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１　

問
題
の
所
在

　

文
部
科
学
省
は
、平
成
二
九
年
度
版
小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
、
こ
の
国
の
新
た
な
学
び
の
指
標

と
し
て
掲
げ
た
。
学
習
指
導
要
領
体
制
下
の
学
校
教
育
に
お
い
て
、
今
後

一
○
年
間
学
校
で
の
授
業
（
お
よ
び
そ
の
改
善
）
は
、
こ
の
「
主
体
的
・

対
話
的
で
深
い
学
び
」
に
関
わ
っ
て
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
を

容
れ
な
い
。
ま
た
、
す
で
に
書
店
に
は
「
深
い
学
び
」
の
名
を
冠
し
た
書

籍
が
並
び
、
雑
誌
の
特
集
、
研
究
会
の
テ
ー
マ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た

ち
で
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
。

　

田
近
洵
一
が
「
戦
後
の
国
語
教
育
の
特
質
の
一
つ
は
、
実
践
の
根
底
に

学
習
者
論
が
あ
り
、
国
語
の
学
習
を
児
童
・
生
徒
の
主
体
的
な
行
為
と
し

て
と
ら
え
て
き
た
こ
と
で
あ
る（
１
）
」
と
断
ず
る
よ
う
に
、「
主
体
」
こ
そ
、

戦
後
文
学
教
育
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
り
続
け
た
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
一
方
で
、
哲
学
・
思
想
に
お
い
て
、「
主
体
」

は
構
造
主
義
以
来
批
判
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
い
わ
れ

抵
抗
の
メ
ソ
ッ
ド

―
〈
主
体
的
な
読
み
〉
と
は
何
か
―

丹　
　

藤　
　

博　
　

文

る
今
日
、
デ
カ
ル
ト
的
な
コ
ギ
ト
（
我
）
は
終
わ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。
戦
後
国
語
教
育
か
ら
す
れ
ば
「
主
体
」
は
自
明
な
こ
と
で
あ

り
、
現
代
思
想
で
は
「
主
体
」
な
る
概
念
は
す
で
に
失
効
し
て
い
る
。
安

易
に
「
主
体
的
」
な
ど
と
は
言
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
ぜ
、
い
ま
、「
主
体
的
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
首
を
傾

け
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
指
導
要
領
の
言
う
「
主
体
的
」
と
は
ど

の
よ
う
な
意
味
な
の
か
を
検
討
し
て
お
く
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に

は
、「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」「
ポ
ス
ト
真
実
」「
メ
デ
ィ
ア
社
会
」
と
言
わ
れ

る
時
代
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
現
代
思
想
の
知
見
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
教
育
に

お
い
て
子
ど
も
「
主
体
」
と
は
可
能
な
の
か
を
あ
ら
た
め
て
問
う
意
味
は

あ
る
と
考
え
る
。

２　

中
教
審
答
申
に
お
け
る
「
主
体
的
」
の
意
味

　

平
成
二
八
年
一
二
月
二
一
日
、
中
央
教
育
審
議
会
「
幼
稚
園
、
学
校
、

中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
及
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び
必
要
な
方
策
等
に
つ
い
て（
答
申
）」（
以
下
、「
中
教
審
答
申
」と
す
る
）、

お
よ
び「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
」（
平
成
二
九
年
七
月
）に
つ
い
て
、

こ
こ
で
詳
細
な
分
析
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
で
な
く
、「
主
体
」
が
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
簡
単
に
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

中
教
審
答
申
で
は
、「
二
○
三
○
年
社
会
と
子
供
た
ち
の
未
来
」
と
し
て
、

前
指
導
要
領
に
引
き
続
い
て
二
一
世
紀
を
「
知
識
基
盤
社
会
」
と
し
、「
第

四
次
産
業
革
命
」「
人
口
知
能
」
な
ど
「
予
測
不
可
能
」
な
社
会
で
あ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、「
社
会
と
の
つ
な
が
り
」
や
「
生
き
る
力
」

の
涵
養
の
重
要
性
が
説
か
れ
る
。
そ
し
て
、「
指
導
要
領
改
善
の
方
向
性
」

と
し
て
、
以
下
の
六
点
が
示
さ
れ
る
。

　
　

①
「
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
」（
育
成
を
目
指
す
資
質
・
能
力
）

　
　

②�

「
何
を
学
ぶ
か
」（
教
科
等
を
学
ぶ
意
義
と
、
教
科
間
・
学
校
段
階

間
の
つ
な
が
り
を
踏
ま
え
た
教
育
課
程
の
編
成
）

　
　

③�

「
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
か
」（
各
教
科
等
の
指
導
計
画
の
作
成
と
実
施
、

学
習
・
指
導
の
改
善
・
充
実
）

　
　

④�

「
子
供
一
人
一
人
の
発
達
を
ど
の
よ
う
に
支
援
す
る
か
」（
子
供
の

発
達
を
踏
ま
え
た
指
導
）

　
　

⑤
「
何
が
身
に
付
い
た
か
」（
学
習
評
価
の
充
実
）

　
　

⑥�

「
実
施
す
る
た
め
に
何
が
必
要
か
」（
学
習
指
導
要
領
等
の
理
念
を

実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
方
策（
２
））

　
「
何
を
学
ぶ
か
」
以
前
に
「
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
」
と
い
う
「
育

成
を
目
指
す
資
質
・
能
力
」
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
所
謂
コ
ン
テ
ン
ツ
・

ベ
ー
ス
か
ら
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
・
ベ
ー
ス
へ
の
移
行
が
見
て
取
れ
る
。
そ

し
て
、
上
記
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」

と
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」（
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
）

の
実
現
が
必
要
と
さ
れ
る
。
次
に
、
①
か
ら
⑥
の
解
説
が
あ
る
が
、
①
に

つ
い
て
は
、「
育
成
を
目
指
す
資
質
・
能
力
」
と
し
て
次
の
三
点
が
提
示

さ
れ
て
い
る
。

　
　

①�

「
何
を
理
解
し
て
い
る
か
、何
が
で
き
る
か（
生
き
て
働
く「
知
識
・

技
能
」
の
習
得
）」

　
　

②�

「
理
解
し
て
い
る
こ
と
・
で
き
る
こ
と
を
ど
う
使
う
か
（
未
知
の

状
況
に
も
対
応
で
き
る
「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
」
の
育

成
）」

　
　

③�

「
ど
の
よ
う
に
社
会
・
世
界
と
関
わ
り
、
よ
り
よ
い
人
生
を
送
る

か
（
学
び
を
人
生
や
社
会
に
生
か
そ
う
と
す
る
「
学
び
に
向
か
う

力
・
人
間
性
等
」
の
涵
養
）」

　

二
一
世
紀
が
本
当
に
「
予
測
不
可
能
」
な
時
代
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、

こ
こ
で
は
措
く
と
し
て
、
中
教
審
の
言
う
「
予
測
不
可
能
」
な
時
代
を
生

き
抜
く
力
と
し
て
、
一
等
最
初
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
「
何
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
か
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
資
質
・
能
力
」
を
育
て
る
た
め
に

「
何
を
理
解
し
て
い
る
か
、何
が
で
き
る
か
（
生
き
て
働
く
「
知
識
・
技
能
」

の
習
得
）」が
必
要
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、中
教
審
答
申
が
強
調
す
る
の
は
、

「
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
」「
生
き
て
働
く
」
と
い
っ
た
知
識
や
情
報

の
活
用
や
運
用
能
力
の
養
成
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

当
然
「
主
体
的
」
に
な
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
２
「
主

体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
実
現
す
る
こ
と
の
意
義
」（「
主
体
的
・
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対
話
的
で
深
い
学
び
」
と
は
何
か
）」
で
は
、
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

　
　

�
・「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
実
現
と
は
、
特
定
の
指
導

方
法
の
こ
と
で
も
、
学
校
教
育
に
お
け
る
教
員
の
意
図
を
否
定
す
る

こ
と
で
も
な
い
。
教
員
が
教
え
る
こ
と
に
し
っ
か
り
と
関
わ
り
、
子

供
た
ち
に
求
め
ら
れ
る
資
質
・
能
力
を
育
む
た
め
に
必
要
な
学
び
の

在
り
方
を
絶
え
間
な
く
考
え
、
授
業
の

0

0

0

工
夫

0

0

・、
改
善
を
重
ね
て
い
く

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と

0

0

で
あ
る
。［
傍
点
は
丹
藤
］

　
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
実
現
と
は
、「
授
業
の
工
夫
・
改

善
を
重
ね
て
い
く
こ
と
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
授
業
改
善
の
視
点
や
授
業

評
価
の
観
点
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
主
体
的

な
学
び
手
と
し
て
の
子
ど
も
を
育
て
る
と
い
う
よ
り
は
、
子
ど
も
が
主
体

的
に
授
業
に
か
か
わ
っ
た
の
か
ど
う
か
の
評
価
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
二
一
世
紀
と
い
う
予
測
不
可
能
な
時
代
に
子
ど
も
た
ち
の
「
生
き

る
力
」
を
育
て
る
、
あ
る
い
は
「
何
が
で
き
る
か
」
と
い
う
言
語
活
用
能

力
の
育
成
と
い
う
言
い
方
と
は
齟
齬
を
き
た
す
こ
と
に
な
っ
て
い
な
い
だ

ろ
う
か
。「
主
体
的
」
は
授
業
評
価
の
観
点
に
落
と
し
込
ま
れ
て
い
る
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。二
一
世
紀
が
知
識
基
盤
社
会
で
あ
り
、Society5.0
・

人
工
知
能
な
ど
科
学
技
術
が
急
速
な
進
展
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
疑
い

を
容
れ
な
い
だ
ろ
う
。
学
校
で
も
、
小
学
生
の
半
分
以
上
、
中
学
生
の
六

割
が
「
ス
マ
ホ
」
を
所
持
し
て
い
る
と
さ
れ
る
現
代
、
主
体
的
に
情
報
を

取
捨
選
択
し
判
断
す
る
能
力
が
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

授
業
で
子
ど
も
た
ち
が
「
主
体
的
」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
と
ど
ま
ら
ず
、

授
業
を
離
れ
て
も
、あ
る
い
は
授
業
以
後
に
も
「
主
体
的
」
で
あ
る
こ
と
、

す
に
わ
ち
主
体
的
に
情
報
を
受
容
し
処
理
し
て
発
信
す
る
言
語
能
力
こ
そ

養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
教
審
答
申
の
文
書
は
、

そ
れ
ら
の
育
成
を
排
除
は
し
な
い
だ
ろ
う
が
、
授
業
改
善
の
観
点
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。

３　

主
体
づ
く
り

　

次
に
、
前
記
田
近
の
い
う
戦
後
国
語
教
育
の
特
質
で
あ
る
「
主
体
」
に

つ
い
て
、
文
学
教
育
で
は
、
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
か
を
見
て

い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

戦
後
直
後
の
経
験
主
義
を
経
て
、
一
九
五
○
年
代
に
な
る
と
、
文
学
教

育
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
声
が
沸
き
起
こ
っ
て
き
た
。
米
ソ
の
冷
戦
・
朝

鮮
戦
争
な
ど
政
治
的
な
不
安
定
さ
や
、
戦
前
の
国
家
主
義
的
教
育
へ
の
反

省
も
あ
っ
て
、
平
和
的
な
民
主
国
家
建
設
の
た
め
に
、
文
学
教
育
が
要
請

さ
れ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
久
米
井
束
は
、『
主
体
を
創
造
す
る
文

学
教
育
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�　

わ
た
し
た
ち
の
文
学
教
育
の
出
発
は
、
人
間
解
放
の
文
学
教
育
、

人
間
認
識
の
文
学
教
育
、
人
間
形
成
の
文
学
教
育
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
過
ぎ
さ
っ
た
歴
史
の
谷
間
を
経
て
、
い
ま
わ
た
し
が
文
学
教
育
に

求
め
て
い
る
の
は
、
主
権
者
と
し
て
の
人
間
主
体
を
創
造
す
る
た
め

の
文
学
教
育
で
あ
る
。
ゆ
た
か
な
人
間
性
に
た
ち
、
平
和
と
自
由
と

文
化
と
を
追
求
し
、
か
ぎ
り
な
い
進
歩
と
、
す
べ
て
の
人
間
の
し
あ

わ
せ
を
つ
く
り
だ
そ
う
と
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
精
神
に
つ
ら
ぬ
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か
れ
た
人
間
主
体
の
確
立
と
そ
の
連
帯
の
精
神
で
あ
る（
３
）。

　
「
平
和
と
自
由
と
文
化
と
を
追
求
」
す
る
た
め
に
、「
す
べ
て
の
人
間
の

し
あ
わ
せ
を
つ
く
り
だ
そ
う
と
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
精
神
に
つ
ら
ぬ

か
れ
た
人
間
主
体
」
を
育
て
る
べ
く
文
学
教
育
が
求
め
ら
れ
た
。
戦
争
の

傷
跡
が
癒
え
ぬ
当
時
の
日
本
に
あ
っ
て
、
久
米
井
の
よ
う
に
言
明
せ
ず
と

も
、
平
和
で
民
主
的
な
国
家
を
担
う
人
間
を
育
て
よ
う
と
い
う
意
識
は
多

く
の
教
師
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

文
学
教
育
に
お
け
る
「
主
体
」
も
、
平
和
や
自
由
や
文
化
を
創
り
出
す
役

割
を
担
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
う

え
で
、
読
み
に
お
け
る
「
主
体
」
と
は
何
か
を
見
て
み
よ
う
。

　

一
九
五
三
年
日
本
文
学
協
会
大
会
に
お
い
て
、
荒
木
繁
は
「
民
族
教
育

と
し
て
の
文
学
教
育
─
「
万
葉
集
」
を
中
心
と
し
て
─
」
と
題
す
る
発
表

を
行
っ
た
。
発
表
当
時
、
す
で
に
荒
木
は
メ
ー
デ
ー
事
件
に
よ
り
、
東
京

都
立
西
高
等
学
校
の
教
壇
を
追
わ
れ
て
い
た
が
、
同
校
で
の
実
践
を
発
表

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
荒
木
は
、
次
の
三
つ
を
「
関
心
と
目
標
」
と
し
て

掲
げ
た
。

　
　

�（
１
）�

生
徒
は
万
葉
・
古
今
・
新
古
今
の
う
ち
、
ど
の
歌
集
に
関
心

を
も
ち
、
感
動
す
る
だ
ろ
う
か
、
万
葉
な
ら
万
葉
の
う
ち
、

ど
の
よ
う
な
歌
や
歌
人
に
興
味
を
も
つ
か
を
知
り
た
い
。

　
　

�（
２
）
生
徒
が
万
葉
集
な
ど
す
ぐ
れ
た
歌
を
理
解
す
る
こ
と
。

　
　

�（
３
）�

そ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
民
族
が
こ
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
文
学

遺
産
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
、
喜
び
と
誇
り
を
感
じ
さ
せ
る

こ
と（
４
）。

　

荒
木
実
践
の
特
色
は
、（
１
）
に
あ
る
よ
う
に
「
生
徒
の
あ
り
の
ま
ま

の
感
じ
方
や
考
え
方
を
把
握
し
た
い
」
に
あ
り
、
そ
れ
は
「
生
徒
た
ち
の

心
に
で
き
る
だ
け
近
づ
き
た
い
、そ
し
て
彼
等
の
問
題
か
ら
出
発
し
た
い
」

か
ら
だ
と
さ
れ
る
。「
学
ぶ
に
値
す
る
す
ぐ
れ
た
作
品
な
の
か
と
い
う
こ

と
は
ま
っ
た
く
説
明
さ
れ
ず
に
、
解
釈
や
文
法
を
お
し
え
こ
ま
れ
た
り
、

あ
る
い
は
私
た
ち
の
全
く
理
解
で
き
ぬ
ま
ま
に
、
頭
か
ら
す
ぐ
れ
た
作
品

で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
教
え
ら
れ
」
た
当
時
か
ら
す
れ
ば
、
画
期

的
な
授
業
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、「
生
徒
の
あ

り
の
ま
ま
の
感
じ
方
や
考
え
方
」
を
重
視
す
る
こ
と
は
、「
無
指
導
性
」

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
生
徒
の
生
活
と
結
び
つ
け
て
味
わ
お
う

と
す
る
よ
う
仕
向
け
」
つ
つ
、「
正
し
い
鑑
賞
」
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。

生
徒
の
自
由
闊
達
な
議
論
の
中
か
ら
、
防
人
歌
を
め
ぐ
っ
て
「
ク
ラ
ス
は

時
な
ら
ぬ
抵
抗
論
争
で
に
ぎ
わ
う
」
こ
と
に
な
る
。

　

荒
木
実
践
は
、
生
徒
の
生
活
を
読
み
に
生
か
す
こ
と
を
意
図
し
た
も
の

で
あ
る
。
文
学
を
先
験
的
に
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
教
え
込
む
の
で
は
な

く
、
生
徒
の
主
体
性
を
生
か
す
こ
と
で
人
間
変
革
と
し
て
の
文
学
の
機
能

を
具
体
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
文
学
の
鑑
賞
力
を
ま
す
な

ど
と
い
う
狭
い
文
学
教
育
で
は
な
く
、
私
は
こ
こ
で
文
学
を
本
当
に
鑑
賞

す
る
人
間
的
基
盤
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
す
し
、
ま
た
文
学
の
も
つ
人

間
変
革
の
機
能
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
私
の
い
う
こ
と
は

う
な
ず
い
て
貰
え
る
と
思
う
の
で
す（
５
）」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
人
間

的
基
盤
を
問
題
に
し
」「
人
間
変
革
」
す
る
主
体
づ
く
り
を
企
図
し
た
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
戦
前
の
作
者
中
心
の
解
釈
学
的
読
み
方
教
育
へ
の
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異
議
申
し
立
て
で
あ
り
、
戦
後
直
後
の
人
間
的
な
成
長
の
基
盤
と
し
て
の

民
族
教
育
抜
き
の
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
へ
の
批
判
で
あ
り
、
古
典

を
先
見
的
に
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
教
え
込
も
う
と
す
る
古
典
の
授
業
に

対
す
る
抵
抗
で
あ
っ
た
。

　

荒
木
の
報
告
は
、
前
年
の
日
本
文
学
協
会
大
会
に
お
け
る
益
田
勝
実
の

「
文
学
教
育
の
問
題
点
」
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
主
体
と
し
て
の
読

者
が
現
実
へ
の
認
識
を
深
め
て
い
く
と
い
う
方
向
を
模
索
す
る
も
の
で

あ
っ
た
が
、
当
日
の
大
会
に
お
い
て
は
、
文
学
研
究
者
か
ら
厳
し
い
批
判

を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
討
論
」
に
お
い
て
、
広
末
保
は
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。　

　
　

�

一
つ
一
つ
の
作
品
に
つ
い
て
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
そ
れ
が
現
実
を
正

し
く
捉
え
、
そ
う
し
て
そ
の
中
か
ら
ど
う
い
う
発
展
の
モ
メ
ン
ト
を

掴
ん
で
行
く
か
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
る
、
教
え
る
と
い
う
の
が
、

文
学
教
育
の
中
の
大
事
な
問
題
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
作
品

の
分
析
そ
の
他
の
点
に
お
い
て
や
は
り
典
型
化
の
問
題
と
い
う
よ
う

な
、
文
学
の
独
自
の
方
法
に
つ
い
て
入
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
抜

き
に
し
て
や
ら
れ
た
の
で
は
、
覚
悟
と
か
決
意
み
た
い
な
も
の
は
で

き
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
私
小
説
的
な
も
の
か
ら
、
ど
う
い
う
ふ

う
に
科
学
的
な
方
向
に
展
開
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

疑
問
を
持
っ
た
わ
け
で
す（
６
）。

　

広
末
保
は
「
文
学
の
独
自
の
方
法
」
抜
き
の
実
践
と
し
て
疑
問
を
呈
し

て
い
る
。
あ
る
い
は
、
生
徒
の
主
体
性
の
尊
重
が
「
典
型
」
と
い
っ
た
普

遍
的
な
方
向
に
向
か
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
西
郷
信
綱
は
広
末
に
賛
同
し
つ
つ
、
荒
木
が
取
り
上
げ
た
山

上
憶
良
「
貧
窮
問
答
歌
」
に
し
て
も
、
一
方
で
憶
良
は
立
身
出
世
の
「
役

人
根
性
ま
る
出
し
」
の
歌
も
作
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
文
学
研
究
の
不
十

分
さ
を
指
摘
し
た
。
広
末
・
西
郷
の
発
言
に
対
し
て
益
田
勝
実
は
、
高
校

の
現
実
に
は
困
難
な
部
分
も
あ
り
（
当
時
、
益
田
は
東
京
都
立
神
代
高
等

学
校
定
時
制
に
勤
務
し
て
い
た
）、「
大
学
の
え
ら
い
先
生
方
」
の
高
級
な

発
言
と
し
て
一
蹴
し
て
い
る
。

　

一
九
五
二
年
の
段
階
で
、
読
み
の
教
育
に
お
け
る
難
問
が
出
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
強
調
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
今
日
に
お
い
て
も
、

容
易
に
解
決
を
見
て
い
な
い
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
読
み
に

お
け
る
主
体
の
原
理
と
対
象
と
し
て
の
作
品
（
テ
ク
ス
ト
）
の
原
理
の
関

係
性
、
端
的
に
言
え
ば
、
主
観
と
客
観
の
問
題
で
あ
る
。
文
学
の
研
究
で

は
な
く
て
教
育
で
あ
る
以
上
、
児
童
・
生
徒
と
い
っ
た
読
者
の
現
実
認
識

の
変
容
と
い
っ
た
行
為
性
が
求
め
ら
れ
よ
う
。後
に
西
尾
実
が
読
者
の「
主

体
的
な
真
実
を
喚
起
す
る（
７
）」
文
学
の
機
能
を
具
体
化
し
た
も
の
と
し
て
荒

木
実
践
を
高
く
評
価
し
た
よ
う
に
、
読
者
の
主
体
的
な
行
為
と
し
て
読
み

の
成
立
が
目
指
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。読
者
の「
主
体
的
な
真
実
」は
、

教
育
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
視
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
広
末
や
西
郷
が
示

唆
し
て
い
た
の
は
、
そ
の
読
者
の
主
体
性
は
文
学
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
典
型
化
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
、
客
観
化

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

主
観
と
客
観
の
相
克
は
、
西
尾
と
荒
木
の
論
争
に
発
展
す
る
し
、
荒
木

と
奥
田
靖
雄
の
論
争
に
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
く
。一
九
八
○
年
代
に
は
、
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世
界
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
の
退
潮
と
そ
れ
に
代
わ
る
構
造
主
義
や
記
号
論

の
影
響
を
受
け
て
、
言
語
観
の
見
直
し
が
な
さ
れ
た
。「
二
○
世
紀
は
言

語
の
世
紀
」
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
言
語
実
体
論
・
素
朴
実
在
論
は
、

言
語
論
的
転
回
の
進
展
に
よ
り
否
定
さ
れ
た
。
作
家
の
伝
記
的
事
実
を
根

拠
と
す
る
作
家
論
的
手
法
は
根
拠
を
持
ち
得
な
く
な
り
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル

ト
は
「
作
者
の
死
」
を
宣
告
し
た
。
作
品
は
、
そ
れ
自
体
多
義
的
な
テ
ク

ス
ト
と
な
り
、
多
義
的
な
読
み
の
収
斂
す
る
場
は
読
者
だ
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
。
テ
ク
ス
ト
と
読
者
の
対
話
や
相
互
作
用
と
し
て
読
み
は
考
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
一
義
と
し
て
の
作
品
と
い
っ
た
客
観
主
義

は
後
退
し
て
い
き
、
読
者
の
主
体
性
重
視
が
謳
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ

の
百
年
の
あ
い
だ
に
、
読
み
の
比
重
は
、
作
者
か
ら
作
品
へ
、
作
品
か
ら

読
者
へ
と
シ
フ
ト
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
読
者
論
も
、
読
者
は
何
を
言
っ

て
も
い
い
と
い
っ
た
よ
う
に
誤
解
さ
れ
て
、
表
舞
台
か
ら
消
え
る
こ
と
に

な
る
。
国
語
教
育
で
は
、
九
○
年
代
の
新
学
力
観
、
そ
し
て
総
合
学
習
へ

と
展
開
し
、
主
体
も
客
体
も
な
い
活
動
の
み
推
奨
さ
れ
て
、
読
む
こ
と
自

体
軽
視
さ
れ
て
い
る
。

　

中
教
審
答
申
が
示
す
「
主
体
的
」
と
戦
後
文
学
教
育
が
追
究
し
て
き
た

「
主
体
づ
く
り
」
と
は
決
定
的
・
根
本
的
に
異
な
る
こ
と
を
見
て
き
た
。

そ
れ
で
は
、「
主
体
」
と
は
そ
も
そ
も
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
二
一
世
紀

の
「
主
体
」
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

４　

従
属
す
る
主
体

　

西
洋
思
想
に
お
い
て
、「
主
体
」
は
次
の
よ
う
定
義
さ
れ
る
。「
主
体
は
、

西
洋
思
想
の
伝
統
に
お
い
て
、
文
化
的
遺
産
の
ま
さ
に
中
心
に
位
置
す
る

特
権
的
な
存
在
だ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
個
々
の
主
体
は
統
一
さ

れ
た
自
己
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
特
有
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い

う
中
心
的
な
「
核
」
を
持
ち
、
主
に
理
性
の
力
で
動
か
さ
れ
る
も
の
で
あ

る（
８
）」。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
、
デ
カ
ル
ト
的
な
「
我
思
う
。
ゆ
え
に
我

あ
り
」
と
い
っ
た
思
考
の
主
体
と
し
て
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
は
ポ
ス

ト
モ
ダ
ン
と
言
わ
れ
る
時
代
に
お
い
て
完
膚
な
き
ま
で
に
批
判
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
せ
よ
、
マ
ル
ク
ス
の
資
本
論
に
せ

よ
、
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
に
せ
よ
、
レ
ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
の
構
造
主

義
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な
近
代
的
で
確
固
と
し
た
「
自
我
」
や
「
主
体
」

は
解
体
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
軌
を
同
一
に
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
無
意
識
の
発
見
は
、
理
性
や
意
識
を
根
拠
と
し
た
人
間

主
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
無
効
に
し
た
。
無
意
識
に
抑
圧
さ
れ
た

り
翻
弄
さ
れ
た
り
す
る
主
体
の
あ
り
よ
う
は
、
近
代
的
自
我
と
は
幻
想
で

し
か
な
い
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
構
造
主
義
に
よ
れ
ば
、
人
間
は

主
体
と
い
う
よ
り
は
民
族
や
文
化
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
性
の
一
部

に
す
ぎ
な
い
。
構
造
は
主
体
に
優
先
す
る
の
で
あ
る
。
現
代
と
は
、
主
体

が
困
難
な
時
代
だ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
現
代
人
は
主
体
的
な
の
で
は
な

く
、
主
体
的
に
従
属
し
て
い
る
。
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
そ
う
看
破
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す
る
。

　

マ
ル
ク
ス
主
義
の
再
生
を
試
み
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル

は
、マ
ル
ク
ス
同
様
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
注
目
す
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
こ
そ
、

使
用
者
に
よ
っ
て
定
義
が
分
か
れ
る
語
で
あ
る
が
、
構
造
主
義
的
マ
ル
マ

ス
主
義
者
と
し
て
の
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
と
っ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は

存
在
の
諸
条
件
以
上
に
、
主
体
を
内
側
か
ら
拘
束
し
支
配
す
る
と
い
う
意

味
合
い
が
強
い
。
い
つ
の
時
代
、
ど
こ
の
社
会
に
も
、
支
配
者
が
自
ら
の

思
惑
を
被
支
配
者
に
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
国
家
に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装

置
な
る
も
の
が
あ
る
と
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
考
え
る
。
し
か
も
、「
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
は
主
体
と
し
て
の
諸
個
人
に
呼
び
か
け
る（
９
）」
の
で
あ
り
、「
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
は
け
っ
し
て
「
私
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
で
あ
る
」
と
は
言
わ

な
い）
（1
（

」
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
主
体
の
内
面
化
を
通
じ

て
機
能
す
る
。
そ
し
て
、「
各
主
体
（
あ
な
た
や
私
）
が
一
方
で
相
対
的

に
独
立
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
体
性
の
も

と
に
統
合
さ
れ
た
、
複
数
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
服
従
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る）
（（
（

」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は
、
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

装
置
に
よ
っ
て
、
主
体
的
に
服
従
す
る
よ
う
内
面
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。「
主
体
」
と
い
う
意
味
の
「subject

」
は
、「
従
属
す
る
、服
従
す
る
」

と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
　

�

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
表
象
は
、
あ
ら
ゆ
る
主
体
が
、

つ
ま
り
一
つ
の
意
識
を
与
え
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
意
識
が
主
体
に
注

入
し
、
ま
た
自
由
に
受
け
入
れ
て
い
る
諸
観
念
を
信
じ
る
あ
ら
ゆ
る

主
体
が
、「
自
分
の
観
念
に
従
っ
て
行
動
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

し
た
が
っ
て
自
分
自
身
が
も
つ
自
由
な
主
体
と
い
う
諸
観
念
を
、
自

分
の
物
質
的
な
実
践
の
諸
行
為
の
な
か
に
刻
み
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
を
、
自
ら
認
め
る
よ
う
強
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
も
し
主
体
が
こ
の
よ
う
に
振
舞
わ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
良
く
な

0

0

0

0

0

0

い
こ
と
で
あ

0

0

0

0

0

る）
（1
（

。〔
傍
点
は
原
文
の
ま
ま
〕

　

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
外
部
は
な
い
。
特
定
の
国
家
、
社
会
、
団
体
の
内
部

で
支
配
的
な
思
考
様
式
な
り
信
念
な
り
を
受
け
入
れ
実
践
し
て
い
く
以
外

に
な
い
よ
う
仕
向
け
ら
れ
る
。
主
体
的
に
行
動
し
て
い
る
つ
も
り
で
い
て

も
、
そ
れ
は
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
実
践
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
実
践
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
基
準
と
な

り
、
そ
れ
以
外
は
「
良
く
な
い
こ
と
」
と
い
う
よ
う
に
内
面
化
し
、
さ
ら

に
は
他
者
に
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
の
最
た
る
も
の
が
学
校
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
戦
前
の
学
校
が
「
臣
民
」
育

成
の
た
め
の
国
家
的
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
す
む
だ
ろ
う
。

近
代
の
学
校
制
度
そ
れ
自
体
が
国
家
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
免
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
戦
後
そ
の
よ
う
な
役
割
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い

だ
ろ
う
。
た
だ
、
か
つ
て
の
よ
う
に
あ
か
ら
さ
ま
に
権
力
を
濫
用
す
る
の

で
は
な
く
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
が
言
う
よ
う
に
、
自
ら
内
面
化
し
従
属
す

る
よ
う
仕
向
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
国
語
教
育
で
言
え
ば
、『
少

年
の
日
の
思
い
出
』
と
い
う
中
学
一
年
の
教
材
は
「
人
の
も
の
を
盗
ん
で

は
い
け
な
い
」「
一
度
犯
し
た
罪
は
二
度
と
償
い
が
で
き
な
い
」
と
い
っ

た
生
徒
指
導
上
の
教
訓
と
し
て
読
ま
れ
も
し
た
。
ま
た
、『
走
れ
メ
ロ
ス
』
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は
「
友
情
」「
信
実
」「
自
己
変
革
」
と
い
う
「
主
題
」
が
設
定
さ
れ
、
そ

れ
に
批
判
的
な
生
徒
が
一
定
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読
め
て
い
な
い
と

封
殺
さ
れ
る）
（1
（

。
小
学
校
教
材
『
大
造
じ
い
さ
ん
と
が
ん
』
は
、
死
を
覚
悟

し
て
威
厳
を
保
と
う
と
し
た
「
残
雪
」
を
称
揚
す
る
よ
う
に
語
り
は
構
造

化
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、学
校
で
は
「
残
雪
」
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
・
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る）
（1
（

。
学
校
に
都
合
の
い
い
制
度
的

な
読
み
に
落
と
し
込
ま
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。教
師
も
児
童
・

生
徒
も
、
そ
れ
と
は
意
識
し
な
い
ま
ま
、
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
内
面

化
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
そ
ぐ
わ
な
い
読
み
は
排

除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
西
尾
の
言
う
児
童
・
生
徒
の
主
体
的
真
実
は
、
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
面
化
に
よ
り
は
じ
め
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
。
荒
木
の

め
ざ
し
た
主
体
づ
く
り
か
ら
も
隔
た
っ
て
い
る
。「
主
体
的
」
と
い
う
意

味
も
、
主
体
的
真
実
に
根
差
し
た
も
の
で
は
な
く
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
内

面
化
す
る
と
い
う
こ
と
以
外
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
ざ
る
を
得
な
い
。
主0

体
的
に
従
属
す
る
主
体
を
作
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
れ
が
戦
後
教
育
に
お
け
る
支
配
の
メ

ソ
ッ
ド
な
の
で
あ
る
。
も
は
や
戦
後
文
学
教
育
が
求
め
た
、
自
立
的
に
も

の
ご
と
を
考
え
行
動
す
る
、
平
和
と
民
主
主
義
を
創
造
す
る
「
主
体
」
は

困
難
な
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
う
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
と
も
と
近
代
が
生
ん
だ
自

我
概
念
そ
れ
自
体
が
仮
構
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
近
代
の
思
想
家
た
ち
が
、
こ
ぞ
っ
て
批
判
し
た
よ
う
に
デ

カ
ル
ト
的
コ
ギ
ト
な
ど
そ
も
そ
も
な
い
。
む
し
ろ
、
今
日
、「
主
体
的
」

に
行
動
し
て
す
る
の
は
、
香
港
の
学
生
た
ち
で
あ
り
、
性
的
に
抑
圧
さ
れ

た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
っ
た
り
す
る
。私
た
ち
は
、毎
日
主
体
的
と
思
っ

て
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
実
際
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
法
や

制
度
や
習
慣
に
自
分
を
合
わ
せ
て
暮
ら
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
構
造
主

義
以
後
、
主
体
的
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
実
は
構
造
の
一
部
に
す
ぎ
な
い

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
で
言
う
と
、
私
た
ち

の
心
は
、
超
自
我
・
自
我
・
エ
ス
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
超
自
我

の
監
視
の
も
と
に
あ
り
、
エ
ス
は
私
た
ち
に
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
領

域
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
主
体
」
と
は
、「
統
一
さ
れ
た
自
己
」
で
は
な
く

て
、
宮
澤
賢
治
が
「
わ
た
く
し
と
い
う
現
象
は
／
仮
定
さ
れ
た
有
機
交
流

電
燈
の
／
ひ
と
つ
の
青
い
照
明
で
す）
（1
（

」
と
言
う
よ
う
に
、
時
に
明
滅
す
る

「
現
象
」
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
、
外
部
の
力
に
よ
る
抑
圧
さ
れ
た
と
い
う

感
覚
を
持
つ
と
き
に
現
象
す
る
も
の
で
あ
り
、
抑
圧
的
な
権
力
や
疎
外
の

要
因
と
な
っ
て
い
る
既
存
の
制
度
・
常
識
と
い
っ
た
も
の
に
抵
抗
す
る
と

こ
ろ
に
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
別
の
言
い

方
を
す
れ
ば
、
特
定
の
支
配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
外
部
へ
と
逸
脱
し
よ

う
と
す
る
と
き
に
現
象
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
主
体
と
は
抗
う
こ
と
そ

れ
自
体
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
で
は
な
い
。
そ
し
て
、「
主
体
」
と
は
主
体

的
で
な
い

0

0

こ
と
で
し
か
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
手
に
入
れ
た
と
思
っ

た
時
点
で
主
体
で
は
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
抑
圧
へ
の
抵
抗
と
い
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

行
為
に
お
い
て
の
み
主
体
的
で
あ
り
得
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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５　

主
体
的
行
為
と
し
て
の
読
む
こ
と

　

学
校
と
い
う
制
度
の
中
で
、
あ
る
い
は
教
師
と
い
う
権
威
の
前
で
自
由

か
つ
主
体
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
。
抵
抗
し
よ

う
に
も
、
評
価
や
成
績
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
進
ん

で
教
師
の
求
め
る
、
あ
る
い
は
想
定
し
た
正
解
を
内
面
化
し
、
主
体
的
に

発
言
し
た
方
が
良
好
な
成
績
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。『
走
れ
メ
ロ
ス
』

の
主
人
公
メ
ロ
ス
は
、け
っ
し
て
友
情
の
た
め
に
走
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
信
用
で
き
な
い
人
物
だ
と
思
っ
て
も
、
教
師
の
求
め
る
友
情
・
信

実
説
に
同
意
せ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
そ
の
方
が
優
等
生
で
い
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
学
校
と
い
う
制
度
あ
る
い
は
権
威
に
お
い
て
、
子
ど
も

た
ち
は
読
ん
で
い
る
と
い
う
よ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
読
ま
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

だ
け
な
の
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
反
省
的
思
考
が
求
め
ら
れ
る
。
抵
抗
す
る
こ
と
自

体
が
主
体
的
で
あ
る
と
し
た
ら
、
教
室
に
お
い
て
主
体
で
い
ら
れ
る
こ
と

は
皆
無
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
読
む
こ
と
や
書
く
こ
と
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、、主
体
を

0

0

0

取
り
戻
す
行
為
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
文
学
、
と
り
わ
け
近

代
小
説
は
、
な
に
も
体
制
や
制
度
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
既
存
の
見
方

に
対
す
る
違
和
感
の
表
明
で
あ
り
異
議
申
し
立
て
で
あ
る
。
近
代
小
説
の

嚆
矢
と
さ
れ
る
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
は
、
時
代
を
席
巻
し
た
騎
士
道
物

語
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
り
、
日
本
で
言
え
ば
二
葉
亭
四
迷
『
浮
雲
』
は
当

時
支
配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
立
身
出
世
主
義
か
ら
落
ち
こ
ぼ
れ

て
い
く
男
を
描
い
て
い
る
。
文
学
は
既
存
の
価
値
観
、
も
の
の
見
方
・
考

え
方
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
相
対
化
す
る
た
め
の
装
置
で
あ
る
。
そ
の
子
の

内
面
に
葛
藤
が
起
こ
り
、
問
題
意
識
が
喚
起
さ
れ
、
既
存
の
も
の
の
見
方

を
相
対
化
す
る
瞬
間
が
生
じ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
主
体
的
な
行
為
で
あ

り
、
そ
の
子
ど
も
は
、
既
有
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
解
放
さ
れ
自
由
を
手

に
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
文
学
を
読
む
こ
と
自

0

0

0

0

0

0

0

0

体
が
抵
抗
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
主
体
的
と
は
、
あ
く
ま
で
個
の

内
面
に
動
的
な
行
為
と
し
て
の
読
み
が
生
成
さ
れ
た
か
ど
う
か
な
の
で
あ

る
。
読
み
の
教
育
に
お
い
て
は
、
活
動
は
手
段
で
あ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、、目
的
は
あ
く

0

0

0

0

0

ま
で
読
む
こ
と
そ
れ
自
体
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
主
体
的
真
実
と
し
て
の
子
ど
も
そ
れ

自
体
が
抵
抗
の
牙
城
で
あ
り
、
子
ど
も
の
内
面
へ
と
働
き
か
け
る
文
学
を

生
か
す
こ
と
が
読
む
こ
と
の
成
立
で
あ
る
。
主
体
的
真
実
と
文
学
の
行
為

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

性
の
交
差
す
る
場
所

0

0

0

0

0

0

0

0

、、
子
ど
も
の
内
面
が
文
学
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

時0

、、そ
こ
に
主
体
が
現
象
す
る
こ
と
に
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

　

注
（
１�

）�

田
近
洵
一
『
増
補
版　

戦
後
国
語
教
育
問
題
史
』、
大
修
館
書
店
、

一
九
九
九
年
、
ⅲ
頁
。

（
２�

）�

中
教
審
答
申
の
引
用
は
、
文
部
科
学
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
。

以
下
、
同
様
。

（
３�
）�
久
米
井
束
『
主
体
を
創
造
す
る
文
学
教
育
』、
日
本
教
図
、

一
九
六
六
年
、
三
頁
。

（
４�

）�

荒
木
繁
「
民
族
教
育
と
し
て
の
文
学
教
育
─
「
万
葉
集
」
を
中
心

と
し
て
─
」『
続
日
本
文
学
の
伝
統
と
創
造
』、
岩
波
書
店
、
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一
九
五
四
年
、
一
八
九
頁
。
た
だ
し
、
旧
字
・
旧
仮
名
は
現
行
の
も

の
に
改
め
た
。

（
５
）�（
４
）
と
同
じ
雑
誌
、
一
四
七
頁
。

（
６
）�（
４
）
と
同
じ
雑
誌
、
一
六
○
頁
。

（
７�

）�

西
尾
実
「
鑑
賞
の
回
復
─
問
題
意
識
喚
起
の
文
学
教
育
の
整
理
と

展
望
─
」『
文
学
教
育
基
本
論
文�

集
（
１
）』
明
治
図
書
、
一
九
八
八

年
、
二
二
六
頁
。
初
出
は
、『
日
本
文
学
』、
一
九
五
八
年
八
月
。

（
８�

）�

ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
シ
ム
編
・
杉
野
健
太
郎
／
下
楠
昌
哉
監
訳
『
ポ

ス
ト
モ
ダ
ン
事
典
』、
松
柏
社
、
二
○
○
一
年
、
一
四
七
頁
。

（
９�

）�

ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
『
再
生
産
に
つ
い
て　

下
』
西
川
長
夫

他
訳
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
、
二
○
一
○
年
、
九
一
頁
。

（
10
）�

前
掲
書
、
九
○
頁
。

（
11
）�（
９
）
に
同
じ
、
一
○
五
頁
。

（
12
）�（
９
）
に
同
じ
、
七
六
頁
。

（
13
）
丹
藤
博
文
『
文
学
教
育
の
転
回
』、
教
育
出
版
、
二
○
一
四
年
。

（
14�

）
丹
藤
博
文
『
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
リ
テ
ラ
シ
ー
─
読
書
行
為
と
し
て
の

語
り
─
』、
溪
水
社
、
二
○
一
八
年
。

（
15�

）�

宮
澤
賢
治
「
春
と
修
羅
」『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
第
二
巻
』、
筑

摩
書
房
、
一
九
九
五
年
、
七
頁
。

【
付
記
】
本
論
は
、
日
本
教
職
員
組
合
第
69
次
教
育
研
究
全
国
集
会
（
第

一
分
科
会　

日
本
語
教
育
）
で
の
発
表
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

�

（
た
ん
ど
う
・
ひ
ろ
ふ
み　

本
学
教
授
）




