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「
新
教
育
」

は
じ
め
に

敗
戦
直
後
の

一
九
四
六
（
昭
和
ニー

）
年
五
月
一
五
日
付
刊
行
の
『
新
教
育

指
針
』
で
、
文
部
省
は
、
特
に

「個
性
の
完
成
」
の
真
意
を
説
い
て
、
「
新
教

育
」
の
出
発
を
促
し
た
。
そ
れ
は
、

「社
会
に
お
け
る
そ
の
人
の
役
割
を
完
全

に
は
た
す
こ
と
に
な
る
」
（
注
1
)
に
力
点
を
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

理
念
は
、
い
ち
早
く
国
語
教
育
に
も
新
生
面
を
求
め
さ
せ
、
従
来
の
歪
ん
だ

一

斉
授
業
は
、
協
同
学
習
的
な
性
質
へ
の
変
革
を
も
目
指
さ
せ
た
。
た
と
え
ば
、

具
体
的
に
は
、
「
駄
問
駄
答
を
排
せ
よ
」
と
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
「
児
童
の
駄

問
は
必
ず
し
も
排
斥
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
反
省
に
も
至
る
と
い
っ
た
具
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「新
教
育
」
実
践
に
学
ぶ

（四）

「阿
武
郡
国
語
同
人
会
」
の
場
合

ー
ー

にヨ

合
で
あ
っ
た
。

「学
級
児
童
の
す
べ
て
が
関
心
を
も
っ
て
参
加
す
る

一
斉
授
業

と
な
ら
な
け
れ
ば
」

（注
2
)
の
謂
い
か
ら
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
上
で
各
敦
室
で
探
求
さ
れ
た
「
単
元
学
習
」
は
、
「

国
語
教
育
の
現
段
階
か
ら
、
『
学
習
』
に
力
を
お
き
た
い
」
あ
る
い
は
「
『
単

元
』
の
問
題
を
さ
し
お
い
て
、
『
学
習
』
の
問
題
を
実
践
的
に
解
決
し
た
い
」

（注
3
)
と
い
う
述
懐
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
理
念
と
実
践
と
の
間
に
す
で
に

大
き
な
翻
鮪
を
生
じ
て
い
た
。
実
践
の
苦
闘
は
、
始
ま
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
時
代
の
単
元
学
習
の
評
価
は
、
現
在
そ
れ
ほ
ど
分
析
的
・
具
体

的
で
は
な
く
、
単
に

「は
い
ま
わ
る
単
元
学
習
」
と
か

「ゾ
ウ
ス
イ
学
習
J

と

か
と
当
時
椰
楡
さ
れ
た
の
を
そ
の
ま
A

に、

「今
日
の
単
元
学
習
の
理
念
か
ら

す
る
と
、
少
な
く
と
も
実
践
の
レ
ペ
ル
に
お
い
て
は
、
昭
和
二
十
年
代
に
は
国

語
科
単
元
学
習
は
ご
く
例
外
的
存
在
で
あ
っ
た
」
（
注
4
)
と
、
否
定
的
に
あ

し
ら
わ
れ
る
に
と
ゞ
ま
っ
て
い
る
。
果
た
し
て
、
そ
う
な
の
か
．

中
で
、
管
見
に
入
り
つ
A

あ
る
山
口
県
下
の
同
時
代
の
「
新
教
育
」
実
践
の

主
な
も
の
は
、
次
の
三
つ
で
あ
る
。

A

『
生
活
学
習
研
究
桜
山
教
育
プ
ラ
ン
』
下
関
市
立
桜
山
小
学
校
著

一

九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年

i

一
月
五
日
刊
（
注
5
)

B

『
生
活
実
践
と
実
力
養
成
の
た
め
の
小
中
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
』
山

口
大
学
山
口
師
範
学
校
光
附
属
中
小
学
校
著

一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年

―一

月

一
0
日
刊
（
注
6
)

C

『
新
国
語
教
科
書
を
基
に
し
た
小
学
校
国
語
科
教
育
課
程
の
構
成
と

展
開
（
中
学
年
）
』
山
口
県
阿
武
郡
国
語
同
人
会
著

一
九
五
一
（
昭
和
二

六
）
年
五
月
一
六
日
刊

本
論
は
、

A
お
よ
び
B
等
に
つ
い
て
の
拙
論
に
ひ
き
つ
ゞ
き
、
山
口
県
下
の

「
新
教
育
J

実
践
に
学
ぶ
べ
く
、

C
に
つ
い
て
「
単
元
学
習
」
に
お
け
る
国
語

教
育
の
位
置
を
中
心
に
考
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
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理
念
は
、

山
口
県
下
で
は
当
時
ど
の
よ
う

で
は
、
右
の
よ
う
な

「新
教
育
」

に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
の
か
。

敗
戦
直
後
か
ら
、
全
国
規
模
の
講
習
会
・
研
究
大
会
•
発
表
会
・
種
々
の
雑

誌
•
著
作
を
通
し
て
、

「
新
教
育
」
の
理
想
を
情
熱
的
に
探
求
し
始
め
て
い
た

県
下
の
実
践
家
達
は
、
そ
の
中
で
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
「
作
成
」
そ
の
こ
と
と

「
如
何
に
」
学
習
さ
せ
る
か
の
問
題
に
、
い
ち
早
く
苦
闘
し
て
い
た
。

(
1
)
こ
の
度
の
研
究
会
の
主
題
は
、

「単
元
学
習
の
実
践
的
研
究
」
で
あ

っ
た
。
勿
論
そ
の
ね
ら
い
は
、
学
習
指
導
の
面
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

必
然
、
指
導
計
画
以
前
の
楔
脊
託
画
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
／

こ
こ
に
浮
か
ん
だ
二
つ
の
こ
と
、
そ
れ
は
即
ち
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
ガ
イ
ダ

ダ
ン
ス
で
あ
る
「
何
を
」

一如
何
に
」
ー
の
問
題
で
あ
る
。
／
政
治
が

天
皇
の
手
か
ら
民
衆
の
手
に
移
っ
た
如
く
、
教
科
書
の
作
製
（
教
科
課
程

の
作
製
）
も
文
部
省
の
手
か
ら
｀
教
育
研
究
の
手
に
移
っ
て
来
た
の
で
あ

る
．
同
時
に
そ
の
内
容
は
、
理
誠
的
嵌
枕
が
引
心
理
的
嵌
枕
べ
ど
発
展
し

た
の
で
あ
る
。
教
材
の
教
授
で
な
く
、
生
活
（
経
験

1
の
指
導
で
あ
る
。

「
何
を
」
生
活
さ
せ
、
経
験
さ
せ
る
か
は
、
新
教
育
の
教
師
に
与
え
ら
れ

た
、
大
き
な
課
題
の

―
つ
で
あ
る
。
生
き
た
そ
の
地
方
の
児
童
の
欲
求
や

興
味
に
即
応
し
、
そ
の
地
域
社
会
の
要
求
に

一
致
す
る
計
画
案
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
が
、
そ
こ
に
準
急
的
進
み
方
と
、
特
急
的
進
み

方
と
で
あ
る
。
前
者
は
、
教
科
を
修
正
し
i
箱
涵
泊
心
で
あ
り
、
後
者
は
教

科
の
枠
を
は
ず
し
て↓
！
コ
ア
、
ー
＇

リ
ギ
ゴ
ーラ
ー
LIと
し
で
生
活
，の
中
桃
杞
と

ら
え
て
指
導
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
ど
ち
ら
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

が
良
で
、
ど
ち
ら
が
否
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
出
来
が
た
い
。
出

来
が
た
い
だ
け
に
問
題
は
残
る
わ
け
で
あ
る
。
／
次
は
こ
の
計
画
案

を
「
如
何
に
」
経
験
さ
せ
、
指
導
す
る
か
で
あ
る
。
記
憶
注
入
を
こ
と
と

し
、
如
何
に
よ
く
記
憶
さ
せ
た
か
に
よ
っ
て
、
教
師
の
優
劣
が
決
定
さ
れ

て
い
た
旧
教
育
は
、
民
主
的
、
自
由
的
、
自
発
的
学
習
へ
と
切
り
か
へ
ら

れ
、
自
ら
欲
求
を
満
足
さ
せ
、
問
題
解
決
さ
せ
る
と
い
っ
た
、
指
導
法
に

と
っ
て
変
り
、
こ
の
一
如
何
に
」
自
発
的
に
学

5

習
＇さ
ぜ
石
ぶ
ぶ
が
、
教
師
の

痛
切
な
問
題
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
．
ガー
—
ギ

＇

エ
ブ
凶
杞
作
ズ
ごJ
と
と
、

乱
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
如
何
に
自
発
的
に
学
習
ざ
ぜ
た
ら
よ
い
の
か
の
重

合
が
今
度
の
研
究
会
で
再
確
認
さ
れ
研
究
に
ピ
ッ
チ
を
あ
げ
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
、

二
つ
の
こ
と
で
あ
る
。
（
注
7
)

（
傍
線
加
藤
。
以
下
同

じ。

）

そ
れ
は
、
突
き
詰
め
れ
ば
、
過
去
の
文
化
と
伝
統
に
重
点
を
置
く
か
、
そ
れ

と
も
、
現
在
と
未
来
の
社
会
に
重
点
を
置
く
か
に
至
る
。
先
学
は
、
そ
れ
を
見

抜
い
て
い
た
。
国
語
科
教
育
は
、
こ
の
よ
う
な
思
潮
の
下
、
社
会
科
・
理
科

的
内
容
の
生
活
経
験
学
習
の
主
導
の
下
で
、
試
行
錯
誤
を
つ
ゞ
け
て
い
く
。

(
2
)
較
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
社
会
に
存
在
す
る
文
化
財
か
ら
出
発
し
て
、

幼
少
な
児
童
に
之
が
理
解
体
得
を
な
さ
し
め
よ
う
と
、
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
教
材
と
児
童
は
二
元
的
に
対
立
し
、
そ
の
指
導
の
規
範
は
教
材
に
内

在
す
る
。
較
材
ーは
価
値
あ
る
も
の
ーで
糾
石
か
ら
、
児
童
は
興
味
の
あ
る
な

し
に
拘
ら
ず
、
そ
の
教
材
を
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
児
童
は
教
材

の
論
理
に
従
っ
て
、
系
統
的
に
較
材
を
習
得
す
る
。
之
に
対
し
て
生
活
ガ

悶
ュ
プ
ム
に
於
て
は
、
児
童
は
生
活
の
問
題
に
当
面
す
る
。
其
の
問
題

を
解
決
す
る
に
は
色
々
の
文
化
財
を
手
段
と
し
て
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
A

に
色
々
な
板
科
の
板
枯
は
生
活
改
造
の
手
到
ど
し
て
登
場
す

る
。
生
活
問
題
を
解
決
す
る
毎
に
、
知
識
・
理
解
・
技
能
を
増
し
、
態
度

が
改
善
せ
ら
れ
る
。
此
の
何
れ
が
教
育
の
本
質
に
適
合
し
て
い
る
か
。
そ

の
解
答
は
過
ー去
の
文
伯
ど
T
四
gに
鄭
曲
を
置
く
か
、
現
缶
ーと
未
来
の
社
会

-363 -



ー

図
画
・
エ
作
の

は
薗
面
を
置
く
か
の
相
違
に
よ
っ
て
異
る
で
あ
ろ
う
。
（
注
8
)

こ
の
よ
う
な
葛
藤
の
中
で
、
先
学
達
は
、
仕
事
や
問
題
を
解
決
す
る
力
を
高

め
、
推
論
し
実
証
し
た
知
識
を
獲
得
さ
せ
る
こ
と
に
、
努
め
て
い
た
。
思
想
・

感
情
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
。
そ
の
力
を
育
て
る
た
め
に
、
順
序
・
方
法
を
探
求

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
読
む
・
わ
か
る
」
を
も
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

(
3
)
◎
ふ
し
の
川
を
下
る
／
と
い
う
社
会
利
⑪
削
元
を
用
意
し
て

お
り
ま
す
。
こ
の
単
元
は
ど
の
よ
う
な
目
標
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
し
ょ
う
か
。
こ
の
山
口
市
で
こ
の
組
の
子
供
で

ー
—
'

と
、
か
み
し
め

る
よ
う
な
気
持
ち
で
指
導
要
領
を
め
く
つ
て
み
ま
す
。
（
以
下
、
加
藤
要

約
。
）

①
河
川
が
人
間
の
生
活
に
ど
う
関
連
し
て
い
る
か
を
、
具
体
的
に
確
実

に
わ
か
ら
せ
る
。
児
童
は
、
橋
に
強
い
関
心
・
意
欲
を
持
っ
て
い
る
。

や
ら
せ
る
•
ま
と
め
る
•
発
見
理
解
ず
む
た
め
に
、
1

、
手
順
を
立
て

る。

2
、
見
当
を
話
し
合
う
。

3
、
ま
と
め
方
を
相
談
す
る
。

4
、
報

告
す
る
。
ー
_
を
指
導
し
、
橋
の
愛
護
精
神
を
育
む
。
そ
こ
か
ら
、

水
車
・
潅
漑
へ
と
広
が
る
。

②
農
耕
・
植
林
が
、
私
た
ち
に
与
え
る
過
去
・
将
来
の
影
響
や
相
互
依

存
の
あ
り
さ
ま
を
理
解
さ
せ
る
。
「
何
を
」
（
見
せ
・
調
べ
さ
せ
・
聞

か
せ
•
読
ま
せ
・
話
し
合
わ
せ
）
に
悩
む
が
、
出
事
ぶ
｀
雨
繭
苫
）
解
決
す

昇
を
高
め
、

i
畑
論
U
実
証
し
た
知
識
を
持
た
せ
た
い
。

◎
単
元
展
開
の
た
め
、
「
ふ
し
の
河
畔
の
立
体
模
型
を
、
う
ん
と

研
究
し
て
作
り
あ
げ
る
。
」

①
地
面
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
。

1

理
科
学
習
の
重
要
な

現
場

②
竹
笛
を
作
っ
て
吹
く
。
鳥
廠
図
の
書
き
方
。

重
要
な
現
場
。

①
・
②
は
、
＿
修
正
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
編
成
の

一
断
面
図

③
（
こ
の
項
、
原
文
の
ま
ミ

）

次
に
言
語
指
導
の
計
画
に
進
ん
で

み
ま
す
。
そ
の
場
そ
の
場
の
、
必
要
や
興
味
に
立
っ
て
、
き
め
細
か
い

指
導
を
加
え
て
い
き
ま
す
こ
と
は
、
言
語
指
導
の
原
則
で
あ
り
ま
し
ょ

う
が
、
『
ふ
し
の
川
を
下
る
』
こ
と
に
、
紀
行
の
意
味
を
も
た
せ
る
こ

と
は
ど
ん
な
も
の
か
と
思
い
ま
す
。
社
会
や
自
然
の
研
究
に
出
か
け
る

心
構
え
と
、
詩
作
に
出
か
け
る
心
構
祀
と
で
は
、
相
当
へ
だ
た
り
が
あ

る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
（
中
略
）
う
さ
ぎ
を
そ
だ
て
る
計
画
を
二
学

期
か
ら
と
相
談
し
て
、
そ
の
こ
と
の
算
段
も
あ
り
ま
す
し
、
／
◎

う
ち
の
ほ
お
じ
ろ
（
国
語
第
四
学
年
中
）
／
◎
あ
ぶ
ら
ぜ
み

（
同
じ
）
／
の

二
つ
を
通
し
て
、
観
察
の
底
に
ひ
そ
む
愛
情
に
ふ

れ
て
い
っ
て
、
自
分
達
の
生
活
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
。
そ
し
て
、
細

々
と
し
た
既
現
の
中
に
、
実
は
自
分
の
持
っ
て
い
る
国
福
芯ぃ
感
情
糾j
~

づ

ざ

せ

る

こ

ーと
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
押
し
つ
め
て
行

か
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
『
放
送
ご
っ
こ
』
と
い
う

六
月
の
国
語
の
単
元
は
、
放
送
す
る
と
い
う
生
活
の
中
で
、
が
っ
ち
り

と
教
材
に
取
組
ん
で
い
き
ま
し
た
の
で
、
保
護
者
の
方
も
、
意
外
と
思

わ
れ
る
程
能
率
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
う
が
す
べ
り
で
、

論
理
性
の
な
い
、
花
火
的
な
読
解
の
研
盆
定
な
姿
を
、
そ
の
時
も
み
せ
つ

け
ら
れ
ま
し
て
、
な
ん
と
か
こ
れ
は
も
っ
と
質
の
向
上
を
は
か
ら
ね
ば

な
ら
な
い
と
痛
切
に
感
じ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
文
を
謀
芥
i

、
わ
か
る

と
い
う
凶
5
5，に
は
、
か
く
か
く
の
順
序
や
方
法
が
あ
り
、
通
読
一
ぺ
ん

を
く
り
か
7
和
し
て
い
た
の
で
は
、
私
た
ち
の
心
や
製
ー現
ば
ぞ
だ
た
な
い
》

ひ
と
つ
新
学
期
の
ま
っ
ぱ
じ
め
を
機
会
に
、
ど
の
よ
う
な
文
を
読
み
研

究
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
計
画
を
立
て
て
は
進
み
な

が
ら
か
ん
が
え
て
い
っ
て
み
た
い
。
こ
う
考
え
て
居
り
ま
す
。
（
後
略
）
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（注
9
)

こ
の
よ
う
な
苦
闘
の
中
で
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
き
た
の
が
、
生
活
体
系
に
よ

る
経
験
だ
け
で
は
獲
得
で
き
な
い
、
重
要
な
学
習
内
容
が
、
各
科
目
別
個
の
問

題
と
し
て
あ
る
、
と
い
う
実
情
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
切
実
な
問
題
意
識
の

中
か
ら
、
県
下
各
地
で
紡
ぎ
出
さ
れ
た
の
が
、
前
述
の

二
つ
の
『
プ
ラ
ン
』
を

は
じ
め
と
す
る
諸
『
プ
ラ
ン
』
で
あ
っ
た
。

(
4
)

（
前
略
）
以
上
の
よ
う
な
現
実
の
状
態
か
ら
し
て
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

を
構
成
す
る
と
す
る
な
ら
、
次
の
よ
う
な
形
態
の
も
の
も
特
異
な
―
つ
の

型
と
し
て
比
較
的
容
易
に
而
も
、
確
か
な
教
育
を
す
る
た
め
に
有
効
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
学
習
者
の
生
活
の
中
心
を
な
す
主
要
な

興
味
或
は
関
心
あ
る
も
の
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
れ
を
干
邸
お
の
生
活
の
体
系

に
並
べ
て
行
き
ま
す
。
つ
ま
り
子
供
の
切
実
な
問
題
の
系
列
を
作
る
わ
け

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
だ
け
を
眺
め
ま
す
と

一
応
、
生
活
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の

様
な
観
を
呈
し
ま
す
が
、
そ
う
し
た
生
活
課
題
解
決
の
道
程
に
、
ど
の
~

う
な
教
科
的
能
力
を
与
丸
和
経
験
ざ
せ
る
こ
と
が
出
来
石
~
を
拾
っ
て
見
ま

す。

一
方
、
教
科
研
究
部
を
中
心
に
し
て
、
各
帳
＇科
的
＇に
見
で
ど
d
,よ
引

な
能
力
を
育
て
A

行
け
ば
よ
り
Q
が
ーの
系
列
を
は
っ
き
り
し
て
お
き
ま
す
。

そ
し
て
、
前
者
の
子
供
の
生
活
庄
5
ポ
の
過
程
に
達
せ
ら
れ
る
経
験
の
内
容

を
、
後
の
板
科

q能
ガ
佑
梨
剥
と
照
合
し
て
見
て
、
能
力
表
の
中
か
ら
抜

き
と
っ
て
行
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
能
力
表
の
中
に
、
残
っ
て
来
る
内

容
が
た
く
さ
ん
出
て
来
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
生
活
体
系
に
よ
る
経
験

で
ば
獨
衛
悶

iiの
出
梨
な
い
4
T
圃
も
重
要
だ
と
国
忠
印
り
る
内
容
が
発

見
出
来
る
わ
け
で
す
。
こ
の
残
さ
れ
た
も
の
を
、
各
科
目
別
に
生
活
体
系

に
よ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
よ
り
別
個
に
組
織
立
て
A

行
く
方
法
で
あ
り
ま
す
。

（
後
略
）
（
注
1
0
)

中
で
の
い
ち
早
い
例
は
、
新
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
下
関
市
立
桜
山
小
学
校
の

健
康
の
学
習
ー
健
康
ー
体
育

個

人

的

欲

求

に

よ

る

学

習

自

由

研

究

（注
1
1
)

一
方
、
ほ
ぽ
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
『
光
プ
ラ
ン
』
は
、
同
じ
問
題
に
ぶ
つ

か
り
、
そ
れ
を
「
生
活
課
程
」
と
「
研
究
課
程
」
と
の
二
本
柱
の
「
相
補
」
と

い
う
「
学
習
指
導
の
実
際
」
に
即
し
た
理
論
の
開
発
に
よ
っ
て
、
解
決
し
よ
う

と
し
て
い
っ
た
。

(
6
)
中
心
教
科
と
周
辺
教
科
と
い
う
よ
う
に

一
方
を
中
心
位
置
に
置
い
て

他
方
を
こ
れ
に
対
し
て
従
属
的
位
置
に
置
く
の
で
は
な
く
て
、
生
活
ー課
桓

生活カリキュラム
◇ 

日
常
経
験

『
プ
ラ
ン
』
で
あ
る
。
こ
A

で
は
、
「
国
語
」
を
「
中
心
学
習
」
に
対
す
る
「

周
域
学
習
」
下
の
「
基
礎
技
能
の
学
習
」
と
し
、
「
用
具
の
学
習
」
（
言
語
）
と

「
表
現
の
学
習
」
（
文
学
）
と
に
ま
た
が
る
も
の
と
し
て
、
位
置
づ
け
る
。
「

中
心
学
習
で
切
実
な
必
要
感
を
起
し
た
時
に
、
周
域
学
習
を
す
る
」
と
の
考
え

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

(
4
)
の
問
題
解
決
へ
の

一
方
法
で
あ
っ
た
。

(
5
)

（
加
藤
注
。
＊
印
を
合
わ
せ
「
国
語
」
と
す
る
。

一
部
加
藤
略
。
）

中
心
学
習
ー
内
容
学
習
社
会
学
習

~
総
合
学
習
ー

（
理

9
自
然
学
習
解
、
態
度
、
技
能
）

用
具
の
学
習

~

数
量
形

言
語
＊

表
現
の
学
習
の
[
"

[

」
[
＊

n家
庭

〔
技
術

の
学
習

周
域
学
習

ー

基
礎
技
能

の
学
習
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乱
究
課
程
乱
全
く
同
等
の
価
値
を
も
っ
て
並
列
さ
れ
る
。
人
間
生
活

の
実
質
的
内
容
を
な
す
と
こ
ろ
の
文
化
価
値
の
追
求
、
創
造
と
い
う
意
味

か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
研
究
課
程
の
方
が
中
心
的
位
置
を
占
め
る
と
さ
え

考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
両
課
程
は
互
に
熊
関
係
に
並
立
す

る
の
で
な
く
て
、
全
き
姿
の
教
育
活
動
の
形
式
と
内
容
の
両
面
を
そ
れ
ぞ

れ
担
当
し
て
や
互
に
相
補
い
あ
っ
て
行
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
互
い
に
相

補
う
と
こ
ろ
に
わ
れ
わ
れ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
真
の
狙
い
が
あ
る
の
で
あ

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
学
習
指
導
の
実
際
に
当
っ
て
最
も
苦
心
す
石
の
も
こ

の
点
に
あ
る
。
（
注
1
2
)

山
口
県
下
に
お
け
る

「新
教
育
」
の
こ
の
よ
う
な
受
容
の
実
態
は
、
な
お
資

料
の
博
捜
と
比
較
分
析
に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
A

に
は
、
夙
に
倉

澤
栄
吉
博
士
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
（
注
3
)
、
理
念
に
傾
き
が
ち
で
あ
っ
た

「
単
元
」
作
り
の
側
面
と
実
践
に
直
面
し
た
時
の
「
学
習
」
の
側
面
と
の
、
葛

藤
が
あ
ろ
う
。
県
下
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
苦
闘
は
、
「
ゾ
ウ
ス
イ
学
習
」
と
か

「
今
日
の
単
元
学
習
の
理
念
か
ら
」
と
か
と

一
蹴
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
重

い
問
題
を
今
日
の
「
新
し
い
教
育
観
」
論
議
に
も
提
起
し
て
い
る
こ
と
は
、
確

か
で
あ
る
。
こ
の
時
点
か
ら
ほ
ぼ
一
年
半
後
の
県
下
の
動
向
の
―
つ
を
、
具
体

的
に
吟
味
し
、
そ
の
意
義
と
学
ぶ
べ
き
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二

山
口
県
阿
武
郡
国
語
同
人
会
著
『
新
国
語
教
科
書
を
基
に
し
た
小
学
校

国
語
科
教
育
課
程
の
構
成
と
展
開
（
中
学
年
）
』
は
、
次
の
目
次
を
持
つ
。

総

説

目

次

第
一
章

第
二
章

第
三
章

教
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
か
経
験
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
か

国
語
の
教
育
課
程

国
語
の
教
育
範
囲

国
語
教
育
の
目
標

単
元
学
習

単
元
学
習
の
意
義

単
元
の
計
画
と
構
成

言
話
作
品

国
語
教
育
の
評
価

国
語
の
時
間
配
当

国
語
科
単
元

一
覧
表

第
四
章

第
五
章

第

一
節

第
二
節

第
六
章

第
七
章

第
八
章

第
九
章

単

元

展

開

案

（

以

上

）

山
口
県
阿
武
郡
は
、
島
根
県
津
和
野
に
隣
接
す
る
地
域
で
あ
る
。
そ
こ
の
徳

佐
小
学
校
・
亀
山
小
学
校
を
中
心
と
し
た
実
践
家
の
研
究
・
実
践
集
団
が
、
「

国
語
同
人
会
」
で
あ
る
。
同
会
は
、
敗
戦
直
後
か
ら
、
夙
に
大
き
な
視
野
に
立

っ
て
研
究
・
実
践
・
討
議
を
つ
ゞ
け
て
き
て
、
当
時
の
「
新
教
育
」
の
思
潮
や

動
向
を
も
批
判
的
に
受
容
し
つ
A

、
実
践
の
中
で
そ
れ
を
吟
味
し
て
い
っ
た
。

「
国
語
」
が
単
独
で
対
象
に
な
っ
た
こ
と
、
「
新
教
科
書
」
へ
の
対
処
の
関
係

を
具
体
的
に
突
き
詰
め
て
い
っ
た
こ
と
な
ど
、
そ
の
独
自
性
が
注
目
さ
れ
る
。

中
で
、
「
何
と
か
し
て
阿
武
郡
の
国
語
教
育
を
」
の
真
摯
な
思
い
が
、
「
本

当
の
単
元
（
題
材
）
学
習
」
を
追
究
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
理
論
的
な
説
明

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
多
く
の
実
践
上
の
問
題
を
解
決
し
て

い
く
こ
と
の
中
で
こ
そ
、
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
の
信
念
に
基
づ
い
て
い

る
。
「
実
践
の
場
に
於
い
て
そ
の
課
題
を
解
決
す
る
努
力
を
」
は
、
そ
の
謂
い

で
あ
る
。
同
著
の
「
自
序
」
は
、
そ
の
決
意
を
こ
う
述
べ
て
い
る
。

(
1
)

「
国
語
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
阿
武
郡
の
国
話

同
人
会
の
よ
う
な
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
の
到
底
為
し
得
る
業
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
然
し

「何
と
か
し
て
阿
武
郡
の
国
紺
l
竺
育
を
」
と
い
う
気
持
ち
か
ら

敢
え
て
こ
の
冒
険
を
試
み
た
の
で
あ
り
ま
す
。

／
新
し
い
国
語
教
育
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の
方
向
が
単
元
学
習
に
む
か
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

し
か
し
な
が
ら
「
こ
れ
は
本
当
の
単
元
（
教
材
）
学
習
で
あ
る
」
と
示
さ

れ
た
も
の
は
遣
憾
な
が
ら
未
だ
見
当
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
単

元
（
題
材
）
学
習
と
い
う
こ
と
が
論
理
的
に
説
明
出
来
た
と
し
て
も
、
本

当
の
単
元
（
題
材
）
学
習
は
現
在
の
段
階
で
は
ま
だ
多
く
の
実
践
上
の
問

題
が
残
っ
て
来
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
然
し
私
達
は
実
践
の
場

に
於
い
て
そ
の
課
題
を
解
決
す
る
努
力
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。
着
実
に
し
か
も
成
る
ぺ
く
早
く
そ
の
問
題
を
か
ち
と
ら
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

（後
略
）
（
同
著
自
序
昭
和
二
六
年
三
月

阿

武

郡

国
語
同
人
会
々
長
小
河
正
介
）

こ
の
信
念
は
、
「
新
国
語
教
科
書
J

を
手
に
し
た
時
、
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構

造
に
於
け
る
統
合
と
分
析
と
い
う
二
つ
の
相
反
す
る
概
念
」
を
確
認
さ
せ
た
上

で
、
「
教
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
伝
統
を
是
認
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
経
験
的
色
彩

を
加
味
し
て
行
く
」
行
き
方
を
採
ら
せ
る
。
第

一
章
結
話
は
言
う
。

(
2
)
新
教
育
が
叫
ば
れ
る
と
旧
教
育
は
全
く
熊
価
値
の
如
く
考
え
る
こ
と

は
き
わ
め
て
危
険
な
こ
と
で
あ
る
。
／
カ
ーリーキ
ーユ
i
フ
bl'構
造
に
於
け

る
統
合
と
分
析
と
い
う
二
つ
の
相
反
す
る
概
念
は
、
ど
ち
ら
か

一
方
に
偏

す
る
な
ら
ば
混
乱
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
認

め
、
長
短
を
追
求
し
て
相
互
に
関
連
を
も
つ
と
こ
ろ
に
止
揚
さ
れ
た
教
育

課
程
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
日
本
の
現
状
を
蕪
視
し
た
、
飛
躍
し

た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
構
成
は
な
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
／
各
教

科
が
そ
れ
な
り
に
、
単
元
的
に
再
編
成
さ
れ
、
そ
れ
が
相
互
に
関
連
を
も

ち
な
が
ら
、
改
造
を
重
ね
て
行
く
と
い
う
漸
進
的
な
改
造
で
あ
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
。
板
科

＇九
リ
ギ
ュ
ラ
ム
の
伝
統
を
是
認
し
な
が
ら
ー
ご
れ
に
経
験
的

魯
を
加
味
し
て
行
く
と
こ
ろ
に
あ
た
ら
し
い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
行
き
方

が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
の
考
え
方
は
、
「
学
校
や
先
生
の
賣
任
に
於
て
地
域
や
学
校
や
個
人
個
人

に
即
す
る
学
習
指
導
の
計
画
」
を
、
目
指
さ
せ
た
。
次
の
①
S
⑧
は
、
そ
の
上

に
立
っ
た

「国
語
の
教
育
課
程
」
の
「
構
成
手
続
」
の
具
体
で
あ
る
。
中
で
、

⑥
「
児
童
の
発
達
段
階
と
言
語
能
力
」
・
⑦
「
単
元
と
教
科
書
と
の
関
係
J

.

⑧
「
言
語
要
素
」

'_
ー

の
三
点
に
つ
い
て
は
、
現
実
的
な
「
手
続
」
を
選
択

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

(
1
)

・

(
2
)
で
突
き
詰
め
ら
れ
た

―
つ
の
見
識
に

基
づ
く
も
の
と
し
て
、
実
践
上
の
具
体
の
国
話
科
学
習
指
導
法
に
及
ぼ
し
た
影

影
響
が
、
想
像
さ
れ
る
。
第
二
章
国
語
教
育
課
程
作
製
手
続
き
は
言
う
。

(
3
)
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
言
う
言
葉
は
ど
ん
な
事
を
（
学
習
内
容
）
ど
ん
な

風
に
（
学
習
方
法
）
す
る
か
と
言
う
「
設
計
す
る
」
「
組
織
す
る
」
こ
と
で
あ

る
。
学
校
や
先
生
の
賣
佑
に
ー於
で
地
域
や
学
校
や
各
函
F

人
個
_人
に
即
す
る
学
習

指
導
の
計
画
を
樹
て
る
訳
で
あ
る
。
そ
の
地
域
、
そ
の
学
校
に
即
し
て
、
ど
ん

な
こ
と
を
学
習
内
容
と
し
、
ど
ん
な
ふ
う
に
そ
れ
を
組
織
す
る
か
は
そ
の
教
師

に
任
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
そ
こ
で
先
づ
国
話
の
劇
函
「
課
程
は
ど
う
し
て
作

製
し
た
か
、
そ
の
構
成
手
続
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
さ
す
る
。

①
教
育
全
体
構
造
に
於
け
る
国
話
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
性
格
に
つ
い
て
考

え
て
見
た
。

②
次
に
そ
の
教
育
全
体
計
画
の
中
で
占
め
る
国
語
科
の
位
置
ず
け
、
す

な
わ
ち
国
翻
教
育
の
範
囲
を
究
め
る
こ
と
と
し
た
。

③
教
育
の
一
般
目
標
か
ら
導
か
れ
た
国
語
科
の
指
迦
「
目
標
を
学
年
的
系

統
的
に
考
え
た
。

④
こ
の
指
導
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
ど
ん
な
経
験
を
組
織
し
た

ら
よ
い
か
と
い
う
学
習
内
容
（
単
元
又
は
話
題
＇
の
内
容

y
決
定
し
た
。

⑤
そ
の
組
織
し
た
経
験
を
い
く
つ
か
に
纏
め
て
、
年
次
託
両
を
定
め
た
．

⑥
更
に
之
を
如
何
に
指
導
す
る
か
と
言
う
た
め
に
、
児
童
の
涵
滋
函
函
t

と
言
語
能
力
を

一
応
考
え
た
（
こ
れ
は
実
態
調
査
に
基
づ
く
科
学
的
研

-359 -



究
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
実
際
は
そ
の
様
な
も
の
が
な
い
の
で
、

今
迄
発
表
さ
れ
た
文
献
及
洞
察
に
よ
っ
た
）
。

⑦
以
上
国
語
教
育
の
範
囲
と
排
列
の
基
準
を
き
め
、
各
学
年
の
学
習
内

容
と
学
年
の
指
導
目
標
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
資
料
を
如
何

に
と
り
入
れ
る
か
、
即
ち
麒
元
ど
教
科
書
と
の
関
係
を
ど
う
す
る
か
と

言
う
こ
と
に
つ
い
て
、
軟
科
書
研
究
む
徹
底
じ
た
。

⑧
言
語
要
素
（
発
音
、
文
字
、
語
い
、
文
法
、
修
辞
）
に
つ
い
て
系
統

的
な
も
の
を
定
め
て
置
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
が
、
こ
れ
は
言
語
作

品
の
章
で
述
べ
て
あ
る
よ
う
に
、検
定
教
科
書
に
依
存
し
た
。
（
後
略
）

「
山
口
県
阿
武
郡
国
語
同
人
会
」
の
苦
闘
の
中
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
真
摯
な

企
図
は
、
こ
の
よ
う
な
体
系
（
目
次
）
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
。
以
下
、
そ
の

具
体
的
な
実
践
計
画
に
お
け
る
国
語
科
教
育
の
位
置
づ
け
方
を
、
吟
味
す
る
。

三

同
著
で
は
、
そ
の
第
四
章
で
、
国
語
科
学
習
指
導
の
実
態
が
、
ま
ず
厳
し
く

反
省
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
学
習
指
導
要
領
（
試
案
）
」
に
言
う
「
国

語
科
学
習
指
導
の
目
標
は
、
児
童
生
徒
に
対
し
、
聞
く
こ
と
、
話
す
こ
と
、
読

む
こ
と
、
綴
る
こ
と
、
に
依
っ
て
あ
ら
ゆ
る
環
境
に
於
け
る
言
葉
づ
か
い
に
熟

達
さ
せ
る
様
な
経
験
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
」
に
注
目
し
て
、
今
迄
の
実
態

が
、
「
狭
い
教
室
内
の
技
術
」

・
「
窮
屈
な
読
解
」

・
「形
式
に
捉
わ
れ
た
作

文
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
直
視
し
て
出
発
す
る
。
第
四
章
で
は
、
昭
和
二
二
年

度
「
学
習
指
導
要
領
（
試
案
）
」
と

「新
指
導
要
領
（
中
間
発
表
）
」
と
を
次

の
よ
う
に
対
比
し
て
、
国
語
教
育
の
目
標
を
再
確
認
し
て
い
る
。

(
1
)
国
語
教
育
の
目
標
（
加
藤
注
。

0
印
が
、
「
新
」
。
）

①
表
現
意
欲
を
盛
ん
に
し
、
活
発
な
言
語
活
動
を
す
る
こ
と
に
依
つ
て

社
会
生
活
を
円
滑
に
し
よ
う
と
す
る
要
求
ど
餡
ガ
ーと
，を
発
達
さ
せ
る
こ

と。
0

社
会
生
活
に
適
応
し
て
自
分
に
必
要
な
知
識
や
情
報
を
得
て
行
く
為

め
に
、
他
人
の
話
に
耳
を
傾
け
る
習
慣
と
態
度
を
養
い
技
能
を
磨
く
こ

と
。
（
聞
く
）

②
自
分
を
社
会
に
適
応
さ
せ
、
個
性
を
伸
ば
し
、
他
人
を
動
か
す
手
段

と
し
て
、
効
果
的
に
、
話
し
た
り
、
書
い
た
り
し
よ
う
と
す
る
囲
求
~

能
力
と
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
。

0

自
分
の
意
を
伝
え
て
、
他
人
を
動
か
す
為
め
に
、
生
き
生
き
と
し
た

話
を
し
よ
う
と
す
る
習
慣
と
態
度
を
養
い
ー
杖
ー能
を
磨
ぐ
こ
と
。
（
話

す
こ
と
）

③
知
識
を
求
め
る
た
め
、
娯
楽
の
た
め
、
豊
か
な
文
学
を
味
わ
う
為
と

い
う
様
な
色
々
な
場
合
に
応
ず
る
読
書
の
仕
方
を
身
に
つ
け
よ
う
と
す

る
廻
求
ど
能
力
と
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
。

〇
知
識
や
情
報
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
経
験
を
広
め
る
た
め
、
娯
楽
と

鑑
賞
為
め
、
広
く
読
書
し
よ
う
と
す
る
習
慣
と
態
度
杞
饗
い
、
技
能
を

磨
こ
と
。
（
読
む
こ
と
）

④
正
し
く
美
し
い
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
生
活
を
向
上

さ
せ
よ
う
と
す
る
要
求
ど
能
力
と
を
涵
涵

R
祖

l

む
こ
と
。

0

自
分
の
考
え
を
纏
め
た
り
、
他
人
に
訴
え
た
り
す
る
た
め
に
、
は
っ

き
り
と
正
し
く
、
判
り
易
く
、
独
創
的
に
書
こ
う
と
す
る
習
慣
と
態
度

を
、
技
能
を
磨
く
こ
と
。
（
書
く
こ
と
）
（
以
上
同
著
第
四
章
）

こ
A

で
の
比
較
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
末
に
注
目
し
て
、
「
習
慣
と
態
度
を
養

い
、
技
能
を
磨
く
こ
と
」
は
、
「
只
単
な
る
知
識
で
な
く
、
人
間
と
し
て
、
知

性
豊
か
な
る
こ
と
A

共
に
、
技
能
を
も
ち
態
度
、
習
慣
に
於
て
も
遣
憾
の
な
い

人
間
像
」
の
追
究
で
あ
る
、
と
見
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、
右
の
四
項
目
が
、
こ
と
ば
の
働
き
と
い
う
点
で

一
体
で
あ
る
こ
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い
わ
ゆ
る

「
社
会
生

と
を
も
強
調
し
、
国
語
科
学
習
指
導
に
お
い
て
も
、
相
互
の
関
連
学
習
が
求
め

ら
れ
、
総
合
さ
れ
た
学
習
の
中
に
こ
れ
ら
の
諸
要
素
が
織
り
込
ま
れ
て
、
機
能

的
に
、
総
合
的
に
、
無
理
な
く
展
開
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
関
っ
て
は
、
地
域
・
学
校
・
学
級
・
児
童
各
自
に
応
じ
た
具
体
的
目
標
も

が
、
求
め
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
単
元
学
習
の
実
際
に
際
し
て
は
、
児
童
の
側

か
ら
の
観
点
に
立
っ
て
、
そ
の
目
標
が
多
彩
で
あ
る
べ
き
は
ず
の
実
態
を
指
摘

し
、
具
体
的
目
標
を
独
自
に
選
ぶ
べ
き
こ
と
を
も
、
改
め
て
強
調
し
て
い
る
。

次
に
は
、
「
能
力
表
」
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ

る
「
能
力
表
」
を
、

「社
会
の
要
求
に
基
い
た
教
育
目
標
設
定
」
に
と
っ
て
必

須
な
も
の
と
し
た
上
で
、
ま
ず
は
、

「現
場
で
具
体
化
さ
れ
る
」
べ
き
の
だ
と

し
て
い
る
。
「
担
任
が
受
持
ち
児
童
の
個
々
の
実
態
に
即
し
て
、
現
場
の
実
績

に
於
て
具
体
的
に
構
成
」
さ
れ
る
も
の
の
謂
い
で
あ
る
。
こ
の
「
動
的
な
も
の

A

把
握
」
を
重
視
し
た
考
え
は
、
さ
ら
に
、
「
具
体
的
な
実
践
記
録
こ
そ
、
も

っ
と
も
立
派
な
能
力
表
で
あ
る
」
と
の
見
識
を
、
導
き
出
す
に
至
っ
て
い
る
。

机
上
で
の
綿
密
な
「
能
力
表
」
の
作
成
作
業
に
膨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
費
や
さ

れ
が
ち
で
あ
っ
た
中
で
、
こ
の
見
識
は
、
普
遍
の
原
理
を
も
浮
き
彫
り
に
し
た

も
の
と
し
て
、
注
目
さ
れ
る
。

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
が
、
「
実
践
の
過
程
に
於
て
漸
次
改
造
し

て
行
く
」
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
敗
戦
直
後
の
混
乱
の
中
で
、
教

育
の
あ
る
べ
き
理
想
像
を
唱
え
る
思
潮
が
、
「
新
教
育
」
の
名
の
下
に
押
し
寄

せ
て
き
て
い
た
時
、
そ
の
理
念
の
正
し
さ
に
は
深
い
理
解
を
し
め
し
つ
A

も、

毎
日
目
の
前
に
す
る
児
童
•
生
徒
達
の
実
情
・
実
態
を
直
視
し
て
、
敢
え
て
こ

の
よ
う
な
困
難
な
道
を
選
択
し
た
こ
と
は
、
特
筆
に
値
す
る
。
「
漸
次
」
と
「

改
造
」
と
の
間
に
、
同
人
諸
賢
の
苦
悩
と
情
熱
の
跡
が
、
見
て
取
れ
よ
う
。

(
2
)
国
語
の
能
力
表

能
ガ
完
は
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
主
張
と
し
て
、

活
を
し
て
行
く
上
に
必
要
な
能
力
、
最
低
必
要
基
準
（
ミ
ニ
ア
ム
・
エ
ッ

セ
ン
シ
ャ
ル
）
を
考
え
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
構
成
す
る
た
め
に
必
要
で
あ

る
と
さ
れ
た
。
そ
れ
は
社
会
の
要
求
に
基
い
た
教
育
固
標
割
定
と
い
う
こ

と
が
教
育
課
程
の
編
成
又
は
改
造
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
（
中
略
）
／
国
語
の
能
力
＃
寂
面
国
語
科
の
到
達
目
標
と
い

引
側
剤
が
あ
る
の
な
ら
ば
そ
の
内
容
を
は
っ
き
り
し
た
具
体
的
内
容
を
も

っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
応
の
到
達
水
準
と
い
A

な
が
ら
も

現
場
で
具
体
化
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
作
製
に
当

っ
て
は
、
掴
任
が
受
持
ち
児
童
の
個
々
の
実
態
に
即
し
て
、
現
場
の
実
績

゜

に
祭
具
体
的
に
構
成
し
た
も
の
が
も
っ
と
も
よ
い
と
考
え
る
の
で
あ
る

寧
ろ
構
成
と
い
う
よ
り
も
動
的
な
も
の
A

把
握
で
あ
る
。
／
抽
象
的

字
句
や
数
学
的
統
計
的
な
も
の
は
、
動
き
っ
A

あ
る
子
供
、
動
い
て
い
る

学
習
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
四
年
生
で
、
こ
の

力
を
つ
け
る
の
に
、
こ
の
様
な
条
件
が
あ
り
、
こ
の
様
に
工
夫
し
た
か
ら

こ
の
様
に
な
っ
た
と
い
う
具
体
的
な
実
践
記
録
に
基
か
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
。
／
即
ち
、

一
応
は
発
表
さ
れ
た
文
献
と
し
て
の
多

く
の
能
力
表
を
参
考
に
は
す
る
が
、
個
々
の
教
師
が
個
々
の
児
童
に
指
導

し
た
実
践
記
録
な
り
、
評
価
の
結
果
を
累
積
し
て
作
ら
れ
た
、
そ
う
し
た

i践
的
記
録
こ
そ
、
も
っ
と
も
立
派
な
能
ガ
表
で
あ
ぢ
と
考
え
る

（
勿
論
こ
れ
は
厳
密
な
科
学
的
分
析
的
基
礎
付
け
の
あ
る
実
態
調
査
に
は

欠
け
て
い
る
が
、
）
こ
う
し
た
現
場
に
立
っ
て
作
製
さ
れ
た
も
の
は
、
そ

の
児
童
の
実
情
に
即
し
た
も
の
で
あ
り
、
単
元
展
開
の
操
作
の
上
に
、
或

は
評
価
の
上
に
最
も
実
際
的
に
活
用
さ
れ
て
行
く
と
思
う
。
更
に
之
を
実

践
の
過
程
に
於
て
漸
次
改
迎
じ
で
げ
ぐ
な
ら
ば

一
番
よ
い
の
で
は
な
か
ら

う
か
。
／
勿
論
能
力
表
は
標
準
的
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
文
部
省
の
中
間
発
表
の
能
力
表
に
基
く
の
が
至
当
で
あ
る

-357 -



と
考
え
る
の
で
あ
る
。
（
同
著
第
四
章
）

こ
の
厳
し
い
観
点
に
立
っ
て
、
国
梧
科
単
元
学
習
の
実
際
は
、
具
体
的
に
探

究
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
第
五
章
は
、
次
の
よ
う
に
突
き
詰
め
る
。

(
3
)
単
元
学
習
の
意
義

こ
A

で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
単
元
的
方
法
で
あ
れ
、

規
範
焦
視
、
法
則
蕪
視
、
体
系
蕪
視
で
行
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
勿

論
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
経
験
中
心
、
興
味
中
心
に
編
成
す

る
に
は
、
そ
の
内
面
に
於
て
十
分
系
統
を
考
え
、
法
則
を
考
え
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
方
法
の

―
つ
は
心
理
主
義
、
他
は
誠
理
由
雑
で
あ

る
と
評
さ
れ
る
が
、
論
理
主
義
に
徹
底
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
心
理
主
義
に

な
り
、
心
理
主
義
に
徹
し
よ
う
と
す
れ
ば
論
理
主
義
に
な
る
こ
と
は
、
他

の
場
合
と
同

一
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
か
或
は
両
者
の

折
衷
が
よ
い
と
い
う
論
が
生
れ
て
来
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
学
習
は
い

づ

具

糾

的
_tlJ
経

て

、
具
体
的
t
出
場
は
於
で
J
1

興
味
を
も
っ
T
Z

儲
々
々
の
力
に
即
U
で
な
＇さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ぞ
れ
ば
何
時
も
心
理

的
で
あ
る

6

し
か
し
そ
う
し
た
学
習
活
動
を
準
傭
し
、
教
材
を
準
備
す
る

教
師
の
側
に
は
ー
因
索
的
な
計
画
、
法
則
や
規
範
の
採
り
i
へ
れ
が
あ
る
べ

月
ぞ
れ
は
、
厳
密
に
論
理
的
で
あ
る

6

こ
の

二
つ
の
こ
と
は
同

一
の

面
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
体
系
を
む
き
出
し
に
し
た
り
、
規
範
を

露
骨
に
示
し
た
と
こ
ろ
に
従
来
の
課
章
て
き
方
法
の
誤
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
（
同
著
第
五
章
第

一
節）

単
元
学
習
と
は
、
教
材
を
中
心
に
考
え
れ
ば
、
較
材
の
組
織
を
論
理
的
・
学

問
的
体
系
に
従
っ
て
、
分
節
あ
る
構
成
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
学
習
者
の
興
味

を
中
心
に
考
え
れ
ば
、
そ
の
言
動
を
重
視
し
て
、
発
達
段
階
に
応
ず
る
興
味
と

要
求
を
中
心
に
、
学
習
の
ま
と
ま
り
を
見
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

—
|

_

本
著

は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
て
、
単
元
学
習
の
意
義
を
、
学
習
者
の
側
か

ら
と
、
教
材
を
準
傭
す
る
教
師
の
側
と
か
ら
、
ま
ず
は
分
析
的
に
考
察
し
た
上

で
、
そ
の
心
理
的
側
面
と
論
理
的
側
面
と
の
統
合
を
目
指
す
こ
と
に
、
意
義
を

見
出
だ
そ
う
と
す
る
。

「新
教
育
」
は
、
こ
の
意
義
の
具
体
化
を
通
し
て
、
「

従
来
の
課
章
的
方
法
の
誤
」
り
を
乗
り
越
え
る
べ
き
も
の
と
の
考
え
で
あ
る
。

本
著
は
、
そ
の
上
で
、
自
主
的
作
成
た
る
ぺ
き
「
作
業
単
元
」
の
性
格
を
吟

味
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
単
元
学
習
の
考
え
方
を
も
紹
介
し
、
わ
が
国
に
お

い
て
求
め
ら
れ
る
国
語
単
元
学
習
に
つ
い
て
、
①
教
材
陶
冶
の
系
統
を
考
え

る
。
②
児
童
の
実
際
生
活
か
ら
来
る
興
味
や
必
要
に
立
つ
。

—
|

の
二
つ

の
面
の
交
渉
の
止
揚
さ
れ
た
座
標
の
上
に
、
そ
の
組
織
は
う
ち
建
て
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
す
る
。
即
ち
、
国
栖
単
元
学
習
に
お
い
て
も
、

「何
を
」
学
習
す

る
の
か
と
い
う
こ
と
と

「ど
う
」
学
習
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
の
統
合
が
、

目
指
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
具
体
的
な
計
画
と
そ
の
構
成
と
は
、
こ
の
考

え
の
下
に
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
4
)
単
元
の
計
画
と
構
成
（
加
藤
抄
出
。

）

①
単
元
の
計
画
と
単
元
学
習

（
前
略
）
単
元
学
習
に
は
何
杞
＇学

習
ず
ズ
～
か
と
い
う
こ
と
A

、
ど
引

学
習
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
も
の
は
完
全
に

一
致

し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
単
元
計
画
と
単
元
展
開

と
を
別
々
に
考
察
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
吾
は
指
＇導

の
実
際
を
日

々
記
録
し
単
元
計
画
改
善
に
羹
U
で
行
ぐ
と
こ
ろ
に
本
当
の
も
の
が
生

れ
る
の
で
あ
る
。

②
単
元
の
計
画

1
、
単
元
の
組
織

2
、
単
元
の
内
容
決
定

3
、
展
開
の
計
面

③
単
元
の
選
定
と
設
定

．

一
、
子
供
の
実
態

二
、
国
栖
力
の
現
段
階

三
、
子
供
の
現
在
の

生
活
環
境
四
、
言
語
的
環
境
五
、
利
用
さ
れ
る
べ
き
資
料
の
状
籟
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七
、
要
求
す
べ
き
一
般
学
力
水
準

六
、
指
導
者
の
実
力

④
単
元
構
成
の
基
準

1
、
現
実
生
活
の
中
か
ら
の
学
習
素
材
選
択

2
、
言
語
活
動
の
具

体
的
生
活
事
実
と
の
有
機
的
隣
連

3
、
社
会
的
要
求
へ
の
即
応

4

学
童
の
学
習
（
興
味
・
要
求
・
自
主
的
問
題
解
決
・
協
力
学
習
・
個
人

差
・
カ
動
的
言
語
経
験
）

5
、
知
識
の
組
織
立
て

6
、
反
復
練
習

7
、
他
教
科
と
の
緊
密
な
関
連

⑤
単
元
の
形
態

1
、
生
活
単
元

2
、
教
材
単
元

3
、
言
語
技
術
単
元

4
、
題

材
単
元
（
教
科
書
に
あ
る
題
材
に
よ
る
）

⑥

単

元

一
覧
表
の
仮
定

学
習
内
容
・
学
習
目
標
・
教
科
書
及
び
資
料
の
検
討
、
決
定
。

⑦
単
元
展
開
の
方
式

1
、
単
元
展
開
の
六
段
階
（
設
定
の
理
由
・
目
標
・
内
容
・
資
料
・

学
習
活
動
・
評
価
）

2
、
単
元
の
発
展
過
程
（
動
機
づ
け
・
環
境
の
設
定
・
実
態
調
査
・

問
題
の
把
握
・
計
面
・
解
決
へ
の
発
表
・
報
告
・
調
査
・
研
究
・
作
業

評
価
•
発
表
）

⑧
単
元
計
画
一
覧
表

0

〈
学
習
目
標
と
学
習
内
容
の
設
定
〉

教
育
目
的
と
国
話
科
の
一

社
会
の
国
語
敦
般
目
標
の
研
究

育

に

対

す

る

要

求

[

|

[

”

戸

"

"

”

児
童
の
言
語
生
「
|
―
言
語
生
活
の
課
題

の
実
態

＊
 

L
|

言
語
能
力
の
発
達
—

国

話

学

習

指

導

学

年

の

＊

□5
"の

言
語
の

ー
_
二
,

]

"

_

；

元

発

達

学

習

内

容（
加
藤
注
。
＊
印
は
、
＊
印
に
つ
な
が
る
。
）

0

〈
単
元
計
画
の
改
造
〉

単
元
計
画
の
立
場

丁
ー
実
践
記
録
1

単
元
計
画
の
修
正

単
元
展
開
の
実
際（

以
下
、
加
藤
略
。
）
（
同
著
第
五
章
第
二
節
）

こ
の
具
体
的
な
「
単
元
の
計
画
と
構
成
」
に
関
し
て
、
本
著
は
、
「
現
段
階

で
は
全
学
年
を
通
じ
て
は
っ
き
り
し
た
経
験
単
元
で
貫
く
こ
と
は
遍
切
で
は
な

い
。
」
と
し
、
低
学
年
で
は
「
生
活
単
元
的
な
も
の
」
を
多
く
、
高
学
年
に
な

る
に
従
っ
て
「
言
語
単
元
的
な
も
の
」
が
多
く
な
る
こ
と
が
自
然
で
あ
る
、
と

し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
単
元
の
選
定
が
、
え
て
し
て
子
供
の
広
い
経
験
領
域
か

ら
興
味
あ
る
話
題
を
捉
え
る
と
言
い
な
が
ら
、
「
興
味
と
必
要
（
要
求
）
」
及

び
「
能
力
（
程
度
）
と
言
語
発
達
段
階
」
の
関
係
が
混
乱
し
て
い
る
実
情
を
、

直
視
し
て
い
る
。
実
践
の
場
か
ら
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
認
識
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
「
新
国
語
教
科
書
」
教
材
を
中
核
に
し
つ
A‘

③
の
よ
う
な
七

項
目
を
念
頭
に
、
教
材
単
元
か
ら
経
験
単
元
ま
で
に
亘
る
各
種
の
単
元
を
、
月

-s二
単
元
選
定
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
「
七
項
目
」
に
お
い
て
は
、
一
＼

四
ま
で
と
五
＼
七
ま
で
と
の
要
素
が
必
然
す
る
関
係
を
直
視
し
て
、
①
に
言
う

「
指
導
の
実
際
を
日
々
記
録
し
単
元
計
画
改
善
に
資
し
て
」
い
こ
う
と
す
る
態

度
を
貫
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
念
体
系
は
、
⑧
の
図
式
に
簡
潔
に
纏
め
ら

れ
て
い
る
。
「
単
元
の
計
画
と
構
成
」
に
つ
い
て
の
見
解
で
あ
る
。
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次
に
本
著
が
問
題
に
す
る
の
は
、
「
新
国
語
教
科
書
」
へ
の
対
応
如
何
で
あ

る
。
即
ち
、
学
習
内
容
に
関
し
て
は
、
「
先
ず
教
科
書
を
取
り
上
げ
て
」
研
究

し
、
基
に
し
、
即
し
て
「
単
元
を
設
定
す
る
」
と
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
採

用
の
教
科
書
が
、
「
各
教
材
は
作
業
単
元
の
展
開
え
の
媒
介
」
た
り
え
る
特
色

を
持
つ
こ
と
を
洞
察
し
、
さ
ら
に
、
単
元
間
の
連
関
・
言
語
経
験
へ
の
配
慮
を

も
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
方
向
は
、
本
著
が
随
所
で
主
張
し
て
き
た
よ
う
に
、
「
新
教
育
」
思
潮

の
も
と
、
「
児
童
の
個
々
の
実
態
に
即
し
て
、
現
場
の
実
績
に
於
て
具
体
的
に
」

「
国
語
の
能
力
表
」
を
構
成
す
る
こ
と
が
、
体
系
や
論
理
の
観
点
に
お
い
て
と

か
く
十
分
な
学
力
涵
養
に
は
つ
な
が
ら
な
い
と
い
う
反
省
に
、
厳
し
く
基
づ
い

て
い
る
．
こ
れ
は
前
述
の
倉
澤
栄
吉
博
士
の
指
摘
（
「は
じ
め
に
」
の

(
3
)
）

に
お
け
る
、
「
『
単
元
』
の
問
題
よ
り
も
『
学
習
』
の
問
題
J

に
も
通
底
し
た

見
識
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
即
ち
、
地
域
の
実
情
を
も
考
慮
に
入
れ
て
、
体

系
的
な
計
画
・
法
則
・
規
範
は
ひ
と
ま
ず
は
「
新
教
科
書
」
の
そ
れ
に
糸
口
を

求
め
、
そ
の
実
践
過
程
に
即
し
て
、

「経
験
的
色
彩
を
加
味
し
て
行
く
」
と
言

う
の
で
あ
る
。
本
著
の
独
自
性
の
―
つ
が
、
こ
A

に
あ
る
。

(
5
)

「
新
国
語
教
科
書
」
へ
の
対
応

①
昔
の
様
に
教
科
書
は
国
定
で
あ
り
、
方
法
は
教
科
書
の
読
解
で
終
る

と
い
う
の
で
な
く
、
学
習
の
目
標
に
基
い
て
、
子
供
に
即
し
た
話
題
を

提
供
す
る
の
で
あ
る
か
ら
資
料
の
選
択
は
自
由
で
あ
る
。
然
し
そ
こ
に

教
科
書
を
部
分
的
に
ち
ょ
い
ち
ょ
い
利
用
し
た
り
、
思
つ
き
の
資
料
を

引
用
し
た
の
で
は
、
せ
っ
か
く
作
っ
た
単
元
（
学
習
内
容
）
を
完
全
に

は
た
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
単
元
に
即
し
た
教
科
書
を
作
る
な
ら
、
こ

れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
然
し
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
国

語
学
習
内
容
に
は
先
ず
教
科
書
を
採
り
上
げ
て
之
を
研
究
じ
、
之
を
基

に
し
て
、
之
に
即
し
た
単
元
を
設
定
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

②
「
新
国
語
教
科
書
」
（
光
村
）
の
ス
コ
ー
プ
と
シ
ー
ケ
ン
ス

0

そ
れ
自
身
、
単
元
的
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
各
板
材
は
作
業
単
元

の
展
開
え
の
媒
介
の
役
を
す
る
よ
う
に
出
来
て
い
る
。

0

し
か
も
、
そ
の
単
元
の

一
っ
―
つ
が
互
に
緊
密
に
関
連

U
、
割
翻

経
験
を
豊
か
に
あ
た
知
_る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
ま
A

で
も
単

元
学
習
が
出
来
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

0

文
字
・
語
彙
・
語
法
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
き
わ
め
て
科
学
的

に
研
究
さ
れ
て
い
る
。

一
年
（
児
童
の
身
辺
の
生
活
）
四
年
（
時
間
的
意
義
の
拡
大
）

上
入
学
当
初
の
学
校
生
活
上
地
域
社
会
の
現
在
と
過
去

・

中
諸
資
源
の
保
護
利
用
と
人

と
児
童
の
行
動

中
戸
外
生
活

・

間
生
活

下
生
産
消
費
の
基
礎
理
解

下
家
庭
生
活

二
年
（
地
域
社
会
の
生
活
）

．

五
年
（
文
明
）

．

上
自
然
と
文
明

上
田
園
生
活

中

海

と

山

．

中
天
然
資
源
の
開
発

．

下
現
代
日
本
、
祖
国
再
蝙

下
都
市
生
活

三
年

（

地

域

社

会

生

活

）

六

年

（

文

化

）

上

生

活

の

視

野

の

広

い

面

上

現

実

的

文

化

生

活

中

動

植

物

と

人

間

の

関

係

中

文

化

の

発

達

下

交

通

、

運

輸

と

人

間

の

下

世

界

の

平

和（
同
著
第
六
章
）

関
係

さ
ら
に
、
本
著
で
は
、
評
価
の
中
核
を
「
学
習
と
そ
の
指
導
」
に
あ
る
と
も

す
る
。
即
ち
、
「
な
さ
れ
た
」
こ
と
・
「
な
さ
れ
つ
A

あ
る
」
こ
と
の
発
見
で

あ
る
と
す
る
。
こ
A

に
は
、
「
成
長
の
価
値
」
と
「
遂
行
の
結
果
・
完
成
の
如

何
J

と
を
峻
別
し
よ
う
と
す
る
見
識
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
紹
介
し
た
森
下
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四

で
は
、
本
著
に
見
ら
れ
る
「
国
語
単
元
学
習
」
の
指
導
の
展
開
は
、

う
に
具
体
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
吟
味
し
て
見
た
い
。

(
1
)
国
語
科
学
習
単
元
一
覧
表

〈

一

年

〉

〈

二

年

〉

楽

し

い

学

校

二

年

生

に

な

っ

て

楽

し

い

学

校

つ

ゆ

あ

け

水

遊

び

こ

と

ば

し

ら

ベ

四
月

五
月

六
月

〈
三
年
〉

楽
し
い
春

子
供
の
日

か
ん
さ
つ
日
記

巖
氏
の
言
う
「
協
同
学
習
的
性
質
」
が
も
と
め
ら
れ
、
教
師
中
心
の
一
斉
授
業

が
根
本
的
に
反
省
さ
れ
る
に
至
っ
た
「
新
教
育
」
の
根
本
に
関
る
と
と
も
に
、

か
つ
日
々
の
実
践
に
直
結
し
た
問
題
で
あ
る
こ
と
を
鋭
く
提
起
し
、
今
日
の
「

新
し
い
学
力
観
」
に
も
、
深
く
通
底
し
て
い
る
。
（
注
2
)

(
6
)
国
語
教
育
に
於
て
の
評
価
は
単
な
る
国
語
の
テ
ス
ト
で
は
な
い
。
も

っ
と
広
く
国
語
全
体
の
全
身
の
為
に
言
語
活
動
の
総
量
を
エ
バ
リ
ュ
ウ
シ

ョ
ン
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
乍
ら
評
価

q中
核

＇を
な
す
も
の
は
、

学
習
と
そ
の
指
導
で
あ
る

6

即
ち
、
国
語
教
育
の
目
標
に
対
し
て
、
ど
の

様
に
有
効
に
適
切
に
指
導
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。
即
ち
学
習
効
果
の
価
値

的
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
「
…
…
が
出
来
た
か
、
ど
う
か
」
を
判
断
す
る
の
で
は
な
く
て
、

児
童
に
ど
れ
だ
け
の
事
が
な
さ
れ
た
か
、
又
な
さ
れ
つ
A

あ
石
か
を
発
見

す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
成
長
の
価
値
を
見
る
の
で
あ
っ
て
、
遂
行
の

結
果
や
完
成
の
如
何
だ
け
を
見
定
め
る
の
で
は
な
い
u

目
標
へ
も
っ
と
よ

＜
到
達
し
て
行
く
に
は
ど
ん
な
新
し
い
処
置
と
技
術
を
用
い
た
ら
よ
い
か

を
考
え
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。
（
同
著
第
七
章
）

以
上
が
、
本
著
に
お
け
る
「
国
語
科
単
元
学
習
」
の
実
践
計
画
で
あ
る
。ど

の
よ

七
月
七
夕
祭
り
・
夏
休

み

九
月
お
月
見
・
運
動
会

十
月
秋
の
野
山

十
一
月
私
た
ち
の
う
ち

．

十
二
月
紙
し
ば
い

一
月
お
正
月
・
絵
日
記

二
月
学
芸
会

三
月
春
を
む
か
え
に

夏
休
み
を
迎
え
て

う
た
あ
つ
め

（
お
話
会
）

う

ん

ど

う

会

ま

き

ば

お
月
見

」
短
い
文

農
家
と
お
店

．
ラ
ヂ
オ
を
聞
い
て

楽
し
い
読
み
も
の

学
級
文
庫

郵
便
ご
っ
こ

．
の
り
も
の

映
画
会

学
芸
会

も
う
す
ぐ
三
年
生
三
年
生
の
ま
と
め

（
注
。
四
年
S
六
年
分
は
、
加
藤
省
略
．
）

本
著
で
は
、
先
に
、
「
新
国
語
教
科
書
」
（
光
村
）
の
単
元
構
成
の
特
鑽
が

紹
介
さ
れ
て
い
た
。
右
の
「
展
開
」
は
、
そ
れ
に
即
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
A

に
は
、
即
し
つ
A

も
、
児
童
に
と
っ
て
の
地
域
の
自
然
や
生
活
や

が
、
学
年
の
段
階
を
勘
案
し
た
上
で
、
具
体
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
~
戦

直
後
の
混
乱
の
中
で
、
「
教
材
」
や
「
資
料
」
に
も
極
灌
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た

「
国
語
教
室
」
が
、
「
新
国
語
教
科
書
」
の
優
れ
た
体
系
に
学
び
つ
A

も
、
自

ら
の
独
自
性
を
、
そ
の
理
念
に
即
し
て
出
来
得
る
か
ぎ
り
実
現
し
よ
う
と
し
た

跡
が
、
よ
く
窺
わ
れ
る
。
今
日
の
単
元
学
習
に
も
求
め
ら
れ
る
、
年
間
は
も
ち

ろ
ん
、
六
年
間
を
通
し
て
の
体
系
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
中
か
ら
、
三
年
生
の
〈
単
元
展
開
案
の
例
〉
を
紹
介
す
る
。

(
2
)

〈
単
元
展
開
案
の
例
〉
三
年

①
単
元
名
・
時
間
配
当
ー
~
子
供
の
日
・
ニ

0
時
間
・
五
月
上
旬
＼

下
旬
（
四
週
間
）

②
単
元
設
定
の
理
由

1
、
子
供
の
日
を
中
心
と
す
る
五
月
の
行
事
は
そ
の
ま
A

国
家
的
な
行

事
と
つ
な
が
り
多
彩
な
祝
賀
気
分
の
溢
る
月
で
あ
り
、
大
空
に
翻
る
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鯉
の
ぼ
り
の
勇
ま
し
さ
を
仰
ぎ
み
て
平
和
日
本
の
将
来
と
そ
の
重
賣

を
荷
せ
ら
れ
た
子
供
へ
の
期
待
は
特
に
大
な
る
も
の
が
あ
る
。

2
、
子
供
こ
そ
日
本
の
運
命
を
左
右
す
る
大
切
な
宝
で
あ
る
。
子
供
達

の
こ
の
自
覚
と
賣
任
と
を
感
得
さ
せ
る
と
同
時
に
と
も
す
る
と
大
人

の
概
念
か
ら
忘
れ
ら
れ
様
と
す
る
干
低
連
の
生
活
の
中
ビ
食
い
込
ん

で
祝
福
し
て
や
る
こ
と
は
日
本
の
悲
運
を
ま
ね
い
た
大
人
の
賣
任
で

も
あ
ら
う
。

3
、
子
供
達
は
互
に
友
愛
と
協
力
と
に
よ
っ
て
平
和
日
本
の
再
建
に
努

力
す
る
で
あ
ら
う
こ
と
を
信
じ
て
こ
の
単
元
の
も
つ
効
果
は
大
き
い

と
思
う
。

4
、
教
科
書
資
料
に
よ
り
言
語
活
動
の
実
際
活
用
面
と
表
現
と
を
螂
便

と
た
ん
ぼ
ぼ
で
学
習
し
友
愛
の
情
を
子
供
の
日
で
学
習
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
／
言
語
生
活
を
通
じ
て
我
々
の
感
情
や
思
惟
は

よ
り
よ
く
疎
通
す
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
体
得
す
る
で
あ
ら
う
。

〈
目
標
〉
（
加
藤
注
。
以
下
、
本
著
で
は
、

一
覧
表
に
な
っ
て
い
る
。
）

話
す一

、
だ
ん
だ
ん
言
葉
づ
か
い
に
気
を
つ
け
る
様
に
な
る
。

二
、
正
し
い
こ
と
づ
け
が
言
え
る
よ
う
に
な
る
。

三‘

―
つ
の
話
題
に
つ
い
て
話
が
ま
と
ま
る
様
に
な
る
。

四
、
表
現
を
つ
け
て
話
せ
る
様
に
な
る
。

聞
く一

、
不
明
な
と
こ
ろ
を
と
り
だ
し
て
き
く
事
が
で
き
る
。

二
、
質
問
の
要
領
が
わ
か
る
。

三
、
わ
か
っ
た
と
こ
ろ
と
不
明
の
と
こ
ろ
の
区
別
が
つ
く
。

四
、
静
か
に
き
く
こ
と
が
で
き
る
。

読
む

一
、
内
容
を
考
え
な
が
ら
微
音
読
が
出
来
る
。

二
、
手
紙
文
の
大
意
が
わ
か
る
。

三
、
長
い
劇
の
脚
本
が
よ
め
る
。

四
、
分
ち
書
き
の
意
味
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
。

書
く一

、
簡
単
な
手
紙
が
書
け
る
。

―
-
、
相
手
に
わ
か
り
易
く
か
け
る
。

三
、
よ
み
返
し
て
仮
名
づ
か
い
や
漢
字
の
誤
が
訂
正
で
き
る
。

四
、
文
字
の
大
き
さ
が
大
体
揃
っ
て
書
け
る
。

五
、
通
信
の
規
則
が
守
ら
れ
て
か
け
る
。

文
法一

、
通
信
の
規
定
が
わ
か
る
。

二
、
仮
名
づ
か
い
、
助
詞
の
つ
か
い
方
が
わ
か
る
。

三
、
手
紙
文
の
か
き
方
に
つ
い
て
の
習
慣
が
理
解
さ
れ
る
。

〈
予
想
さ
れ
る
学
習
活
動
〉

一
、
子
供
の
日
に
つ
い
て
の
話
合
い

1
、
日
本
の
新
し
く
定
め
ら
れ
た
祝
日
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

2
、
「
子
供
の
日
」
と
言
う
祝
日
が
設
け
ら
れ
た
訳
。

3
、
我
々
の
心
構
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
。

二
、
児
童
福
祉
週
間
の
行
事
に
つ
い
て

ー
、
運
動
会
の
計
画
に
つ
い
て
話
す
。

2
、
身
体
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
反
省
。

3
、
家
庭
訪
問
の
日
取
り
、
注
意
等
の
話
し
合
い
。

三
、
子
供
会
の
行
事
の
計
画
を
立
て
る
。

1
、
計
画
を
立
て
る
。

2
、
保
護
者
や
関
係
者
に
案
内
の
手
紙
を
か
く
。
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3
、
発
表
会
の
準
備
や
材
料
を
集
め
る
。

4
、
子
供
の
会
の
発
表
を
す
る
。

四
、
教
科
書
の
資
料
を
よ
ん
で
反
省
す
る
。

1
、
案
内
状
に
つ
い
て
教
科
書
の
文
を
よ
ん
で
反
省
す
る
。

2
、
郵
便
の
使
命
と
そ
の
利
用
や
手
紙
、
は
が
き
の
書
き
方
の
練
習

を
す
る
。

3
、
劇
た
ん
ぼ
A

を
よ
ん
で
劇
の
し
か
た
を
研
究
す
る
。

4
、
配
役
を
き
め
て
劇
を
す
る
。

五
、
資
料

0

子
供
の
日
の
読
解
に
よ
り
基
礎
的
能
力
を
養
う
。

0

友
愛
の
情
を
育
む
。

〇
希
望
に
み
ち
た
子
供
の
日
の
歌
に
つ
い
て
意
見
を
言
い
合
い
曲

を
つ
け
て

一
同
で
う
た
う
。

〈
評
価
〉「

話
合
」
観
察
「
発
表
の
態
度
」
「
案
内
図
の
書
き
方
」

作
品
「
案
内
聞
の
書
き
方
」
ノ
ー
ト
、
作
品
「
発
表
」
観

察
「
綴
文
方
」
作
品
「
表
現
」
観
察
「
読
み
の
速
さ
」

観
察
「
書
き
方
」
ノ
ー
ト

〈
資
料
〉
（
加
藤
注
。
こ
の
項
記
入
事
項
な
し
。
）

〈
他
教
科
行
事
と
の
関
連
〉

メ
ー
デ
ー
子
供
の
日
憲
法
記
念
日
児
童
福
祉
週
間
八
十
八

夜
家
庭
訪
問
「
音
楽
」
鯉
の
ぽ
り
茶
つ
み
「
社
会
」

憲
法
郵
便
局
虫
歯
予
防
デ
ー

即
ち
、
こ
の
例
で
は
、
「
単
元
設
定
の
理
由
」
に
よ
る
と
、
本
単
元
は
、
「

子
供
へ
の
期
待
」
を
「
子
供
達
の
生
活
の
中
に
食
い
込
ん
で
祝
福
し
」
つ
A

、

「
友
愛
と
協
力
」
と
の
実
現
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
具
体
的
に
は

「
教
科
書
資
料
」
を
活
か
し
て
「
言
語
活
動
の
実
際
活
用
面
」
と
を
錬
磨
し
よ

う
と
す
る
。
中
で
、
〈
目
標
〉
は
、
「
話
す
」
・
「
聞
く
」
・
「
読
む
」
・
「

書
く
」
・
「
文
法
」
に
わ
た
り
、
「
実
際
活
用
面
」
に
こ
ま
や
か
な
心
配
り
が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
〈
予
想
さ
れ
る
学
習
活
動
〉
で
は
、

徹
底
し
た
「
話
し
合
い
」
を
通
し
て
、
仕
事
や
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
基
礎

的
態
度
が
、
錬
成
さ
れ
、
具
体
的
な
活
動
を
経
て
「
教
科
書
資
料
」
に
至
っ
て

い
る
。
ま
た
、
そ
の
「
五
」
の
三
つ
の
「
資
料
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
先
の
二
つ

の
学
習
目
標
の
達
成
の
場
と
し
て
、
総
合
的
な
学
力
を
も
視
野
に
入
れ
た
周
密

な
「
展
開
案
」
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
の
、
学
習
指
導
過
程
に
即
し
た
「

評
価
」
の
諸
項
目
も
、
多
岐
に
亘
っ
て
目
配
り
が
な
さ
れ
て
い
る
．

本
著
で
は
、
「
新
国
語
教
科
書
」
に
即
し
て
の
こ
の
よ
う
な
学
習
指
導
計
國

を
、
年
間
・
各
学
年
に
亘
っ
て
網
羅
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
第
三
学
年
末
の

「
単
元
設
定
の
理
由
」
に
は
、

一
年
間
学
習
し
て
き
た
諸
記
録
・
諸
作
品
を
整

理
し
て
、
文
集
を
作
り
、
さ
ら
に
、
第
四
学
年
に
備
え
て
の
自
己
学
習
力
に
期

待
し
て
、
学
習
計
画
作
成
へ
の
誘
い
を
も
展
望
し
て
い
る
。
各
地
域
の
実
情
に

期
待
し
つ
A

、
山
口
県
阿
武
郡
に
お
け
る
「
国
語
科
単
元
学
習
」
の
実
践
的
規

範
を
示
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

五

さ
て
、
阿
武
郡
国
語
同
人
会
で
は
、
本
著
刊
行
（

一
九
五

一
（
昭
和
二
六
）

年
五
月

一
六
日
）
先
駆
け
て
、
『
阿
武
郡
教
育
年
報
（
小
学
校
の
部
）
』
に
、

そ
の
理
念
と
調
査
に
基
づ
く
具
体
的
な
提
案
を
し
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
に
は
、

同
人
代
表
で
あ
っ
た
小
河
正
介
亀
山
小
学
校
校
長
が
、
そ
の
理
念
を
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
（
注
1
3
)

0

小
学
校
低
学
年
に
於
け
る
文
法
学
習

文
法
教
育
は
小
学
校
の
低
学
年
か
ら
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
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ア
ク
セ
ン
ト
、
語

〇

敬

譲

語

〇

し
そ
れ
は
口
語
文
法
を
ば
ら
ば
ら
に
取
り
出
し
て
国
語
教
育
の
中
に
さ
し

み
の
つ
ま
式
に
そ
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
低
学
年
で
は
特
に
こ
と
ば
の
学

習
活
動
を
通
じ
て
自
然
に
子
供
の
話
法
的
現
象
を
と
ら
え
て
、
そ
れ
を
つ

ら
ぬ
く
法
則
的
な
も
の
を
子
供
の
経
験
に
基
づ
い
て
整
理
し
て
や
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
点
低
学
年
教
科
書
の
言
語
教
材
等
が
余
程
注
意
深
く
編
集

し
て
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
取
扱
い
も
文
法

的
部
分
だ
け
を
取
り
出
し
て
説
明
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
拙
い
の
で

あ
っ
て
、
子
供
の
言
語
活
動
の
中
に
現
代
国
語
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
語
法

体
系
を
は
っ
き
り
つ
か
ま
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
「
規
則
を

教
え
る
の
で
な
く
て
、練
習
の
中
で
規
則
を
つ
か
ま
せ
る
」
こ
と
で
あ
る
．

（
中
略
）
然
し
乍
ら
こ
の
よ
う
に
文
法
指
導
は
形
式
的
知
識
的
な
も
の

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
指
導
す
る
先
生
は
一
応
系
統
的
な
知

識
や
体
系
的
な
背
景
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
勿
論
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
低
学
年
の
文
法
指
導
と
し
て
国
語
文
法
の
科

学
的
体
系
的
な
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
遺
憾

な
が
ら
現
在
研
究
さ
れ
た
も
の
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
わ
れ
わ
れ
は
学
習
指
導
要
領
に
は
ど
う
出
て
い
る
か
、
文
部
省
の
能
力

表
は
ど
う
示
し
て
い
る
か
、
教
科
書
で
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
提
出
さ
れ
て

い
る
か
等
を
研
究
し
て
み
る
の
が

一
番
よ
い
方
法
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ

る。
こ
の
よ
う
な
理
念
に
基
づ
き
、
本
「
年
報
」
は
、

A

「
教
科
書
（
光
村
図
書
）

に
は
ど
う
提
出
さ
れ
て
い
る
か
そ
の
指
導
は
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
か
。
」
の
表

題
の
下
に
、
次
の

―一

の
「
要
素
」
別
に

一
＼
三
学
年
ま
で
の
事
項
を
、

具
体
的
に
列
挙
し
て
い
る
。

0

言
語
の
有
用
性

0

共
通
語
と
方
言
、
発
音
、

勢
、
語
調

0

話
し
言
葉
と
文
字
言
葉
と
の
関
係

語
い
の
拡
が
り

0

品
詞
別
の
具
体
的
理
解

い
、
句
読
点
、
表
記
法

0

文
の
構
造
〇

其
の
他

ま
た
、
同
じ
く
B

「
学
習
指
導
要
領
及
能
力
表
（
文
部
省
中
間
発
表
）
に
は

ど
う
示
し
て
あ
る
か
。
」
の
表
題
の
下
に
も
、
同
じ
く
三
つ
の
学
年
に
わ
た
っ

て
、
「
特
殊
目
標
」
に
引
き
続
き
「
き
く
こ
と
」
・
「
話
す
こ
と
」
・
「
読
]

こ
と
」
・
「
つ
く
る
こ
と
」
・
「
書
く
こ
と
」
の
、
各
「
指
導
の
目
標
」
・
「

指
導
の
要
領
」
が
、

一
覧
表
で
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
三
年
生
に
お
け
る

一
部
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

A

品
詞
別
の
具
体
的
理
解

0

音
便
咲
い
た
（
イ
音
便
）
問
う
た
（
ウ
音
便
）
死
ん
だ
（
撥

音
便
）
勝
っ
た
（
促
音
便
）

B

話
す
こ
と

指
導
の
目
標
ー
|
0
正
し
い
こ
と
ば
づ
か
い
、
正
し
い
語
法
、
そ

の
場
に
あ
っ
た
声
の
調
子
、
話
の
内
容
に
よ
る
抑
揚
、
話
の
進
行
に

よ
る
変
化
、
そ
の
他
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
や
場
面
に
あ
っ
た
自
然
の
態

度
で
話
す
。

指
導
の
要
領

ー

0

語
い
を
ひ
ろ
げ
、
幼
児
語
、
方
言
、
訛
語
、

野
卑
な
こ
と
ば
な
ど
に
気
づ
く
よ
う
に
す
る
。
〇
児
童
の
特
殊
用

語
、
流
行
語
を
調
査
し
そ
の
上
に
立
っ
て
指
導
す
る
。

そ
の
上
で
、
本
「
年
報
」
は
、
「
更
に
構
成
に
当
り
教
科
書
を
縦
に
分
析
研

究
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
凡
そ
次
の
よ
う
な
ス
コ
ー
プ
と
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に

よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
と
し
、

次
の
よ
う
な
二
つ
の
一
覧
表
を
示
し
て
い
る
。

。

一
学
年

＿
一

年

＿

二

年

一

三

年

一

0

現
代
の
か
な
づ
か

文

体

〇

活

用

0
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下 中 上 主 学
題 年

的生 悶悶 ti 時

解理産 i 
四

と源； 人の
の 厄日 の
基 胃 の
礎 活 焚

年
と

建問 天 且 文

i 
明 五

日 と

合
文

の 明
国 開 年
再 発

世 文

I 
文

界 化 化
ー』

Iヽ

の の

孟 ； 
年

活

下 中 上 主
題

t ； 
岱の 今当 岱

生 生 の
活 活 行初 身

動の 惜
名生 活

！ 
海 田 地
と 月！ 山

活
活 の

生
活

と交 係動 い生 地
の通 g 面活 域

問； の 甚と 視
人 野 の

人 目 の 生
間 広 活

お
わ
り
に

「国
語
科
の
新
し
い
学
力
観
に
立
つ
教
育
」
を
目
指
し
て
、
今
日
、
特
に
次

の
四
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

言
う
と
こ
ろ
の
「

一
人

一
人
」
と
は
、
何
か
。

①
基
礎
的
・
基
本
的
内
容
は
、
一
定
の
知
識
や
技
能
を
中
心
に
考
え
る
の

で
は
な
く
て
、
意
欲
・
思
考
カ

・
判
断
カ
・
表
現
力
等
の
資
質
・
能
力
の

育
成
を
図
る
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
。

②

そ

れ

は
、
自
己
実
現
に
役
立
つ
も
の
と
し
て
の
エ
夫
を
求
め
る
。

゜下 中 上 巻

晶 悶 緑 五
の

の 国 年
朝

m 悶 わ 六
か
草 年

即ち、本著刊行に先立つ前年、同

同人会では、すでに「新教育」の理

念を受け止めて、このような具体的

な学習指導計画を立案していたので

ある。こAには、「新国語教科書」

の系統性に学びつA児童の生活経験

に密着した指導体系を求めて止まな

い姿勢が、貫かれている。

下 中 上 巻

日 は か
あ ら ぎた つ
り ば る 年

ま

奏
っ2 子し

む ぅ
ち ま ま 年

り

含 ま た
き

在ぼ
＝ ． 

り ば
の

ょ 年

足 名 そ
ぁ ょ 四
と さ 風

年
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そ
の
資
質
・
能
力

③
そ
の
た
め
に
は
、
個
性
の
重
視
の
考
え
方
に
立
ち
、

を
発
揮
で
き
る
場
・
時
間
を
位
置
付
け
る
。

④
さ
ら
に
は
、
学
習
者
の
側
に
立
っ
た
共
感
的
理
解
・
支
援
に
基
づ
く
評

を
進
め
る
。
（
注
1
4
)

こ
の
よ
う
な

「今
日
的
な
」
目
標
を
実
践
指
導
の
場
に
密
着
し
て
探
究
す
る

に
つ
い
て
、
「
阿
武
郡
国
語
同
人
会
」
が
残
し
た
足
跡
に
は
、
学
ぶ
べ
き
点
が

多
い
。
そ
れ
は
、
単
純
に
時
の
「
経
験
主
義
J

の
側
面
を
踏
襲
す
る
こ
と
で
も

な
く
、
ま
た
、
「
は
い
ま
わ
る
」
批
判
に
窺
わ
れ
る
側
面
を
反
面
教
師
と
す
る

こ
と
で
も
な
い
。
そ
の
真
摯
な
情
熱
を
、
ど
こ
で
捉
え
学
ぶ
の
か
。

そ
れ
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
言
語
能
カ
・
思
考
能
カ
・

社
会
的
経
験
の
そ
れ
ぞ
れ
が
こ
こ
で
は
密
接
に
関
わ
り
合
う
も
の
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
、
戦
後
国
語
科
教
育
の
出
発
点
に
お

い
て
、
「
経
験
」
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
が
け
っ
し
て
「
能
力
」
を
高
め
る

と
い
う
こ
と
と
切
り
離
さ
れ
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
児
童
•
生
徒
の

「
経
験
」
の
拡
充
が
、
そ
の
言
語
能
力
及
び
思
考
力
育
成

の
基
盤
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
」
（
注
1
5
)
の
観
点
か
ら
の

謂
い
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
の
試
行
錯
誤
の
中
で
の
苦
闘
で
あ
っ
た
。

そ
の
上
で
の

「今
日
的
な
」
反
省
に
は
、
当
時
の
次
の
厳
し
い
卓
論
が
一
っ

の
道
を
指
し
示
し
て
い
る
。

「阿
武
郡
同
人
会
」
の
偉
業
を
真
の
意
味
で
次
の

よ
う
に
批
判
的
に
克
服
す
る
こ
と
が
、
今
日
切
実
に
要
請
さ
れ
て
い
る
。

(
1
)
随
筆
教
材
の
扱
い
ま
で
劇
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。

(
2
)

「
発
展
と
し
て
」
扱
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
ど
ん
な
も
の
を
い
か

に
発
展
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
。

(
3
)
班
別
の
し
か
た
、
そ
の
仕
事
の
内
容
や
わ
り
あ
て
は
適
当
だ
ろ
う
か
。

(
4
)
放
送
劇
と
は
何
か
を
、
こ
の
こ
ど
も
た
ち
は
理
解
し
て
い
た
の
か
。

(5)
批
評
の
し
か
た
に
つ
い
て

(6)
発
言
と
、
そ
の
伴
奏
的
合
い
の
手
は
何
と
か
な
ら
ぬ
も
の
か
。

(
7
)
指
導
者
の
し
め
く
く
り
を
い
つ
も
型
の
ご
と
く
最
後
に
、
説
教
じ
み
て

や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
か
、
ま
た
そ
の
内
容
に
つ
い
て
。
（
注
1
6
)

こ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
厳
し
い
批
判
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。

0

終
戦
後
、
ど
こ
の
教
室
で
も
、
若
い
初
任
教
師
の
室
で
も
、
お
し
な
べ
て

学
習
活
動
が
活
ば
つ
に
な
っ
た
。
学
習
が
自
主
的
に
な
っ
た
こ
と
は
、
事
実

で
あ
る
。
戦
前
の
よ
う
に
、
す
ぐ
れ
た
練
達
の
士
の
ほ
か
は
、

一
般
的
に
注

入
的
講
義
に
た
よ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
に
比
べ
て
、結
構
な
こ
と
で
あ
る
．

け
れ
ど
も
、
そ
の
現
象
的
な
活
ば
つ
さ
が
、
言
語
の
や
り
と
り
の
上
の
活
ば

つ
さ
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
内
実
の
価
値
を
多
く
伴
わ
な
い
と
す
れ
ば
、
よ

く
し
ゃ
べ
る
子
ど
も
を
作
っ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
だ
。
こ
れ
で
は
、
言
語

学
習
指
導
上
か
ら
も
、
困
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）

と
こ
ろ
が
、
ア
メ
リ
カ
的
な
考
え
が
、
ド
イ
ツ
的
な
も
の
を
追
い
は
ら
っ

て
、
国
話
指
導
を
、
平
易
に
し
、
児
童
中
心
・
活
動
主
義
に
し
よ
う
と
す
る

に
つ
れ
、

一
般
の
指
導
者
は
、
要
す
る
に
、
活
ば
つ
に
生
徒
中
心
で
授
業
が

進
行
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
、
末
端
の
原
理
を
の
み
尊
重
し
て
、
学
習
し
た
こ

と
、
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
、
価
値
を
見
定
め
よ
う
と
し
な
い
。
国
語
教
育

の
方
法
が
、
い
く
ら
ア
メ
リ
カ
的
で
も
、
常
識
論
の
上
に
立
て
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
的
行
き
方
が
、

「教
え
る
べ
き
観
念
的
な

体
系
」
を
捨
て
る
代
り
に
、

「学
ん
だ
こ
と
の
具
体
的
評
価
」
を
大
事
に
し

て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

私
た
ち
は
、
「
新
し
い
学
力
観
」
の
思
潮
の
も
と
に
、
今
日
、
例
え
ば
、
「

一
人
ひ
と
り
」
・
「
自
己
実
現
」
等
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
に
あ
っ
て
、
す
で

に
な
に
が
し
か
の
「
混
乱
」
を
経
験
し
つ
A

あ
り
は
し
な
い
か
。
「
阿
武
郡
同

人
会
」
の
「
苦
闘
」
の
跡
は
、
そ
こ
に
「
価
値
」
を
探
究
す
る
精
神
と
方
法
と

を
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
学
ん
で
、
伐
り
拓
き
っ
ゞ
け
た
い
。
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てく

注
1

『
新
教
育
指
針
』
第
一
分
冊
第

一
部

前

ぺ

ん

本
問
題
第
三
章
人
間
性
・
人
格
・
個
性
の
尊
重

れ
て
い
る
．

2

森
下
巖
「
国
語
教
室
の
新
生
面

ー
ー

主
と
し
て
『
読
み
方
』
に
就
い

て
」
東
京
高
等
師
範
学
校
附
属
国
民
学
校
内
初
等
教
育
研
究
会
編
纂

『
教
育
研
究
』
復
刊
第
二
号

一
九
四
六
（
昭
和
ニ

ー
）
年
八
月

一
日

発

行

所

収

3

倉
澤
栄
吉
「
国
語
と
単
元
学
習
」
教
材
研
究
会
編
『
教
材
研
究
』

第
四
巻
第
二
号

一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年
四
月
一
五
日
発
行
『
倉

澤
栄
吉
国
語
教
育
全
集
』
ー
国
語
単
元
学
習
の
開
拓
所
収

4

山
本
茂
喜
「
昭
和
二
十
年
代
に
お
け
る
国
語
科
単
元
学
習
の
再
検
討
」

香
川
大
学
国
文
学
会
「
香
川
大
学
国
文
研
究
」
第
一
三
号
一
九
八

八
（
昭
和
六
三
）
年
九
月
三

0
日
発
行
所
収

5

拙
稿
「
山
口
県
下
の
『
新
教
育
』
実
践
に
学
ぶ
（
三
）
ー
『
桜
山

プ
ラ
ン
』
の
構
造
と
国
語
教
育
ー
」
山
口
大
学
教
育
学
部
研
究
論
叢

第
四
四
巻
第
三
部

一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
三
月
発
行
予
定
所
収

6

拙
稿
「
山
口
県
下
の
『
新
教
育
』
実
践
に
学
ぶ
（
二
)
ー
|

『
光
プ

ラ
ン
』
単
元
学
習
に
お
け
る
国
語
教
育
の
位
置
1

国
語
敦
育
孜
の
会

「
国
語
教
育
孜
」
第

一
0
号
一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
三
月
発
行
予

定

所

収

7

八
木
哲
人
「
会
員
は
何
を
得
た
か

—

|
第
三
十
二
回
研
究
大
会
管
見

|
」
山
口
師
範
学
校
教
育
研
究
所
刊
「
学
習
指
導
」
第
三
巻

七
月
号

一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年
七
月
一
五
日
発
行
所
収

8

竹
井
禰
七
郎
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
の
基
本
問
題
」
山
口
師
範
学
校

教
育
研
究
所
刊
「
学
習
指
導
」
第
三
巻
第
八
号

一
九
四
九
（
昭

和
二
四
）
年
八
月
一
五
日
発
行
所
収

新
日
本
建
設
の
根

の
三
節
に
詳
述
さ

9

手
嶋
倫
典
「
九
月
の
計
画
」

習
指
導
」
第
三
刊
第
八
号

日
発
行
所
収

10

末
広
真
之
「
[
現
地
報
告
]
カ
リ
キ
き
フ
ム
実
賎
の
現
状
と
二
三
の
気

付
き
」
山
口
師
範
学
校
教
育
研
究
所
刊
「
学
習
指
導
」
第
三
巻

第
九
号

一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年
九
月
一
五
日
発
行
所
収

11

下
関
市
立
桜
山
小
学
校
著
『
生
活
学
習
研
究
桜
山
教
育
プ
ラ
ン
』

一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年

―
一
月
五
日
刊

12

山
口
大
学
山
口
師
範
学
校
光
附
属
中
小
学
校
著
『
生
活
実
践
と
実
力
養

成
の
た
め
の
小
中
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
』
一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）

年

―
一
月
一

0
日
刊

13

小
河
正
介
「
小
学
校
低
学
年
に
於
け
る
文
法
学
習
」
阿
武
出
彊
所
刊

「
阿
武
教
育
年
報
（
小
学
校
の
部
）

J

(
加
藤
注
．
「
昭
和
二
五
」
と
の

み
あ
り
、
発
行
月
日
未
詳
。
）

14

文
部
省
『
小
学
校
国
語
指
導
資
料
新
し
い
学
力
観
に
立
つ
国

語
科
の
学
習
指
導
の
創
造
』
一
九
九
九
三

（
平
成
五
）
年
九
月
同
年

-
0
月
一
五
日
初
版
第
一
刷

15

野
地
瀾
家
・
山
元
隆
春
解
説
「
国
語
科
目
評
論
に
お
け
る
『
経
験
』
と

『
能
力
』
」
『
国
語
教
育
基
本
論
文
集
成
』

1

国
晒
科
教
育
基
礎
論

(
1
)
目
評
論

一
九
九
四
（
平
成
二
）
年
刊
所
収
（
平
井
晶
夫
『

新
し
い
国
語
教
育
の
目
標
』
一
九
五

0
（
昭
和
二
五
）
年
新
教
育
協

会
刊
を
踏
ま
え
た
解
説
）

16

倉
濯
栄
吉
「
国
語
学
習
の
実
際
」
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
一

0
月

二
五
日
新
光
閣
刊
所
収
初
出
掲
載
誌
「
学
習
活
動
」

一
九
五
〇

（
昭
和
二
五
）
年
六
月
号

（
一
九
九
四
•
1
0
 ・
――

記）

山
口
師
範
学
校
教
育
研
究
所
刊
「
学

一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年
八
月
一
五
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