
単
元
設
定
の
ね
ら
い

単
元
の
構
成

配
当

時
間
●
教
材
の
ね
ら
い

「
教
材
名
」

学
習
指
導
要
領
の
指
導
事
項

❖
言
語
活
動
例

7

●
論
点
を
明
確
に
す
る

　
「
若
者
に
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」

●
内
容
や
構
成
・
論
理
の
展
開
を
捉
え
る

　
「
他
者
を
理
解
す
る
」

●
要
旨
を
把
握
す
る

　
「
自
分
を
捉
え
直
す
」

●
学
び
を
深
め
る

　
「
身
体
〈
の
〉
疎
外
」

言
葉
イ　

論
証
し
た
り
学
術
的
な
学
習
の
基
礎
を
学
ん
だ
り
す
る
た
め
に
必
要
な
語
句
の
量
を
増
し
、

文
章
の
中
で
使
う
こ
と
を
通
し
て
、
語
感
を
磨
き
語
彙
を
豊
か
に
す
る
こ
と
。

言
葉
ウ　

文
や
文
章
の
効
果
的
な
組
立
て
方
や
接
続
の
仕
方
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
。

情
報
ア　

主
張
と
そ
の
前
提
や
反
証
な
ど
情
報
と
情
報
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
。

読
む
ア　

文
章
の
種
類
を
踏
ま
え
て
、
内
容
や
構
成
、
論
理
の
展
開
な
ど
を
的
確
に
捉
え
、
論
点
を
明

確
に
し
な
が
ら
要
旨
を
把
握
す
る
こ
と
。

読
む
カ　

人
間
、
社
会
、
自
然
な
ど
に
つ
い
て
、
文
章
の
内
容
や
解
釈
を
多
様
な
論
点
や
異
な
る
価
値

観
と
結
び
付
け
て
、
新
た
な
観
点
か
ら
自
分
の
考
え
を
深
め
る
こ
と
。

読
む
キ　

設
定
し
た
題
材
に
関
連
す
る
複
数
の
文
章
や
資
料
を
基
に
、
必
要
な
情
報
を
関
係
付
け
て
自

分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
。

❖
ウ　

学
術
的
な
学
習
の
基
礎
に
関

す
る
事
柄
に
つ
い
て
書
か
れ
た
短

い
論
文
を
読
み
、
自
分
の
考
え
を

論
述
し
た
り
発
表
し
た
り
す
る
活

動
。

4

●
内
容
や
構
成
・
情
報
を
整
理
し
活
用
す
る

　
「
情
報
を
整
理
す
る
」

言
葉
イ　

論
証
し
た
り
学
術
的
な
学
習
の
基
礎
を
学
ん
だ
り
す
る
た
め
に
必
要
な
語
句
の
量
を
増
し
、

文
章
の
中
で
使
う
こ
と
を
通
し
て
、
語
感
を
磨
き
語
彙
を
豊
か
に
す
る
こ
と
。

書
く
ア　

実
社
会
や
学
術
的
な
学
習
の
基
礎
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
、
書
き
手
の
立
場
や
論
点
な
ど

の
様
々
な
観
点
か
ら
情
報
を
収
集
、
整
理
し
て
、
目
的
や
意
図
に
応
じ
た
適
切
な
題
材
を
決
め
る
こ

と
。

❖
ア　

特
定
の
資
料
に
つ
い
て
、

様
々
な
観
点
か
ら
概
要
な
ど
を
ま

と
め
る
活
動
。
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学
習
の
ね
ら
い
と
教
材
の
配
置

◉
単
元
の
ね
ら
い  

読むこと
教材

・
論
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
内
容
や
構
成
、
論
理
の
展
開
な
ど
を

的
確
に
捉
え
、
ま
た
筆
者
の
思
考
の
筋
道
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
そ
の
主
張
を

正
確
に
把
握
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
学
習
を
展
開
す
る
た
め
に
設
定
し
た
。

・
テ
ー
マ
と
し
て
、「
自
己
・
他
者
」
の
問
題
を
探
究
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
三
つ

の
文
章
を
読
む
こ
と
を
通
じ
て
学
習
者
が
、
現
代
社
会
に
お
け
る
「
自
己
」「
他

者
」の
問
題
を
論
じ
る
こ
と
の
意
味
を
深
く
追
究
す
る
と
と
も
に
、教
科
書
18
ペ
ー

ジ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
自
分
な
り
の
「
自
己
」
観
や
「
他
者
」
観
を
形
成
し
、

さ
ら
に
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
を
生
き
る
上
で
「
自
己
や
他
者
と
ど
の
よ
う
に
向
き

合
う
の
か
」「
社
会
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の

か
」
を
考
え
て
い
く
契
機
と
し
た
い
。

⬅

書くこと
教材

・
実
際
に
自
分
の
論
を
構
築
す
る
上
で
、
説
得
力
を
も
た
せ
る
た
め
に
、
引
用
の
仕

方
を
学
ぶ
こ
と
を
目
指
す
。

・
引
用
す
る
た
め
に
、
目
的
や
意
図
に
応
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
書
き
手
に
よ

る
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
の
文
章
や
資
料
に
広
く
目
を
配
り
、
必
要
な
情
報
を
収
集

す
る
。
そ
し
て
、
情
報
を
整
理
し
た
上
で
過
不
足
な
く
抜
き
出
し
、
自
分
の
主
張

を
明
確
に
す
る
方
法
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

・
読
む
こ
と
の
学
習
で
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
を
も
と
に
、
要
旨
を
捉
え
た
上
で
、「
何

を
情
報
と
し
て
用
い
る
の
か
」、「
何
を
引
用
す
れ
ば
、
よ
り
説
得
的
な
文
章
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
を
考
え
さ
せ
た
い
。

◉
教
材
の
配
置
と
学
習
活
動
の
目
標
・
内
容  

デ
ー
タ
や
事
例
に
着
目
し
て
読
む
「
若
者
に
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」

★
論
点
を
明
確
に
す
る

・
段
落
の
組
み
立
て
を
捉
え
直
し
な
が
ら
、「
議
論
の
中
心
と
な
る
問
題
点
」
や
筆
者
の

説
得
の
仕
方
を
学
ぶ
。

・
筆
者
が
取
り
あ
げ
た
「
若
者
」
の
行
動
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、「
若
者
」
の
行
動
の

分
析
を
と
お
し
て
見
え
て
く
る
現
代
社
会
の
問
題
点
を
明
確
に
す
る
。

筆
者
の
主
張
に
着
目
し
て
読
む
「
自
分
を
捉
え
直
す
」

★
要
旨
を
把
握
す
る

・
各
段
落
の
中
心
に
な
る
文
に
着
目
し
て
、
一
般
的
な
「
自
己
」
観
と
筆
者
が
考
え
る

「
自
己
」
観
と
の
違
い
を
比
較
し
な
が
ら
、
筆
者
の
主
張
を
明
確
に
し
、
要
旨
を
把
握

す
る
能
力
を
高
め
る
。

・
筆
者
が
自
分
の
考
え
を
適
切
に
伝
え
る
た
め
に
、
具
体
例
と
し
て
何
を
取
り
あ
げ
、

論
証
を
試
み
て
い
る
か
を
説
明
す
る
。

文
章
の
構
成
や
展
開
に
着
目
し
て
読
む
「
他
者
を
理
解
す
る
」

★
書
き
手
の
も
の
の
見
方
や
論
の
進
め
方
を
捉
え
る

・
筆
者
の
取
り
あ
げ
る
事
例
を
分
析
し
、「
他
者
」
の
捉
え
方
を
整
理
し
つ
つ
内
容
や
構

成
・
論
理
の
展
開
を
捉
え
る
能
力
を
高
め
、
筆
者
の
考
え
を
明
確
に
捉
え
る
。

・「
私
に
は
他
人
の
痛
み
と
い
う
も
の
が
ど
う
し
て
も
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
…
…
」と
い

う
言
葉
を
二
度
も
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
や
効
果
を
説
明
す
る
。

自
分
の
考
え
を
書
く
「
情
報
を
整
理
す
る
」

★ 

書
き
手
の
立
場
や
論
点
な
ど
の
観
点
か
ら
情
報
を
収
集
、
整
理
し
、
説
得
力
の
あ
る
文

章
を
書
く

・
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
書
き
手
に
よ
る
論
点
の
文
章
や
資
料
に
広
く
目
を
配
り
、
必
要

な
情
報
を
収
集
、
整
理
し
た
上
で
過
不
足
な
く
抜
き
出
し
、
自
分
の
主
張
を
明
確
に

す
る
方
法
を
習
得
す
る
。
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若
者
に
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー  

 

◆
辻
大
介

論
点
を
整
理
す
る

採
録
の
ね
ら
い

◉
資
質
・
能
力
の
観
点
か
ら  

　

第
一
単
元
「
論
点
を
整
理
す
る
た
め
に
」
の
冒
頭
で
あ
る
本
教
材
で
は
、
ま
ず
、
文
章

全
体
の
「
論
点
を
明
確
に
す
る
」
こ
と
を
読
む
こ
と
の
中
心
に
据
え
て
学
習
を
進
め
る
こ

と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。

　

本
教
材
は
新
聞
夕
刊
に
掲
載
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
で
あ
り
、長
さ
も
短
め
で
、論
旨
も
は
っ

き
り
し
て
お
り
、一
読
で
そ
の
主
旨
が
つ
か
め
る
よ
う
に
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
論
理
展
開
も
、
は
じ
め
に
「
便
所
飯
」
と
い
う
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
言
葉
を
巡

る
ト
ピ
ッ
ク
か
ら
文
章
を
は
じ
め
、
次
い
で
、
筆
者
自
身
に
よ
る
千
人
規
模
の
意
識
調
査

の
結
果
を
紹
介
し
つ
つ
、「
便
所
飯
」
の
背
景
に
あ
る
若
者
の
意
識
か
ら
「
友
達
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
」
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
そ
う
し
た
若
者
の
意
識
が
な
ぜ
生
じ

て
い
る
か
を
社
会
学
的
、
ま
た
歴
史
的
視
野
を
交
え
て
考
察
し
、
最
後
に
「
友
達
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
」
に
襲
わ
れ
て
い
る
若
者
た
ち
の
解
放
の
た
め
の
提
言
を
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
論
理
的
展
開
で
あ
り
な
が
ら
、
起
承
転
結
の
構
成
も
も
っ
て
い
て
、
読

み
や
す
く
説
得
を
増
す
た
め
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
論
点
で
あ
る
「
友
達
プ

レ
ッ
シ
ャ
ー
」が
前
半
の
具
体
的
叙
述
の
中
か
ら
象
徴
的
な
表
現
と
し
て
登
場
す
る
な
ど
、

明
快
で
あ
り
つ
つ
、
読
解
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
し
が
い
も
あ
る
文
章
で
あ
る
。

学
習
指
導
の
ポ
イ
ン
ト

・
事
例
の
調
査
結
果
、
背
景
の
考
察
、
提
言
と
い
う
文
章
展
開
を
つ
か
み
、
文
章
全

体
と
し
て
の
論
点
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

◉
テ
ー
マ
の
観
点
か
ら  

　

本
単
元
「
論
点
を
整
理
す
る
た
め
に
」
に
収
め
ら
れ
た
文
章
は
、「
自
分
自
身
」
と
、
自

分
自
身
を
規
定
し
て
く
る
「
他
者
」
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
若
者
に
友
達
プ

レ
ッ
シ
ャ
ー
」
は
、「
友
達
が
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
」「
友
達
が
い
な
い
よ
う
に
見
ら
れ

て
は
な
ら
な
い
」「
友
達
関
係
に
気
を
つ
か
い
、
空
気
を
読
み
、
友
達
に
合
わ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
い
う
、
現
代
の
若
者
が
さ
ら
さ
れ
て
い
る
苛
烈
な
人
間
関
係
の
圧
力
「
友

達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」
に
つ
い
て
的
確
に
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

現
在
の
学
習
者
た
ち
は
、
こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
二
〇
〇
八
年
よ
り
も
さ
ら
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ

等
に
よ
る
「
見
ら
れ
る
」
自
分
、「
見
ら
れ
方
に
対
応
し
た
自
分
」
に
よ
る
自
己
の
あ
り
方

へ
の
比
重
を
高
め
て
お
り
、
青
年
期
に
形
成
す
べ
き
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
確
立
に

向
け
て
は
、
さ
ら
に
困
難
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

本
教
材
の
読
み
を
通
し
て
、
学
習
者
た
ち
自
身
の
自
己
と
他
者
と
の
あ
り
方
を
再
認
識

し
、
同
輩
集
団
の
閉
鎖
性
の
問
題
や
、
同
輩
集
団
以
外
と
の
多
様
な
関
係
を
取
り
結
べ
る

環
境
を
整
え
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
己
の
あ
り
方
や
息
苦
し
い
関

係
性
の
改
善
へ
向
け
た
視
野
を
育
て
た
い
。

学
習
指
導
の
ポ
イ
ン
ト

・
筆
者
の
認
識
と
提
言
の
内
容
の
吟
味
を
通
し
て
自
身
を
再
認
識
し
、
自
己
の
あ
り

方
や
息
苦
し
い
関
係
性
の
改
善
へ
向
け
た
視
野
を
育
て
る
。
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概
要

◉
筆
者  

辻
大
介
（
つ
じ
だ
い
す
け
）

　

社
会
学
者
。
一
九
六
五
（
昭
和
四
〇
）
年
〜
。
大
阪
府
の
生
ま
れ
。
一
九
八
四
年
、
京

都
大
学
文
学
部
入
学
。
卒
業
後
、
一
九
八
八
年
か
ら
九
四
年
ま
で
株
式
会
社
博
報
堂
（
広

告
代
理
店
）
に
勤
務
。
博
報
堂
在
籍
の
ま
ま
、
一
九
九
二
年
、
東
京
大
学
大
学
院
社
会
学

研
究
修
士
課
程
進
学
。
一
九
九
五
年
、
東
京
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
修
士
。
同
年
東

京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
博
士
課
程
進
学
。
博
士
課
程
を
中
途
退
学
し
、
一
九

九
七
年
か
ら
東
京
大
学
社
会
情
報
研
究
所
助
手
、
関
西
大
学
社
会
学
部
講
師
、
助
教
授
を

経
て
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
大
阪
大
学
大
学
院
人
間
科
学
研
究
科
准
教
授
。

　

専
門
領
域
は
社
会
学
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
。
特
に
社
会
学
の

観
点
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
メ
デ
ィ
ア
に
関
す
る
研
究
を
進
め
る
。
理
論
面
で
は

語
用
論
、
分
析
哲
学
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
を
研
究
し
、
実
証
面
で
は
若
者
の
意
識
や
行
動

の
調
査
研
究
に
も
携
わ
っ
て
い
る
。
近
年
、
ネ
ッ
ト
右
翼
と
呼
ば
れ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
の
言
説
の
分
析
、
研
究
や
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
も
た
ら
し
た
民
主
主
義
の
分
断
の
問

題
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　

主
な
著
書
に
、『
ネ
ッ
ト
社
会
と
民
主
主
義
』、『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
を
つ
か
む
』

な
ど
、
翻
訳
に
『
友
情
化
す
る
社
会

│
断
片
化
の
な
か
の
新
た
な
〈
つ
な
が
り
〉』（
デ

ボ
ラ
・
チ
ェ
ン
バ
ー
ス
）
な
ど
が
あ
る
。

◉
出
典  

　
「
朝
日
新
聞
」（
二
〇
〇
八
年
八
月
三
〇
日
付
・
夕
刊
）
に
よ
る
。

　

教
科
書
掲
載
に
あ
た
り
、
筆
者
の
承
諾
を
得
て
文
章
と
表
記
の
一
部
を
改
め
た
。

◉
要
約  

　

現
在
の
日
本
の
若
者
た
ち
は
、
常
に
自
分
に
向
け
ら
れ
る
ピ
ア
・
グ
ル
ー
プ
（
同

輩
集
団
）
か
ら
の
視
線
を
恐
れ
て
い
る
。
人
間
関
係
へ
の
敏
感
な
気
づ
か
い
を
迫
ら

れ
、そ
の
敏
感
さ
ゆ
え
に
過
度
な
ま
で
の
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

「
便
所
飯
」
は
そ
の
典
型
で
あ
り
、人
目
を
気
に
す
る
伝
統
的
な
日
本
社
会
の
あ
り
方

が
、
物
質
的
豊
か
さ
が
達
成
さ
れ
て
人
間
関
係
に
シ
フ
ト
し
た
の
で
あ
る
。
今
彼
ら

に
必
要
な
の
は
、
同
輩
集
団
以
外
の
多
様
な
関
係
を
取
り
結
べ
る
環
境
を
整
え
て
い

く
こ
と
だ
。（
一
九
八
字
）

　

現
在
の
日
本
の
若
者
た
ち
は
人
間
関
係
へ
の
敏
感
な
気
づ
か
い
に
迫
ら
れ
、
そ
の

敏
感
さ
ゆ
え
に
過
度
な
ま
で
の
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
今
彼
ら

に
必
要
な
の
は
、
同
輩
集
団
以
外
の
多
様
な
関
係
を
取
り
結
べ
る
環
境
を
整
え
て
い

く
こ
と
だ
。（
一
〇
〇
字
）

◉
表
現
の
特
色  

1　

具
体
か
ら
抽
象
、
そ
し
て
提
言
へ

　

筆
者
が
耳
に
し
た
「
便
所
飯
」
と
い
う
言
葉
か
ら
話
を
ス
タ
ー
ト
し
、
そ
の
背
景
に
あ

る
「
一
人
に
見
ら
れ
た
く
な
い
意
識
」
の
実
態
を
、
調
査
結
果
か
ら
明
ら
か
に
し
、
そ
の

意
識
が
ど
う
し
て
生
ま
れ
た
の
か
を
考
察
し
て
い
く
展
開
を
と
っ
て
い
る
。
最
後
に
現
状

を
ふ
ま
え
た
提
言
を
行
う
こ
と
で
、
引
き
締
ま
っ
た
明
瞭
な
文
章
を
展
開
し
て
い
る
。

2　

衝
撃
的
な
言
葉
の
象
徴
的
使
用

　

冒
頭
で
「
便
所
飯
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
ー
で
衝
撃
力
を
も
ち
、
若
者
の
人
間
関
係
の
あ

り
方
を
象
徴
す
る
言
葉
を
題
材
に
取
り
あ
げ
、
以
降
の
考
察
が
す
べ
て
「
便
所
飯
」
が
発

生
し
た
由
来
に
つ
な
が
る
こ
と
で
、
単
な
る
導
入
以
上
の
は
た
ら
き
を
も
た
せ
て
い
る
。

【
二
〇
〇
字
以
内
】

【
一
〇
〇
字
以
内
】
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学
習
指
導
の
展
開

◉
学
習
指
導
要
領
の
指
導
事
項  

知
識
及
び
技
能

言
葉
イ
　
論
証
し
た
り
学
術
的
な
学
習
の
基
礎
を
学
ん
だ
り
す
る
た
め
に
必
要
な
語
句
の

量
を
増
し
、
文
章
の
中
で
使
う
こ
と
を
通
し
て
、
語
感
を
磨
き
語
彙
を
豊
か
に
す
る
こ

と
。

思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等

読
む
ア
　
文
章
の
種
類
を
踏
ま
え
て
、
内
容
や
構
成
、
論
理
の
展
開
な
ど
を
的
確
に
捉
え
、

論
点
を
明
確
に
し
な
が
ら
要
旨
を
把
握
す
る
こ
と
。

❖
言
語
活
動
例

読
む
ウ
　
学
術
的
な
学
習
の
基
礎
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
書
か
れ
た
短
い
論
文
を
読

み
、
自
分
の
考
え
を
論
述
し
た
り
発
表
し
た
り
す
る
活
動
。

◉
評
価
規
準  

知
識
・
技
能

・
論
証
し
た
り
学
術
的
な
学
習
の
基
礎
を
学
ん
だ
り
す
る
た
め
に
必
要
な
語
句
の
量
を
増

し
、
文
章
の
中
で
使
う
こ
と
を
通
し
て
、
語
感
を
磨
き
語
彙
を
豊
か
に
し
て
い
る
。

思
考
・
判
断
・
表
現

・
文
章
の
種
類
を
踏
ま
え
て
、
内
容
や
構
成
、
論
理
の
展
開
な
ど
を
的
確
に
捉
え
、
論
点

を
明
確
に
し
な
が
ら
要
旨
を
把
握
し
て
い
る
。

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

・
論
証
し
た
り
学
術
的
な
学
習
の
基
礎
を
学
ん
だ
り
す
る
た
め
に
必
要
な
語
句
の
量
を
増

し
、
文
章
の
中
で
使
う
こ
と
を
通
し
て
、
語
感
を
磨
き
語
彙
を
豊
か
に
し
た
り
、
文
章

の
種
類
を
踏
ま
え
て
、
内
容
や
構
成
、
論
理
の
展
開
な
ど
を
的
確
に
捉
え
、
論
点
を
明

確
に
し
な
が
ら
要
旨
を
把
握
し
た
り
す
る
こ
と
に
向
け
た
粘
り
強
い
取
り
組
み
を
行
う

と
と
も
に
、
自
ら
の
学
習
を
調
整
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
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◉
学
習
指
導
案
例  

学習指導案

○○高等学校国語科　○年○組
授業者　○○○○

1．学習活動　論点を整理する方法を学ぶ。

2．教材名　　「若者に友達プレッシャー」・その他の関連資料

3．学習目標　 本文を読むことを通して、文章展開の論理をつかむ方法を会得し、要旨を正確に捉え、
適切に要約できる。

4．評価規準

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

評価規準

論証したり学術的な学習の
基礎を学んだりするために
必要な語句の量を増し、文
章の中で使うことを通し
て、語感を磨き語彙を豊か
にしている。

（言葉イ）

文章の種類を踏まえて、内
容や構成、論理の展開など
を的確に捉え、論点を明確
にしながら要旨を把握して
いる。

（読むア）

論証したり学術的な学習の
基礎を学んだりするために
必要な語句の量を増し、文
章の中で使うことを通し
て、語感を磨き語彙を豊か
にしたり、文章の種類を踏
まえて、内容や構成、論理
の展開などを的確に捉え、
論点を明確にしながら要旨
を把握したりすることに向
けた粘り強い取り組みを行
うとともに、自らの学習を
調整しようとしている。

評価の実際

本文に用いられている語句
を適切に用いている。
（記述の点検）

本文の内容について、適切
に要旨を捉え要約してい
る。
（記述の確認）

論点をふまえて話し合いに
参加しようとしている。
（行動の分析）

5．授業の展開（ 2時間）

時 学習活動 評価

1
・ 教材文を読み、その内容を理解する。 本文に用いられている語句を適切に用いてい

る。
（知識・技能、記述の点検）

2

・ 文章の論理展開をつかみ、要旨をまとめ、要
約する。

・ 本文の内容をふまえた話し合いを行う。

本文の内容について、適切に要旨を捉え要約し
ている。
（思考・判断・表現、記述の確認）
論点をふまえて話し合いに参加しようとしてい
る。
（主体的に学習に取り組む態度、行動の分析）
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◉
学
習
指
導
の
展
開
例
（
2
時
間
扱
い
）  

時
間

目
　
　
標

学
習
活
動
と
指
導
内
容

指
導
上
の
留
意
点

第1時限

・
論
証
し
た
り
学
術
的
な

学
習
の
基
礎
を
学
ん
だ

り
す
る
た
め
に
必
要
な

語
句
の
量
を
増
し
、
文

章
の
中
で
使
う
こ
と
を

通
し
て
、
語
感
を
磨
き

語
彙
を
豊
か
に
す
る
。

導
入

展
開
1

展
開
2

1　
「
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」
と
は
ど
ん
な
も
の
だ
と
思
う
か
、
尋
ね
る
。

2　

作
者
と
発
表
年
を
確
認
す
る
、

3　

本
文
を
通
し
て
読
み
、
初
読
の
感
想
を
交
流
す
る
。

4　

第
一
段
を
読
み
、「
便
所
飯
」
の
概
念
を
確
認
し
、
同
感
で
き
る
か
話

し
合
う
。

5　

第
二
段
を
読
み
、
筆
者
の
調
査
の
内
容
と
結
果
を
確
認
す
る
。

6　

第
三
段
を
読
み
、「
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

（「
学
習
活
動
1
」）。

7　

第
四
段
を
読
む　

筆
者
の
提
言
内
容
を
読
み
取
る
。

8　

教
科
書
22
ペ
ー
ジ
の
脚
問
に
取
り
組
む
。

9　

本
文
を
通
じ
て
筆
者
が
ど
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
る
の
か
を
説
明

す
る
。（「
学
習
活
動
2
」）。

1　

学
習
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
出
し
、読
解
の
レ
デ
ィ
ネ
ス
を
つ
く
る
。

2　

十
五
年
以
上
前
の
新
聞
記
事
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

3　

Ｂ
6
サ
イ
ズ
程
度
の
罫
線
用
紙
に
感
想
を
メ
モ
書
き
し
、
発
表
し
合

う
。
意
味
の
わ
か
ら
な
い
語
句
な
ど
は
ノ
ー
ト
に
メ
モ
す
る
。

4　

概
念
の
確
認
や
同
感
で
き
る
か
の
話
し
合
い
は
短
時
間
で
よ
い
。
本

文
通
読
時
に
感
想
で
既
に
出
て
い
る
場
合
は
、
省
略
し
て
も
よ
い
。

5　

一
人
で
い
る
こ
と
よ
り
も
、
そ
う
見
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
す
る
。

6　

脚
問
な
ど
も
活
用
し
、「
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」
の
意
味
内
容
と
、
そ

れ
が
生
ま
れ
て
き
た
歴
史
的
経
緯
を
分
け
て
確
認
す
る
。

7　

筆
者
が
「
環
境
を
整
え
る
」
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ

せ
る
。

8　

本
文
全
体
を
見
直
し
、「
ト
イ
レ
」
が
ど
の
よ
う
な
居
場
所
で
あ
っ
た

か
を
確
認
さ
せ
、
取
り
組
ま
せ
る
。

9　
「
な
ぜ
」
を
問
う
問
い
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
、筆
者
の
提
言
に
至

る
根
拠
を
本
文
全
体
の
中
か
ら
探
す
。
適
宜
、
小
グ
ル
ー
プ
な
ど
で
の

話
し
合
い
を
交
え
る
と
よ
い
。

評
価
規
準

・
論
証
し
た
り
学
術
的
な
学
習
の
基
礎
を
学
ん
だ
り
す
る
た
め
に
必
要
な
語
句
の
量
を
増
し
、
文
章
の
中
で
使
う
こ
と
を
通
し
て
、
語
感
を
磨
き
語
彙

を
豊
か
に
し
て
い
る
。

知
識
・
技
能

論点を明確にする　若者に友達プレッシャー  52

時
間

目
　
　
標

学
習
活
動
と
指
導
内
容

指
導
上
の
留
意
点

第2時限

・
文
章
の
種
類
を
踏
ま
え

て
、
内
容
や
構
成
、
論

理
の
展
開
な
ど
を
的
確

に
捉
え
、
論
点
を
明
確

に
し
な
が
ら
要
旨
を
把

握
す
る
。

・
論
証
し
た
り
学
術
的
な

学
習
の
基
礎
を
学
ん
だ

り
す
る
た
め
に
必
要
な

語
句
の
量
を
増
し
、
文

章
の
中
で
使
う
こ
と
を

通
し
て
、
語
感
を
磨
き

語
彙
を
豊
か
に
し
た

り
、
文
章
の
種
類
を
踏

ま
え
て
、内
容
や
構
成
、

論
理
の
展
開
な
ど
を
的

確
に
捉
え
、
論
点
を
明

確
に
し
な
が
ら
要
旨
を

把
握
し
た
り
す
る
こ
と

に
向
け
た
粘
り
強
い
取

り
組
み
を
行
う
と
と
も

に
、
自
ら
の
学
習
を
調

整
し
よ
う
と
す
る
。

展
開
3

ま
と
め

1
　
本
文
を
四
つ
の
段
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
小
見
出
し
を
つ
け
る
。

2
　
要
約
文
を
完
成
さ
せ
、
要
旨
を
ま
と
め
る
。

3
　「
情
報
を
整
理
す
る
た
め
に
」
に
取
り
組
む
こ
と
を
通
じ
て
、学
習
を

振
り
返
る
。

1
　
小
見
出
し
を
つ
け
る
作
業
を
通
し
て
四
段
の
関
係
性
を
認
識
す
る
。

い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
合
理
的
で
あ

れ
ば
広
く
許
容
す
る
。

　
　
本
文
が
、
純
粋
な
論
説
文
と
い
う
よ
り
、
新
聞
記
事
と
し
て
の
わ
か

り
や
す
さ
を
優
先
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
つ
か
む
。

2
　
教
科
書
23
ペ
ー
ジ
の
「
読
解
す
る
た
め
に

　
要
約
・
要
旨
」
を
読
み
、

要
約
と
要
旨
の
違
い
を
理
解
す
る
。
紙
面
の
下
段
に
あ
る
要
約
か
ら
続

け
る
形
で
、
全
文
の
要
約
文
を
完
成
さ
せ
る
。
ま
た
、
第
四
段
に
あ
る

筆
者
の
提
言
を
核
と
し
て
、
要
旨
を
ま
と
め
る
文
を
つ
く
る
。

　
　
要
約
・
要
旨
と
も
に
提
出
物
と
す
る
。
時
間
に
余
裕
が
あ
れ
ば
発
表

さ
せ
て
も
よ
い
。

3
　
第
二
段
の
調
査
結
果
を
本
文
か
ら
抜
き
出
し
て
ノ
ー
ト
に
列
挙
し
、

調
査
の
規
模
・
時
期
・
内
容
の
う
ち
、
ど
こ
ま
で
が
文
章
に
載
せ
ら
れ
、

何
が
省
略
さ
れ
て
い
る
か
を
話
し
合
う
。

評
価
規
準

・
文
章
の
種
類
を
踏
ま
え
て
、
内
容
や
構
成
、
論
理
の
展
開
な
ど
を
的
確
に
捉
え
、
論
点
を
明
確
に
し
な
が
ら
要
旨
を
把
握
し
て
い
る
。

・
論
証
し
た
り
学
術
的
な
学
習
の
基
礎
を
学
ん
だ
り
す
る
た
め
に
必
要
な
語
句
の
量
を
増
し
、
文
章
の
中
で
使
う
こ
と
を
通
し
て
、
語
感
を
磨
き
語
彙

を
豊
か
に
し
た
り
、
文
章
の
種
類
を
踏
ま
え
て
、
内
容
や
構
成
、
論
理
の
展
開
な
ど
を
的
確
に
捉
え
、
論
点
を
明
確
に
し
な
が
ら
要
旨
を
把
握
し
た

り
す
る
こ
と
に
向
け
た
粘
り
強
い
取
り
組
み
を
行
う
と
と
も
に
、
自
ら
の
学
習
を
調
整
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

思
考
・
判
断
・
表
現

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
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学
習
の
具
体
と
教
材
の
解
説

◉
全
体
の
構
成  

段
落

ペ
ー
ジ
・
行

要
　
　
旨

第
一
段

初
め
〜
19
・
7
「
…
の
だ
と
い

う
。」

「
便
所
飯
」
と
い
う
言
葉

　
昼
休
み
に
一
緒
に
食
事
す
る
相
手
の
い
な
い
学
生
が
、
ひ
と
り
で
い
る
姿
を
周
囲
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
、
ト
イ
レ
の
個
室
に
こ
も
っ
て

食
事
を
取
る
「
便
所
飯
」
と
い
う
若
者
言
葉
は
、
本
当
に
あ
る
話
の
よ
う
だ
。「
気
持
ち
は
わ
か
る
」
と
い
う
学
生
も
少
な
く
な
い
。（
序

説
）

第
二
段

20
・
1
「
か
と
い
っ
て
…
」
〜

20
・
15
「
…
な
り
が
ち
だ
。」

人
間
関
係
に
神
経
を
つ
か
う
若
者
た
ち

　
若
者
た
ち
へ
の
調
査
デ
ー
タ
を
見
る
と
、
若
者
た
ち
が
恐
れ
て
い
る
の
は
、
一
人
で
い
る
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
そ
こ
に
向
け
ら
れ
る
ピ

ア
・
グ
ル
ー
プ
（
同
輩
集
団
）
の
視
線
だ
。
そ
の
視
線
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
の
中
で
若
者
た
ち
は
人
間
関
係
に
か
な
り
神
経
を
つ
か
っ
て
い

る
。（
具
体
的
考
察
）

第
三
段

21
・
1
「
こ
う
し
た
…
」
〜
21
・

15
「
…
残
さ
れ
て
い
な
い
。」

問
題
は
過
度
な
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

　
人
目
を
気
に
す
る
伝
統
的
な
日
本
社
会
の
あ
り
方
が
、
物
質
的
豊
か
さ
が
達
成
さ
れ
て
人
間
関
係
に
シ
フ
ト
し
た
の
だ
。
高
校
ま
で
の

間
は
同
輩
集
団
に
閉
ざ
さ
れ
、
苛
烈
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
と
な
っ
て
い
る
。（
理
論
的
考
察
）

第
四
段

22
・
1
「
今
、
必
要
な
の
は
…
」

〜
終
わ
り

若
者
に
必
要
な
こ
と

　
今
若
者
に
必
要
な
の
は
、
同
輩
集
団
以
外
の
多
様
な
関
係
を
取
り
結
べ
る
環
境
を
整
え
て
い
く
こ
と
だ
。（
提
言
）

〔
段
落
分
け
に
つ
い
て
〕

 

　
こ
の
文
章
は
、
新
聞
の
夕
刊
に
コ
ラ
ム
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
広
義
に
は

「
評
論
」
に
入
る
論
理
的
文
章
で
あ
る
。
新
聞
の
コ
ラ
ム
と
い
う
こ
と
で
、
短
め
で
、
読
者

を
最
後
ま
で
ス
ム
ー
ズ
に
導
く
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
初
め
に
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
入
り
、
次
に
調
査
結
果
を
紹
介
し
な
が
ら
具
体
例

を
足
し
て
、
若
者
の
神
経
質
な
対
応
を
述
べ
、
第
三
段
で
は
そ
う
し
た
日
本
の
若
者
の
性

質
が
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
か
を
理
論
的
に
考
察
し
、
第
四
段
で
は
、
現
状
に
対
し
て
解
決

の
た
め
の
現
実
的
な
提
言
を
し
て
終
わ
っ
て
い
る
。
評
論
で
あ
り
な
が
ら
「
起
承
転
結
」

的
な
展
開
も
併
せ
も
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
、
読
者
を
無
理
な
く
文
章
の
最
後
ま
で
連
れ

て
い
く
こ
と
の
で
き
る
展
開
と
な
っ
て
い
る
。

　
三
段
に
分
け
る
場
合
は
、
第
一
段
と
第
二
段
を
ま
と
め
て
序
論
と
し
、
第
三
段
を
本
論
、

第
四
段
を
結
論
と
す
る
考
え
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
第
一
段
と
第
二
段
を
具
体
的

思
考
、
第
三
段
を
理
論
的
思
考
、
第
四
段
を
提
言
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
も
可
能
だ
。
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◉
展
開
図  

序
説　

便
所
飯
の
話

「
便
所
飯
」
と
は
…
…
学
生
の
話
　
　
　
都
市
伝
説
？
↓
本
当
に
あ
る

　
　
ひ
と
り
で
い
る
姿
を
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
。

　
　
　
↓
「
わ
か
る
」「
友
達
の
い
な
い
寂
し
い
人
と
見
ら
れ
る
の
が
耐
え
ら
れ
な
い
」

具
体
的
考
察　
　

若
者
の
意
識
調
査
結
果

筆
者
の
行
っ
た
意
識
調
査
　
…
千
人
規
模

　
若
者
恐
れ
る
　
　
×
一
人
で
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
○
友
達
が
い
な
い
こ
と
へ
向
け
ら
れ
る
ピ
ア
・
グ
ル
ー
プ
（
同
輩
集
団
）
の
視
線
。

理
論
的
考
察　

友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
と
は

友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

　
　
そ
れ
自
体
は
悪
く
な
い
　
　
他
者
へ
の
気
づ
か
い
の
現
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
気
に
す
る
人
　
　
募
金
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
積
極
的

な
ぜ
？
　
以
前
か
ら
の
日
本
社
会
の
特
徴
：「
人
目
を
気
に
す
る
」

　
　
　
　
歴
史
的
考
察
　
　
高
度
経
済
成
長
期
　
　
　
モ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
物
質
面
の
人
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生
活
の
満
足
感
・
幸
福
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物
質
的
豊
か
さ
達
成
　
　
身
近
な
人
間
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　

特
に
高
校
ま
で
　
同
輩
集
団
に
閉
ざ
さ
れ
る
　
↓
そ
の
中
で
友
達
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
失
敗
す
る
と

提
言　
　

必
要
な
解
決
策

　
　
　

今
若
者
に
必
要
な
の
は
、
同
輩
集
団
以
外
の
多
様
な
関
係
を
取
り
結
べ
る
環
境
を
整
え
て
い
く
こ
と
だ
。

人
間
関
係
の
人
目

＝
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

二重の疎外
×
孤
独

×
友
達
の
い
な
い
変
な
人

起承転結

序
論

本
論

結
論

提
言

調
査
検
証

理
論
考
察

エ
ピ
ソ
ー
ド
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発
問
・
脚
問

﹇
1
9
ペ
ー
ジ
﹈  

問　

タ
イ
ト
ル
「
若
者
に
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」
と

あ
る
が
、「
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」
と
は
ど
う
い
う

も
の
だ
と
思
う
か
。

答　

・
友
達
が
い
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー

　
　

・
友
達
に
合
わ
せ
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
プ

レ
ッ
シ
ャ
ー　

な
ど

解
説　

学
習
者
に
と
っ
て
は
実
感
の
わ
く
タ
イ
ト
ル

だ
と
思
わ
れ
る
。
本
文
を
予
想
す
る
感
じ
で
、
自

由
に
出
さ
せ
、
軽
く
扱
っ
て
よ
い
。

問　

都
市
伝
説（
3
）と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
定
義

を
答
え
よ
。

答　

都
市
化
の
進
ん
だ
現
代
に
お
い
て
口
承
さ
れ
て

い
る
話
。
出
所
が
明
確
で
な
く
、
多
く
の
人
に
広

ま
っ
て
い
る
噂
話
で
あ
る
。
事
実
無
根
な
場
合
が

多
い
。

解
説　

こ
こ
で
他
の
具
体
例
を
追
い
始
め
る
と
、
際

限
な
く
出
て
く
る
可
能
性
が
高
い
。
ネ
ッ
ト
で
広

ま
っ
た
噂
な
ど
は
す
ぐ
に
「
都
市
伝
説
」
だ
と
ラ

ベ
ル
が
貼
ら
れ
、
そ
れ
も
ま
た
急
速
に
忘
れ
去
ら

れ
て
い
く
こ
と
が
多
い
。
都
市
伝
説
に
つ
い
て
探

求
し
て
い
く
こ
と
も
実
り
深
い
学
習
に
な
る
が
、

今
回
の
本
筋
か
ら
外
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
あ
ま

り
深
く
扱
わ
な
い
ほ
う
が
よ
い
。

◉
語
句
・
文
脈
の
解
説  

●
第
一
段
（
初
め
〜
19
・
7
「
…
の
だ
と
い
う
。」）
の
要
旨

「
便
所
飯
」
と
い
う
言
葉

　

昼
休
み
に
一
緒
に
食
事
す
る
相
手
の
い
な
い
学
生
が
、
ひ
と
り
で
い
る
姿
を
周
囲
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
、
ト
イ
レ

の
個
室
に
こ
も
っ
て
食
事
を
取
る
「
便
所
飯
」
と
い
う
若
者
言
葉
は
、本
当
に
あ
る
話
の
よ
う
だ
。「
気
持
ち
は
わ
か

る
」
と
い
う
学
生
も
少
な
く
な
い
。

﹇
1
9
ペ
ー
ジ
﹈  

1 

「
便
所
飯
」　

「
便
所
飯
」
と
は
、「
昼
休
み
に
一
緒
に
食
事
を
す
る
相
手
の
い
な
い
学
生
が
、
ひ
と
り
で
い
る
姿
を
周
囲

に
見
ら
れ
な
い
よ
う
、
ト
イ
レ
の
個
室
に
こ
も
っ
て
食
事
を
取
る
」
こ
と
を
指
す
。
こ
の
言
葉
が
最
初
に
使
わ
れ
た
の

が
い
つ
か
は
正
確
に
は
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
二
〇
〇
五
〜
〇
六
年
頃
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
学
生
間
で
ス
ラ
ン
グ

と
し
て
使
わ
れ
出
し
た
と
い
わ
れ
る
。
本
文
が
「
朝
日
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
の
が
二
〇
〇
八
年
八
月
三
〇
日
。
そ
の

後
、
二
〇
〇
九
年
七
月
六
日
の
朝
日
新
聞
夕
刊
一
面
ト
ッ
プ
に
、「
友
達
い
な
く
て
便
所
飯
？
『
一
人
で
食
べ
る
姿
、
見

ら
れ
た
く
な
い
』」
と
い
う
記
事
が
、ト
イ
レ
の
個
室
で
便
座
に
腰
か
け
て
お
に
ぎ
り
の
よ
う
な
も
の
を
ぱ
く
つ
い
て
い

る
イ
ラ
ス
ト
と
共
に
掲
載
さ
れ
、
翌
日
の
Ｔ
Ｖ
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
な
ど
で
も
取
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
現
象
の
審
議
も
含

め
て
話
題
と
な
っ
た
。「
朝
日
新
聞
」
で
は
、二
〇
〇
九
年
に
法
政
大
学
の
尾
木
直
樹
教
授
（
当
時
）
が
大
学
生
四
百
人

を
対
象
に
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
二
〜
三
％
の
回
答
者
が
「
便
所
飯
」
の
経
験
が
あ
る
と
答
え

て
い
る
こ
と
を
報
じ
た
。
そ
の
後
も
た
び
た
び
調
査
が
行
わ
れ
、
サ
ン
リ
フ
レ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
が
二
〇
一
三
年
一

月
か
ら
二
月
に
か
け
て
行
っ
た
調
査
で
は
、
回
答
し
た
二
四
五
九
人
の
う
ち
、
自
宅
ま
た
は
学
校
、
会
社
な
ど
の
公
共

の
ト
イ
レ
で
食
事
し
た
経
験
が
あ
る
人
は
全
体
で
一
二
％
で
、内
訳
と
し
て
は
二
〇
代
が
一
九
％
。
三
〇
代
が
一
三
％
、

一
〇
代
が
一
一
％
と
い
う
順
位
に
な
っ
た
。
二
〇
代
の
「
便
所
飯
経
験
者
」
は
女
性
が
八
〇
％
と
圧
倒
的
に
高
く
、
公

共
ト
イ
レ
で
の
経
験
者
も
多
か
っ
た
。
便
所
飯
の
扱
い
や
可
否
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
る
が
、「
便
所
飯
」

と
い
う
行
為
が
一
定
数
存
在
す
る
こ
と
は
認
知
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
。

3 

（
語
句
）
真
偽
の
ほ
ど　

真
実
か
虚
偽
（
う
そ
）
か
と
い
う
具
合
。「
真
偽
の
ほ
ど
は
疑
わ
し
い
」
の
よ
う
に
、や
や
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
表
現
と
し
て
使
わ
れ
る
。

3 

都
市
伝
説　

都
市
化
の
進
ん
だ
現
代
に
お
い
て
口
承
さ
れ
て
い
る
話
。
出
所
が
明
確
で
な
く
、多
く
の
人
に
広
ま
っ
て

い
る
噂
話
で
あ
る
。
事
実
無
根
な
場
合
が
多
い
。「
都
市
伝
説
」
と
い
う
言
葉
が
日
本
に
登
場
し
た
の
は
一
九
八
八
年
、

論点を明確にする　若者に友達プレッシャー  56

Ｊ
・
Ｈ
・
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
『
消
え
る
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
カ
ー
』
内
に
登
場
す
る
「U

rban Legend

」
と
い
う
造
語
の
訳
語
だ

と
さ
れ
て
い
る
。
翻
訳
し
た
の
は
民
俗
学
者
の
大
月
隆
寛
、
重
信
幸
彦
で
あ
っ
た
。

〈
板
書
例
〉

便
所
飯
の
話

　
「
便
所
飯
」
と
は
…
…
学
生
の
話　
　
　

都
市
伝
説
？
↓
本
当
に
あ
る

　
　
　

ひ
と
り
で
い
る
姿
を
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
。

　
　
　
　

↓
「
わ
か
る
」　
「
友
達
の
い
な
い
寂
し
い
人
と
見
ら
れ
る
の
が
耐
え
ら
れ
な
い
」

指
導
の
要
点

・
タ
イ
ト
ル
と
の
関
係
で
筆
者
が
何
を
問
題
と
し
て
い
る
の
か
を
捉
え
る
。
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発
問
・
脚
問

﹇
2
0
ペ
ー
ジ
﹈  

問　

大
学
内
で
は
一
人
で
昼
食
を
食
べ
る
こ
と
が
耐

え
ら
れ
ず
に
便
所
飯
を
す
る
学
生
が
、「
大
学
か
ら

離
れ
た
街
中
の
飲
食
店
で
あ
れ
ば
一
人
で
食
べ
る

の
も
苦
に
な
ら
な
い
」（
1
）の
は
な
ぜ
か
。

答　

・
若
者
た
ち
が
恐
れ
て
い
る
の
は
一
人
で
い
る

こ
と
自
体
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
こ
に
向
け
ら

れ
る
ピ
ア
・
グ
ル
ー
プ
（
同
輩
集
団
）
の
視

線
で
あ
る
か
ら
。

　
　

・
若
者
た
ち
が
恐
れ
て
い
る
の
は
、
友
達
が
い

な
い
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
友
達
が
い
な
い
よ

う
に
周
り
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
だ
か
ら
。

問　
「
友
達
が
い
な
い
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
は
耐
え

ら
れ
な
い
」（
10
）若
者
た
ち
に
は
ど
ん
な
特
徴
が

あ
る
か
。

答　
「
自
分
の
ふ
る
ま
い
が
場
違
い
で
は
な
い
か
」と

気
に
か
け
、「
何
か
す
る
と
き
に
は
人
の
目
を
考

慮
」
し
、「
友
達
と
意
見
が
食
い
違
っ
た
ら
相
手
に

話
を
合
わ
せ
る
」
傾
向
が
強
い
。
自
分
自
身
の
気

持
ち
や
感
情
よ
り
も
、周
囲
の
雰
囲
気
に
合
わ
せ
、

空
気
を
読
む
傾
向
が
強
い
。

問　
「
空
気
を
読
む
」（
13
）と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

答　

そ
の
場
の
雰
囲
気
を
察
知
し
て
、
暗
黙
の
う
ち

に
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
把
握
し
、
そ
の
通
り

に
行
動
す
る
こ
と
。

解
説　

日
本
の
若
者
は
、
自
分
自
身
の
考
え
や
気
持

●
第
二
段
（
20
・
1
「
か
と
い
っ
て
…
」
〜
20
・
15
「
…
な
り
が
ち
だ
。」）
の
要
旨

人
間
関
係
に
神
経
を
つ
か
う
若
者
た
ち

　

若
者
た
ち
へ
の
調
査
デ
ー
タ
を
見
る
と
、
若
者
た
ち
が
恐
れ
て
い
る
の
は
、
一
人
で
い
る
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
そ

こ
に
向
け
ら
れ
る
ピ
ア
・
グ
ル
ー
プ
（
同
輩
集
団
）
の
視
線
だ
。
そ
の
視
線
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
の
中
で
若
者
た
ち
は

人
間
関
係
に
か
な
り
神
経
を
つ
か
っ
て
い
る
。

﹇
2
0
ペ
ー
ジ
﹈  

2 

私
が
昨
年
十
月
に
、二
十
〜
四
十
代
の
男
女
約
千
人
を
対
象
に
行
っ
た
人
間
関
係
に
関
す
る
意
識
調
査　

該
当
の
調
査

に
つ
い
て
は
未
詳
だ
が
、
辻
氏
は
同
様
の
調
査
を
こ
の
時
期
何
度
か
行
っ
て
い
て
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
日
付
「
友
だ

ち
が
い
な
い
と
見
ら
れ
る
こ
と
の
不
安
」（「
月
刊
少
年
育
成
」
五
四
巻
一
号
）
で
は
、
二
〇
〇
八
年
十
一
月
に
行
っ
た

一
〇
七
三
人
規
模
の
調
査
で
、「『
一
人
で
い
る
』
こ
と
よ
り
、『
友
だ
ち
が
い
な
い
よ
う
に
見
ら
れ
る
』
こ
と
を
耐
え
が

た
く
感
じ
て
い
る
割
合
が
高
い
。」
と
い
う
結
果
を
得
た
と
し
て
い
る
。

8 

ピ
ア
・
グ
ル
ー
プ
（
同
輩
集
団
）　

年
齢
・
社
会
的
立
場
・
境
遇
な
ど
が
ほ
ぼ
同
じ
人
た
ち
で
構
成
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
。

ピ
ア
（peer

）
は
、
同
等
（
同
格
）
の
人
、
同
僚
、
貴
族
・
上
院
議
員
な
ど
の
意
味
を
も
つ
英
語
。
ピ
ア
・
グ
ル
ー
プ

と
い
う
言
葉
と
し
て
は
、
主
に
児
童
期
に
典
型
的
に
現
れ
る
友
人
関
係
の
あ
り
方
と
す
る
の
が
一
般
的
で
、
同
輩
集
団

や
仲
間
集
団
と
も
言
う
。
日
本
で
は「
同
じ
よ
う
な
立
場
の
人
に
よ
る
サ
ポ
ー
ト
」と
い
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
る「
ピ

ア
サ
ポ
ー
ト
」
が
最
近
よ
く
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

8 

同
輩　

年
齢
、
経
歴
、
地
位
な
ど
の
同
じ
者
。
学
校
で
は
同
じ
学
年
ど
う
し
を
指
す
こ
と
が
多
く
、
社
会
で
は
就
職
時

期
が
同
じ
だ
っ
た
り
、
同
じ
地
位
だ
っ
た
り
す
る
同
僚
に
関
し
て
使
わ
れ
る
言
葉
。
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
の
場
合
は
、
が
ん

や
犯
罪
被
害
な
ど
、
同
じ
よ
う
な
体
験
を
し
た
人
ど
う
し
の
好
ま
し
い
関
係
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
文

の
場
合
は
、
学
校
や
大
学
で
の
「
同
質
な
仲
間
」
と
い
う
意
味
合
い
で
使
わ
れ
て
い
る
。

11 

（
語
句
）
場
違
い　

「
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
」
の
意
。「
本
場
の
産
で
な
い
こ
と
」
の

意
で
用
い
る
こ
と
も
あ
る
。

13 

空
気
を
読
む　

「
そ
の
場
の
雰
囲
気
か
ら
状
況
を
推
察
す
る
。
特
に
、
そ
の
場
で
自
分
が
何
を
す
べ
き
か
、
す
べ
き
で

な
い
か
や
、
相
手
の
し
て
欲
し
い
こ
と
、
し
て
欲
し
く
な
い
こ
と
を
憶
測
し
て
判
断
す
る
」
こ
と
。『
実
用
日
本
語
表
現

辞
典
』
に
よ
れ
ば
、「
そ
の
場
の
雰
囲
気
を
察
す
る
こ
と
、
暗
黙
の
う
ち
に
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
把
握
し
て
履
行
す

る
こ
と
、
な
ど
を
意
味
す
る
表
現
」。
二
〇
〇
七
年
頃
、「
空
気
読
め
な
い
」
を
「
Ｋ
Ｙ
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
流
行
し
、
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ち
と
は
違
っ
て
も
、
そ
の
場
の
雰
囲
気
を
優
先
す

る
傾
向
を
も
つ
こ
と
を
確
認
す
る
。
主
体
性
を
奪

わ
れ
、
苦
し
む
可
能
性
に
つ
い
て
も
気
づ
く
と
よ

い
。

そ
の
ま
ま
定
着
し
た
感
が
あ
る
。
稲
増
龍
夫
・
法
政
大
学
教
授
（
当
時
）
は
、
二
〇
〇
八
年
版
『
知
恵
蔵
』
の
中
で
、

「
現
代
に
お
い
て
は
『
場
の
空
気
』
を
瞬
時
に
読
み
取
る
状
況
判
断
能
力
が
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
が
、

過
度
に
な
る
と
『
主
体
性
を
喪
失
し
周
囲
に
迎
合
す
る
』
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
も
問
題
で
あ
る
。
あ
る
意
味
、
集
団
同

調
圧
力
が
強
い
日
本
社
会
な
ら
で
は
の
問
題
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

〈
板
書
例
〉

若
者
の
意
識
調
査
結
果

　
筆
者
が
行
っ
た
意
識
調
査
　
…
千
人
規
模

　
　
若
者
が
恐
れ
る
の
は

　
　
　
　
←

　
　
　
　
×
一
人
で
い
る
こ
と

　
　
　
　
○
友
達
が
い
な
い
こ
と
へ
向
け
ら
れ
る
ピ
ア
・
グ
ル
ー
プ
（
同
輩
集
団
）
の
視
線
。

指
導
の
要
点

・
筆
者
が
、
自
身
の
調
査
を
ふ
ま
え
て
、
ど
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
る
か
を
捉
え
る
。
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発
問
・
脚
問

﹇
2
1
ペ
ー
ジ
﹈  

問　
「
人
間
関
係
へ
の
敏
感
な
気
づ
か
い
は
、そ
れ
じ

た
い
が
悪
い
こ
と
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」（
1
）

の
は
な
ぜ
か
。

答
　
人
間
関
係
に
敏
感
な
人
は
、
募
金
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
へ
の
参
加
な
ど
に
積
極
的
で
、
そ
れ

ら
は
他
者
へ
の
気
づ
か
い
の
現
れ
で
も
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
。

問　
「
人
間
関
係
へ
の
敏
感
な
気
づ
か
い
」（
1
）が
悪

く
作
用
す
る
例
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
か
。

答
　
過
度
な
ま
で
の
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
は
た
ら

く
こ
と
。

問　
「
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」（
4
）と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
。

答
　
・「
ま
と
も
な
人
間
で
い
る
た
め
に
は
友
達
が

い
な
い
と
い
け
な
い
」
と
い
う
圧
力
。

　
　
・「
友
達
と
う
ま
く
や
っ
て
い
く
た
め
に
、何
で

も
友
達
に
合
わ
せ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
」
と
い
う
圧
力
。

解
説

　
本
文
で
は
「
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」
に
つ
い

て
改
め
て
定
義
は
し
て
い
な
い
の
で
、
解
答
例
の

よ
う
に
い
く
つ
か
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。「
友

達
が
い
な
い
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
は
耐
え
ら
れ
な

い
」
と
い
う
こ
と
か
ら
は
前
者
の
答
え
が
、「
友
達

と
意
見
が
食
い
違
っ
た
ら
、
相
手
に
話
を
合
わ
せ

●
第
三
段
（
21
・
1
「
こ
う
し
た
…
」
〜
21
・
15
「
…
残
さ
れ
て
い
な
い
。」）
の
要
旨

問
題
は
過
度
な
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

　
人
目
を
気
に
す
る
伝
統
的
な
日
本
社
会
の
あ
り
方
が
、
物
質
的
豊
か
さ
が
達
成
さ
れ
て
人
間
関
係
に
シ
フ
ト
し
た

の
だ
。
高
校
ま
で
の
間
は
同
輩
集
団
に
閉
ざ
さ
れ
、
苛
烈
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
と
な
っ
て
い
る
。

﹇
2
1
ペ
ー
ジ
﹈  

1 

人
間
関
係
へ
の
敏
感
な
気
づ
か
い
は
そ
れ
じ
た
い
が
悪
い
こ
と
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い　

こ
こ
ま
で
の
例
を
見
る
と
、

自
分
の
考
え
や
気
持
ち
を
表
出
す
る
こ
と
な
く
周
囲
の
雰
囲
気
に
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
主
体
性
の
欠
如
を
感
じ
さ
せ
、

そ
れ
自
体
が
苦
し
み
を
生
み
出
し
、
好
ま
し
く
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
筆
者
は
、「
友
達
が
い
な
い
よ
う

に
見
ら
れ
る
の
は
耐
え
ら
れ
な
い
」
者
は
、
募
金
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
参
加
に
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、「
こ

れ
も
ま
た
、
他
者
へ
の
気
づ
か
い
の
現
れ
の
一
つ
だ
ろ
う
」
と
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。
確
か
に
募
金
や
無
償
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
、
自
分
自
身
の
利
害
や
自
分
自
身
に
関
わ
る
こ
と
よ
り
も
他
者
の
利
益
を
優
先
す
る
考
え
方
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
は
「
他
者
へ
の
気
づ
か
い
」
と
も
言
え
る
。
一
方
で
、
自
分
よ
り
も
他
者
を
優
先
す
る
場
合
、「
自
分

の
当
面
の
利
益
よ
り
も
、
今
困
っ
て
い
る
他
者
の
利
益
を
優
先
さ
せ
る
」
と
い
う
信
念
に
基
づ
い
て
行
動
し
て
い
る
場

合
と
、
た
だ
自
分
自
身
よ
り
も
場
の
雰
囲
気
や
他
者
の
感
情
を
優
先
し
て
し
ま
う
場
合
と
で
は
、
決
定
的
な
違
い
が
あ

る
。
こ
の
違
い
に
関
し
て
本
文
で
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
「
主
体
性
」
と
い
う
問
題
に
属
し
、
今
回
の
問
題
と

密
接
で
は
あ
る
が
今
回
は
別
の
問
題
と
し
て
扱
う
こ
と
に
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

4 

問
題
は
、
そ
の
敏
感
さ
ゆ
え
に
、
過
度
な
ま
で
の
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
は
た
ら
き
か
ね
な
い
こ
と
に
あ
る　

本
文
の

タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
「
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」
と
い
う
言
葉
が
こ
こ
で
初
め
て
出
て
く
る
。
筆
者
の
ス
タ
ン
ス

は
、
周
囲
に
合
わ
せ
る
こ
と
に
神
経
を
す
り
減
ら
す
若
者
の
姿
を
、「
彼
ら
の
主
体
性
の
欠
如
」
と
い
う
個
人
の
責
任
に

帰
す
の
で
は
な
く
、「
過
度
な
ま
で
の
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
は
た
ら
き
か
ね
な
い
」
と
い
う
社
会
的
現
象
と
し
て
捉
え

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
個
人
個
人
の
性
質
や
能
力
に
帰
す
自
己
責
任
論
で
は
構
造
的
な
社
会
問
題
は
解
決
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
貧
困
問
題
や
健
康
問
題
、
差
別
に
関
わ
る
問
題
な
ど
で
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
個
別
に

見
れ
ば
個
人
的
な
努
力
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る

│
あ
る
い
は
解
決
す
べ
き

│
問
題
に
見
え
て
も
、
そ
れ
が
大
き
な

構
造
的
問
題
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
構
造
自
体
を
見
つ
め
、
分
析
し
て
解
決
策
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
方
向
性
で
の
解
決
策
の
提
言
は
、
最
終
段
落
で
も
行
わ
れ
る
。

6 

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー　

元
々
「
圧
力
」
の
意
味
で
、
物
理
的
用
語
で
あ
る
が
、
広
く
心
理
的
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
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る
」
な
ど
か
ら
後
者
の
答
え
が
導
か
れ
る
。
後
者

は
仲
た
が
い
に
よ
り
友
達
を
失
う
こ
と
を
お
そ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
者
の
答
え
の
ほ
う
が
よ
り

根
源
的
だ
と
言
え
る
。

問　
「
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
強
く
は
た
ら
く
よ
う
に

な
っ
た
」（
6
）の
は
な
ぜ
か
。

答　

高
度
経
済
成
長
期
に
は
人
々
の
見
る
目
へ
の
関

心
は
物
質
的
な
も
の
に
関
心
が
集
ま
っ
て
い
た

が
、
物
質
的
な
豊
か
さ
が
満
た
さ
れ
る
と
、
今
度

は
よ
り
身
近
な
人
間
関
係
に
よ
っ
て
生
活
の
満
足

度
や
幸
福
感
が
左
右
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
人
々

の
意
識
の
向
か
う
先
が
人
間
関
係
に
シ
フ
ト
し
た

か
ら
。

脚
問　
「
二
重
の
意
味
で
疎
外
さ
れ
る
」（
14
）と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
。

答　

友
達
が
い
な
い
こ
と
で
人
間
関
係
か
ら
疎
外
さ

れ
る
だ
け
で
な
く
、「
友
達
の
い
な
い
変
な
人
」
と

い
う
視
線
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
疎
外

さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

解
説　

高
校
ま
で
の
学
校
の
中
で
は
、
学
級
を
中
心

と
し
た
同
輩
の
中
に
人
間
関
係
が
閉
ざ
さ
れ
る
た

め
、
そ
の
中
で
友
達
が
作
れ
な
い
と
、
孤
独
に
な

る
だ
け
で
な
く
、「
普
通
の
人
」
と
い
う
世
界
か
ら

も
は
じ
か
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
二
重
の
疎
外
状

態
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

6 

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
強
く
は
た
ら
く
よ
う
に
な
っ
た
の
か　

評
論
な
ど
で
は
し
ば
し
ば
、問
題
を
提
示

し
て
そ
れ
を
追
究
す
る
形
式
で
文
章
を
進
め
て
い
く
形
式
を
と
る
。
本
文
で
は
、
こ
こ
で
唯
一
の
疑
問
文
形
式
の
文
を

登
場
さ
せ
、
こ
こ
か
ら
因
果
関
係
を
追
い
か
け
て
考
察
を
深
め
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

6 

人
目
を
気
に
す
る
こ
と
自
体
は
、以
前
か
ら
日
本
社
会
の
特
徴
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ　

今
ま
で
述
べ
て
き
た
人
の
目

を
気
に
し
、
周
囲
へ
の
気
づ
か
い
に
追
わ
れ
る
生
き
方
自
体
は
、
日
本
社
会
の
特
徴
と
し
て
古
く
か
ら
言
わ
れ
て
き
た
。

「
郷
に
入
っ
て
は
郷
に
従
え
」
や
「
出
る
杭
は
打
た
れ
る
」
な
ど
、
個
人
よ
り
も
集
団
を
優
先
し
、
い
わ
ゆ
る
同
調
圧
力

の
強
い
あ
り
方
は
、
伝
統
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。　

7 

高
度
経
済
成
長
期　

主
に
一
九
五
〇
年
代
半
ば
か
ら
一
九
七
三
年
ま
で
の
期
間
。特
に
一
九
六
〇
年
代
の
日
本
の
経
済

成
長
率
が
年
平
均
一
〇
％
を
超
え
、
当
時
世
界
に
類
の
な
い
急
速
な
経
済
成
長
を
遂
げ
た
こ
と
を
い
う
。
石
炭
か
ら
石

油
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
変
換
、
池
田
勇
人
内
閣
〈
所
得
倍
増
〉
計
画
に
始
ま
り
、
合
成
繊
維
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
家
庭
電

器
な
ど
の
技
術
革
新
、
石
油
化
学
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
な
ど
大
型
化
・
集
中
化
が
進
行
し
、
自
家
用
車
の
普
及
や
、
ス
ー
パ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
の
流
通
革
命
も
進
ん
だ
。
所
得
向
上
は
家
庭
電
化
な
ど
経
済
的
に
豊
か
な
国
民
生
活
を
も
た
ら
し
た

一
方
で
、
物
価
上
昇
、
大
都
市
圏
の
過
密
と
農
村
な
ど
の
過
疎
、
そ
し
て
公
害
な
ど
負
の
遺
産
も
生
じ
さ
せ
る
結
果
と

な
っ
た
。

10 

意
識
の
向
か
う
先
が
人
間
関
係
に
シ
フ
ト
す
る
の
だ　

高
度
経
済
成
長
期
に
は
、物
質
的
豊
か
さ
が
幸
福
の
基
準
と
し

て
作
用
し
、
家
電
や
車
な
ど
を
も
つ
こ
と
、
持
ち
家
に
住
む
こ
と
な
ど
が
関
心
の
中
心
だ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
八
〇

年
代
後
半
あ
た
り
か
ら
物
質
的
欲
求
は
次
第
に
飽
和
へ
と
向
か
い
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
バ
ブ
ル
景
気
の
終
焉
に

よ
っ
て
日
本
の
経
済
的
優
位
が
揺
ら
ぐ
の
に
伴
っ
て
、
精
神
的
欲
求
へ
と
意
識
の
中
心
が
シ
フ
ト
し
た
。
そ
こ
で
欲
求

の
中
心
と
な
っ
て
き
た
の
が
、
人
間
関
係
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

11 

特
に
高
校
ま
で
の
間
は
、
学
級
を
中
心
と
し
た
同
輩
集
団
の
中
に
閉
ざ
さ
れ
、
苛
烈
な
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
と
化

す　

豊
か
さ
の
欲
求
の
中
心
が
人
間
関
係
に
向
か
う
と
、
い
か
に
自
分
の
周
り
に
豊
か
な
人
間
関
係
を
構
築
し
て
い
る

か
が
関
心
の
中
心
と
な
る
。
ど
れ
だ
け
多
く
の
広
範
な
友
人
た
ち
と
、
い
か
に
良
好
な
人
間
関
係
を
築
け
て
い
る
か
ど

う
か
が
幸
せ
の
尺
度
と
な
り
、
友
達
作
り
が
絶
対
に
失
敗
で
き
な
い
過
酷
な
試
練
と
な
る
。

14 

二
重
の
意
味
で
疎
外
さ
れ
る
の
で
あ
る　

「
疎
外
」
と
は
、「
疎
ん
じ
、
仲
間
外
れ
に
す
る
こ
と
」
の
意
で
、「
二
重
の

意
味
」
と
は
、
友
達
が
い
な
い
こ
と
に
よ
り
人
間
関
係
か
ら
疎
外
さ
れ
、
さ
ら
に
、
た
だ
孤
独
な
だ
け
で
な
く
「
友
達

の
い
な
い
変
な
人
」
と
い
う
周
囲
か
ら
の
蔑
み
の
ま
な
ざ
し
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
で
「
友
達
の
い
る
普
通
な
世
界
」
か

ら
も
疎
外
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
指
す
。
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14 
そ
の
視
線
か
ら
逃
れ
る
場
所
は
、
そ
れ
こ
そ
ト
イ
レ
の
個
室
く
ら
い
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い　

「
そ
の
視
線
」
と
は
、

先
述
の
「
二
重
の
意
味
」
で
の
「
疎
外
」
を
も
た
ら
す
「
同
輩
集
団
」
の
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
の
視
線
で
あ
る
。
日
本

の
伝
統
的
な
「
人
目
を
気
に
す
る
」
こ
と
は
、
時
代
と
と
も
に
人
間
関
係
に
関
心
の
中
心
が
移
り
、
同
年
齢
の
同
輩
集

団
の
中
で
友
達
を
つ
く
る
こ
と
に
失
敗
す
る
と
「
友
達
の
い
な
い
変
な
人
」
と
い
う
視
線
に
苛
ま
れ
る
。
同
輩
集
団
は

学
校
の
同
年
齢
集
団
の
中
に
常
に
周
り
に
い
て
互
い
を
監
視
す
る
視
線
と
な
り
、
学
校
内
で
そ
の
視
線
か
ら
逃
れ
ら
れ

る
場
所
は
「
ト
イ
レ
の
個
室
」
く
ら
い
し
か
な
い
、
と
い
う
の
だ
。
近
年
、
若
者
の
「
居
場
所
」
や
人
間
関
係
か
ら
の

避
難
場
所（
ア
ジ
ー
ル
）の
必
要
性
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、学
校
の
中
で
も
盗
難
や
い
じ
め
の
防
止
、

外
部
か
ら
の
不
審
者
侵
入
対
策
と
し
て
職
員
の
巡
回
や
監
視
カ
メ
ラ
が
導
入
さ
れ
る
な
ど
、
視
線
の
届
か
な
い
場
所
が

減
少
し
て
お
り
、人
目
を
気
に
せ
ず
に
い
ら
れ
る
場
所
は
そ
れ
こ
そ
「
ト
イ
レ
の
個
室
く
ら
い
」
な
の
も
事
実
で
あ
る
。

〈
板
書
例
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
れ
自
体
は
悪
く
な
い

　

◀
他
者
へ
の
気
づ
か
い
の
現
れ

気
に
す
る
人　

…
募
金
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
に
は
積
極
的

　

◀
な
ぜ
？　

以
前
か
ら
の
日
本
社
会
の
特
徴
：「
人
目
を
気
に
す
る
」

…
高
度
経
済
成
長
期　

↓
生
活
の
満
足
感
・
幸
福
感
・
物
質
的
豊
か
さ
達
成

　

◀
身
近
な
人
間
関
係　

人
間
関
係
の
人
目
へ
の
関
心
が
高
ま
る　

＝
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

…
特
に
高
校
ま
で　

同
輩
集
団
に
閉
ざ
さ
れ
る

　

↓
そ
の
中
で
友
達
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。　

失
敗
す
る
と
「
二
重
の
疎
外
」

指
導
の
要
点

・
取
り
あ
げ
た
問
題
に
対
す
る
筆
者
の
考
え
と
そ
の
根
拠
を
捉
え
る
。

友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

論点を明確にする　若者に友達プレッシャー  62

発
問
・
脚
問

﹇
2
2
ペ
ー
ジ
﹈  

問　

筆
者
が
「
今
、必
要
な
の
は
」（
1
）と
し
て
述
べ

て
い
る
こ
と
を
整
理
せ
よ
。

答　

子
ど
も
た
ち
若
者
た
ち
が
、
同
輩
集
団
以
外
の

多
様
な
関
係
を
取
り
結
べ
る
環
境
を
整
え
て
い
く

こ
と
。

解
説　

読
解
問
題
と
し
て
は
至
っ
て
簡
単
な
問
い
だ

が
、
語
句
の
解
説
に
も
あ
る
よ
う
に
、
個
人
の
努

力
で
は
な
く
環
境
を
整
え
る
こ
と
を
解
決
策
だ
と

し
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
せ
た
い
。

脚
問　
「
ト
イ
レ
の
個
室
に
代
わ
る
居
場
所
」（
4
）と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

答　

同
輩
集
団
か
ら
の
苛
烈
な
「
友
だ
ち
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
」
か
ら
逃
れ
、
そ
れ
以
外
の
集
団
と
多
様

な
関
係
を
取
り
結
べ
る
場
所
の
こ
と
。

解
説　
「
そ
の
視
線
か
ら
逃
れ
る
場
所
は
、そ
れ
こ
そ

ト
イ
レ
の
個
室
く
ら
い
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
」

（
21
・
14
〜
15
）
と
あ
り
、「
ト
イ
レ
の
個
室
」
は

「
そ
の
視
線
」
か
ら
の
避
難
所
（
＝
ア
ジ
ー
ル
）
で

あ
る
。
で
は
、「
そ
の
視
線
」
と
は
何
か
。
友
達
の

い
な
い
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
を
「
友
達
の
い
な
い
変
な

人
」
と
烙
印
を
押
し
て
排
除
す
る
よ
う
な
視
線
で

あ
る
。
つ
ま
り
「
同
輩
集
団
か
ら
の
苛
烈
な
友
達

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
の
視
線
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

●
第
四
段
（
22
・
1
「
今
、
必
要
な
の
は
…
」
〜
終
わ
り
）
の
要
旨

若
者
に
必
要
な
こ
と

　

今
若
者
に
必
要
な
の
は
、
同
輩
集
団
以
外
の
多
様
な
関
係
を
取
り
結
べ
る
環
境
を
整
え
て
い
く
こ
と
だ
。

﹇
2
2
ペ
ー
ジ
﹈  

1 

今
、
必
要
な
の
は
、
子
ど
も
た
ち
若
者
た
ち
が
、
同
輩
集
団
以
外
の
多
様
な
関
係
を
取
り
結
べ
る
環
境
を
整
え
て
い
く

こ
と
で
は
な
い
か　

「
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」
や
「
便
所
飯
」
の
解
決
策
と
し
て
子
ど
も
た
ち
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ス
キ
ル
の
向
上
を
強
い
る
の
で
は
な
く
、
閉
鎖
的
、
相
互
監
視
的
「
同
輩
集
団
」
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
の
解

放
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、筆
者
が
社
会
（
大
人
）
に
求
め
て
い
る
の
は
「
環

境
の
整
備
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

4 

社
会
は
広
い
。
そ
こ
に
は
ト
イ
レ
の
個
室
に
代
わ
る
居
場
所
が
、誰
に
と
っ
て
も
必
ず
あ
る
は
す
だ　

同
輩
集
団
以
外

の
例
と
し
て
あ
が
っ
て
い
る
の
は
「
一
人
暮
ら
し
の
お
年
寄
り
」、「
長
期
入
院
の
子
ど
も
」
で
あ
る
。
彼
ら
は
社
会
の

中
に
お
い
て
「
多
数
派
」
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
な
い
人
、
つ
ま
り
、
同
輩
・
同
質
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
の
外
に
い
る
人
た

ち
で
あ
る
。
も
し
も
、
例
が
「
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
で
成
功
し
た
若
い
実
業
家
」
だ
っ
た
り
、「
外
国
で
環
境
保
全
の
た
め

に
活
躍
す
る
国
際
機
関
の
メ
ン
バ
ー
」
だ
っ
た
り
し
た
場
合
、
社
会
的
に
は
「
多
数
派
」
に
属
す
る
人
で
あ
り
、
人
間

関
係
の
範
囲
は
広
が
っ
て
も
、
子
ど
も
た
ち
若
者
た
ち
の
「
同
輩
視
線
」
か
ら
の
解
放
に
は
な
ら
な
い
。
も
う
一
つ
注

意
し
た
い
の
が
、
筆
者
は
、
子
ど
も
や
若
者
が
「
一
人
暮
ら
し
の
お
年
寄
り
」
や
「
長
期
入
院
の
子
ど
も
」
を
自
分
よ

り
も
弱
い
人
間
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
で
「
人
に
認
め
ら
れ
必
要
と
さ
れ
る
」
と
考
え
、
居
場
所
を
見
い
だ
す
と
考
え

て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
自
分
た
ち
の
い
る
狭
い
世
界
に
対
し
て
外
か
ら
の
視

線
を
投
げ
て
く
れ
る
存
在
、「
社
会
の
広
さ
」
を
提
示
し
て
く
れ
る
存
在
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
し
っ
か
り

押
さ
え
て
お
き
た
い
。

指
導
の
要
点

・
本
文
の
論
理
展
開
を
ふ
ま
え
て
筆
者
の
提
言
の
内
容
を
捉
え
る
。
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「
学
習
活
動
」「
情
報
を
整
理
す
る
た
め
に
」
の
解
説

（
18
ペ
ー
ジ
）

！　

も
し
、
自
分
が
ラ
ジ
オ
番
組
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
だ
っ
た
と
し
て
、
次
の
文

章
の
よ
う
な
投
稿
が
あ
っ
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
ま
す
か
。
考
え
て
み

よ
う
。

！　

書
い
た
コ
メ
ン
ト
を
読
み
合
い
、
自
分
が
投
稿
者
だ
っ
た
ら
納
得
で
き
る
と
思

え
る
も
の
を
選
ん
で
み
よ
う
。

【
ね
ら
い
】

　

本
単
元
の
教
材
で
共
通
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
話
題
で
あ
る
「
他
者
」
と
の
関
係

に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、「
若
者
に
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」、「
自
分
を
捉
え

直
す
」、「
他
者
を
理
解
す
る
」
の
読
解
や
学
習
活
動
に
向
け
て
の
構
え
を
つ
く
る
こ
と
を

ね
ら
い
と
し
て
い
る
。

【
解
説
】

　

単
元
全
体
の
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、単
元
末
の
「
書
く
」

教
材
で
あ
る
「
情
報
を
整
理
す
る
」
と
連
動
し
た
内
容
に
も
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
こ
で
扱
っ
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
元
全
体
の
学
習
を
駆
動
し
て
い
く
役
割
を
も
っ

た
活
動
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
活
動
を
行
う
こ
と
で
、
教
科
書
が
「
三
つ
の
『
読
む
』
教

材
＋
一
つ
の
『
書
く
』
教
材
」
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
単
元
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
、
学
習
者
と
と
も
に
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
の
活
動
で
あ
り
、
内
容
的
に
も
交
流
を
行
い
な
が
ら
進
め
る
か

ど
う
か
は
判
断
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ま
り
時
間
を
割
か
ず

に
軽
い
扱
い
と
し
て
教
材
文
に
接
続
す
る
と
よ
い
だ
ろ
う
。

学
習
活
動
1　
「
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
ま
と
め
よ
う
。

【
ね
ら
い
】

　

タ
イ
ト
ル
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
「
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」
の
概
念
を
つ
か
む
こ
と
で
、

文
章
の
主
題
を
的
確
に
捉
え
、
文
章
の
論
点
を
明
確
に
す
る
力
を
つ
け
る
。

【
解
答
例
】

　

友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、「
友
達
が
い
な
い
よ
う

に
見
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
、
も
う
一
つ
は
「
空

気
を
読
み
、
友
達
に
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
で
あ
る
。

【
解
説
】

　

通
常
、
キ
ー
概
念
と
な
る
言
葉
は
繰
り
返
し
本
文
中
に
現
れ
、
定
義
が
説
明
さ
れ
た
後

で
具
体
例
が
提
示
さ
れ
て
説
明
さ
れ
て
い
く
が
、「
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」
は
本
文
に
二
回

（
21
・
4
、
12
）
し
か
現
れ
な
い
。
ま
た
、「
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」
の
概
念
は
、「
友
達
プ

レ
ッ
シ
ャ
ー
と
は
…
」
と
い
う
形
で
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
文
脈
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が

必
要
と
な
る
。

　

本
文
中
で
目
に
つ
く
の
は
「
友
達
が
い
な
い
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
は
耐
え
ら
れ
な
い
」

と
い
う
趣
旨
の
表
現
だ
。「
友
達
の
い
な
い
寂
し
い
人
に
見
ら
れ
そ
う
で
と
て
も
耐
え
ら
れ

な
い
」（
19
・
5
）、「
友
達
が
い
な
い
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
は
耐
え
ら
れ
な
い
」（
20
・
5
、

10
、
21
・
2
）
と
四
回
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
の
中
身
は
、「
友
達
は
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
で
あ
り
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
実
際
に

友
達
が
い
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、「
友
達
が
い
な
い
と
思
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
方
に
ウ

エ
イ
ト
が
あ
る
心
性
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
思
わ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
見
ら
れ
る

「
視
線
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
若
者
は
ピ
ア
・
グ
ル
ー
プ
（
同
輩
集
団
）
か

ら
の
視
線
を
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
と
し
て
感
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

た
だ
、「
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」
は
、「
友
達
が
い
な
い
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
」
だ
け
で
な
く
、「
自
分
の
ふ
る
ま
い
が
場
違
い
で
は
な
い
か
」「
何
か
す
る
と
き
に
は
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人
の
目
を
考
慮
」「
友
達
と
意
見
が
食
い
違
っ
た
ら
、
相
手
に
話
を
合
わ
せ
る
」「
友
達
の

メ
ー
ル
に
は
す
ぐ
返
信
」
な
ど
、
場
の
空
気
を
読
み
、
友
達
に
合
わ
せ
な
く
て
は
な
ら
な

い
、
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
と
し
て
も
は
た
ら
い
て
い
る
。

　

定
義
さ
れ
て
い
な
い
中
で
、「
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」
の
概
念
を
二
通
り
見
つ
け
、
関
連

づ
け
て
ま
と
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、
文
脈
を
丁
寧
に
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
学
習
活
動
で
あ
る
。
同
時
に
、「
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」
の
意
味
を
つ
か
む
こ

と
で
文
章
の
主
題
（
テ
ー
マ
）
を
的
確
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、文
章
全
体
の
論
点
が
「
友

達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」
の
存
在
と
そ
の
解
決
へ
の
提
言
で
あ
る
こ
と
が
導
か
れ
る
。

学
習
活
動
2　
「
同
輩
集
団
以
外
の
多
様
な
関
係
を
取
り
結
べ
る
環
境
を
整
え
て
い

く
こ
と
で
は
な
い
か
」（
22
・
1
）
と
言
え
る
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
し
よ
う
。

【
ね
ら
い
】

　

筆
者
の
提
言
部
分
、
つ
ま
り
筆
者
の
言
い
た
い
こ
と
（
＝
主
旨
、
ま
た
は
要
旨
）
を
つ

か
み
、
そ
の
主
張
へ
と
つ
な
が
る
論
理
構
造
を
読
み
取
る
力
を
つ
け
る
。

【
解
答
例
】

　

子
ど
も
た
ち
や
若
者
を
苦
し
め
る
「
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」
は
、
主
に
学
校
の
同
輩
集

団
と
い
う
限
ら
れ
た
完
成
性
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
中
で
人
間
関
係
を
作
っ
て
い
か
な
く
て

は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、そ
の
閉
鎖
的
な
同
輩
集
団
以
外
の
場
所
を
用
意
す
る
こ
と
で
、

同
輩
集
団
に
よ
る
均
質
な
関
係
外
の
、
多
様
な
人
間
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
と
期
待
で
き
る
か
ら
。

【
解
説
】

　

語
句
の
解
説
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
提
言
は
、
友
人
と
の
人
間
関
係
に
関
し
て
苛
烈

な
「
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」
を
感
じ
て
い
る
子
ど
も
や
若
者
た
ち
に
対
し
て
、
個
人
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
を
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
周
囲
の
人
間
が
環
境
を
整

え
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
明
示
こ
そ
し
て
い
な
い
が
、「
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」
の
生

じ
る
場
所
と
し
て
学
校
な
ど
で
の
ピ
ア
・
グ
ル
ー
プ
（
同
輩
集
団
）
を
想
定
し
て
い
る
の

で
、
そ
の
環
境
整
備
を
担
う
主
な
責
任
主
体
は
大
人
で
あ
る
。

　

本
課
題
は
、
文
章
の
内
部
論
理
だ
け
か
ら
で
は
「
今
、
必
要
な
の
は
、
同
輩
集
団
以
外

の
多
様
な
関
係
を
取
り
結
べ
る
環
境
を
整
え
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
い
う
答
え
に

必
然
的
に
導
か
れ
る
と
は
言
え
ず
、
他
の
解
決
策
が
提
示
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
ま

た
学
習
者
は
、
文
章
が
は
た
ら
き
か
け
て
い
る
相
手
が
自
分
た
ち
よ
り
も
む
し
ろ
大
人
で

あ
る
こ
と
に
気
づ
き
に
く
い
。
主
体
的
に
文
章
を
読
む
習
慣
が
つ
い
て
い
る
学
習
者
ほ
ど

そ
の
傾
向
が
あ
る
た
め
、
自
分
た
ち
で
な
く
大
人
に
環
境
を
整
備
せ
よ
と
は
た
ら
き
か
け

て
い
る
こ
の
提
言
を
、
正
し
く
読
み
取
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

し
か
し
、解
答
例
に
書
い
た
よ
う
に
、同
輩
集
団
の
均
質
性
へ
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
「
友

達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」
の
正
体
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
外
に
、
同
輩
集
団
と
は
異
な
っ
た
関

係
を
結
べ
る
集
団
を
多
様
に
用
意
で
き
れ
ば
子
ど
も
た
ち
若
者
た
ち
が
救
わ
れ
る
こ
と
が

期
待
で
き
る
の
で
、
そ
の
論
理
を
答
え
れ
ば
よ
い
、
と
し
た
。

情
報
を
整
理
す
る
た
め
に

・
筆
者
が
行
っ
た
「
人
間
関
係
に
関
す
る
意
識
調
査
」（
20
・
3
）
か
ら
、
ど
の
よ
う

な
こ
と
が
得
ら
れ
た
か
を
ま
と
め
、
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。

【
ね
ら
い
】

　

表
や
グ
ラ
フ
で
な
く
文
章
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
調
査
結
果
の
叙
述
を
、「
情
報
」
と

し
て
捉
え
、
客
観
的
に
処
理
す
る
意
識
を
養
う
。

【
解
答
例
】

調
査
概
要　

筆
者
・
辻
大
介
氏
が
二
〇
〇
七
年
十
月
に
、
二
十
〜
四
十
代
の
男
女
、
約
千

人
を
対
象
に
行
っ
た
意
識
調
査
。
う
ち
、
二
十
〜
二
十
四
歳
の
若
年
層
の
回
答
。

・「
一
人
で
部
屋
に
い
た
り
食
事
し
た
り
す
る
の
は
耐
え
ら
れ
な
い
」　

十
六
％

・「
周
り
か
ら
友
達
が
い
な
い
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
は
耐
え
ら
れ
な
い
」　

四
十
三
％

　

よ
り
高
い
年
齢
層
よ
り
も
高
い
割
合
。

得
ら
れ
た
こ
と　

若
者
た
ち
が
恐
れ
て
い
る
の
は
、
一
人
で
い
る
こ
と
自
体
よ
り
も
む
し
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ろ
、
そ
こ
に
向
け
ら
れ
る
ピ
ア
・
グ
ル
ー
プ
（
同
輩
集
団
）
の
視
線
。

　

・
若
者
た
ち
は
人
間
関
係
に
か
な
り
神
経
を
つ
か
っ
て
い
る
。

　
　

例
）「
友
達
が
い
な
い
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
が
耐
え
ら
れ
な
い
」
者
の
傾
向

　
　
「
自
分
の
ふ
る
ま
い
が
場
違
い
で
は
な
い
か
」、「
何
か
す
る
と
き
に
は
人
の
目
を

考
慮
」、「
友
達
と
意
見
が
食
い
違
っ
た
ら
、
相
手
に
話
を
合
わ
せ
る
」、「
友
達
の

メ
ー
ル
に
は
す
ぐ
返
信
」
等
あ
り
。
ま
た
、
募
金
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
参
加
に

積
極
的
。

　

・
人
間
関
係
へ
の
敏
感
な
気
づ
か
い
は
、
そ
れ
じ
た
い
が
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。

【
解
説
】

　

文
章
中
に
紹
介
さ
れ
た
調
査
結
果
を
抜
き
出
し
て
並
べ
る
だ
け
で
も
、
情
報
と
し
て
改

め
て
読
み
取
れ
る
も
の
と
な
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
文
章
内
で
は
調
査
の
全
体
像
や

全
て
の
質
問
と
そ
れ
へ
の
回
答
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
ず
、
調
査
の
正
式
名
称
も
書
か
れ

て
い
な
い
の
で
、
読
者
は
検
証
の
し
よ
う
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
を
信
用
す
る
・

し
な
い
と
い
う
判
断
を
読
者
は
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
話
し
合
い
学
習
の
中
で
は
、
結

果
へ
の
感
想
だ
け
で
な
く
、
デ
ー
タ
の
信
頼
性
な
ど
に
つ
い
て
も
話
し
合
わ
せ
た
い
。

参
考
資
料

　
　  

教
材
研
究
・
授
業
研
究
の
た
め
の
文
献  

　
　

・『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
を
つ
か
む
』
辻
大
介
（
二
〇
一
四
年
・
有
斐
閣
）

・『
友
情
化
す
る
社
会　

│
断
片
化
の
な
か
の
新
た
な
〈
つ
な
が
り
〉』
デ
ボ
ラ
・
チ
ェ

ン
バ
ー
ス
、
辻
大
介
ほ
か
訳
（
二
〇
一
五
年
・
岩
波
書
店
）

　
　  

読
書
指
導
・
発
展
学
習
の
た
め
の
文
献  

　
　

・『
つ
な
が
り
を
煽
ら
れ
る
子
ど
も
た
ち　

│
ネ
ッ
ト
依
存
と
い
じ
め
問
題
を
考
え
る
』

土
井
隆
義
（
二
〇
一
四
年
・
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
）
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自
分
を
捉
え
直
す  

 

◆
平
野
啓
一
郎

論
点
を
整
理
す
る

採
録
の
ね
ら
い

◉
資
質
・
能
力
の
観
点
か
ら  

　

第
一
単
元
「
論
点
を
整
理
す
る
た
め
に
」
の
二
番
め
に
位
置
す
る
本
教
材
は
、「
要
旨
を

把
握
す
る
」
こ
と
を
中
心
に
据
え
て
学
習
を
行
っ
て
い
く
。

　
「
自
分
を
捉
え
直
す
」
は
、二
〇
一
二
年
に
新
書
と
し
て
発
刊
さ
れ
た
『
私
と
は
何
か　

│
「
個
人
」
か
ら
「
分
人
」
へ
』
を
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。「
分
人
」
と
い
う
自
己
を

捉
え
る
新
し
い
概
念
を
提
唱
し
、
従
来
の
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
か
ら
「
分
人
」
へ
と

自
己
を
捉
え
る
概
念
を
転
換
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
、「
分
人
」
の
説
明
と
「
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
」
批
判
が
文
章
の
要
点
で
あ
る
。

　

本
文
は
、
長
さ
も
七
ペ
ー
ジ
弱
と
教
科
書
掲
載
の
評
論
と
し
て
は
や
や
短
め
で
、
全
体

が
予
め
四
つ
の
パ
ー
ト
に
分
か
れ
て
お
り
、
構
成
も
つ
か
み
や
す
い
。
扱
う
話
題
が
自
己

像
の
把
握
と
い
う
抽
象
的
な
も
の
だ
と
い
う
難
し
さ
は
あ
る
が
、
具
体
例
は
日
常
的
な
話

題
で
わ
か
り
や
す
い
。
抽
象
度
が
高
く
理
解
に
は
一
定
の
手
順
が
必
要
な
「
分
人
」
と
い

う
新
概
念
を
、
読
み
や
す
い
文
体
と
実
感
し
や
す
い
具
体
例
で
わ
か
り
や
す
く
述
べ
た
も

の
で
あ
り
、
形
而
上
的
話
題
の
文
章
の
読
解
能
力
を
育
て
る
の
に
、
恰
好
の
教
材
と
言
え

る
。学

習
指
導
の
ポ
イ
ン
ト

・
本
文
か
ら
筆
者
の
主
張
を
捉
え
る
。

・
キ
ー
ワ
ー
ド
を
対
比
的
に
捉
え
る
こ
と
で
文
章
の
内
容
や
構
成
を
捉
え
る
。

◉
教
材
価
値
な
ど
の
観
点
か
ら  

　

本
単
元
の
冒
頭
教
材
「
若
者
に
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」
に
続
き
、
現
代
を
生
き
る
若
者

に
と
っ
て
身
近
で
か
つ
切
実
な
問
題
で
あ
る
自
意
識
を
見
直
し
て
い
く
文
章
で
あ
る
。
教

材
冒
頭
に
あ
る
よ
う
に
、昨
今
は
と
か
く
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」
を
要
求
さ
れ
、

し
か
も
そ
こ
に
は
「
明
る
く
」「
前
向
き
に
」「
誰
に
で
も
親
し
く
話
す
こ
と
が
で
き
る
」

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
大
人
社
会
か
ら
の
画
一
的
な
自
己

像
の
要
求
も
あ
っ
て
か
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
の
調
査
で
は
、
先
進
国
に

お
け
る
日
本
の
若
者
た
ち
の
自
己
肯
定
感
の
低
さ
が
際
立
つ
結
果
が
出
て
い
る
。

　

筆
者
は
唯
一
無
二
の
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
求
め
る
発
想
で
は
問
題
は
解
決
し
な

い
と
し
、自
分
を
多
角
的
に
捉
え
る
「
分
人
」
概
念
を
提
唱
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
己
が
他
者
と
の
関
係
で
初
め
て
成
り
立
ち
、
自
分
の
存
在
に
は
他
者
の
存
在
を
必
要
と

す
る
と
い
う
こ
と
が
、
分
人
主
義
の
自
己
肯
定
の
最
重
要
点
だ
と
述
べ
る
。

　

ほ
と
ん
ど
が
思
春
期
の
た
だ
中
に
い
る
高
校
生
に
と
っ
て
、「
自
分
」
は
彼
ら
が
直
面
す

る
際
の
難
問
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
問
い
に
光
を
当
て
、
通
常
と
は
異
な
る
発
想
か
ら
考

え
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
本
教
材
は
、
ぜ
ひ
彼
ら
に
読
ん
で
ほ
し
い
文
章
で
あ
る
。

学
習
指
導
の
ポ
イ
ン
ト

・
筆
者
の
い
う
「
分
人
」
の
内
実
を
読
み
解
く
。

・「
分
人
」
主
義
が
自
己
肯
定
を
高
め
る
と
い
う
主
張
の
根
拠
を
捉
え
る
。

・
筆
者
の
主
張
の
意
図
を
捉
え
、
自
己
の
捉
え
方
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
。

要旨を把握する　自分を捉え直す  68

概
要

◉
筆
者  

平
野
啓
一
郎
（
ひ
ら
の
け
い
い
ち
ろ
う
）

　

一
九
七
五
（
昭
和
五
〇
）
年
〜
。
愛
知
県
の
生
ま
れ
。
京
都
大
学
法
学
部
卒
。
一
九
九

九
年
、
大
学
在
学
中
に
文
芸
誌
「
新
潮
」
に
投
稿
し
た
『
日
蝕
』
に
よ
り
第
一
二
〇
回
芥

川
賞
を
受
賞
。
以
後
、
一
作
ご
と
に
変
化
す
る
多
彩
な
ス
タ
イ
ル
の
小
説
を
発
表
し
、
外

国
で
の
翻
訳
も
多
い
。
二
〇
〇
四
年
、
文
化
庁
の
「
文
化
交
流
使
」
と
し
て
パ
リ
に
一
年

間
滞
在
し
た

　

主
な
著
書
に
、
小
説
『
葬
送
』、『
決
壊
』、『
ド
ー
ン
』、『
空
白
を
満
た
し
な
さ
い
』、『
透

明
な
迷
宮
』、『
マ
チ
ネ
の
終
わ
り
に
』、『
あ
る
男
』、『
本
心
』
等
、
エ
ッ
セ
イ
に
『
本
の

読
み
方 

ス
ロ
ー
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
実
践
』、『
小
説
の
読
み
方
』、『
私
と
は
何
か
「
個

人
」
か
ら
「
分
人
」
へ
』、『「
カ
ッ
コ
い
い
」
と
は
何
か
』
な
ど
が
あ
る
。

・
平
野
啓
一
郎
公
式
サ
イ
ト　

…https://k-hirano.com

◉
出
典  

　
『
私
と
は
何
か　

│
「
個
人
」
か
ら
「
分
人
」
へ
』（
二
〇
一
二
年
・
講
談
社
現
代
新
書
）

に
よ
る
。

　

教
科
書
掲
載
に
あ
た
り
、
筆
者
の
承
諾
を
得
て
文
章
と
表
記
の
一
部
を
改
め
た
。

＊
本
教
材
文
は
、
こ
の
新
書
の
本
文
の
五
か
所
か
ら
抽
出
し
た
部
分
を
、
順
番
を
入
れ
替
え
な
が

ら
コ
ラ
ー
ジ
ュ
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
、
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
一
部
の
表
現
を
直

し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
教
材
は
『
私
と
は
何
か　

│
「
個
人
」
か
ら
「
分
人
」
へ
』

の
ス
ー
パ
ー
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
だ
と
言
え
る
。

◉
要
約  

　

私
と
は
何
か
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
い
は
、「
本
当
の
自
分
」
が
あ
る
と

い
う
幻
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
私
と
い
う
存
在
は
、
他
者
と
の
相
互
作
用
の
中

に
あ
り
、
唯
一
無
二
の
「
個
人
」
で
は
な
く
、
相
手
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
変
わ
る
、

複
数
の
分
割
可
能
な
「
分
人
」
で
あ
る
。
自
分
を
愛
す
る
た
め
に
は
他
人
の
存
在
が

不
可
欠
だ
と
い
う
逆
説
が
、
分
人
主
義
の
自
己
肯
定
の
最
も
重
要
な
点
で
あ
り
、「
本

当
の
自
分
」
の
幻
想
か
ら
離
れ
、
現
代
人
の
実
情
に
か
な
う
思
想
を
作
っ
て
ゆ
く
べ

き
時
だ
。（
一
九
八
字
）

　

私
と
い
う
存
在
は
、
他
者
と
の
相
互
作
用
の
中
に
あ
り
、
唯
一
無
二
の
「
個
人
」

で
は
な
く
、
相
手
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
変
わ
る
、
複
数
の
分
割
可
能
な
「
分
人
」

で
あ
る
。「
本
当
の
自
分
」
の
幻
想
か
ら
離
れ
、現
代
人
の
実
情
に
か
な
う
思
想
を
作

る
時
だ
。（
一
〇
〇
字
）

◉
表
現
の
特
色  

　

出
典
書
の
あ
と
が
き
の
中
で
「
難
解
な
用
語
を
極
力
排
し
、
わ
か
り
や
す
さ
を
第
一
に

心
が
け
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
分
人
」
は
筆
者
の
「
造
語
」
で
あ
る
が
、
日
常
的
な
具
体

例
な
ど
を
豊
富
に
使
い
、
語
り
か
け
る
よ
う
な
言
葉
遣
い
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
わ
か

り
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
出
典
の
欄
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
教
材
は
出
典
本
の
断
片
を
抜
い
て
構
成
し
た
コ

ラ
ー
ジ
ュ
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
分
人
」
を
理
解
で
き
る
よ
う
短
く
再
構
成
し
た
出

典
本
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
一
文
が
短
く
、
そ
れ
ら
を
つ
な
げ
な
が

ら
大
き
な
ま
と
ま
り
を
構
成
す
る
文
体
で
あ
る
た
め
、
不
自
然
さ
が
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ

な
い
。

【
二
〇
〇
字
以
内
】

【
一
〇
〇
字
以
内
】
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学
習
指
導
の
展
開

◉
学
習
指
導
要
領
の
指
導
事
項  

知
識
及
び
技
能

言
葉
ウ
　
文
や
文
章
の
効
果
的
な
組
立
て
方
や
接
続
の
仕
方
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ

と
。

思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等

読
む
カ
　
人
間
、
社
会
、
自
然
な
ど
に
つ
い
て
、
文
章
の
内
容
や
解
釈
を
多
様
な
論
点
や

異
な
る
価
値
観
と
結
び
付
け
て
、
新
た
な
観
点
か
ら
自
分
の
考
え
を
深
め
る
こ
と
。

◉
評
価
規
準  

知
識
・
技
能

・
文
や
文
章
の
効
果
的
な
組
立
て
方
や
接
続
の
仕
方
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
る
。

思
考
・
判
断
・
表
現

・
人
間
、
社
会
、
自
然
な
ど
に
つ
い
て
、
文
章
の
内
容
や
解
釈
を
多
様
な
論
点
や
異
な
る

価
値
観
と
結
び
付
け
て
、
新
た
な
観
点
か
ら
自
分
の
考
え
を
深
め
て
い
る
。

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

・
文
や
文
章
の
効
果
的
な
組
立
て
方
や
接
続
の
仕
方
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
た
り
、人
間
、

社
会
、
自
然
な
ど
に
つ
い
て
、
文
章
の
内
容
や
解
釈
を
多
様
な
論
点
や
異
な
る
価
値
観

と
結
び
付
け
て
、
新
た
な
観
点
か
ら
自
分
の
考
え
を
深
め
た
り
す
る
こ
と
に
向
け
た
粘

り
強
い
取
り
組
み
を
行
う
と
と
も
に
、
自
ら
の
学
習
を
調
整
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

要旨を把握する　自分を捉え直す  70

◉
学
習
指
導
案
例  

学習指導案

○○高等学校国語科　○年○組
授業者　○○○○

1．学習活動　論点を整理する方法を学ぶ。

2．教材名　　「自分を捉え直す」・その他の関連資料

3．学習目標　教材文を読むことを通じて、論点を整理し要旨を把握することができる。

4．評価規準

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

評価規準

文や文章の効果的な組立て
方や接続の仕方について理
解を深めている
（言葉ウ）

人間、社会、自然などにつ
いて、文章の内容や解釈を
多様な論点や異なる価値観
と結び付けて、新たな観点
から自分の考えを深めてい
る。
（読むカ）

文や文章の効果的な組立て
方や接続の仕方について理
解を深めたり、人間、社会、
自然などについて、文章の
内容や解釈を多様な論点や
異なる価値観と結び付け
て、新たな観点から自分の
考えを深めたりすることに
向けた粘り強い取り組みを
行うとともに、自らの学習
を調整しようとしている。

評価の実際

キーワードを手がかりに本
文の構造を適切に捉えてい
る。
（記述の点検）

「本当の自分」「分人」「他
者」のあり方を適切に捉え
た上で本文の要旨をまとめ
ている。
（記述の確認）

本文の内容に対する自分の
考えを、話し合いを通じて
広げたり深めたりしようと
している。
（行動の分析）

5．授業の展開（ 2時間）

時 学習活動 評価

1
・ 本文通読。
・ 筆者の主張を適切に捉える。

キーワードを手がかりに本文の構造を適切に捉
えている。
（知識・技能、記述の点検）

2

・ 「学習活動」にそって本文の要旨を捉える。
・ キーワードを手がかりに、筆者の主張をま
とめる。

「本当の自分」「分人」「他者」のあり方を適切に
捉えた上で本文の要旨をまとめている。
（思考・判断・表現、記述の確認）
本文の内容に対する自分の考えを、話し合いを
通じて広げたり深めたりしようとしている。
（主体的に学習に取り組む態度、行動の分析）
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◉
学
習
指
導
の
展
開
例
（
2
時
間
扱
い
）  

時
間

目
　
　
標

学
習
活
動
と
指
導
内
容

指
導
上
の
留
意
点

第1時限

・
文
や
文
章
の
効
果
的
な

組
立
て
方
や
接
続
の
仕

方
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
る
。

導
入

展
開
1

展
開
2

1
　「
自
己
」
に
つ
い
て
の
概
念
を
想
起
す
る
。

2
　
文
章
を
読
み
、
概
要
を
把
握
す
る
。

3
　
第
一
段
の
筆
者
の
主
張
を
読
み
取
る
。

4
　「
学
習
活
動
1
」
に
取
り
組
む
。

5
　「
学
習
活
動
2
」
に
取
り
組
む
。

6
　
脚
問
「
そ
の
逆
説
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。」
に
取
り
組
む
。

7
　「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」「
分
人
」「
本
当
の
自
分
」
の
概
念
を
確
認
す

る
。

1
　
軽
く
で
よ
い
。「
キ
ャ
ラ
」「
性
格
」「
本
当
の
自
分
」
な
ど
、生
徒
に

出
さ
せ
て
交
流
し
、
本
文
読
解
へ
の
レ
デ
ィ
ネ
ス
を
作
る
。

2
　
通
読
し
、
本
文
が
四
段
分
に
分
か
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

3
　
短
い
段
落
な
の
で
読
み
取
り
は
容
易
。
た
だ
、
そ
の
内
実
は
不
明
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
、本
文
の
続
き
で
述
べ
ら
れ
る
こ
と
を
予
測
す
る
。

4
　
第
二
段
全
体
か
ら
、
人
間
は
唯
一
無
二
の
個
人
で
は
な
く
分
人
で
あ

る
と
い
う
筆
者
の
考
え
を
、「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」、「
分
人
」「
本
当

の
自
分
」
等
の
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
確
認
す
し
、
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
る
。

発
表
さ
せ
て
も
よ
い
。

5
　「
捏
造
」
の
意
味
を
確
認
し
、「
こ
こ
で
も
」
の
「
こ
こ
」
の
内
容
を

読
み
取
っ
た
ら
、な
ぜ
「
本
当
の
自
分
」
の
想
定
が
「
捏
造
」
な
の
か
、

考
え
さ
せ
る
。
グ
ル
ー
プ
で
協
力
し
つ
つ
答
え
さ
せ
え
て
も
よ
い
。

6
　
第
三
段
の
例
か
ら
、「
他
者
」
と
「
分
人
」
の
具
体
的
内
容
を
読
み
取

る
。
な
ぜ
他
者
の
存
在
が
自
分
を
愛
す
る
た
め
に
必
要
か
、
話
し
合
わ

せ
て
も
よ
い
。

7
　
本
日
の
学
習
で
考
え
た
三
つ
の
概
念
を
確
認
す
る
。

評
価
規
準

・
文
や
文
章
の
効
果
的
な
組
立
て
方
や
接
続
の
仕
方
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
る
。

知
識
・
技
能

要旨を把握する　自分を捉え直す  72

時
間

目
　
　
標

学
習
活
動
と
指
導
内
容

指
導
上
の
留
意
点

第2時限

・
人
間
、
社
会
、
自
然
な

ど
に
つ
い
て
、
文
章
の

内
容
や
解
釈
を
多
様
な

論
点
や
異
な
る
価
値
観

と
結
び
付
け
て
、
新
た

な
観
点
か
ら
自
分
の
考

え
を
深
め
る
。

・
文
や
文
章
の
効
果
的
な

組
立
て
方
や
接
続
の
仕

方
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
た
り
、
人
間
、
社
会
、

自
然
な
ど
に
つ
い
て
、

文
章
の
内
容
や
解
釈
を

多
様
な
論
点
や
異
な
る

価
値
観
と
結
び
付
け

て
、
新
た
な
観
点
か
ら

自
分
の
考
え
を
深
め
た

り
す
る
こ
と
に
向
け
た

粘
り
強
い
取
り
組
み
を

行
う
と
と
も
に
、
自
ら

の
学
習
を
調
整
し
よ
う

と
す
る
。

展
開
3

ま
と
め

1
　
前
回
の
学
習
を
振
り
返
り
、
本
時
の
目
標
（
要
旨
を
把
握
す
る
）
を

確
認
す
る
。

2
　
第
四
段
を
読
み
、
段
落
の
役
割
を
確
認
す
る
。

3
　「
情
報
を
整
理
す
る
た
め
に
」
に
取
り
組
む
。

4
　「
学
習
活
動
3
」
に
取
り
組
む
。

5
　
学
習
を
振
り
返
る
。

1
　
本
文
全
体
を
再
度
通
読
し
、
全
体
を
見
直
し
な
が
ら
、
前
回
の
学
習

内
容
を
確
認
す
る
。

2
　
ま
と
め
の
段
落
に
お
け
る
、
筆
者
の
主
張
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

3
　「
筆
者
の
指
摘
す
る
」
に
注
目
し
て
、「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
に
つ

い
て
批
判
的
に
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ
を
文
章
全
体
か
ら
拾
っ
て
ま
と
め

る
。
三
つ
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、
前
時
で
学
習
し
た
こ
と
確
認
し
な
が

ら
筆
者
の
主
張
（
主
旨
）
を
ま
と
め
る
。
そ
れ
ぞ
れ
ノ
ー
ト
に
ま
と
め

て
か
ら
発
表
し
合
っ
て
も
よ
い
。

4
　
前
時
の
学
習
の
ま
と
め
か
ら
唯
一
無
二
の
「
本
当
の
自
分
」
と
、
人

ご
と
場
面
ご
と
に
変
わ
る
「
分
人
」
と
が
本
来
矛
盾
し
た
概
念
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
こ
こ
で
の
「
本
当
の
自
分
」
と
は
、
現
実
と
し
て

自
分
の
存
在
し
て
い
る
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
。
グ
ル
ー
プ

な
ど
で
話
し
合
わ
せ
、
発
表
し
て
共
有
す
る
と
よ
い
。

5
　
筆
者
の
主
張
す
る
「
分
人
」
に
つ
い
て
、
考
え
た
こ
と
を
ノ
ー
ト
な

ど
に
メ
モ
す
る
。

評
価
規
準

・
人
間
、
社
会
、
自
然
な
ど
に
つ
い
て
、
文
章
の
内
容
や
解
釈
を
多
様
な
論
点
や
異
な
る
価
値
観
と
結
び
付
け
て
、
新
た
な
観
点
か
ら
自
分
の
考
え
を

深
め
て
い
る
。

・
文
や
文
章
の
効
果
的
な
組
立
て
方
や
接
続
の
仕
方
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
た
り
、
人
間
、
社
会
、
自
然
な
ど
に
つ
い
て
、
文
章
の
内
容
や
解
釈
を
多

様
な
論
点
や
異
な
る
価
値
観
と
結
び
付
け
て
、
新
た
な
観
点
か
ら
自
分
の
考
え
を
深
め
た
り
す
る
こ
と
に
向
け
た
粘
り
強
い
取
り
組
み
を
行
う
と
と

も
に
、
自
ら
の
学
習
を
調
整
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

思
考
・
判
断
・
表
現

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
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学
習
の
具
体
と
教
材
の
解
説

◉
全
体
の
構
成  

段
落

ペ
ー
ジ
・
行

要
　
　
旨

第
一
段

初
め
〜
24
・
5
「
…
ゆ
く
べ
き

時
で
あ
る
。」

私
と
は
何
か
？

　
私
と
は
何
か
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
い
は
、
旧
態
依
然
と
し
た
発
想
で
は
解
決
で
き
な
い
。
現
代
人
の
実
情
に
か
な
う
思
想

を
、
一
か
ら
作
っ
て
ゆ
く
べ
き
時
だ
。（
序
論
・
話
題
提
示
）

第
二
段

25
・
1
「
人
間
に
は
…
」
〜
27
・

1
「
…
で
は
な
い
の
だ
。」

分
人
と
い
う
考
え
方

　
人
は
相
手
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。
唯
一
無
二
の
個
人
で
は
な
く
複
数
の
「
分
人
」
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
他
者
と
接
し
て
い
る
そ
れ
ぞ

れ
の
分
人
は
、
長
い
時
間
を
か
け
た
相
手
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
生
ま
れ
、
関
係
性
の
中
で
変
化
す
る
。「
本
当
の
自
分
」
に

は
実
体
が
な
い
が
、「
分
人
」
に
は
実
体
が
あ
る
。（
本
論
1

　「
分
人
」
の
概
念
提
示
）

第
三
段

27
・
2
「
し
か
し
、
…
」
〜
30
・

5
「
…
重
要
な
点
で
あ
る
。」

分
人
と
他
者

　
人
が
一
人
で
考
え
ご
と
を
す
る
時
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
人
を
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
生
き
な
が
ら
考
え
ご
と
を
し
て
お
り
、
私
と

い
う
存
在
は
つ
ね
に
他
者
と
の
相
互
作
用
の
中
に
あ
る
。
誰
そ
れ
と
い
る
時
の
自
分
が
好
き
と
い
う
よ
う
に
、
自
分
を
愛
す
る
た
め
に
は

他
人
の
存
在
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。（
本
論
2

　
分
人
と
自
己
肯
定
）

第
四
段

30
・
6
「
分
人
は
す
べ
て
、
…
」

〜
終
わ
り

分
人
と
「
本
当
の
自
分
」

　
分
人
は
す
べ
て
「
本
当
の
自
分
」
で
あ
る
。「
私
」
と
は
何
か
、
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
い
は
、「
本
当
の
自
分
」
が
あ
る
と

い
う
幻
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。（
結
論
　
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
い
へ
の
訣
別
）

〔
段
落
分
け
に
つ
い
て
〕

　
出
典
の
項
に
も
書
い
た
が
、本
文
は
新
書
の
各
章
に
散
ら
ば
っ
て
い
た
文
章
を
抽
出
し
、

順
序
も
入
れ
替
え
つ
つ
再
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
初
か
ら
ひ
と
続
き
の
文
章
で
は

な
い
た
め
、
や
や
難
解
な
展
開
に
な
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
。

　
教
材
に
再
構
成
す
る
に
あ
た
り
、文
章
の
始
ま
り
と
終
わ
り
に
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」

の
問
題
を
も
っ
て
き
て
い
る
。「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
い
」の
限
界
性
を
提
示
し
た
第

一
段
、
個
人
の
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」、
即
ち
「
本
当
の
自
分
」
を
否
定
し
、
代
わ
り
に

「
分
人
」
を
提
示
す
る
第
二
段
、「
分
人
」
は
一
人
で
思
考
し
て
い
る
時
も
有
効
で
あ
り
、

自
己
肯
定
の
た
め
の
重
要
な
概
念
で
あ
る
こ
と
を
示
す
第
三
段
、そ
し
て「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
問
い
」
の
幻
想
性
を
指
摘
す
る
第
四
段
と
な
っ
て
い
る
。
話
題
提
示
か
ら
概
念
説

明
、
話
題
の
回
収
、
と
展
開
し
て
い
っ
て
い
る
と
捉
え
れ
ば
よ
い
。
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◉
展
開
図  

Ⅰ　
（
序
論
・
話
題
提
示
）

　

現
代
社
会　

＝
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」
圧
力　
　
　

多
く
の
人
↓
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
悩
み 

…
現
代
人
の
実
情
に
か
な
う
思
想
が
必
要

Ⅱ　
（
本
論
1　
「
分
人
」
の
概
念
提
示
）

　

〇
「
人
間
に
は
い
く
つ
も
の
顔
が
あ
る
」
こ
こ
か
ら
肯
定
を 

…
相
手
と
の
長
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
で
き
る
。

　

〇　

複
数
の
分
割
可
能
な
「
分
人
」
で
あ
る 

…
関
係
性
の
中
で
変
化
し
う
る
。

　

〇　

相
手
し
だ
い
で
自
然
と
さ
ま
ざ
ま
な
自
分
（
分
人
）
に
な
る 

…
分
人
に
は
実
体
が
あ
る

　

×　

唯
一
無
二
の
（
分
割
不
可
能
な
）「
個
人
」

　

×　

ど
こ
か
に
「
本
当
の
自
分
」
が
あ
る
と
考
え
る　
　

×　
「
本
当
の
自
分
」
と　

キ
ャ
ラ
・
仮
面
・
ペ
ル
ソ
ナ 

…
「
本
当
の
自
分
」
は
実
体
が
な
い
・
幻
想
で
あ
る

Ⅲ　
（
本
論
2　

分
人
と
自
己
肯
定
）

　

Ｑ　

一
人
で
考
え
て
い
る
時
の
自
分
は
誰
か
？

　

Ｑ　

対
人
関
係
で
な
い
か
ら
「
本
当
の
自
分
」
？

　
　
　

×　

一
人
の
時
は
首
尾
一
貫
し
た
自
分
が
考
え
ご
と
を
し
て
い
る
。
×
本
当
の
自
分
を
捏
造

　

Ａ　

〇　

さ
ま
ざ
ま
な
分
人
を
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
生
き
な
が
ら
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
（
例
）・
直
前
に
会
っ
た
人
と
の
分
人
の
ま
ま
考
え
て
い
る
。・
頭
の
中
の
天
使
と
悪
魔
・
脳
内
会
議

　
　
　

〇　

私
と
い
う
存
在
は
、
つ
ね
に
他
者
と
の
相
互
作
用
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い

　
　
　
　
　
　
（
例
）
Ａ
さ
ん
と
会
っ
て
い
る
時
の
自
分
は
好
き　

Ｂ
さ
ん
と
…
、
Ｃ
さ
ん
と
…
、
文
学
作
品
を
読
ん
で
…

　
　
　
　
　

も
し
、
好
き
な
分
人
が
一
つ
で
も
あ
れ
ば
そ
れ
を
足
が
か
り
に
生
き
て
い
く

　
　
　

〇　

自
分
を
愛
す
る
た
め
に
は
、
他
者
の
存
在
が
不
可
欠　

↑　

分
人
主
義
の
自
己
肯
定

Ⅳ　
（
結
論　

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
い
へ
の
訣
別
）

　
　

〇　

分
人
は
す
べ
て
本
当
の
自
分

　
　

×　

幻
想
で
実
体
の
な
い
「
本
当
の
自
分
」
を
探
す
よ
う
に
苦
し
ん
で
き
た
。
↑　

そ
れ
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
い
だ
。
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発
問
・
脚
問

﹇
2
4
ペ
ー
ジ
﹈  

問　
「
旧
態
依
然
と
し
た
発
想
」（
4
）と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
か
。

答　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
高
め
る
た
め

に
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
悩
み
、
私
と

は
何
か
を
追
い
求
め
る
こ
と
。

解
説　

解
答
例
は
第
一
段
を
ま
と
め
た
形
に
し
た

が
、
難
し
け
れ
ば
断
片
的
な
解
答
で
も
よ
い
。
読

ん
だ
範
囲
で
は
「『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
の
悩
み

に
答
え
る
発
想
」
が
解
答
に
な
る
が
、
本
文
を
読

み
進
め
て
い
っ
た
時
に
、
そ
れ
以
外
の
も
の
が
解

答
に
な
る
可
能
性
も
ま
だ
捨
て
き
れ
な
い
。

◉
語
句
・
文
脈
の
解
説  

●
第
一
段
（
初
め
〜
24
・
5
「
…
ゆ
く
べ
き
時
で
あ
る
。」）
の
要
旨

私
と
は
何
か
？

　

私
と
は
何
か
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
い
は
、
旧
態
依
然
と
し
た
発
想
で
は
解
決
で
き
な
い
。
現
代
人
の

実
情
に
か
な
う
思
想
を
、
一
か
ら
作
っ
て
ゆ
く
べ
き
時
だ
。

﹇
2
4
ペ
ー
ジ
﹈  

1 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力　
対
人
的
な
や
り
取
り
に
お
い
て
、お
互
い
の
意
思
疎
通
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る
た
め
の
能

力
の
こ
と
。
最
近
で
は
話
し
言
葉
上
で
「
コ
ミ
ュ
力
」
と
約
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
経
団
連
が
二
〇
一
八
年
に
発
表
し

た
「
新
卒
採
用
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
」
で
は
、
新
卒
採
用
の
際
に
選
考
で
重
視
す
る
点
と
し
て
「
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」
が
十
六
年
連
続
で
一
位
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
が
二
〇
二
二
年
に
行
っ
た

「
企
業
が
求
め
る
人
材
像
ア
ン
ケ
ー
ト
」
結
果
で
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
一
位
と
な
っ
て
い
る
。

2 

（
語
句
）
声
高　

「
こ
わ
だ
か
」
と
読
む
。
声
を
高
く
は
り
あ
げ
る
さ
ま
。
声
が
大
き
い
さ
ま
。

2 

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ　

発
達
心
理
学
者
の
Ｅ
・
Ｈ
・
エ
リ
ク
ソ
ン
が
提
唱
し
た
概
念
。『
最
新　

心
理
学
辞
典
』（
二
〇

一
三
年
・
平
凡
社
）
で
は
、「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ identity 
と
は
『
わ
た
し
は
わ
た
し
で
あ
る
』
と
か
『
わ
た
し
は

わ
た
し
ら
し
く
生
き
て
い
る
』
と
い
っ
た
確
信
に
近
い
感
覚
で
あ
る
。『
わ
た
し
』
と
い
う
自
己
の
属
性
に
は
名
前
、身

体
的
特
徴
、
性
格
、
価
値
観
、
社
会
的
役
割
、
身
分
な
ど
多
様
な
側
面
が
含
ま
れ
る
が
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
感
覚

と
は
単
な
る
自
己
概
念
や
自
己
定
義
で
は
な
い
」
と
し
て
、
エ
リ
ク
ソ
ン
は
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
感
覚
と
は
『
内

的
な
斉
一
性 sam

eness 

と
連
続
性 continuity 

を
維
持
し
よ
う
と
す
る
個
人
の
能
力
と
、
他
者
に
対
す
る
自
己
の
意

味
の
斉
一
性
、
連
続
性
と
が
一
致
し
た
と
き
に
生
じ
る
自
信
』
と
定
義
」
し
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
今
日
の
一
般
的
な

概
念
よ
り
も
本
来
複
雑
な
概
念
で
あ
る
が
、
エ
リ
ク
ソ
ン
は
、
人
生
を
八
つ
の
段
階
に
分
け
、
そ
の
う
ち
青
年
期
の
課

題
と
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
を
あ
げ
た
。ま
た
、青
年
期
か
ら
成
人
期
に
至
る
ま
で
の
期
間
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
確
立
の
た
め
の
心
理
社
会
的
猶
予
期
間
（
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
）
と
呼
び
、
そ
こ
で
は
社
会
の
中
で
自
分
の
適
所
を
発

見
す
る
た
め
の
自
由
な
役
割
実
験
（role experim

entation

）
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
筆
者
の

い
う
「
分
人
」
は
、「
唯
一
の
自
己
」
へ
の
対
立
概
念
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
エ
リ
ク
ソ
ン
自
身
が
あ
げ
た
本
来

の
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
は
、
む
し
ろ
分
人
概
念
を
も
含
み
（
ま
た
は
、
経
て
）
形
成
さ
れ
て
い
く
「
わ
た
し
は
わ

た
し
」
と
い
う
確
信
に
近
い
と
言
え
そ
う
だ
。
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4 

（
語
句
）
旧
態
依
然　

旧
の
ま
ま
で
少
し
も
進
歩
発
展
の
な
い
さ
ま
。

4 

旧
態
依
然
と
し
た
発
想　

こ
こ
で
は
、「
私
と
は
何
か
？
　
自
分
は
こ
れ
か
ら
ど
う
生
き
て
い
く
べ
き
な
の
か
？
」
と

い
う
問
い
に
答
え
る
た
め
の
「
発
想
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
後
の
文
章
が
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
問
い
」（
30
・
11
）
を
否
定
す
る
方
向
で
進
む
た
め
、「
旧
態
依
然
と
し
た
態
度
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
「
問
い
」
を

自
分
に
課
し
て
し
ま
う
行
為
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

4 

現
代
人
の
実
情
に
か
な
う
思
想　

本
文
で
は
、「
分
人
」
の
あ
り
方
に
、
前
近
代
や
近
代
と
は
違
っ
た
「
現
代
人
」
の

あ
り
方
に
関
す
る
言
及
は
な
い
。
た
だ
、
具
体
例
や
考
察
し
て
い
る
対
象
が
、
主
に
現
在
の
社
会
と
そ
の
中
の
人
間
で

あ
る
の
で
、「
現
代
人
」
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
も
そ
も
「
青
年
期
に
『
自
分
は
誰
か
』
と
い
う
問
い
が
生
ま
れ
る
」
と
い

う
エ
リ
ク
ソ
ン
の
考
え
は
近
代
と
と
も
に
生
ま
れ
た
と
言
っ
て
よ
く
、
身
分
制
度
の
あ
っ
た
中
世
以
前
は
、
そ
の
問
い

自
体
が
存
在
し
得
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
本
文
は
、
近
代
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
た
「
自
我
」「
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
」
は
現
代
に
お
い
て
は
そ
の
有
効
性
を
失
っ
て
お
り
、「
分
人
」
概
念
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
主
張

し
て
い
る
も
の
と
も
捉
え
ら
れ
よ
う
。

〈
板
書
例
〉

現
代
社
会
＝
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」
圧
力

　
多
く
の
人
↓
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
悩
み

　
…
現
代
人
の
実
情
に
か
な
う
思
想
が
必
要

指
導
の
要
点

・
筆
者
が
問
題
と
し
て
い
る
事
柄
を
捉
え
る
。
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発
問
・
脚
問

﹇
2
5
ペ
ー
ジ
﹈  

問　
「
人
間
に
は
い
く
つ
も
の
顔
が
あ
る
」（
1
）と
は

ど
う
い
う
こ
と
か
。

答
　
相
手
し
だ
い
で
、
自
然
と
さ
ま
ざ
ま
な
自
分
に

な
る
と
い
う
こ
と
。

解
説

　
単
純
に
問
題
部
以
下
の
文
脈
を
読
め
ば
解
答

で
き
る
問
題
で
あ
る
が
、「
い
く
つ
も
の
顔
」
が

「
相
手
に
よ
っ
て
変
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
自
分
」で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
お
さ
え
て
お
く
こ
と
に
意
義
が

あ
る
。

問　
「
本
当
の
自
分
」（
8
）と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
。

答
　
唯
一
無
二
の
、
分
割
不
可
能
な
自
我
。

脚
問　
「
こ
の
考
え
方
」（
11
）と
は
何
か
。

答
　
人
間
は
常
に
首
尾
一
貫
し
た
、
分
け
ら
れ
な
い

存
在
で
あ
り
、
本
当
の
自
分
で
あ
る
自
我
は
一
つ

だ
け
で
、
あ
と
は
、
表
面
的
に
使
い
分
け
ら
れ
た

キ
ャ
ラ
や
仮
面
、
ペ
ル
ソ
ナ
等
に
過
ぎ
な
い
と
い

う
考
え
方
。

解
説

　
自
我
は
一
つ
だ
け
、
と
い
う
解
答
で
も
概
ね

よ
い
が
、
本
文
の
次
段
落
を
読
む
と
、
自
我
が
一

つ
だ
け
と
い
う
内
容
に
加
え
、
他
は
表
面
的
に
使

い
分
け
ら
れ
た
キ
ャ
ラ
や
仮
面
、
ペ
ル
ソ
ナ
等
と

い
う
内
容
も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

﹇
2
6
ペ
ー
ジ
﹈  

脚
問　
「
キ
ャ
ラ
や
仮
面
」（
1
）と
「
分
人
」
と
の
違

●
第
二
段
（
25
・
1
「
人
間
に
は
…
」
〜
27
・
1
「
…
で
は
な
い
の
だ
。」）
の
要
旨

分
人
と
い
う
考
え
方

　
人
は
相
手
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。
唯
一
無
二
の
個
人
で
は
な
く
複
数
の
「
分
人
」
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
他
者
と

接
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
分
人
は
、
長
い
時
間
を
か
け
た
相
手
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
生
ま
れ
、
関
係

性
の
中
で
変
化
す
る
。「
本
当
の
自
分
」
に
は
実
体
が
な
い
が
、「
分
人
」
に
は
実
体
が
あ
る
。

﹇
2
5
ペ
ー
ジ
﹈  

2 

「
ど
こ
に
行
っ
て
も
オ
レ
は
オ
レ
」
で
は
、
め
ん
ど
う
く
さ
が
ら
れ
る
だ
け　

「
ど
こ
に
行
っ
て
も
オ
レ
は
オ
レ
」
と

は
、
こ
の
文
脈
の
中
で
は
「
自
分
の
ス
タ
イ
ル
を
譲
ら
ず
相
手
に
合
わ
せ
な
い
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
使
わ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
本
来
の
意
味
で
の
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
つ
」
と
い
う
こ
と
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

5 

（
語
句
）
唯
一
無
二　

た
だ
一
つ
だ
け
あ
っ
て
二
つ
と
な
い
・
こ
と
（
さ
ま
）。「
唯
一
無
二
の
親
友
」
等
の
表
現
で
「
同

じ
も
の
を
他
に
求
め
て
も
得
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
貴
重
な
こ
と
」
の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

5 

（
分
割
不
可
能
な
）
個
人 individual　

individual
は
、
分
離
し
た
と
い
う
意
味
のdividual 

に
否
定
のin

を
付
け

て
、
分
離
で
き
な
い
、
こ
れ
以
上
分
け
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
を
起
源
に
も
つ
言
葉
。personal

が
一
般
的
な
「
個
人

の
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
に
対
し
、individual

は
、
た
く
さ
ん
人
が
い
る
集
団
の
中
で
一
人
一
人
に
着
目
し

た
「
個
々
の
」「
個
人
の
」「
個
人
的
な
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。

6 

（
分
割
可
能
な
）
分
人 dividual　

前
項
の
よ
う
に
、dividual

は
分
離
し
た
と
い
う
意
味
の
英
単
語
で
あ
る
が
、
こ

れ
を
「
個
人
」
に
代
わ
る
概
念
「
分
人
」
と
し
て
利
用
し
た
の
が
、
本
文
の
筆
者
で
あ
る
平
野
啓
一
郎
で
あ
る
。
出
典

で
あ
る
『
私
と
は
何
か
　
│
「
個
人
」
か
ら
「
分
人
」
へ
』
の
あ
と
が
き
の
中
で
筆
者
は
、「
分
人
」
と
い
う
造
語
は

dividual

の
直
訳
で
、dividual 

は
自
身
が
考
え
出
し
た
造
語
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
存
在
す
る
英
単
語
だ
と
知
人
か

ら
教
え
ら
れ
た
と
書
い
て
い
る
。

7 

（
語
句
）
首
尾
一
貫　

「
首
尾
」
は
、
初
め
と
終
わ
り
、
最
初
と
最
後
の
こ
と
で
、
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
態
度
や
方

針
が
ず
っ
と
同
じ
で
変
わ
ら
な
い
こ
と
の
意
。
意
見
や
主
張
な
ど
を
ひ
と
す
じ
に
貫
い
て
、
矛
盾
が
な
い
こ
と
。 

8 

自
我　

ego

の
翻
訳
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
に
は
、「
①
自
分
。
自
分
自
身
。
我
（
わ
れ
）。
②
哲
学
で
、

他
人
や
外
界
と
区
別
さ
れ
た
認
識
、
行
為
の
主
体
で
あ
り
、
し
か
も
体
験
内
容
が
変
化
し
て
も
同
一
性
を
持
続
し
て
、

作
用
、
反
応
、
体
験
、
思
考
、
意
欲
の
働
き
を
す
る
意
識
の
統
一
体
。
我
（
わ
れ
）。
エ
ゴ
。
③
心
理
学
で
、
意
識
の
主

体
。
自
我
意
識
。
精
神
分
析
で
は
、
人
間
の
行
動
を
調
整
し
現
実
に
適
応
さ
せ
る
も
の
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
幼

要旨を把握する　自分を捉え直す  78

い
は
何
か
。

答　
「
キ
ャ
ラ
や
仮
面
」は
本
当
の
自
分
と
は
別
に
表

面
的
に
使
い
分
け
ら
れ
る
偽
り
の
自
分
で
、
い
っ

た
ん
決
め
て
し
ま
う
と
硬
直
的
な
も
の
だ
が
、「
分

人
」
は
相
手
し
だ
い
で
さ
ま
ざ
ま
に
変
わ
る
そ
れ

ぞ
れ
の
自
分
の
こ
と
で
、
こ
ち
ら
が
一
方
的
に
こ

う
だ
と
決
め
て
演
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
相
手
と
の
相
互
作
用
の
中
で
生
じ
、
ま
た
、

関
係
性
の
中
で
変
化
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

解
説　

本
文
の
核
と
な
る
「
分
人
」
と
い
う
言
葉
の

概
念
を
「
キ
ャ
ラ
や
仮
面
」
と
対
比
し
て
捉
え
る

問
題
で
あ
る
。
重
要
な
部
分
で
あ
る
の
で
、
丁
寧

に
読
み
取
り
た
い
。
ま
た
、
こ
こ
は
「
キ
ャ
ラ
や

仮
面
」（
26
・
1
）
を
軸
に
、
教
科
書
25
〜
26
ペ
ー

ジ
に
わ
た
っ
て
、
比
較
的
広
い
範
囲
の
文
脈
を

追
っ
て
対
比
構
造
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
読
解

技
術
の
習
得
と
し
て
も
重
要
な
問
い
で
あ
る
の

で
、
丁
寧
に
解
か
せ
た
い
。

問　
「『
本
当
の
自
分
』
に
は
、実
体
が
な
い
」（
8
）と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

答　

人
は
ど
ん
な
場
合
で
も
相
手
に
合
わ
せ
た
「
分

人
」
と
し
て
現
れ
、
行
動
す
る
の
で
、「
本
当
の
自

分
」
が
出
現
す
る
こ
と
は
実
際
に
は
な
い
、
と
い

う
こ
と
。

脚
問　
「
そ
れ
」（
9
）と
は
何
か
。

答　
「
本
当
の
自
分
」

解
説　
「
本
当
の
自
分
」
は
幻
想
に
過
ぎ
な
い
、と
い

児
期
に
自
覚
さ
れ
は
じ
め
る
が
、
確
立
す
る
の
は
青
年
期
と
さ
れ
て
い
る
。」
と
あ
り
、
か
な
り
複
雑
な
意
味
を
も
っ
て

い
る
。
筆
者
が
「
自
我
（
＝
「
本
当
の
自
分
」）
と
し
て
い
る
の
は
②
の
意
味
で
あ
り
、「『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
を
保

つ
主
体
」
の
意
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

9 

キ
ャ
ラ　

英
語
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
（character

）
を
省
略
し
た
言
葉
。
最
近
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
に

お
け
る
ふ
る
ま
い
方
に
関
す
る
類
型
的
な
役
割
を
意
味
し
、「
ま
じ
め
キ
ャ
ラ
」、「
へ
た
れ
キ
ャ
ラ
」、「
癒
や
し
キ
ャ

ラ
」
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
。「
キ
ャ
ラ
」
は
現
代
の
高
校
生
を
含
む
若
者
、ま
た
最
近
で
は
若
者
に
限
ら

ず
大
人
社
会
の
中
で
も
、
職
場
な
ど
で
固
定
的
・
類
型
的
役
割
を
個
人
個
人
に
割
り
振
り
、
そ
の
「
キ
ャ
ラ
」
の
範
囲

内
で
言
動
す
る
こ
と
が
課
さ
れ
る
傾
向
な
ど
も
出
て
き
て
お
り
、
研
究
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。

9 

ペ
ル
ソ
ナ　

本
当
の
自
我
と
は
別
の
も
の
と
し
て
、便
宜
的
に
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
ニ
セ
の
自
分
像
で
あ
る
。
小
説
や

映
画
に
お
い
て
ス
パ
イ
な
ど
が
潜
伏
先
で
演
じ
る
敵
側
の
人
格
な
ど
を
想
像
す
る
と
、
わ
か
り
や
す
い
。

9 

価
値
の
序
列
を
つ
け
る
以
外
に
な
い　

例
え
ば
一
人
の
人
間
が
、
父
と
し
て
赤
子
に
対
す
る
時
、
課
長
と
し
て
部
下
に

対
す
る
時
、
ビ
ジ
ネ
ス
相
手
と
接
す
る
時
、
行
き
つ
け
の
ラ
ー
メ
ン
屋
で
親
し
い
主
人
と
話
す
時
な
ど
で
、
相
手
か
ら

見
た
印
象
は
か
な
り
違
う
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
る
一
つ
の
場
面
で
の
自
分
を
「
本
当
の
自
分
」
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
以
外

の
時
の
自
分
は
作
ら
れ
た
キ
ャ
ラ
、
ま
た
は
仮
面
、
ペ
ル
ソ
ナ
等
に
な
り
、
本
当
の
自
分
か
ら
ど
れ
く
ら
い
離
れ
て
い

る
か
で
序
列
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

12 

誰
と
も
「
本
当
の
自
分
」
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る　

ど
ん
な
場
面
で
も
人
は
そ
の
場

に
合
わ
せ
、
相
手
に
合
わ
せ
て
行
動
す
る
た
め
、
不
動
の
確
た
る
「
本
当
の
自
分
」
を
想
定
し
て
し
ま
う
と
、
す
べ
て

が
そ
の
場
に
合
わ
せ
た
仮
面
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

14 

（
語
句
）
貶
め
る　

自
分
よ
り
劣
っ
た
者
と
み
な
す
。
み
さ
げ
る
。
さ
げ
す
む
。
軽
蔑
す
る
。

14 

そ
れ
は
、
他
者
と
自
分
と
を
両
方
と
も
に
不
当
に
貶
め
る
錯
覚
で
あ
り
、
実
感
か
ら
も
遠
い　

人
間
は
も
っ
と
誠
実
な

も
の
だ
と
い
う
思
い
が
筆
者
の
根
底
に
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

﹇
2
6
ペ
ー
ジ
﹈  

2 

イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ　

interactive　

 

相
互
に
作
用
す
る
さ
ま
。
双
方
向
的
。
対
話
的
。

8 

他
者
と
接
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
分
人
に
は
実
体
が
あ
る
が
、「
本
当
の
自
分
」
に
は
、
実
体
が
な
い　

こ
の
場
合
の

「
実
体
」
と
は
何
か
。
私
た
ち
が
誰
か
と
接
す
る
時
は
必
ず
相
手
に
合
わ
せ
て
自
分
の
対
応
や
あ
り
方
を
変
え
て
い
る
。

例
え
ば
、
乳
児
に
対
す
る
時
、
店
員
と
し
て
客
に
対
す
る
時
、
病
院
で
患
者
と
し
て
医
師
に
対
す
る
時
、
家
庭
で
年
老

い
た
親
や
祖
父
母
に
対
す
る
時
で
は
、
全
く
別
の
人
間
で
あ
る
か
の
よ
う
に
人
物
像
が
変
化
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ

79  教科書［p.24～p.31］
06高　内容解説資料 新 論理国語　指導書『指導資料』見本



う
筆
者
の
主
張
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は

補
助
発
問
で
「
本
当
の
自
分
」
の
概
念
も
お
さ
え

て
お
き
た
い
。

問　
「
ど
こ
か
に
『
本
当
の
自
分
』
が
あ
る
は
ず
だ
と

考
え
よ
う
と
す
る
」（
13
）の
は
な
ぜ
か
。

答
　
私
た
ち
は
、
た
と
え
ど
ん
な
相
手
だ
ろ
う
と
、

そ
の
人
と
の
対
人
関
係
の
中
だ
け
で
、
自
分
の
す

べ
て
の
可
能
性
を
発
揮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か

ら
。

解
説

　
自
分
の
す
べ
て
を
人
は
現
実
に
は
発
揮
で
き

ず
、
常
に
相
手
に
合
わ
せ
て
一
部
を
出
し
て
い
る

だ
け
と
も
言
え
る
。
常
に
こ
れ
が
自
分
の
す
べ
て

で
は
な
い
と
感
じ
る
の
で
、「
本
当
の
自
分
」
を
ど

こ
か
に
求
め
た
く
な
る
の
で
あ
る
。

﹇
2
7
ペ
ー
ジ
﹈  

問　
「
そ
の
自
分
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
」（
1
）の
、「
そ

の
自
分
」
と
は
何
か
。

答
　「
本
当
の
自
分
」

の
そ
れ
ぞ
れ
の
他
者
に
対
す
る
あ
り
方
を
、
筆
者
は
「
分
人
」
と
呼
ん
で
い
る
。
一
方
、「
本
当
の
自
分
」
と
は
「
そ
う

し
た
他
者
に
よ
っ
て
変
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
自
分
」
の
こ
と
を
指
す
が
、
そ
の
よ
う
な
「
自
分
」
が
実
際
の
社

会
生
活
の
中
で
出
現
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。「
一
人
き
り
の
時
は
？
」
と
い
う
当
然
の
疑
問
に
は
次

ペ
ー
ジ
で
答
え
て
い
る
。

13 

だ
か
ら
こ
そ
、
ど
こ
か
に
「
本
当
の
自
分
」
が
あ
る
は
ず
だ
と
考
え
よ
う
と
す
る　

「
私
た
ち
は
、
た
と
え
ど
ん
な
相

手
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
人
と
の
対
人
関
係
の
中
だ
け
で
、
自
分
の
す
べ
て
の
可
能
性
を
発
揮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

の
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
人
と
接
し
て
い
る
自
分
も
、「
自
分
の
す
べ
て
で
は
な
い
」、
す
な
わ
ち
「
本
当
の
自
分
で
は
な

い
」
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
考
え
方
に
縛
ら
れ
て
い
る
と
、
自
分
自
身
で
あ
る
も
の

（「
本
当
の
自
分
」）
は
誰
と
の
対
人
関
係
で
も
浮
か
び
あ
が
っ
て
こ
な
い
の
で
、
ど
こ
か
に
本
当
の
自
分
が
あ
る
は
ず

だ
、
そ
れ
が
相
手
と
の
関
係
の
制
約
に
よ
っ
て
発
揮
で
き
な
い
だ
け
だ
、
と
考
え
よ
う
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

﹇
2
7
ペ
ー
ジ
﹈  

1 

顔
は
、
そ
の
自
分
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
、
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い　

「
本
当
の
自
分
」
が
ど
こ
か
に
存

在
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
際
に
相
手
に
合
わ
せ
て
自
分
の
「
顔
」
を
演
じ
分
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
異
な
る

相
手
ご
と
に
出
て
く
る
「
顔
」
す
べ
て
が
自
分
を
構
成
す
る
「
分
人
」
で
あ
り
、「
人
間
に
は
、
い
く
つ
も
の
顔
が
あ

る
」（
25
・
1
）
の
が
本
当
な
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

要旨を把握する　自分を捉え直す  80

〈
板
書
例
〉

　
〇
「
人
間
に
は
、
い
く
つ
も
の
顔
が
あ
る
」
こ
こ
か
ら
肯
定
を

　
　
　
…
相
手
と
の
長
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
で
き
る
。

　
〇
　
複
数
の
分
割
可
能
な
「
分
人
」
で
あ
る

　
　
　
…
関
係
性
の
中
で
変
化
し
う
る
。

　
〇
　
相
手
し
だ
い
で
自
然
と
さ
ま
ざ
ま
な
自
分
（
分
人
）
に
な
る

　
　
　
…
分
人
に
は
実
体
が
あ
る

　
×
　
唯
一
無
二
の
（
分
割
不
可
能
な
）「
個
人
」

　
×
　
ど
こ
か
に
「
本
当
の
自
分
」
が
あ
る
と
考
え
る

　
×
「
本
当
の
自
分
」
と
　
キ
ャ
ラ
・
仮
面
・
ペ
ル
ソ
ナ

　
　
　
…
「
本
当
の
自
分
」
は
実
体
が
な
い
・
幻
想
で
あ
る

指
導
の
要
点

・
筆
者
が
主
張
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
、
そ
の
内
実
を
捉
え
る
。
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発
問
・
脚
問

﹇
2
7
ペ
ー
ジ
﹈  

問　
「
や
は
り
そ
う
で
は
な
い
」（
6
）と
は
、
ど
う
い

う
こ
と
か
。

答　

分
人
が
対
人
関
係
ご
と
に
生
じ
る
も
の
な
ら
、

一
人
で
い
る
時
の
自
分
こ
そ
が
「
本
当
の
自
分
」

な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
。

問　
「
例
え
ば
」（
7
）か
ら
始
ま
る
例
は
、
ど
こ
ま
で

を
指
す
か
。

答　
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
考
え
直
し
て
い
る
。」（
28
・

4
）
ま
で
。

解
説　

具
体
例
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
「
勇
気
づ
け
ら
れ

た
よ
う
に
考
え
る
。」（
27
・
14
）
ま
で
あ
り
、
そ

の
考
察
が
解
答
の
箇
所
ま
で
。
そ
れ
以
降
は
具
体

例
と
考
察
を
ふ
ま
え
て
一
般
化
し
、「
一
人
で
い
る

時
の
自
分
が
本
当
の
自
分
」
で
は
な
い
こ
と
を
論

じ
て
い
る
。
事
例
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
・
考
察
・
一
般

化
し
て
の
考
察
、
の
三
段
階
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。
な
お
、
別
解
と
し
て
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
最
後

（
27
・
14
）
ま
で
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

﹇
2
8
ペ
ー
ジ
﹈  

問　
「『
本
当
の
自
分
』
と
い
う
存
在
を
、
こ
こ
で
も

捏
造
し
て
は
な
ら
な
い
」（
8
）の
は
な
ぜ
か
。

答　

私
た
ち
は
、
一
人
で
い
る
時
も
首
尾
一
貫
し
た

自
分
が
考
え
ご
と
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
さ

ま
ざ
ま
な
分
人
を
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
生
き

な
が
ら
考
え
ご
と
を
し
て
い
る
か
ら
。

●
第
三
段
（
27
・
2
「
し
か
し
、
…
」
〜
30
・
5
「
…
重
要
な
点
で
あ
る
。」）
の
要
旨

分
人
と
他
者

　

人
が
一
人
で
考
え
ご
と
を
す
る
時
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
人
を
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
生
き
な
が
ら
考
え
ご
と

を
し
て
お
り
、
私
と
い
う
存
在
は
つ
ね
に
他
者
と
の
相
互
作
用
の
中
に
あ
る
。
誰
そ
れ
と
い
る
時
の
自
分
が
好
き
と

い
う
よ
う
に
、
自
分
を
愛
す
る
た
め
に
は
他
人
の
存
在
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

﹇
2
7
ペ
ー
ジ
﹈  

2 

当
然
、
一
つ
の
疑
問
に
突
き
当
た
る　

「
一
人
で
い
る
時
の
自
分
こ
そ
が
、『
本
当
の
自
分
』
な
の
で
は
な
い
か
？
」

（
4
）
と
い
う
疑
問
を
指
す
。
文
章
を
展
開
さ
せ
る
た
め
の
問
い
の
提
示
で
、以
降
は
こ
の
問
い
を
追
究
す
る
形
で
論
が

進
ん
で
い
く
。
こ
れ
ま
で
の
展
開
に
鑑
み
て
「
ま
さ
に
こ
の
疑
問
で
あ
る
」
と
言
え
る
ほ
ど
の
必
然
性
は
な
い
よ
う
に

も
見
え
る
が
、「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
「
分
人
」
を
対
立
構
造
と
捉
え
、「
分
人
」
が
私
た
ち
の
あ
り
方
で
あ
る
と

す
る
筆
者
の
考
え
に
向
か
う
に
は
、
こ
の
よ
う
な
問
い
が
必
要
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
評
論
（
あ
る
い
は
思
想
）

と
は
、「
ど
う
問
い
に
答
え
る
か
」
以
上
に
、「
い
か
に
問
う
か
」
が
内
容
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
　

例
え
ば
、
こ
こ
で
は
「
人
と
会
う
ご
と
に
自
分
は
違
う
自
分
で
あ
り
、
本
当
の
自
分
な
ど
存
在
し
な
い
」
と
い
う
の

な
ら
「
な
ぜ
自
分
は
自
分
の
こ
と
を
『
ほ
か
で
も
な
い
自
分
』
だ
と
思
え
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
や
、
そ
れ
に

対
す
る
「
自
分
が
自
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
核
心
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
っ
て
い
る
か
ら
だ
」
と
い
う
答
え
が

述
べ
ら
れ
る
展
開
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
本
文
で
は
、
こ
の
方
向
性
は
回
避
さ
れ
、「
一
人
で
い
る
時
の
自
分
こ
そ

が
、『
本
当
の
自
分
』
な
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
問
い
に
向
か
っ
て
い
く
。

6 

私
自
身
、
こ
の
問
題
を
ず
っ
と
考
え
て
き
た　

「
分
人
」
と
い
う
発
想
が
、
急
に
思
い
つ
い
た
も
の
で
な
く
、「
唯
一
・

本
当
の
自
分
」
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
考
え
方
に
違
和
感
を
覚
え
納
得
で
き
な
か
っ
た
筆
者
の
、
実
感
に
基
づ
く
思
索

の
跡
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

7 

例
え
ば　

こ
こ
か
ら
は
、
一
人
で
い
る
時
の
自
分
も
誰
と
会
っ
た
後
か
、
あ
る
い
は
誰
の
言
葉
を
考
え
て
い
る
か
に

よ
っ
て
違
う
分
人
で
あ
る
こ
と
を
、
具
体
例
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。
学
校
で
「
変
わ
り
者
」
と
し
て
疎
ま
れ
て
い

る
と
い
う
例
、
た
ま
た
ま
隣
に
も
っ
と
変
わ
っ
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
住
ん
で
い
る
と
い
う
設
定
な
ど
、
い
か
に
も
筆
者

ら
し
い
叙
述
で
あ
る
。
学
習
者
に
と
っ
て
は
「
わ
か
り
や
す
い
」
も
の
の
、
実
感
で
き
る
よ
う
な
で
き
な
い
よ
う
な
例

か
も
し
れ
な
い
。

　
　

学
習
者
が
悩
む
理
由
と
し
て
は
、「
変
わ
り
者
」
と
し
て
疎
ま
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
疎
ま
れ
る
の
を
恐
れ
て
不
本
意

要旨を把握する　自分を捉え直す  82

問　

私
た
ち
の
存
在
が
「
他
者
と
の
相
互
作
用
の
中

に
し
か
な
い
」（
12
）と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

答　

私
た
ち
は
、
誰
か
と
会
っ
て
い
る
時
は
そ
の
時

そ
の
時
の
分
人
と
し
て
生
き
て
い
る
。
一
人
で
い

る
時
も
無
色
透
明
な
誰
の
影
響
も
被
っ
て
い
な
い

「
本
当
の
自
分
」
が
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

常
に
さ
ま
ざ
ま
な
分
人
が
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ

り
生
き
て
い
る
し
、
ど
ん
な
時
も
他
者
と
の
関
係

の
中
で
自
分
を
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

解
説　

自
分
の
存
在
が
他
者
と
の
相
互
作
用
の
中
し

か
存
在
し
な
い
、
と
い
う
考
え
方
は
現
代
思
想
の

考
え
方
で
あ
り
、
説
明
が
や
や
難
し
い
。
本
文
を

幅
広
く
丁
寧
に
読
ん
で
ま
と
め
さ
せ
た
い
。

﹇
2
9
ペ
ー
ジ
﹈  

問　

Ａ
さ
ん
か
ら
Ｃ
さ
ん
ま
で
の
例
は
最
後
ま
で
言

い
切
っ
て
い
る
の
に
、
Ｄ
さ
ん
の
例
が
中
身
を
書

か
ず
に「
…
…
」（
3
）で
終
わ
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ

か
。

答　
「
Ｄ
さ
ん
と
、
…
…
」
と
す
る
こ
と
で
、
以
下
、

Ａ
さ
ん
か
ら
Ｃ
さ
ん
ま
で
の
対
応
の
違
い
を
受
け

て
、
Ｄ
さ
ん
、
Ｅ
さ
ん
、
Ｆ
さ
ん
…
…
の
よ
う
に
、

Ｄ
さ
ん
以
降
も
一
人
ず
つ
そ
の
人
と
会
っ
て
い
る

時
の
自
分
に
対
す
る
評
価
が
異
な
っ
て
い
く
こ
と

を
表
現
し
て
い
る
。

解
説　

表
現
に
つ
い
て
の
発
問
で
あ
る
。
ど
の
よ
う

な
例
を
い
く
つ
あ
げ
る
か
は
、
そ
の
目
的
に
よ
っ

て
異
な
る
。
今
回
の
よ
う
に
延
々
と
続
く
こ
と
を

な
言
動
を
繰
り
返
す
こ
と
へ
の
自
己
嫌
悪
で
あ
る
場
合
も
多
く
、
ま
た
「
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
」
に
悩
み
を
相
談
で
き
る
機
会

な
ど
ま
ず
な
い
、
と
い
う
の
が
リ
ア
ル
な
感
覚
で
あ
る
。
こ
こ
は
説
明
の
た
め
の
「
例
」
で
あ
り
、
あ
ま
り
揚
げ
足
を
と

る
べ
き
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
学
習
者
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
例
の
出
し
方
や
論
の
進
め
方
に
「
い
や
ら
し
さ
」

を
嗅
ぎ
取
っ
て
嫌
う
者
も
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
際
に
は
、
筆
者
の
論
を
正
確
に
読
む
こ
と
と
は
別
に
、
そ
う

し
た
批
判
も
し
て
よ
い
の
が
読
む
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
な
ぜ
そ
う
感
じ
た
か
を
学
習
者
自
身
に
問
い
続
け
さ
せ
る
こ
と

も
大
切
で
あ
ろ
う
。

﹇
2
8
ペ
ー
ジ
﹈  

2 

学
校
帰
り
の
あ
な
た
は
、学
校
で
の
分
人
の
ま
ま
、自
分
の
個
性
に
つ
い
て
思
い
悩
ん
で
い
る　

一
人
の
時
に
も
、「
相

手
の
い
な
い
自
分
だ
け
の
時
の
分
人
」
に
な
る
の
で
は
な
く
、
誰
か
と
い
る
時
と
同
じ
ま
ま
の
思
考
に
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

4 

ポ
ジ
テ
ィ
ブ　

肯
定
的
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
積
極
的
、
実
証
的
な
ど
の
意
味
を
も
つ
。
反
対
語
は
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ 

negative

」
で
、
否
定
的
、
消
極
的
等
の
意
味
が
あ
る
。

6 

さ
ま
ざ
ま
な
分
人
を
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
生
き
な
が
ら
考
え
ご
と
を
し
て
い
る
は
ず　

「
一
人
で
い
る
時
に
は
他

人
に
対
し
て
合
わ
せ
よ
う
と
し
な
い
首
尾
一
貫
し
た
自
分
が
い
る
」
の
で
は
な
く
、
自
己
意
識
は
、
分
人
の
絶
え
ざ
る

切
り
替
え
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

7 

無
色
透
明　

色
が
な
く
、
す
き
と
お
っ
て
い
る
こ
と
。
そ
こ
か
ら
、
意
見
な
ど
が
偏
っ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
純
粋
で

無
垢
な
状
態
を
指
す
こ
と
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
誰
の
影
響
も
被
っ
て
い
な
い
」
純
粋
な
「
本
当
の
自
分
」
の
イ
メ
ー

ジ
を
表
現
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
。

8 

（
語
句
）
捏
造　

実
際
に
は
あ
り
も
し
な
い
事
柄
を
、事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
。
で
っ
ち
あ
げ
。

8 

捏
造
し
て
は
な
ら
な
い　

誰
の
影
響
も
受
け
な
い
自
己
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
ず
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
際
に
は

相
手
に
合
わ
せ
る
し
、
一
人
の
時
に
も
相
手
の
影
響
は
残
る
は
ず
で
あ
る
。
純
粋
な
「
本
当
の
自
分
」
と
い
う
も
の
は

存
在
し
得
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
は
ど
こ
か
に
本
当
の
自
分
が
あ
る
と
思
い
た
が
る
が
、
そ
れ
は
「
本
当
の
自
分
」

を
捏
造
し
て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

8 

ア
ニ
メ
な
ど
で　

ア
ニ
メ
や
マ
ン
ガ
な
ど
で
描
か
れ
る
頭
の
中
で
複
数
の
自
分
が
話
し
合
っ
て
い
る
状
態
が
、一
人
で

い
る
時
に
考
え
ご
と
を
し
て
い
る
様
子
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
頭
の
中
の
「
天
使
」
や
「
悪
魔
」
と
い
う
分
人

を
通
じ
、
そ
の
分
人
を
入
れ
替
え
つ
つ
考
え
ご
と
に
耽
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
そ
の
天
使
や
悪
魔
の
話

し
合
い
の
場
を
設
け
て
い
る
自
分
や
、分
人
を
統
合
し
て
い
る
自
我
の
存
在
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
筆
者
の
考
え
で
は
、
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示
す
場
合
、
三
つ
程
度
を
あ
げ
、
以
降
は
類
似
の

内
容
が
続
く
と
示
唆
す
る
に
と
ど
め
る
、
と
い
う

例
の
出
し
方
に
つ
い
て
意
識
さ
せ
た
い
。

問　
「
そ
こ
を
足
場
に
生
き
て
行
け
ば
い
い
」（
9
）と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

答　

自
分
の
全
部
が
好
き
に
な
れ
な
く
て
も
、
好
き

な
分
人
が
一
つ
で
も
二
つ
で
も
あ
れ
ば
自
己
肯
定

感
が
も
て
る
は
ず
だ
か
ら
、
そ
れ
を
支
え
に
し
て

い
け
ば
い
い
と
い
う
意
味
。

解
説　

日
本
の
若
者
の
自
己
肯
定
感
の
低
さ
は
内
閣

府
の
「
子
ど
も
・
若
者
白
書
」
等
で
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、
筆
者
は
そ
れ
が
「
本
当
の
自
分
」
と

い
う
呪
縛
に
よ
る
も
の
で
、
そ
こ
か
ら
解
放
す
る

た
め
に
「
分
人
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

問　
「
そ
れ
は
、生
き
た
人
間
で
な
く
て
も
か
ま
わ
な

い
」（
11
）の
は
な
ぜ
か
。

答　

詩
や
小
説
な
ど
を
読
む
こ
と
で
も
人
生
に
つ
い

て
深
く
考
え
ら
れ
た
り
、
自
分
の
世
界
を
広
げ
た

り
し
て
自
分
を
肯
定
す
る
糸
口
に
な
る
か
ら
。

解
説　

本
を
読
む
な
ど
の
経
験
も
他
者
と
の
関
係
性

と
捉
え
、そ
こ
に
も
分
人
の
発
生
を
認
め
て
い
る
。

実
際
に
本
や
音
楽
、
絵
な
ど
の
芸
術
作
品
に
影
響

を
受
け
て
生
き
方
が
変
わ
る
例
は
多
く
あ
る
の

で
、高
校
生
に
も
十
分
納
得
の
い
く
も
の
だ
ろ
う
。

「
生
き
た
人
間
以
外
で
も
、そ
れ
に
応
じ
て
分
人
は

発
生
す
る
か
ら
」
な
ど
で
も
よ
い
。

そ
う
し
た
超
越
的
自
我
で
は
な
く
、そ
れ
ぞ
れ
の
「
分
人
」
の
集
合
体
が
自
我
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

10 

（
語
句
）
耽
る　

あ
る
一
つ
の
こ
と
に
夢
中
に
な
る
。
熱
中
す
る
。

12 

他
者
と
の
相
互
作
用
の
中
に
し
か
な
い　

こ
う
し
た
捉
え
方
は
二
十
世
紀
の
現
代
思
想
に
よ
く
見
ら
れ
、言
葉
の
意
味

は
言
葉
を
発
し
た
人
と
受
け
取
っ
た
人
と
の
間
に
発
生
す
る
、
と
い
っ
た
考
え
方
で
あ
る
。
も
し
宇
宙
に
最
初
か
ら
た

だ
一
人
の
人
間
し
か
存
在
し
て
い
な
い
な
ら
、「
他
人
」
は
い
な
い
の
で
、
他
人
と
区
別
す
る
意
味
で
の
自
分
も
存
在
し

な
い
。
硬
い
、
柔
ら
か
い
と
い
う
対
概
念
も
、
そ
も
そ
も
相
対
的
な
比
較
物
が
な
け
れ
ば
生
ま
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な

意
味
で
「
私
」
と
い
う
存
在
は
、
他
者
と
の
相
互
作
用
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
。

13 

（
語
句
）
快
活　

き
び
き
び
し
て
い
て
、
元
気
な
こ
と
（
さ
ま
）。

14 

ま
ん
ざ
ら
で
も
な
い　

「
ま
っ
た
く
よ
く
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」「
必
ず
し
も
嫌
で
は
な
い
」
の
意
で
。
あ
る
程

度
の
満
足
を
表
現
す
る
言
葉
。

﹇
2
9
ペ
ー
ジ
﹈  

8 

も
し
、
好
き
な
分
人
が
一
つ
で
も
二
つ
で
も
あ
れ
ば
、
そ
こ
を
足
場
に
生
き
て
い
け
ば
い
い　

こ
の
直
前
に
「
人
は
、

な
か
な
か
、
自
分
の
全
部
が
好
き
だ
と
は
言
え
な
い
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
筆
者
の
問
題
意
識
が
そ
っ
と
提
示
さ
れ
て
い

る
。
自
我
や
自
意
識
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
場
合
に
、「
分
人
」
を
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
対
立
す
る
も
の
だ
と
す

る
と
、
論
理
的
に
無
理
が
生
じ
る
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
「
自
我
（
自
己
）
の
同
一
性
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
文
章

で
筆
者
が
否
定
し
て
い
る
「
本
当
の
自
分
」
と
は
そ
も
そ
も
異
な
る
か
ら
だ
。
分
人
は
、「
自
分
を
好
き
に
な
れ
ず
」「
本

当
の
自
分
」
の
観
念
に
脅
さ
れ
て
苦
し
む
人
を
救
う
た
め
の
、
思
考
ツ
ー
ル
な
の
で
あ
る
。

12 

ボ
ー
ド
レ
ー
ル　

代
表
詩
集
で
あ
り
退
廃
の
美
を
歌
っ
た
『
惡
の
華
』
は
、六
編
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
と
し
て
罰
金

刑
を
受
け
る
な
ど
大
衆
的
な
話
題
を
さ
ら
っ
た
だ
け
で
な
く
、
ラ
ン
ボ
ー
、
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
、
マ
ラ
ル
メ
な
ど
、
後
の

詩
人
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
評
論
家
と
し
て
も
活
躍
し
、「
モ
デ
ル
ニ
テ
」（
近
代
性
・
現
代
性
の
意
）
の
概
念
を

提
示
し
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
芸
術
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
と
も
な
っ
た
。

12 

森
鷗
外　

夏
目
漱
石
ら
と
並
び
、
近
代
日
本
文
学
を
代
表
す
る
小
説
家
。
本
名
、
森
林
太
郎
。
西
欧
詩
の
翻
訳
、
文
芸

評
論
、
浪
漫
的
小
説
、
歴
史
小
説
な
ど
、
多
彩
な
文
学
活
動
を
展
開
し
た
。
ま
た
、
陸
軍
軍
医
と
し
て
も
陸
軍
軍
医
総

監
を
務
め
る
な
ど
し
た
。
主
な
作
品
に
「
舞
姫
」、「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」、「
青
年
」、「
雁
」、「
山
椒
大
夫
」、「
阿

部
一
族
」、「
高
瀬
舟
」
な
ど
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
一
九
七
五
年
生
ま
れ
の
筆
者
が
読
書
体
験
の
代
表
と
し
て
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
と
鷗
外
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
、
か
な
り
特
徴
的
で
あ
る
。
筆
者
の
中
・
高
校
生
時
代
に
は
「
高
校
生
な
ら
ば

日
本
近
代
文
学
の
名
作
は
ひ
と
と
お
り
読
了
し
て
お
く
べ
き
」
と
い
っ
た
教
養
主
義
の
常
識
は
過
去
の
も
の
と
な
っ
て

要旨を把握する　自分を捉え直す  84

﹇
3
0
ペ
ー
ジ
﹈  

脚
問　
「
そ
の
逆
説
」（
5
）と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

答
　
自
分
を
愛
す
る
た
め
に
、
自
分
で
は
な
い
他
者

の
存
在
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ

と
。

解
説

　「
逆
説
」
の
意
味
は
ペ
ー
ジ
上
段
の
「
語
句
・

文
脈
の
解
説
」
を
参
照
。
人
が
自
分
を
愛
す
る
た

め
に
は
、
誰
か
と
い
る
時
の
分
人
（
自
分
）
が
好

き
だ
と
い
う
よ
う
に
、
必
ず
他
者
を
経
由
す
る
こ

と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
る
は
ず
な
の
で
、
当
時
と
し
て
も
珍
し
い
、
か
な
り
の
読
書
家
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

﹇
3
0
ペ
ー
ジ
﹈  

1 

自
分
を
肯
定
す
る
た
め
の
入
口　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
や
森
鷗
外
の
小
説
を
読
む
こ
と
で
得
た
広
い
世
界
と
の
つ
な

が
り
の
感
覚
が
、
周
り
と
違
う
「
変
わ
り
者
」
と
し
て
の
自
分
を
肯
定
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

4 

自
分
を
愛
す
る
た
め
に
は
、
他
者
の
存
在
が
不
可
欠　

誰
か
と
い
る
時
の
自
分
の
分
人
を
好
き
に
な
れ
れ
ば
、
そ
れ
は

自
分
の
す
べ
て
を
全
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
な
る
。
そ
の
人
と
い
る
時
の
自
分
が
好
き
だ
と
い
う
友
達
が
三
人
い
れ

ば
、
好
き
な
自
分
の
分
人
が
三
つ
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
自
分
を
愛
し
て
い
け
る
、
と
い
う
の
が
筆
者

の
主
張
で
あ
る
。

5 

逆
説　

真
理
（
結
論
）
と
反
対
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、実
は
一
種
の
真
理
（
結
論
と
同
じ
こ
と
）
を
言
い

表
し
て
い
る
説
。
例
え
ば
「
負
け
る
が
勝
ち
」
な
ど
。
こ
こ
で
は
、「
自
分
を
愛
す
る
た
め
に
は
、
他
者
の
存
在
が
不
可

欠
だ
と
い
う
こ
と
」
が
逆
説
で
あ
る
。

5 

分
人
主
義
の
自
己
肯
定
の
最
も
重
要
な
点　

「
分
人
主
義
」
と
い
う
言
葉
が
初
め
て
出
て
く
る
が
、
唯
一
の
本
当
の
自

分
を
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
考
え
て
探
し
求
め
る
の
を
や
め
、
対
人
関
係
の
中
で
現
に
生
じ
て
い
る
自
分
の
複
数

の
人
格
を
そ
れ
ぞ
れ
「
分
人
」
と
捉
え
て
そ
の
存
在
を
認
め
、
自
分
を
そ
の
総
体
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
「
考
え
方

の
姿
勢
」
の
こ
と
で
あ
る
。「
分
人
」
と
い
う
捉
え
方
を
す
る
こ
と
で
自
己
と
他
者
と
を
結
び
つ
け
、そ
の
関
係
の
中
に

自
己
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
こ
か
ら
、
先
述
の
よ
う
に
、
他
者
の
存
在
を
通
し
て
自
分
を
好
き
に
な
れ
る

可
能
性
が
開
け
る
の
で
あ
る
。
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〈
板
書
例
〉

　

Ｑ
一
人
で
考
え
て
い
る
時
の
自
分
は
誰
か
？

　

Ｑ
対
人
関
係
で
な
い
か
ら
「
本
当
の
自
分
」
？

　
　

×　

一
人
の
時
は
首
尾
一
貫
し
た
自
分
が
考
え
ご
と
を
し
て
い
る
。
×
本
当
の
自
分
を
捏
造

　

Ａ
〇　

さ
ま
ざ
ま
な
分
人
を
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
生
き
な
が
ら
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
（
例
）・
直
前
に
会
っ
た
人
と
の
分
人
の
ま
ま
考
え
て
い
る
。・
頭
の
中
の
天
使
と
悪
魔
・
脳
内
会
議

　
　

〇　

私
と
い
う
存
在
は
、
つ
ね
に
他
者
と
の
相
互
作
用
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い

　
　
　
　
　
（
例
）
Ａ
さ
ん
と
会
っ
て
い
る
時
の
自
分
は
好
き　

Ｂ
さ
ん
と
…
、Ｃ
さ
ん
と
…
、
文
学
作
品
を
読
ん
で
…

　
　
　
　

も
し
、
好
き
な
分
人
が
一
つ
で
も
あ
れ
ば
そ
れ
を
足
が
か
り
に
生
き
て
い
く

　
　

〇　

自
分
を
愛
す
る
た
め
に
は
、
他
者
の
存
在
が
不
可
欠　

↑　

分
人
主
義
の
自
己
肯
定

指
導
の
要
点

・
筆
者
が
主
張
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
、
そ
の
根
拠
を
捉
え
る
。

要旨を把握する　自分を捉え直す  86

発
問
・
脚
問

﹇
3
0
ペ
ー
ジ
﹈  

問　
「
分
人
は
す
べ
て
、『
本
当
の
自
分
』
で
あ
る
」

（
6
）と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

答　

会
う
人
ご
と
に
入
れ
替
わ
る
「
分
人
」
は
、
仮

面
で
も
キ
ャ
ラ
で
も
な
く
、
そ
の
人
と
い
る
時
の

「
自
分
」
で
あ
り
、人
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
分
人
」
が

入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
な
が
ら
生
き
て
い
く
も

の
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
「
分
人
」
は
偽
り
の

自
分
で
は
な
く
「
本
当
の
自
分
」
で
あ
る
。

解
説　

筆
者
の
想
定
す
る
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

問
い
」
に
お
け
る
「
本
当
の
自
分
」
と
は
、
唯
一

無
二
の
ど
ん
な
時
で
も
変
わ
ら
な
い
確
た
る
自
己

像
を
指
す
。
一
方
、
筆
者
の
主
張
す
る
「
分
人
」

は
、
会
う
人
ご
と
に
入
れ
替
わ
り
、
自
己
の
す
べ

て
で
は
な
い
。
Ａ
さ
ん
と
会
う
時
の
「
分
人
」
と

Ｂ
さ
ん
と
会
う
時
の
「
分
人
」
が
か
な
り
違
う
人

間
で
あ
る
こ
と
も
十
分
あ
り
得
る
が
、
そ
う
い
う

個
々
の
「
分
人
」
が
す
べ
て
「
本
当
の
自
分
」
だ

と
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
「
分
人
」
の
総
体
が
全

体
と
し
て
の
自
分
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

問　
「
そ
れ
」（
11
）と
は
何
か
。

答　

実
際
に
は
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど

ん
な
時
で
も
変
わ
ら
な
い
唯
一
無
二
の
「
本
当
の

自
分
」
が
ど
こ
か
に
あ
り
、
そ
れ
を
探
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

●
第
四
段
（
30
・
6
「
分
人
は
す
べ
て
、
…
」
〜
終
わ
り
）
の
要
旨

分
人
と
「
本
当
の
自
分
」

　

分
人
は
す
べ
て
「
本
当
の
自
分
」
で
あ
る
。「
私
」
と
は
何
か
、
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
い
は
、「
本
当

の
自
分
」
が
あ
る
と
い
う
幻
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

﹇
3
0
ペ
ー
ジ
﹈  

6 

分
人
は
す
べ
て
、「
本
当
の
自
分
」　

「
分
人
」
は
相
手
に
よ
っ
て
入
れ
替
わ
り
、
そ
の
度
ご
と
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
仮
面
や
ペ
ル
ソ
ナ
で
は
な
く
、
す
べ
て
私
を
構
成
す
る
「
本
当
の
自
分
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

9 

嗾
す　

そ
の
気
に
な
る
よ
う
に
仕
向
け
る
。
特
に
、お
だ
て
て
悪
い
ほ
う
へ
誘
い
入
れ
る
。
早
く
そ
う
す
る
よ
う
に
勧

め
る
。
せ
き
た
て
る
。

11 

そ
れ
が
、「
私
」
と
は
何
か
、
と
い
う
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
い
で
あ
る　

私
は
何
者
な
の
か
、
私
と
は
誰
な
の

か
、
私
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
は
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
「
唯
一
無
二
の
『
本
当
の
自
分
』
と
い
う
幻
想
」
と
な
っ

て
お
り
、
そ
れ
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ま
た
は
、
そ
の
本
当
の
自
分
で
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
プ

レ
ッ
シ
ャ
ー
と
な
り
、
私
た
ち
を
苦
し
め
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
筆
者
に
よ
れ
ば
「
本
当
の
自
分
」
は
「
ど
こ
に

も
実
体
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
知
り
、
そ
れ
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
四
六
時
中
嗾
さ
れ
て
い
る
」

と
い
う
。
言
わ
ば
、「
唯
一
無
二
の
『
本
当
の
自
分
』」
の
「
呪
い
」
か
ら
の
解
放
が
筆
者
の
狙
い
で
あ
っ
た
。

〈
板
書
例
〉

　
　

〇　

分
人
は
す
べ
て
本
当
の
自
分

　
　

×　

幻
想
で
実
体
の
な
い
「
本
当
の
自
分
」
を
探
す
よ
う
に
苦
し
ん
で
き
た
。

　
　
　
　

⇒　

そ
れ
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
い
だ
。

指
導
の
要
点

・
筆
者
の
主
張
の
意
図
を
捉
え
る
。
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「
学
習
活
動
」「
情
報
を
整
理
す
る
た
め
に
」
の
解
説

学
習
活
動
1　

筆
者
が
「
人
間
に
は
、
い
く
つ
も
の
顔
が
あ
る
。

│
私
た
ち
は
、

こ
の
こ
と
を
ま
ず
肯
定
し
よ
う
」（
25
・
1
）
と
述
べ
る
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
し
よ

う
。

【
ね
ら
い
】

　

要
旨
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
中
心
的
概
念
を
つ
か
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
文
で

は
そ
れ
が
「
分
人
」
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
把
握
の
た
め
に
、
ま
ず
前
提
と
な
る
私
た
ち

の
自
我
の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
の
前
提
を
丁
寧
に
読
み
取
っ
て
い
く
学
習

課
題
で
あ
る
。
ま
ず
、
日
常
的
な
自
己
の
あ
り
方
を
筆
者
が
ど
う
捉
え
て
い
る
か
を
読
み

解
く
。

【
解
答
例
】

　

私
た
ち
は
、
相
手
し
だ
い
で
、
自
然
と
さ
ま
ざ
ま
な
自
分
に
な
り
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も

全
く
変
わ
ら
な
い
自
分
で
は
な
い
か
ら
。

【
解
説
】

　
「
な
ぜ
か
」
と
い
う
問
い
は
、さ
ま
ざ
ま
な
次
元
で
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
解
答
例
は

「
筆
者
の
い
う
『
い
く
つ
も
の
顔
が
あ
る
』
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
を
説
明
し
て
い
る

が
、「
筆
者
が
…
…
述
べ
る
の
は
な
ぜ
か
」
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
筆
者
の
こ
の
叙
述
の
狙

い
を
答
え
る
こ
と
も
解
答
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
の
場
合
、「
こ
の
こ
と
を
ま
ず
肯
定
し

よ
う
」
か
ら
、
以
下
の
よ
う
に
も
答
え
ら
れ
る
。

・
筆
者
の
提
唱
す
る
分
人
と
い
う
考
え
方
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
現
実
の
私
た

ち
は
唯
一
無
二
の
個
人
で
は
な
く
、
相
手
に
よ
っ
て
変
わ
る
複
数
の
分
人
か
ら
成
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
。

・
筆
者
の
提
唱
す
る
分
人
の
考
え
方
を
述
べ
て
い
く
に
は
、
ま
ず
、
私
た
ち
は
相
手
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
違
う
自
分
に
な
る
と
い
う
事
実
を
読
者
と
共
有
し
て
お
く
必
要

が
あ
っ
た
か
ら
。

　

以
上
の
点
を
ふ
ま
え
た
上
で
、解
答
例
で
は
最
も
文
脈
に
即
し
単
純
な
答
え
を
掲
げ
た
。

学
習
活
動
2　
「『
本
当
の
自
分
』
と
い
う
存
在
を
、
こ
こ
で
も
捏
造
し
て
は
な
ら
な

い
」（
28
・
8
）
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
し
よ
う
。

【
ね
ら
い
】

　

筆
者
の
主
張
の
中
心
概
念
で
あ
る
「
分
人
」
の
対
概
念
と
な
る
「
本
当
の
自
分
」
を
検

証
し
、「
本
当
の
自
分
」
は
実
は
存
在
し
な
い
と
筆
者
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
つ
か
む
。

【
解
答
例
】

　

一
人
の
時
は
誰
と
も
会
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
首
尾
一
貫
し
て
本
当
の
自
分
が
考
え
て

い
る
と
思
い
が
ち
だ
が
、
実
際
は
無
色
透
明
な
本
当
の
自
分
な
ど
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な

分
人
が
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
生
き
な
が
ら
考
え
ご
と
を
し
て
い
る
か
ら
。

【
解
説
】

　
「
学
習
活
動
1
」
の
「
な
ぜ
か
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
次
元
で
の
答
え
か
可
能
で
、答
え
に
迷

う
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、「
学
習
活
動
2
」
の
「
な
ぜ
か
」
は
「
捏
造
し
て
は
な
ら
な

い
」
と
筆
者
が
禁
止
用
語
を
用
い
た
意
味
を
問
う
て
い
る
の
で
、
比
較
的
狭
い
範
囲
で
考

え
ら
れ
る
。

　
「
本
当
の
自
分
」
を
捏
造
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、一
人
で
考
え
ご
と
を
し
て
い
る
時
で

あ
っ
て
も
「
本
当
の
自
分
」
な
ど
存
在
し
て
い
な
い
、
と
筆
者
が
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
考
え
て
い
る
の
は
誰
な
の
か
。
筆
者
に
よ
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
人
を
入
れ
替
わ

り
立
ち
替
わ
り
生
き
な
が
ら
考
え
ご
と
を
し
て
い
る
と
い
う
。
問
わ
れ
て
い
る
箇
所
の
前

に
も
、「
学
校
帰
り
の
あ
な
た
」
と
「
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
家
か
ら
戻
っ
て
き
た
あ
な
た
」
の

よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
分
人
の
存
在
を
筆
者
は
指
摘
し
、
一
人
で
い
る
時
で
も
ア
ニ
メ

の
脳
内
会
議
の
場
面
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
人
を
通
じ
て
考
え
ご
と
に
耽
っ
て
い
る

と
主
張
す
る
。

　

つ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
人
の
入
れ
替
わ
る
集
合
体
が
自
分
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
認
識
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す
れ
ば
「
唯
一
」
の
「
本
当
の
自
分
」
と
い
う
あ
り
も
し
な
い
自
画
像
を
捏
造
し
て
幻
の

本
当
の
自
分
探
し
な
ど
し
な
く
て
よ
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

学
習
活
動
3　
「
分
人
は
す
べ
て
、『
本
当
の
自
分
』
で
あ
る
」（
30
・
6
）
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
、
ま
と
め
よ
う
。

【
ね
ら
い
】

　
筆
者
の
主
張
の
中
心
概
念
で
あ
る
「
分
人
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
、
本
文
の
展
開

に
即
し
て
ま
と
め
る
こ
と
を
通
し
て
、
要
旨
の
把
握
の
仕
方
を
身
に
つ
け
、
文
章
展
開
を

意
識
す
る
。

【
解
答
例
】

　「
私
」
と
い
う
存
在
は
、
孤
独
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
必
ず
誰
か
他
者
と
の
相

互
作
用
の
中
に
あ
る
。
私
は
他
者
と
の
相
互
作
用
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
。

　「
私
」は
当
然
相
手
と
の
相
互
作
用
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
顔
を
見
せ
る
。
ど
ん
な
相
手
に

で
も
全
く
自
分
を
変
え
な
い
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

　
相
手
と
の
関
係
性
で
そ
の
都
度
現
れ
る
自
分
を
「
分
人
」
と
呼
ぶ
な
ら
、「
私
」
は
出
会

う
他
者
ご
と
に
入
れ
替
わ
り
、
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
人
の
時
で
も
、
実
は
さ
ま
ざ

ま
な
「
分
人
」
が
切
り
替
わ
り
な
が
ら
「
私
」
は
存
在
し
て
い
る
。

　
唯
一
無
二
の
「
本
当
の
自
分
」
は
存
在
せ
ず
、
存
在
す
る
の
が
相
手
に
よ
っ
て
そ
の
都

度
切
り
替
わ
る
「
分
人
」
と
し
て
の
私
で
あ
る
な
ら
、分
人
こ
そ
が
実
際
に
存
在
す
る
「
本

当
の
自
分
」
で
あ
る
と
言
え
る
。

【
解
説
】

　「
ま
と
め
よ
う
」
と
い
う
課
題
な
の
で
、
解
答
例
は
四
段
階
に
論
理
を
ま
と
め
、
長
め
の

文
章
と
し
て
み
た
。
授
業
に
よ
っ
て
は
こ
れ
を
表
形
式
で
ま
と
め
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
ま

た
、
解
答
例
の
最
終
段
落
の
み
を
解
答
と
し
て
示
し
て
も
よ
い
。

　
ポ
イ
ン
ト
は
「『
本
当
の
自
分
』
な
ど
存
在
し
な
い
」
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
本
文
が
、

「
分
人
は
す
べ
て
、『
本
当
の
自
分
』
で
あ
る
」
と
、「
本
当
の
自
分
」
と
い
う
概
念
を
復
活

さ
せ
て
い
る
矛
盾
を
ど
う
説
明
す
る
か
で
あ
る
。
本
文
の
前
半
で
否
定
し
て
き
た
「
本
当

の
自
分
」
は
「
唯
一
無
二
」
の
不
可
分
な
自
分
で
あ
り
、
そ
う
し
た
単
一
の
強
固
な
自
分

な
ど
存
在
し
な
い
と
筆
者
は
述
べ
て
い
る
。存
在
す
る
の
は
不
可
分
な
自
分
で
は
な
く「
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
」「
分
人
」
で
あ
り
、そ
れ
は
相
手
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
現
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
相
手
ご
と
に
「
分
人
」
は
異
な
り
、
同
じ
相
手
で
も
時
間
と
と
も
に
関
係
も

変
化
し
、
分
人
も
変
わ
る
。
筆
者
の
狙
い
は
、
自
我
の
多
面
性
の
承
認
で
あ
り
、
そ
の
現

れ
と
し
て
の
「
分
人
」
を
「
か
り
そ
め
／
ニ
セ
の
自
分
」
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

ま
ぎ
れ
も
な
い
「
本
当
の
自
分
」（
の
、
あ
る
現
れ
）
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

情
報
を
整
理
す
る
た
め
に

・「
本
当
の
自
分
」
に
つ
い
て
、従
来
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
筆
者
の
指
摘
す
る
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
に
分
け
て
整
理
し
て
み
よ
う
。

【
ね
ら
い
】

　
文
章
の
主
旨
を
的
確
に
捉
え
、
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
、「
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
概
念
を
つ
か
み
な
が
ら
、論
の
展
開
を
整
理
し
、

筆
者
の
主
張
を
整
理
、
理
解
す
る
。

【
解
答
例
】

従
来
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

・
唯
一
無
二
の
「（
分
割
不
可
能
な
）
個
人
（individual

）」。

・
首
尾
一
貫
し
た
、「
本
当
の
自
分
」

筆
者
の
指
摘
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

・
唯
一
無
二
の
分
け
ら
れ
な
い
存
在
だ
と
す
る
と
現
に
相
手
に
応
じ
て
い
ろ
い
ろ
な
顔
が

あ
る
と
い
う
現
実
と
矛
盾
す
る
。

・「
本
当
の
自
分
」（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
に
は
、実
体
が
な
い
。「
本
当
の
自
分
」
は
幻

想
に
過
ぎ
な
い
。

・
唯
一
無
二
の
「
本
当
の
自
分
」
と
い
う
幻
想
に
と
ら
わ
れ
て
き
た
せ
い
で
、
非
常
の
多
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く
の
苦
し
み
と
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
受
け
て
き
た
。
そ
れ
が
「
私
と
は
何
か
」
と
い
う
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
い
で
あ
る
。

【
解
説
】

　

本
文
中
か
ら
筆
者
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
所
を
見
つ
け
、
概
念

の
説
明
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
、
批
判
し
て
い
る
（
筆
者
の
指
摘
）
と
こ
ろ
と
に
分
け
て

整
理
し
て
い
く
。
た
だ
し
、語
句
の
解
説
の
部
分
に
も
書
い
た
よ
う
に
、こ
の
文
章
の
「
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
概
念
の
扱
い
は
、心
理
学
的
に
正
し
い
と
は
言
い
が
た
い
点
も
あ
る
。

情
報
を
整
理
す
る
た
め
に

・
次
の
言
葉
を
手
が
か
り
に
筆
者
の
主
張
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
「
本
当
の
自
分
」

　
「
分
人
」

　
「
他
者
」

【
ね
ら
い
】

　

文
章
の
主
旨
を
的
確
に
捉
え
、
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
、「
本
当

の
自
分
」、「
分
人
」、「
他
者
」
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
概
念
を
つ
か
み
な
が
ら
、
論
の
展

開
を
整
理
し
、
筆
者
の
主
張
を
整
理
、
理
解
す
る
。

【
解
答
例
】

　

私
と
い
う
存
在
は
常
に
他
者
と
の
相
互
作
用
の
中
に
あ
り
、
唯
一
無
二
の
「
個
人
」
で

は
な
く
、
相
手
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
変
わ
る
複
数
の
分
割
可
能
な
「
分
人
」
で
あ
る
。

「
本
当
の
自
分
」
の
幻
想
か
ら
離
れ
、
現
代
人
の
実
情
に
か
な
う
思
想
を
作
る
時
だ
。

 

（
一
〇
〇
字
）

【
解
説
】

　

三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
入
れ
つ
つ
、
要
旨
を
ま
と
め
る
も
の
で
あ
る
。
最
も
大
切
な
三

単
語
が
手
が
か
り
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
本
文
全
体
か
ら
そ
れ
ら
キ
ー
ワ
ー
ド
の
意
味
と

相
互
の
関
係
を
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
要
旨
の
ま
と
め
は
少
し
難
し
い
。
筆
者
の
主
張
は
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」、「
本

当
の
自
分
」
の
幻
想
か
ら
脱
却
し
「
分
人
」
概
念
に
よ
る
新
し
い
思
想
を
つ
く
る
こ
と
な

の
で
、
解
答
例
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。
こ
れ
は
一
〇
〇
字
の
要
約
と
同
じ
分
量
と
な
っ
て

い
る
。
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参
考
資
料

　
　  

教
材
研
究
・
授
業
研
究
の
た
め
の
文
献  

　
　

・『
カ
ッ
コ
い
い
と
は
何
か
』
平
野
啓
一
郎
（
二
〇
一
九
年
・
講
談
社
現
代
新
書
）

　

平
野
啓
一
郎
は
、
狭
義
の
哲
学
者
で
は
な
い
し
「
批
評
家
」
で
も
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
『
カ
ッ
コ
い
い
と
は
何
か
』
で
は
、「
か
っ
こ
い
い
」
が
誕
生
し
た
年
代
を
探
り
、

そ
こ
か
ら
現
在
ま
で
の
「
カ
ッ
コ
い
い
」
の
変
遷
、「
カ
ッ
コ
い
い
」
と
は
何
か
に
つ
い

て
の
多
角
的
な
考
察
を
、
新
書
版
で
四
七
〇
ペ
ー
ジ
あ
ま
り
の
分
量
で
書
き
あ
げ
て
い

る
。
本
書
は
「
カ
ッ
コ
い
い
」
が
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を

巡
る
問
い
に
大
き
な
穴
を
あ
け
て
い
る
と
い
う
問
題
意
識
に
始
ま
り
、「『
か
っ
こ
い
い
』

と
い
う
価
値
観
と
無
関
係
に
生
き
て
い
る
人
間
は
、
今
日
、
ひ
と
り
も
い
な
い
」
と
い

う
筆
者
の
主
張
に
従
っ
て
、
最
終
章
で
は
「
カ
ッ
コ
い
い
」
の
こ
れ
か
ら
が
論
じ
ら
れ

る
。

　

筆
者
の
考
察
は
、
多
角
的
で
ふ
ん
だ
ん
な
具
体
例
を
駆
使
し
、
読
み
や
す
く
わ
か
り

や
す
く
実
証
的
で
も
あ
る
。
筆
者
が
ど
の
よ
う
に
思
考
を
表
現
す
る
か
を
知
る
に
は
最

も
よ
い
本
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。「
分
人
」
概
念
も
登
場
し
、一
貫
し
た
彼
の
人
間

観
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

・『
じ
ぶ
ん
・
こ
の
不
思
議
な
存
在
』
鷲
田
清
一
（
一
九
九
六
年
・
講
談
社
現
代
新
書
）

　

平
野
啓
一
郎
の
主
張
に
沿
え
ば
、「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
は
、現
在
の
市
場
（「
教

育
市
場
」、「
家
庭
市
場
」
を
含
む
）
に
お
い
て
流
布
し
て
い
る
「
唯
一
無
二
の
本
当
の

自
分
」
と
い
う
強
迫
観
念
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
、「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」

と
い
う
も
の
を
も
っ
と
根
源
的
に
、
か
つ
わ
か
り
や
す
く
説
い
た
本
を
探
す
の
で
あ
れ

ば
、
こ
の
本
が
お
す
す
め
で
あ
る
。

　

自
分
の
中
に
あ
る
部
分
的
な
自
分
を
い
く
ら
集
め
て
も
、
そ
の
総
体
を
自
分
だ
と
考

え
て
も
「
こ
れ
が
じ
ぶ
ん
と
い
う
も
の
の
、
か
け
が
え
の
な
い
不
二
の
存
在
を
証
し
て

い
る
な
ど
と
い
う
に
は
、
あ
ま
り
に
も
貧
弱
な
論
理
で
あ
る
の
は
、
だ
れ
も
が
直
観
的

に
気
づ
い
て
い
る
。」
と
鷲
田
は
い
う
。
一
八
〇
ペ
ー
ジ
程
度
の
本
だ
が
、「
臨
床
哲
学
」

の
ス
タ
ン
ス
か
ら
、生
き
る
実
感
に
基
づ
い
て
「『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
＝
私
と
は
だ

れ
か
」
に
や
わ
ら
か
く
、
し
か
し
鋭
く
迫
っ
て
い
る
。

　
　  

読
書
指
導
・
発
展
学
習
の
た
め
の
文
献  

　
　

・『
私
と
は
何
か　

│
「
個
人
」
か
ら
「
分
人
」
へ
』
平
野
啓
一
郎
（
二
〇
一
二
年
・
講
談

社
現
代
新
書
）

　

教
材
本
文
の
出
典
で
あ
る
が
、一
九
〇
ペ
ー
ジ
ほ
ど
と
薄
め
で
文
章
も
読
み
や
す
く
、

読
書
経
験
の
薄
い
高
校
生
で
も
読
み
通
せ
る
内
容
と
分
量
で
あ
る
。
教
材
本
文
が
こ
の

本
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
に
よ
る
要
約
に
近
い
も
の
な
の
で
、
新
書
を
通
し
て
読
ん
だ
ほ
う
が

わ
か
り
や
す
い
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

自
我
の
確
立
に
悩
み
「
自
分
は
誰
だ
」
と
問
い
続
け
る
若
者
（
高
校
生
）
た
ち
に
、

「
た
っ
た
一
つ
の
本
当
の
自
分
な
ど
存
在
し
な
い
。対
人
関
係
ご
と
に
見
せ
る
複
数
の
顔

が
す
べ
て
『
本
当
の
自
分
』
だ
」
と
語
り
か
け
る
（
む
し
ろ
、「
叫
ぶ
」
に
近
い
）
筆
者

の
言
葉
は
、
一
種
の
安
堵
と
希
望
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
特
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
中
と
外
、
店
員
と
客
、「
生
徒
」
と
「
消
費
者
」、「
家
族
」
と
「
自
分
一
人
」
な
ど

の
著
し
い
乖
離
が
進
む
高
度
消
費
社
会
、
超
監
視
社
会
の
中
に
思
春
期
を
送
る
今
の
若

者
に
は
、
バ
ラ
バ
ラ
な
断
片
と
化
し
た
「
自
分
」
を
そ
れ
ぞ
れ
分
人
と
し
て
回
収
で
き

る
と
い
う
考
え
方
は
、
救
い
と
も
な
る
は
ず
だ
。

　

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
問
題
は
解
決
し
な
い
。
バ
ラ
バ
ラ
な
分
人
を
バ
ラ
バ
ラ
な

ま
ま
接
着
し
て
も
、
そ
れ
は
モ
ザ
イ
ク
で
し
か
な
く
、
そ
の
「
空
虚
」
の
苦
し
さ
こ
そ

が
現
在
の
若
者
や
中
・
高
校
生
が
宙
吊
り
に
さ
れ
て
い
る
状
況
な
の
で
あ
る
。
平
野
啓

一
郎
の
「
分
人
」
思
想
の
「
や
さ
し
さ
」
の
本
質
、
俗
的
通
説
に
呑
み
込
ま
れ
な
い

「
か
っ
こ
よ
さ
」
に
ひ
た
っ
た
ら
、
次
は
鷲
田
清
一
へ
と
進
ん
で
い
き
た
い
。
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他
者
を
理
解
す
る  

 

◆
鷲
田
清
一

論
点
を
整
理
す
る

採
録
の
ね
ら
い

　

本
教
材
は
、「
論
点
を
整
理
す
る
た
め
に
」
と
し
て
設
定
さ
れ
た
単
元
に
お
い
て
、「
内

容
や
構
成
、
論
理
の
展
開
を
捉
え
る
」
こ
と
を
主
眼
と
し
て
配
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

正
味
七
ペ
ー
ジ
の
評
論
は
決
し
て
長
い
も
の
で
は
な
い
が
、
昨
今
の
学
習
者
に
と
っ
て

は
、
長
さ
を
感
じ
る
内
容
か
も
し
れ
な
い
。
一
行
空
き
に
よ
っ
て
前
後
に
分
か
れ
る
構
造

に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ー
ト
の
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
が
内
容
や
構
成
、
論
理

の
展
開
を
つ
か
む
よ
す
が
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

最
初
と
最
後
に
印
象
的
な
言
葉
を
配
し
て
、
謎
を
解
く
か
の
よ
う
な
呼
応
関
係
に
な
っ

て
お
り
、
読
者
を
文
章
に
誘
う
手
法
と
し
て
巧
み
で
あ
る
。
前
半
の
「
全
人
的
理
解
」
要

請
の
背
景
へ
の
理
解
と
根
源
的
な
「
全
人
的
理
解
」
批
判
、
後
半
の
「
他
者
へ
の
理
解
」

の
あ
り
方
へ
の
考
察
と
を
、
具
体
例
と
論
と
を
分
け
つ
つ
、
例
の
補
強
す
る
論
の
あ
り
方

を
吟
味
し
つ
つ
読
み
深
め
て
い
き
た
い
。

　

本
教
材
の
「
他
者
」
概
念
の
把
握
や
「
理
解
」
を
動
的
過
程
と
捉
え
る
思
考
は
、
学
習

者
に
は
斬
新
で
あ
り
（
学
校
教
育
で
も
、
え
て
し
て
「
結
果
」
と
し
て
の
理
解
を
評
価
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
も
あ
ろ
う
）、
理
解
の
た
め
に
は
丁
寧
に
文
章
を
た
ど
り
、
本
文
以

外
の
例
も
考
え
な
が
ら
、
徐
々
に
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

が
学
習
者
た
ち
の
思
考
の
幅
を
広
げ
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

学
習
指
導
の
ポ
イ
ン
ト

・
一
定
の
長
さ
の
文
章
を
、
全
体
の
話
題
と
主
旨
を
見
す
え
て
文
章
の
構
成
や
論
理

の
流
れ
を
つ
か
み
な
が
ら
、
具
体
例
と
思
考
の
関
係
を
つ
な
ぎ
つ
つ
読
み
取
る
。

◉
テ
ー
マ
の
観
点
か
ら  

　

持
続
可
能
性
や
多
様
性
の
重
要
さ
が
叫
ば
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

へ
の
理
解
の
大
切
さ
が
言
わ
れ
る
今
日
で
も
、
相
手
へ
の
理
解
を
、
自
分
達
の
文
脈
の
中

に
相
手
の
主
張
を
落
と
し
込
み
、「
共
感
」
や
「
同
情
」
に
よ
っ
て
相
手
を
自
分
た
ち
の
世

界
観
に
包
含
（inclusion

）
し
て
し
ま
う
思
考
は
日
常
的
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

自
分
と
は
違
う
「
他
者
」
を
、
わ
か
ら
な
い
ま
ま
で
あ
っ
て
も
理
解
し
よ
う
と
し
続
け
る

相
手
と
し
て
、
そ
の
存
在
を
丸
ご
と
排
除
せ
ず
に
「
他
者
性
と
し
て
認
め
る
」
こ
と
の
重

要
性
は
、
ま
す
ま
す
増
し
て
い
る
。

　

本
単
元
で
は
一
貫
し
て
「
他
者
」
を
テ
ー
マ
に
文
章
を
読
ん
で
き
た
が
、
他
者
を
知
る

こ
と
は
そ
の
知
ろ
う
と
す
る
行
為
を
通
し
て
「
自
己
」
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
自
己
を
育

て
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
。
個
性
や
多
様
性
が
華
々
し
く
も
ち
あ
げ
ら
れ
る
一
方
、
個
性

を
も
つ
こ
と
が
強
要
さ
れ
る
よ
う
な
風
潮
も
あ
る
現
代
で
、
学
習
者
が
、
安
直
な
結
論
や

処
方
箋
に
飛
び
つ
く
の
で
な
く
、
勇
気
を
も
っ
て
根
源
的
な
思
考
を
し
つ
つ
自
分
と
他
者

と
を
認
め
愛
し
て
ゆ
け
る
よ
う
、
丁
寧
な
指
導
を
心
が
け
た
い
。

学
習
指
導
の
ポ
イ
ン
ト

　

筆
者
の
主
張
を
と
お
し
て
他
者
の
存
在
に
気
づ
き
、
そ
の
あ
り
方
を
考
え
続
け
て

い
け
る
能
力
を
育
て
る
。
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概
要

◉
筆
者  

鷲
田
清
一
（
わ
し
だ
き
よ
か
ず
）

　

哲
学
者
。
一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年
〜
。
京
都
府
の
生
ま
れ
。
関
西
大
学
文
学
部
教

授
、
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
、
同
研
究
科
長
・
文
学
部
長
、
同
大
学
理
事
・

副
学
長
を
経
て
、
大
阪
大
学
総
長
。
の
ち
に
大
谷
大
学
教
授
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
学
長

を
歴
任
。
大
阪
大
学
お
よ
び
京
都
市
立
芸
術
大
学
の
名
誉
教
授
。

　

専
門
は
哲
学
、
倫
理
学
、
現
象
学
な
ど
、
幅
広
い
。「
臨
床
哲
学
」
の
中
心
的
研
究
・
推

進
者
で
あ
る
。
哲
学
の
生
ま
れ
る
人
と
人
の
対
話
、
人
が
人
を
理
解
す
る
こ
と
、
ケ
ア
す

る
こ
と
、
人
の
話
を
「
聴
く
」
と
い
う
力
な
ど
に
注
目
し
た
生
き
る
現
場
と
い
う
意
味
で

の
「
臨
床
哲
学
」
は
、
鷲
田
氏
が
提
唱
し
、
確
立
し
た
概
念
と
言
っ
て
よ
い
。

　

著
者
は
『
モ
ー
ド
の
迷
宮
』、『「
聴
く
」
こ
と
の
力
』、『
じ
ぶ
ん
・
こ
の
不
思
議
な
存

在
』、『
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ　

可
逆
性
』
ほ
か
多
数
。
現
在
、
日
本
で
最
も
多
く
読
ま
れ

る
哲
学
者
の
一
人
で
あ
る
。

　

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
も
研
究
し
て
お
り
、
三
宅
一
生
、
山
本
耀
司
、
コ
シ
ノ
ヒ
ロ

コ
な
ど
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
も
親
交
が
深
い
。

◉
出
典  

　

河
合
隼
雄
と
の
共
著
『
臨
床
と
こ
と
ば
』（
二
〇
一
〇
年
・
朝
日
文
庫
）
よ
り
、
鷲
田
清

一
の
署
名
に
よ
る
「『
語
り
』
と
『
声
』」
の
「
語
り
に
つ
い
て
」
に
よ
っ
た
。

　

教
科
書
掲
載
に
あ
た
り
、
筆
者
の
承
諾
を
得
て
文
章
と
表
記
の
一
部
を
改
め
た
。

＊
二
人
の
対
談
と
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
か
ら
な
る
、「
臨
床
心
理
学
と
臨
床
哲
学
」
に
つ
い
て
の
本

で
、
特
に
「
聴
く
」
と
い
う
行
為
の
意
味
に
つ
い
て
、
心
理
学
と
哲
学
の
双
方
か
ら
、
実
際
の

人
々
の
心
や
存
在
に
寄
り
添
い
な
が
ら
考
え
、
語
り
、
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
。

◉
要
約  

　

ケ
ア
に
お
い
て
「
全
人
的
理
解
」
が
要
請
さ
れ
る
が
、
人
は
自
分
の
こ
と
も
自
分

で
は
「
全
体
」
と
し
て
理
解
で
き
な
く
、
人
を
全
人
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
感
情
の
一
致
、
意
見
の
一
致
を
み
る
こ
と
で

は
な
く
、
自
分
に
は
了
解
し
が
た
い
思
い
を
、
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
身
を
さ
ら
し
合

う
果
て
し
の
な
い
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
自
分
の
こ
と
を
わ
か
ろ
う
と
相
手
が
関
心
を

持
ち
続
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
と
き
、
人
は
「
わ
か
っ
て
も
ら
え
た
」
と
感

じ
る
の
だ
。（
一
九
六
字
）

　

人
を
全
人
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
。
理
解
と
は
感
情
や
意
見
の
一
致
を

み
る
こ
と
で
は
な
く
、
相
手
を
わ
か
ろ
う
と
し
て
自
分
を
さ
ら
け
出
す
プ
ロ
セ
ス
で

あ
る
。
相
手
を
受
け
入
れ
よ
う
と
時
間
を
か
け
、
相
手
に
寄
り
添
う
こ
と
は
理
解
で

あ
る
。（
九
八
字
）

◉
表
現
の
特
色  

1　

具
体
と
抽
象
の
往
来

　
「
他
者
へ
の
理
解
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
と
い
う
か
な
り
抽
象
的
な
話
題
で
あ
る
が
、

で
き
る
限
り
具
体
的
に
述
べ
よ
う
と
し
て
お
り
、
具
体
例
に
即
し
て
い
た
り
、
具
体
的
な

場
面
を
想
定
し
て
述
べ
て
い
た
り
と
、具
体
と
抽
象
（
形
而
上
と
形
而
下
）
を
行
き
来
し
、

融
合
す
る
思
考
を
試
み
て
い
る
と
い
え
る
。

2　

反
語
的
、
比
喩
的
表
現
の
多
用

　

感
覚
的
な
認
識
に
関
わ
る
内
容
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
論
理
で
押
し
切
る
の
で
は
な
く

反
語
的
表
現
や
比
喩
的
表
現
を
多
用
し
、
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
大
切
に
論
じ
て
い
る
。

な
お
、
論
理
的
に
の
み
ま
と
め
よ
う
と
す
る
と
難
し
い
部
分
が
あ
る
の
で
注
意
し
た
い
。

【
二
〇
〇
字
以
内
】

【
一
〇
〇
字
以
内
】
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学
習
指
導
の
展
開

◉
学
習
指
導
要
領
の
指
導
事
項  

知
識
及
び
技
能

情
報
ア　

主
張
と
そ
の
前
提
や
反
証
な
ど
情
報
と
情
報
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
を
深
め

る
こ
と
。

思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等

読
む
キ　

設
定
し
た
題
材
に
関
連
す
る
複
数
の
文
章
や
資
料
を
基
に
、
必
要
な
情
報
を
関

係
付
け
て
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
。

❖
言
語
活
動
例

読
む
ウ　

学
術
的
な
学
習
の
基
礎
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
書
か
れ
た
短
い
論
文
を
読

み
、
自
分
の
考
え
を
論
述
し
た
り
発
表
し
た
り
す
る
活
動
。

◉
評
価
規
準  

知
識
・
技
能

・
主
張
と
そ
の
前
提
や
反
証
な
ど
情
報
と
情
報
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
る
。

思
考
・
判
断
・
表
現

・
設
定
し
た
題
材
に
関
連
す
る
複
数
の
文
章
や
資
料
を
基
に
、
必
要
な
情
報
を
関
係
付
け

て
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
し
て
い
る
。

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

・
主
張
と
そ
の
前
提
や
反
証
な
ど
情
報
と
情
報
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
た
り
、

設
定
し
た
題
材
に
関
連
す
る
複
数
の
文
章
や
資
料
を
基
に
、
必
要
な
情
報
を
関
係
付
け

て
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
に
向
け
た
粘
り
強
い
取
り
組
み
を
行

う
と
と
も
に
、
自
ら
の
学
習
を
調
整
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
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◉
学
習
指
導
案
例  

学習指導案

○○高等学校国語科　○年○組
授業者　○○○○

1．学習活動　内容や構成・論理の展開を捉える。

2．教材名　　「他者を理解する」・その他の関連資料

3．学習目標　 本文に用いられている情報の関係性に注意して理解し、自分の考えを広げたり深めた
りできる。

4．評価規準

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

評価規準

主張とその前提や反証など
情報と情報との関係につい
て理解を深めている。
（情報ア）

設定した題材に関連する複
数の文章や資料を基に、必
要な情報を関係付けて自分
の考えを広げたり深めたり
している。
（読むキ）

主張とその前提や反証など
情報と情報との関係につい
て理解を深めたり、設定し
た題材に関連する複数の文
章や資料を基に、必要な情
報を関係付けて自分の考え
を広げたり深めたりするこ
とに向けた粘り強い取り組
みを行うとともに、自らの
学習を調整しようとしてい
る。

評価の実際

筆者の主張について引用な
どを含む文脈に則して理解
している。
（記述の確認）

「他者」「共振」「理解」など
の用語を、必要に応じて調
べながら、文章に即して理
解している。
（記述の確認）

本文中の情報と筆者の主張
との関係をまとめようとし
ている。
（記述の確認）

5．授業の展開（ 3時間）

時 学習活動 評価

1
・ 本文の通読、および前半の読解を行い、「学
習活動 1」を行う。

筆者の主張について引用などを含む文脈に則し
て理解している。
（知識・技能、記述の確認）
「他者」「共振」「理解」などの用語を、必要に応
じて調べながら、文章に即して理解している。
（思考・判断・表現、記述の確認）

2
・ 本文の後半の読解を行い、「学習活動 2・3」
を行う。

3
・ 本文全体を読み返して、全体の構成や論理
の展開を押さえ、「情報を整理するために」
にトライする。

本文中の情報と筆者の主張との関係をまとめよ
うとしている。
（主体的に学習に取り組む態度、記述の確認）
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◉
学
習
指
導
の
展
開
例
（
3
時
間
扱
い
）  

時
間

目
　
　
標

学
習
活
動
と
指
導
内
容

指
導
上
の
留
意
点

第1時限

・
主
張
と
そ
の
前
提
や
反

証
な
ど
情
報
と
情
報
と

の
関
係
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
る
。

・
設
定
し
た
題
材
に
関
連

す
る
複
数
の
文
章
や
資

料
を
基
に
、
必
要
な
情

報
を
関
係
付
け
て
自
分

の
考
え
を
広
げ
た
り
深

め
た
り
す
る
。

導
入

展
開
1

1　

題
名
か
ら
「
他
者
を
理
解
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
考
え
、

発
表
し
あ
う
。

2　

本
文
を
通
読
し
、
初
発
の
感
想
を
交
流
す
る
。

3　

本
文
の
お
お
ま
か
な
構
成
を
つ
か
む
。

4　

前
半
部
分
を
再
読
し
、
前
半
部
全
体
の
話
題
を
つ
か
む
。

5　
「
全
人
的
理
解
」
に
つ
い
て
の
筆
者
の
意
見
を
確
認
す
る
。

6　
「
学
習
活
動
1
」
に
取
り
組
む
。

7　
「
全
人
的
理
解
」
が
要
請
さ
れ
た
理
由
を
読
み
取
る
。

8　
「
全
人
的
理
解
」
が
不
可
能
で
あ
る
理
由
を
読
み
取
る
。

9　

前
半
の
要
旨
を
ま
と
め
る
。

1　
「
他
者
の
理
解
」
に
つ
い
て
の
既
存
の
イ
メ
ー
ジ
を
交
流
し
、筆
者
の

認
識
と
比
較
す
る
ベ
ー
ス
を
つ
く
る
。

2　

本
文
を
通
読
し
て
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
と
筆
者
の
考
え
と
を
比
較
し
、

感
想
を
述
べ
る
。

3　

本
文
が
前
半
と
後
半
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
れ
ぞ

れ
に
小
見
出
し
を
つ
け
さ
せ
て
も
よ
い
。

4　
「
キ
ー
ワ
ー
ド
」
を
探
さ
せ
「
全
人
的
理
解
」
を
導
く
。

5　

筆
者
の
「
全
人
的
理
解
」
に
つ
い
て
、
肯
定
と
否
定
ど
ち
ら
の
立
場

か
を
話
し
合
わ
せ
る
。

6　

筆
者
は
「
感
情
の
共
振
」
と
「
他
者
の
理
解
」
の
違
い
を
ど
う
述
べ

て
い
る
か
を
読
み
取
り
、「
同
一
化
」
は
「
他
者
」
が
消
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
気
づ
く
。

7　

看
護
の
現
場
で
の
営
み
と
反
省
か
ら
「
全
人
的
理
解
」
が
要
請
さ
れ

た
こ
と
を
読
み
取
る
。

8　

脚
問
「『
全
人
的
と
い
う
の
は
過
酷
な
要
請
で
あ
る
』
の
は
な
ぜ
か
」

に
取
り
組
み
、
筆
者
の
主
張
を
読
み
取
る
。

9　

ノ
ー
ト
な
ど
に
ま
と
め
さ
せ
る
。

評
価
規
準
（
※
次
時
と
合
わ
せ
て
評
価
を
行
う
）

内容や構成・論理の展開を捉える　他者を理解する  96

時
間

目
　
　
標

学
習
活
動
と
指
導
内
容

指
導
上
の
留
意
点

第2時限

・
主
張
と
そ
の
前
提
や
反

証
な
ど
情
報
と
情
報
と

の
関
係
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
る
。

・
設
定
し
た
題
材
に
関
連

す
る
複
数
の
文
章
や
資

料
を
基
に
、
必
要
な
情

報
を
関
係
付
け
て
自
分

の
考
え
を
広
げ
た
り
深

め
た
り
す
る
。

展
開
2

1　

前
時
の
学
習
を
振
り
返
る
。

2　

後
半
部
分
を
通
読
し
、
話
題
を
確
認
す
る
。

3　
「
学
習
活
動
2
」
に
取
り
組
む
。

4　
「
学
習
活
動
3
」
に
取
り
組
む
。

5　

筆
者
の
考
え
る
「
理
解
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
ま
と
め
る
。

1　

前
半
の
要
旨
を
発
表
し
合
い
、「
共
振
」
と
「
理
解
」
の
違
い
、「
全

人
的
理
解
」
へ
の
筆
者
の
批
判
的
立
場
を
確
認
す
る
。

2　

筆
者
の
考
え
る
「
理
解
」
に
つ
い
て
の
学
習
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。

3　

ま
ず
、「
学
習
活
動
1
」
で
の
「
共
振
」
と
「
理
解
」
の
違
い
を
押
さ

え
、
次
に
教
科
書
37
ペ
ー
ジ
の
読
解
か
ら
、「
受
け
取
っ
て
く
れ
た
と
い

う
感
触
」
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
。
そ
の
後
、脚
問
「『
他

者
と
し
て
の
他
者
』
と
は
…
」
に
取
り
組
み
、
筆
者
の
他
者
の
存
在
に

対
す
る
考
え
を
読
み
取
る
。

4　

教
科
書
38
ペ
ー
ジ
の
脚
問
「
な
ぜ
『
不
思
議
』
な
の
か
」
に
取
り
組

み
、
理
解
に
お
け
る
非
対
称
性
を
押
さ
え
、「
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
身
を

さ
ら
し
合
う
果
て
し
の
な
い
プ
ロ
セ
ス
」
と
は
何
か
を
確
認
し
た
後
、

そ
の
こ
と
が
な
ぜ
「
理
解
す
る
」
こ
と
に
な
る
の
か
を
後
半
全
体
か
ら

読
み
取
る
。

5　

筆
者
の
考
え
る
「
理
解
」
を
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
る
。

評
価
規
準

・
主
張
と
そ
の
前
提
や
反
証
な
ど
情
報
と
情
報
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
る
。

・
設
定
し
た
題
材
に
関
連
す
る
複
数
の
文
章
や
資
料
を
基
に
、
必
要
な
情
報
を
関
係
付
け
て
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
し
て
い
る
。

知
識
・
技
能

思
考
・
判
断
・
表
現
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時
間

目
　
　
標

学
習
活
動
と
指
導
内
容

指
導
上
の
留
意
点

第3時限

・
主
張
と
そ
の
前
提
や
反

証
な
ど
情
報
と
情
報
と

の
関
係
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
た
り
、
設
定
し

た
題
材
に
関
連
す
る
複

数
の
文
章
や
資
料
を
基

に
、
必
要
な
情
報
を
関

係
付
け
て
自
分
の
考
え

を
広
げ
た
り
深
め
た
り

す
る
こ
と
に
向
け
た
粘

り
強
い
取
り
組
み
を
行

う
と
と
も
に
、
自
ら
の

学
習
を
調
整
し
よ
う
と

す
る
。

展
開
3

ま
と
め

1　
「
情
報
を
整
理
す
る
た
め
に
」
に
取
り
組
む
。

2　

本
文
全
体
を
読
み
直
し
、
文
章
の
構
成
を
考
え
る
。

3　

筆
者
の
論
の
進
め
方
を
ま
と
め
る
。

4　

本
文
全
体
を
要
約
し
、自
分
の
感
想
を
文
章
化
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

学
習
を
振
り
返
る
。

1　

以
下
の
手
順
で
取
り
組
む
。

　

① 

「
私
に
は
…
」の
言
葉
が
文
章
の
最
初
と
最
終
段
落
に
あ
り
、サ
ン
ド

イ
ッ
チ
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

　

② 

最
初
の
「『
私
に
は
…
」
は
、筆
者
の
評
価
の
み
が
書
か
れ
て
理
由
が

述
べ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
最
後
の
「『
私
に
は
…
」
は
、
そ
の
言
葉

が
ど
ん
な
場
面
で
使
わ
れ
、
筆
者
が
「
好
き
だ
」
と
最
初
に
言
っ
た

理
由
が
明
か
さ
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
、

　

③ 

「
痛
み
が
わ
か
ら
な
い
」な
が
ら
、わ
か
ろ
う
と
し
て
そ
ば
に
寄
り
添

い
続
け
る
こ
と
こ
そ
が
「
理
解
」
で
あ
る
こ
と
が
、
二
つ
の
言
葉
の

間
に
挟
ま
れ
た
本
文
で
書
か
れ
た
こ
と
だ
と
確
認
す
る
。

2　

本
文
の
前
・
後
半
を
、
内
容
か
ら
い
く
つ
か
の
段
落
に
分
け
、（
そ
れ

ぞ
れ
三
つ
と
指
定
し
て
も
よ
い
）
そ
の
分
け
た
理
由
を
発
表
し
合
う
。

3　
「
他
者
へ
の
理
解
」
を
論
じ
る
た
め
に
、
具
体
的
な
言
葉
か
ら
入
り
、

「
理
解
」
を
求
め
る
「
全
人
的
理
解
」
へ
の
批
判
を
展
開
し
、そ
の
上
で

自
説
を
具
体
的
場
面
を
添
え
て
考
察
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

4　

二
〇
〇
字
程
度
に
要
約
し
た
上
で
、「
他
者
を
理
解
す
る
」
こ
と
に
つ

い
て
、
筆
者
の
意
見
を
ふ
ま
え
て
自
分
の
考
え
を
文
章
（
八
〇
〇
字
程

度
）
に
書
く
。

評
価
規
準

・
主
張
と
そ
の
前
提
や
反
証
な
ど
情
報
と
情
報
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
た
り
、
設
定
し
た
題
材
に
関
連
す
る
複
数
の
文
章
や
資
料
を
基
に
、

必
要
な
情
報
を
関
係
付
け
て
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
に
向
け
た
粘
り
強
い
取
り
組
み
を
行
う
と
と
も
に
、
自
ら
の
学
習
を
調

整
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

内容や構成・論理の展開を捉える　他者を理解する  98

学
習
の
具
体
と
教
材
の
解
説

◉
全
体
の
構
成  

段
落

ペ
ー
ジ
・
行

要
　
　
旨

第
一
段

初
め
〜
33
・
2
「
…
発
言
が
好

き
だ
。」

プ
ロ
ロ
ー
グ

　
「
私
に
は
他
人
の
痛
み
が
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
率
直
な
発
言
が
好
き
だ
。

第
二
段

33
・
3
「
ケ
ア
に
つ
い
て
…
」
〜
34
・

5
「
…
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。」

「
全
人
的
理
解
」
と
は

　

ケ
ア
に
お
い
て
「
全
人
的
理
解
」
が
要
請
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
他
人
と
同
一
の
気
持
ち
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

第
三
段

34
・
6
「
そ
れ
に
…
」
〜
36
・

7
「
…
ほ
ん
と
う
に
。」

「
全
人
的
理
解
」
の
不
可
能
性

　

人
は
一
個
の
全
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
ほ
ど
ま
と
ま
っ
た
存
在
で
は
な
い
。
人
は
自
分
の
こ
と
も
自
分
で
は
「
全
体
」
と
し
て
理
解
で

き
な
い
。
そ
れ
な
の
に
他
者
に
つ
い
て
そ
の
全
体
を
知
る
こ
と
な
ど
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

第
四
段

36
・
8
「
裁
判
所
で
…
」
〜
38
・

6
「
…
と
て
も
不
思
議
だ
。」

理
解
が
成
り
立
つ
た
め
に
大
切
な
こ
と

　

理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
感
情
の
一
致
、
意
見
の
一
致
を
み
る
こ
と
で
は
な
い
。
自
分
に
は
了
解
し
が
た
い
思
い
を
、
否
定
す
る
の

で
は
な
く
、
了
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
わ
か
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
大
切
だ
。

第
五
段

38
・
7
「
こ
の
よ
う
に
…
」
〜

39
・
8
「
…
大
切
な
の
だ
ろ

う
。」

理
解
す
る
と
は

　

理
解
す
る
と
は
、
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
身
を
さ
ら
し
合
う
果
て
し
の
な
い
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
自
分
の
こ
と
を
わ
か
ろ
う
と
相
手
が
関

心
を
持
ち
続
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
と
き
、
人
は
「
わ
か
っ
て
も
ら
え
た
」
と
感
じ
る
。

第
六
段

39
・
9
『「
私
に
は
…
」
〜
終
わ

り

エ
ピ
ロ
ー
グ

　

閉
所
恐
怖
症
の
妻
の
恐
怖
を
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
、
傍
ら
を
去
ら
な
い
で
ず
っ
と
一
緒
に
移
動
す
る
夫
の
行
為
が
、
彼
女
へ
の
確
か
な

理
解
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

〔
段
落
分
け
に
つ
い
て
〕

　

教
科
書
36
ペ
ー
ジ
に
一
行
の
空
白
が
あ
り
、
前
後
に
分
か
れ
て
い
る
。
前
半
を
Ⅰ
、
後

半
を
Ⅱ
と
す
る
と
、
Ⅰ
は
『「
全
人
的
理
解
」
の
不
可
能
性
』
に
つ
い
て
、
Ⅱ
は
「
他
者
を

理
解
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
書
か
れ
、全
体
を
「
自
分
に
は
他
人
の
痛
み
が
わ
か
ら
な
い
」

と
い
う
言
葉
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
挟
み
込
ん
で
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
、
エ
ピ

ロ
ー
グ
に
な
っ
て
い
る
。
原
典
で
は
、
Ⅰ
は
『
他
者
の
「
全
人
的
理
解
」
？
』、
Ⅱ
は
「
時

間
の
中
の
出
来
事
」
と
小
見
出
し
が
つ
い
て
い
る
。
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◉
展
開
図  

　

Ⅰ　
「
全
人
的
理
解
の
不
可
能
性
」

　プ
ロ
ロ
ー
グ
　
　「
私
に
は
他
人
の
痛
み
が
わ
か
ら
な
い
」

　　
ケ
ア
（
看
護
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
技
術
先
行
　
感
情
の
通
い
あ
わ
な
い
関
係
へ
の
反
省

　
　
全
人
的
理
解
　
要
請
の
背
後
　
②
主
体
│
客
体
関
係
へ
の
反
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
病
を
患
部
・
局
所
的
と
考
え
る
こ
と
へ
の
反
省

　
　
　
　
　
同
じ
気
持
ち
？
　
感
情
伝
染
、
感
情
の
共
振

　
　
　
　
　
　
≠

　
　
　
　
　
理
解
　
自
他
の
隔
た
り
が
消
失
（
他
者
の
不
在
）

　
　
　
　
　
①
人
は
一
つ
の
完
結
し
た
全
体
と
し
て
捉
え
う
る
も
の
で
は
な
い

　
　
　
　
　
②
自
分
で
も
わ
か
ら
な
い
自
分
の
性
向
が
あ
る

　
　
過
酷
　
③
記
憶
に
は
ゆ
が
み
や
空
白
が
あ
る

　
　
　
　
　
④
意
識
の
地
平
も
複
数
が
複
雑
に
絡
み
合
い
交
錯
し
て
い
る

　
　
自
己
の
ま
と
ま
っ
た
像
な
ど
誰
も
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
全
人
的
理
解
は
不
可
能

　
看
護
も
頓
挫
？

Ⅱ　

他
者
を
理
解
す
る
こ
と

　
理
解
す
る
と
は
、
感
情
の
一
致
・
意
見
の
一
致
で
は
な
い
。

　
　
　
他
者
の
他
者
性
に
ふ
れ
る
　
　
わ
か
ら
れ
て
た
ま
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
か
り
た
く
な
い

　
　
　
他
者
の
思
い
に
ふ
れ
て
、
自
分
の
枠
に
収
め
よ
う
と
し
な
い

　
　
相
手
が
わ
か
っ
て
く
れ
た
と
言
っ
て
も
理
解
し
た
確
信
が
な
い

　
　
　
　
了
解
し
が
た
い
相
手
の
思
い
を
否
定
せ
ず
、
了
解
し
よ
う
と
す
る
。

　
　
　
　
な
ん
と
か
わ
か
り
た
い
と
い
う
気
持
ち

　
　
　
　
他
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
自
分
が
変
わ
る

　
　
　
　
相
手
を
わ
か
ろ
う
と
関
心
を
持
ち
続
け
る

　
理
解
　
…
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
身
を
さ
ら
し
合
う
果
て
し
の
な
い
プ
ロ
セ
ス

　
　
相
手
や
言
葉
の
ふ
る
ま
い
の
う
ち
に
確
認
↓
わ
か
っ
て
も
ら
え
た
と
い
う
確
信

　
エ
ピ
ロ
ー
グ

　
　
　
　
「
私
に
は
他
人
の
痛
み
が
わ
か
ら
な
い
」

　
　
　
　
　
閉
所
恐
怖
症
の
妻
　

　
　
　
　
　
…
そ
の
怖
さ
が
わ
か
ら
な
く
て
も
、
ず
っ
と
そ
ば
で
一
緒
に
い
る
夫

　
　
　
　
　
　
↓
確
か
な
理
解
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発
問
・
脚
問

﹇
3
3
ペ
ー
ジ
﹈  

問　

題
名
の
「
他
者
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。

答　

自
分
以
外
の
人
。

解
説　

本
来
は
、「
他
者
」
と
は
単
に
他
人
と
い
う
意

味
で
は
な
く
、
自
分
と
は
異
な
る
存
在
と
し
て
立

ち
現
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
だ
「
他

人
」
く
ら
い
に
捉
え
て
い
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

問　

な
ぜ
筆
者
は「
こ
う
い
う
率
直
な
発
言
が
好
き
」

（
1
）な
の
だ
ろ
う
か
。
予
想
し
て
み
よ
う
。

答　

例
）「
他
人
と
は
わ
か
り
合
え
な
い
と
考
え
て
い

る
人
だ
か
ら
」「
わ
か
ら
な
い
の
に
わ
か
っ
た
ふ
り

を
す
る
人
が
嫌
い
だ
か
ら
」「
正
直
な
人
が
好
き
だ

か
ら
」　

な
ど

解
説　

こ
こ
で
は
筆
者
の
考
え
の
「
予
想
」
と
い
う

こ
と
で
、「
本
文
を
読
み
進
め
る
う
ち
に
ど
う
し
て

そ
う
思
う
の
か
、
わ
か
っ
て
く
る
だ
ろ
う
か
？
」

と
、
読
解
に
興
味
を
つ
な
げ
た
い
。

問　
「
他
者
を
理
解
す
る
」
と
い
う
題
名
な
の
に
、な

ぜ
「
他
人
の
痛
み
が
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
発
言

を
「
好
き
だ
」
と
述
べ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
か
。

答　

読
者
に
意
外
に
思
わ
せ
て
、
本
文
に
興
味
を
抱

か
せ
る
た
め
。

解
説　

文
章
展
開
に
関
す
る
問
い
で
あ
り
、
最
後
ま

で
読
ま
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
問
い
で
あ
る
か

ら
、
こ
こ
も
予
想
す
る
範
囲
で
よ
い
。

◉
語
句
・
文
脈
の
解
説  

●
第
一
段
（
初
め
〜
33
・
2
「
…
発
言
が
好
き
だ
。」）
の
要
旨

プ
ロ
ロ
ー
グ

　
「
私
に
は
他
人
の
痛
み
が
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
率
直
な
発
言
が
好
き
だ
。

﹇
3
3
ペ
ー
ジ
﹈  

題 

他
者　

教
科
書
41
ペ
ー
ジ
「
テ
ー
マ
を
深
め
る
た
め
に　

私
と
は
、他
者
と
は
」
に
詳
し
い
。
同
ペ
ー
ジ
の
「
語
句
の

解
説
」
に
も
あ
る
通
り
、
他
者
と
は
「
あ
る
も
の
に
対
す
る
他
の
も
の
」
あ
る
い
は
「
自
己
に
対
す
る
何
も
の
か
」
と

い
う
意
味
で
あ
る
が
、「
自
己
に
対
す
る
何
も
の
か
」
と
は
、「
我
々
」
で
括
ら
れ
な
い
も
の
を
さ
す
。「
男
」
が
「
男
」

に
「
男
ら
し
く
し
ろ
」
と
言
う
時
、
発
言
者
は
相
手
を
「
他
者
」
と
し
て
認
め
ず
、「
男
」
と
い
う
概
念
の
枠
の
中
に
相

手
を
収
め
よ
う
と
し
て
い
る
。「
高
校
生
ら
し
い
」「
日
本
人
ら
し
く
」
な
ど
の
発
言
も
同
様
で
あ
る
。
他
者
と
は
「
自

分
の
従
っ
て
い
る
ル
ー
ル
を
共
有
し
な
い
人
」
で
あ
り
、
家
族
や
友
人
で
も
他
者
で
あ
る
。

題 

理
解　

物
事
の
道
理
や
筋
道
が
正
し
く
わ
か
る
こ
と
。
意
味
・
内
容
を
の
み
こ
む
こ
と
。
他
人
の
気
持
ち
や
立
場
を
察

す
る
こ
と
。「
わ
か
る
」
こ
と
一
般
の
意
味
で
よ
く
使
わ
れ
る
。
哲
学
的
に
は
「
理
解
」
の
概
念
は
複
雑
に
な
る
。
ド
イ

ツ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
（W

. D
ilthey

）
の
提
唱
し
た
「
生
の
哲
学
」
で
は
、「
文
化
的
、
歴
史
的
な
も
の
を
生
の
表
現
と
み

な
し
、
そ
の
生
を
追
体
験
に
よ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
の
使
う
「
理
解
」
の
概
念
は
デ
ィ
ル
タ

イ
の
も
の
に
近
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
説
明
は
割
愛
す
る
。

1 

私
は
こ
う
い
う
率
直
な
発
言
が
好
き
だ　

「
こ
う
い
う
」
は
「
私
に
は
他
人
の
痛
み
と
い
う
の
が
ど
う
し
て
も
わ
か
ら

な
い
ん
で
す
…
…
」
と
い
う
言
葉
を
指
す
。
通
常
「
他
人
の
痛
み
が
わ
か
る
」
こ
と
は
、
人
間
性
や
道
徳
性
の
基
本
と

し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
は
「
他
人
の
痛
み
が
ど
う
し
て
も
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
発
言
を
「
率
直
」
だ
と

評
価
し
、「
好
き
だ
」
と
述
べ
る
。
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
の
は
、「
ど
う
し
て
も
」
の
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
他

人
の
痛
み
を
わ
か
ろ
う
と
し
て
努
力
を
重
ね
、
そ
れ
で
も
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
本
人
の
痛
み
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

裏
を
返
せ
ば
、「
人
の
痛
み
が
わ
か
る
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
筆
者
が
疑
問
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
感
じ
さ
せ
る
。

指
導
の
要
点

・
冒
頭
に
お
け
る
筆
者
の
言
葉
の
真
意
を
考
え
る
。
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発
問
・
脚
問

﹇
3
3
ペ
ー
ジ
﹈  

問　
「
そ
の
人
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
と
そ
こ
で
の

思
い
も
含
め
、
丸
ご
と
し
っ
か
り
理
解
す
る
？
」

（
4
）と
、「
？
」
が
つ
い
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

答
　
・ 

筆
者
が
「
全
人
的
理
解
」
に
つ
い
て
、
十
分

に
納
得
し
て
い
な
い
か
ら
。

　
　
・ 

全
人
的
理
解
に
つ
い
て
、
そ
ん
な
こ
と
は
で

き
る
は
ず
が
な
い
と
筆
者
が
考
え
て
い
る
か

ら
。

解
説

　「
？
」
の
表
現
効
果
に
つ
い
て
の
問
い
で
あ

る
。
疑
問
符
な
の
で
「
ど
う
い
う
こ
と
？
」
と
、

と
ま
ど
っ
て
い
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
加
味
さ
れ
て
い

れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
次
の
文
の
冒
頭
か
ら
「
し
か

し
も
し
…
」
と
始
ま
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は

反
語
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
気
づ
き

た
い
。

﹇
3
4
ペ
ー
ジ
﹈  

問　

筆
者
が「
他
者
の
理
解
で
は
な
い
」（
3
）と
い
う

の
は
な
ぜ
か
。

答
　「
他
者
の
理
解
」が
成
り
立
つ
前
提
で
あ
る
自
他

の
間
の
隔
た
り
が
消
去
さ
れ
て
い
る
か
ら
。

解
説

　
筆
者
の
「
他
者
の
理
解
」
観
に
つ
い
て
は
、

本
文
の
後
半
部
（
第
四
段
以
降
）
で
詳
し
く
語
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。

問　

な
ぜ
「
他
者
」（
3
）に
傍
点
が
つ
い
て
い
る
の

か
。

●
第
二
段
（
33
・
3
「
ケ
ア
に
つ
い
て
…
」
〜
34
・
5
「
…
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。」）
の
要
旨

「
全
人
的
理
解
」
と
は

　
ケ
ア
に
お
い
て
「
全
人
的
理
解
」
が
要
請
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
他
人
と
同
一
の
気
持
ち
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
。

﹇
3
3
ペ
ー
ジ
﹈  

3 

ケ
ア　

care 

注
意
、
用
心
。
心
づ
か
い
、
配
慮
。
世
話
す
る
こ
と
、
介
護
や
看
護
。
既
に
日
本
語
と
し
て
定
着
し
た

感
の
あ
る
「
ケ
ア
」
と
い
う
言
葉
は
、「
ヘ
ア
ケ
ア
」（
髪
の
手
入
れ
）、「
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
」（
①
病
後
の
生
活
指
導
や
、

快
復
期
の
治
療
な
ど
。
②
服
役
者
の
出
獄
後
の
指
導
や
監
督
。
③
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
）
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で

使
わ
れ
て
い
る
。「
手
当
て
」、「
手
入
れ
」、「
介
護
」、「
看
護
」
な
ど
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
単
独
で
ケ
ア
と
い
う
場

合
に
は
「
放
っ
て
お
け
な
い
も
の
へ
の
手
当
て
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
。

3 

「
全
人
的
理
解
」　

「
全
人
的
」
と
は
、
対
象
と
す
る
人
間
の
全
体
像
を
理
解
す
る
こ
と
。
人
を
、
身
体
や
精
神
な
ど
の

一
側
面
か
ら
の
み
見
る
の
で
は
な
く
、
人
格
や
社
会
的
立
場
な
ど
も
含
め
た
総
合
的
な
観
点
か
ら
取
り
扱
う
さ
ま
を
い

う
。
本
文
で
は
「
誰
か
を
、
そ
の
人
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
と
そ
こ
で
の
思
い
を
含
め
、
丸
ご
と
し
っ
か
り
と
理
解
す

る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
教
育
界
で
は
「
全
人
教
育
」
を
標
榜
す
る
学
校
も
多
い
。
医
療
関
係
で
は
、「
全
人
的
医
療
」

と
言
い
、身
体
的
な
治
療
に
終
始
し
な
い
総
合
的
医
療
を
意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

次
ペ
ー
ジ
に
「
全
人
的
理
解
」
が
看
護
で
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
つ
い
て
の
叙
述
が
あ
る
。

4 

理
解
す
る
？　

こ
こ
で
「
？
」
が
つ
い
て
い
る
わ
け
は
、一
般
的
に
好
ま
し
い
看
護
の
あ
り
方
と
し
て
広
が
り
を
見
せ

た
「
全
人
的
理
解
」
に
関
し
て
、
筆
者
が
疑
問
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
疑
問
の
具
体
的
内
容
は
、
次
の
文

か
ら
す
ぐ
に
続
け
て
述
べ
ら
れ
る
。

﹇
3
4
ペ
ー
ジ
﹈  

1 

感
情
伝
染　

em
otional contagion 

身
近
に
い
る
他
者
の
感
情
を
感
じ
取
っ
て
、
自
分
自
身
も
同
じ
感
情
状
態
に
な

る
こ
と
。

1 

（
語
句
）
不
意　

思
い
が
け
な
い
・
こ
と
（
さ
ま
）。
だ
し
ぬ
け
。
突
然
。

2 

天
啓　

天
の
啓
示
。
天
の
導
き
、
神
の
教
え
、
な
ど
の
意
味
。

3 

（
語
句
）
共
振　

振
動
体
の
固
有
振
動
が
そ
の
物
体
に
加
え
ら
れ
た
振
動
の
周
波
数
と
一
致
す
る
か
、
正
数
倍
の
関
係

に
あ
る
と
き
、
振
動
の
幅
が
大
き
く
な
る
現
象
。
こ
こ
で
は
、
他
者
の
感
情
に
自
分
の
感
情
が
共
鳴
し
て
、
自
分
の
感
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答
　
他
人
と
同
じ
気
持
ち
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
し

て
も
、
そ
れ
は
感
情
の
共
振
の
よ
う
に
、
自
分
自

身
の
気
持
ち
が
動
い
た
の
で
あ
っ
て
、
自
分
と
違

う
相
手
を
理
解
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

を
強
調
す
る
た
め
。

情
が
揺
れ
て
い
る
状
態
を
指
す
と
考
え
て
よ
い
。

3 

他
者　

傍
点
が
つ
い
て
い
る
の
は
強
調
の
た
め
で
あ
る
。
感
情
伝
染
の
よ
う
に
感
情
が
共
振
し
て
相
手
の
気
持
ち
に

な
っ
て
い
る
（
と
思
っ
て
い
る
）
時
は
、自
分
自
身
の
気
持
ち
が
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、自
分
と
は
違
う
「
他

者
」
の
気
持
ち
を
理
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
相
手
と
自
分
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
、
自
分
と
は
違
う
「
他
者
」
の

理
解
と
は
違
う
の
で
、
こ
こ
で
「
他
者
」
を
強
調
し
て
い
る
。

4 

自
他
の
間
の
隔
た
り
と
い
う
も
の
が
消
去
さ
れ
て
い
る　

自
分
と
相
手
が
違
う
人
間
で
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
を
違
う
人
間

と
し
て
そ
の
存
在
と
尊
厳
を
尊
重
し
認
め
た
時
に
、
は
じ
め
て
「
他
者
の
理
解
」
が
成
立
す
る
前
提
に
立
つ
こ
と
が
で

き
る
。

〈
板
書
例
〉

ケ
ア
（
看
護
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
技
術
先
行
　
感
情
の
通
い
あ
わ
な
い
関
係
へ
の
反
省

　
　
　
全
人
的
理
解
　
　
要
請
の
背
後
　
②
主
体
│
客
体
関
係
へ
の
反
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
病
を
患
部
・
局
所
的
と
考
え
る
こ
と
へ
の
反
省

　
　
　
　
　
　
同
じ
気
持
ち
？
　
感
情
伝
染
、
感
情
の
共
振

　
　
　
　
　
　
　
≠

　
　
　
　
　
　
理
解
　
自
他
の
隔
た
り
が
消
失
（
他
者
の
不
在
）

指
導
の
要
点

・
冒
頭
に
お
け
る
筆
者
の
言
葉
の
理
由
を
捉
え
る
。
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発
問
・
脚
問

問　
「
患
者
の
『
全
人
的
理
解
』
と
い
う
こ
と
が
看
護

に
お
い
て
し
き
り
に
要
請
」（
7
）さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
理
由
を
、
本
文
か
ら
三
つ
あ
げ
よ
。

答
　
① 

患
者
を
看
護
の
一
個
の
対
象
と
し
て
見
る
、

技
術
先
行
の
感
情
の
通
わ
な
い
関
係
へ
の
反

省
。

　
　
② 

患
者
を
受
け
身
の
存
在
に
中
に
押
し
込
め

て
、
患
者
と
看
護
者
が
と
も
に
手
を
携
え
て

病
に
向
か
う
過
程
が
欠
落
す
る
こ
と
へ
の
反

省
。

　
　
③ 

病
を
身
体
の
局
所
的
な
で
き
ご
と
と
し
て
捉

え
、
患
者
の
生
活
や
人
生
の
全
体
と
の
関
連

で
捉
え
な
い
こ
と
へ
の
反
省
。

解
説

　
教
科
書
34
ペ
ー
ジ
後
半
を
ま
と
め
れ
ば
よ

い
。
筆
者
は
「
全
人
的
理
解
」
は
不
可
能
だ
と
考

え
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
要
請
さ
れ
た
こ
と
に
関
し

て
は
理
解
を
示
し
て
い
る
。①
は「
冷
た
い
医
療
」、

②
は
「
一
方
的
関
係
」、
③
は
「
機
械
修
理
的
医

療
」
と
で
も
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

﹇
3
5
ペ
ー
ジ
﹈  

脚
問　
「『
全
人
的
』
と
い
う
の
は
過
酷
な
要
請
で
あ

る
」（
3
）の
は
な
ぜ
か
。

答
　
人
は
「
一
つ
の
完
結
し
た
全
体
」
と
し
て
捉
え

う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
自
己
で
す
ら
ま
と

ま
っ
た
像
を
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
他
者
の

「
全
体
」
を
知
る
こ
と
な
ど
で
き
る
の
か
、疑
問
だ

●
第
三
段
（
34
・
6
「
そ
れ
に
…
」
〜
36
・
7
「
…
ほ
ん
と
う
に
。」）
の
要
旨

「
全
人
的
理
解
」
の
不
可
能
性

　
人
は
一
個
の
全
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
ほ
ど
ま
と
ま
っ
た
存
在
で
は
な
い
。
人
は
自
分
の
こ
と
も
自
分
で
は
「
全

体
」
と
し
て
理
解
で
き
な
い
。
そ
れ
な
の
に
他
者
に
つ
い
て
そ
の
全
体
を
知
る
こ
と
な
ど
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

﹇
3
4
ペ
ー
ジ
﹈  

6 

異
論
が
あ
る　

異
論
は
、
他
と
違
っ
た
意
見
や
議
論
、
異
議
、
反
対
意
見
の
こ
と
。「
異
論
が
あ
る
」
は
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
、
納
得
で
き
ず
、
違
っ
た
意
見
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
こ
こ
で
は
、「
全
人
的
」
と
い
う
人
間
の
捉
え
方

自
体
に
反
対
の
意
見
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
。

8 

わ
か
ら
な
い
で
も
な
い　

筆
者
が
異
論
を
も
つ
「
全
人
的
理
解
」
だ
が
、そ
れ
が
看
護
の
場
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
要

請
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
筆
者
は
一
定
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。

9 

患
者
を
看
護
の
一
個
の
対
象
と
し
て
見
る　
患
者
と
は
何
ら
か
の
病
や
怪
我
で
苦
し
ん
で
い
る
人
の
こ
と
だ
が
、そ
の

人
の
生
活
や
人
間
関
係
、
家
族
、
置
か
れ
て
い
る
状
況
、
感
情
な
ど
を
切
り
捨
て
、
病
気
や
怪
我
を
治
す
べ
き
看
護
す

る
対
象
と
し
て
の
み
見
る
こ
と
を
指
す
。
そ
こ
か
ら
「
技
術
先
行
の
、
感
情
の
通
い
合
わ
な
い
関
係
」
が
生
じ
る
。

10 

医
療
現
場
の
反
省　

病
や
怪
我
を
負
っ
た
人
間
を
身
体
を
も
っ
た
機
械
の
よ
う
に
見
て
、そ
の
不
具
合
を
治
す
た
め
に

手
術
を
し
た
り
、
投
薬
し
た
り
、
熱
や
血
圧
を
測
っ
て
状
態
を
把
握
し
た
り
す
る
。
そ
の
よ
う
な
医
療
で
は
患
者
は
救

わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
長
年
の
研
究
や
医
療
現
場
の
経
験
か
ら
明
ら
か
に
な
り
、
患
者
を
「
対
象
物
」
で
あ
る
か

の
よ
う
に
扱
う
こ
と
へ
の
反
省
が
生
ま
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

11 

〈
主
体
│
客
体
〉
の
関
係
へ
と
ゆ
が
め
ら
れ　

〈
主
体
│
客
体
〉
の
関
係
は
、デ
カ
ル
ト
に
始
ま
る
自
然
科
学
の
研
究
姿

勢
に
起
源
を
も
つ
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
対
象
を
自
分
か
ら
切
り
離
し
て
観
察
す
る
、
ま
た
は
、
は
た
ら
き
か
け
る

自
分
を
「
主
体
」
と
し
て
、
観
察
対
象
で
あ
る
自
然
や
数
学
、
社
会
（
本
文
の
場
合
は
患
者
）
な
ど
を
、
自
分
が
は
た

ら
き
か
け
る
「
対
象
物
」
と
し
て
客
観
的
に
自
分
の
主
観
を
入
れ
ず
に
捉
え
る
姿
勢
を
言
う
。

13 

と
も
に
手
を
携
え
て
病
に
向
か
う
と
い
う
過
程
が
欠
落
し
が
ち　

現
在
で
は
、医
療
行
為
に
お
い
て
医
者
な
ど
の
医
療

従
事
者
が
主
体
と
な
り
対
象
で
あ
る
患
者
に
一
方
的
に
は
た
ら
き
か
け
て
病
気
を
治
す
、
と
い
う
認
識
は
取
ら
な
い
。

患
者
の
主
体
性
を
重
視
し
、
患
者
と
医
療
従
事
者
が
一
緒
に
医
療
に
向
か
っ
て
い
く
と
い
う
考
え
方
に
な
っ
て
い
る
。

﹇
3
5
ペ
ー
ジ
﹈  

1 

人
の
身
体
の
局
所
的
な
で
き
ご
と
と
し
て
捉
え
て
し
ま
う
こ
と　

こ
の
捉
え
方
も
、身
体
機
械
論
か
ら
来
て
い
る
と
言

内容や構成・論理の展開を捉える　他者を理解する  104

か
ら
。

解
説　

脚
問
部
分
の
直
後
に
あ
る
「
ま
ず
」
以
降
を

お
さ
え
た
後
、「
自
己
の
い
う
も
の
の
ま
と
ま
っ
た

像
な
ど
、誰
も
思
い
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
」（
35
・

14
）、「
自
分
の
こ
と
で
す
ら
そ
う
な
の
に
、
は
た

し
て
他
者
に
つ
い
て
そ
の
『
全
体
』
を
知
る
と
い

う
こ
と
な
ど
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
か
」（
36
・
4
）

と
あ
る
点
を
お
さ
え
た
上
で
、
筆
者
が
「
過
酷
」

と
述
べ
る
根
底
に
は
疑
問
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し

て
い
き
た
い
。

問　
「
記
憶
一
つ
と
っ
て
も
鵜
呑
み
に
は
で
き
な
い
」

（
9
）と
の
は
な
ぜ
か
。

答　

人
は
、
本
当
に
大
事
な
も
の
を
隠
す
た
め
に
ど

う
で
も
い
い
こ
と
ば
か
り
覚
え
て
い
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
が
あ
り
、
人
の
記
憶
に
は
隙
間
や
暗
が

り
が
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
。

解
説　

こ
の
問
い
の
前
に
、「
本
当
に
大
事
な
も
の
を

隠
す
た
め
に
ど
う
で
も
い
い
こ
と
ば
か
り
覚
え
て

い
る
」（
8
）
に
つ
い
て
、語
句
の
解
説
に
あ
る
よ

う
な
こ
と
を
補
足
す
る
と
よ
い
。
記
憶
と
は
、
自

分
に
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
方
法
で
選
ば
れ
た
も

の
で
あ
り
、
自
分
の
過
去
の
す
べ
て
を
記
憶
か
ら

理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

問　
「
地
平
」（
11
）と
は
何
か
。

答　

① 

大
地
の
な
だ
ら
か
な
広
が
り
。
遠
く
ま
で
続

く
、
起
伏
の
少
な
い
大
地
。

　
　

②
「
地
平
線
」
の
略
。

え
る
。「
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
治
し
て
し
ま
え
ば
い
い
」
と
い
う
発
想
で
あ
り
、患
者
が
生
身
の
人
間
だ
と
い
う
観
点

が
抜
け
て
い
る
。
そ
の
こ
と
へ
の
反
省
か
ら
、「
全
人
的
理
解
」
が
要
請
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

3 

「
全
人
的
」
と
い
う
の
は
過
酷
な
要
請
で
あ
る　

前
段
落
で
は
「
全
人
的
理
解
」
が
要
請
さ
れ
た
背
景
に
理
解
を
示
し

て
い
た
筆
者
だ
が
、
こ
こ
か
ら
は
「
全
人
的
理
解
」
批
判
を
展
開
し
て
い
く
。
な
ぜ
「
過
酷
な
要
請
」
な
の
か
は
、
以

降
に
述
べ
ら
れ
て
い
く
。

3 

人
は
ま
ず
一
つ
の
完
結
し
た
全
体
と
し
て
捉
え
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い　

平
野
啓
一
郎
「
自
分
を
捉
え
直
す
」
で

は
「
分
人
」
と
い
う
捉
え
方
が
提
唱
さ
れ
て
い
た
が
、
人
の
全
体
像
が
一
つ
の
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
で
は
捉
え
き
れ
な

い
複
雑
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
二
十
世
紀
の
心
理
学
・
哲
学
等
の
研
究
で
探
求
さ
れ
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

4 

外
傷
（
ト
ラ
ウ
マ
）　traum

a 

古
代
ギ
リ
シ
ア
語
で
「
傷
」
の
意
味
。
心
理
的
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
、
そ
の
影
響

が
長
く
残
る
よ
う
な
体
験
。
心
的
外
傷
。
典
型
的
な
原
因
と
し
て
は
、
虐
待
、
暴
力
、
戦
争
、
犯
罪
、
事
故
、
い
じ
め
、

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
に
加
え
、
深
刻
な
自
然
災
害
な
ど
、
体
験
し
た
本
人
が
身
に
危
険
を
感
じ
る
よ
う
な
で
き
ご
と
が

あ
げ
ら
れ
る
。
通
常
、「
心
的
外
傷
」
と
言
う
が
、
身
体
的
外
傷
（
ケ
ガ
）
と
混
同
さ
れ
に
く
い
場
合
に
は
単
に
「
外

傷
」
と
い
う
場
合
も
多
い
。

6 

い
わ
ゆ
る
た
ち　

「
た
ち
」
と
は
、
生
ま
れ
つ
き
も
っ
て
い
る
性
質
や
体
質
。
資
質
。
ま
た
、
物
事
の
性
質
を
指
す
。

「
質
」
の
字
を
充
て
る
。
こ
こ
で
は
、
自
分
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
自
分
自
身
の
性
格
や
性
向
、
行
動
や
認
識
の
傾
向

な
ど
を
指
し
て
い
る
。「
た
ち
が
悪
い
」
や
「
辛
抱
強
い
た
ち
だ
」
な
ど
の
「
た
ち
」
で
あ
る
が
、人
の
行
動
や
性
質
を

簡
単
に
「
た
ち
」
と
言
い
切
る
こ
と
は
そ
の
人
の
実
際
に
合
わ
な
い
こ
と
も
多
く
、「
い
わ
ゆ
る
」
を
つ
け
、
さ
ら
に
傍

点
を
振
っ
て
い
る
。

6 

判
然
と
し
な
い　

「
判
然
」
は
は
っ
き
り
わ
か
る
こ
と
。「
判
然
と
し
な
い
」
な
の
で
、「
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
」

と
い
う
意
味
。

7 

〈
生
〉　

そ
の
人
が
生
き
て
き
た
す
べ
て
の
あ
り
方
を
指
し
て
「
生
」
と
表
現
し
て
い
る
。「
人
生
」
と
い
う
と
、
履
歴

的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
る
が
、「
生
」
に
は
、
本
文
の
直
前
に
あ
る
よ
う
な
「
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
自
分
で
も
判
然
と
し

な
い
」
も
の
も
含
ま
れ
る
。
実
際
に
は
自
分
の
生
き
て
い
る
さ
ま
は
、
自
分
自
身
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
あ
り
方
の

部
分
が
か
な
り
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
含
め
て
「
生
」
と
呼
び
、「
全
人
的
」
の
よ
う
に
、

世
間
的
に
よ
く
使
わ
れ
る
通
俗
的
意
味
と
分
け
る
意
味
で
〈　

〉
を
つ
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

7 

フ
ロ
イ
ト　

精
神
分
析
の
始
祖
で
あ
り
、
無
意
識
の
提
唱
な
ど
、
そ
の
後
の
心
理
学
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
と
さ

れ
る
。
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③ 

（
比
喩
的
に
）物
事
を
考
え
た
り
判
断
し
た
り

す
る
際
の
、
思
考
の
及
ぶ
範
囲
。

解
説

　「
地
平
」
の
比
喩
的
な
意
味
を
調
べ
、理
解
し

て
お
く
。
比
喩
的
な
意
味
で
の
「
地
平
」
は
哲
学

的
評
論
な
ど
で
な
い
と
出
て
こ
な
い
こ
と
が
多
い

が
、「
他
者
」
な
ど
と
並
ん
で
重
要
語
で
あ
る
。

問　
「
複
数
の
そ
れ
」（
12
）と
は
何
の
こ
と
か
。

答
　「
意
識
の
地
平
」
の
こ
と
。

解
説

　
意
識
の
地
平
と
は
、
文
脈
と
地
平
の
意
味
か

ら
、「
意
識
が
及
ぶ
範
囲
」、「
思
考
の
際
に
自
分
で

意
識
で
き
る
範
囲
」
等
の
意
味
と
な
る
。

問　
「
複
雑
に
絡
み
合
い
、
す
れ
違
い
、
交
差
し
、
錯

綜
し
て
い
る
」（
12
）と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

答
　
自
分
自
身
の
こ
と
で
も
、
あ
る
場
合
に
は
意
識

は
こ
の
よ
う
に
働
き
、
ま
た
あ
る
場
合
に
は
、
意

識
の
及
ぶ
範
囲
は
別
の
よ
う
に
な
る
、
な
ど
の
よ

う
に
、
統
一
さ
れ
ず
、
矛
盾
に
み
ち
た
状
態
で
あ

る
と
い
う
こ
と
。

解
説

　「
同
じ
言
葉
を
言
わ
れ
て
、気
分
の
よ
い
時
に

は
許
せ
た
が
、
イ
ラ
イ
ラ
し
て
い
て
許
せ
な
か
っ

た
こ
と
は
な
い
か
」
な
ど
の
質
問
を
し
て
、
一
人

の
人
間
で
あ
っ
て
も
常
に
同
じ
気
持
ち
で
い
る
わ

け
で
は
な
い
こ
と
に
思
い
当
た
ら
せ
た
い
。

﹇
3
6
ペ
ー
ジ
﹈  

問　
「
魂
は
ど
の
対
象
に
対
し
て
も
単
一
な
も
の
と

し
て
は
現
れ
な
い
」（
1
）と
は
、
ど
う
い
う
こ
と

か
。

8 
本
当
に
大
事
な
も
の
を
隠
す
た
め
に
ど
う
で
も
い
い
こ
と
ば
か
り
覚
え
て
い
る　

ト
ラ
ウ
マ
に
は
、意
識
さ
れ
る
ト
ラ

ウ
マ
と
、
意
識
で
き
な
い
ト
ラ
ウ
マ
が
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
ま
り
に
つ
ら
い
心
的
外
傷
の
原
因
と
な
っ
た
で
き
ご
と
は

無
意
識
の
う
ち
に
記
憶
の
暗
部
に
押
し
込
め
て
思
い
出
せ
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
て
、
代
わ
り
に
些
細
な
日
常
の
中
の

ほ
ん
の
一
コ
マ
を
覚
え
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
本
人
の
現
在
を
規
定
し
て
い
る
真
の
原
因
を
思
い
出

せ
な
い
の
で
、
自
分
の
精
神
状
態
が
な
ぜ
現
状
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
本
人
に
は
わ
か
ら
な
い
。

9 

そ
ん
な
隙
間
や
暗
が
り
が
い
っ
ぱ
い
あ
る　

人
は
過
去
の
す
べ
て
を
公
平
に
覚
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、重
大
だ
と
思

わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
思
い
出
せ
な
い
こ
と
も
多
い
と
い
う
こ
と
。

11 

そ
の
地
平
は
い
わ
ば
ゆ
が
み
だ
ら
け
、
穴
だ
ら
け　

記
憶
に
は
隙
間
や
暗
が
り
が
多
く
、
し
か
も
そ
れ
が
自
分
に
と
っ

て
重
要
な
も
の
だ
っ
た
場
合
で
も
思
い
出
せ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
自
分
の
「
意
識
」
が
描
く
自
分
像
は
、
本
当

の
自
分
と
は
か
け
離
れ
た
、「
ゆ
が
ん
だ
」
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
意
識
の
届
か
な
い
部
分
が
多

い
の
で
「
穴
だ
ら
け
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

12 

意
識
の
地
平　

物
事
を
考
え
た
り
判
断
し
た
り
す
る
際
の
、思
考
の
及
ぶ
範
囲
。
こ
こ
で
の
「
地
平
」
と
は
ド
イ
ツ
の

哲
学
者
フ
ッ
サ
ー
ル
の
提
唱
し
た
現
象
学
の
用
語
と
し
て
の
意
味
合
い
で
あ
ろ
う
。

12 

複
数
の
そ
れ
が
複
雑
に
絡
み
合
い
、
す
れ
違
い
、
交
差
し
、
錯
綜
し
て
い
る　

「
そ
れ
」
と
は
「
意
識
の
地
平
」
の
こ

と
。
人
の
意
識
は
、
思
考
の
及
ぶ
範
囲
や
思
考
の
現
れ
方
が
矛
盾
の
な
い
す
っ
き
り
し
た
強
固
な
単
一
の
も
の
で
は
な

く
、
あ
る
側
面
で
は
非
常
に
冷
静
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
側
面
で
は
感
情
的
で
あ
っ
た
り
、
果
断
に
富
む
場
合
と
優
柔
不

断
な
場
合
が
あ
っ
た
り
と
、
複
雑
で
矛
盾
に
満
ち
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。

13 

錯
綜　

物
事
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で
混
乱
し
て
い
る
こ
と
。

15 

魂　

生
き
も
の
の
体
の
中
に
宿
っ
て
、
心
の
は
た
ら
き
を
司
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
意
。
パ
ス
カ
ル
の
『
パ
ン
セ
』

か
ら
の
引
用
。
人
の
魂
と
は
、
自
分
の
心
の
中
心
と
し
て
自
分
自
身
の
存
在
の
核
と
な
る
も
の
、
と
考
え
ら
れ
る
。

15 

性
向　

性
質
の
傾
向
、
あ
り
方
の
特
徴
の
こ
と
。

﹇
3
6
ペ
ー
ジ
﹈  

1 

魂
は
ど
の
対
象
に
対
し
て
も
単
一
な
も
の
と
し
て
は
現
れ
な
い　

「
ど
の
対
象
に
対
し
て
も
」
と
あ
る
の
で
、
特
定
の

一
人
の
人
に
対
し
て
も
、
ま
た
、
あ
る
で
き
ご
と
（
例
え
ば
降
雨
な
ど
）
に
対
し
て
も
、
単
純
で
単
一
な
も
の
と
し
て

は
現
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
あ
る
人
に
対
し
て
の
感
情
が
常
に
一
つ
の
気
持
ち
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
こ
と
は

な
い
し
、
雨
が
降
っ
て
き
た
こ
と
に
関
し
て
も
、「
今
、
濡
れ
る
と
困
る
な
あ
」
と
い
う
人
が
い
る
一
方
で
、「
畑
の
作

物
に
は
あ
り
が
た
い
な
あ
」
と
思
う
人
も
い
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
気
持
ち
、
あ
り
方
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

内容や構成・論理の展開を捉える　他者を理解する  106

答
　
人
は
誰
に
対
し
て
も
、
そ
の
人
の
前
に
、
ゆ
る

ぎ
の
な
い
固
定
的
な
一
つ
の
人
格
と
し
て
は
現
れ

な
い
と
い
う
こ
と
。

解
説

　
パ
ス
カ
ル
の
引
用
部
分
前
後
は
か
な
り
難
し

い
。
学
習
者
た
ち
に
は
、
具
体
的
な
シ
ー
ン
を
思

い
浮
か
べ
さ
せ
、
あ
て
は
め
て
想
像
さ
せ
て
み
る

の
が
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
「
相
手
が

家
族
や
友
達
の
時
と
、
好
き
な
人
の
時
と
で
は
、

話
し
方
や
質
問
の
答
え
な
ど
が
変
わ
っ
た
り
し
な

い
？
」
な
ど
、
問
い
を
言
い
換
え
て
具
体
化
す
る

と
よ
い
。

問　
「『
人
間
は
常
に
分
裂
し
、
自
分
自
身
に
反
対
し

て
い
る
』」（
2
）と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

答
　
人
は
い
つ
で
も
矛
盾
し
た
気
持
ち
を
抱
え
、
完

全
に
一
つ
の
気
持
ち
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い

と
い
う
こ
と
。

解
説

　
適
宜
、
具
体
化
し
て
問
い
を
ア
レ
ン
ジ
す
る

と
、
答
え
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
。

問　
「
看
護
と
い
う
も
の
は
頓
挫
し
て
し
ま
う
」（
6
）

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

答
　
看
護
と
い
う
営
み
が
、う
ま
く
い
か
な
く
な
り
、

成
り
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

ろ
う
。
ま
た
、
続
け
て
「
人
は
同
一
の
こ
と
で
、
泣
い
た
り
笑
っ
た
り
す
る
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
あ
る
人
や
あ
る
で
き

ご
と
に
関
し
て
も
、
人
は
複
雑
で
、
時
と
し
て
矛
盾
し
た
反
応
を
同
時
に
す
る
。

4 

ブ
レ
ー
ズ
・
パ
ス
カ
ル　

教
科
書
の
注
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
他
に
も
、
哲
学
者
で
も
あ
り
、
自
然
哲
学
者
、
キ
リ
ス
ト

教
神
学
者
、
発
明
家
、
実
業
家
で
も
あ
る
。
三
九
歳
で
早
逝
。『
パ
ン
セ
』
は
没
後
の
一
六
七
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
十

歳
に
な
ら
な
い
う
ち
に
三
角
形
の
内
角
の
和
が
二
直
角
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
り
、
十
六
歳
で
「
円
錐
曲
線
試
論
」

を
発
表
し
た
り
、
十
九
歳
で
機
械
式
の
計
算
機
を
発
明
・
完
成
さ
せ
た
り
と
、
若
い
頃
か
ら
多
方
面
に
才
能
を
発
揮
し
、

「
パ
ス
カ
ル
の
原
理
」
や
「
パ
ス
カ
ル
の
三
角
形
」
な
ど
、
多
数
の
功
績
を
残
し
た
。

6 

（
語
句
）
頓
挫　

勢
い
が
急
に
弱
ま
る
こ
と
。
ま
た
、
計
画
や
事
業
な
ど
が
途
中
で
遂
行
で
き
な
く
な
る
こ
と
。
こ
こ

で
は
看
護
と
い
う
行
為
が
成
立
し
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
。

6 

頓
挫
し
て
し
ま
う
ほ
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
、ほ
ん
と
う
に　

こ
の
文
末
表
現
は
反
語
的
疑
問
に
な
っ
て
い
る
。
筆
者
は

看
護
に
お
い
て
「
全
人
的
理
解
」
が
要
請
さ
れ
た
こ
と
自
体
は
肯
定
す
る
が
、
他
者
に
つ
い
て
全
体
を
知
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
り
、「
他
者
の
理
解
」
が
な
け
れ
ば
看
護
が
で
き
な
い
と
す
る
発
想
は
間
違
い
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
も
そ
も

全
人
的
に
ま
と
ま
り
が
あ
っ
て
矛
盾
の
な
い
人
な
ど
い
な
い
の
だ
か
ら
、
あ
る
人
を
す
べ
て
理
解
す
る
こ
と
自
体
が
不

可
能
な
の
で
あ
る
。

〈
板
書
例
〉

「
過
酷
」
①
人
は
一
つ
の
完
結
し
た
全
体
と
し
て
捉
え
う
る
も
の
で
は
な
い

　
　
←
　
②
自
分
で
も
わ
か
ら
な
い
自
分
の
性
向
が
あ
る

　
　
←
　
③
記
憶
に
は
ゆ
が
み
や
空
白
が
あ
る

　
　
←
　
④
意
識
の
地
平
も
複
数
が
複
雑
に
絡
み
合
い
交
錯
し
て
い
る

　
自
己
の
ま
と
ま
っ
た
像
な
ど
誰
も
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
・
全
人
的
理
解
は
不
可
能

　
↓
看
護
も
頓
挫
？

指
導
の
要
点

・
冒
頭
に
お
け
る
筆
者
の
言
葉
の
理
由
を
考
え
る
。
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発
問
・
脚
問

﹇
3
7
ペ
ー
ジ
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脚
問　
「
他
者
と
し
て
の
他
者
」（
2
）と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
か
。

答
　
自
分
に
は
わ
か
ら
な
い
、
自
分
と
は
違
う
考
え

方
や
感
じ
方
を
し
て
い
る
、
自
分
と
は
違
う
人
と

し
て
の
他
人
と
い
う
意
味
。

解
説

　
語
句
・
文
脈
の
解
説
参
照
。
学
習
者
の
も
つ

語
彙
で
「
自
分
と
は
違
う
」、「
自
分
に
は
わ
か
り

え
な
い
」と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
捉
え
さ
せ
た
い
。

問　
「
他
者
の
理
解
」（
3
）に
大
切
な
こ
と
は
ど
の
よ

う
な
こ
と
か
。

答
　
相
手
の
気
持
ち
が
わ
か
ら
な
く
て
も
、
否
定
す

る
こ
と
な
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。

問　
「
そ
れ
が
そ
れ
と
し
て
肯
定
さ
れ
た
」（
10
）と
は

具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

答
　
自
分
の
言
葉
が
、
わ
か
ろ
う
と
し
て
い
る
相
手

に
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
。

解
説

　
二
つ
の
「
そ
れ
」
は
と
も
に
「（
自
分
の
）
言

葉
」
を
指
す
。

﹇
3
8
ペ
ー
ジ
﹈  

問　
「
そ
う
い
う
こ
と
」（
1
）と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

か
。

答
　
話
す
側
が
「
わ
か
ら
れ
て
た
ま
る
か
」
と
思
い
、

聴
く
側
が
「
ど
う
し
て
も
わ
か
り
た
く
な
い
」
と

思
う
よ
う
な
こ
と
。

解
説

　
語
句
・
文
脈
の
解
説
参
照
。
そ
れ
ぞ
れ
具
体

●
第
四
段
（
36
・
8
「
裁
判
所
で
…
」
〜
38
・
6
「
…
と
て
も
不
思
議
だ
。」）
の
要
旨

理
解
が
成
り
立
つ
た
め
に
大
切
な
こ
と

　
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
感
情
の
一
致
、
意
見
の
一
致
を
み
る
こ
と
で
は
な
い
。
自
分
に
は
了
解
し
が
た
い
思

い
を
、
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
了
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
わ
か
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
大
切
だ
。

﹇
3
6
ペ
ー
ジ
﹈  

8 

調
停　

争
い
を
し
て
い
る
者
の
間
に
入
り
、
そ
れ
を
や
め
さ
せ
る
こ
と
。
仲
裁
。
裁
判
に
お
け
る
解
決
方
法
の
一
つ
。

裁
判
所
に
お
け
る
調
停
手
続
き
と
は
、
当
事
者
ど
う
し
で
は
自
主
的
な
解
決
が
望
め
な
い
場
合
に
、
裁
判
官
と
一
般
市

民
か
ら
選
ば
れ
た
調
停
委
員
な
ど
が
間
に
入
り
、
当
事
者
の
自
主
的
な
紛
争
解
決
の
手
助
け
を
す
る
制
度
を
指
す
。

9 

（
語
句
）
万
策
尽
き
る　

「
万
策
」
と
は
、で
き
う
る
限
り
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
方
法
の
こ
と
。
そ
れ
が
尽
き
る
と
い
う

の
で
あ
る
か
ら
、
打
つ
べ
き
手
段
を
全
て
打
っ
て
も
改
善
せ
ず
、
他
に
何
も
手
段
が
な
い
状
態
を
指
す
。

10 

よ
う
や
っ
と　

「
よ
う
や
く
」
と
「
や
っ
と
」
の
合
成
語
と
も
言
わ
れ
る
。
か
ろ
う
じ
て
。
や
っ
と
の
こ
と
で
。

12 

一
致
を
み
る　

初
め
は
異
な
っ
て
い
た
も
の
が
、
食
い
ち
が
い
な
く
同
じ
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

﹇
3
7
ペ
ー
ジ
﹈  

2 

他
者
と
し
て
の
他
者　

「
題
」
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
他
者
」
と
は
、
単
に
他
人
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、
自
分

と
は
違
う
存
在
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。「
他
者
と
し
て
の
他
者
」
と
は
、相
手
を
今
の
自
分
の
理
解
で
き
る

枠
の
中
に
収
め
よ
う
と
せ
ず
、
自
分
と
は
違
う
、
理
解
で
き
な
い
も
の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
を
指
す
。
傍
点
は
そ
の

こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
付
さ
れ
て
い
る
。

5 

そ
の
わ
か
ろ
う
と
す
る
姿
勢
に
こ
そ
他
者
は
と
き
に
応
え
る　

段
落
冒
頭
に
あ
る
よ
う
に
、「
他
者
の
理
解
」
と
は
相

手
と
「
同
じ
思
い
に
な
る
こ
と
で
は
な
」
い
。
他
者
と
同
じ
思
い
に
な
れ
な
い
、
ま
た
は
他
者
の
思
い
が
自
分
に
は
と

て
も
了
解
し
が
た
い
も
の
だ
と
し
て
、
そ
れ
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
で
も
了
解
し
よ
う
と
す
る
、
そ
の
姿
勢
、

そ
の
行
為
が
「
他
者
の
理
解
」
に
つ
な
が
る
の
だ
と
筆
者
は
述
べ
て
い
る
。「
と
き
に
応
え
る
」
と
は
、そ
の
理
解
し
よ

う
と
す
る
姿
勢
が
、
相
手
に
伝
わ
る
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

7 

言
葉
を
受
け
取
っ
て
く
れ
た
と
い
う
感
触
の
ほ
う
が
、主
張
を
受
け
入
れ
て
く
れ
た
と
い
う
こ
と
よ
り
も
意
味
が
大
き

い　

例
え
ば
、
嫌
が
ら
せ
な
ど
に
苦
し
む
こ
と
を
訴
え
た
時
、
加
害
者
が
、
形
式
だ
け
の
謝
罪
を
す
る
よ
り
も
、
相
手

が
そ
の
行
為
で
ど
れ
だ
け
苦
し
ん
だ
か
を
わ
か
ろ
う
と
す
る
ほ
う
が
、
被
害
者
に
と
っ
て
救
い
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と

い
う
。
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的
に
ど
ん
な
場
合
か
、想
像
さ
せ
て
み
る
と
よ
い
。

脚
問　

な
ぜ
「
不
思
議
」（
6
）な
の
か
。

答
　
聞
き
手
側
の
時
は
「
わ
か
っ
て
も
ら
え
て
う
れ

し
い
」
と
言
わ
れ
て
も
自
分
の
理
解
に
納
得
が
い

か
な
い
も
の
な
の
に
、話
し
手
側
の
時
は「
わ
か
っ

て
も
ら
え
た
」
と
確
信
の
よ
う
な
も
の
が
し
っ
か

り
生
ま
れ
る
か
ら
。

解
説

　
理
解
が
二
人
の
間
に
成
り
立
つ
も
の
な
ら

ば
、
相
手
と
気
持
ち
を
共
有
し
て
、
二
人
が
「
通

じ
合
っ
た
」
と
同
時
に
感
じ
て
も
い
い
も
の
な
の

に
、
そ
う
は
な
ら
な
い
の
が
実
際
で
あ
る
。
そ
の

非
対
称
性
が
不
思
議
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

11 

わ
か
ら
れ
て
た
ま
る
か
と
い
う
思
い
が
あ
る
。　

人
の
悩
み
や
苦
し
み
は
常
に
個
別
で
唯
一
の
経
験
な
の
で
他
人
に
は

容
易
に
わ
か
る
は
ず
が
な
く
、
安
易
に
「
わ
か
る
」
と
言
わ
れ
る
と
、
聴
き
手
の
中
に
も
と
も
と
あ
っ
た
何
か
に
あ
て

は
め
て
処
理
さ
れ
た
だ
け
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。「
わ
か
ら
れ
て
た
ま
る
か
」
は
理
解
さ
れ
た
く
な
い
と
い
う
よ
り

も
、
簡
単
に
わ
か
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て
ほ
し
く
な
い
、
と
い
う
気
持
ち
だ
と
解
釈
し
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。

14 

ど
う
し
て
も
わ
か
り
た
く
な
い
と
い
う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
あ
る
だ
ろ
う　

相
手
の
話
を
聞
い
て
い
て
、こ
こ
で
わ

か
っ
た
と
言
っ
て
ほ
し
い
と
相
手
が
思
っ
て
い
る
こ
と
を
強
く
感
じ
る
が
、
了
解
し
た
く
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ

と
。
例
え
ば
、
相
手
の
主
張
に
一
定
の
正
当
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
を
傷
つ
け
る
よ
う

な
内
容
を
含
む
場
合
に
は
、
簡
単
に
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

﹇
3
8
ペ
ー
ジ
﹈  

6 

こ
の
非
対
称　

非
対
称
と
は
、
互
い
に
対
応
せ
ず
、
つ
り
あ
っ
て
い
な
い
状
態
。
聞
く
側
の
時
は
「
わ
か
っ
て
い
る
か

わ
か
ら
な
い
」
と
思
う
の
に
、
話
す
側
に
回
る
と
「
わ
か
っ
て
も
ら
え
た
」
と
思
っ
て
し
ま
う
心
の
あ
り
よ
う
を
指
し

て
い
る
。

6 

と
て
も
不
思
議
だ　

話
す
側
と
聞
く
側
に
生
ま
れ
る
「
非
対
称
」
に
対
す
る
筆
者
の
感
慨
。
理
解
が
二
人
の
間
に
成
り

立
つ
も
の
な
ら
ば
同
時
に
「
通
じ
合
っ
た
」
と
感
じ
て
も
よ
い
は
ず
な
の
に
、
そ
う
な
ら
な
い
の
が
不
思
議
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

〈
板
書
例
〉

　
理
解
す
る
と
は
、
感
情
の
一
致
・
意
見
の
一
致
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
他
者
の
他
者
性
に
ふ
れ
る
　
…
わ
か
ら
れ
て
た
ま
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
か
り
た
く
な
い

　
　
　
　
←

　
他
者
の
思
い
に
ふ
れ
て
、
自
分
の
枠
に
収
め
よ
う
と
し
な
い

指
導
の
要
点

・
前
段
を
ふ
ま
え
た
筆
者
の
主
張
を
捉
え
る
。
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発
問
・
脚
問

﹇
3
8
ペ
ー
ジ
﹈  

問　
「
そ
う
い
う
苦
い
過
程
」（
10
）と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
。

答　

一
致
よ
り
も
不
一
致
、
伝
達
よ
り
も
伝
達
不
能

な
こ
と
を
思
い
知
る
こ
と
。

問　
「
そ
う
い
う
過
程
」（
12
）と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
。

答　

相
手
を
理
解
し
よ
う
と
、長
い
時
間
苦
い
経
験
。

問　
「
そ
う
い
う
で
き
ご
と
」（
12
）と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
。

答　
「
あ
の
と
き
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
今

だ
っ
た
ら
わ
か
る
。」
と
い
う
こ
と
。

解
説　

筆
者
は
理
解
に
は
時
間
が
か
か
る
と
考
え
て

お
り
、
そ
の
場
で
す
ぐ
に
理
解
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ

あ
り
え
な
い（
そ
の
場
で
わ
か
る
気
に
な
る
の
は
、

共
振
で
あ
っ
て
理
解
で
は
な
い
）と
考
え
て
い
る
。

時
間
を
か
け
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
結
果
、
自
分

が
変
わ
っ
て
、
理
解
で
き
た
と
思
え
る
時
が
く
る

場
合
も
あ
る
。
こ
こ
で
筆
者
が
重
視
し
て
い
る
の

は
、「
自
分
が
変
わ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

﹇
3
9
ペ
ー
ジ
﹈  

問　

筆
者
が
「
理
解
に
お
い
て
は
い
ち
ば
ん
大
切
」

（
7
）だ
と
考
え
る
こ
と
は
何
か
。

答　

相
手
が
理
解
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
自
分
か

ら
離
れ
る
こ
と
な
く
、
な
ん
と
か
わ
か
ろ
う
と
し

て
く
れ
る
こ
と
。

●
第
五
段
（
38
・
7
「
こ
の
よ
う
に
…
」
〜
39
・
8
「
…
大
切
な
の
だ
ろ
う
。」）
の
要
旨

理
解
す
る
と
は

　

理
解
す
る
と
は
、
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
身
を
さ
ら
し
合
う
果
て
し
の
な
い
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
自
分
の
こ
と
を
わ

か
ろ
う
と
相
手
が
関
心
を
持
ち
続
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
と
き
、人
は
「
わ
か
っ
て
も
ら
え
た
」
と
感
じ
る
。

﹇
3
8
ペ
ー
ジ
﹈  

7 

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と　
前
段
ま
で
の
考
察
を
指
す
。

7 

合
意
と
か
合
一
と
い
っ
た
到
着
点
を
目
が
け
る
も
の
で
は
な
く
、わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
身
を
さ
ら
し
合
う
果
て
し
の
な

い
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
は
な
い
か　
筆
者
は
「
理
解
」
に
つ
い
て
、合
意
の
よ
う
に
同
一
の
ゴ
ー
ル
を
指
す
の
で
は
な
く
、

ゴ
ー
ル
に
た
ど
り
着
け
な
い
ま
ま
に
ひ
た
す
ら
相
手
を
理
解
し
よ
う
と
し
続
け
る
過
程
に
こ
そ
意
味
が
あ
る
と
考
え

る
。

9 

一
致
よ
り
も
不
一
致
、
伝
達
よ
り
も
伝
達
不
能
、
そ
れ
を
思
い
知
る
こ
と
こ
そ
が
、
理
解
に
お
い
て
は
重
要
な
意
味
を

も
つ　

相
手
の
こ
と
を
他
者
と
し
て
認
め
る
な
ら
、
自
分
の
中
の
枠
組
み
に
無
理
や
り
相
手
を
あ
て
は
め
て
「
わ
か
っ

た
つ
も
り
」
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
誠
実
に
わ
か
ろ
う
と
す
る
ほ
ど
、
相
手
と
の
不
一
致
や
思
い
の
伝
達
の
不
可

能
性
に
ぶ
つ
か
り
、
こ
ん
な
に
も
理
解
は
難
し
い
の
か
と
思
い
知
る
。
そ
の
つ
ら
さ
か
ら
逃
げ
る
た
め
に
「
わ
か
っ
た

こ
と
に
す
る
」
誘
惑
は
世
に
満
ち
て
い
る
が
、
そ
の
つ
ら
さ
に
踏
み
と
ど
ま
る
べ
き
だ
と
、
筆
者
は
言
う
の
で
あ
る
。

10 

「
あ
の
と
き
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
、今
だ
っ
た
ら
わ
か
る
。」
と
い
う
こ
と
も
起
こ
る　

こ
こ
で
筆
者
が
言
っ
て

い
る
の
は
、
理
解
に
は
長
い
時
間
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
理
解
し
よ
う
と
身
を
さ
ら
け
出
す
過
程
を
ず
っ
と

繰
り
返
す
こ
と
で
、「
今
だ
っ
た
ら
わ
か
る
」
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
う
る
の
で
あ
る
。

12 

私
自
身
が
変
わ
っ
た
の
だ　

自
分
と
は
違
う
他
者
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
自
分
が
変
わ
ら
な
い
と
い
け
な
い
。「
他

者
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
は
、
…
…
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
ふ
う
に
自
分
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と

い
う
で
き
ご
と
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
」（
38
・
14
〜
39
・
2
）
と
あ
る
よ
う
に
、
他
者
を
受
け
入
れ

る
に
は
自
分
を
変
え
ざ
る
を
え
な
い
。
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
相
手
と
共
通
の
何
か
を
も
て
る
よ
う
に
な
る

可
能
性
が
開
け
る
の
で
あ
る
。

14 

理
解
は
常
に
時
間
的
な
で
き
ご
と
で
も
あ
る
の
だ　

他
者
と
し
て
の
相
手
を
否
定
せ
ず
、
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
わ
か
ろ

う
と
し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
理
解
が
得
ら
れ
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
理
解
は
確
か
に
時
間
的
に
長
い
長
い
で

き
ご
と
だ
と
言
え
る
。

内容や構成・論理の展開を捉える　他者を理解する  110

解
説

　
筆
者
は
、
相
手
と
「
自
分
と
の
関
係
が
ど
う

こ
う
と
い
う
こ
と
を
離
れ
て
」（
3
）
と
書
い
て
い

る
。
つ
ま
り
、
相
手
の
言
う
こ
と
を
了
承
す
る
と

か
、
例
え
ば
謝
罪
す
る
と
か
、
認
め
て
ほ
め
る
と

か
、
相
手
の
言
う
要
求
を
叶
え
る
と
か
い
っ
た
こ

と
と
は
別
に
、
相
手
が
わ
か
ろ
う
と
し
続
け
て
く

れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
、
理
解
さ

れ
た
と
思
う
こ
と
の
重
要
な
要
件
な
の
で
あ
る
。

﹇
3
9
ペ
ー
ジ
﹈  

5 

人
は
「
わ
か
っ
て
も
ら
え
た
」
と
感
じ
る
の
だ
ろ
う　

筆
者
は
人
が
「
わ
か
っ
て
も
ら
え
た
」
と
感
じ
る
の
は
、「
自

分
の
こ
と
を
わ
か
ろ
う
と
相
手
が
自
分
に
関
心
を
持
ち
続
け
て
い
て
く
れ
る
こ
と
を
相
手
の
言
葉
や
ふ
る
ま
い
の
う
ち

に
確
認
で
き
た
と
き
」
だ
と
述
べ
る
。
そ
れ
は
、「
自
分
と
の
関
係
が
」
ど
う
で
あ
る
か
、
ま
た
、
自
分
の
言
っ
た
こ
と

が
承
認
さ
れ
る
か
ど
う
か
も
、
関
係
な
く
、「
理
解
」
は
成
立
す
る
。

7 

理
解
に
お
い
て
は
い
ち
ば
ん
大
切　

筆
者
は
「
理
解
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
場
か
ら
立
ち
去
ら
な
い
こ
と
」

（
6
）
そ
し
て
「
そ
れ
で
も
な
ん
と
か
わ
か
ろ
う
と
す
る
こ
と
」（
7
）
だ
と
言
う
。
理
解
が
過
程
に
お
い
て
し
か
成
り

立
た
な
い
な
ら
、
わ
か
り
あ
え
な
い
つ
ら
さ
に
耐
え
て
、
立
ち
去
ら
ず
、
わ
か
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
や
め
な
い
こ
と
が
、

理
解
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
最
も
重
要
な
条
件
と
な
る
だ
ろ
う
。

〈
板
書
例
〉

　
　
相
手
が
わ
か
っ
て
く
れ
た
と
言
っ
て
も
理
解
し
た
確
信
が
な
い

　
　
　
　
了
解
し
が
た
い
相
手
の
思
い
を
否
定
せ
ず
、
了
解
し
よ
う
と
す
る
。

　
　
　
　
な
ん
と
か
わ
か
り
た
い
と
い
う
気
持
ち

　
　
　
　
他
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
自
分
が
変
わ
る

　
　
　
　
相
手
を
わ
か
ろ
う
と
関
心
を
持
ち
続
け
る

　
理
解
　
…
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
身
を
さ
ら
し
合
う
果
て
し
の
な
い
プ
ロ
セ
ス

　
　
相
手
や
言
葉
の
ふ
る
ま
い
の
う
ち
に
確
認
　
↓
わ
か
っ
て
も
ら
え
た
と
い
う
確
信

指
導
の
要
点

・
こ
れ
ま
で
の
展
開
を
ふ
ま
え
て
筆
者
の
主
張
の
中
心
を
捉
え
る
。
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発
問
・
脚
問

﹇
4
0
ペ
ー
ジ
﹈  

脚
問　
「
そ
の
こ
と
」（
4
）と
は
何
か
。

答　

妻
の
閉
所
恐
怖
症
の
恐
怖
が
ど
ん
な
も
の
か
理

解
で
き
な
い
が
、
新
幹
線
の
箱
の
中
に
一
時
間
も

い
ら
れ
な
い
妻
に
付
き
合
っ
て
、
ず
っ
と
傍
ら
を

去
ら
ず
に
一
緒
に
移
動
し
て
い
る
こ
と
。

解
説　
「
そ
の
こ
と
」は
文
脈
か
ら
答
に
示
し
た
よ
う

に
、エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
の
「
彼
」
の
行
動
で
あ
る
。

問　
「
た
し
か
な
『
理
解
』
に
な
っ
て
い
た
」（
4
）と

言
え
る
の
は
な
ぜ
か
。

答　

筆
者
は
「
理
解
」
と
い
う
も
の
を
、「
相
手
の
気

持
ち
が
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
る
」
と
い
う
も
の

で
は
な
く
、
わ
か
ろ
う
と
し
続
け
る
そ
の
過
程
に

あ
る
と
考
え
て
い
て
、そ
の
行
為
自
体
が
「
理
解
」

の
本
質
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

解
説　
「
理
解
す
る
と
は
、合
意
と
か
合
一
と
い
っ
た

到
達
点
を
目
が
け
る
も
の
で
は
な
く
、
わ
か
ら
な

い
ま
ま
に
身
を
さ
ら
し
合
う
果
て
し
の
な
い
プ
ロ

セ
ス
な
の
で
は
な
い
か
」（
38
・
7
）
と
考
え
て
い

る
。
つ
ま
り
、
わ
か
っ
た
状
態
が
理
解
の
ゴ
ー
ル

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

●
第
六
段
（
39
・
9
『「
私
に
は
…
」
〜
終
わ
り
）
の
要
旨

エ
ピ
ロ
ー
グ

　

閉
所
恐
怖
症
の
妻
の
恐
怖
を
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
、傍
ら
を
去
ら
な
い
で
ず
っ
と
一
緒
に
移
動
す
る
夫
の
行
為
が
、

彼
女
へ
の
確
か
な
理
解
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

﹇
3
9
ペ
ー
ジ
﹈  

9 

「
私
に
は
他
人
の
痛
み
と
い
う
の
が
ど
う
し
て
も
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
…
…
。」　

こ
の
言
葉
は
本
文
冒
頭
で
掲
げ
ら
れ

た
言
葉
で
あ
り
、
本
文
の
終
章
で
再
度
登
場
し
て
い
る
。
本
文
冒
頭
で
は
「
こ
う
い
う
率
直
な
発
言
が
好
き
だ
」
と
言

う
の
み
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
、
誰
の
ど
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
発
言
だ
っ
た
か
が
明
か
さ
れ
る
。

13 

（
語
句
）
失
調　

医
学
用
語
で
、
あ
る
機
能
が
調
節
を
失
う
こ
と
。
運
動
失
調
、
自
律
神
経
失
調
症
、
統
合
失
調
症
な

ど
が
あ
る
。「
神
経
に
失
調
を
き
た
し
」
と
あ
る
の
で
自
律
神
経
失
調
症
の
こ
と
か
。

14 

閉
所
恐
怖
症　

恐
怖
症
の
一
つ
。
閉
ざ
さ
れ
た
所
に
い
る
と
異
常
な
強
迫
感
を
感
じ
る
も
の
。

﹇
4
0
ペ
ー
ジ
﹈  

4 

そ
の
こ
と　

妻
の
閉
所
恐
怖
症
の
恐
怖
が
ど
ん
な
も
の
か
理
解
で
き
な
い
が
、新
幹
線
の
箱
の
中
に
一
時
間
も
い
ら
れ

な
い
妻
に
付
き
合
っ
て
、
ず
っ
と
傍
ら
を
去
ら
ず
に
一
緒
に
居
続
け
て
い
る
こ
と
。

4 

彼
女
へ
の
た
し
か
な
「
理
解
」
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、私
は
思
う　

本
人
は
「
痛
み
と
言
う
の
が
わ
か
ら

な
い
」
と
言
っ
て
い
る
が
、筆
者
は
そ
も
そ
も
「
わ
か
る
」
と
は
「
わ
か
ろ
う
と
し
続
け
る
こ
と
」
だ
と
捉
え
て
い
る
。

ま
た
、
相
手
が
「
わ
か
っ
て
も
ら
え
た
」
と
思
っ
て
も
、
自
分
で
は
わ
か
っ
た
か
ど
う
か
確
信
が
も
て
な
い
「
非
対
称
」

が
理
解
と
い
う
も
の
に
は
あ
る
、
と
も
述
べ
て
い
た
。
そ
の
考
え
方
で
い
け
ば
、
こ
の
知
人
の
行
為
こ
そ
が
「
理
解
」

で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
鷲
田
清
一
が
考
え
る
理
解
と
は
、
相
手
を
自
分
に
は
わ
か
ら
な
い
他
者
と
し
て
認
め
、
相
手
を

拒
絶
せ
ず
、
相
手
の
傍
か
ら
立
ち
去
ら
ず
、
時
間
を
か
け
て
、
わ
か
ろ
う
と
し
続
け
る
こ
と
、
そ
の
過
程
こ
そ
が
、「
理

解
」
な
の
で
あ
る
。

指
導
の
要
点

・
冒
頭
の
筆
者
の
言
葉
の
真
意
を
確
か
め
る
。
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「
学
習
活
動
」「
情
報
を
整
理
す
る
た
め
に
」
の
解
説

学
習
活
動
1　
「
そ
れ
は
感
情
の
共
振
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
も
他
者
の
理
解
で
は

な
い
」（
34
・
3
）
の
は
な
ぜ
か
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
説
明
し
よ
う
。

【
ね
ら
い
】

　
物
理
用
語
の
哲
学
的
使
用
や
、
哲
学
用
語
を
含
む
抽
象
的
、
比
喩
的
表
現
を
文
脈
上
か

ら
理
解
し
、
自
分
の
も
つ
語
彙
に
あ
て
は
め
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

【
解
答
例
】

　「
感
情
の
共
振
」
と
は
、
他
人
の
話
を
聞
い
て
い
る
時
に
、
不
意
に
そ
の
相
手
と
同
じ
感

情
に
捕
ら
え
ら
れ
て
、
あ
る
人
の
感
情
が
伝
染
す
る
か
の
よ
う
に
他
人
に
も
伝
わ
っ
て
い

く
感
情
伝
染
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
他
者
の
理
解
で
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
相
手
は
自
分
と
違
う
人
間
で
あ
る
、
と
い
う
自
他
の
間
の
隔
た
り
が
そ
こ
に
は
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
、
自
分
と
は
違
う
存
在
の
他
者
を
相
手
と
は
違
う
存
在
で

あ
る
自
分
が
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
成
立
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

【
解
説
】

　
や
や
く
ど
い
解
答
例
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、「
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
」
説
明
す
る
と

こ
の
よ
う
な
形
に
な
ろ
う
。
補
足
す
る
と
、
共
振
は
自
分
が
相
手
に
反
応
し
て
震
え
だ
す

（
同
じ
感
情
に
な
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
い
わ
ば
相
手
に
触
発
さ
れ
た
も
の
の
、
共
振

し
て
い
る
の
は
自
分
自
身
の
感
情
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
手
を
理
解
し
た
わ
け
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
文
章
全
体
を
読
ん
だ
上
で
考
え
る
と
、
筆
者
が
考
え
る
「
理
解
」
は
「
理
解
し
よ
う
と

し
続
け
る
過
程
を
指
す
」
こ
と
が
わ
か
る
が
、こ
こ
で
は
そ
こ
ま
で
答
え
な
く
て
も
よ
い
。

学
習
活
動
2　
「
わ
か
る
、
理
解
す
る
と
い
う
の
は
、
感
情
の
一
致
、
意
見
の
一
致
を

み
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」（
36
・
12
）
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
筆
者
の
考
え

を
ま
と
め
よ
う
。

【
ね
ら
い
】

　
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
「
理
解
」
と
、
筆
者
が
本
文
で
述
べ
て
い
る
「
理
解
」
と
の
違

い
を
捉
え
る
。

【
解
答
例
】

　
わ
か
る
、
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
相
手
と
同
じ
気
持
ち
に
な
っ
た
り
、
同
じ
意
見

を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
に
は
と
て
も
了
解
で
き
そ

う
に
な
い
相
手
の
思
い
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、そ
れ
で
も
了
解
し
よ
う
と
思
う
こ
と
、

そ
の
わ
か
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
。

【
解
説
】

　「『
〜
な
い
』
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
か
ら
、
何
が
違
う
と
い
っ

て
い
る
の
か
、
そ
の
「
な
い
」
の
前
の
「
〜
」
の
部
分
を
先
に
捉
え
る
。
そ
の
上
で
、「
な

い
」
と
い
う
の
な
ら
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
捉
え
て
い
け
ば
よ
い
。

　
教
科
書
36
〜
37
ペ
ー
ジ
を
読
む
と
、
筆
者
が
主
張
し
て
い
る
「
理
解
」
と
は
「
相
手
の

感
情
と
の
同
一
化
」
や
「
相
手
の
意
見
と
の
一
致
」
と
い
う
目
標
が
達
成
さ
れ
た
状
態
の

こ
と
で
は
な
く
、
相
手
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
過
程
を
重
視
し
、
わ
か
り
続
け
よ
う
と
す

る
姿
勢
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
結
果
↑
↓
過
程
」「
一
致
↑
↓
不
一
致
」
の
対
比
を
つ

か
む
と
よ
い
。
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学
習
活
動
3　
「
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
身
を
さ
ら
し
合
う
果
て
し
の
な
い
プ
ロ
セ

ス
」（
38
・
8
）
と
は
何
か
、
説
明
し
よ
う
。

【
ね
ら
い
】

　

本
文
の
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
に
つ
い
て
、
他
の
箇
所
か
ら
そ
の
内
容
を
換
言
・
詳
説
し
て

い
る
箇
所
を
関
連
付
け
て
捉
え
、
内
容
と
構
成
の
理
解
を
図
る
。

【
解
答
例
】

　

相
手
の
言
っ
て
い
る
こ
と
や
相
手
の
気
持
ち
が
わ
か
ら
な
く
て
も
、
相
手
を
否
定
せ
ず

に
そ
れ
で
も
了
解
し
よ
う
と
思
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、
相
手
と
の
不
一
致
、
互
い
の
気
持

ち
の
伝
達
不
能
を
思
い
知
り
、
苦
い
思
い
を
し
な
が
ら
も
、
相
手
か
ら
立
ち
去
ら
ず
に
な

ん
と
か
わ
か
ろ
う
と
し
続
け
る
よ
う
な
過
程
の
こ
と
。

【
解
説
】

　

本
文
の
「
他
者
を
理
解
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
主
題
を
言
い
切
っ
た
文
を
一
つ
選
ぶ
な

ら
「
理
解
す
る
と
は
、
合
意
と
か
合
一
と
い
っ
た
到
着
点
を
目
が
け
る
も
の
で
は
な
く
、

わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
身
を
さ
ら
し
合
う
果
て
し
の
な
い
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
は
な
い
か
」

（
38
・
7
）
で
あ
る
。
し
か
し
、「
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
身
を
さ
ら
し
合
う
果
て
し
の
な
い

プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
表
現
は
比
喩
的
表
現
で
あ
り
、
こ
の
表
現
理
解
の
た
め
に
は
解
釈
が

必
要
と
な
る
。

　
「
プ
ロ
セ
ス
」
は
過
程
の
こ
と
。
理
解
と
は
「
過
程
」
で
あ
る
と
し
て
、具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
過
程
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
身
を
さ
ら
し
合
う
」と
は
ど

う
す
る
こ
と
か
、
が
書
か
れ
た
場
所
を
探
す
と
よ
い
。
す
る
と
「
理
解
で
き
な
い
か
ら
と

い
っ
て
こ
の
場
か
ら
立
ち
去
ら
な
い
こ
と
、そ
れ
で
も
な
ん
と
か
わ
か
ろ
う
と
す
る
こ
と
」

（
39
・
6
）
が
見
つ
か
る
。

　

ま
た
、「
彼
女
の
傍
ら
を
去
ら
な
い
で
、
ず
っ
と
一
緒
に
行
動
す
る
…
…
」（
40
・
3
）

と
あ
る
の
で
、「
わ
か
ろ
う
と
す
る
過
程
」
が
「
さ
ら
し
合
う
」
過
程
に
な
り
、
そ
れ
は

「
常
に
時
間
的
な
で
き
ご
と
」（
38
・
14
）、
つ
ま
り
時
間
が
途
方
も
な
く
か
か
る
の
で
、「
果

て
し
の
な
い
プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

情
報
を
整
理
す
る
た
め
に

・「
私
に
は
他
人
の
痛
み
と
い
う
も
の
が
ど
う
し
て
も
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
…
…
」

と
い
う
言
葉
が
二
度
も
引
用
さ
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。

【
ね
ら
い
】

　

額
縁
構
造
の
よ
う
に
、
文
章
の
初
め
と
終
わ
り
に
配
置
さ
れ
た
言
葉
の
表
現
効
果
を
理

解
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
文
章
全
体
の
構
成
を
理
解
に
役
立
て
る
。

【
解
答
例
】

・
文
章
初
め
の
「『
私
に
は
…
…
」（
33
・
1
）
の
言
葉
は
、
人
の
痛
み
や
気
持
ち
を
理
解

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
の
悩
み
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
、そ
の
言
葉
に
続
い
て「
私

は
こ
う
い
う
率
直
な
発
言
が
好
き
だ
。」（
33
・
1
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
人
の
気
持
ち

が
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
誠
実
性
を
述
べ
る
の
か
と
思
わ
せ
、
タ
イ
ト
ル
と
合

わ
せ
て
、「
他
者
の
理
解
」
の
難
し
さ
に
つ
い
て
の
考
察
を
期
待
さ
せ
る
。

・
文
章
の
終
わ
り
近
く
の
「『
私
に
は
…
…
」（
39
・
9
）
は
、
そ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
筆

者
の
論
を
ふ
ま
え
、
そ
の
言
葉
を
発
し
た
筆
者
の
知
人
の
例
を
述
べ
て
、
そ
の
言
葉
こ

そ
が
筆
者
の
考
え
る
「
他
者
の
理
解
」
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
知
人
の
妻
へ
の
姿
勢
を

表
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
最
後
に
筆
者
の
「
理
解
す
る
」
こ
と
へ
の
考
え

を
実
例
を
通
し
て
説
得
力
豊
か
に
読
者
に
伝
え
、
文
章
を
締
め
て
い
る
。

・
同
じ
言
葉
を
使
い
な
が
ら
、
最
初
は
疑
問
符
と
し
て
読
者
を
文
章
の
問
題
意
識
へ
と
誘

う
役
割
を
果
た
さ
せ
、
最
後
に
再
び
現
れ
た
時
は
、
筆
者
の
論
の
具
体
的
理
解
へ
と
つ

な
げ
る
役
割
を
も
た
せ
て
、
読
者
へ
の
文
章
の
説
得
力
を
増
し
て
い
る
。

【
解
説
】

　

解
答
例
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
た
形
で
な
く
て
も
よ
い
。「
前
後
に
同
じ
言
葉
を
並
べ
て
強

調
す
る
効
果
」
や
「
同
じ
言
葉
の
意
味
が
文
章
前
後
で
変
わ
る
こ
と
で
、
筆
者
の
主
張
を

印
象
づ
け
る
効
果
」、「
抽
象
的
な
議
論
を
、
最
初
と
最
後
に
具
体
的
、
現
実
的
な
場
面
に

内容や構成・論理の展開を捉える　他者を理解する  114

落
と
し
て
わ
か
り
や
す
く
す
る
効
果
」
の
よ
う
に
断
片
的
で
も
よ
い
の
で
、
学
習
者
に
話

し
合
わ
せ
、
そ
れ
ら
の
意
見
を
教
室
で
共
有
し
検
討
し
て
い
く
こ
と
で
、
前
後
に
具
体
的

な
、
同
じ
言
葉
を
置
い
た
効
果
を
考
え
さ
せ
た
い
。

　
大
切
な
こ
と
は
、
初
め
と
終
わ
り
で
、
同
じ
言
葉
の
意
味
が
「
理
解
で
き
な
い
」
か
ら

「
そ
れ
こ
そ
が
理
解
で
あ
る
」と
い
う
よ
う
に
逆
転
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
知
人
本
人
は

「
彼
女
の
恐
怖
が
ど
う
い
う
も
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
」（
40
・
2
）
が
、
そ
れ
で
も

│

む
し
ろ
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ

│
理
解
が
成
立
し
た
と
言
え
る
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
考

え
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

参
考
資
料

　
　  

教
材
研
究
・
授
業
研
究
の
た
め
の
文
献  

　
　

・『
二
枚
腰
の
す
す
め
　
鷲
田
清
一
の
人
生
案
内
（
教
養
み
ら
い
選
書
）』
鷲
田
清
一
（
二

〇
二
〇
年
・
世
界
思
想
社
）

・『
他
者
と
生
き
る
』
磯
野
真
穂
（
二
〇
二
二
年
・
集
英
社
新
書
）

・『
他
者
と
「
共
に
あ
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
』
藤
井
真
樹
（
二
〇
一
九
年
・
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
房
）

　
　  

読
書
指
導
・
発
展
学
習
の
た
め
の
文
献  

　
　

・『
だ
ん
ま
り
、
つ
ぶ
や
き
、
語
ら
い
　
じ
ぶ
ん
を
ひ
ら
く
こ
と
ば
』
鷲
田
清
一
（
二
〇
二

一
年
・
講
談
社
）

・『
岐
路
の
前
に
い
る
君
た
ち
に
　
鷲
田
清
一
式
辞
集
』
鷲
田
清
一
（
二
〇
一
九
年
・
朝
日

出
版
社
）

・『
他
者
を
感
じ
る
社
会
学
』
好
井
裕
明
（
二
〇
二
〇
年
・
ち
く
ま
プ
リ
マ
ー
新
書
）
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情
報
を
整
理
す
る

論
点
を
整
理
す
る

採
録
の
ね
ら
い

◉
資
質
・
能
力
の
観
点
か
ら  

　
本
教
材
は
、「
学
習
指
導
要
領
」
の
「
論
理
国
語
」
の
「
書
く
こ
と
」
の
指
導
事
項
「
ア 

実
社
会
や
学
術
的
な
学
習
の
基
礎
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
、
書
き
手
の
立
場
や
論
点
な

ど
の
様
々
な
観
点
か
ら
情
報
を
収
集
、
整
理
し
て
、
目
的
や
意
図
に
応
じ
た
適
切
な
題
材

を
決
め
る
こ
と
。」
に
対
応
す
る
教
材
で
あ
り
、単
元
の
冒
頭
（
教
科
書
18
ペ
ー
ジ
）
に
あ

る
導
入
の
活
動
と
リ
ン
ク
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
ラ
ジ
オ
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
に
な
る
こ
と
自
体
は
リ
ス
ナ
ー
の
質
問
に
対
し
て
回
答
す

る
形
式
の
活
動
で
あ
り
、
話
す
こ
と
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
回
答
作
成
の

段
階
、
リ
ス
ナ
ー
の
問
い
に
対
す
る
回
答
を
作
成
す
る
場
面
に
着
目
し
た
。
原
稿
の
作
成

を
通
し
て
「
自
己
」
に
関
す
る
筆
者
の
見
解
を
ま
と
め
る
プ
ロ
セ
ス
を
導
入
し
、
筆
者
の

考
え
を
ま
と
め
、
要
約
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
現
代
社
会
に
お
い
て
「
自
己
」
を
い
か
に

考
え
る
の
か
を
ま
と
め
、
そ
の
内
容
を
実
際
に
ど
う
話
し
、
相
手
を
説
得
し
て
い
く
の
か

を
意
識
し
た
学
習
を
目
的
と
し
た
活
動
で
あ
る
。「
リ
ス
ナ
ー
の
問
い
に
対
す
る
回
答
」と

い
う
目
的
や
意
図
を
十
分
に
考
慮
し
、
状
況
や
相
手
、
場
面
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
自
分

の
意
見
を
ど
う
表
明
す
る
の
か
、
教
材
の
内
容
を
い
か
に
引
用
・
加
工
し
、
説
明
・
説
得

す
る
の
か
と
い
う
点
に
着
目
し
た
書
く
活
動
を
組
織
し
た
い
。

学
習
指
導
の
ポ
イ
ン
ト

・
情
報
を
整
理
し
、
伝
え
た
い
こ
と
に
対
し
て
適
切
な
情
報
を
構
成
す
る
。

◉
テ
ー
マ
の
観
点
か
ら  

　
本
単
元
は
、
意
識
的
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
い
つ
の
世
も
若
者
た
ち
の
関
心
事
で

あ
ろ
う
「
自
己
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
軸
に
し
な
が
ら
、
情
報
収
集
の
た
め
に
行
う
読
書
お

よ
び
収
集
し
た
情
報
を
整
理
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
現
代
社
会
に
関

わ
る
話
題
や
問
題
に
幅
広
く
関
心
を
も
ち
、
生
涯
に
わ
た
る
読
書
習
慣
の
一
端
と
し
て
、

情
報
収
集
の
た
め
の
読
書
に
向
き
合
わ
せ
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
社
会
人

と
し
て
、
考
え
や
も
の
の
見
方
を
豊
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
意
味
で
も
、
読
書
習
慣
の

形
成
を
目
指
し
た
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

　
若
者
た
ち
は
、常
に
「
自
分
と
は
何
者
か
」
と
い
う
問
い
に
向
き
合
っ
て
き
た
。「
個
性

と
は
何
か
」、「
自
分
ら
し
さ
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
は
、
近
代
以
降
に
お
い
て
問
わ
れ

続
け
て
き
た
、
古
く
て
新
し
い
問
題
で
も
あ
る
。
た
だ
し
、
本
教
材
／
活
動
は
、
直
接
的

に
自
分
の
自
己
観
を
剥
き
出
し
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
誰
か
の
論
を
も
と
に
、
自
己
の

考
え
方
と
の
共
通
点
や
相
違
点
を
見
い
だ
し
、
自
ら
の
自
己
観
あ
る
い
は
自
分
の
あ
り
方

を
見
つ
め
直
し
つ
つ
、
自
己
と
い
う
テ
ー
マ
に
向
き
合
っ
て
自
分
な
り
の
考
え
を
ま
と
め

る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

学
習
指
導
の
ポ
イ
ン
ト

・
さ
ま
ざ
ま
な
筆
者
の
自
己
観
に
触
れ
、
そ
れ
ら
の
共
通
点
と
相
違
点
を
整
理
し
た

上
で
、
自
分
の
考
え
に
し
っ
く
り
く
る
も
の
を
ま
と
め
る
。
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学
習
指
導
の
展
開

◉
学
習
指
導
要
領
の
指
導
事
項  

知
識
及
び
技
能

言
葉
イ
　
論
証
し
た
り
学
術
的
な
学
習
の
基
礎
を
学
ん
だ
り
す
る
た
め
に
必
要
な
語
句
の

量
を
増
し
、
文
章
の
中
で
使
う
こ
と
を
通
し
て
、
語
感
を
磨
き
語
彙
を
豊
か
に
す
る
こ

と
。

思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等

書
く
ア
　
実
社
会
や
学
術
的
な
学
習
の
基
礎
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
、
書
き
手
の
立
場

や
論
点
な
ど
の
様
々
な
観
点
か
ら
情
報
を
収
集
、
整
理
し
て
、
目
的
や
意
図
に
応
じ
た

適
切
な
題
材
を
決
め
る
こ
と
。

❖
言
語
活
動
例

書
く
ア
　
特
定
の
資
料
に
つ
い
て
、
様
々
な
観
点
か
ら
概
要
な
ど
を
ま
と
め
る
活
動
。 

◉
評
価
規
準  

知
識
・
技
能

・
論
証
し
た
り
学
術
的
な
学
習
の
基
礎
を
学
ん
だ
り
す
る
た
め
に
必
要
な
語
句
の
量
を
増

し
、
文
章
の
中
で
使
う
こ
と
を
通
し
て
、
語
感
を
磨
き
語
彙
を
豊
か
に
し
て
い
る
。 

思
考
・
判
断
・
表
現

・
実
社
会
や
学
術
的
な
学
習
の
基
礎
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
、
書
き
手
の
立
場
や
論
点

な
ど
の
様
々
な
観
点
か
ら
情
報
を
収
集
、
整
理
し
て
、
目
的
や
意
図
に
応
じ
た
適
切
な

題
材
を
決
め
て
い
る
。

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

・
論
証
し
た
り
学
術
的
な
学
習
の
基
礎
を
学
ん
だ
り
す
る
た
め
に
必
要
な
語
句
の
量
を
増

し
、
文
章
の
中
で
使
う
こ
と
を
通
し
て
、
語
感
を
磨
き
語
彙
を
豊
か
に
し
た
り
、
実
社

会
や
学
術
的
な
学
習
の
基
礎
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
、
書
き
手
の
立
場
や
論
点
な
ど

の
様
々
な
観
点
か
ら
情
報
を
収
集
、
整
理
し
て
、
目
的
や
意
図
に
応
じ
た
適
切
な
題
材

を
決
め
た
り
す
る
こ
と
に
向
け
た
粘
り
強
い
取
り
組
み
を
行
う
と
と
も
に
、
自
ら
の
学

習
を
調
整
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
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◉
学
習
指
導
案
例  

学習指導案

○○高等学校国語科　○年○組
授業者　○○○○

1．学習活動　 ラジオパーソナリティーになって答えよう！－情報を整理し、引用し、説得する。

2．教材名　　「情報を整理し活用する」・その他の関連資料

3．学習目標　 書き手の立場や論点などのさまざまな観点から情報を収集、整理し、説得力のある文
章を書く。

4．学習活動の評価規準

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

評価規準

論証したり学術的な学習の
基礎を学んだりするために
必要な語句の量を増し、文
章の中で使うことを通し
て、語感を磨き語彙を豊か
にする。
（言葉イ）

実社会や学術的な学習の基
礎に関する事柄について、
書き手の立場や論点などの
様々な観点から情報を収
集、整理して、目的や意図
に応じた適切な題材を決め
る。
（書くア）

論証したり学術的な学習の
基礎を学んだりするために
必要な語句の量を増し、文
章の中で使うことを通し
て、語感を磨き語彙を豊か
にしたり、実社会や学術的
な学習の基礎に関する事柄
について、書き手の立場や
論点などの様々な観点から
情報を収集、整理して、目
的や意図に応じた適切な題
材を決めたりすることに向
けた粘り強い取り組みを行
うとともに、自らの学習を
調整しようとしている。 

評価の実際

筆者の論点を明確に物語る
言葉を正確に抜き出すこと
ができる。
（記述の点検）

本文から必要な箇所を正確
に抜き出しながら、要約し
情報を整理している。
（記述の点検）

目的と相手に合わせて適切
な箇所を引用し、構成や展
開を工夫して説得しようと
している。
（記述の点検）

5．学習活動の展開（ 3時間）

時 学習活動 評価

1
・ 「学習活動 1」に取り組む。 筆者の論点を明確に物語る言葉を正確に抜き出

すことができる。
（知識・技能、記述の点検）

2
・ 「学習活動 2」に取り組み、書いたものを相
互評価し合いながら完成させる。

本文から必要な箇所を正確に抜き出しながら、
要約し情報を整理している。
（思考・判断・表現、記述の点検）

3
・ 完成させた内容を発表し、聞き手からの意
見をもとに書き直し、説得力を高める。

目的と相手に合わせて適切な箇所を引用し、構
成や展開を工夫して説得しようとしている。
（記述の点検）
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◉
学
習
指
導
の
展
開
例
（
3
時
間
扱
い
）  

時
間

目
　
　
標

学
習
活
動
と
指
導
内
容

指
導
上
の
留
意
点

第1時限

・
論
証
し
た
り
学
術
的
な

学
習
の
基
礎
を
学
ん
だ

り
す
る
た
め
に
必
要
な

語
句
の
量
を
増
し
、
文

章
の
中
で
使
う
こ
と
を

通
し
て
、
語
感
を
磨
き

語
彙
を
豊
か
に
す
る
。

導
入

展
開
1

1
　
学
習
目
標
と
学
習
の
流
れ
を
確
認
し
、
学
習
の
見
通
し
を
も
つ
。

2
　
リ
ス
ナ
ー
の
悩
み
の
ポ
イ
ン
ト
を
捉
え
る
。

3
　
こ
こ
ま
で
読
ん
で
き
た
文
章
の
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
要
約
す
る
。（「
学

習
活
動
1
」）

4
　
共
通
点
と
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
情
報
を
整
理
す
る
。

5
　
自
分
な
り
に
リ
ス
ナ
ー
の
問
い
に
対
す
る
回
答
を
構
想
す
る
。

1
　
ラ
ジ
オ
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
に
な
り
、
リ
ス
ナ
ー
の
問
い
に
対
す
る

回
答
を
実
際
に
構
想
す
る
こ
と
を
伝
え
る
。

2
　
教
科
書
18
ペ
ー
ジ
の
リ
ス
ナ
ー
か
ら
の
投
稿
を
読
み
、
悩
み
の
ポ
イ

ン
ト
を
捉
え
る
。

3
　
教
科
書
42
ペ
ー
ジ
に
あ
る
「
要
点
・
要
約
・
要
旨
」
の
違
い
を
整
理

し
、
実
際
に
文
章
を
要
約
し
た
後
、
各
自
で
要
約
し
た
文
章
を
グ
ル
ー

プ
で
読
み
合
い
、
要
約
文
を
整
え
る
。
要
約
が
難
し
い
場
合
は
、
筆
者

が
伝
え
た
い
こ
と
が
最
も
集
約
さ
れ
た
言
葉
を
選
び
、
そ
の
理
由
を
書

く
。

4
　
ジ
グ
ソ
ー
的
な
展
開
の
中
で
、
三
者
の
見
解
を
ま
と
め
て
い
く
。

5
　
伝
え
た
い
こ
と
を
明
確
に
し
た
上
で
、
自
分
の
意
見
が
説
得
力
を
増

す
よ
う
に
引
用
を
加
え
、
回
答
を
完
成
さ
せ
る
。

評
価
規
準

・
論
証
し
た
り
学
術
的
な
学
習
の
基
礎
を
学
ん
だ
り
す
る
た
め
に
必
要
な
語
句
の
量
を
増
し
、
文
章
の
中
で
使
う
こ
と
を
通
し
て
、
語
感
を
磨
き
語
彙

を
豊
か
に
し
て
い
る
。

思
考
・
判
断
・
表
現
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時
間

目
　
　
標

学
習
活
動
と
指
導
内
容

指
導
上
の
留
意
点

第2時限

・
実
社
会
や
学
術
的
な
学

習
の
基
礎
に
関
す
る
事

柄
に
つ
い
て
、
書
き
手

の
立
場
や
論
点
な
ど
の

様
々
な
観
点
か
ら
情
報

を
収
集
、
整
理
し
て
、

目
的
や
意
図
に
応
じ
た

適
切
な
題
材
を
決
め

る
。

展
開
2

1
　「
学
習
活
動
2
」
に
取
り
組
む
。

2
　
各
自
で
構
想
し
た
リ
ス
ナ
ー
に
対
す
る
回
答
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ

で
相
互
批
評
し
合
う
。

3
　
相
互
批
評
で
出
た
意
見
も
参
考
に
、
ラ
ジ
オ
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
と

し
て
の
回
答
を
完
成
さ
せ
る
。

1
　
前
時
に
記
述
し
た
回
答
に
つ
い
て
、
目
的
と
、
想
定
し
た
他
者
を
考

え
な
さ
せ
な
が
ら
、
内
容
を
取
捨
選
択
し
た
り
、
並
べ
替
え
た
り
し
て
、

回
答
を
作
成
さ
せ
る
。

2
　
教
科
書
44
ペ
ー
ジ
に
あ
る
回
答
に
対
し
て
、
実
際
に
平
野
啓
一
郎
の

文
章
の
引
用
を
ど
こ
に
入
れ
る
の
が
適
切
か
を
考
え
、
よ
り
説
得
力
の

あ
る
回
答
を
作
成
さ
せ
る
。

　
① 

「
リ
ス
ナ
ー
に
聞
い
て
も
ら
う
」内
容
に
な
っ
て
い
る
か
、「
リ
ス
ナ
ー

が
納
得
で
き
る
」
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
か
、
な
ど
を
確
認
さ

せ
る
。

　
② 

各
自
が
書
い
た
回
答
が
リ
ス
ナ
ー
に
聞
い
て
も
ら
え
る
よ
う
な
、
説

得
力
の
あ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
グ
ル
ー
プ
で
批
評
し
合

う
。

　
③ 

コ
メ
ン
ト
の
相
互
批
評
に
際
し
て
は
、教
科
書
45
ペ
ー
ジ
の
「
批
評
・

評
価
す
る
時
の
言
葉
」
を
参
考
に
す
る
こ
と
を
伝
え
る
。

3
　「
よ
り
説
得
力
を
増
す
」
と
い
う
観
点
で
原
稿
を
完
成
さ
せ
る
。

評
価
規
準

・
実
社
会
や
学
術
的
な
学
習
の
基
礎
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
、
書
き
手
の
立
場
や
論
点
な
ど
の
様
々
な
観
点
か
ら
情
報
を
収
集
、
整
理
し
て
、
目
的

や
意
図
に
応
じ
た
適
切
な
題
材
を
決
め
て
い
る
。

思
考
・
判
断
・
表
現
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時
間

目
　
　
標

学
習
活
動
と
指
導
内
容

指
導
上
の
留
意
点

第3時限

・
論
証
し
た
り
学
術
的
な

学
習
の
基
礎
を
学
ん
だ

り
す
る
た
め
に
必
要
な

語
句
の
量
を
増
し
、
文

章
の
中
で
使
う
こ
と
を

通
し
て
、
語
感
を
磨
き

語
彙
を
豊
か
に
し
た

り
、
実
社
会
や
学
術
的

な
学
習
の
基
礎
に
関
す

る
事
柄
に
つ
い
て
、
書

き
手
の
立
場
や
論
点
な

ど
の
様
々
な
観
点
か
ら

情
報
を
収
集
、
整
理
し

て
、
目
的
や
意
図
に
応

じ
た
適
切
な
題
材
を
決

め
た
り
す
る
こ
と
に
向

け
た
粘
り
強
い
取
り
組

み
を
行
う
と
と
も
に
、

自
ら
の
学
習
を
調
整
し

よ
う
と
す
る
。

ま
と
め

1　

グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
実
際
に
ラ
ジ
オ
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
と
し
て

の
回
答
を
発
表
す
る
。

2　

発
表
後
に
、聞
き
手
か
ら
の
意
見
を
も
と
に
発
表
原
稿
を
書
き
直
し
、

よ
り
説
得
力
の
あ
る
文
章
に
仕
上
げ
る
。

3　

学
習
目
標
を
再
確
認
し
、
学
習
を
振
り
返
る
。

1　

聞
き
手
の
評
価
の
観
点
は
「
説
得
的
な
発
表
に
な
っ
て
い
た
か
」
で

あ
り
、
説
得
性
と
し
て
の
要
素
と
し
て
は
「
想
定
し
た
場
や
他
者
に
応

じ
た
説
明
の
仕
方
に
な
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
「
適
切

な
引
用
に
よ
り
説
得
力
の
あ
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
か
」
が
が
中
心
と

な
る
。

2　

表
現
の
工
夫
や
、
場
に
応
じ
た
話
し
方
、
発
表
を
聞
い
て
の
感
想
、

発
表
者
に
対
す
る
理
解
な
ど
に
つ
い
て
、
話
し
合
わ
せ
る
。

3　
「
読
み
手
（
聞
き
手
）
の
理
解
、そ
し
て
納
得
を
得
ら
れ
る
よ
う
」「
文

章
の
構
成
や
展
開
を
工
夫
」
と
い
う
点
を
再
確
認
さ
せ
る
。

　
　

要
約
す
る
際
の
注
意
点
を
自
分
な
り
に
ま
と
め
る
。

評
価
規
準

・
論
証
し
た
り
学
術
的
な
学
習
の
基
礎
を
学
ん
だ
り
す
る
た
め
に
必
要
な
語
句
の
量
を
増
し
、
文
章
の
中
で
使
う
こ
と
を
通
し
て
、
語
感
を
磨
き
語
彙

を
豊
か
に
し
た
り
、実
社
会
や
学
術
的
な
学
習
の
基
礎
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
、書
き
手
の
立
場
や
論
点
な
ど
の
様
々
な
観
点
か
ら
情
報
を
収
集
、

整
理
し
て
、
目
的
や
意
図
に
応
じ
た
適
切
な
題
材
を
決
め
た
り
す
る
こ
と
に
向
け
た
粘
り
強
い
取
り
組
み
を
行
う
と
と
も
に
、
自
ら
の
学
習
を
調
整

し
よ
う
と
し
て
い
る
。

知
識
・
技
能
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学
習
の
具
体
と
教
材
の
解
説

【
第
1
時
限
】

●
導
入

1　

学
習
目
標
と
学
習
の
流
れ
を
確
認
し
、
学
習
の
見
通
し
を
も
つ
。

　

単
元
の
導
入
時
に
既
に
回
答
を
作
成
し
て
い
る
が
、
三
つ
の
読
む
こ
と
教
材
の
読
解
を

終
え
、
考
え
自
体
を
変
容
さ
せ
た
も
の
も
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
ま
ず

は
学
習
者
一
人
一
人
に
自
身
の
回
答
を
振
り
返
ら
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
自
分
の
回
答
を
修

正
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

2　

リ
ス
ナ
ー
の
悩
み
の
ポ
イ
ン
ト
を
捉
え
る
。

　

悩
み
相
談
に
対
す
る
答
え
と
し
て
は
、
ま
ず
は
何
よ
り
も
悩
み
の
内
実
に
迫
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。

　

リ
ス
ナ
ー
か
ら
の
悩
み
相
談
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
1
）「
本
当
の
私
っ
て
何
？
」

　
　

①
自
分
を
つ
く
る
こ
と
の
違
和
感

　
　
　

そ
の
場
、
そ
の
時
、
あ
る
い
は
他
者
に
よ
っ
て
異
な
る
私
の
存
在

　
　

②
常
に
誰
か
の
目
を
気
に
す
る
私
と
い
う
存
在
の
希
薄
さ

　
　
　

演
じ
る
こ
と
で
疲
れ
る
私

（
2
）
嫌
わ
れ
な
い
私
で
い
る
こ
と

　
　

①
複
数
の
私
と
い
う
存
在

　
　

②
本
当
の
私
と
は
そ
も
そ
も
何
か
？

　

以
上
の
よ
う
に
、
リ
ス
ナ
ー
の
悩
み
の
根
源
を
読
み
取
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
し
っ

か
り
答
え
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
を
基
本
と
し
た

い
。

●
展
開
1

3　

こ
こ
ま
で
読
ん
で
き
た
文
章
の
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
要
約
す
る
。（「
学
習
活
動
1
」）

　
「
読
む
こ
と
」
の
教
材
で
学
ん
だ
こ
と
を
も
と
に
、実
際
に
三
つ
の
文
章
を
要
約
さ
せ
る

学
習
を
行
う
。
た
だ
し
、
三
つ
と
も
要
約
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
時
間
も
か
か
る
こ
と
か

ら
、
特
に
気
に
入
っ
た
教
材
、
あ
る
い
は
自
分
の
回
答
に
引
用
で
き
そ
う
な
も
の
だ
け
を

要
約
す
る
こ
と
に
す
る
こ
と
を
勧
め
た
い
（
各
教
材
の
二
〇
〇
字
要
約
例
を
参
照
）。

　

引
用
自
体
が
難
し
い
場
合
は
、
特
に
印
象
に
残
っ
た
言
葉
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
理
由
を

記
述
さ
せ
る
よ
う
な
取
り
組
み
を
行
う
と
よ
い
。
そ
の
際
、
基
本
的
な
こ
と
を
ま
と
め
さ

せ
る
よ
う
に
し
た
い
。
例
え
ば
、
書
名
や
筆
者
名
、
ペ
ー
ジ
数
な
ど
は
、
最
低
限
確
認
さ

せ
た
い
。
こ
の
こ
と
は
、
本
か
ら
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
際
の
基
本
的
な
「
作
法
」
で

も
あ
り
、
徹
底
し
た
い
こ
と
で
あ
る
。

取りあげたい本
・筆者名：鷲田清一
・書　名：他者を理解する

筆者のこの言葉
・ 「とりあえずそのまま受け入れられた」（37 ペー
ジ）

この言葉を取りあげる理由
　他人に、「わかった」と言ってもらうよりも、受
け入れられた、肯定された感触が大切なのだとい
う筆者の考えには納得する。他者としての他者の
存在に接するという考えには納得できた。特に、
自分の理解の枠に収めようとしないことが重要
である、「わかり合えない」という前提を大切に
しているところには納得させられたから。

〈気に入った言葉を取りあげるワークシート例〉
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4　

共
通
点
と
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
情
報
を
整
理
す
る
。

　
三
者
の
意
見
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
三
人
の
筆
者
の
文
章
を
要
約

す
る
こ
と
で
、
そ
の
違
い
は
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
個
々
人
で

行
う
こ
と
に
は
労
力
が
か
か
り
す
ぎ
て
し
ま
う
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
は
こ
こ
ま
で
の
展
開
を
参
考
に
、
自
分
の
回
答
に
使
え
そ
う
な
も
の
に

絞
っ
て
要
約
さ
せ
、
そ
の
要
約
し
た
も
の
を
も
と
に
し
て
、
共
通
点
と
相
違
点
を
発
見
さ

せ
る
と
よ
い
。
と
り
わ
け
、
共
通
点
に
つ
い
て
は
、
三
人
の
筆
者
が
「
現
代
人
が
自
己
の

あ
り
方
や
他
者
と
の
関
係
の
取
り
結
び
方
に
問
題
意
識
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
点
を
確

認
す
る
程
度
で
よ
く
、
主
眼
と
し
て
は
相
違
点
を
見
い
だ
す
こ
と
に
あ
る
と
言
っ
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。

5　

自
分
な
り
に
リ
ス
ナ
ー
の
問
い
に
対
す
る
回
答
を
構
想
す
る
。

　
こ
こ
で
も
、
や
は
り
リ
ス
ナ
ー
と
い
う
他
者
を
意
識
し
な
が
ら
、
説
得
力
の
あ
る
文
章

に
な
る
よ
う
意
識
づ
け
さ
せ
た
い
。

【
第
2
時
限
】

●
展
開
2

1　
「
学
習
活
動
2
」
に
取
り
組
む
。

　
ま
ず
は
、
目
的
や
相
手
に
応
じ
た
書
き
方
、
説
明
の
仕
方
を
確
認
さ
せ
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
原
稿
自
体
の
見
直
し
を
さ
せ
た
い
。
発
表
原
稿
例
を
参
考
に
し
て
、
原
稿
作
り

の
際
に
気
を
付
け
た
い
こ
と
を
ま
と
め
、
何
を
書
く
の
か
、
そ
れ
を
ど
う
表
現
す
る
の
か

を
意
識
さ
せ
て
い
き
た
い
。
例
え
ば
左
の
よ
う
に
、
教
科
書
44
ペ
ー
ジ
の
コ
メ
ン
ト
例
に

対
し
て
、内
容
的
な
過
不
足
や
適
切
さ
、あ
る
い
は
表
現
と
し
て
、適
切
な
語
り
口
に
な
っ

て
い
る
の
か
を
批
評
さ
せ
た
上
で
、
書
き
換
え
を
さ
せ
て
み
る
と
よ
い
。

自分って何かって悩む人は多いと思うよ。

　でも、それって青春している証拠だよ。きっと自分の大切な誰か 

に出会ったときに、「あ、この人といるときは幸せだな」って感じ
られるはずだよ。でも、そういう人といつ出会えるかはわからない

んだから、これからの出会いの一つ一つを大切にしていくしかな
いんじゃないのかな？

　ひょっとしたらもう出会っているかもしれないけどね。

〈回答にコメントを入れた例〉

内容的に悩み自体が真っ当なものであり、
表現としても同調するような語りかけになっているからいい！

思っている以上にいろんな人と出会っていて、

　　、そういうすてきな人とも出会えているはず。

き、「幸せを感じることができる人」に出会えるようにしていけばいい。
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2　

各
自
で
構
想
し
た
リ
ス
ナ
ー
に
対
す
る
回
答
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
で
相
互
批
評
し

合
う
。

　

各
自
で
作
成
し
た
リ
ス
ナ
ー
に
対
す
る
回
答
に
よ
り
説
得
力
を
も
た
せ
る
た
め
、
三
人

の
文
章
の
う
ち
「
誰
の
」
文
章
を
「
ど
こ
に
」
引
用
す
る
か
を
考
え
さ
せ
る
。
そ
の
上
で
、

実
際
に
完
成
稿
を
作
成
さ
せ
る
。
そ
の
後
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
よ
り
よ
く
伝
わ
る
文
章

に
し
て
い
く
た
め
に
共
同
推
敲
を
さ
せ
て
い
き
た
い
。

　

こ
う
し
た
活
動
を
展
開
し
て
い
く
た
め
に
も
、
教
科
書
44
ペ
ー
ジ
の
コ
メ
ン
ト
例
に
、

実
際
に
平
野
啓
一
郎
の
文
章
の
引
用
を
ど
こ
に
入
れ
る
の
が
適
切
か
を
考
え
、
よ
り
説
得

力
の
あ
る
回
答
を
作
成
さ
せ
る
よ
う
な
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
で
、
引
用
の
意
味
や
説
得

的
な
言
い
回
し
を
実
感
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
よ
う
。

　

回
答
例
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
引
用
箇
所
の
適
切
さ
を
批
評
さ
せ
て
い
く
よ
う
な
展
開

を
行
い
た
い
。
さ
ら
に
、「
引
用
は
文
章
中
の
こ
こ
で
よ
い
の
か
」
な
ど
の
問
い
を
準
備

し
、
批
評
活
動
を
通
じ
て
、
説
得
的
に
し
て
い
く
た
め
の
方
略
に
つ
い
て
、
学
習
者
た
ち

の
認
識
を
深
め
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
た
い
。
た
だ
し
、「
リ
ス
ナ
ー
に
聞
い
て
も
ら
う
」

こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
リ
ス
ナ
ー
と
い
う
他
者
を
具
体
的
に
設
定
し
、
理

解
し
て
も
ら
え
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
リ
ス
ナ
ー
が
納
得
で
き
る
」
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て

い
る
の
か
を
批
評
さ
せ
て
い
き
た
い
。

　

な
お
、
コ
メ
ン
ト
の
相
互
批
評
に
際
し
て
は
、
教
科
書
45
ペ
ー
ジ
の
「
批
評
・
評
価
す

る
時
の
言
葉
」
を
参
考
に
し
て
、
学
習
者
ど
う
し
が
批
判
し
合
う
の
で
は
な
く
、
よ
り
よ

く
し
て
い
く
た
め
に
補
足
し
た
り
、付
け
足
し
た
り
、さ
ら
に
具
体
的
な
書
き
方
を
グ
ル
ー

プ
の
仲
間
に
提
案
し
て
い
く
よ
う
な
生
産
的
な
議
論
、
取
り
組
み
と
な
る
よ
う
、
指
導
し

て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

3　

相
互
批
評
で
出
た
意
見
も
参
考
に
、
ラ
ジ
オ
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
回
答
を

完
成
さ
せ
る
。

　

相
互
批
評
を
通
じ
て
提
示
さ
れ
た
提
案
を
も
と
に
、
書
き
換
え
を
行
う
。
ダ
メ
出
し
で

は
な
く
、
よ
り
よ
く
し
て
い
く
、
よ
り
説
得
的
な
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
た

作
業
で
あ
り
、
学
習
者
た
ち
が
納
得
し
て
書
き
換
え
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

　

さ
ら
に
、
自
分
自
身
が
も
ら
っ
た
ア
ド
バ
イ
ス
を
ど
う
受
け
入
れ
た
の
か
、
な
ぜ
受
け

入
れ
た
の
か
を
振
り
返
ら
せ
な
が
ら
書
き
換
え
が
で
き
る
と
、
よ
り
わ
か
り
や
す
く
、
説

得
的
な
書
き
方
へ
の
方
法
的
な
認
識
を
形
成
さ
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。

　自分って何かって悩む人は多いと思うよ。

　でも、それって青春している証拠だよ。私たちは、思っている以上
にいろんな人と出会っていて、「あ、この人といるときは幸せだな」っ
て感じられる、そういうすてきな人とも出会えているはず。そういう
人といつ出会えるかはわからない。だから、これからの出会いの一つ
一つを大切にしていき、「幸せを感じることができる人」に出会えるよ
うにしていけばいいのではないかと思うけどね。

　例えば、平野啓一郎という人がこんなことを言っているんだけど、
「人間にはいくつもの顔があり、相手との相互作用の中で、さまざまな
キャラを演じているに過ぎない。個人の中に『複数の分人』が存在し
ているのであり、唯一無二の自分なんかいない、『本当の自分』なんて
発想は幻想である」と。

　平野さんの言いたいことは、「『私』という存在は単独で存在してい
るわけではなく、他者との相互作用の中にしか存在しない。」というこ
とです。だからこそ、「誰かといる時の自分は好きだとか言えるはず」
だし、「好きな自分でいられる他者といる時の自分を肯定すべきだ」と
主張しているんだよね。

　そういう人に、ひょっとしたらもう出会っているかもしれないけど、
「本当の自分って何か」と悩むよりも、全て「本当の自分」であって、こ
の人といる時の自分は好きと言えるようになればいいんだと思うよ。

〈コメント例を推敲した例〉
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【
第
3
時
限
】

●
ま
と
め

1　

グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
実
際
に
ラ
ジ
オ
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
回
答
を
発
表

す
る
。

　
ラ
ジ
オ
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
作
成
し
た
回
答
を
発
表
し
合
う
こ
と
で
、
聞
き
手

と
し
て
各
自
が
作
成
し
た
回
答
を
い
か
に
受
け
止
め
た
の
か
を
理
解
し
、
ど
う
納
得
し
た

の
か
な
ど
に
つ
い
て
、
発
表
者
も
含
め
て
積
極
的
に
交
流
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
い
。
と
り

わ
け
、「
感
想
を
交
流
す
る
」
こ
と
を
通
じ
て
、
聞
き
手
と
し
て
も
う
一
度
質
問
し
た
い
こ

と
や
、「
発
表
者
か
ら
さ
ら
に
納
得
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
ど
う
い
う
こ
と
が
必
要
に
な

る
と
思
い
ま
す
か
」
な
ど
の
問
い
を
交
流
し
て
い
く
こ
と
で
、
発
表
者
・
聞
き
手
と
も
、

ど
の
よ
う
に
書
い
た
り
説
明
し
た
り
す
れ
ば
よ
い
か
を
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
い
。
ま

た
、
必
要
に
応
じ
て
質
問
例
を
追
加
し
て
い
く
こ
と
で
、
学
習
者
間
の
活
発
な
交
流
を
も

た
ら
す
よ
う
な
こ
と
も
仕
組
み
た
い
。

　
さ
ら
に
、
聞
き
手
に
は
「
も
っ
と
こ
う
し
た
ら
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
批
評
と

提
案
を
さ
せ
る
よ
う
な
交
流
を
し
か
け
る
よ
う
に
し
た
い
。
聞
き
手
の
役
割
と
し
て
、
発

表
者
の
発
表
内
容
を
受
け
止
め
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
発
表
を
よ
り

説
得
的
な
も
の
に
し
て
い
く
た
め
に
ど
う
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
を
発
表
者
と
協
働
し
て

探
究
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
発
表
内
容
を
聞
き
手
と
し
て
聞
き
な
が
ら
、
よ
り

説
得
的
な
も
の
に
し
て
い
く
提
案
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
単
元
で
身
に
つ
け
さ
せ

た
い
資
質
・
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

2　

発
表
後
に
、
聞
き
手
か
ら
の
意
見
を
も
と
に
発
表
原
稿
を
書
き
直
し
、
よ
り
説
得
力

の
あ
る
文
章
に
仕
上
げ
る
。

　
本
単
元
の
目
的
は
、説
得
的
に
書
く
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

実
際
に
リ
ス
ナ
ー
に
対
す
る
回
答
を
作
成
し
発
表
実
践
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
発
表
者

と
し
て
は
、ラ
ジ
オ
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
「
よ
り
よ
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
」

と
い
う
自
己
評
価
だ
け
で
は
な
く
、「
も
う
少
し
こ
う
し
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た
」
な
ど
の
具

体
的
な
修
正
点
な
ど
が
浮
か
ぶ
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
聞
き
手
と
の
話
し

合
い
を
通
じ
て
も
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
ポ
イ
ン
ト
を
自
分
自
身
で
整
理
し
、
ま
と
め
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

「
活
動
を
し
ま
し
た
」
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
活
動
を
振
り
返
り
、
内
容
的
に
い
か
に
修

正
す
る
の
か
を
具
体
的
に
記
述
す
る
こ
と
で
、
説
得
的
に
書
く
た
め
に
は
ど
う
い
う
工
夫

が
必
要
な
の
か
を
言
語
化
し
て
ま
と
め
て
い
く
作
業
を
さ
せ
て
い
き
た
い
。

3　

学
習
目
標
を
再
確
認
し
、
学
習
を
振
り
返
る
。

　
文
章
の
一
節
を
引
用
し
た
り
、
書
い
た
文
章
を
見
直
し
、
段
落
を
入
れ
替
え
た
り
、
文

を
入
れ
替
え
た
り
、
説
明
の
仕
方
を
変
え
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
章
の
説
得
力
は

大
き
く
変
化
す
る
。
単
に
書
き
換
え
た
と
い
う
経
験
を
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
ど
う
書

き
換
え
た
の
か
、
な
ぜ
書
き
換
え
た
の
か
を
考
え
さ
せ
、
書
く
コ
ツ
と
し
て
ま
と
め
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
書
く
力
の
定
着
を
目
指
し
た
い
。
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参
考
資
料

　
　  

参
考  
　
　

引
用
の
コ
ツ

　

引
用
の
目
的
は
、
自
分
の
主
張
の
正
当
性
・
信
頼
性
を
補
強
す
る
点
に
あ
り
ま
す
。
何

か
を
主
張
し
た
い
、
断
言
し
た
い
、
そ
の
後
に
そ
の
根
拠
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
く
れ
る

引
用
文
を
配
置
す
れ
ば
、「
何
も
し
な
け
れ
ば
信
じ
て
も
ら
え
な
っ
た
主
張
」
も
信
じ
て
も

ら
え
る
可
能
性
が
高
ま
り
ま
す
。

　

当
然
、「
そ
の
道
の
専
門
家
」
の
言
葉
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
得
力
は
高
く
な

り
ま
す
。
さ
ら
に
、
公
的
機
関
の
デ
ー
タ
や
統
計
等
を
引
用
で
き
れ
ば
、
よ
り
強
力
に
主

張
を
後
押
し
し
て
く
れ
る
も
の
に
な
る
の
で
す
。

　

で
は
、
正
し
い
引
用
の
仕
方
や
書
き
方
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

①
自
分
の
文
章
と
引
用
す
る
文
章
に
関
連
が
あ
る
こ
と

　
　
　

原
則
と
し
て
、
自
分
の
文
章
と
引
用
す
る
文
章
に
は
関
連
が
必
要
で
す
。
自
分
の

論
を
よ
り
説
得
的
に
し
て
い
く
た
め
に
引
用
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
た
上

で
、「
簡
に
し
て
要
」
を
肝
に
銘
じ
て
、
効
果
的
な
引
用
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。
だ
ら

だ
ら
引
用
し
て
も
長
く
な
る
だ
け
で
す
か
ら
、
読
み
手
と
し
て
、
読
み
た
く
な
ら
な

い
で
す
よ
ね
。

　

②
文
章
中
で
、
自
分
の
文
章
と
引
用
文
章
が
明
確
に
わ
か
る
よ
う
に
す
る
こ
と

　
　
　

引
用
し
た
文
章
は
他
者
の
書
い
た
も
の
で
す
。
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
自
分
が
書

い
た
文
章
か
の
よ
う
に
記
述
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
引
用
の
仕
方
は
、
引
用
し
た
部

分
に
か
ぎ
括
弧
を
つ
け
る
、
改
行
す
る
、
さ
ら
に
引
用
タ
グ
を
使
う
、
太
字
、
斜
体
、

色
付
け
す
る
な
ど
、
何
か
し
ら
の
方
法
で
区
別
す
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　

③
引
用
文
章
を
改
変
し
な
い

　
　
　

引
用
文
は
、
改
稿
し
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
記
述
そ
の
ま
ま
を
引
用
す
る
こ

と
が
基
本
と
な
り
ま
す
。「
こ
う
し
た
方
が
わ
か
り
や
す
く
な
い
か
な
」な
ど
の
勝
手

な
理
由
で
改
変
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
、
引
用
し
た
い
箇
所
が
長
い
場
合
は
、
前
略
・

中
略
・
以
下
略
な
ど
と
記
せ
ば
よ
い
の
で
す
。
長
々
引
用
し
て
も
、
こ
れ
ま
た
読
み

手
と
し
て
読
み
た
く
な
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
読
み
手
の
た
め
と
思
い
な
が
ら
も
、
読
み

手
の
た
め
に
な
ら
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
適
切
な
使
用
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　

④
自
分
の
文
章
が
メ
イ
ン
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
ず
に
！

　
　
　

引
用
文
は
自
分
の
主
張
を
支
え
る
も
の
で
す
。
引
用
が
主
に
な
っ
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
文
章
の
中
で
、
引
用
文
が
占
め
る
割
合
を
考
え
る
こ
と
も
重
要
で
す
。

　

⑤
出
典
と
出
所
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

　
　
　

書
籍
な
ら
、
著
者
、
タ
イ
ト
ル
、
出
版
年
、
出
版
社
、
引
用
ペ
ー
ジ
ま
で
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
タ
イ
ト
ル
と
著
者
だ
け
で
は
、
引
用
と
認
め
ら
れ
ま
せ

ん
。
サ
イ
ト
な
ど
で
あ
れ
ば
、
Ｕ
Ｒ
Ｌ
と
閲
覧
日
を
掲
載
す
る
よ
う
に
す
る
と
い
い

で
し
ょ
う
。

参
考
） 『
Ｑ
＆
Ａ
引
用
・
転
載
の
実
務
と
著
作
権
法　

第
5
版
』
北
村
行
夫
・
雪
丸
真
吾

（
二
〇
二
一
年
・
中
央
経
済
社
）

　
　
　

 『
レ
ポ
ー
ト
・
論
文
を
さ
ら
に
よ
く
す
る
「
引
用
」
ガ
イ
ド
』
佐
渡
島
紗
織
、
デ
ィ

エ
ゴ
・
オ
リ
ベ
イ
ラ
他
（
二
〇
二
〇
年
・
大
修
館
書
店
）

「
文
を
見
直
す
」
と
い
う
行
為
に
つ
い
て

　

作
文
を
す
る
と
い
う
と
き
、
個
人
に
い
か
に
書
か
せ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
意
識
が
向

き
が
ち
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、「
子
ど
も
た
ち
は
書
け
な
い
」
と
い
う
実
態
的
な
状
況
認
識

に
基
づ
き
、実
践
現
場
で
は
書
か
せ
る
た
め
の
工
夫
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
多
く
な
る
。

た
だ
し
、
短
い
文
章
や
ツ
ィ
ッ
タ
ー
な
ど
、
子
ど
も
た
ち
は
書
く
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
個
人
で
書
く
と
い
う
よ
り
も
、

全
体
で
書
く
、
共
同
で
書
く
と
い
う
こ
と
に
意
識
的
に
な
る
こ
と
で
よ
り
よ
く
書
け
る
は

ず
で
あ
る
。

　

挑
戦
的
な
試
み
で
は
あ
る
が
、
共
同
思
考
行
為
と
し
て
、
共
同
で
書
く
過
程
を
組
織
し

て
い
く
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
大
村
は
ま
は
、
そ
の
実
践
の
中
で
、
他
者
と
作
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文
を
交
換
し
読
み
合
う
と
い
う
活
動
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
実
践
を
報
告
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
共
同
推
敲
」
や
「
共
同
批
評
」
と
い
う
言
葉
は
使
用
し
て
い
な
い
も
の
の
、「
作

文
を
読
み
直
す
」
と
い
う
経
験
を
さ
せ
、
子
ど
も
た
ち
に
作
文
の
書
き
方
や
よ
り
よ
い
書

き
方
に
つ
い
て
意
識
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

　

ま
た
、
近
年
で
は
、
冨
士
原
紀
絵
（
二
〇
一
五
）
が
、「
国
語
教
育
の
作
文
指
導
過
程
に

お
け
る
「
文
を
見
直
す
」
行
為
に
関
す
る
一
考
察　

│
指
導
に
用
い
ら
れ
る
用
語
の
整
理

を
通
し
て
│
」（「
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
文
科
学
研
究
」
第
11
号
）
を
発
表
し
、
共
同
で

書
く
、
共
同
で
見
直
す
と
い
う
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
、
実
践
自
体
を
歴
史
的
に
捉
え
直

た
り
、
理
論
を
再
整
理
し
な
が
ら
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
提
起
し
た
も
の
も
存
在
し
て
い

る
。

　

こ
う
し
た
先
人
の
挑
戦
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
よ
り
よ
い
書
き
手
と
し
て
子
ど
も
た
ち

を
育
成
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

　
　
　

参
考
） 『
大
村
は
ま
国
語
教
室
6　

作
文
学
習
指
導
の
展
開
』
大
村
は
ま
（
一
九
八

三
年
・
筑
摩
書
房
）

　
　  

教
材
研
究
・
授
業
研
究
の
た
め
の
文
献  

　
　

・『
Ｑ
＆
Ａ
引
用
・
転
載
の
実
務
と
著
作
権
法　

第
5
版
』
北
村
行
夫
・
雪
丸
真
吾
（
二
〇

二
一
年
・
中
央
経
済
社
）

・『
レ
ポ
ー
ト
・
論
文
を
さ
ら
に
よ
く
す
る
「
引
用
」
ガ
イ
ド
』
佐
渡
島
紗
織
、
デ
ィ
エ

ゴ
・
オ
リ
ベ
イ
ラ
他
（
二
〇
二
〇
年
・
大
修
館
書
店
）

　
　  

読
書
指
導
・
発
展
学
習
の
た
め
の
文
献  

　
　

・『
コ
ピ
ペ
と
言
わ
れ
な
い
レ
ポ
ー
ト
の
書
き
方
教
室
：
3
つ
の
ス
テ
ッ
プ
』
山
口
裕
之

（
二
〇
一
三
年
・
新
曜
社
）

　
　

総
ペ
ー
ジ
数
も
少
な
く
、
手
軽
に
読
め
る
。
実
際
の
レ
ポ
ー
ト
を
具
体
例
に
あ
げ
て

説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ど
う
い
っ
た
部
分
に
気
を
つ
け
て
い
け
ば
い
い
の
か
わ
か
り

や
す
く
解
説
し
て
あ
る
た
め
、
理
解
し
や
す
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
具
体
例
自
体
を
教
材

と
し
て
活
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
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「
振
り
返
る
」の
解
説
1

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力

読
む

◉
「
若
者
に
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」「
自
分
を
捉
え
直
す
」「
他
者
を
理
解
す
る
」
を

読
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
筆
者
の
自
己
や
他
者
に
関
す
る
考
え
を
整
理
し
て
、
共
通
点

や
相
違
点
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
「
読
む
こ
と
」
の
資
質
・
能
力
の
振
り
返
り
を
意
図
し
た
課
題
で
あ
り
、「
読
む
こ
と
」

の
指
導
事
項
「
ア
」
の
「
内
容
や
構
成
、
論
理
の
展
開
な
ど
を
的
確
に
捉
え
」
る
こ
と
、

「
論
点
を
明
確
に
し
な
が
ら
要
旨
を
把
握
す
る
」
こ
と
の
定
着
を
目
指
し
た
「
振
り
返
り
」

で
あ
る
。

　

三
つ
の
資
料
か
ら
読
み
解
く
こ
と
の
で
き
る
共
通
点
と
相
違
点
を
ま
と
め
て
い
く
こ
と

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
筆
者
の
自
己
や
他
者
に
対
す
る
見
方
や
考
え
方
の
整
理
に
つ
な
が
る
こ

と
を
意
図
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
学
習
を
「
振
り
返
り
」
と
し
て
学
習
過
程
の
中

に
顕
在
化
す
る
こ
と
は
、
単
に
教
材
の
内
容
を
ま
と
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
現
代
社
会
で

自
己
や
他
者
を
め
ぐ
る
問
題
の
議
論
の
推
移
を
整
理
す
る
こ
と
に
も
な
る
は
ず
だ
。
そ
し

て
、「
個
性
」
や
「
自
分
ら
し
さ
」
を
考
え
る
契
機
と
し
て
も
位
置
づ
く
こ
と
に
な
る
は
ず

で
あ
る
。

　

現
代
人
の
悩
み
の
一
つ
で
あ
る
「
私
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
を
深
く
考
察
し
て
い
く

き
っ
か
け
と
し
て
、
三
人
の
筆
者
の
考
え
方
を
捉
え
直
し
て
い
く
活
動
を
行
い
た
い
。

書
く

◉
自
分
の
考
え
を
説
得
的
に
す
る
た
め
に
、「
若
者
に
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」「
自
分

を
捉
え
直
す
」「
他
者
を
理
解
す
る
」
か
ら
一
つ
を
選
び
、要
約
し
た
上
で
適
切
に

引
用
で
き
た
か
確
か
め
て
み
よ
う
。

◉
目
的
や
課
題
に
応
じ
て
情
報
を
整
理
す
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
要
約
の
仕
方
を

整
理
し
て
み
よ
う
。

　
「
書
く
こ
と
」
の
資
質
・
能
力
の
振
り
返
り
を
意
図
し
た
課
題
で
あ
り
、「
書
く
こ
と
」

の
指
導
事
項
「
ア
」
の
「
書
き
手
の
立
場
や
論
点
な
ど
の
様
々
な
観
点
か
ら
情
報
を
収
集
、

整
理
」
す
る
こ
と
、
そ
し
て
「
目
的
や
意
図
に
応
じ
た
適
切
な
題
材
を
決
め
る
」
と
い
っ

た
能
力
の
形
成
の
確
認
を
行
う
た
め
の
「
振
り
返
り
」
で
あ
る
。

　

ラ
ジ
オ
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
に
な
る
と
い
う
活
動
を
通
じ
て
学
習
者
は
、「
読
む
こ
と
」

の
学
習
で
学
ん
だ
三
人
の
筆
者
の
い
ず
れ
か
の
考
え
に
共
感
し
、
そ
の
文
章
の
一
部
を
引

用
し
な
が
ら
、
書
き
手
と
し
て
投
稿
文
に
対
す
る
解
答
を
作
成
し
た
は
ず
で
あ
る
。
解
答

作
成
の
過
程
に
お
い
て
は
、
引
用
し
た
文
章
が
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
を
論
じ
る
た
め
に

適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
検
証
し
、
確
認
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

引
用
を
用
い
る
こ
と
で
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
や
主
張
し
た
い
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い

る
か
、
主
張
が
し
っ
か
り
と
位
置
づ
く
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
、
文
章
全
体
が
説
得
的
な

も
の
に
な
っ
て
い
る
か
、
な
ど
を
観
点
と
し
て
引
用
文
自
体
を
検
証
し
、
適
切
性
を
確
認

し
て
い
き
た
い
。
そ
の
よ
う
に
、
書
き
手
の
情
報
の
収
集
の
あ
り
方
を
検
証
し
た
上
で
、

自
分
が
三
人
の
文
章
を
ど
の
よ
う
に
整
理
（
＝
分
類
し
た
り
、
比
較
し
た
り
、
関
連
づ
け

た
り
）
し
た
の
か
を
見
直
し
、
情
報
収
集
と
整
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
こ

と
を
目
的
と
し
た
課
題
設
定
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
共
通
点
や
相
違
点
を
ふ
ま
え
て
比
較
・
分
類
し
、
論
点
を
整
理
す
る
な
ど
し
て
、

同
じ
テ
ー
マ
を
取
り
あ
げ
て
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
筆
者
に
も
の
の
見
方
や
考
え
方
が
存
在

し
、
異
な
る
立
場
か
ら
主
張
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
、
少
し
立
ち
止
ま
っ
て
見
つ
め
直

さ
せ
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
種
多
様
な
情
報
を
的
確
に
整
理
す
る
た
め
に

は
、
情
報
収
集
と
整
理
の
た
め
に
は
要
約
や
要
旨
を
捉
え
る
こ
と
が
有
効
な
方
法
で
あ
る

こ
と
を
確
認
さ
せ
た
い
。

「振り返る」の解説  128

知
識
・
技
能

◉
「
若
者
に
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」「
自
分
を
捉
え
直
す
」「
他
者
を
理
解
す
る
」
で
、

筆
者
の
考
え
を
述
べ
る
た
め
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
と
そ
の
役
割
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
解
説
し
て
み
よ
う
。

　

本
単
元
の
知
識
・
技
能
の
振
り
返
り
を
目
指
し
た
課
題
で
あ
り
、
言
葉
の
特
徴
や
使
い

方
に
関
す
る
事
項
「
ウ
」
の
「
文
や
文
章
の
効
果
的
な
組
立
て
方
や
接
続
の
仕
方
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
る
こ
と
」
を
目
指
し
た
「
振
り
返
り
」
で
あ
る
。

　

学
習
者
は
「
読
む
こ
と
」
の
三
本
の
教
材
文
の
学
習
を
通
じ
、
筆
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
か
ら
論
じ
た
自
己
や
他
者
の
問
題
を
読
解
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
当
然
な
が
ら
文
章
ご

と
に
事
例
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
も
の
」
や
「
で
き
ご
と
」
は
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
。
筆
者
は
、
読
者
が
納
得
で
き
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
自
説
を
主
張
す
る
の
に
適

切
な
説
明
が
で
き
る
よ
う
な
、
わ
か
り
や
す
い
事
例
を
準
備
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文

章
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
事
例
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
か
に
着
目
し
て
読
み
、
そ

の
事
例
を
用
い
た
筆
者
の
説
明
を
通
し
て
、
主
張
と
事
例
の
つ
な
が
り
や
適
切
さ
に
つ
い

て
情
報
と
情
報
と
の
関
係
か
ら
読
み
解
き
、
検
証
し
て
い
く
こ
と
で
、
説
得
の
技
法
や
説

明
の
仕
方
を
学
ば
せ
て
い
き
た
い
。

学
び
に
向
か
う
力
、
人
間
性

◉
「
若
者
に
友
達
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」「
自
分
を
捉
え
直
す
」「
他
者
を
理
解
す
る
」
の

筆
者
の
考
え
を
比
較
し
て
共
感
で
き
る
も
の
、
あ
る
い
は
自
分
が
最
も
納
得
さ
せ

ら
れ
た
も
の
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
理
由
を
説
明
し
て
み
よ
う
。

　

学
習
者
た
ち
は
、「
読
む
こ
と
」
そ
し
て
「
書
く
こ
と
」
の
学
習
を
通
じ
て
、
三
人
の
筆

者
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
深
く
理
解
し
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
深
い
理
解
の
過

程
を
、（
内
容
的
な
議
論
も
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
）
説
得
の
技
法
や
論
証
過
程
に
つ
い
て
検
証

し
直
し
て
、
学
習
者
個
々
人
が
共
感
し
た
論
、
あ
る
い
は
納
得
し
た
論
を
指
摘
さ
せ
て
い

く
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
表
現
に
着
目
し
た
り
、
説
得
の
技
法
や
論
証
過
程
、

さ
ら
に
は
事
例
の
用
い
方
に
つ
い
て
理
由
を
挙
げ
て
批
評
し
た
り
し
て
い
く
こ
と
が
で
き

れ
ば
、「
振
り
返
り
」
と
し
て
は
十
分
で
あ
る
。

　

ま
た
同
時
に
、
こ
う
し
た
批
評
活
動
を
行
う
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
新
た
な
問

い
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
新
た
な
問
い
を
も
と
に
、
よ
り
よ
い
書

き
方
や
説
得
の
仕
方
な
ど
を
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
よ
り
深
い
学
び
に
つ
な
が
る

可
能
性
も
あ
る
。
単
に
筆
者
か
ら
学
ぶ
、あ
る
い
は
筆
者
の
方
法
に
学
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
ら
を
も
と
に
し
て
、
よ
り
深
く
学
ぶ
姿
勢
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

129  教科書［p.46］
06高　内容解説資料 新 論理国語　指導書『指導資料』見本



身
体〈
の
〉疎
外  

 

◆
黒
崎
政
男

学
び
を
深
め
る

採
録
の
ね
ら
い

◉
資
質
・
能
力
の
観
点
か
ら  

　

本
単
元
の
目
標
は
、「
論
点
を
整
理
す
る
」
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
指
導
の
上
で

は
、
ま
ず
は
筆
者
が
言
う
「
デ
カ
ル
ト
的
身
体
疎
外
」
と
「
電
脳
的
身
体
疎
外
」
の
そ
れ

ぞ
れ
を
、時
代
の
流
れ
と
内
容
と
を
関
連
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ド
ナ
ー
と
い
う
生
命
倫
理
の
問
題
の
具
体
例
か
ら
、
二
十
世
紀
後
半
に
お
け
る
「
私
」
と

身
体
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
考
え
方
が
見
え
て
き
て
い
る
か
を
ま
と
め
さ
せ
た
い
。

　

後
半
で
は
、
二
十
一
世
紀
に
登
場
し
た
「
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
」
の
ど
の
よ
う

な
点
が
「
奇
妙
」
な
の
か
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
、
結
論
に
向
け
て
の
理
解
を
深
め
て
お

き
た
い
。
最
終
段
で
は
、「
身
体
〈
の
〉
疎
外
」
と
い
う
言
葉
の
内
容
を
理
解
さ
せ
、
全
体

の
構
成
を
理
解
さ
せ
る
。

　

学
習
の
ま
と
め
と
し
て
、
私
た
ち
の
生
き
て
い
る
時
代
の
特
徴
と
そ
こ
で
の
生
き
方
に

つ
い
て
考
え
さ
せ
、
本
文
を
通
じ
て
筆
者
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
か
を
ふ

ま
え
て
、
思
考
を
深
め
た
い
。
適
宜
、
図
書
室
な
ど
を
利
用
し
て
、「
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク

ス
認
証
」
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
調
べ
、
発
表
や
報
告
を
行
え
る
と
、
な
お
よ
い

だ
ろ
う
。

学
習
指
導
の
ポ
イ
ン
ト

・「
デ
カ
ル
ト
的
身
体
疎
外
」
や
「
電
脳
的
身
体
疎
外
」
な
ど
の
内
容
を
理
解
し
な
が

ら
思
想
史
的
な
流
れ
を
整
理
し
て
構
成
を
把
握
す
る
。

・
構
成
を
的
確
に
把
握
し
、
筆
者
の
主
張
を
捉
え
る
。

◉
テ
ー
マ
の
観
点
か
ら  

　

デ
ジ
タ
ル
情
報
の
進
化
に
伴
い
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
強
化
の
た
め
に
、「
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ

ク
ス
認
証
」
と
呼
ば
れ
る
、
身
体
的
特
徴
に
よ
っ
て
個
人
を
特
定
し
て
認
識
す
る
シ
ス
テ

ム
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
増
え
て
い
る
。例
え
ば
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
は
、指
紋
に
よ
っ

て
所
有
者
で
あ
る
こ
と
が
認
証
さ
れ
、個
人
情
報
が
入
っ
た
画
面
に
進
む
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
入
口
な
ど
に
は
、
瞳
の
虹
彩
に
よ
っ
て
自
動
的
に
住
民
で
あ
る
こ
と

が
認
証
さ
れ
て
ド
ア
が
開
く
仕
組
み
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。こ
こ
で
は
、「
私
」

が
「
私
」
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
の
は
、
指
紋
で
あ
り
、
虹
彩
で
あ
り
、
掌
の
静
脈
の

形
で
あ
る
と
い
う
身
体
的
な
特
徴
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、「
私
」
が
「
私
」
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
他
者
の
眼
が
「
私
」

を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
他
者

の
眼
と
は
、
指
紋
認
証
装
置
で
あ
り
、
入
口
で
私
の
眼
の
虹
彩
を
見
つ
め
る
カ
メ
ラ
の
レ

ン
ズ
で
あ
る
。「
私
」
と
は
他
者
の
眼
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
存
在
す
る
、と
い
う
認
識
に
つ

い
て
理
解
を
深
め
た
い
。

学
習
指
導
の
ポ
イ
ン
ト

・
筆
者
が
こ
の
評
論
で
指
摘
す
る
、
現
代
の
「
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
」
や
脳

科
学
の
発
展
に
お
け
る
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
る
。

・「
精
神
」
と
「
身
体
」
の
か
か
わ
り
方
の
変
遷
を
論
旨
に
そ
っ
て
時
代
ご
と
に
ま
と

め
、
筆
者
の
主
張
を
通
し
て
現
代
と
い
う
時
代
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
。
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概
要

◉
筆
者  

黒
崎
政
男
（
く
ろ
さ
き
ま
さ
お
）

　

一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
〜
。
哲
学
者
。
宮
城
県
の
生
ま
れ
。
東
京
大
学
文
学
部
哲

学
科
、
同
大
大
学
院
哲
学
専
攻
博
士
課
程
修
了
。
現
在
東
京
女
子
大
学
現
代
教
養
学
部
人

文
学
科
教
授
。
専
門
は
カ
ン
ト
哲
学
、
人
工
知
能
・
電
子
メ
デ
ィ
ア
論
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
中
心
と
す
る
電
子
メ
デ
ィ
ア
の
問
題
に
早
く
か
ら
関
心
を
も
ち
、
ま
た
生
命
倫
理
な

ど
の
現
代
的
な
課
題
に
対
し
て
も
伝
統
的
哲
学
に
立
脚
し
原
理
的
に
捉
え
て
い
こ
う
と
す

る
視
点
か
ら
論
考
を
深
め
、
各
メ
デ
ィ
ア
で
発
言
を
続
け
、「
哲
学
者
ク
ロ
サ
キ
」
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
。
一
九
九
七
（
平
成
九
）
年
よ
り
Ｎ
Ｔ
Ｔ
オ
ー
プ
ン
・
ラ
ボ
客
員
研
究
員

を
兼
務
し
、「
メ
デ
ィ
ア
の
受
容
と
変
容
」
探
求
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍
。
グ

ル
ー
プ
に
は
コ
ア
メ
ン
バ
ー
と
し
て
柏
木
博
（
評
論
家
）、
香
山
リ
カ
（
精
神
科
医
）、
村

上
陽
一
郎
（
科
学
哲
学
・
科
学
史
研
究
者
）
な
ど
が
お
り
、
そ
の
成
果
の
一
部
は
『
情
報

の
空
間
学
』
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。
一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
よ
り
二
〇
〇
三
（
平
成

一
五
）
年
ま
で
、
朝
日
新
聞
文
化
欄
「
科
学
を
よ
む
」
の
執
筆
を
担
当
し
た
。

　

主
な
著
書
に
、『
哲
学
者
は
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
夢
を
見
た
か
』、『
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
ふ
く
ろ

う
は
世
紀
末
を
飛
ぶ
』、『
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
入
門
』、『
身
体
に
き
く
哲
学
』、『
哲

学
者
ク
ロ
サ
キ
の
哲
学
超
入
門
』
な
ど
が
あ
る
。

◉
出
典  

　
『
身
体
に
き
く
哲
学
』（
二
〇
〇
五
年
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
）
よ
り
、「
第
一
章　

バ
イ
オ
メ
ト

リ
ッ
ク
ス
認
証
と
身
体
」
に
よ
る
。

　

教
科
書
掲
載
に
あ
た
り
、
筆
者
の
承
諾
を
得
て
文
章
と
表
記
の
一
部
を
改
め
た
。

◉
要
約  

　

デ
カ
ル
ト
は
、
意
識
こ
そ
人
間
の
本
質
と
考
え
、
身
体
を
副
次
的
な
も
の
と
し
た
。

二
十
世
紀
に
お
い
て
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
発
達
に
よ
り
、
人
間
存
在
の
う
ち
、
神

経
系
の
部
分
が
拡
張
さ
れ
、
身
体
と
齟
齬
を
き
た
し
、
新
た
な
身
体
の
疎
外
状
況
が

生
ま
れ
た
。
し
か
し
二
十
一
世
紀
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
私
の
意
識
と
は
無
関
係
な

と
こ
ろ
で
、
顔
や
虹
彩
と
い
っ
た
身
体
的
特
徴
で
私
を
認
証
す
る
よ
う
に
な
り
、
現

代
は
ま
さ
に
身
体
が
逆
に
私
を
疎
外
し
て
い
く
時
代
に
入
り
つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
。（
一
九
五
字
）

　

身
体
は
近
世
哲
学
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
的
疎
外
を
受
け
、
二
十
世
紀
に
電
脳
的
疎

外
を
受
け
た
。
し
か
し
身
体
的
特
徴
で
私
が
承
認
さ
れ
る
二
十
一
世
紀
の
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
に
よ
っ
て
、
逆
に
身
体
が
私
を
疎
外
し
て
い
く
時
代
に
入
り
つ
つ
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。（
一
〇
〇
字
）

◉
表
現
の
特
色  

　

本
教
材
は
演
繹
法
を
多
用
し
て
い
る
。
演
繹
法
と
は
、
命
題
や
結
論
を
先
に
述
べ
て
、

そ
の
正
当
性
を
例
証
に
よ
っ
て
後
に
示
す
記
述
の
仕
方
で
あ
る
。
二
十
世
紀
後
半
の
「
身

体
の
疎
外
」
状
況
や
、
二
十
一
世
紀
の
「
身
体
〈
の
〉
疎
外
」
に
つ
い
て
は
豊
富
な
例
示

に
よ
る
説
明
が
あ
り
、
す
べ
て
演
繹
法
に
準
拠
し
た
記
述
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、「
身
体
〈
の
〉
疎
外
」
と
い
う
表
題
は
、
定
義
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の

謎
は
放
置
さ
れ
た
ま
ま
話
は
進
行
す
る
。謎
は
本
文
を
読
み
進
め
て
い
っ
て
、最
後
に
や
っ

と
解
け
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
表
題
の
部
分
だ
け
は
帰
納
法
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
だ
。
評
論
文
の
読
解
は
、
時
に
探
偵
小
説
の
よ
う
な
謎
解
き
に
な
っ
て
お
り
、
学
習
者

に
は
そ
れ
を
楽
し
む
こ
と
を
学
ん
で
も
ら
い
た
い
。

【
二
〇
〇
字
以
内
】

【
一
〇
〇
字
以
内
】
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学
習
指
導
の
展
開

◉
学
習
指
導
要
領
の
指
導
事
項  

知
識
及
び
技
能

情
報
ア　

主
張
と
そ
の
前
提
や
反
証
な
ど
情
報
と
情
報
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
を
深
め

る
こ
と
。

思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等

読
む
キ　

設
定
し
た
題
材
に
関
連
す
る
複
数
の
文
章
や
資
料
を
基
に
、
必
要
な
情
報
を
関

係
付
け
て
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
。

❖
言
語
活
動
例

読
む
ウ　

学
術
的
な
学
習
の
基
礎
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
書
か
れ
た
短
い
論
文
を
読

み
、
自
分
の
考
え
を
論
述
し
た
り
発
表
し
た
り
す
る
活
動
。

◉
評
価
規
準  

知
識
・
技
能

・
主
張
と
そ
の
前
提
や
反
証
な
ど
情
報
と
情
報
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い

る
。

思
考
・
判
断
・
表
現

・
設
定
し
た
題
材
に
関
連
す
る
複
数
の
文
章
や
資
料
を
基
に
、
必
要
な
情
報
を
関
係
付
け

て
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
し
て
い
る
。

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

・
主
張
と
そ
の
前
提
や
反
証
な
ど
情
報
と
情
報
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
た
り
、

設
定
し
た
題
材
に
関
連
す
る
複
数
の
文
章
や
資
料
を
基
に
、
必
要
な
情
報
を
関
係
付
け

て
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
に
向
け
た
粘
り
強
い
取
り
組
み
を
行

う
と
と
も
に
、
自
ら
の
学
習
を
調
整
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
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◉
学
習
指
導
案
例  

学習指導案

○○高等学校国語科　○年○組
授業者　○○○○

1．学習活動　筆者の主張をとおして現代社会の課題について考える。

2．教材名　　「身体〈の〉疎外」・その他の関連資料

3．学習目標　 本文を読解するととともに、扱われている話題について調べるなどして、「自己」や「他
者」などについて、考えを広げたり深めたりする。

4．評価規準

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

評価規準

主張とその前提や反証など
情報と情報との関係につい
て理解を深めている。
（情報ア）

設定した題材に関連する複
数の文章や資料を基に、必
要な情報を関係付けて自分
の考えを広げたり深めたり
している。
（読むキ）

主張とその前提や反証など
情報と情報との関係につい
て理解を深めたり、設定し
た題材に関連する複数の文
章や資料を基に、必要な情
報を関係付けて自分の考え
を広げたり深めたりするこ
とに向けた粘り強い取り組
みを行うとともに、自らの
学習を調整しようとしてい
る。

評価の実際

教材文の構成に注意して、
筆者の主張の中心を捉えて
いる。
（記述の確認）

筆者の主張をもとに、他の
資料なども参照しながら、
自分の考えを広げている。
（記述の確認）

調べたことを交流すること
をとおして、自分の考えを
広げたり深めたりしようと
している。
（記述の分析）

5．授業の展開（ 2時間）

時 学習活動 評価

1
・ 「読みナビ」の 1～ 3項目めの課題に取り組
む。

教材文の構成に注意して、筆者の主張の中心を
捉えている。
（知識・技能、記述の確認）

2

・ 「読みナビ」の 4・5項めの課題に取り組む。
・ 考えたこと相互に交流する。

筆者の主張をもとに、他の資料なども参照しな
がら、自分の考えを広げている。
（思考・判断・表現、記述の確認）
調べたことを交流することをとおして、自分の
考えを広げたり深めたりしようとしている。
（主体的に学習に取り組む態度、記述の分析）
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◉
学
習
指
導
の
展
開
例
（
2
時
間
扱
い
）  

時
間

目
　
　
標

学
習
活
動
と
指
導
内
容

指
導
上
の
留
意
点

第1時限

・
主
張
と
そ
の
前
提
や
反

証
な
ど
情
報
と
情
報
と

の
関
係
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
る
。

導
入

展
開
1

1
　
本
教
材
に
つ
い
て
の
導
入
を
行
う
。

2
　「
デ
カ
ル
ト
的
身
体
疎
外
」
と
「
電
脳
的
身
体
疎
外
」
の
内
容
を
理
解

す
る
。

3
　
二
十
世
紀
後
半
の
生
命
倫
理
の
問
題
を
理
解
す
る
。

4
　「
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
」
に
つ
い
て
理
解
し
、問
題
点
を
考
え

る
。

1
　
具
体
的
な
質
問
を
行
う
。「
私
」
や
「
身
体
」
が
な
ぜ
哲
学
的
な
問
題

に
な
る
の
か
、
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
ら
れ
る
質
問
を
工
夫
す
る
。

2
　
デ
カ
ル
ト
の
「
わ
れ
思
う
故
に
わ
れ
あ
り
」
に
つ
い
て
補
助
的
に
説

明
を
加
え
、考
え
さ
せ
る
。「
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
い
か
な
く
な
」
っ
た

二
十
世
紀
末
の
身
体
的
状
況
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
具
体
的
に
考
え

さ
せ
る
。

3
　
臓
器
移
植
と
自
己
決
定
権
の
か
か
わ
り
と
問
題
点
を
具
体
的
に
例
示

し
て
考
え
さ
せ
る
。

4
　
こ
れ
ま
で
の
、例
え
ば
印
鑑
に
よ
る
本
人
認
証
と「
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ

ク
ス
認
証
」
と
の
根
本
的
な
違
い
は
ど
う
い
う
点
に
あ
る
か
、
考
え
さ

せ
る
。
新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
「
電
脳
的
疎
外
」
と
「
バ
イ
オ

メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
」
と
の
違
い
を
ま
と
め
さ
せ
る
。

評
価
規
準

・
主
張
と
そ
の
前
提
や
反
証
な
ど
情
報
と
情
報
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
る
。

知
識
・
技
能
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時
間

目
　
　
標

学
習
活
動
と
指
導
内
容

指
導
上
の
留
意
点

第2時限

・
設
定
し
た
題
材
に
関
連

す
る
複
数
の
文
章
や
資

料
を
基
に
、
必
要
な
情

報
を
関
係
付
け
て
自
分

の
考
え
を
広
げ
た
り
深

め
た
り
す
る
。

・
主
張
と
そ
の
前
提
や
反

証
な
ど
情
報
と
情
報
と

の
関
係
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
た
り
、
設
定
し

た
題
材
に
関
連
す
る
複

数
の
文
章
や
資
料
を
基

に
、
必
要
な
情
報
を
関

係
付
け
て
自
分
の
考
え

を
広
げ
た
り
深
め
た
り

す
る
こ
と
に
向
け
た
粘

り
強
い
取
り
組
み
を
行

う
と
と
も
に
、
自
ら
の

学
習
を
調
整
し
よ
う
と

す
る
。

展
開
2

ま
と
め

1　

前
時
に
整
理
し
た
内
容
を
確
認
す
る
。

2　
「
身
体
〈
の
〉
疎
外
」
の
意
味
を
理
解
す
る
。

3　

学
習
を
振
り
返
る
。

1　

前
時
で
の
ま
と
め
に
加
え
、「
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
」
に
よ
っ

て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
怖
い
事
態
が
考
え
ら
れ
る
か
、
想
像
し
て

答
え
さ
せ
て
も
よ
い
。

2　

現
代
の
脳
科
学
と
「
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
」
と
の
間
に
は
ど

う
い
う
共
通
点
が
あ
る
か
考
え
さ
せ
る
。

　
　
「
デ
ジ
タ
ル
の
眼
を
通
し
た
『
身
体
』」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

も
の
か
、
指
摘
さ
せ
る
。

3　

主
語
が
「
私
」
か
ら
「
デ
ジ
タ
ル
の
眼
を
通
し
た
『
身
体
』」
へ
と
変

化
し
た
点
に
注
意
し
な
が
ら
「
読
み
ナ
ビ
」
の
五
項
目
め
に
取
り
組
む
。

他
者
と
の
自
己
と
の
関
わ
り
な
ど
に
つ
い
て
も
考
え
さ
せ
る
。

評
価
規
準

・
設
定
し
た
題
材
に
関
連
す
る
複
数
の
文
章
や
資
料
を
基
に
、
必
要
な
情
報
を
関
係
付
け
て
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
し
て
い
る
。

・
主
張
と
そ
の
前
提
や
反
証
な
ど
情
報
と
情
報
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
た
り
、
設
定
し
た
題
材
に
関
連
す
る
複
数
の
文
章
や
資
料
を
基
に
、

必
要
な
情
報
を
関
係
付
け
て
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
に
向
け
た
粘
り
強
い
取
り
組
み
を
行
う
と
と
も
に
、
自
ら
の
学
習
を
調

整
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

思
考
・
判
断
・
表
現

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
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学
習
の
具
体
と
教
材
の
解
説

◉
全
体
の
構
成  

段
落

ペ
ー
ジ
・
行

要
　
　
旨

第
一
段

初
め
〜
49
・
上
1
「
…
い
え
る

だ
ろ
う
。」

心
に
よ
る
身
体
の
疎
外

　
哲
学
に
と
っ
て
「
身
体
」
は
重
要
で
や
っ
か
い
な
問
題
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
「
わ
れ
思
う
故
に
わ
れ
あ
り
」
で
身
体
に
対
す
る
心
の

優
位
を
主
張
し
、
こ
れ
を
「
デ
カ
ル
ト
的
身
体
疎
外
」
と
で
も
呼
ぶ
と
す
る
と
、
二
十
世
紀
に
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
発
達
に
伴
い
、
脳
や

神
経
系
を
拡
張
し
て
身
体
を
置
き
去
り
に
す
る
、
い
わ
ば
「
電
脳
的
身
体
疎
外
」
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
た
。

第
二
段

49
・
上
2
「
と
こ
ろ
で
、
…
」

〜
50
・
上
11
「
…
と
い
う
こ
と

だ
。」

身
体
は
私
に
従
属
す
る

　
臓
器
提
供
に
お
い
て
、
そ
の
決
定
権
が
ド
ナ
ー
・
カ
ー
ド
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
本
人
の
意
志
に
あ
る
よ
う
に
、
二
十
世
紀
に
は
私
が

私
で
あ
る
所
以
は
私
の
主
体
的
な
意
志
に
あ
り
、
身
体
は
意
識
に
従
属
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
二
十
一
世
紀
に
発
達
し
た
バ
イ

オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
の
よ
う
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
意
識
と
は
無
関
係
な
身
体
的
特
徴
か
ら
私
を
判
断
し
、
身
体
が
私
を
決
定
す
る
よ

う
な
事
態
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

第
三
段

50
・
上
12
「
こ
れ
ま
で
の
…
」

〜
52
・
上
7
「
…
不
安
で
も
あ

る
。」

身
体
に
よ
る
私
の
疎
外

　
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
の
よ
う
な
認
証
の
も
と
で
は
モ
ノ
と
し
て
の
身
体
が
逆
に
私
を
疎
外
し
、
身
体
と
私
を
め
ぐ
る
関
係
の
齟
齬
が

生
じ
る
だ
ろ
う
。

第
四
段

52
・
上
8
「
繰
り
返
し
て
…
」

〜
終
わ
り

デ
ジ
タ
ル
の
眼
と
身
体

　
新
し
い
脳
科
学
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
、
私
の
脳
の
状
態
か
ら
私
の
意
識
を
測
ろ
う
と
い
う

方
向
で
あ
り
、
現
代
は
、「
私
」
が
主
語
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
デ
ジ
タ
ル
の
眼
を
通
し
た
「
身
体
」
が
主
語
と
な
り
、
デ
ジ

タ
ル
の
眼
と
結
託
し
て
主
導
権
を
握
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
時
代
に
入
り
つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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◉
展
開
図  

「
わ
れ
思
う
故
に
わ
れ
あ
り
」

　
　
←

「
意
識
、
精
神
」
＝
私

　
　

＝

人
間
の
本
質

　
　
＜

　「
身
体
」

身
体
は
せ
い
ぜ
い
精
神
の
容
れ
物

「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
登
場
」

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

人
間
の

身
体
的
側
面

　
を
置
き
去
り
に
し
て

神
経
系

　
の
み
を
拡
張

　
　
　
←

神
経

　
│

　
身
体

　
　（
齟そ

齬ご

）

「
意
識
」
＝

　
私
」

　
　
　
《
（
非
常
に
小
さ
い
）

　
　「
身
体
」

新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
明

　
　
　 

＝

「
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
」

私
の
意
識
や
心
と
は
無
関
係
に

デ
ジ
タ
ル
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

　
　
　 

＋

　
　
　「
身

　
体
」

　
　
　 

←

〈
主
語
〉

　
　
　「
私
」

　
　
　 

＞

　
　
　「
身
体
」

（
デ
ジ
タ
ル
の
眼め

を
通
し
た
）

「
身
体
」
が
、
私
は
私
で
あ
る

こ
と
を
決
め
る
。

「
私
」
を

 

疎
外

デ
カ
ル
ト

二
十
世
紀
後
半

二
十
一
世
紀

デカルト的身体疎外

電 脳 的 身 体 疎 外

身 体〈 の 〉疎 外
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発
問
・
脚
問

﹇
4
8
ペ
ー
ジ
﹈  

問　
「
哲
学
に
と
っ
て
『
身
体
』
は
、重
要
な
テ
ー
マ

で
あ
る
と
同
時
に
、
常
に
や
っ
か
い
な
位
置
を
占

め
て
き
た
」（
上
1
）と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
点
が

「
重
要
」
で
「
や
っ
か
い
」
な
の
か
、第
一
段
全
体

か
ら
考
え
て
答
え
よ
。

答　
「
身
体
」
が
、
心
（
精
神
）
の
対
立
物
と
し
て
、

哲
学
の
中
心
的
な
問
題
と
し
て
常
に
取
り
上
げ
ら

れ
、
捉
え
方
や
そ
の
位
置
が
時
代
に
よ
っ
て
変
化

し
て
き
て
い
る
点
。

解
説　
「
心
」
の
科
学
的
な
定
義
が
難
し
い
よ
う
に
、

「
身
体
」を
捉
え
る
こ
と
も
ま
た
難
し
い
。
二
元
論

で
「
心
」
と
「
身
体
」
と
を
分
離
し
別
物
と
す
れ

ば
、「
私
」
と
い
う
意
識
は
物
質
的
身
体
と
無
関
係

な
、
魂
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
し
か
な
い
。
逆
に

「
身
体
」
が
「
心
」
に
全
く
影
響
を
与
え
な
い
と
い

う
考
え
方
に
も
無
理
が
生
じ
る
。

問　
「
精
神
（
心
）
こ
そ
が
私
の
私
た
る
所
以
」（
上

4
）と
同
様
の
表
現
を
文
中
か
ら
あ
げ
よ
。

答　
「
意
識
、
精
神
こ
そ
人
間
の
本
質
」（
上
6
）。

問　
「
そ
の
代
表
的
試
み
」（
上
10
）の
「
そ
の
」
は
何

を
指
す
か
。

答　

哲
学
の
分
野
で
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

「
身
体
の
復
権
」。

問　
「（
Ａ
）
精
神
に
よ
る
身
体
の
疎
外
と
は
ま
た

◉
語
句
・
文
脈
の
解
説  

●
第
一
段
（
初
め
〜
49
・
上
1
「
…
い
え
る
だ
ろ
う
。」）
の
要
旨

心
に
よ
る
身
体
の
疎
外

　

哲
学
に
と
っ
て
「
身
体
」
は
重
要
で
や
っ
か
い
な
問
題
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
「
わ
れ
思
う
故
に
わ
れ
あ
り
」
で

身
体
に
対
す
る
心
の
優
位
を
主
張
し
、
こ
れ
を
「
デ
カ
ル
ト
的
身
体
疎
外
」
と
で
も
呼
ぶ
と
す
る
と
、
二
十
世
紀
に

は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
発
達
に
伴
い
、
脳
や
神
経
系
を
拡
張
し
て
身
体
を
置
き
去
り
に
す
る
、
い
わ
ば
「
電
脳
的
身
体

疎
外
」
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
た
。

﹇
4
8
ペ
ー
ジ
﹈  

上
1 

哲
学
に
と
っ
て
「
身
体
」
は
、
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と
同
時
に
、
常
に
や
っ
か
い
な
位
置
を
占
め
て
き
た　

哲
学

に
と
っ
て
の
「
身
体
」
の
「
重
要
さ
」
と
「
や
っ
か
い
さ
」
と
は
、
こ
の
評
論
全
体
の
論
旨
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

次
の
形
式
段
落
で
紹
介
さ
れ
る
「
わ
れ
思
う
故
に
わ
れ
あ
り
」
の
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
に
お
い
て
は
「
精
神
」
が
重
ん
じ

ら
れ
「
身
体
」
は
い
わ
ば
置
き
去
り
に
さ
れ
る
が
、
二
十
世
紀
に
な
る
と
今
度
は
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
ら
が
「
身
体
」

の
復
権
を
叫
ぶ
よ
う
に
な
る
な
ど
、
哲
学
史
の
中
で
も
振
れ
幅
の
大
き
い
「
や
っ
か
い
な
」
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。

上
3 

デ
カ
ル
ト　

René D
escartes　

一
五
九
六
年
〜
一
六
五
〇
年
。
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
・
数
学
者
・
自
然
学
者
。
考

え
る
主
体
と
し
て
の
自
己
（
精
神
）
と
そ
の
存
在
を
定
式
化
し
た
「
わ
れ
思
う
故
に
わ
れ
あ
り
」（Cogito, ergo sum

. 

コ
ギ
ト
・
エ
ル
ゴ
・
ス
ム
）
は
哲
学
史
上
最
も
有
名
な
命
題
の
一
つ
で
あ
る
。

上
3 

近
世
哲
学
の
出
発
点
を
「
わ
れ
思
う
故
に
わ
れ
あ
り
」
に
設
定
し
た　
筆
者
は
、教
科
書
本
文
が
所
載
さ
れ
た
『
身

体
に
き
く
哲
学
』
の
「
第
二
章　

身
体
の
哲
学
史
」
の
中
で
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
二

十
世
紀
ま
で
を
支
配
し
て
い
た
人
間
観
は
、
デ
カ
ル
ト
の
心
身
二
元
論
で
あ
っ
た
。
近
世
に
な
っ
て
自
然
科
学
的
な
知

見
が
出
て
く
る
中
で
、
デ
カ
ル
ト
は
物
体
と
心
的
な
も
の
と
の
直
接
的
な
相
互
関
係
を
排
除
し
、
両
者
を
完
全
に
独
立

な
も
の
と
す
る
物
心
二
元
論
を
提
出
し
た
と
い
っ
て
い
い
」、「
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
を
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
西

洋
近
世
で
起
こ
っ
て
い
る
事
態
が
、
実
に
よ
く
説
明
で
き
る
。
一
方
で
は
自
然
科
学
に
よ
っ
て
世
界
を
機
械
論
的
法
則

で
一
義
的
に
決
定
し
て
い
く
よ
う
な
世
界
観
が
生
ま
れ
る
。（
中
略
）
他
方
、
心
（
精
神
）
の
世
界
で
は
、
そ
れ
が
ど
ん

ど
ん
純
化
さ
れ
て
ゆ
き
、
人
間
の
精
神
こ
そ
が
何
も
の
に
も
囚
わ
れ
な
い
自
由
な
も
の
と
さ
れ
、
さ
ら
に
自
然
を
支
配

す
る
よ
う
な
存
在
へ
と
変
貌
し
て
い
く
。
デ
カ
ル
ト
の
二
元
論
は
、現
代
が
現
代
で
あ
る
た
め
の
不
可
欠
な
と
い
う
か
、

根
本
的
な
世
界
観
だ
っ
た
の
で
あ
る
」。
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（
Ｂ
）
別
の
意
味
で
の
、身
体
の
疎
外
が
始
ま
っ
た

と
も
い
え
る
」（
上
11
）と
あ
る
が
、
Ａ
・
Ｂ
そ
れ
ぞ

れ
の
「
疎
外
」
を
別
の
部
分
で
何
と
呼
ん
で
い
る

か
、
答
え
よ
。

答　

Ａ
「
デ
カ
ル
ト
的
身
体
疎
外
」（
48
・
下
2
）

　
　

Ｂ
「
電
脳
的
身
体
疎
外
」（
48
・
下
18
）

解
説　

二
種
類
の
「
疎
外
」
を
し
っ
か
り
把
握
さ
せ

た
い
。「
精
神
に
よ
る
身
体
の
疎
外
」は
48
ペ
ー
ジ

の
上
段
、「
別
の
意
味
で
の
、
身
体
の
疎
外
」
は
下

段
で
、
そ
れ
ぞ
れ
説
明
さ
れ
て
い
る
。

問　
「
そ
れ
」（
下
4
）は
何
を
指
す
か
。

答　

二
十
世
紀
後
半
に
進
行
し
た
、
デ
カ
ル
ト
的
な

意
味
と
は
違
う
身
体
の
疎
外
。

問　
「
私
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
網
の
目
の
一
点
と
な

り
、
身
体
な
し
で
、
パ
リ
の
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
と

つ
な
が
り
、世
界
中
の
他
者
と
つ
な
が
る
」（
下
9
）

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

答　

身
体
を
移
動
し
な
く
て
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
経
由
す
れ
ば
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
の
情
報
を
得
た

り
、
世
界
中
の
人
と
電
子
メ
ー
ル
等
で
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
ト
し
た
り
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

解
説　
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
網
の
目
の
一
点
」と
い
う

表
現
か
ら
、
世
界
を
網
目
の
よ
う
に
覆
う
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
様
子
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
た
い
。

問　
「
こ
ん
な
中
で
」（
下
12
）と
は
ど
う
い
う
状
況
を

指
し
て
い
る
の
か
。

答　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
イ
ン
タ
ー

上
9 

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ　

M
aurice M

erleau-Ponty　

一
九
〇
八
年
〜
一
九
六
一
年
。
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
。
従
来

の
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
で
は
「
思
惟
す
る
意
識
」
と
「
対
象
と
し
て
の
身
体
」
の
二
つ
に
分
離
さ
れ
て
い
た
心
身
問
題

に
統
一
の
契
機
と
し
て
「
わ
た
し
の
身
体
」
を
提
唱
し
、
わ
た
し
が
身
体
を
認
識
す
る
唯
一
の
方
法
は
「
自
ら
そ
れ
を

生
き
る
こ
と
」
で
あ
り
「
わ
た
し
と
は
わ
た
し
の
身
体
で
あ
る
」
と
し
て
、
哲
学
に
お
け
る
身
体
の
復
権
を
唱
え
た
。

上
11 

疎
外　

哲
学
・
経
済
学
用
語
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
精
神
現
象
学
』（
一
八
〇
七
年
）
で
提
示
し
た
概
念
で
、
自
己
の
本

質
を
自
己
の
存
在
の
外
に
出
し
、
自
己
と
対
立
す
る
他
者
と
し
て
し
ま
う
こ
と
。
マ
ル
ク
ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
概
念

を
経
済
学
に
転
用
し
て
、『
資
本
論
』（
一
八
六
七
年
）
に
お
い
て
労
働
が
人
間
を
疎
外
す
る
過
程
を
説
明
し
た
。
二
十

世
紀
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
サ
ル
ト
ル
な
ど
が
、
文
明
に
よ
る
人
間
の
疎
外
を
批
判
し
た
。
疎
外
か
ら
の
人
間
の
回
復
は

二
十
世
紀
後
半
の
課
題
で
あ
り
、
現
在
も
な
お
争
点
と
な
っ
て
い
る
。

下
5 

人
間
存
在
全
体
の
う
ち
、
脳
の
部
分
、
神
経
系
の
部
分
だ
け
が
急
激
に
拡
張　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
普
及
に
よ
り
、
人
々
の
世
界
や
環
境
へ
の
関
わ
り
方
が
、
身
体
を
介
さ
ず
デ
ジ
タ
ル
画
面
の
情
報
を
通
じ
た
も
の
に

急
速
に
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
中
で
は
、「
身
体
」
は
不
要
で
あ
り
、「
私
」
は
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
中
の
一
点
と
な
っ
て
光
速
に
近
い
ス
ピ
ー
ド
で
世
界
中
と
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
。

下
9 

私
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
網
の
目
の
一
点
と
な
り　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
網
の
目
（
ウ
ェ
ブ
空
間
）
を

利
用
す
れ
ば
、
そ
の
空
間
の
中
の
一
点
と
し
て
、
身
体
の
移
動
も
接
触
も
な
し
に
世
界
中
の
他
者
と
関
わ
れ
る
。

下
10 

パ
リ
の
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
と
つ
な
が
り　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
の
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
・
サ
イ
ト
に
ア

ク
セ
ス
す
れ
ば
、
瞬
時
に
日
本
語
も
含
む
各
国
語
で
膨
大
な
収
蔵
品
の
美
し
い
画
像
や
情
報
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

下
13 

齟
齬　

物
事
が
食
い
違
う
こ
と
。

下
14 

癒
や
し　

現
代
社
会
に
お
け
る
ス
ト
レ
ス
や
鬱
病
傾
向
な
ど
過
度
の
緊
張
や
慢
性
的
な
心
的
疲
労
を
蓄
積
さ
せ
て

い
る
人
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
で
、
一
時
的
あ
る
い
は
中
短
期
的
な
ス
ト
レ
ス
軽
減
の
た
め
の
手
段
を
提
供
す
る
行
為
。

例
え
ば
ア
ロ
マ
セ
ラ
ピ
ー
は
、
花
や
木
な
ど
植
物
に
由
来
す
る
芳
香
成
分
（
精
油
）
を
用
い
て
、
心
身
の
健
康
や
美
容

を
増
進
す
る
技
術
も
し
く
は
行
為
の
こ
と
。
ほ
か
に
も
、
ヒ
ー
リ
ン
グ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
、
森
林
浴
等
が
あ
る
。

下
14 

呼
吸　

「
呼
吸
法
」
の
こ
と
。「
呼
吸
法
」
と
は
呼
吸
に
よ
っ
て
心
や
身
体
の
機
能
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
訓

練
方
法
。
呼
吸
は
生
命
維
持
活
動
に
不
可
欠
な
人
体
の
活
動
で
、
ヨ
ガ
や
気
功
に
お
い
て
行
法
の
基
本
と
な
る
重
要
な

も
の
で
も
あ
る
。
仏
教
に
お
い
て
も
修
行
さ
れ
、
空
手
の
型
や
マ
ラ
ソ
ン
等
の
ス
ポ
ー
ツ
で
も
独
特
の
呼
吸
が
あ
る
。

『
ジ
ョ
ジ
ョ
の
奇
妙
な
冒
険
』『
鬼
滅
の
刃
』
な
ど
の
マ
ン
ガ
作
品
で
も
、
呼
吸
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
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ネ
ッ
ト
）
の
普
及
で
、
人
間
の
身
体
を
置
き
去
り

に
し
て
神
経
系
の
み
が
拡
張
さ
れ
る
状
況
、

問　
「
私
と
い
う
身
体
的
側
面
に
目
を
向
け
な
け
れ

ば
、に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
い
か
な
く
な
る
」（
下
16
）

状
況
が
生
ま
れ
て
き
た
の
は
な
ぜ
か
。

答　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
発
達
に
よ
り
、
人
間

存
在
全
体
の
中
で
身
体
を
置
き
去
り
に
し
て
拡
張

し
た
脳
や
神
経
系
と
、
生
命
と
し
て
存
在
し
て
い

る
身
体
性
と
の
間
に
齟
齬
が
起
こ
っ
た
か
ら
。

問　
「
デ
カ
ル
ト
的
疎
外
と
電
脳
的
疎
外
」（
下
18
）の

共
通
点
と
相
違
点
を
あ
げ
よ
。

答　

共
通
点　

…
身
体
を
疎
外
し
て
い
る
点
。

　
　

相
違
点　

…
「
デ
カ
ル
ト
的
疎
外
」
で
は
、
デ

カ
ル
ト
の
思
想
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
意
識
、精
神
」
が
人
で
あ
る
た
め
の
主
体
と
み
な

さ
れ
、身
体
は
単
な
る
従
属
物
と
さ
れ
て
い
た
が
、

「
電
脳
的
疎
外
」
で
は
、身
体
を
疎
外
す
る
も
の
は

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
拡
張

し
た
「
神
経
系
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
点
。

解
説　

共
通
点
は
「
疎
外
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
そ

の
対
象
が
身
体
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。
相
違
点
は
、「
デ
カ
ル
ト
的
身
体
疎
外
」
の
時

点
で
存
在
し
な
か
っ
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
急

速
な
発
展
を
足
掛
か
り
に
考
え
さ
せ
た
い
。

問　
「
二
十
世
紀
末
の
身
体
的
状
況
」（
下
19
）と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
。

答　

デ
カ
ル
ト
的
疎
外
と
電
脳
的
疎
外
。

〈
板
書
例
〉

近
世
哲
学
の
出
発
点　

…
デ
カ
ル
ト
「
わ
れ
思
う
故
に
わ
れ
あ
り
」
に
設
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

精
神
（
心
）
↓　
　

疎
外　

↓
身
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
の
私
た
る
所
以　
　
　
　
　

自
動
機
械

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
間
の
本
質　
　
　
　
　
　
　
（
精
神
の
容
れ
物
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ａ
「
デ
カ
ル
ト
的
身
体
疎
外
」

二
十
世
紀　
　
　
　
　

…
「
右
の
Ａ
と
は
違
っ
た
意
味
で
身
体
の
疎
外
が
急
速
に
進
行
し
た
」
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

→

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
れ
は　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

←

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
脳
・
神
経
系
だ
け
が
拡
張
す
る
と
い
う
事
態
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
身
体
な
し
で
他
者
と
つ
な
が
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
経
系
↓　

疎
外　

↓
身
体
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
齟
齬
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｂ
「
電
脳
的
身
体
疎
外
」

指
導
の
要
点

・
本
文
に
お
け
る
筆
者
の
主
張
の
前
提
と
な
る
事
柄
を
捉
え
る
。
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発
問
・
脚
問

﹇
4
9
ペ
ー
ジ
﹈  

問　
「
脳
死
」（
上
8
）と
普
通
の
「
死
」
の
違
い
は
何

か
。

答　

一
般
的
に
医
師
は
、
呼
吸
、
脈
拍
、
対
光
反
射

の
消
失
（
瞳
孔
が
開
く
）
を
確
認
し
て
死
亡
を
診

断
す
る
。
脳
死
は
、
脳
の
す
べ
て
の
機
能
が
回
復

不
可
能
な
段
階
に
ま
で
失
わ
れ
た
状
態
を
い
う
。

つ
ま
り
脳
死
で
は
、ヒ
ト
の
生
命
の
本
体
を
「
脳
」

の
機
能
と
考
え
る
の
に
対
し
、
一
般
に
「
死
」
で

は
身
体
全
体
を
考
え
る
点
に
大
き
な
違
い
が
あ

る
。

解
説　

多
く
の
人
は
「
心
臓
機
能
の
停
止
↓
脳
機
能

の
停
止
」と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
の
に
対
し
、

脳
死
で
は「
脳
機
能
の
停
止
↓
心
臓
機
能
の
停
止
」

と
い
う
逆
の
流
れ
に
な
る
。

問　
「
そ
れ
」（
上
10
・
13
）
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
指
す
か
。

答　

死
後
、
あ
る
い
は
脳
死
後
に
、
臓
器
を
提
供
す

る
こ
と
。

問　
「
こ
こ
」（
上
15
）が
受
け
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う

な
こ
と
か
。

答　

臓
器
提
供
は
、「
私
」
が
意
思
表
明
し
た
場
合
に

限
っ
て
行
わ
れ
、
決
定
権
が
「
私
」
に
あ
る
と
い

う
こ
と
。

解
説　

直
前
の
形
式
段
落
全
体
の
内
容
を
受
け
て
い

る
。「
こ
こ
に
特
徴
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
」と

●
第
二
段
（
49
・
上
2
「
と
こ
ろ
で
、
…
」
〜
50
・
上
11
「
…
と
い
う
こ
と
だ
。」）
の
要
旨

身
体
は
私
に
従
属
す
る

　

臓
器
提
供
に
お
い
て
、
そ
の
決
定
権
が
ド
ナ
ー
・
カ
ー
ド
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
本
人
の
意
志
に
あ
る
よ
う
に
、

二
十
世
紀
に
は
私
が
私
で
あ
る
所
以
は
私
の
主
体
的
な
意
志
に
あ
り
、
身
体
は
意
識
に
従
属
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
二
十
一
世
紀
に
発
達
し
た
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
の
よ
う
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
意
識
と
は
無
関
係

な
身
体
的
特
徴
か
ら
私
を
判
断
し
、
身
体
が
私
を
決
定
す
る
よ
う
な
事
態
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

﹇
4
9
ペ
ー
ジ
﹈  

上
3 

生
命
倫
理
の
問
題
群　

こ
の
文
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
臓
器
移
植
」
で
は
、人
体
の
ど
の
部
分
ま
で
移
植
が

許
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
、
生
体
移
植
で
は
な
く
、
死
後
の
移
植
の
場
合
、
よ
り
生
体
に
近
い
臓
器
を
移
植
さ
せ
る
た
め
、

従
来
の
「
心
臓
死
」
よ
り
も
早
い
段
階
の
「
脳
死
」
を
「
死
」
と
認
定
で
き
る
か
ど
う
か
な
ど
の
問
題
が
生
じ
て
お
り
、

い
ず
れ
も
人
間
の
生
命
に
か
か
わ
る
重
大
な
倫
理
的
問
題
と
し
て
議
論
を
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
、
臓
器
移
植
以
外
の
生

命
倫
理
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
、「
遺
伝
子
診
断
」「
男
女
の
産
み
分
け
」「
人
工
授
精
」「
安
楽
死
・
尊
厳
死
」「
終
末

医
療
」「
ク
ロ
ー
ン
技
術
」
な
ど
が
あ
る
。

上
5 

「
自
己
決
定
権
」　

本
来
「
自
己
決
定
権
」
と
い
う
用
語
は
法
律
用
語
で
あ
り
、単
に
個
人
が
自
分
の
行
動
を
決
定
す

る
権
利
を
も
つ
こ
と
と
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
一
般
に
は
「
自
己
決
定
権
」
と
は
、「
個
人
が
一
定
の
私
的

事
柄
に
つ
い
て
、
公
的
権
力
か
ら
介
入
・
干
渉
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
」
と
み
な
さ

れ
て
い
る
。
現
代
社
会
で
は
当
然
に
見
え
る
が
、
歴
史
的
に
考
え
れ
ば
近
代
以
前
の
共
同
体
社
会
で
は
、
個
人
の
意
思

よ
り
も
集
団
の
決
定
権
が
優
位
に
あ
っ
た
。「
自
己
決
定
権
」
が
権
利
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
近
代
（
明

治
）
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
〇
四
年
に
戦
火
の
イ
ラ
ク
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
い
、
人
質
に
取
ら
れ
た
青
年

や
女
性
の
事
件
で
は
、「
自
己
決
定
」
と
表
裏
に
あ
る
「
自
己
責
任
」
と
い
う
言
葉
が
国
家
責
任
と
の
か
か
わ
り
で
議
論

に
な
っ
た
が
、
現
代
に
お
い
て
も
他
者
か
ら
独
立
し
た
完
全
な
個
人
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
ず
、
私
た
ち
が
関
係
性
の

中
で
生
き
て
い
る
以
上
、
例
え
ば
終
末
医
療
や
臓
器
移
植
に
お
け
る
「
ド
ナ
ー
・
カ
ー
ド
」
な
ど
の
意
思
表
明
が
他
者

と
の
関
わ
り
合
い
の
中
で
本
当
に
皆
の
思
い
に
か
な
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
法
律
用
語
で
い
え
ば
「
公

共
の
福
祉
」
に
適
合
す
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
検
証
の
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

上
8 

脳
死　

脳
幹
を
含
め
た
脳
機
能
が
完
全
に
失
わ
れ
た
状
態
。
大
脳
の
は
た
ら
き
が
人
間
の
本
質
で
あ
る
と
考
え
れ

ば
、
脳
死
を
も
っ
て
「
人
間
の
死
」
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
現
代
に
お
い
て
は
、
免
疫
抑
制
薬
の
発
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あ
る
が
、
二
つ
前
の
段
落
の
最
後
に
も
、「『
生
命

倫
理
』
的
な
発
想
が
い
ち
ば
ん
特
徴
的
に
表
れ
て

い
る
『
自
己
決
定
権
』
と
い
う
考
え
方
」（
49
・
上

4
）
と
あ
る
の
で
、「
こ
こ
」
が
「
自
己
決
定
権
」

に
か
か
わ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

問　
「
犯
罪
に
お
い
て
責
任
を
も
っ
て
判
断
で
き
な

い
よ
う
な
人
格
」（
下
2
）が
裁
判
に
お
い
て
無
罪

に
な
る
理
由
は
何
か
。

答
　
直
前
の
段
落
で
、
私
が
私
で
あ
る
の
は
、「
主
体

的
な
私
、
責
任
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
私
」（
上

17
）
に
よ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
例
え
ば

「
多
重
人
格
」
で
あ
っ
た
り
、
精
神
的
な
障
害
に

よ
っ
て
主
体
的
な
判
断
が
で
き
ず
、
責
任
を
取
れ

な
か
っ
た
り
す
る
よ
う
な
人
格
の
場
合
、「
私
」
で

あ
る
所
以
（
理
由
）
が
存
在
し
な
い
た
め
、
法
的

な
責
任
を
取
る
「
私
」
も
存
在
し
な
い
こ
と
に
な

る
か
ら
。

問　
「
二
十
世
紀
を
特
徴
づ
け
た
『
私
（
わ
た
し
）

観
』」（
下
6
）と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。

答
　「
読
み
ナ
ビ
」
の
二
項
目
め
の
解
説
を
参
照
。

問　
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
」（
下
9
）に
近
い
日
本

語
の
単
語
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
せ
。

答
　
認
証
（
下
7
）

問　
「
勝
手
な
交
通
」（
下
14
）と
は
具
体
的
に
は
ど
う

い
う
こ
と
か
。

答
　「
私
」の
身
体
か
ら
何
ら
か
の
情
報
を
機
械
が
読

み
取
り
、
私
が
私
で
あ
る
こ
と
を
判
定
し
、
決
定

達
な
ど
に
よ
り
、
臓
器
移
植
が
治
療
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
可
能
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
多
く
の
臓
器
が
死
ん
で
か
ら
移

植
し
た
の
で
は
機
能
を
失
っ
て
し
ま
う
。
脳
死
の
段
階
で
摘
出
す
れ
ば
生
体
に
近
い
状
態
で
移
植
が
で
き
る
た
め
、
一

九
九
七
（
平
成
九
）
年
、「
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
、
本
人
の
書
面
に
よ
る
意
思
表
示
と
、
家
族
の

同
意
を
条
件
に
、
法
的
に
脳
死
が
ヒ
ト
の
死
と
認
定
さ
れ
、
脳
死
段
階
で
の
移
植
が
可
能
と
な
っ
た
。

上
10 

そ
れ
に
つ
い
て
は
現
在
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
あ
る　

「
そ
れ
」
は
臓
器
移
植
の
こ
と
を
指
す
。
日
本
で
最
初
の
心
臓

臓
器
移
植
は
、
一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
、
札
幌
医
科
大
学
の
和
田
壽
郎
教
授
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
移
植
患
者

は
八
十
三
日
後
に
死
亡
し
、
そ
の
際
の
心
臓
提
供
者
の
脳
死
判
定
や
、
そ
も
そ
も
患
者
に
移
植
の
必
要
が
あ
っ
た
か
ど

う
か
等
、
多
く
の
問
題
が
噴
出
し
、
和
田
教
授
が
殺
人
罪
で
刑
事
告
発
さ
れ
る
な
ど
、
話
題
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
一

九
九
七
年
に
施
行
さ
れ
た
「
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
」
で
は
、
移
植
の
た
め
の
法
的
規
準
が
定
め
ら
れ
た
が
、
家

族
の
同
意
だ
け
で
移
植
可
能
な
欧
米
や
ア
ジ
ア
と
比
べ
て
本
人
の
意
思
表
明
が
必
要
で
、
十
五
歳
未
満
の
子
ど
も
の
臓

器
移
植
も
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
海
外
へ
移
植
目
的
で
渡
航
す
る
者
は
後
を
絶
た
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
二
〇
一
〇
年
に
全
面
施
行
さ
れ
た
改
正
臓
器
移
植
法
で
は
、
生
前
に
書
面
で
臓
器
を
提
供
す
る
意
思
を
表
示
し
て

い
る
場
合
に
加
え
、
本
人
の
臓
器
提
供
の
意
思
が
不
明
な
場
合
も
家
族
の
承
諾
が
あ
れ
ば
臓
器
提
供
が
可
能
に
な
り
、

十
五
歳
未
満
の
子
ど
も
か
ら
の
脳
死
後
の
臓
器
提
供
も
可
能
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
移
植
を
希
望
す
る
人
が
多
い
一
方

で
、
脳
死
を
ヒ
ト
の
死
と
す
る
こ
と
へ
の
疑
問
や
脳
死
判
定
基
準
へ
の
批
判
、
ま
た
臓
器
移
植
自
体
を
医
療
と
し
て
認

め
な
い
と
い
う
声
も
多
く
、
こ
の
法
律
に
対
す
る
反
対
運
動
も
依
然
と
し
て
あ
る
。
医
療
の
高
度
化
が
、
ヒ
ト
の
生
命

自
体
を
問
う
領
域
に
踏
み
込
ん
だ
結
果
と
い
え
よ
う
。

上
11 

ド
ナ
ー
・
カ
ー
ド　

「
臓
器
提
供
意
思
表
示
カ
ー
ド
」
の
こ
と
。
脳
死
判
定
に
従
い
、
脳
死
後
に
自
分
の
臓
器
を
移

植
用
に
提
供
す
る
意
思
、
心
臓
死
後
に
臓
器
を
提
供
す
る
意
思
、
ま
た
は
逆
に
臓
器
を
提
供
し
な
い
意
思
な
ど
を
表
示

で
き
る
。
保
健
所
や
役
所
等
で
入
手
可
能
で
、
登
録
の
必
要
は
な
く
、
自
分
で
必
要
項
目
を
記
入
し
携
帯
す
る
。

下
2 

犯
罪
に
お
い
て
責
任
を
も
っ
て
判
断
で
き
な
い
よ
う
な
人
格
は
、
裁
判
で
罪
を
問
え
ず
、
無
罪
に
な
る
わ
け
で
あ

る　

刑
事
で
は
、
刑
法
三
九
条
第
一
項
に
「
心
神
喪
失
者
の
行
為
は
、
罰
し
な
い
」
と
あ
る
。
心
神
喪
失
者
と
は
、
精

神
の
障
害
等
に
よ
り
、
事
物
の
理
非
善
悪
を
弁
識
す
る
能
力
、
ま
た
は
弁
識
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
が
欠
如
し
て
い

る
者
の
こ
と
を
指
す
。
責
任
能
力
が
問
え
な
い
た
め
に
、
捜
査
段
階
で
は
不
起
訴
、
裁
判
で
は
無
罪
と
な
る
。
さ
ら
に
、

刑
法
三
九
条
第
二
項
に
は
「
心
神
耗
弱
者
の
行
為
は
、
そ
の
刑
を
減
軽
す
る
」
と
あ
る
。
心
神
耗
弱
者
と
は
精
神
の
障

害
等
に
よ
り
、
事
物
の
理
非
善
悪
を
弁
識
す
る
能
力
、
ま
た
は
弁
識
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
が
減
退
し
て
い
る
者
の

こ
と
を
指
す
。
服
薬
、
飲
酒
に
よ
る
心
神
喪
失
や
心
神
耗
弱
は
判
例
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
心
神
喪
失
が
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裁
判
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
二
〇
〇
九
年
の
『
検
察
統
計
年
報
』
に
よ
る
と
心
神
喪
失
に
よ
る
不
起
訴
は
全

体
の
〇
・
二
七
％
に
過
ぎ
な
い
（
た
だ
し
、
事
件
と
し
て
は
凶
悪
犯
罪
が
多
い
）。
民
事
で
は
、
民
法
七
一
三
条
に
「
精

神
上
の
障
害
に
よ
り
自
己
の
行
為
の
責
任
を
弁
識
す
る
能
力
を
欠
く
状
態
に
あ
る
間
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
者
は
、

そ
の
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
い
。
た
だ
し
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て
一
時
的
に
そ
の
状
態
を
招
い
た
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
」
と
し
て
、
民
法
上
で
も
心
神
喪
失
者
の
賠
償
責
任
の
免
除
を
規
定
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
故
意
、
過

失
に
よ
る
心
神
喪
失
状
態
（
例
え
ば
、
服
薬
、
飲
酒
を
す
る
な
ど
し
て
）
は
免
責
さ
れ
な
い
。

下
6 

二
十
世
紀
を
特
徴
づ
け
た
「
私
（
わ
た
し
）
観
」　

第
一
段
の
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
見
ら
れ
た
「
意
識
」「
精
神
」
中
心

の
考
え
方
か
ら
、
二
十
世
紀
後
半
の
臓
器
移
植
に
関
す
る
「
自
己
決
定
権
」
の
思
想
に
至
る
、「
私
の
私
た
る
所
以
」
を

「
意
識
」
だ
け
と
考
え
る
身
体
を
疎
外
し
た
精
神
中
心
の
「
私
」
の
見
方
。

下
7 

バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証　

指
紋
や
眼
球
の
奥
の
虹
彩
、声
な
ど
の
身
体
的
特
徴
か
ら
本
人
を
確
認
す
る
方
法
の

こ
と
。
前
段
落
に
あ
る
よ
う
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
発
達
は
私
を
世
界
中
に
広
が
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
網
の
目
の
一
点
と
な
し
、
身
体
性
を
失
わ
せ
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ
の
ア
ク
セ
ス
時
の
本
人
確
認
は
主
に
Ｉ
Ｄ
と
パ

ス
ワ
ー
ド
が
用
い
ら
れ
る
が
、
よ
り
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
レ
ベ
ル
が
高
い
の
が
指
紋
や
顔
の
形
、
虹
彩
・
静
脈
の
形
な
ど

を
利
用
し
た
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
で
あ
る
。
現
在
、
日
常
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
、
鍵
や
カ
ー
ド
な
ど
か

ら
こ
の
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
へ
と
、
解
錠
の
方
法
は
置
き
換
わ
り
つ
つ
あ
る
。

下
10 

静
脈
の
形
か
ら
判
定　

手
の
甲
や
手
の
ひ
ら
を
通
る
静
脈
の
パ
タ
ー
ン
を
上
か
ら
赤
外
線
を
当
て
て
読
み
取
り
、認

証
す
る
。
指
紋
と
比
べ
、
破
損
し
に
く
い
と
い
う
有
利
な
点
が
あ
る
。

下
11 

眼
の
虹
彩
の
形
か
ら
判
定　

虹
彩
と
は
瞳
孔
の
大
き
さ
を
調
節
す
る
眼
の
中
の
筋
肉
で
、こ
の
模
様
が
個
人
ご
と
に

違
う
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
が
一
九
八
〇
年
代
に
発
見
さ
れ
た
。

下
14 

そ
こ
で
勝
手
な
交
通
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る　

私
の
意
識
と
は
関
係
な
く
、私
の
身
体
と
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス

認
証
が
結
託
し
て
、
私
が
私
で
あ
る
こ
と
を
取
り
決
め
て
、
そ
の
ま
ま
通
過
さ
せ
て
し
ま
う
。

下
19 

さ
ら
に
複
雑
な
、奇
妙
な
次
元
の
問
題
が
持
ち
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る　

心
と
身
体
の
枠
組
み
は
二
十
世
紀
後
半

に
神
経
系
と
身
体
の
枠
組
み
へ
と
移
行
し
た
が
、
精
神
が
身
体
を
従
属
下
に
置
く
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
だ
が
、
二

十
一
世
紀
に
登
場
し
た
新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
こ
の
枠
組
み
を
超
え
、
身
体
が
逆
に
精
神
を
従
属
下
に
置
こ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
、
今
ま
で
の
考
え
方
か
ら
見
れ
ば
奇
妙
で
複
雑
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

﹇
5
0
ペ
ー
ジ
﹈  

上
1 

次
元　

も
の
の
見
方
や
考
え
方
の
立
場
、
ま
た
は
、
そ
れ
ら
を
支
え
て
い
る
思
想
や
学
識
な
ど
の
水
準
。

し
て
い
く
こ
と
。

解
説　
「
交
通
」と
は
本
来
相
互
に
行
き
来
す
る
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
勝
手
な
」
と
あ
る
よ
う

に
、
交
通
が
「
私
」
の
意
識
を
経
由
し
な
い
一
方

的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

問　
「
取
り
決
め
」（
下
15
）と
は
具
体
的
に
は
ど
う
い

う
こ
と
か
。

答　

私
が
私
で
あ
る
か
ど
う
か
判
定
し
、私
で
あ
る
、

あ
る
い
は
私
で
は
な
い
と
、
決
定
す
る
こ
と
。

問　
「
さ
ら
に
複
雑
な
、
奇
妙
な
次
元
の
問
題
」（
下

19
）と
は
何
か
。

答　

デ
ジ
タ
ル
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
絡
め
取
ら
れ
た

私
の
身
体
が
、
私
の
意
識
と
は
無
関
係
に
、
逆
に

私
を
疎
外
し
始
め
る
点
と
い
う
問
題
。

解
説　

第
一
段
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
神
経
系
を
拡
張

し
、
ヒ
ト
の
身
体
を
疎
外
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が

語
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ

ク
ス
認
証
と
い
う
デ
ジ
タ
ル
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
、

身
体
を
疎
外
す
る
の
で
は
な
く
、
絡
め
取
る
こ
と

に
よ
っ
て
逆
に
ヒ
ト
の
「
意
識
」
を
疎
外
し
て
い

く
こ
と
が
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
を
「
奇
妙
」

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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上
9 
端
的　

遠
回
し
で
な
く
、
は
っ
き
り
と
表
す
さ
ま
。

上
10 
私
が
私
で
あ
る
の
は
私
の
身
体
に
よ
っ
て
で
あ
る
、と
い
う
事
態
が
生
じ
始
め
て
い
る　

二
十
一
世
紀
の
新
し
い
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
誕
生
す
る
ま
で
は
、
私
が
私
で
あ
る
こ
と
を
決
め
る
の
は
、
他
で
も
な
い
私
の
精
神
で
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
今
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
身
体
に
直
接
は
た
ら
き
か
け
て
、
身
体
を
通
し
て
私
が
私
で
あ
る
こ
と
を
決
め
て
し
ま

う
、
と
い
っ
た
事
態
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
の
だ
。

〈
板
書
例
〉

二
十
世
紀
後
半
の
人
間
観

　
…
私
の
身
体
に
関
し
て
は
私
が
決
定
権

　
　
　
　
⇔

二
十
一
世
紀
の
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証

　
…
顔
の
形
、
静
脈
、
眼
の
虹
彩
な
ど
か
ら
私
を
判
定

　
　
　
　
←

〈
私
と
身
体
〉
を
め
ぐ
る
問
題

　
…
心
と
身
体
（
デ
カ
ル
ト
的
疎
外
）、
神
経
系
と
身
体
（
電
脳
的
疎
外
）
に
加
え
、

　
　「
物
質
と
し
て
し
て
の
身
体
」
に
よ
る
私
の
疎
外
　
が
生
じ
始
め
る

指
導
の
要
点

・
前
段
で
述
べ
ら
れ
た
二
つ
の
「
疎
外
」
に
加
え
、
新
た
に
表
れ
つ
つ
あ
る
「
疎
外
」
に
つ
い
て
捉
え
る
。

・
本
文
に
お
け
る
筆
者
の
主
張
の
、
最
初
の
根
拠
と
な
る
事
柄
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
。

学びを深める　身体〈の〉疎外  144

●
第
三
段
（
50
・
上
12
「
こ
れ
ま
で
の
…
」
〜
52
・
上
7
「
…
不
安
で
も
あ
る
。」）
の
要
旨

身
体
に
よ
る
私
の
疎
外

　
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
の
よ
う
な
認
証
の
も
と
で
は
モ
ノ
と
し
て
の
身
体
が
逆
に
私
を
疎
外
し
、
身
体
と
私
を
め

ぐ
る
関
係
の
齟
齬
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。

﹇
5
0
ペ
ー
ジ
﹈  

上
18 

押
捺　

印
や
指
紋
な
ど
を
押
す
こ
と
。

下
2 

バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
は
、
そ
れ
と
は
異
な
り
、
私
の
意
思
と
は
無
関
係
の
と
こ
ろ
で
、
私
が
私
で
あ
る
か
ど

う
か
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
し
よ
う
と
す
る
動
き
で
あ
る　

従
来
の
印
鑑
や
サ
イ
ン
と
い
っ
た
本
人
認
証
で
は
、
私

の
意
思
の
関
与
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
は
、
私
の
意
思
は
関
係
な
く
、
網
膜
の
虹
彩

の
よ
う
な
私
の
身
体
の
一
部
に
直
接
関
わ
っ
て
、本
人
認
証（
つ
ま
り
私
が
私
で
あ
る
か
ど
う
か
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ

イ
）
を
行
う
の
で
あ
る
。

下
12 

デ
ジ
タ
ル
以
前
の
ア
ナ
ロ
グ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー　

デ
ジ
タ
ル
技
術
で
は
顔
の
形
や
虹
彩
等
の
形
な
ど
を
数
値
化
し
た

デ
ー
タ
で
保
存
し
て
認
証
に
利
用
す
る
が
、
ア
ナ
ロ
グ
の
場
合
、
例
え
ば
顔
の
形
を
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
、
同
一
人
物
か

ど
う
か
を
目
視
で
確
認
す
る
な
ど
、
同
一
性
確
認
の
プ
ロ
セ
ス
に
多
く
の
手
間
と
人
手
、
装
置
が
必
要
と
な
る
。

下
18 

決
定
的
に
重
要
な
問
題　

筆
者
が
決
定
的
に
重
要
だ
と
い
っ
て
い
る
の
は
、「
私
の
意
識
や
意
思
と
は
無
関
係
」
な

と
こ
ろ
で
私
が
認
証
さ
れ
て
い
く
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
次
の
駐
車
場
の
例
で
も
、
自
分
が
知
ら
な
い
う
ち
に
何
も
の

か
が
車
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
読
み
取
り
私
の
車
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
に
、
不
気
味
さ
や
監
視
さ
れ
て
い

る
と
い
う
感
じ
を
受
け
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
筆
者
が
感
じ
る
こ
の
不
安
は
、
私
た
ち
の
身
体
に
よ
る
認
証
に
お
い
て

さ
ら
に
「
決
定
的
な
齟
齬
」
を
生
じ
始
め
、
こ
の
評
論
の
テ
ー
マ
に
連
な
っ
て
い
く
。

﹇
5
1
ペ
ー
ジ
﹈  

下
7 

徹
底
的
に
管
理
さ
れ
て
い
る
、
徹
底
的
に
監
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
あ
の
感
じ　

本
文
の
駐
車
場
の
例
の
よ
う
に
、

私
の
意
思
に
関
係
な
く
、
私
が
頼
ん
だ
覚
え
も
な
い
の
に
、
勝
手
に
私
の
情
報
を
読
み
取
り
、
そ
の
情
報
か
ら
私
と
い

う
も
の
が
勝
手
に
構
成
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
買
い
物
を
す
る
と
「
あ
な
た
へ

の
お
す
す
め
商
品
」
が
次
々
と
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
購
入
履
歴
か
ら
私
が
ど
ん
な
商
品
に
興
味
が
あ
る
の
か
を

特
定
し
て
商
品
を
選
ん
で
勧
め
て
く
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
「
お
す
す
め
商
品
」
は
必
ず
し
も
自
分
の
興
味
に
合
う
わ
け

で
は
な
い
。
家
族
や
友
人
に
頼
ま
れ
て
購
入
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
私
が
好
き
な
商
品
と
し
て
勝
手
に
認
知

発
問
・
脚
問

﹇
5
0
ペ
ー
ジ
﹈  

問　
「
こ
れ
ま
で
の
本
人
認
証
」（
上
12
）（
印
鑑
や
サ

イ
ン
に
よ
る
）
と
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
と

の
共
通
点
は
何
か
、
ま
た
違
い
は
何
か
。

答
　﹇
共
通
点
﹈
印
鑑
や
サ
イ
ン
な
ど
、私
そ
の
も
の

で
は
な
い
も
の
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
点
。

　
　﹇
違
い
﹈バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
に
は
押
印

や
サ
イ
ン
と
違
っ
て
私
の
意
思
の
関
与
が
な
く
、

私
が
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ

さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
さ
え
あ
る
点
。

問　
「
こ
れ
」（
上
13
）は
何
を
指
す
か
。

答
　
従
来
で
も
、
私
が
私
で
あ
る
こ
と
を
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
フ
ァ
イ
す
る
の
は
印
鑑
や
サ
イ
ン
な
ど
で

あ
っ
て
、
私
の
意
識
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
に

は
役
立
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。

問　
「
そ
れ
」（
上
18
）は
何
を
指
す
か
。

答
　
印
鑑
や
サ
イ
ン
な
ど
の
、
こ
れ
ま
で
の
本
人
認

証
。

問　
「
そ
ん
な
こ
と
」（
下
14
）と
は
何
か
。

答
　
顔
の
形
や
眼
の
虹
彩
、
声
紋
な
ど
を
使
っ
て
本

人
認
証
を
す
る
こ
と
。

問　

同
じ
新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
「
電
脳
的

疎
外
」
と
「
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
に
よ
る

疎
外
」
と
の
違
い
は
何
か
。

答
　「
電
脳
的
疎
外
」
の
場
合
、
神
経
系
の
拡
張
に

よ
っ
て
身
体
が
疎
外
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
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「
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
に
よ
る
疎
外
」の
場

合
は
、
逆
に
デ
ジ
タ
ル
な
眼
が
私
と
は
無
関
係
に

私
の
身
体
を
認
証
し
、
私
を
疎
外
し
て
い
く
点
が

異
な
る
。

解
説　

教
科
書
49
〜
50
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
「
バ
イ

オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て

お
り
、「
私
」
の
身
体
か
ら
「
私
」
を
一
方
的
に
認

証
す
る
と
い
う
こ
と
を
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
例
を
出

し
て
繰
り
返
し
説
明
さ
れ
る
。「
私
」と
は
無
関
係

に
、
一
方
通
行
に
、
と
い
う
点
が
「
バ
イ
オ
メ
ト

リ
ッ
ク
ス
認
証
」
の
特
徴
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
「
私
」
を
疎
外
し
て
い
く
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。

﹇
5
1
ペ
ー
ジ
﹈  

問　
「
そ
れ
が
今
度
は
、我
々
の
生
体
に
つ
い
て
起
こ

る
」（
下
11
）と
あ
る
が
、「
そ
れ
」
と
は
何
か
を
明

ら
か
に
し
て
説
明
せ
よ
。

答　
「
読
み
ナ
ビ
」
の
三
項
目
め
を
参
照
。

問　
「
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
」を
特
徴
づ
け
る

二
つ
の
重
要
な
要
素
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

答　

一
つ
は
自
然
に
存
在
し
て
い
る
私
の
身
体
的
特

徴
が
認
証
に
使
わ
れ
る
点
。
も
う
一
つ
は
私
の
意

識
、意
思
が
関
与
し
な
い
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
る
点
。

さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
「
私
」
は
そ
の
「
お
す
す
め
商
品
」
を
好
む
よ
う
な
人

間
と
し
て
勝
手
に
決
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
情
報
は
別
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
も
流
さ
れ

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
が
考
え
て
い
る
私
で
は
な
い
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
「
私
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
、

気
味
の
悪
さ
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
他
人
が
私
へ
の
「
お
す
す
め
商
品
」
を
見
た
時
、
そ
れ
は
私

に
対
す
る
一
つ
の
判
断
材
料
と
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
現
実
の
私
か
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
「
私
」
か
、
ど
ち
ら
の
私

が
本
当
の
私
か
わ
か
ら
な
く
な
る
。
こ
れ
が
監
視
の
気
味
悪
さ
で
あ
る
。

下
11 

そ
れ
が
今
度
は
、
我
々
の
生
体
に
つ
い
て
起
こ
る　

「
そ
れ
」
は
前
の
形
式
段
落
全
体
の
内
容
を
受
け
て
、
ビ
ル
の

駐
車
場
で
知
ら
な
い
う
ち
に
車
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
が
読
み
取
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
た
ち
に
関
す
る
情
報
は
、

実
は
至
る
と
こ
ろ
で
私
た
ち
が
知
ら
な
い
間
に
読
み
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
私
た
ち
の

生
体
（
生
身
の
身
体
）
に
お
い
て
も
起
こ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
認
証
に
関
す
る
要
点
は
次
の
二

点
で
あ
る
。
①
認
証
に
使
わ
れ
る
「
虹
彩
の
特
徴
」「
顔
の
特
徴
」
は
、ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
よ
う
に
も
と
も
と
人
に

読
ま
れ
る
た
め
に
つ
い
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
自
然
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
点
。
②
私
の
意
識
が
関
与
し
な

い
と
こ
ろ
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
（
認
証
）
が
行
わ
れ
て
い
る
点
。

下
11 

生
体　

生
き
て
い
る
生
物
の
か
ら
だ
。

﹇
5
2
ペ
ー
ジ
﹈  

上
1 

そ
こ
に
、
身
体
と
私
を
め
ぐ
る
関
係
の
決
定
的
な
齟
齬
の
よ
う
な
も
の
が
生
じ
始
め
る
だ
ろ
う　

「
そ
こ
」
と
は
、

私
の
意
識
や
意
思
が
関
与
し
な
い
と
こ
ろ
で
、
私
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
（
認
証
）
が
行
わ
れ
た
り
、
拒
否
さ
れ
た

り
す
る
と
こ
ろ
。「
齟
齬
」は
食
い
違
い
。
そ
の
齟
齬
が
も
た
ら
す
不
安
が
次
の
形
式
段
落
三
行
に
書
か
れ
て
い
る
。「
デ

ジ
タ
ル
な
眼
」
が
私
の
身
体
を
認
識
し
、
主
体
は
「
身
体
」
の
側
に
、
そ
れ
も
「
デ
ジ
タ
ル
な
眼
」
が
捉
え
た
「
物
質

と
し
て
の
身
体
」
の
側
に
移
っ
て
し
ま
う
。「
意
思
」「
精
神
」
と
し
て
の
私
は
、
客
体
と
な
っ
て
そ
れ
を
受
け
入
れ
る

し
か
な
い
。
そ
の
主
体
の
移
譲
が
引
き
起
こ
す
食
い
違
い
に
対
し
て
本
質
的
な
不
安
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

上
4 

私
の
身
体
が
私
を
裏
切
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
。
そ
う
い
う
不
安　

私
た
ち
は
日
常
生
活
の
中
で
、私
が
私
で
あ
る
こ

と
の
確
認
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
他
者
に
確
認
し
て
も
ら
う
場
合
は
、
ま
ず
顔
や
姿
形
な
ど
、
身

体
的
な
要
素
を
確
認
し
、
さ
ら
に
会
話
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
他
者
と
の
交
流
の
中
で
「
心
」「
意

識
」
を
通
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
が
な
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
の
場
合
、「
デ
ジ
タ

ル
な
眼
」
が
認
識
す
る
の
は
「
物
質
と
し
て
の
身
体
」
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
認
証
プ
ロ
セ
ス
に
「
私
」
と
い
う
意
識
が

全
く
関
わ
れ
な
い
点
に
こ
う
い
う
不
安
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
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上
6 

デ
ジ
タ
ル
な
眼
の
総
体
が
私
を
私
と
し
て
認
識
す
る
の
か
、
と
い
う
不
安　

認
識
さ
れ
る
「
身
体
」
に
対
し
て
、
認

識
の
主
体
は
「
デ
ジ
タ
ル
な
眼
」
そ
し
て
そ
れ
を
統
括
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ

る
。
デ
ジ
タ
ル
な
眼
の
認
証
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
も
し
そ
こ
で
私
が
私
と
し
て
認

証
さ
れ
な
い
と
い
う
事
態
が
生
ず
れ
ば
、
そ
れ
は
、
私
が
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
し
ま
う
。
不

安
の
対
象
は
シ
ス
テ
ム
か
ら
社
会
全
体
へ
と
無
限
に
拡
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

上
6 

総
体　

全
体
・
す
べ
て
。

〈
板
書
例
〉

（
教
科
書
51
ペ
ー
ジ
の
イ
ラ
ス
ト
を
活
用
し
て
、
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
の
仕
組
み
と
、

そ
こ
か
ら
生
じ
る
「
私
が
私
か
ど
う
か
を
機
械
が
判
断
す
る
こ
と
へ
の
不
安
」
を
確
認
す
る
。）

指
導
の
要
点

・
前
段
の
内
容
に
つ
い
て
具
体
例
を
用
い
て
掘
り
下
げ
て
説
明
し
て
い
る
こ
と
を
捉
え
る
。

・
筆
者
が
何
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
。

147  教科書［p.48～p.53］
06高　内容解説資料 新 論理国語　指導書『指導資料』見本



発
問
・
脚
問

﹇
5
2
ペ
ー
ジ
﹈  

問　

デ
カ
ル
ト
的
な
「
身
体
の
疎
外
」（
上
8
）と
、筆

者
の
い
う
「
身
体
〈
の
〉
疎
外
」（
上
12
）の
違
い
は

何
か
。

答　

デ
カ
ル
ト
的
身
体
疎
外
で
は
、「
私
」
が
身
体

〈
を
〉
疎
外
す
る
が
、
筆
者
の
い
う
「
身
体
〈
の
〉

疎
外
」
と
は
、
身
体
〈
が
〉「
私
」
を
疎
外
す
る
、

と
い
う
違
い
が
あ
る
。

問　
「
脳
科
学
」（
上
17
）の
ど
う
い
う
点
が
筆
者
の
い

う
「
身
体
〈
の
〉
疎
外
」
と
共
通
す
る
の
か
。

答　
「
私
」
を
見
る
の
に
、
意
識
と
は
無
関
係
に
、
ま

ず
身
体
と
し
て
の
脳
と
そ
の
働
き
を
見
る
点
。

問　

何
と
何
と
が
「
逆
転
」（
下
6
）し
た
の
か
。

答　
「
私
」
と
「
身
体
」。

解
説　

脳
科
学
と
い
う
も
の
が
、
心
の
働
き
に
関
わ

る
脳
を
身
体
と
し
て
捉
え
、「
私
」
を
測
ろ
う
と
す

る
点
で
、
デ
カ
ル
ト
的
な
意
識
を
中
心
と
し
た
身

体
疎
外
と
は
、
心
身
に
関
す
る
主
体
が
完
全
に
逆

転
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

問　
「
身
体
が
デ
ジ
タ
ル
の
眼
と
結
託
し
て
主
導
権

を
握
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
時
代
に
入
り
つ
つ
あ

る
」（
下
8
）と
あ
る
が
、ど
う
い
う
時
代
に
な
っ
て

い
く
の
だ
ろ
う
か
。

答　

身
体
が
デ
ジ
タ
ル
の
眼
に
よ
っ
て
勝
手
に
認
証

さ
れ
、「
私
」
が
客
体
化
し
て
す
べ
て
を
受
け
入
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
、
そ
う
い
う
不
気
味

●
第
四
段
（
52
・
上
8
「
繰
り
返
し
て
…
」
〜
終
わ
り
）
の
要
旨

デ
ジ
タ
ル
の
眼
と
身
体

　

新
し
い
脳
科
学
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
、
私
の
脳
の
状
態
か
ら
私
の
意

識
を
測
ろ
う
と
い
う
方
向
で
あ
り
、
現
代
は
、「
私
」
が
主
語
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
デ
ジ
タ
ル
の
眼
を

通
し
た
「
身
体
」
が
主
語
と
な
り
、
デ
ジ
タ
ル
の
眼
と
結
託
し
て
主
導
権
を
握
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
時
代
に
入
り

つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

﹇
5
2
ペ
ー
ジ
﹈  

上
12 

「
身
体
〈
の
〉
疎
外
」　

「
身
体
の
疎
外
」
と
い
う
場
合
、
意
識
中
心
で
身
体
〈
を
〉
疎
外
し
て
き
た
か
ら
、
身
体
を

回
復
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
の
よ
う
な
現
代
の
状
況
は
、〈
の
〉
は
主
格
と
し

て
、「
身
体
」〈
が
〉
逆
に
「
意
識
」
を
疎
外
し
て
い
く
と
い
う
意
味
に
な
る
。

上
17 

脳
科
学
の
進
展　

直
前
に
「
例
え
ば
」
と
あ
る
が
、こ
こ
で
は
脳
科
学
も
ま
た
「
身
体
〈
の
〉
疎
外
」
の
例
と
し
て

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
次
の
段
落
で
、
脳
科
学
が
意
識
を
「
私
」
の
側
の
意
識
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
脳
を

物
質
、
意
識
を
も
そ
の
脳
の
反
応
と
し
て
、「
私
」
で
は
な
く
物
質
の
側
か
ら
見
る
点
を
「
本
当
に
逆
転
な
の
で
あ
る
」

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
近
年
、
技
術
の
発
展
に
伴
っ
て
、
生
き
て
い
る
人
間
の
脳
の
形
や
働
き
を
画
像
と
し
て
観

察
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
人
間
が
考
え
た
り
動
い
た
り
し
て
い
る
と
き
の
脳
の
働
き
や
、
脳
神
経
細
胞
の
働
き
の

悪
い
場
所
の
有
無
な
ど
を
、
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
私
た
ち
の
脳
を
活
発
に
働
か
せ
て
脳
の
老
化
を

防
い
だ
り
、
発
達
さ
せ
た
り
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
な
ど
が
、
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

下
5 

だ
か
ら
、
本
当
に
逆
転
な
の
で
あ
る　

私
は
私
の
身
体
を
統
御
し
て
い
る
精
神
で
あ
り
、
私
が
私
で
あ
る
の
は
そ
の

精
神
に
よ
る
も
の
だ
、
と
い
う
の
が
基
本
的
な
私
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
の
仕
方
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
脳
科
学
は

脳
と
い
う
物
質
か
ら
、
私
の
意
識
や
判
断
を
外
か
ら
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
し
こ
れ
が
完
成
す
れ
ば
、
私
と
い
う
も

の
は
脳
か
ら
測
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
私
が
私
だ
と
い
う
精
神
の
優
越
は
失
わ
れ
て
、
身
体
か
ら
私
は
判
断
さ
れ
て
し

ま
う
。
ま
さ
に
逆
転
で
あ
る
。

下
7 

デ
ジ
タ
ル
の
眼
を
通
し
た
「
身
体
」
が
主
語
に
な
り
、
身
体
が
デ
ジ
タ
ル
の
眼
と
結
託
し
て
主
導
権
を
握
っ
て
い

く
。
そ
う
い
う
時
代
に
入
り
つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い　

デ
カ
ル
ト
の
二
元
論
的
な
見
方
に
よ
る
「
意
識
」「
精
神
」

を
主
、「
身
体
」
を
従
と
す
る
考
え
方
が
逆
転
し
、「
身
体
」
が
主
と
な
る
時
代
（
↓
発
問
）。
し
か
し
そ
の
身
体
は
、

「
私
」
の
身
体
、
と
い
う
よ
う
な
形
の
、
心
身
一
体
の
身
体
で
は
な
く
、
デ
ジ
タ
ル
機
器
の
眼
の
対
象
と
な
る
物
質
的
な

学びを深める　身体〈の〉疎外  148

な
時
代
に
突
入
す
る
。

解
説　

筆
者
は
本
文
の
出
典
で
あ
る
『
身
体
に
き
く

哲
学
』
の
他
の
部
分
で
、
来
る
べ
き
二
十
一
世
紀

の
新
時
代
の
姿
を
「
デ
ジ
タ
ル
世
界
に
お
い
て
私

と
は
何
か
。
そ
れ
は
、電
脳
記
録
を
集
大
成
し
た
、

そ
の
蓄
積
と
し
て
の
私
が
私
で
あ
っ
て
、
私
が
主

体
的
に
ど
う
考
え
て
い
る
か
と
か
、
私
の
意
思
と

い
っ
た
こ
と
と
は
別
な
〈
私
〉
が
成
立
し
て
い
る
。

そ
れ
は
行
為
す
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
た
私
、
で

あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
私
の
意
識
よ
り
は
身
体
性
の

ほ
う
が
フ
ォ
ー
カ
ス
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

変
化
は
確
実
に
起
こ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
」
と
予
測

し
て
い
る
。

第
三
者
的
な
眼
か
ら
見
た
身
体
で
あ
る
。
デ
ジ
タ
ル
時
代
に
お
け
る
「
私
」
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
の

論
を
本
文
所
載
の
『
身
体
に
き
く
哲
学
』
の
別
の
部
分
（「
第
一
章　

バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
と
身
体
―
私
と
身
体

を
め
ぐ
る
新
た
な
問
題
」
の
「〈
私
〉
は
ど
こ
へ
い
く
？
」）
か
ら
引
用
し
て
お
く
。

と
こ
ろ
で
、
二
十
一
世
紀
は
デ
ジ
タ
ル
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
（
一
望
監
視
装
置
）
の
時
代
で

あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
〈
意
識
す
る
私
〉〈
主
体
的
に
判
断
す
る
私
〉〈
私
の
思
惑
〉
を
超
え
て
、

第
三
者
的
に
見
ら
れ
た
私
の
行
為
、
私
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
が
電
脳
空
間
に
記
憶
・
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立

し
て
い
く
。（
中
略
）
電
話
の
通
話
記
録
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
Ａ
Ｔ
Ｍ
使
用
、
街
中
の
監
視
カ
メ
ラ
な
ど
、〈
私
〉

の
行
動
は
今
日
、
電
脳
空
間
に
記
録
さ
れ
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
デ
ジ
タ
ル
時
代
は
匿
名
性
を
許
さ
ず
、
む
し
ろ
管
理
・

監
視
こ
そ
、
そ
の
特
徴
で
あ
る
。

下
8 

結
託　

互
い
に
心
を
通
じ
て
力
を
合
わ
せ
、
不
正
な
ど
の
悪
事
を
働
く
こ
と
。

〈
板
書
例
〉

二
十
一
世
紀　

…
新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
明　

＝
「
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
」

　
　

←　
　
　
　

私
の
意
識
や
心
と
は
無
関
係
に
、
デ
ジ
タ
ル
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
＋
「
身
体
」
↓
「
私
」
を
疎
外

　
　

←　
　
　
〈
主
語
〉
が
「
私
」
↓
（
デ
ジ
タ
ル
の
眼
を
通
し
た
）「
身
体
」

身
体
が
デ
ジ
タ
ル
の
眼
と
結
託
し
て
主
導
権
を
握
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
時
代

　
　

＝

身
体
〈
の
〉
疎
外

指
導
の
要
点

・
標
題
に
込
め
ら
れ
た
筆
者
の
主
張
を
捉
え
る
。

・
本
文
が
ど
の
よ
う
な
論
理
の
構
成
や
展
開
に
よ
っ
て
結
論
を
導
い
て
い
る
か
を
捉
え
る
。
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「
読
み
ナ
ビ
」
の
解
説

□
「
デ
カ
ル
ト
的
疎
外
と
電
脳
的
疎
外
の
二
つ
が
、
二
十
世
紀
末
の
身
体
的
状
況

だ
っ
た
」（
48
・
下
18
）
と
あ
る
が
、「
身
体
の
疎
外
」
に
つ
い
て
、
次
の
二
つ
の

言
葉
を
説
明
し
て
み
よ
う
。

　

●
デ
カ
ル
ト
的
疎
外　
　

●
電
脳
的
疎
外

【
ね
ら
い
】

　

導
入
部
の
第
一
段
で
は
、
近
世
哲
学
の
出
発
点
で
あ
り
科
学
的
な
方
法
の
出
発
点
と
も

な
っ
た
と
い
わ
れ
る
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
か
ら
始
ま
り
、
二
十
世
紀
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
社
会

ま
で
、
形
こ
そ
違
え
、「
身
体
」
が
従
と
し
て
扱
わ
れ
（
疎
外
さ
れ
）
て
き
た
、
そ
の
身
体

的
状
況
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
を
整
理
す
る
。

【
解
答
例
】

●
デ
カ
ル
ト
的
疎
外　

…
有
名
な
「
わ
れ
思
う
故
に
わ
れ
あ
り
」
で
は
、「
思
う
」
と
い
う

精
神
的
な
部
分
に
「
わ
れ
（
私
）」
が
存
在
す
る
根
拠
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、人
間
の

本
質
を
「
意
識
」「
精
神
」
で
あ
る
と
し
て
、「
身
体
」
を
せ
い
ぜ
い
そ
の
容
れ
物
に

す
ぎ
な
い
と
、
従
属
物
と
し
て
置
き
去
り
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
。

●
電
脳
的
疎
外　

…
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
発
展
に
よ
り
、
脳
や
神
経
系
の

み
が
拡
張
し
、
身
体
が
置
き
去
り
に
さ
れ
た
こ
と
。

【
解
説
】

　
「
デ
カ
ル
ト
的
疎
外
」
に
つ
い
て
は
形
式
段
落
の
二
つ
め
、「
電
脳
的
疎
外
」
に
つ
い
て

は
形
式
段
落
の
三
つ
め
の
要
旨
を
ま
と
め
る
。

□
「
二
十
世
紀
を
特
徴
づ
け
た
『
私
（
わ
た
し
）
観
』」（
49
・
下
6
）
と
は
ど
の
よ

う
な
こ
と
か
、
ま
と
め
て
み
よ
う
。

【
ね
ら
い
】

　

第
二
段
の
前
半
の
要
旨
で
あ
る
二
十
世
紀
の
「
私
観
」
を
端
的
に
ま
と
め
る
。

【
解
答
例
】

1
．
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
見
ら
れ
た
「
意
識
」「
精
神
」
中
心
の
考
え
方
か
ら
、二
十
世
紀
後

半
の
臓
器
移
植
に
関
す
る
「
自
己
決
定
権
」
の
思
想
に
至
る
、私
の
私
た
る
所
以
を
「
意

識
」
だ
け
と
考
え
、
身
体
を
疎
外
し
た
「
私
」
の
見
方
。

2
．「
私
」
の
本
体
と
は
私
の
意
識
で
あ
り
、
私
が
ど
う
考
え
て
い
た
か
、
主
体
的
に
ど
う

思
う
か
と
い
う
こ
と
が
私
の
『
私
（
わ
た
し
）
た
る
所
以
』」
で
あ
る
よ
う
な
私
観
。

【
解
説
】

　
「
1
」
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
解
答
例
で
あ
る
。
筆
者
は
、二
十
世
紀
ま
で
の
「
私
」
観

を
、
二
十
一
世
紀
の
そ
れ
と
対
比
す
る
形
で
論
を
展
開
し
て
い
る
。
第
二
段
ま
で
の
「
身

体
の
疎
外
」
と
、
第
三
段
以
降
の
「
身
体
〈
の
〉
疎
外
」
の
逆
転
関
係
を
捉
え
さ
せ
る
た

め
に
も
、
前
半
の
結
語
で
あ
る
、
こ
の
文
を
き
ち
ん
と
捉
え
さ
せ
て
お
き
た
い
。

　
「
2
」
は
「
1
」
を
ま
と
め
た
解
答
で
あ
る
が
、
も
う
す
こ
し
詳
し
く
説
明
さ
せ
た
い
。

問
い
に
「
二
十
世
紀
を
特
徴
づ
け
た
」
と
あ
る
の
で
、
本
論
で
語
ら
れ
る
二
十
世
紀
全
体

の
「
私
観
」
を
ま
と
め
さ
せ
る
。
二
十
世
紀
の
「
私
観
」
は
デ
カ
ル
ト
の
身
体
を
置
き
去

り
に
し
た
「
私
」
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
述
べ
、
臓
器
提
供
の
例
を
通
し
て

論
じ
ら
れ
て
い
る
「
二
十
世
紀
後
半
に
お
い
て
は
、
私
の
身
体
は
、
私
と
い
う
意
識
に
支

配
さ
れ
、
そ
れ
に
従
属
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。」（
49
・
上
15
）
と
い
う
一
文
の
内
容
も
含

め
、
解
答
と
し
て
ま
と
め
る
よ
う
指
導
し
た
い
。

□
「
そ
れ
が
今
度
は
、
我
々
の
生
体
に
つ
い
て
起
こ
る
。」（
51
・
下
11
）
と
あ
る
が
、

ど
う
い
う
こ
と
か
。「
そ
れ
」
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
説
明
し
て
み
よ
う
。

【
ね
ら
い
】

　

本
文
に
お
け
る
筆
者
の
問
題
意
識
の
中
心
を
捉
え
る
。

【
解
答
例
】
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「
そ
れ
」
と
は
ビ
ル
の
駐
車
場
で
、知
ら
な
い
う
ち
に
車
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
が
読
み

取
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
し
、そ
れ
が
私
た
ち
の
身
体
に
関
し
て
も
起
こ
る
と
い
う
こ
と
。

す
な
わ
ち
、
私
た
ち
が
知
ら
な
い
間
に
、
顔
の
形
や
静
脈
の
形
な
ど
私
た
ち
の
身
体
の
特

徴
が
何
も
の
か
に
よ
っ
て
読
み
取
ら
れ
、
私
が
私
で
あ
る
こ
と
が
勝
手
に
認
証
さ
れ
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
。

【
解
説
】

　

ま
ず
「
そ
れ
」
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
の
か
を
考
え
さ

せ
る
。
私
た
ち
の
身
体
的
特
徴
が
認
証
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
意
識
や
意
思

が
関
与
し
な
い
と
こ
ろ
で
一
方
的
に
認
証
さ
れ
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ

と
ま
で
を
含
め
て
理
解
さ
せ
た
い
。

□
「
身
体
〈
の
〉
疎
外
」
と
い
う
表
現
に
は
筆
者
の
ど
の
よ
う
な
考
え
が
示
さ
れ
て

い
る
か
、
ま
と
め
て
み
よ
う
。

【
ね
ら
い
】

　

こ
の
評
論
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

【
解
答
例
】

　
「
身
体
の
疎
外
」
と
い
う
場
合
、
意
識
中
心
で
身
体
〈
を
〉
疎
外
し
て
き
た
か
ら
、
身
体

を
回
復
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
現
代
の
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
の
よ
う
な

場
合
、〈
の
〉
は
主
格
と
し
て
、「
身
体
」〈
が
〉
逆
に
「
意
識
」
を
疎
外
し
て
い
く
と
い
う

意
味
に
な
り
、
現
代
に
対
す
る
筆
者
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

【
解
説
】

　
「
身
体
」〈
を
〉「
疎
外
」
す
る
、
と
い
う
形
か
ら
「
身
体
」〈
が
〉
疎
外
す
る
と
い
う
形

へ
の
転
換
を
両
方
含
め
ら
れ
る
形
で
「
身
体
〈
の
〉
疎
外
」
と
い
う
題
名
を
つ
け
、
現
代

の
時
代
的
な
特
徴
を
表
し
た
筆
者
の
思
い
を
理
解
し
た
い
。

□
筆
者
の
提
示
し
た
「
身
体
〈
の
〉
疎
外
」
を
、
私
た
ち
の
身
の
ま
わ
り
や
社
会
か

ら
見
つ
け
、
発
表
し
て
み
よ
う
。

【
ね
ら
い
】

　

本
文
で
紹
介
さ
れ
た
技
術
な
ど
を
手
が
か
り
に
具
体
例
を
調
べ
る
こ
と
を
と
お
し
て
、

技
術
に
よ
っ
て
「
私
（
自
己
）
と
は
何
か
」
と
い
う
哲
学
的
な
命
題
が
、
身
体
的
な
要
素

に
よ
っ
て
個
人
を
識
別
す
る
技
術
的
な
問
題
に
置
き
換
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
つ

つ
、
単
元
の
話
題
で
あ
る
「
他
者
」
に
つ
い
て
も
認
識
を
深
め
る
。

【
解
答
例
】

○
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
（
生
体
認
証
）

　

バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
と
は
、
指
紋
、
眼
球
の
虹
彩
、
静
脈
、
顔
、
声
紋
な
ど
、

人
間
の
身
体
的
特
徴
な
ど
か
ら
本
人
確
認
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、「
静
脈
認
証
」
で
は
、
手
の
ひ
ら
や
指
先
の
静
脈
パ
タ
ー
ン
か
ら
本
人
確
認
を

行
う
。
静
脈
パ
タ
ー
ン
は
人
に
よ
っ
て
違
い
、
生
涯
変
化
し
な
い
。
身
体
の
内
部
に
あ
る

た
め
、
体
表
に
あ
る
指
紋
な
ど
よ
り
偽
造
が
困
難
で
あ
る
。
銀
行
が
預
金
者
の
本
人
確
認

に
採
用
し
て
い
る
例
が
あ
る
。

　

ま
た
、「
顔
認
証
」
で
は
、
撮
影
し
た
顔
の
画
像
デ
ー
タ
か
ら
、
目
の
中
心
や
唇
の
端
の

位
置
な
ど
を
計
測
し
、
そ
の
特
徴
デ
ー
タ
と
照
合
し
て
本
人
を
特
定
す
る
。
他
の
バ
イ
オ

メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
に
比
べ
て
、
本
人
の
顔
を
撮
影
す
る
だ
け
で
よ
い
の
で
、
効
率
的
で

負
担
も
少
な
い
。
電
子
商
取
引
や
入
退
室
管
理
に
応
用
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　

バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
の
弱
点
と
し
て
、
怪
我
や
病
気
な
ど
に
よ
っ
て
、
指
紋
・

眼
球
な
ど
の
生
体
情
報
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
、
個
体
認
識
が
で
き
な
い
、
と
い
う
問
題

が
あ
る
。
顔
認
証
や
声
紋
も
、
怪
我
や
病
気
、
加
齢
な
ど
に
よ
っ
て
変
化
し
て
し
ま
う
と
、

個
体
認
識
が
難
し
く
な
る
。

○
遺
伝
子
（
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
、
遺
伝
子
診
断
・
遺
伝
子
検
査
）

　

現
在
、
犯
罪
捜
査
や
身
元
確
認
、
血
縁
鑑
定
な
ど
で
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
が
使
わ
れ
て
い
る
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参
考
資
料

　
　  

教
材
研
究
・
授
業
研
究
の
た
め
の
文
献  

　
　

・『
デ
カ
ル
ト
著
作
集　

増
補
版
（
全
四
巻
）』（
一
九
九
三
年
・
白
水
社
）

・『
デ
カ
ル
ト
「
わ
れ
思
う
」
の
は
誰
か
〈
シ
リ
ー
ズ
・
哲
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
〉』
斎
藤
慶

典
（
二
〇
〇
三
年
・
日
本
放
送
出
版
協
会
）

・『
デ
カ
ル
ト
＝
哲
学
の
す
す
め
』
小
泉
義
之
（
一
九
九
六
年
・
講
談
社
現
代
新
書
）

・『
知
覚
の
現
象
学　

1
・
2
』
Ｍ
・
メ
ル
ロ
ー
・
ポ
ン
テ
ィ
、
竹
内
芳
郎
・
小
木
貞
孝
訳

（
一
九
六
七
〜
七
四
年
・
み
す
ず
書
房
）

・『
精
神
と
し
て
の
身
体
』
市
川
浩
（
一
九
九
二
年
・
講
談
社
学
術
文
庫
）

・『
デ
ジ
タ
ル
を
哲
学
す
る　

時
代
の
テ
ン
ポ
に
翻
弄
さ
れ
る
〈
私
〉』
黒
崎
政
男
（
二
〇

〇
二
年
・
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
）

　
　  

読
書
指
導
・
発
展
学
習
の
た
め
の
文
献  

　
　

・『
身
体
に
き
く
哲
学
』
黒
崎
政
男
（
二
〇
〇
五
年
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
）

・『
よ
く
わ
か
る
生
体
認
証
』
日
本
自
動
認
識
シ
ス
テ
ム
協
会
編
（
二
〇
一
九
年
・
オ
ー
ム

社
）

・『「
私
」
は
脳
で
は
な
い
』
マ
ル
ク
ス
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
、
姫
田
多
佳
子
訳
（
二
〇
一
九
年
・

講
談
社
選
書
メ
チ
エ
）

（
一
般
的
に
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
塩
基
配
列
の
繰
り
返
し
回
数
の
型
に
よ
っ
て
個
人
を
識
別
す

る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
個
人
で
こ
の
型
が
異
な
る
わ
け
で
は
な
く
、「
約
四
兆
七
千
億
人

に
一
人
の
割
合
で
一
致
す
る
」
と
さ
れ
る
）。
だ
液
（
口
腔
粘
膜
細
胞
）、
毛
髪
（
毛
根
）、

爪
、
血
液
・
血
痕
な
ど
が
試
料
と
し
て
使
わ
れ
、
歯
ブ
ラ
シ
や
吸
い
殻
、
ガ
ム
な
ど
か
ら

も
Ｄ
Ｎ
Ａ
採
取
が
可
能
で
あ
る
。

　

ま
た
、
近
年
、
遺
伝
子
診
断
・
遺
伝
子
検
査
が
普
及
し
つ
つ
あ
り
、
個
人
の
遺
伝
子
を

調
べ
る
こ
と
で
、特
定
の
病
気
の
発
症
リ
ス
ク
な
ど
を
判
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　

今
後
、
遺
伝
子
診
断
や
遺
伝
子
治
療
が
今
よ
り
一
般
的
に
な
れ
ば
、
幼
少
時
か
ら
「
将

来
肥
満
や
高
血
圧
に
な
り
や
す
い
」
な
ど
と
判
定
さ
れ
る
こ
と
が
普
通
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
遺
伝
子
は
人
間
の
個
性
の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
、
遺
伝
子
で
人

間
同
士
が
グ
ル
ー
プ
分
け
さ
れ
た
り
、
互
い
に
区
別
し
あ
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ

う
。
通
常
、
自
分
の
遺
伝
子
を
目
で
見
た
り
、
他
者
と
の
差
異
を
意
識
し
た
り
す
る
こ
と

は
な
い
が
、
個
人
の
心
や
意
識
を
置
き
去
り
に
す
る
身
体
〈
の
〉
疎
外
の
一
例
と
な
る
可

能
性
が
あ
る
。

【
解
説
】

　

身
体
〈
の
〉
疎
外
と
し
て
わ
か
り
や
す
い
の
は
、
筆
者
も
本
文
中
で
あ
げ
て
い
る
「
バ

イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
認
証
」
の
例
だ
ろ
う
。
発
表
例
で
は
「
遺
伝
子
」
に
つ
い
て
も
取
り

上
げ
て
い
る
。
他
に
も
「
身
体
が
疎
外
す
る
」
と
い
う
筆
者
の
定
義
に
沿
っ
た
例
は
な
い

か
、
探
さ
せ
る
。

　

こ
う
し
た
「
身
体
〈
の
〉
疎
外
」
と
い
う
状
況
に
つ
い
て
、
筆
者
は
否
定
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
二
十
世
紀
後
半
の
人
間
観
で
は
、「
意
識
」「
主
体
的
な
私
」
が
人
間
の
本

質
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
、
そ
う
し
た
人
間
観
が
変

化
し
つ
つ
あ
る
。
人
間
の
「
意
識
」「
精
神
」
が
か
か
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、「
身
体
」
が

私
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
変
化
が
何
を
も
た
ら
す
の
か
、
今
後
ど
の
よ
う
な
影

響
が
生
じ
て
く
る
か
に
つ
い
て
、
考
え
さ
せ
た
い
。
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