
作
文
指
導
の
方
法
(

二

)

―

い

か

に

分

析

す

る

か

(

2

)

―

池

田

久
美
子

一

段
落
=
論
述
構
造
を
見
直
す

作
文
例
2
に
は
'
全
-
段
落
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
｡
正
確
に
い
え
ば
'
最
初
か
ら
最
後
ま
で
一
続
き
で
'

一
つ
の
段
落
し
か
設
定
さ
れ

て
い
な
い
｡
こ
の
様
に
段
落
意
識
を
欠
い
て
い
る
こ
と
は
'
初
心
者
の
作
文
に
よ
-
見
ら
れ
る
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
｡

段
落
意
識
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
'
自
分
の
論
述
内
容
の
論
理
構
造
に
つ
い
て
の
自
覚
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
だ

か
ら
､
こ
の
場
合
'
筆
者
自
身
に
い
く
つ
の
論
点
を
構
え
た
か
と
質
問
し
て
も
'
即
答
で
き
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
｡
論
理
構
造
に
つ
い
て
の

自
覚
を
欠
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
､
論
の
展
開
が
頗
る
錯
綜
す
る
｡
殆
ど
混
沌
の
状
況
を
す
ら
呈
す
る
｡
こ
の
作
文
例
2
も
'
例
外
で
は
な
い
｡

段
落
の
設
定
を
試
み
よ
う
｡
こ
の
作
文
は
､
全
部
で
六
つ
の
文
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
六
つ
の
文
相
互
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て

い
る
か
｡
文
相
互
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
'
段
落
は
必
然
的
に
決
ま
る
の
で
あ
る
｡

段
落
を
ど
こ
で
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
｡
こ
の
問
い
に
対
し
て
'
学
生
が
共
通
し
て
す
ぐ
気
付
く
の
は
､
第
四
文
の
部
分
で
あ
る
｡
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〔作
文
例
2〕

※
①

～
⑥
は
引
用
者
に
よ
る
文
の
通
し
番
号
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｢第
四
文
の
最
初
に

『
さ
ら
に
』
と
あ
り
ま
す
｡
だ
か
ら
'
こ
こ
で
段
落
が
変
わ
る
と
思
い
ま
す
｡｣

｢私
も
そ
う
思
い
ま
す
｡
第
三
文
ま
で
と
'
第
四
文
以
降
と
の
'
二
つ
の
段
落
か
ら
成
り
立
つ
と
思
い
ま
す
｡｣

｢
さ
ら
に
｣
に
着
目
し
た
こ
と
は
'
よ
い
｡
｢
さ
ら
に
｣
は
､
今
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
の
上
に
､
新
た
に
別
の
こ
と
を
加
え
る
と
き
に

使
う
副
詞
で
あ
る
｡
第
四
文
の
冒
頭
に

｢さ
ら
に
｣
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
'
こ
こ
で
第

一
の
論
点
に
つ
い
て
の
論
述
が

一
段
落
し
て
､
新

た
な
別
の
論
点
に
話
が
移
行
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

し
か
し
'
そ
れ
ゆ
え
に
'
こ
の
作
文
が
前
後
二
つ
の
段
落
か
ら
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
｡
二
段
落
説
の
学
生
に
'
説
明
を
求

め
る
｡
二
つ
の
段
落
は
そ
れ
ぞ
れ
何
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
か
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
は
何
か
｡

｢第

一
段
落
は
'
教
師
の

『責
任
』
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
｡
第
二
段
落
は
こ
れ
と
は
異
な
り
'
佐
藤
氏
が
真
の
教
育
の
姿
を
考
え
さ

せ
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
ま
す
｡
｣

な
る
ほ
ど
'
前
半
は

｢責
任
｣
に
つ
い
て
'
後
半
は

｢真
の
教
育
｣
に
つ
い
て
と
い
う
二
つ
の
論
点
が
そ
れ
ぞ
れ
構
え
ら
れ
て
い
る
と
い

う
｡
そ
し
て
､
そ
れ
ゆ
え
に
二
段
落
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
｡
な
か
な
か
的
確
に
読
め
て
い
る
｡

し
か
し
､

一
文

1
文
に
目
を
つ
け
て
よ
く
見
て
欲
し
い
.
第

1
段
落
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
第

1
文
か
ら
第
三
文
ま
で
す
べ
て
が
'
｢
責

任
｣
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る
か
｡
そ
し
て
ま
た
､
第
二
段
落
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
第
四
文
か
ら
第
六
文
ま
で
す
べ
て
が
､

一
貫
し
て

｢真
の
教
育
｣
に
つ
い
て
の
佐
藤
批
判
の
論
述
で
あ
ろ
う
か
｡

違
う
｡
ま
ず
'
第

一
文
が
違
う
｡
第

一
文
は
'
｢責
任
｣
に
つ
い
て
の
論
述
で
は
な
い
｡
｢も
し
渡
辺
鹿
生
が
亡
-
な
ら
な
か
っ
た
ら
｣
と

い
う
仮
説
の
部
分
は
'
第
五
文
の

｢も
し
生
存
し
て
い
れ
ば
｣
と
対
応
し
て
い
る
｡
｢亡
-
な
ら
な
か
っ
た
ら
'
こ
の
よ
う
な
美
談
に
は
な

ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
｣
と
'
｢生
存
し
て
い
れ
ば
､
批
難
さ
れ
る
対
象
は
渡
辺
先
生
と
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
｣
と
は
'
同
じ
こ
と
の
言
い
換

え
で
あ
る
｡
｢亡
-
な
｣
る
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
共
通
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
点
'
さ
ら
に
､
｢美
談
｣
対

｢批
難
｣
と
い
う
対
語
が
キ
ー
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ワ
ー
ド
と
し
て
対
置
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
'
第

1
文
は
第
五
文
の
変
形
で
あ
る
.
し
た
が
っ
て
'
第

1
文
は
第

一
段
落
に
で
は
な
-
'

む
し
ろ
第
二
段
落
に
こ
そ
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
え
る
｡
第

一
文
は
､
第
五
文
の
特
に
後
半
部
分
の
言
い
換
え
と
し
て
'
む
し

ろ
､
第
五
文
の
直
後
に
こ
そ
配
列
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
､
最
後
の
第
六
文
で
あ
る
｡
こ
の
文
に
は
､
第
二
段
落
の
キ
ー
ワ
ト
ド

｢真
の
教
育
の
姿
｣
も
登
場
す
る
｡
し
か
し
'
こ
れ
だ
け

で
は
な
い
.
こ
れ
と
併
せ
て
､
｢責
任
｣
と
い
う
第

1
段
落
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
.
こ
の
第
六

文
は
'
第
二
段
落
に
は
納
ま
り
き
ら
な
い
部
分
を
も
つ
の
で
あ
る
｡

第
六
文
は
'
第

一
段
落
に
も
第
二
段
落
に
も
含
ま
れ
な
い
｡
第
三
の
段
落
と
し
て
'
独
立
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
｡
こ
の
第
三
段
落
は
､
第

1
段
落
と
第
二
段
落
の
論
点
を
再
度
登
場
さ
せ
､
総
括
す
る
と
い
う
仕
事
を
担

っ
て
い
る
.
こ
う
し
て
､
こ
の
作
文
は
'
三
段
落
構
成
と
み

な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

段
落
を
設
定
す
る
こ
と
は
､
以
上
の
よ
う
に
'
こ
の
作
文
の
論
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
も
あ
る
｡
そ
し
て
ま
た
'
文
の
配
列
を
正
す
こ

と
で
も
あ
る
｡
段
落
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
と
'
ど
う
し
て
も
論
点
を
明
確
に
せ
ざ
る
を
え
な
-
な
る
し
､
文
の
配
列
を
正
さ
ざ
る
を
え
な

-
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
意
味
で
'
段
落
を
設
定
す
る
こ
と
､
論
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
'
文
の
配
列
を
正
す
こ
と
､
の
三
つ
は
相
即
的
で

あ
る
｡
こ
の
三
つ
は
別
々
に
で
は
な
く
'

一
体
と
し
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
仕
事
で
あ
る
｡

先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
､
作
文
例
2
は
段
落
意
識
を
欠
い
た
ま
ま
書
か
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
'
自
分
が
構
え
よ
う
と
す
る
論
点
を
自
覚
し

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
｡
逆
に
'
論
点
に
無
自
覚
で
あ
る
が
ゆ
え
に
'
段
落
を
構
成
し
よ
う
と
い
う
意
識
も
働
か
な
い
｡
ま
た
､

そ
れ
ゆ
え
に
'
文
の
配
列
が
錯
綜
し
､
混
乱
し
て
い
て
も
'
気
付
か
な
い
｡
.段
落
意
識
を
欠
-
こ
と
'
論
点
に
無
自
覚
で
あ
る
こ
と
､
文
の

配
列
の
乱
れ
を
自
覚
し
な
い
こ
と
t
の
三
つ
は
'
同
じ
問
題
事
態
の
三
つ
の
あ
い
異
な
る
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
自
分
の
論
述
構
造

に
無
自
覚
で
あ
る
と
い
う
事
態
の
､
あ
い
異
な
る
三
つ
の
側
面
な
の
で
あ
る
｡
作
文
例
2
は
'
こ
の
問
題
状
況
を
典
型
的
に
示
す
も
の
に
は
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か
な
ら
な
い
｡

整
理
す
る
｡

(
一
)
作
文
例
2
の
段
落
構
造
は
次
の
よ
う
に
な
る
｡

第

一
段
落
-

論
点

一
に
つ
い
て
の
論
述

第
二
段
落
-

論
点
1
1に
つ
い
て
の
論
述

第
三
段
落
-

論
点
の
総
括

(二
)
作
文
例
2
の
論
点
は
次
の
二
つ
で
あ
る
｡

論
点

一
-

｢責
任
｣
論
批
判

論
点
二
1

｢真
の
教
育
の
姿
｣
論
批
判

(≡
)
第

一
文
は
第
二
段
落
に
移
行
す
る
｡

二

論

点

一

の
批
判
は
成
立
し
て
い
る
か

論
点

1
の
批
判
は
成
立
し
て
い
る
か
｡
こ
の
検
討
に
進
も
う
.
論
点

7
で
あ
る
か
ら
T
第

一
段
落
の
分
析
が
中
心
と
な
る
O
つ
ま
り
､
第

二
文
と
第
三
文
の
分
析
で
あ
る
｡
ま
ず
'
第
二
文
を
分
析
す
る
｡

川

第
二
文
の
分
析
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文
中
に
は
､
先
生
の
勇
気
あ
る
行

動

ば

か
り
に
気
を
と
ら
れ
て
い
て
'
出
火
の
原
因
に
つ
い
て
は
全
く
書
か
れ
て
お
ら
ず
'

原因に
よ
っ

て
は
､
佐
藤
氏

の
い
う
｢
責

任

｣

は
先
生
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
｡



｢文
中
に
は
｣
は
不
要
で
あ
る
｡
｢文
中
｣
の
こ
と
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
'
前
提
で
あ
る
｡
わ
ざ
わ
ざ

｢文
中
に
は
｣
と
断
ら
な
-
と

も
'
文
t
の
こ
と
な
ど
を
問
う
局
面
で
は
な
い
こ
と
く
･か
い
'
わ
か
っ
て
い
る
｡
お
よ
そ
断
る
意
義
は
無
い
｡
削
除
し
よ
う
.

｢先
生
の
勇
気
あ
る
行
動
ば
か
り
に
気
を
と
ら
れ
て
い
て
'
出
火
の
原
因
に
つ
い
て
は
全
-
書
か
れ
て
お
ら
ず
｣
の
部
分
は
､
二
つ
の
文

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

①

｢先
生
の
勇
気
あ
る
行
動
ば
か
り
に
気
を
と
ら
れ
て
い
る
｡｣

②

｢出
火
の
原
因
に
つ
い
て
は
全
-
書
か
れ
て
い
な
い
｡｣

①
に
つ
い
て
問
う
｡
｢気
を
と
ら
れ
て
い
る
｣
の
主
語
は
何
か
｡
｢気
を
と
ら
れ
て
い
る
｣
の
は
'
誰
か
｡
佐
藤
氏
で
あ
る
｡
｢佐
藤
氏
は
'

先
生
の
勇
気
あ
る
行
動
ば
か
り
に
気
を
と
ら
れ
て
い
る
｡｣
と
い
う
文
を
作
る
べ
き
で
あ
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
'
②
の

｢全
-
書
か
れ
て
い
な
い
｣
と
い
う
の
は
､
何
が
か
｡
｢出
火
の
原
因
に
つ
い
て
｣
が
､
で
あ
る
｡
よ
り
正
確
に

い
え
ば
､
｢出
火
の
原
因
に
つ
い
て
の
こ
と

(請
)｣
が
t
で
あ
る
｡
①
の
主
語
で
あ
る
｡
｢佐
藤
氏
｣
が
'
で
は
な
い
｡
｢佐
藤
氏
が
全
-
普

か
れ
て
い
な
い
｣
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
､
｢佐
藤
氏
｣
が
'
書
か
れ
る
対
象
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
こ
れ
で
は
困
る
｡

要
す
る
に
'
①
と
②
の
主
語
は
'
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
①
に
つ
い
て
は
主
語
が
明

記
さ
れ
ず
に
省
略
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
主
語
を
省
略
し
て
よ
い
場
合
は
'
直
前
'
も
し
く
は
直
後
の
文
の
主
語
と
同

一
で
あ
る
こ
と
が

原
則
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
｢佐
藤
氏
は
'

-
と
述
べ
て
い
る
｡
ま
た
'

-
と
も
述
べ
て
い
る
｡｣
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
'
第
二
文
の
主
語
は
'

第

一
文
の
主
語

｢佐
藤
氏
は
｣
と
同

一
で
あ
る
｡
同

一
で
あ
る
が
ゆ
え
に
､
省
略
が
可
能
な
の
で
あ
る
｡
い
ち
い
ち
第
二
文
で
も

｢佐
藤
氏

が
｣
と
い
わ
な
-
と
も
､
第

一
文
の
勢
い
で
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
①
は
そ
う
で
は
な
い
｡
省
略
す
べ
き
で
は
な
い
の
で

あ
る
｡

①
と
②
は
並
列
関
係
に
あ
る
0
こ
の
よ
う
な
場
合
は
'
む
し
ろ
'
主
語
を
統

1
す
る
べ
き
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
主
語
-
述
語
構
造
を
統

1
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す
る
べ
き
で
あ
る
｡
次
の
よ
う
に
で
あ
る
｡

①

｢佐
藤
氏
は
'
先
生
の
勇
気
あ
る
行
動
ば
か
り
に
気
を
と
ら
れ
て
い
る
｡｣

②

｢
そ
し
て

(そ
れ
ゆ
え
に
)'
(佐
藤
氏
は
')
出
火
の
原
因
に
つ
い
て
は
全
く
書
い
て
い
な
い
｡｣

①
と
同

一
の
主
語

｢佐
藤
氏
は
｣
を
用
い
る
の
に
伴
い
'
②
は
そ
れ
に
対
応
す
る
述
語
に
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
｢
書
か
れ
て
い
な

い
｣
を

｢書
い
て
い
な
い
｣
に
替
え
'
｢佐
藤
氏
は
-
-
書
い
て
い
な
い
｣
と
い
う
構
造
の
文
を
作
る
｡
そ
の
上
で
､
先
の
例
の
よ
う
に
､

同

1
の
主
語
で
あ
る
が
ゆ
え
に
'
②
の
ほ
う
の
主
語
を
省
略
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
O

こ
の
よ
う
に
い
う
と
､
学
生
が
質
問
す
る
｡

｢
そ
れ
な
ら
ば
､
例
え
ば
次
の
よ
う
に
書
き
換
え
て
も
い
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
｡

①

『先
生
の
勇
気
あ
る
行
動
ば
か
り
が
強
調
し
て
書
か
れ
て
い
る
｡』

②

『
そ
し
て
'
出
火
の
原
因
に
つ
い
て
は
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
｡』｣

｢書
か
れ
て
い
る

(い
な
い
)｣
と
い
う
述
語
の
方
を
残
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
､
こ
れ
で
よ
い
｡
し
か
し
､
別
の
意
味
で
､
こ
の
作
戦
で

は
駄
目
な
の
で
あ
る
｡
で
き
る
か
ぎ
り
､
人
を
主
語
に
し
て
､
そ
の
行
為
の
責
任
を
聞
え
と
い
う
別
の
原
則
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
｢出
火

の
原
因
に
つ
い
て
は
全
く
書
い
て
い
な
い
｣
と
い
う
行
為
の
責
任
は
誰
に
あ
る
か
｡
主
語
で
あ
る

｢佐
藤
氏
｣
に
あ
る
｡
人
を
主
語
に
す
る

と
い
う
こ
と
は
､
そ
の
行
為
の
責
任
の
主
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
行
為
の
責
任
の
主
体
を
明
ら
か
に
し
て
お
い
て
､
そ
の

行
為
の
責
任
を
問
う
の
で
あ
る
｡
｢書
か
れ
て
い
る

(い
な
い
)｣
と
い
う
受
身
の
形
で
は
'
そ
れ
が
で
き
な
い
｡

こ
こ
ま
で
論
じ
た
こ
と
を
整
理
し
､
且
つ
補
足
し
て
お
く
｡

｢文
中
に
は
'
先
生
の
勇
気
あ
る
行
動
ば
か
り
に
気
を
と
ら
れ
て
い
て
､
出
火
の
原
因
に
つ
い
て
は
全
-
書
か
れ
て
お
ら
ず
､
-
-
｣
の

部
分
は
'
特
に
悪
文
で
あ
る
｡
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第

一
に
､
主
語
が
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
省
略
さ
れ
て
い
る
｡

第
二
に
'
並
列
関
係
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
二
つ
の
節
が
'
そ
れ
ぞ
れ
あ
い
異
な
る
主
語
-
述
語
構
造
を
も
ち
､
そ
の
上
､
省
略
し

て
は
写
り
な
い
主
語
を
省
略
し
て
作
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
､
ひ
ど
-
屈
折
し
曲
が
り
-
ね
っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡

第
三
に
､
不
必
要
な

｢文
中
に
は
｣
が
災
い
し
て
､
い
っ
そ
う
曲
が
り
-
ね
り
具
合
が
元
進
し
て
い
る
｡
こ
の
ま
ま
で
は
､
｢文
中
に
は
､

-
-
気
を
と
ら
れ
て
い
て
'
-
-
書
か
れ
て
お
ら
ず
｣
と
い
う
構
造
で
あ
る
｡
｢文
中
に
は
｣
は
'
｢気
を
と
ら
れ
て
い
て
｣
と

｢書
か
れ
て

お
ら
ず
｣
と
の
両
方
に
等
し
く
係
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
｡
す
る
と
'
｢文
中
に
は
､
-
-
気
を
と
ら
れ
て
い
て
｣
と
い
う

実
に
奇
妙
な
節
が
出
来
上
が
っ
て
し
ま
う
｡
実
は
'
｢文
中
に
は
｣
は

｢書
か
れ
て
お
ら
ず
｣
に
の
み
係
る
の
で
あ
る
が
'
そ
の
間
に
｢-
-

気
を
と
ら
れ
て
い
て
｣
が
挿
入
さ
れ
て
い
て
'
そ
の
関
係
が
遠
く
な
り
'
見
に
-
-
な
っ
て
い
る
｡

さ
て
'
以
上
の
問
題
点
に
加
え
て
'
も
う

一
つ
指
摘
し
て
お
く
｡
①

｢佐
藤
氏
は
､
先
生
の
勇
気
あ
る
行
動
ば
か
り
に
気
を
と
ら
れ
て
い

る
｡｣
の
'
特
に

｢先
生
の
勇
気
あ
る
行
動
｣
の
部
分
で
あ
る
｡
こ
う
書
い
て
し
ま
う
と
､
先
生
の
行
動
が
勇
気
あ
る
も
の
で
あ
る
か
否
か

自
体
は
問
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
｡
こ
れ
は
､
も
は
や
自
明
の
理

･
前
提
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
実
は
'
こ
の
文
は
'
｢
先
生
の

行
動
は
勇
気
あ
る
行
動
で
あ
る
｣
と
い
う
評
価
を
前
提
に
し
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
'
筆
者
は
こ
の
評
価
自
体
の
妥
当
性
を
主
題
的
に
問
い
得

な
い
構
造
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
先
生
の
行
動
を

｢勇
気
あ
る
｣
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
て
よ
い
か
否
か
と
い
う
こ
と
自
体
が
'
重
要
な
論
争
点
に
な
る
は
ず
で

あ
る
｡
見
方
を
変
え
れ
ば
'
先
生
の
行
動
は
'
｢勇
気
あ
る
｣
も
の
で
は
な
く
'
｢無
謀
な
｣
も
の
だ
と
い
う
評
価
も
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
｡

冷
静
な
判
断
を
欠
い
た

｢軽
率
な
｣
も
の
だ
と
い
う
批
判
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
｡
｢先
生
の
勇
気
あ
る
行
動
｣
と
い
う
表
現
は
､
必
然
的

に
こ
の
重
要
な
論
争
点
を
見
逃
す
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

第
二
文
の
後
半
部
分
の
分
析
に
進
も
う
｡
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｢原
因
に
よ
っ
て
は
､
佐
藤
氏
の
い
う

r責
任
L
は
先
生
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
｡｣

ま
ず
､
｢
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
｣
は
無
駄
で
あ
る
｡
直
前
の

｢
か
も
し
れ
な
い
｣
で
'
こ
れ
が
蓋
然
的
な
推
論
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
明
ら

か
で
あ
る
｡
削
除
す
る
｡

｢原
因
に
よ
っ
て
は
､
佐
藤
氏
の
い
う

ヨ
且
任
L
は
先
生
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
｡｣

次
に
'
｢佐
藤
氏
の
い
う

m
且
任
L
は
｣
の
部
分
で
あ
る
｡
こ
の
部
分
は
'
佐
藤
氏
の
論
を
紹
介
す
る
文
と
し
て
'
別
に
独
立
さ
せ
る
べ

き
で
あ
る
｡
佐
藤
氏
は

｢責
任
｣
に
つ
い
て
'
ど
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
か
｡
筆
者
が

｢先
生
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
｣

と
主
張
す
る
た
め
に
は
'
前
提
と
し
て
'
佐
藤
氏
の
方
で
こ
れ
と
は
逆
の
こ
と
を
主
張
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
つ
ま
り
､
ど
こ
か
で

｢責
任
｣
を

｢先
生
だ
け
の
も
の
｣
と
し
て
扱
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
う
で
な
け
れ
ば
'
筆
者
が

｢
先
生
だ
け
の
も
の

で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
｣
と
主
張
す
る
意
義
は
な
い
｡
｢責
任
｣
を

｢先
生
だ
け
の
も
の
｣
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
い
い
う
る
佐
藤

氏
の
論
を
'
ま
ず
証
拠
と
し
て
引
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

例
え
ば
'
こ
う
書
き
換
え
よ
う
｡

①

佐
藤
氏
は
､
渡
辺
先
生
が

｢r責
任
｣
を
身
を
も
っ
て
教
え
て
-
れ
た
｣
と
い
う
｡

②

こ
れ
は
､
先
生
が
担
う
べ
き

｢責
任
｣
の
範
囲
を
限
定
し
な
い
議
論
で
あ
る
｡

③

つ
ま
り
､
氏
は
'
た
だ

一
人
先
生
の

｢責
任
｣
の
み
に
話
を
限
定
し
て
し
ま
い
'
他
の
人
が
担
う
べ
き
責
任
を
併
せ
て
考
え
よ
う
と

は
し
て
い
な
い
｡

④

し
か
し
'
先
生
だ
け
の
責
任
を
論
ず
る
の
で
は
'
不
当
に
狭
す
ぎ
る
｡

⑤

火
災
原
因
に
よ
っ
て
は
'
先
生
だ
け
の
支
任
で
は
な
い
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

①
は
'
佐
藤
氏
の
論
の
引
用
で
あ
る
｡
引
用
は
'
で
き
る
だ
け
問
題
を
典
型
的
に
表
し
て
い
る
部
分
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
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か
し
､
こ
の
引
用
だ
け
で
は
､
｢責
任
｣
を

｢先
生
だ
け
の
も
の
｣
と
し
て
扱

っ
て
い
る
こ
と
は
わ
か
り
に
-
い
｡
②
③
の
解
説
を
加
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
'
こ
れ
か
ら
問
題
に
し
た
い
氏
の
論
じ
方
の
特
徴
を
明
ら
か
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
④
は
､
ま
さ
に
主
張
し
た
い
結

論
で
あ
る
｡
も
と
の
文
で
は
､
出
火
原
因
に
つ
い
て
書
い
て
い
な
い
こ
と
が
佐
藤
氏
に
と
っ
て
ど
う
問
題
だ
と
い
う
の
か
が
書
け
て
い
な
い
｡

こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
､
④
で
あ
る
｡
⑤
は
も
ち
ろ
ん
､
④
の
理
由
で
あ
る
0

さ
て
'
｢火
災
原
因
に
よ
っ
て
は
､
先
生
だ
け
の
責
任
で
は
な
い
場
合
が
あ
る
｣
と
筆
者
は
主
張
す
る
｡
そ
の
通
り
で
あ
る
｡
い
い
と
こ

ろ
に
目
を
つ
け
て
い
る
｡
出
火
原
因
は
何
で
あ
っ
た
の
か
｡
筆
者
の
い
う
と
お
り
'
佐
藤
氏
は
そ
れ
を
全
く
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
｡
明
ら

か
に
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
'
自
由
に
仮
説
を
立
て
て
み
よ
う
｡
そ
れ
も
'
佐
藤
氏
が
で
き
る
だ
け
困
る
よ
う
な
仮
説
が
よ
い
｡
つ
ま
り
､

佐
藤
氏
が
誉
め
称
え
る
こ
と
を
は
ば
か
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
よ
う
な
仮
説
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
｡

学
生
は
､
勝
手
に
い
ろ
い
ろ
な
仮
説
を
考
え
る
｡

例
え
ば
､
先
生
の
煙
草
の
不
始
末
と
い
う
仮
説
で
あ
る
｡
こ
れ
は
ま
ず
あ
り
え
な
い
､
突
飛
な
仮
説
で
は
な
い
｡
統
計
上
'
全
国
の
火
災

原
因
の
第

一
位
は

｢煙
草
｣
で
あ
る
と
い
う
周
知
の
事
実
が
あ
る
｡
だ
か
ら
､
こ
の
場
合
､
先
生
の
煙
草
の
火
の
不
始
末
を
想
定
す
る
こ
と

は
'
そ
れ
な
り
の
根
拠
を
も
っ
た
推
論
な
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
t
も
し
こ
れ
が
事
実
で
あ
る
と
な
れ
ば
'
も
ち
ろ
ん
'
先
生
を
誉
め
る
な
ど

と
い
う
こ
と
は
論
外
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

あ
る
い
は
､
生
徒
が
隠
れ
て
吸
っ
た
煙
草
の
火
の
不
始
末
と
い
う
説
も
登
場
す
る
｡
こ
れ
も
'
あ
り
う
る
こ
と
で
は
あ
る
｡
生
徒
が
吸
っ

た
煙
草
が
原
因
で
校
舎
が
焼
け
た
と
い
う
出
来
事
は
､
よ
く
報
道
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
も
し
こ
れ
が
事
実
だ
と
す
る
と
､
｢
責
任
｣

問
題
は
ど
の
よ
う
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
｡
も
ち
ろ
ん
､
失
火
し
た
生
徒
の
責
任
も
問
わ
れ
る
が
'
そ
れ
以
上
に
'
学
校
長
の
管
理
責

任
'
生
徒
指
導
の
責
任
が
特
に
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
も
ち
ろ
ん
'
舎
監
で
あ
る
渡
辺
先
生
の
管
理
責
任
も
問
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
｡
つ
ま
り
､
｢『責
任
』
は
先
生
だ
け
の
も
の
で
は
な
｣
い
と
言
い
う
る
具
休
的
な
事
例
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
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あ
る
い
は
ま
た
､
ス
ト
ー
ブ
の
火
の
不
始
末
と
い
う
仮
説
も
成
り
立
つ
｡
火
災
は

｢
一
月
七
日
夜
｣
に
発
生
し
て
い
る
｡
ま
さ
に
､
厳
寒

期
で
あ
る
｡
し
か
も
'
場
所
は
山
形
県
で
あ
る
｡
何
ら
か
の
暖
房
が
な
-
て
は
到
底
過
ご
せ
な
い
こ
と
は
､
明
ら
か
で
あ
る
｡
お
そ
ら
-
'

そ
の
暖
房
は
家
庭
用
の
石
油
ス
ト
ー
ブ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
.
(実
は
こ
れ
が
真
相
で
あ
る
.)
冬
場
の
火
災
原
因
の
中
で
は
､
家
庭
用
の
ス

ト
ー
ブ
と
い
う
の
は
､
目
立
っ
て
多
い
｡
こ
の
場
合
'
責
任
は
ど
の
よ
う
に
問
わ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
｡
も
ち
ろ
ん
'
舎
監
で
あ
る
先
生
の

管
理
責
任
は
重
大
で
あ
る
｡
し
か
し
'
舎
監
ひ
と
り
の
責
任
で
済
む
わ
け
が
な
い
｡
学
校
長
の
管
理
責
任
も
､
あ
る
｡
ま
た
'
法
的
に
は
問

わ
れ
な
く
と
も
'
道
義
的
に
は
､
教
育
委
員
会
を
始
め
と
す
る
､
教
育
行
政
の
責
任
も
重
大
で
あ
る
｡
安
全
な
暖
房
設
備
を
設
置
す
る
こ
と

な
く
､
安
価
な
家
庭
用
石
油
ス
ト
ー
ブ
で
安
上
が
り
に
済
ま
せ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
か
｡
危
険
な
設
備
で
あ
る
こ
と
を
不
問
に
付
し
て
､

た
だ
舎
監
の
管
理
責
任
の
み
を
問
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
'
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
こ
こ
で
も
ま
た
､
｢『責
任
』
は
先
生
だ
け
の
も
の
で

は
な
｣
い
と
言
い
う
る
具
体
的
な
事
例
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

第
二
文
後
半
は
､
以
上
の
よ
う
な
具
体
例
を
全
く
伴
っ
て
い
な
い
｡
｢原
因
に
よ
っ
て
は
｣
と
い
う
の
な
ら
ば
､
こ
こ
で
ま
さ
に
主
体
的

に
火
災
原
因
を
仮
定
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
具
体
例
を
挙
げ
､
そ
れ
に
即
し
て
'
｢責
任
｣
の
所
在

･
範
囲
を
具
体
的
に
分
析

す
る
べ
き
局
面
な
の
で
あ
る
｡
出
火
原
因
の
事
実
に
着
目
す
る
こ
と
が
'
佐
藤
批
判
の
有
効
な
手
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
の
は
､
筆
者
の

功
績
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
具
体
例
に
お
い
て
議
論
を
展
開
し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
'
折
角
の
有
効
な
手
も
生
か
さ
れ
て
い
な
い
｡
単
な
る

通
り

一
遍
の
推
測
に
終
わ
り
'
佐
藤
批
判
と
し
て
は
中
途
半
端
で
成
功
し
て
い
な
い
｡
｢『責
任
』
は
先
生
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
｣
だ
け
で
は
､
｢な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
｣
し

｢あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
｣
-

つ
ま
り
､
｢ど
ち
ら
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
｣

と
い
う
程
度
の
話
で
あ
る
｡
批
判
に
は
程
遠
い
話
で
あ
る
｡
火
災
原
因
に
よ
っ
て
自
説
が
い
か
に
破
綻
す
る
こ
と
に
な
る
か
を
具
休
的
な
事

実
の
重
み
を
持
っ
て
示
さ
れ
な
け
れ
ば
'
佐
藤
氏
に
と
っ
て
は
痛
-
も
揮
-
も
な
い
の
で
あ
る
｡

仏

第
三
文
の
分
析
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先
生
の
死
に
よ
っ
て
'
教
師
は

｢責
任
｣
に
つ
い
て
本
当
に
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

こ
の
部
分
は
'
佐
藤
氏
の
次
の
論
を
念
頭
に
し
て
書
か
れ
た
に
違
い
な
い
｡
｢教
師
｣
｢責
任
｣
｢考
え
｣
る
と
い
う
三
点
セ
ッ
ト
が
出
揃
っ

て
い
る
の
は
､
こ
の
論
以
外
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

｢児
童
､
生
徒
の
指
導
の
任
に
当
る
私
た
ち
教
師
は
､
-
-
責
任
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
､
心
を
静
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡｣

〔傍
点
引
用
者
〕

さ
て
'
こ
の
論
に
対
し
て
'
第
三
文
の
問
い
か
け
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
｡
｢本
当
に
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う

か
｣
と
問
う
｡
こ
の
よ
う
に
問
う
た
め
に
は
'
佐
藤
氏
の
方
で
'
｢考
え
さ
せ
ら
れ
た
｣
と
い
う
事
実
報
告
を
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
｡
し
か
し
'
ど
こ
に
佐
藤
氏
が

｢考
え
さ
せ
ら
れ
た
｣
と
言
っ
て
い
る
か
o
ど
こ
に
患

い
.
右
の
論
は
､
｢考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣

76

と
教
師

一
般
に
勧
告
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
'
｢
(実
際
に
)
考
え
た
｣
と
い
う
事
実
報
告
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
相
手
の
言
っ

ー

て
い
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
て
問
い
か
け
て
も
駄
目
で
あ
る
｡

ま
ず
'
対
応
す
る
相
手
の
論
を
引
用
す
る
べ
き
で
あ
る
｡
引
用
し
た
部
分
を
引
き
据
え
て
'
よ
-
悦
ん
で
み
る
べ
き
で
あ
る
｡
相
手
の
論

と
､
そ
れ
に
対
す
る
自
分
の
論
と
を
よ
く
見
比
べ
る
べ
き
で
あ
る
｡
そ
う
す
れ
ば
'
こ
う
し
た
ず
れ
は
事
前
に
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

引
用
し
な
い
か
ら
､
そ
の
ず
れ
に
気
付
か
な
い
｡

第
三
文
は
無
意
味
な
問
い
で
あ
る
が
ゆ
え
に
'
廃
棄
し
よ
う
｡

三

論
点
二
の
批
判
は
成
立
し
て
い
る
か



論
点
二
の
批
判
は
成
立
し
て
い
る
か
｡
こ
の
検
討
に
進
も
う
｡
第

一
文
､
第
四
文
'
第
五
文
を
分
析
す
る
｡
但
し
､
第

一
文
を
分
析
す
る

こ
と
は
第
五
文
を
分
析
す
る
こ
と
で
も
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
第

一
文
の
分
析
は
第
五
文
の
分
析
に
委
ね
る
こ
と
に
す
る
｡

川

第
四
文
の
分
析

さ
ら

に
佐

藤

氏

は
'

こ
の
事
件
を
み
せ
か
け
の
き
れ
い

ごと
で
は
な
い
と
L
t
真

の
教
育

の
姿
を
考
え

さ
せ
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
が

'

単
な
る

こ
じ
つ
け
に
し
か

す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
え

る
｡

ま
ず
､
前
後
二
つ
の
文
に
分
け
よ
う
｡

①

さ
ら
に
佐
藤
氏
は
､
こ
の
事
件
を
み
せ
か
け
の
き
れ
い
ご
と
で
は
な
い
と
L
t
真
の
教
育
の
姿
を
考
え
さ
せ
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
｡

②

し
か
し
､
こ
の
論
は
単
な
る
こ
じ
つ
け
に
し
か
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
え
る
0

①
は
､
佐
藤
氏
の
論
を
紹
介
す
る
た
め
の
文
'
②
は
､
①
に
対
す
る
批
判
-

特
に
結
論
を
述
べ
る
た
め
の
文
で
あ
る
.

1
つ
の
文
に

1

つ
の
仕
事
を
担
わ
せ
よ
う
｡
も
と
の
文
で
は
'

一
文
が
担
う
仕
事
が
複
数

(二
つ
)
あ
り
'
そ
れ
ゆ
え
に
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡

さ
て
､
①
で
あ
る
｡

こ
れ
は
佐
藤
氏
の
論
の
紹
介
な
の
で
あ
る
か
ら
､
で
き
る
限
り
佐
藤
氏
の
論
そ
の
も
の
を
引
用
す
る
べ
き
で
あ
る
｡
ま
だ
加
工
さ
れ
て
い

な
い
も
と
の
ま
ま
を
証
拠
物
件
と
し
て
示
す
べ
き
で
あ
る
｡
た
だ
し
'
佐
藤
氏
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
端
的
に
示
し
た
い
が
た
め
に
､

引
用
者
の
責
任
に
お
い
て
､
言
い
換
え
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
の
場
合
で
も
､
特
に
キ
ー
ワ
ー
ド
は
'
佐
藤
氏
の

論
か
ら
部
分
的
に
切
り
取
っ
て
引
用
す
る
べ
き
で
あ
る
｡
例
え
ば
次
の
よ
う
に
で
あ
る
｡

①

さ
ら
に
'
佐
藤
氏
は
､
こ
の
事
件
を

｢
み
せ
か
け
の
き
れ
い
ご
と
｣
で
は
な
い
と
L
t
｢真
の
教
育
の
姿
｣
を
考
え
さ
せ
る
も
の
だ

と
し
て
い
る
｡
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次
に
②
で
あ
る
｡

最
後
の

｢
よ
う
に
思
え
る
｣
は
い
た
だ
け
な
い
｡
｢
よ
う
に
思
え
る
｣
で
は
気
の
せ
い
か
も
し
れ
な
い
で
は
な
い
か
｡
な
る
ほ
ど
､
①
の

佐
藤
氏
の
論
が
'
｢単
な
る
こ
じ
つ
け
｣
だ
と
い
う
た
め
の
論
証
が
全
-
伴
っ
て
い
な
い
｡
な
ぜ
そ
れ
が

｢
こ
じ
つ
け
｣
だ
と
い
え
る
の
か

を
､
②
の
後
で
直
ち
に
述
べ
る
べ
き
局
面
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
れ
が
無
い
｡
論
証
抜
き
で
結
論
の
み
を
出
し
放
し
て
い
る
の
で
あ

る
｡
こ
れ
で
は

｢
よ
う
に
思
え
る
｣
と
し
か
書
け
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
ま
た
､
｢
よ
う
に
思
え
る
｣
な
ど
と
書
-
か
ら
'
論
証
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
気
構
え
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡
な
に
し
ろ
'
気
の
せ
い
と
し
か
い
え
ぬ
ほ
ど
不
確
か
な
こ
と
で
あ
れ
ば
､
論
証
不

能
で
は
あ
る
｡
し
か
し
'
そ
の
程
度
の
こ
と
で
あ
る
の
な
ら
ば
'
書
-
に
及
ば
ぬ
で
は
な
い
か
｡

こ
こ
は
ど
う
し
て
も
'
渡
辺
先
生
の
行
動
が
そ
の
よ
う
に
誉
め
る
わ
け
に
い
か
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
し
か
な
い
は
ず
で
あ

る
｡
示
さ
れ
て
い
る
事
実
関
係
に
よ
-
目
を
つ
け
て
分
析
す
る
べ
き
な
の
で
あ
る
｡
特
に
'
佐
藤
氏
が
見
逃
し
て
い
る
先
生
の
行
動
の
誤
り

を
摘
出
L
t
そ
の
事
実
を
も
っ
て
'
｢真
の
教
育
の
姿
｣
な
ど
と
持
ち
上
げ
る
な
ど
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
t
と
反
駁
す
る
の
で
あ
る
｡
こ

の
仕
事
を
ま
と
も
に
し
な
け
れ
ば
'
｢単
な
る
こ
じ
つ
け
｣
だ
と
佐
藤
氏
の
論
を
罵
っ
て
も
負
け
で
あ
る
｡
氏
に
と
っ
て
は
痛
く
も
梓
く
も

な
い
｡
せ
い
ぜ
い
'
逆
に
氏
か
ら

｢
い
わ
れ
な
き
中
傷
｣
だ
と
馬
ら
れ
る
の
が
落
ち
で
あ
る
｡

例
え
ば
､
す
で
に

｢
い
か
に
分
析
す
る
か
①
｣
に
お
い
て
'
私
は
次
の
よ
う
に
先
生
の
行
動
の
誤
り
を
指
摘
し
た
｡

【指
摘
-
】

-
-
こ
の
先
生
の
後
追
い
を
す
る
と
い
う
生
徒
が
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
｡
｢
オ
ラ
た
ち
も
二
'
三
人
で
続
い
た
｣
と
佐
々
木
君
は

証
言
す
る
｡
火
の
中
に
と
び
込
む
と
い
う
渡
辺
氏
の
行
為
は
'
生
徒
を
避
難
さ
せ
る
の
に
必
死
な
行
為
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
､
逆
に
､
生

徒
の
命
を
危
険
に
さ
ら
す
不
用
意
な
行
為
で
あ
っ
た
と
い
う
ほ
か
は
な
い
｡
〔信
州
豊
南
女
子
短
期
大
学
紀
要
第
九
号
'
二
〇
八
頁
〕
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【指
摘
2
】

-
-
渡
辺
氏
は
､
状
況
を
冷
静
に
判
断
し
て
単
独
消
火
を
断
念
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
｡
氏
が
火
中
に
飛
び
こ
ん
だ
時
点
で
は
､
す
で
に
初

期
消
火
の
段
階
は
過
ぎ
去

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡
出
火
と
同
時
に
氏
は
､
四
九

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
寄
宿
舎
の
各
部
屋
を
ま
わ
り
､

生
徒
を
全
員
避
難
さ
せ
た
｡
こ
れ
に
要
し
た
時
間
を
考
え
れ
ば
､
初
期
消
火
の
段
階
は
も
う
過
ぎ
て
い
る
と
判
断
す
る
べ
き
で
あ
る
｡

そ
の
証
拠
に
､
生
徒
の
証
言

｢煙
が
い
っ
ぱ
い
で
何
に
も
見
え
な
か
っ
た
｣
が
あ
る
｡
煙
が
充
満
し
て
視
界
が
ゼ
ロ
に
近
い
状
態
は
'

も
は
や
相
当
に
危
険
な
状
態
で
あ
る
｡
こ
の
状
態
で
で
き
る
こ
と
は
'
何
か
｡
第

一
に
生
徒
の
命
を
守
る
こ
と
で
あ
る
｡
生
徒
を
統
率

し
､
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
速
か
に
消
防
署
へ
の
連
絡
を
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
〔同
紀
要
'
二
二
〇
頁
〕

以
上
の
例
の
よ
う
な
分
析
を
も
っ
て
､
佐
藤
氏
に
反
駁
す
る
べ
き
で
あ
る
｡
そ
れ
で
も
な
お
先
生
の
行
動
を

｢真
の
教
育
の
姿
｣
を
考
え

さ
せ
る
も
の
だ
と
誉
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
'
佐
藤
氏
に
語
間
す
る
べ
き
で
あ
る
｡
そ
れ
で
も
な
お
先
生
の
行
動
を

｢真
の
教
育
の
姿
｣

を
考
え
さ
せ
る
も
の
だ
と
い
う
の
な
ら
ば
､
そ
れ
こ
そ
'
｢
こ
じ
つ
け
｣
で
あ
る
と
'
喧
嘩
を
売
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
｡

仙

第
五
文
の
分
析

179

こ

れ
は
先
生

が
亡
-
な

っ
て
し

ま
っ

た
か
ら

言
え

る
こ
と

で
あ
っ
て
'
も
し

生

存

し

て
い
れ
ば
'
批

難

さ

れ
る
対

象

は
渡

辺

先

生

と

な
っ

て
い
た
だ
ろ
う
｡

｢先
生
が
亡
-
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
言
え
る
｣
と
い
う
の
は
､
誰
も
が

｢言
え
る
｣
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
し
て
ま
た
筆

者
自
身
も
､
｢先
生
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
｣
賂
合
に
は
'
口
を
揃
え
て
こ
う
言
う
つ
も
り
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
う
で
は
な
い
は
ず
で

あ
る
｡
こ
れ
は
､

一
般
的
に
誰
も
が
そ
う

｢言
え
る
｣
L
t
言
う
べ
き
だ
と
い
う

一
般
論
で
は
な
い
｡
｢佐
藤
氏
に
と

っ
て
は
｣
と
い
う
限



定
つ
き
の
話
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
こ
れ
は
佐
藤
氏
の
も
の
の
考
え
方

･
発
想
の
論
理
を
説
明
す
る
文
で
あ
る
｡
佐
藤
氏
の
論
理

を
説
明
し
て
い
る
の
だ
か
ら
'
第
五
文
は
､
｢佐
藤
氏
｣
を
主
語
に
し
て
書
き
換
え
る
べ
き
で
あ
る
｡
｢言
え
る
｣
と
は
誰
に
と
っ
て
な
の
か
｡

｢批
難
さ
れ
る
｣
と
は
'
誰
に
よ
っ
て
な
の
か
｡
こ
の
ま
ま
で
は
そ
れ
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
｡
だ
か
ら
'

一
般
論
と
し
て
の
話
で
あ
る
様

に
も
読
め
'
混
乱
す
る
｡

｢佐
藤
氏
｣
を
主
語
に
し
た
文
を
作
り
'
混
乱
を
防
ぐ
べ
き
で
あ
る
｡

｢佐
藤
氏
に
し
て
み
れ
ば

(佐
藤
氏
の
論
理
で
は
)'
先
生
が
亡
-
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
こ
う
言
え
る
の
で
あ
る
｡
も
し
先
生
が
生

存
し
て
い
れ
ば
'
氏
は
'
逆
に
'
先
生
を
批
難
し
て
い
た
だ
ろ
う
｡｣

佐
藤
氏
の
も
の
の
考
え
方

･
発
想
の
論
理
で
は
､
殉
死
を
是
と
L
t
賞
賛
す
る
｡
こ
れ
は
'
逆
に
使
命
を
放
棄
し
生
き
残
っ
た
者
を
'
情

け
な
い
と
慨
嘆
し
非
難
す
る
論
理
で
も
あ
る
｡
渡
辺
先
生
は
亡
-
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
こ
そ
､
こ
の
論
理
に
お
い
て

｢真
の
教
育
の
姿
｣

な
ど
と
賞
賛
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
｡

事
実
関
係
を
よ
-
見
る
と
'
右
の
第
四
文
の

【指
摘
-
】

【指
摘
2
】
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
に
'
渡
辺
先
生
の
行
動
は
冷
静
で
的
確
な

判
断
を
欠
い
て
い
た
と
い
え
る
｡
特
に
'
生
徒
を
巻
き
添
え
に
す
る
危
険
を
お
か
し
た
点
で
､
む
し
ろ
先
生
の
行
動
は
批
判
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
｡
そ
れ
は
､
先
生
が
結
果
的
に
亡
-
な
ろ
う
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
､
批
判
さ
れ
る
べ
き
こ
と
の
は
ず
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
そ
の
よ

う
な
事
実
関
係
を
佐
藤
氏
は
お
よ
そ
具
体
的
に
見
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
.
氏
は
'
そ
の
よ
う
な
事
実
関
係
に
は
1
切
目
を
つ
ぶ
り
'
た
だ

先
生
が
消
火
し
よ
う
と

一
途
に
飛
び
込
ん
で
亡
-
な
っ
た
と
い
う
そ
の
一
点
に
お
い
て
'
陶
酔
す
る
｡

事
実
関
係
を
具
体
的
に
分
析
し
な
い
田
心考
は
'
筆
者
の
い
う

｢美
談
｣
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
｡
｢美
談
｣
は
'
事
実
関
係
を
具
体
的
に

且
つ
多
角
的
に
分
析
す
る
思
考
を
排
し
､
都
合
の
悪
い
事
実
に
目
を
つ
ぶ
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
｡
事
実
関
係
を
具
体
的
に
且
つ
多
角
的
に

分
析
し
始
め
る
と
'
｢美
談
｣
は
内
側
か
ら
破
綻
を
き
た
L
t
崩
れ
去
る
｡
だ
か
ら
'
｢美
談
｣
を
破
壊
す
る
た
め
の
定
石
は
'
あ
く
ま
で
も
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目
を
低
-
し
て
､
具
体
的
な
事
実
関
係
を
徹
底
し
て
洗
う
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
｡
具
体
的
な
事
実
関
係
に
ろ
-
に
根
拠
を
持
た
ず
'
事
実

か
ら
離
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
'
｢美
談
｣
は
抽
象
的
な
思
考
で
あ
る
｡
こ
の
思
考
を
攻
め
る
に
は
'
思
考
の
レ
ベ
ル
を
大
き
く
変
え

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
抽
象
的
な
思
考
に
は
'
具
体
的
な
思
考
を
も
っ
て
攻
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
思
考
の
レ

ベ
ル
を
変
え
な
け
れ
ば
､
｢美
談
｣
の
脆
弱
な
根
拠
を
ゆ
さ
ぶ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡

こ
の

｢美
談
｣
批
判
の
定
石
に
'
筆
者
は
全
く
無
知
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
筆
者
は
折
角
論
点

一
で
､
出
火
原
因
の
事
実
関
係
を
追
及
し
か

か
っ
て
い
た
｡
佐
藤
氏
が
出
火
原
因
の
事
実
を
確
か
め
よ
う
と
も
し
な
い
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
た
｡
そ
れ
な
の
に
'
具
体
例
を
仮
定
し
て

そ
の
例
の
重
み
で
攻
め
よ
う
と
は
し
な
い
｡
佐
藤
氏
と
同
じ
話
の
レ
ベ
ル
で
抽
象
的
に
論
を
進
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡
抽
象
的
に
､
｢
先

生
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
｣
と
疑
問
を
表
明
し
た
だ
け
で
矛
を
納
め
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
さ
ら
に
こ
の
論
点
二
で
も
'

｢単
な
る
こ
じ
つ
け
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
え
る
｣
な
ど
と
､
単
な
る
心
理
的
事
実
の
報
告
で
済
ま
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
先
の

【指
摘
-
】

な
ど
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
分
析
で
具
体
的
に
攻
め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
'
佐
藤
氏
の
論
は
つ
ぶ
れ
な
い
｡
同
じ
よ
う
な
話
の
レ
ベ
ル

で
は
､
｢美
談
｣
批
判
は
成
功
し
な
い
｡

第
五
文
に
つ
い
て
い
う
｡
筆
者
は
こ
こ
で
､
単
に
佐
藤
氏
の
も
の
の
考
え
方

･
発
想
の
論
理
を
説
明
し
た
に
す
ぎ
な
い
｡
先
に
私
は
こ
う

述
べ
た
｡
｢佐
藤
氏
の
も
の
の
考
え
方

･
発
想
の
論
理
で
は
､
殉
死
を
是
と
L
t
賞
賛
す
る
｡
こ
れ
は
'
逆
に
'
使
命
を
放
棄
し
生
き
残

っ

た
者
を
､
情
け
な
い
と
慨
嘆
し
非
難
す
る
論
理
で
も
あ
る
｡
渡
辺
先
生
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
こ
そ
､
こ
の
論
理
に
お
い
て

冒
粥の

教
育
の
姿
』
な
ど
と
賞
賛
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
｡｣
筆
者
が
論
じ
た
の
は
､
こ
こ
ま
で
で
あ
る
｡
だ
か
ら
､
こ
れ
が
ど
の
よ
う
に
問
題
な
の

か
｡
こ
の
論
理
で
事
件
を
と
ら
え
る
こ
と
は
､
な
ぜ
'
い
か
に
誤
り
で
あ
る
の
か
｡
そ
こ
に
こ
そ
論
を
進
め
な
け
れ
ば
､
説
明
す
る
意
義
が

な
い
で
は
な
い
か
｡
何
の
為
の
説
明
な
の
か
｡
何
や
ら
氏
の
考
え
方
に
賛
同
し
が
た
い
か
ら
'
説
明
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
な
の
に
'
氏

の
考
え
方
が
ど
う
い
け
な
い
か
を
い
わ
な
い
｡
批
判
を
匂
わ
せ
る
だ
け
で
あ
る
｡
腹
で
思
っ
て
表
明
し
な
い
｡
こ
れ
で
は
'
氏
は
反
論
す
る
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権
利
を
行
使
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
､
相
手
の
批
判
的
な
態
度
に
つ
き
合
わ
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
0
腹
芸
に
頼
る
'
不
明
朗
な
事

態
し
か
生
ま
れ
な
い
｡
公
平
且
つ
透
明
な
言
論

･
論
争
の
世
界
は
成
立
し
な
-
な
る
｡

例
え
ば
､
先
に
私
は
こ
う
述
べ
た
｡

｢事
実
関
係
を
よ
く
見
る
と
'
右
の
第
四
文
の

【指
摘
-
】

【指
摘
2
】
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
に
､
渡
辺
先
生
の
行
動
は
冷
静
で
的
確

な
判
断
を
欠
い
て
い
た
と
い
え
る
｡
特
に
､
生
徒
を
巻
き
添
え
に
す
る
危
険
を
お
か
し
た
点
で
､
む
し
ろ
先
生
の
行
動
は
批
判
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
｡
そ
れ
は
'
先
生
が
結
果
的
に
亡
く
な
ろ
う
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
'
批
判
さ
れ
る
べ
き
こ
と
の
は
ず
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
そ
の

よ
う
な
事
実
関
係
を
佐
藤
氏
は
お
よ
そ
具
体
的
に
見
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
｡
氏
は
'
そ
の
よ
う
な
事
実
関
係
に
は

一
切
目
を
つ
ぶ
り
'
た

だ
先
生
が
消
火
し
よ
う
と

1
途
に
飛
び
込
ん
で
亡
-
な
っ
た
と
い
う
そ
の
1
点
に
お
い
て
､
陶
酔
す
る
.｣

つ
ま
り
'
氏
は
､
事
実
関
係
を
具
体
的
に
分
析
し
よ
う
と
は
せ
ず
､
殉
死
を
美
化
す
る
論
理
を
展
開
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'

無
責
任
を
助
長
す
る
'
悪
し
き
論
理
と
し
て
機
能
す
る
｡
事
実
関
係
を
具
体
的
に
見
よ
う
と
し
な
い
か
ら
､
先
生
が
生
徒
の
命
を
危
険
に
さ

ら
し
た
と
い
う
責
任
問
題
を
何
ら
問
う
こ
と
な
く
､
放
置
す
る
｡
ま
た
､
出
火
原
因
の
事
実
を
確
認
し
よ
う
と
し
な
い
か
ら
'
渡
辺
先
生
の

み
の
責
任
を
論
じ
る
だ
け
に
と
ど
ま
り
､
学
校
長
や
行
政
側
の
責
任
問
題
を
何
ら
問
う
こ
と
な
く
'
放
置
す
る
｡
亡
く
な
っ
た
先
生
が

｢責

任
｣
を
果
た
し
た
と
誉
め
そ
や
す
と
い
う
こ
と
は
'
先
生
に
無
限
定
で
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
､
先
生
以
外
に
は
誰
も

責
任
を
と
ろ
う
と
は
せ
ず
､
う
や
む
や
に
こ
と
を
済
ま
せ
る
'
構
造
的
な
無
責
任
の
状
況
が
生
ま
れ
る
｡
責
任
の
所
在
を
事
実
関
係
に
即
し

て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
方
向
は
､
｢美
談
｣
の
論
理
に
お
い
て
は
'
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡

渡
辺
先
生
の
悲
劇
は
'
複
合
的
な
悪
条
件
が
重
な
っ
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
'
お
粗
末
な
防
火
体
制
が
放
置
さ
れ
て
い
た
｡
老

朽
化
し
た
建
物
に
'
わ
ず
か
三
台
の
小
型
消
火
器
が
あ
っ
た
だ
け
で
あ
る
｡
防
火
栓
は
設
置
さ
れ
て
い
な
い
｡
さ
ら
に
､
防
火
用
水
も
'
体(1)

育
館
建
設
の
際
､
つ
ぶ
さ
れ
て
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
｡
冬
場
の
渇
水
期
に
水
の
便
も
悪
-
､
消
火
に
手
間
取
っ
て
大
火
に
な
っ
て
い
る
｡
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当
時
､
我
が
国
は
過
密
と
過
疎
の
問
題
を
抱
え
'
辺
地
教
育
に
つ
い
て
は
､
子
供
の
減
少
に
対
応
し
て
､
学
校
の
統
廃
合
が
重
点
的
に
行
な

わ
れ
て
い
た
｡
行
政
効
率
か
ら
し
て
､
ま
さ
に
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
一
方
で
､
体
育
館
建
設
は
冬
場
の

運
動
施
設
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
求
に
応
え
て
'
推
進
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
冬
期
寄
宿
舎
の
整
備
に
は
､
な

か
な
か
予
算
が
つ
き
に
く
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
先
生
の
死
は
､
こ
う
し
た
状
況
下
で
の
悲
劇
で
あ
っ
た
｡

佐
藤
氏
自
身
､
同
じ
県
内
の
中
学
校
長
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
構
造
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
､
熟
知
し
て
い
る
は
ず
の
立
場
に
あ
る
｡
こ
の

状
況
で
は
､

一
旦
火
災
が
発
生
す
れ
ば
'
第
二
㌧
第
三
の
悲
劇
が
繰
り
返
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
と
は
考
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
｡
同
じ
教
育
関

係
者
と
し
て
､
氏
は
何
を
す
べ
き
な
の
か
｡
資
料
に
あ
る
よ
う
に
､
先
生
を
た
だ
誉
め
称
え
､
｢美
談
｣
と
し
て
そ
れ
を
喧
伝
す
る
こ
と
に

よ
り
'
結
果
的
に
事
実
関
係
の
分
析
を
封
じ
る
こ
と
か
｡
そ
う
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
問
題
の
披
合
的
な
要
因
を
明
ら
か
に
L
t
責
任
の

所
在
を
多
元
的
に
解
明
し
な
け
れ
ば
､
悲
劇
の
再
発
は
防
ぎ
え
な
い
｡
氏
は
'
そ
れ
を
こ
そ
訴
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
そ
れ
が
､

同
じ
教
育
関
係
者
と
し
て
の
務
め
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
｡
そ
れ
こ
そ
が
'
先
生
の
死
を
無
駄
に
し
な
い
唯

一
の
供
養
で
も
あ
ろ
う
｡
と
こ
ろ

が
氏
は
そ
れ
を
封
ず
る
よ
う
な
主
張
を
し
な
が
ら
'
｢ご
め
い
福
を
祈
っ
て
や
ま
な
い
｡
合
掌
｡｣
な
ど
と
い
う
｡
こ
れ
で
は
先
生
は
浮
か
ば

(･･･)

れ
な
い
の
で
は
な
い
か
｡
先
生
は
'
い
わ
ば
こ
う
し
た
構
造
的
な
無
責
任
の
犠
牲
者
で
は
な
い
か
｡
佐
藤
氏
の
言
論
も
ま
た
'
こ
の
構
造
的

な
無
責
任
の
一
端
を
担
う
働
き
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡

第
五
文
は
､
佐
藤
氏
の

｢美
談
｣
の
論
理
が
も
つ
こ
う
し
た
悪
し
き
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
文
脈
に
こ
そ
､
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ

た
｡
そ
の
文
脈
に
お
い
て
こ
そ
､
第
五
文
を
生
か
す
べ
き
で
あ
っ
た
｡
こ
の
文
脈
を
構
成
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
､
中
途
半
端
な
批
判
に
終

わ
っ
た
要
因
で
あ
る
｡

補
遺

第
六
文
の
分
析
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こ
の
文
章
は
感

傷

的

で
､
責
任
と
は
何
に

つ
い
て
の
こ
と
か
も
よ
く
分
か
ら

な

い
し
､
事
件
か
ら
真

の
教
育
の
姿
が
ど
ん
な
も
の
か

を

導
き
出
す
の
は
難
し
い
｡

以
上
の
第
三
節
ま
で
で
'
作
文
例
2
に
つ
い
て
の
分
析
は
'
実
質
的
に
は
終
わ
っ
て
い
る
｡
こ
の

｢補
遺
｣
は
'
残
っ
た
第
六
文
を
分
析

す
る
こ
と
に
す
る
｡
し
か
し
､
こ
の
仕
事
は
､
も
う
殆
ど
こ
れ
ま
で
指
摘
し
た
こ
と
の
お
さ
ら
い
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
｡

｢分
か
ら
な
い
｣
も
'
｢難
し
い
｣
も
､
い
ず
れ
も
単
な
る
筆
者
の
心
理
的
事
実
の
報
告
に
す
ぎ
な
い
｡
例
え
ば
'
数
学
の
問
題
が

｢分

か
ら
な
い
｣'
｢難
し
い
｣
と
い
う
場
合
と
'

一
体
ど
う
違
う
の
か
｡
｢分
か
ら
な
い
｣
の
は
'
筆
者
の
理
解
が
足
り
な
い
か
ら
か
も
し
れ
な

い
L
t
｢難
し
｣
-
て
も
'
｢導
き
出
｣
そ
う
と
す
れ
ば
で
き
る
可
能
性
は
あ
る
で
は
な
い
か
｡

一
生
懸
命

｢分
か
｣
ろ
う
と
し
'
｢導
き
出
｣

そ
う
と
努
め
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
う
言
わ
れ
れ
ば
お
し
ま
い
で
あ
る
｡

｢責
任
と
は
何
に
つ
い
て
の
こ
と
か
'
佐
藤
氏
は
全
-
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
｡｣
前
半
部
分
は
'
こ
う
書
-
べ
き
で
あ
っ
た
｡
｢分
か
ら

な
い
｣
の
は
､
筆
者
の
理
解
が
足
り
な
い
か
ら
で
は
な
-
'
佐
藤
氏
の
せ
い
で
あ
る
｡
氏
は
'
何
の
責
任
か
を
特
定
せ
ず
に
無
限
定
で
論
じ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

後
半
部
分
は
'
ち
っ
と
も
難
し
-
は
な
い
で
は
な
い
か
｡
佐
藤
氏
の
言
う

｢真
の
教
育
｣
と
は
'
せ
い
ぜ
い
い
わ
ゆ
る
体
当
り
教
育
で
あ

ろ
う
｡
冷
静
且
つ
複
眼
的
な
も
の
の
見
方
を
欠
い
た
ま
ま
'
｢身
を
も
っ
て
｣
す
る
教
育
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
を
氏
は
'
｢真
の
教
育
｣

と
呼
ぶ
の
で
あ
る
｡

何
を

｢真
の
教
育
｣
と
呼
ぶ
か
は
'
提
案
の
問
題
で
あ
る
｡
実
体
的
に
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
つ
ま
り
'
｢真
の
教
育
｣
と
い

う
も
の
が
ど
こ
か
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
要
は
､
冷
静
且
つ
複
眼
的
な
も
の
の
見
方
を
欠
い
た
ま
ま
､
｢
身
を
も
っ
て
｣

す
る
教
育
を

｢真
の
教
育
｣
と
呼
ん
で
評
価
す
る
､
そ
の
評
価
の
構
造
を
批
判
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
｡
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作
文
例
2
は
､
単
に
筆
者
の
心
理
的
事
実
を
書
き
綴
っ
た
に
す
ぎ
ず
'
い
ず
れ
の
論
点
も
批
判
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い
｡
い
ず
れ
も
批

判
と
し
て
中
途
半
端
な
ま
ま
終
わ
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
最
後
の
第
六
文
で
も
極
め
て
端
的
に
表
れ
て
い
る
特
徴
で
あ
る
｡
作
文
例
2
は
'

(批
判
)
と
い
う
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
で
は
な
-
､

(感
想
)
と
い
う
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
し
か
な
い
.

註

(-
)
以
上
の
防
火
体
制
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
は
'
す
べ
て

『山
形
新
聞
』

1
九
七
二
年

1
月
八
日
付
の
記
事
に
よ
る
｡

(2
)
渡
辺
先
生
は
も
し
生
き
残
れ
ば
'
筆
者
の
言
う
よ
う
に

｢批
難
さ
れ
る
対
象
｣
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡
そ
れ
に
関
し
て
'

私
は
す
で
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た
｡

渡
辺
先
生
は
'
死
を
も
お
そ
れ
ず
責
任
を
全
う
し
た
と
い
う
こ
と
を
賛
美
し
､
評
価
す
る
文
化
状
況
に
生
き
た
｡
先
生
の
生
の

次
元
は
'
確
か
に
個
人
的

･
生
理
的
次
元
を
超
え
た
｡
し
か
し
'
そ
の
限
り
で
は
'
そ
れ
は
先
生
を
と
り
ま
く
世
間
の
次
元
で
は

な
か
っ
た
か
｡
そ
の
世
間
の
次
元
を
も
超
え
た
'
教
師
と
い
う
職
業
的
自
己
の
次
元
こ
そ
が
､
必
要
で
は
な
か
っ
た
か
｡
火
災
の

複
合
的
原
因
を
証
言
し
､
安
全
指
導
対
策
の
不
備
等
､
子
ど
も
の
今
後
の
安
全
の
た
め
に
こ
そ
身
を
挺
し
て
問
題
構
造
の
解
明
と

立
て
直
し
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
｡
世
間
は
そ
れ
を
生
き
恥
さ
ら
す
と
み
る
か
も
し
れ
ぬ
｡
し
か
し
'
現
実
に
子
ど
も
の
命
を
守

る
こ
と
を
可
能
と
す
る
の
は
､
徹
底
し
た
問
題
の
究
明
を
お
い
て
は
な
い
｡
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
'
ま
さ
に
先
生
の
死
は

｢馬
鹿
ら
し
い
｣｡

〔池
田
久
美
子

｢社
会
的
問
題
の
討
論

･
論
争
の
指
導
｣

一
七
三
頁

『岩
波
講
座

教
育
の
方
法
5
』
岩
波
書
店
､

一
九

八
七
年
)〕
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