る
。
そ
れ
で
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
、
「
知
る
機
会
」
を
「
補

充
」
せ
ず
に
「
考
え
る
機
会
」
だ
け
を
「
補
充
」
し
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

「
知
る
機
会
」
を
補
充
す
る
た
め
に
読
書
を
さ
せ
る
。
「
知
る
自
由
」
を
保
障
す

る
た
め
に
読
む
本
を
自
分
で
選
ば
せ
る
。
可
能
な
限
り
た
く
さ
ん
の
良
書
を
教
室
に

用
意
す
る
。
多
読
の
学
習
を
保
障
す
る
（
庭
野
三
省
氏
の
『
多
読
で
読
解
の
授
業
を

変
え
る
』
明
治
図
書
、
一
九
九
七
年
を
見
よ
。
）
。
そ
れ
が
正
し
い
「
補
充
」
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
研
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
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昭
和
三
三
年
に
「
道
徳
の
時
間
」
が
特
設
さ
れ
た
際
に
、
「
戦
時
中
の
修
身
の
復

活
」
と
い
う
批
判
が
有
っ
た
。
平
成
二
七
年
に
「
道
徳
の
時
間
」
が
教
科
化
さ
れ
た

際
も
、
同
様
の
批
判
が
有
っ
た
。
「
修
身
」
は
、
道
徳
を
教
え
込
む
授
業
だ
か
ら
、

戦
後
の
教
育
に
は
な
じ
ま
な
い
。
こ
の
よ
う
な
批
判
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
批
判

は
的
外
れ
で
あ
る
。
戦
時
中
の
国
民
学
校
に
お
い
て
は
、
修
身
だ
け
が
道
徳
を
教
え

込
む
授
業
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
学
校
生
活
全
体
を
通
じ
て
一
体
的
に
道
徳
が
教
え

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
戦
後
の
「
道
徳
教
育
」
の
よ
う
に
、
特
定
の

授
業
時
間
が
「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
を
担
う
必
要
は
無
か
っ
た
。
全
て
の
教
科
・

科
目
が
お
互
い
に
「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
し
合
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

国
民
学
校
で
は
、
修
身
は
、
「
国
民
科
修
身
」
と
い
う
「
科
目
」
で
あ
っ
た
。
教

科
「
国
民
科
」
に
、
「
国
民
科
国
語
」
、
「
国
民
科
国
史
」
、
「
国
民
科
地
理
」
と

と
も
に
含
ま
れ
て
い
た
。
修
身
、
国
語
、
国
史
、
地
理
の
四
科
目
が
、
互
い
に
強
め

合
い
な
が
ら
、
「
国
民
科
」
と
し
て
「
皇
国
民
錬
成
」
と
い
う
道
徳
教
育
を
担
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
「
国
民
科
」
の
他
に
は
、
「
理
数
科
」
（
算
数
、
理
科
）
、
「
体

錬
科
」
（
武
道
、
体
操
）
、
「
芸
能
科
」
（
音
楽
、
習
字
、
図
画
、
工
作
）
の
三
教

科
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
三
教
科
も
、
国
民
科
と
と
も
に
皇
国
民
錬
成
を

担
っ
て
い
た
。
一
体
的
に
道
徳
教
育
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
修

身
」
の
道
徳
教
育
上
の
意
義
は
相
対
的
に
薄
く
な
る
。

　

つ
ま
り
、
国
民
学
校
の
道
徳
教
育
は
、
特
別
の
授
業
で
あ
る
「
国
民
科
修
身
」
に

お
い
て
道
徳
を
教
え
込
む
教
育
で
は
な
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
国
民
学
校
は
、

特
設
の
科
目
と
し
て
修
身
を
設
け
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
役
割
は
、
道
徳
の
教
え
込

み
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
全
て
の
教
科
が
一
体
と
な
っ
て
道
徳
教
育
を
行
っ
て

い
た
の
だ
か
ら
、
特
設
授
業
で
教
え
込
む
必
要
な
ど
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
学
校

生
活
全
体
が
道
徳
教
育
だ
っ
た
。
山
住
正
巳
氏
も
、
国
民
学
校
で
は
「
生
活
と
教

育
の
結
合
と
か
子
ど
も
の
興
味
の
喚
起
」
が
は
か
ら
れ
て
い
た
、
と
言
う
。
そ
し

て
、
「
こ
れ
ら
は
大
正
期
の
新
教
育
運
動
以
来
の
遺
産
継
承
と
い
え
る
。
」
と
言

う
。
ま
た
、
「
国
民
学
校
に
お
け
る
教
育
方
法
の
改
善
は
、
教
室
の
雰
囲
気
を
明

る
く
し
た
。
」
と
も
言
う
（
『
日
本
教
育
小
史―

―

近
・
現
代―

―

』
岩
波
新
書
、

一
九
八
七
年
、
一
二
九
〜
一
三
〇
頁
）
。
国
民
学
校
は
、
生
活
の
中
で
、
明
る
く
、

一
体
的
に
道
徳
教
育
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
特
定
の
授
業
に
よ
る
形

式
的
で
退
屈
な
教
え
込
み

0

0

0

0

と
は
違
う
。

　

戦
後
の
道
徳
教
育
は
、
「
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
行
う
道
徳
教
育
」
を

「
道
徳
の
時
間
」
が
「
補
充
、
深
化
、
統
合
」
す
る
、
と
い
う
論
理
で
行
わ
れ
て

き
た
。
つ
ま
り
、
「
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
行
う
道
徳
教
育
」
が
主
で
、

「
道
徳
の
時
間
」
は
従
で
あ
る
。
論
理
的
に
は
、
「
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ

て
行
う
道
徳
教
育
」
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
の
論
理
を
押
し
進
め
て
究
極
の
理
想

型
を
探
す
と
、
そ
れ
は
、
国
民
学
校
の
一
体
的
な
道
徳
教
育
に
な
る
。

　

し
か
し
、
国
民
学
校
で
教
え
て
い
た
内
容
は
、
超
国
家
主
義
・
軍
国
主
義
で
あ

る
。
山
中
恒
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
国
民
学
校
の
音
楽
教
育
は
死
の
美
を
学
ぶ

も
の
」
だ
っ
た
（
『
ボ
ク
ラ
少
国
民
と
戦
争
応
援
歌
』
朝
日
文
庫
、
一
九
八
九
年
、

一
〇
五
頁
）
。
山
中
氏
は
言
う
。
「
と
に
か
く
健
康
な
人
間
が
突
然
、
弾
丸
に
あ

た
っ
て
死
ん
だ
り
、
機
械
に
は
さ
ま
れ
た
り
、
感
電
し
た
り
し
て
死
ぬ
こ
と
を
壮
絶

な
る
死
と
た
た
え
る
の
だ
か
ら
恐
ろ
し
い
。
し
か
も
、
そ
れ
を
覚
悟
さ
せ
る
の
が
芸

能
科
の
授
業
と
い
う
の
だ
か
ら
、
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
」
（
一
一
〇
頁
）
こ

れ
が
、
〈
道
徳
教
育
〉
の
理
想
型
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
。

　

何
が
違
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
知
る
自
由
」
で
あ
る
。
国
民
学
校
で
は
、

子
供
の
「
知
る
自
由
」
を
制
限
し
た
上
で
、
「
生
活
と
教
育
の
結
合
」
や
「
子
ど
も

の
興
味
の
喚
起
」
を
は
か
り
、
「
教
室
の
雰
囲
気
を
明
る
く
」
し
て
、
道
徳
教
育
を

行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
死
の
教
育

0

0

0

0

を
明
る
く

0

0

0

や
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。
「
特
別

の
教
科　

道
徳
」
も
、
「
知
る
自
由
」
を
制
限
し
た
上
で
、
「
考
え
る
機
会
」
だ
け
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を
「
補
充
」
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
な
ら
ば
、
国
民
学
校
の
道
徳
教
育
に
似
た
も
の

と
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

読
む
本
を
自
分
で
選
ば
せ
て
、
「
知
る
自
由
」
を
保
障
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

自
分
の
力
で
何
か
を
知
れ
ば
、
さ
ら
に
ど
ん
ど
ん
知
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
、
知
れ
ば
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
の

ず
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
教
師
が
「
計
画
的
、
発
展
的
な

指
導
」
と
い
う
名
の
下
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
範
囲
を
、
子
供
が
超
え
て

い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
い
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
本
来
の
「
補

充
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
研
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

Ⅸ

九
．
道
徳
的
事
実
は
見
せ
な
い
。
道
徳
的
価
値
だ
け
を
見
せ
る
。
ど
の
よ
う
な

「
問
題
解
決
的
な
学
習
」
に
な
る
か
。

　

「
道
徳
科
」
で
は
、
「
問
題
解
決
的
な
学
習
」
を
取
り
入
れ
て
「
指
導
方
法
を
工

夫
」
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
学
習
指
導
要
領
解
説
に
は
、
「
道
徳
科
に
お
け
る

問
題
と
は
道
徳
的
価
値
に
根
差
し
た
問
題
で
あ
り
、
単
な
る
日
常
生
活
の
諸
事
象
と

は
異
な
る
。
」
（
前
掲
、
「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

特
別
の
教
科　

道
徳

編
」
一
四
五
頁
）
と
書
い
て
あ
る
。
「
道
徳
的
価
値
に
根
差
し
た
問
題
」
と
「
日
常

生
活
の
諸
事
象
〔
に
根
差
し
た
問
題
…
…
引
用
注
〕
」
は
ど
う
「
異
な
る
」
の
だ
ろ

う
か
。
説
明
が
無
い
。
「
日
常
生
活
の
諸
事
象
」
の
語
は
、
「
道
徳
的
事
実
」
に
言

い
換
え
る
べ
き
で
あ
る
。
日
常
生
活
に
有
る
道
徳
的
な

0

0

0

0

諸
事
象
の
話
を
し
て
い
る

の
だ
。
「
日
常
生
活
の
諸
事
象
」
は
、
道
徳
に
満
ち
て
い
る
。
「
Ⅱ
」
で
述
べ
た
と

お
り
、
「
私
達
の
生
活
は
、
道
徳
の
事
実
に
満
ち
て
い
る
。
」
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

「
道
徳
的
価
値
」
と
「
単
な
る
日
常
生
活
の
諸
事
象
」
を
対
比
さ
せ
る
べ
き
で
は
な

い
。
「
道
徳
的
価
値
」
と
「
道
徳
的
事
実
」
を
対
比
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
文
部
科
学

省
は
、
「
道
徳
的
事
実
に
根
差
し
た
問
題
」
を
軽
視
し
て
、
「
道
徳
的
価
値
に
根
差

し
た
問
題
」
だ
け
を
「
問
題
」
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
研
究
さ
れ
る
べ

き
問
題
で
あ
る
。

　

小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
に
「
問
題
解
決
的
な
学
習
」
の
説
明
が
有
る
。
し
か

し
、
意
味
不
明
で
あ
る
。
引
用
し
て
意
味
不
明
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
紙
幅
も
無

い
。
そ
れ
ほ
ど
意
味
不
明
で
あ
る
。
か
ろ
う
じ
て
意
味
が
分
か
る
よ
う
に
こ
ち
ら
で

整
理
す
る
し
か
な
い
。
次
の
よ
う
に
で
あ
る
。

「
問
題
解
決
的
な
学
習
」
と
は
、
「
ね
ら
い
と
す
る
道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
自

己
を
見
つ
め
」
、
道
徳
的
価
値
を
「
実
現
す
る
」
と
き
の
妨
げ
に
な
る
「
問

題
を
見
付
け
」
、
「
解
決
に
向
け
て
話
し
合
う
」
こ
と
で
あ
る
。
（
か
ぎ
括
弧

内
は
、
前
掲
、
一
四
五
頁
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
原
文
を
見
て
い
た
だ
き
た

い
。
）

「
ね
ら
い
と
す
る
」
の
は
誰
か
。
教
師
で
あ
る
。
「
自
己
を
見
つ
め
」
る
の
は
誰
か
。

子
供
で
あ
る
。
教
師
0

0

が
「
ね
ら
い
と
す
る
」
道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
子
供
0

0

が
「
自
己

を
見
つ
め
」
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
道
徳
的
価
値
を
「
実
現
す
る
」
の
も
、
「
問

題
を
見
付
け
」
る
の
も
、
「
解
決
に
向
け
て
話
し
合
う
」
の
も
子
供
で
あ
る
。
教
師

が
ね
ら
い
と
す
る
「
道
徳
的
価
値
」
を
子
供
が
自
分
の
力
で
「
実
現
」
出
来
な
い
。

そ
れ
が
「
問
題
」
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
子
供
が
教
師
の
「
ね
ら
い
」

に
義
理
立
て
し
て
「
問
題
」
を
「
見
付
け
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
子

供
が
自
分
で
問
題
だ
と
思
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
子
供
が
生
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活
の
中
で
見
付
け
る
問
題
が
問
題
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

子
供
が
生
活
の
中
で
見
付
け
る
の
は
、
「
道
徳
的
価
値
に
根
差
し
た
問
題
」
で
は

な
い
。
「
道
徳
的
価
値
に
根
差
し
た
問
題
」
を
「
問
題
」
だ
と
思
っ
て
い
る
子
供
が

い
る
と
し
た
ら
、
こ
う
い
う
子
供
で
あ
る
。
「
先
生
の
言
い
つ
け
ど
お
り
に
出
来
な

い
。
私
は
自
分
を
ど
う
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
。
」
こ
う
い
う
問
題
0

0

に
悩
む
子
供
で

あ
る
。
「
子
供
を
大
劇
場
に
連
れ
て
行
こ
う
と
し
な
い
手
品
師
の
こ
と
を
、
ど
う
し

て
も
誠
実
な
人
だ
と
は
思
え
な
い
。
文
章
を
い
く
ら
読
ん
で
も
連
れ
て
行
こ
う
と
し

な
い
理
由
が
分
か
ら
な
い
。
手
品
師
が
誠
実
だ
と
は
思
え
な
い
。
き
っ
と
そ
う
思
え

な
い
僕
の
方
が
悪
い
の
だ
。
僕
は
自
分
を
ど
う
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
。
」
こ
う
い

う
問
題
0

0

に
悩
む
子
供
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
子
供
を
想
定
し
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

子
供
が
生
活
の
中
で
見
付
け
る
の
は
、
「
道
徳
的
事
実
に
根
差
し
た
問
題
」
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
「
価
値
」
は
、
「
事
実
」
を
ど
う
解
釈
し
て
使

う
の
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
価
値
よ
り
も
事
実
の
方
が
基
礎
で
あ

る
。
大
人
も
子
供
も
事
実
を
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
価
値
を
経
験
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。
事
実
の
経
験
を
ど
の
よ
う
に
見
る
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
価
値
が
現

れ
る
。
そ
し
て
、
一
つ
の
事
実
の
中
に
複
数
の
価
値
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
ど
の

価
値
に
よ
っ
て
事
実
を
見
る
か
は
、
人
に
よ
っ
て
違
う
。

　

そ
し
て
、
道
徳
に
は
、
「
事
実
の
領
域
」
と
い
う
も
の
が
有
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
例
え
ば
、
「
い
じ
め
」
や
「
性
」
、
「
薬
物
」
、
「
戦
争
」
は
、
道
徳
的
事

実
の
領
域
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
平
成
二
七
年
一
部
改
正

中
学
校
学
習
指
導
要
領
に
は
、
「
情
報
モ
ラ
ル
」
や
「
科
学
技
術
の
発
展
と
生
命
倫

理
と
の
関
係
」
、
「
社
会
の
持
続
可
能
な
発
展
」
と
い
っ
た
「
現
代
的
な
課
題
」
が

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
道
徳
的
事
実
の
領
域
と
し
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
現
代
的
」
な
も
の
に
限
ら
ず
、
「
伝
統
的
」
な
も
の
も
、
道

徳
的
事
実
の
領
域
を
構
成
す
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
、
道
徳
教
育
の
内
容
を
、
道
徳

の
「
事
実
の
領
域
」
に
よ
っ
て
示
さ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

深
澤
久
氏
に
よ
る
「
命
の
授
業
」
も
、
「
事
実
を
示
す
」
こ
と
を
柱
と
し
た
道
徳

授
業
観
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
深
澤
久
編
著
『
命
の
授
業―

―

道
徳
授

業
の
改
革
を
め
ざ
し
て―

―

』
明
治
図
書
、
一
九
九
〇
年
、
二
七
頁
）
。
深
澤
氏
は
、

「
多
様
で
あ
る
べ
き
個
人
の
感
性
を
、
一
つ
の
「
価
値
項
目
」
に
あ
て
は
め
よ
う
と

す
る
非
人
間
性
・
野
蛮
さ
」
（
一
四
頁
）
を
拒
否
し
た
授
業
を
し
た
か
っ
た
、
と

言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
深
澤
氏
も
、
道
徳
授
業
で
は
、
価
値
よ
り
も
事
実
を
示
す

べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
学
習
指
導
要
領
で
は
、
道
徳
教

育
の
内
容
項
目
は
道
徳
的
価
値
0

0

で
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
道
徳
的
事
実
0

0

の
領
域

で
示
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
研
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

Ⅹ

　

一
〇
．
「
道
徳
的
価
値
」
を
教
え
る
よ
う
に
意
図
し
た
「
体
験
」
で
い
い
の
か
。

　

「
道
徳
科
」
で
は
、
「
道
徳
的
行
為
に
関
す
る
体
験
的
な
学
習
」
を
取
り
入
れ
て

「
指
導
方
法
を
工
夫
」
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
特
別
活
動
等
に
お

け
る
多
様
な
実
践
活
動
や
体
験
活
動
」
も
授
業
に
生
か
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
言
わ
れ
る
「
体
験
」
は
、
「
道
徳
的
価
値
」
を
教
え
る
よ
う
に
意
図
し
た
「
体

験
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
体
験
」
と
い
う
も
の
に
は
、
広
さ
と
複
雑
さ
が
有
る
。

特
定
の
「
道
徳
的
価
値
」
を
表
す
言
葉
に
ま
と
め
て
し
ま
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
広

さ
と
複
雑
さ
が
ま
ず
先
に
有
る
の
だ
。
広
く
て
複
雑
な
「
体
験
」
を
後
か
ら
意
味
付

け
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
「
道
徳
的
価
値
」
を
表
す
複
数
の
言
葉
が
見
え
て
く
る
。

「
道
徳
的
価
値
」
を
教
え
る
よ
う
に
意
図
し
た
「
体
験
」
は
、
は
じ
め
か
ら
狭
く
限
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定
さ
れ
た
言
葉
の
「
体
験
」
で
し
か
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
体
験
」
が
〈
道
徳
教

育
〉
の
役
に
立
つ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
研
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

　

「
道
徳
的
行
為
に
関
す
る
体
験
的
な
学
習
」
の
解
説
を
見
る
。
次
の
よ
う
に
書
い

て
あ
る
。

「
例
え
ば
、
実
際
に
挨
拶
や
丁
寧
な
言
葉
遣
い
な
ど
具
体
的
な
道
徳
的
行
為
を

し
て
、
礼
儀
の
よ
さ
や
作
法
の
難
し
さ
な
ど
を
考
え
た
り
、
相
手
に
思
い
や
り

の
あ
る
言
葉
を
掛
け
た
り
、
手
助
け
を
し
て
親
切
に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め
た

り
す
る
よ
う
な
道
徳
的
行
為
に
関
す
る
体
験
的
な
学
習
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
」
（
前
掲
、
「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

特
別
の
教
科　

道
徳
編
」
一
四
六
頁
）

こ
れ
は
、
ま
さ
に
、
私
が
「
Ⅰ
」
と
「
Ⅱ
」
に
書
い
た
研
究
問
題
で
あ
る
。
「
挨

拶
」
、
「
丁
寧
な
言
葉
遣
い
」
、
「
思
い
や
り
の
あ
る
言
葉
」
、
「
手
助
け
」
、
こ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
日
常
生
活
の
中
で
や
れ
ば
い
い

0

0

0

0

0

こ
と
で
あ
る
。
や
る
こ
と
の
良
さ

0

0

0

0

0

0

0

は
自
分
で
分
か
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
わ
ざ
わ
ざ
道
徳
科
の
授
業
に
「
取
り

入
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
取
り
入
れ
た
ら
、
考
え
た
り
議
論
し
た

り
す
る
よ
う
な
疑
わ
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
「
特
別
活
動
等
に
お
け
る
多
様
な
実
践
活
動
や
体
験
活
動
」
の
ほ
う
は
ど

う
だ
ろ
う
か
。
解
説
を
見
る
。
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。

「
特
に
特
別
活
動
に
お
い
て
、
道
徳
的
価
値
を
意
図
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

実
践
活
動
や
体
験
活

動
が
計
画
的
に

0

0

0

0

行
わ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
こ
で
の
児
童
の
体
験
を
基
に
道
徳

科
に
お
い
て
考
え
を
深
め
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。

　

学
校
が
計
画
的
に
実
施

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
体
験
活
動
は
、
児
童
が
共
有
す
る
こ
と
が
で

き
、
学
級
の
全
児
童
が
共
通
の
関
心
な
ど
を
も
と
に
問
題
意
識
を
高
め
て
学
習

に
取
り
組
む
こ
と
が
可
能
に
な
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
指
導
相
互
の
効
果
を
高

め
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
〔
傍
点
引
用
者
〕
」
（
同
）

特
別
活
動
に
お
け
る
体
験
活
動
は
、
「
道
徳
的
価
値
を
意
図
」
し
て
行
う
の
だ
ろ
う

か
。
「
学
校
が

0

0

0

計
画
的
に
実
施
」
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
体
験
活
動
に
子
供
0

0

の
「
意

図
」
や
「
計
画
」
は
無
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

信
州
大
学
附
属
長
野
小
学
校
小
島
稔
氏
の
実
践
を
見
る
。
一
九
七
〇
年
代
の
実
践

で
あ
る
。
学
校
の
横
を
「
シ
シ
沢
川
」
が
流
れ
る
。
ど
ぶ
川
で
あ
る
。
子
供
た
ち
は
、

生
き
物
を
飼
え
る
よ
う
に
清
掃
す
る
こ
と
に
し
た
。
小
島
氏
は
、
子
供
た
ち
が
「
こ

の
川
に
対
す
る
夢
を
ふ
く
ら
ま
せ
」
、
「
「
ね
が
い
」
を
共
有
」
し
た
の
だ
、
と
言

う
。
そ
の
後
、
清
掃
を
や
め
る
か
続
け
る
か
の
話
し
合
い
が
「
道
徳
の
時
間
」
の
授

業
に
な
っ
た
（
宇
佐
美
寛
氏
の
『
「
道
徳
」
授
業
を
ど
う
変
え
る
か
（
宇
佐
美
寛
・

問
題
意
識
集
13
）
』
明
治
図
書
、
二
〇
〇
五
年
、
一
七
六
〜
一
八
五
頁
を
見
よ
。
）
。

こ
の
体
験
活
動
に
は
、
子
供
の
「
意
図
」
と
「
計
画
」
は
働
い
て
い
る
。
し
か
し
、

あ
ら
か
じ
め
働
い
て
い
る
「
道
徳
的
価
値
」
の
意
識
は
無
い
。
〈
道
徳
教
育
〉
の
役

に
立
つ
の
は
こ
う
い
う
「
体
験
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
研
究
さ
れ

る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
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