
対
話
的
授
業
論
｜
｜
理
論
的
考
察
の
た
め
の
メ
モ
②

五
、
認
識
論
的
対
話
と
存
在
論
的
対
話

対
話
は
二
つ
の
側
面
を
持
つ

対
話
に
は
、
認
識
論
的
な
面
と
存
在
論
的
な
面
が
あ
り
、
こ
の

二
面
性
の
自
覚
と
関
係
づ
け
が
授
業
を
作
っ
て
い
く
場
合
に
重
要

だ
認
識
論
的
と
存
在
論
的
の
二
つ
の
区
別
は
、
も
と
も
と
は
ユl

ジ
ン
・
マ
ツ
ゾ
フ
が
お
こ
な
っ
た
（
注
）
。
し
か
し
マ
ツ
ゾ
フ
は
、

認
識
論
的
対
話
（
的
授
業
）
と
存
在
論
的
対
話
（
的
授
業
）
を
ま

っ
た
く
別
の
種
類
の
対
話
（
的
授
業
）
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
て
私
は
、
こ
の
こ
つ
が
一
つ
の
対
話
的
な
（
あ
る
い
は
独

話
的
な
）
関
係
が
常
に
持
っ
て
い
る
二
つ
の
側
面
だ
と
考
え
た
い
。

こ
の
マ
ツ
ゾ
フ
と
の
意
見
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
今
は
こ
れ
以
上

触
れ
な
い
。

ま
ず
言
葉
の
説
明
を
し
て
お
こ
う
。
対
話
的
関
係
の
認
識
論
的

側
面
と
は
、
三
項
関
係
の
中
で
人
が
世
界
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し

は
、
そ
れ
を
も
っ
と
狭
く
、
世
界
の
中
で
の
人
の
行
為
の
仕
方
、

あ
り
方
を
示
す
言
葉
と
し
て
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
動
物

で
あ
る
人
間
と
は
、
世
界
の
中
で
動
き
、
世
界
に
働
き
か
け
る
存

在
だ
か
ら
だ
。

世
界
の
中
で
動
き
、
世
界
に
働
き
か
け
る
、
と
い
う
と
抽
象
的

な
感
じ
が
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、
人
が
生

き
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
。
対
話
的
（
あ
る
い
は
独
話
的
）
関
係

の
存
在
論
的
な
側
面
と
は
、
人
が
生
き
る
中
で
他
の
人
の
生
き
方

と
交
じ
り
合
い
、
行
為
の
面
で
影
響
し
合
う
、
と
い
う
面
で
あ
る
。

繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
存
在
論
的
と
認
識
論
的
な
側
面
は
、

関
係
の
二
つ
の
側
面
で
あ
っ
て
、
常
に
二
つ
共
に
あ
り
、
切
り
離

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
人
間
（
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
動

物
全
体
が
そ
う
な
の
だ
が
）
に
と
っ
て
、
行
為
す
る
こ
と
（
生
き

る
こ
と
）
と
認
識
す
る
こ
と
（
理
解
す
る
こ
と
）
が
固
く
結
び
つ

い
て
い
る
か
ら
だ
。
ギ
ブ
ソ
ン
と
い
う
心
理
学
者
の
い
っ
た
こ
と

を
や
や
言
い
替
え
て
み
る
と
、

「
人
は
行
為
す
る
た
め
に
認
識
し
、
認
識
す
る
た
め
に
行
為
す
る
」

と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
こ
の
二
つ
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
必

要
な
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
授
業
の
研
究
を
す
る
と
き
、
少
な
く

去っ
ιム，

去
に
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て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
側
面
だ
。
な
お
す
ぐ
に
付
け

加
え
て
お
く
と
、
こ
の
側
面
は
何
も
関
係
が
対
話
的
な
も
の
に
し

か
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
対
話
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
独

話
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
，
す
べ
て
の
三
項
関
係
に
、
こ
の
側
面

は
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
次
で
扱
う
存
在
論
的
な
側
面
も
同
じ

で
あ
る
。

さ
て
、
認
識
論
的
側
面
で
の
対
話
は
、
世
界
の
理
解
の
仕
方
に

つ
い
て
の
対
話
参
加
者
の
対
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
第
三
項
は
，
認

識
の
対
象
と
し
て
の
世
界
だ
。
他
方
存
在
論
的
側
面
と
は
、
三
項

関
係
の
中
で
人
が
世
界
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
働
き
か
け
て
い

る
の
か
、
行
為
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
側
面
だ
。

こ
の
側
面
で
の
対
話
は
、
世
界
に
対
す
る
行
為
に
関
す
る
対
話
で

あ
り
，
必
ず
し
も
言
葉
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
そ
れ

自
体
行
為
に
よ
る
関
わ
り
合
い
と
し
て
も
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
こ

で
第
3

項
は
，
行
為
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
世
界
だ
。

ふ
つ
う
存
在
論
と
い
う
哲
学
用
語
は
、
世
界
の
構
造
，
あ
り
方

に
つ
い
て
考
え
る
哲
学
的
思
考
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
が
こ
こ
で

と
も
私
自
身
の
場
合
、
無
意
識
の
う
ち
な
の
だ
が
、
焦
点
化
し
て

い
た
の
は
認
識
論
的
な
側
面
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
知
識
を
ど
う
理

解
す
る
か
、
ど
う
探
求
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
焦
点
化
し
て
い

た
。
だ
が
教
育
と
は
、
最
終
的
に
は
人
が
ど
う
生
き
る
か
、
人
が

ど
う
他
者
と
関
わ
り
合
う
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
営
み
で

は
な
い
か
。
と
す
る
と
、
存
在
論
的
な
側
面
に
も
っ
と
光
を
当
て

る
べ
き
で
は
な
い
か
。
授
業
の
中
で
も
，
存
在
論
的
な
面
が
主
要

な
役
割
を
持
つ
場
合
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
で
は
な
い
か
。

例
え
ば
道
徳
の
授
業
が
そ
れ
だ
。
ま
た
生
徒
指
導
の
中
に
も
、

人
が
ど
う
生
き
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
問
題
は
重
要
な
も
の
と

し
て
存
在
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
別
の
面
か
ら
い
え
ば
、
斎
藤
教
授

学
的
発
想
で
き
わ
め
て
大
事
な
教
師
の
学
び
論
は
、
さ
ら
に
そ
の

先
に
教
師
の
子
ど
も
の
前
で
の
あ
り
方
論
、
生
き
方
論
へ
と
展
開

す
る
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
も
ま
た
存
在
論
的
な
問
題
だ
ろ
う
。

た
だ
し
誤
解
の
な
い
よ
う
に
い
っ
て
お
く
と
、
存
在
論
的
な
面

と
認
識
論
的
な
面
は
、
常
に
結
び
つ
い
て
存
在
し
て
い
る
。
だ
か

ら
、
道
徳
の
授
業
に
も
認
識
論
的
な
面
は
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
後
で
ち
ょ
っ
と
見
る
つ
も
り
だ
。
逆
に
言
う
と
、
一

見
も
っ
ぱ
ら
認
識
論
的
な
面
（
つ
ま
り
知
の
理
解
、
探
求
）
が
問

題
と
な
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
教
科
の
授
業
に
も
，
存
在
論
的
な

面
は
存
在
し
て
い
る
の
だ
。
た
と
え
ば
理
科
の
授
業
で
，
知
的
な

探
求
を
お
こ
な
っ
て
い
る
子
ど
も
は
，
探
求
者
、
科
学
者
と
し
て
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存
在
し
て
い
る
の
だ
。

牛
山
栄
世
と
い
う
実
践
者

こ
の
二
つ
の
側
面
に
つ
い
て
斎
藤
喜
博
が
明
示
的
に
発
言
し
て

い
る
か
ど
う
か
、
ま
だ
検
討
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
斎
藤
教
授

学
か
ら
離
れ
、
こ
の
二
つ
に
つ
い
て
明
示
的
に
語
っ
て
い
る
実
践

者
を
紹
介
し
よ
う
。
牛
山
栄
世
（
は
る
ひ
で
）
と
い
、
つ
も
う
亡

く
な
ら
れ
た
が
，
信
州
大
学
附
属
松
本
中
学
校
副
校
長
，
信
濃
教

育
会
研
究
所
副
所
長
な
ど
を
務
め
ら
れ
た
長
野
の
実
践
者
で
あ
る

（
著
書
に
，
牛
山
二
O
O

一
が
あ
る
）
。
私
が
今
関
わ
っ
て
い
る
信

州
大
学
附
属
長
野
小
学
校
の
副
校
長
畔
上
一
康
先
生
の
師
で
も
あ

り
、
私
は
彼
を
通
し
て
そ
の
考
え
方
を
学
ん
で
い
る
。
以
下
に
彼

の
書
い
た
詩
を
一
不
す
が
，
そ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
彼
の
考
え
方

は
今
私
た
ち
が
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
問
う
こ
と
」
を
中
心

と
す
る
対
話
的
な
授
業
論
と
き
わ
め
て
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。

学
ぶ
と
い
う
こ
と

牛
山
栄
世

学
ぶ
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は

誰
の
も
の
で
も
な
い
「
私
」
の
間
い
を
生
き
る
こ
と

そ
の
問
い
に
よ
っ
て
、
更
な
る
問
い
に
生
き
る
こ
と

そ
の
よ
う
に
し
て
、
も
の
ご
と
の
奥
行
き
に
ふ
れ
る
こ
と

で
い
、
っ
、

「
見
る
私
が
見
ら
れ
る
こ
と
」

が
、
関
係
の
認
識
論
的
な
側
面
で
あ
り

「
働
き
か
け
る
私
が
働
き
か
け
ら
れ
る
こ
と
」

が
、
関
係
の
存
在
論
的
な
側
面
だ
。
そ
こ
で

「
私
が
変
わ
り
、
あ
な
た
が
変
わ
る
」

と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
の
側
面
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
対
話

的
な
関
係
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

な
お
余
計
な
一
言
を
付
け
加
え
て
お
け
ば
、
こ
の
詩
で
も
三
項

関
係
と
い
う
発
想
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
第
三
項
は
何
か

と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
読
め
ば
、
こ
の
詩
の
理
解
が
よ
り

進
む
は
ず
だ
。

自
分
の
人
の
生
き
方
と
対
話
的
に
関
わ
る
と
は

も
う
一
度
対
話
的
関
係
の
認
識
論
的
側
面
と
存
在
論
的
側
面
と

い
う
問
題
に
戻
り
、
実
際
の
事
例
を
用
い
て
、
こ
の
二
つ
の
側
面

学
ぶ
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
、

誰
の
も
の
で
も
な
い
「
私
」
の
思
い
を
か
け
る
こ
と

そ
し
て
、
思
い
が
け
な
い
こ
と
に
出
会
う
こ
と

そ
の
よ
う
に
し
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と

学
ぶ
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
、

誰
の
も
の
で
も
な
い
「
私
」
が

誰
の
も
の
で
も
な
い
「
あ
な
た
」
に
出
会
う
こ
と

そ
れ
は
、
見
る
私
が
見
ら
れ
る
こ
と

そ
れ
は
、
働
き
か
け
る
私
が
働
き
か
け
ら
れ
る
こ
と

そ
の
よ
う
に
し
て
、
私
が
変
わ
り
、
あ
な
た
が
変
わ
る
こ
と

学
ぶ
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
、

私
の
中
に
い
る
あ
な
た
と
、
あ
な
た
の
中
に
い
る
私
を
感
じ
る

と
そ
の
喜
び
に
浸
る
こ
と

そ
の
よ
う
に
し
て
、
私
も
あ
な
た
も
元
気
に
な
る
こ
と

こ
の
詩
の
第
一
連
が
、
ま
さ
に
最
初
に
述
べ
た
「
探
求
と
し
て

の
問
い
続
け
る
こ
と
」
と
い
う
考
え
方
と
響
き
合
う
こ
と
は
明
ら

か
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
こ
で
は
特
に
第
三
連
に
注
目
し
た
い
。、」
事
」

を
立
制
化
す
る
こ
と
の
意
識
に
つ
い
て
考
え
て
お
こ
う
。

千
葉
茨
城
教
授
学
の
今
年
の
夏
の
合
宿
で
，
『
カ
ー
テ
ン
の
向

こ
う
』
を
教
材
と
す
る
道
徳
の
授
業
が
取
り
上
げ
ら
れ
，
模
擬
授

業
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
『
カ
ー
テ
ン
の
向
こ
う
』
は
ご
存
知
の
方

も
多
い
だ
ろ
う
が
、
あ
る
病
院
の
一
室
の
話
し
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
窓
が
一
つ
し
か
な
く
、
し
か
も
カ
ー
テ
ン
が
掛
か
っ
て
い
て
、

ヤ
コ
ブ
と
い
う
一
番
古
い
患
者
だ
け
が
ど
う
に
か
そ
の
外
を
見
る

こ
と
が
で
き
、
他
の
患
者
た
ち
は
ヤ
コ
ブ
の
報
告
を
楽
し
み
に
し

て
い
る
。
だ
が
他
の
患
者
が
外
を
見
せ
て
く
れ
と
頼
ん
で
も
ヤ
コ

ブ
は
譲
ら
な
い
。
主
人
公
の
「
私
」
は
，
そ
ん
な
ヤ
コ
ブ
が
憎
ら

し
く
な
り
、
死
ね
ば
い
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
や
が
て
ヤ
コ
ブ

は
死
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
古
い
患
者
と
な
っ
た
「
私
」
は
，

窓
の
外
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
こ
に
見
た
も
の
は
・

と
い
う
の
が
粗
筋
で
あ
る
。

模
擬
授
業
で
先
生
役
を
さ
れ
た
先
生
は
，
「
私
」
が
外
を
見
た
が
、

と
い
う
と
こ
ろ
で
物
語
を
一
度
切
り
，
ヤ
コ
ブ
が
な
ぜ
他
の
患
者

に
譲
ろ
う
と
し
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
私
た
ち
に
い

ろ
い
ろ
考
え
さ
せ
た
。
そ
の
中
で
、
私
た
ち
は
ヤ
コ
ブ
の
気
持
ち

ゃ
、
「
私
」
の
気
持
ち
、
カ
ー
テ
ン
の
向
こ
う
側
の
情
景
に
つ
い
て
、

い
ろ
い
ろ
想
像
し
た
。

模
擬
授
業
が
終
わ
っ
た
後
で
、
あ
る
先
生
が
模
擬
授
業
に
対
す

る
感
想
と
し
て
「
推
理
ゲ
l

ム
み
た
い
だ
」
と
い
う
、
お
そ
ら
く
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は
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
込
め
た
発
言
を
さ
れ
た
。
ヤ
コ
ブ
や

文
中
の
「
私
」
の
気
持
ち
ゃ
ら
、
「
カ
ー
テ
ン
の
向
こ
う
」
の
情

景
や
ら
、
そ
れ
を
「
私
」
が
ど
う
見
て
い
る
の
や
ら
に
つ
い
て
考

え
る
こ
と
を
、
そ
し
て
そ
れ
が
読
者
と
し
て
の
私
た
ち
な
ら
ば
ど

う
感
じ
る
の
か
と
か
、
自
分
な
ら
窓
の
と
こ
ろ
に
行
っ
た
と
き
に

ど
う
す
る
だ
ろ
う
か
（
あ
る
い
は
ど
う
す
べ
き
だ
ろ
う
か
）
と
い

う
こ
と
と
無
関
係
に
考
え
る
こ
と
を
，
そ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た

の
だ
ろ
う
。
も
し
そ
う
な
ら
、
こ
の
感
想
は
ま
っ
た
く
そ
の
通
り

だ
ろ
う
。

こ
こ
で
の
言
葉
を
使
え
ば
、
そ
の
と
き
私
た
ち
は
認
識
論
的
な

側
面
の
活
動
を
主
と
し
て
お
こ
な
っ
た
。
道
徳
と
は
最
終
的
に
は

「
自
分
は
ど
う
す
べ
き
か
」
と
い
う
存
在
論
的
な
聞
い
を
問
う
も

の
な
の
に
，
こ
こ
で
は
そ
う
な
っ
て
な
い
。
そ
こ
に
距
離
感
が
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
、
こ
の
先
生
は
こ
う
い
う
い
い
方
で
感
じ
取
ら

れ
た
の
だ
ろ
う
。

だ
が
、
認
識
論
的
側
面
と
存
在
論
的
側
面
は
、
不
可
分
で
常
に

両
方
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
い
く
と
、
こ
の

距
離
感
は
，
子
ど
も
に
む
り
や
り
「
君
な
ら
ど
う
す
る
」
と
い
う

存
在
論
的
聞
い
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ヤ
コ
ブ
や
ら

文
中
の
「
私
」
に
つ
い
て
の
推
測
と
い
う
認
識
論
的
側
面
の
活
動

を
多
様
に
や
っ
て
い
く
こ
と
で
，
自
ず
と
埋
ま
っ
て
い
く
の
だ
と

予
想
さ
れ
る
。
「
ヤ
コ
ブ
」
や
文
中
の
「
私
」
に
つ
い
て
い
ろ
い

そ
れ
と
は
ち
ょ
っ
と
、
だ
が
決
定
的
に
、
迎
う
こ
と
が
分
か
っ
て

き
た
。
詩
や
小
説
を
読
む
と
き
に
，
自
分
の
、
ま
た
回
り
の
人
た

ち
の
生
き
方
、
人
生
と
、
何
ら
か
の
意
味
で
関
わ
り
合
わ
せ
て
読

む
こ
と
は
、
ご
く
当
た
り
前
の
読
み
方
で
は
な
い
か
。
一
方
で
は
、

自
分
の
人
生
の
方
か
ら
，
作
品
の
内
容
を
照
ら
し
出
し
、
深
く
理

解
す
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
逆
の
方
向
で
、
作
品
に
描
か
れ
た
事

柄
か
ら
自
分
の
生
き
方
に
洞
察
を
得
る
、
と
い
う
読
み
方
だ
。
『
春
』

の
場
合
で
い
う
と
、
こ
れ
は
何
ら
か
の
意
味
で
の
決
断
を
描
い
て

い
る
と
解
釈
で
き
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、
苦
悩
の
上
の
退
職
と
い

う
決
断
と
重
な
り
合
い
、
そ
の
行
為
の
意
味
を
照
ら
し
出
し
て
く

れ
る
の
だ
。

こ
こ
で
の
言
葉
を
使
う
と
，
作
品
の
内
容
世
界
に
つ
い
て
イ
メ

ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
と
は
、
認
識
論
的
な
側
面
が
主
と
し
て
関
わ

る
活
動
だ
。
そ
れ
が
、
自
ず
と
自
分
や
人
の
生
き
方
と
い
う
、
存

在
論
的
な
側
面
の
聞
い
と
関
わ
っ
て
く
る
の
だ
。
こ
の
両
者
は
，

実
は
一
つ
の
活
動
の
両
側
面
と
し
て
、
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
し
、

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
お
互
い
の
活
動
を
相
互
に
促
進
し
う
る
の
だ
。

塚
本
先
生
が
や
っ
て
い
る
こ
と
は
そ
れ
な
の
だ
。

存
在
論
的
な
問
い
と
関
わ
ら
せ
る
こ
と
が
い
け
な
い
わ
け
で
は

な
い
の
だ
。
で
は
そ
れ
が
道
徳
的
な
読
み
に
堕
し
て
し
ま
う
の
は

ど
う
い
う
場
合
か
。
そ
れ
は
，
存
在
論
的
な
「
聞
い
」
だ
っ
た
は

ず
の
も
の
が
、
道
徳
の
徳
目
的
な
数
え
上
げ
、
確
認
、
教
え
込
み

ろ
想
像
し
て
い
く
中
で
，
自
ず
と
、
「
自
分
な
ら
ば
こ
う
す
る
の
に
」

と
か
、
「
そ
う
か
自
分
で
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
が
、
そ
う
い
う

や
り
方
も
あ
る
の
か
」
と
、
自
分
と
の
関
わ
り
が
生
ま
れ
て
い
く

だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
現
実
の
授
業
で
は
そ
う
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い

だ
ろ
う
が
，
可
能
性
と
し
て
は
こ
の
教
材
と
い
う
「
物
証
巴
の
理

解
を
多
様
に
推
し
進
め
る
認
識
論
的
側
面
の
活
動
を
盛
ん
に
お
こ

な
う
こ
と
で
、
そ
れ
が
「
自
分
な
ら
ど
う
す
る
の
か
」
と
い
う
存

在
論
的
な
聞
い
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

も
う
一
つ
例
を
出
そ
う
。
塚
本
先
生
に
よ
る
安
西
冬
衛
の
詩

『
春
』
の
授
業
の
た
め
の
教
材
解
釈
だ
。
『
春
』
の
準
備
の
中
で
、

塚
本
先
生
は
「
春
」
と
は
直
接
関
係
な
い
よ
う
な
，
先
生
の
周
辺

の
人
た
ち
の
生
き
方
に
関
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
そ
の
人
た
ち
か
ら

の
メ
l

ル
を
い
っ
ぱ
い
使
わ
れ
て
い
た
。
今
紙
幅
の
関
係
で
，
内

容
は
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
，
一
つ
だ
け
例
を
挙
げ
て
お
く
と
、

何
年
も
苦
労
さ
れ
た
後
に
退
職
を
決
意
さ
れ
た
先
生
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
で
あ
る
（
そ
の
内
容
は
塚
本
先
生
の
「
小
説
的
な
授
業
へ
の
対

話
｜
ひ
と
つ
の
解
」
一
七
六
頁
以
降
に
あ
る
）
。
こ
れ
が
『
春
』

の
読
み
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
。

初
め
私
は
、
か
な
り
面
食
ら
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
道
徳
的
な
読

み
」
、
つ
ま
り
国
語
の
理
解
で
よ
く
な
い
と
（
正
し
く
も
）
さ
れ

て
い
る
、
主
人
公
の
行
動
な
ど
を
道
徳
の
徳
目
で
判
断
し
て
結
論

し
て
し
ま
う
読
み
を
連
想
し
た
の
だ
。
だ
が
、
考
え
て
い
く
う
ち
に
、
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に
な
っ
て
し
ま
う
場
合
だ
。
「
正
脚
」
と
し
て
の
細
目
を
救
え
込
む
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
場
合
だ
。

実
は
こ
の
こ
と
は
、
先
に
挙
げ
た
合
宿
で
の
『
カ
ー
テ
ン
の
向

こ
う
』
を
教
材
と
し
た
模
擬
授
業
後
の
議
論
で
、
我
々
に
と
っ
て

明
確
に
な
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
子
ど
も
の
実
感
（
子
ど
も
の
、
自

分
の
存
在
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
）
と
、
「
カ
ー
テ
ン
の
向
こ
う
」

の
登
場
人
物
た
ち
の
取
り
得
る
い
ろ
い
ろ
な
感
じ
方
を
関
わ
ら
せ

て
い
く
中
で
，
さ
ら
に
多
様
に
読
み
の
理
解
活
動
（
認
識
論
的
な

側
面
）
を
盛
ん
に
し
て
い
く
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
が

先
に
も
書
い
た
よ
う
に
「
自
分
な
ら
こ
う
す
る
の
に
な
ぜ
ヤ
コ
ブ

は
？
」
と
か
「
自
分
で
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
感
じ
方
が
あ
る
よ

う
だ
が
，
本
当
に
そ
れ
が
い
い
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、

自
分
の
あ
り
方
と
実
感
的
に
関
わ
ら
せ
な
が
ら
聞
い
を
生
み
出
し

て
い
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
あ
り
方
を
確
認
し
た
り
、
変
え

た
り
す
る
（
存
在
論
的
な
側
面
）
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
。
最
終

的
に
，
そ
れ
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
「
期
待
さ
れ
る
徳
目
」
（
つ

ま
り
、
「
正
解
」
）
に
た
ど
り
つ
く
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
。
そ
の

よ
う
な
聞
い
を
経
験
す
る
こ
と
な
し
に
子
ど
も
た
ち
が
そ
こ
に
た

ど
り
つ
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
に
言
葉
を
覚
え
る
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
道
徳
で
あ
ろ
う
が
国
語
で
あ
ろ
う
が
、
子
ど

も
た
ち
が
自
分
の
存
在
の
あ
り
方
に
根
付
い
た
実
感
に
基
づ
く
間
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い
を
教
材
の
理
解
に
あ
た
っ
て
出
し
て
い
く
経
験
が
重
要
な
の
だ
。

そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
授
業
は
対
話
で
は
な
く
な
り
、
正
解
を
記
憶

す
る
た
め
の
、
独
話
的
授
業
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
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小
説
的
な
授
業
へ
の
対
話

1王

現
在
マ
ツ
ゾ
フ
と
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
対
話
的
な
論
文

を
準
備
中
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
は
二
O

一
二
年
七
月
二
九
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
千

葉
茨
城
教
授
学
の
会
夏
の
合
宿
で
の
発
表
に
手
を
加
え
た
も
の
で

あ
る
。

（
早
稲
田
大
学
）


