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対
話
主
義
授
業
論
と
し
て

｜
｜
｜

『
教
育
学
の
す
す
め
』
を
も
う

一
の
斎
藤
教
授
学
①

度
読
み
直
す

す
で
に
『
事
実
と
創
造
』
誌
上
に
何
回
か
書
い
て
い
る
よ
う
に

（
宮崎
、
N
O
H
M
h
o
－ω
）、
私
は

今
千
葉
茨
城
教
授
学
の
会
の
実
践

者
達
と
と
も
に

、

私
が
「
対
話
主
義
授
業
論
」
と
呼
ん
で
い
る
授

業
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
創
り
出
そ
う
と
し
て
い
る。

千
葉
茨
城

の
会
の
実
践
者
逮
に
し
て
も
私
に
し
て
も
、
斎
藤
喜
博
の
考
え
に

学
ん
で
き
た
者
達
で
あ
り
、
私
が
「
対
話
主
義
教
授
論
」
と
呼
ぶ

も
の
の
源
流
は
斎
藤
喜
博
の
中
に
あ
る
は
ず
だ
。

そ
の
よ
う
に
考

え
、
以
前

に
も
本
誌
上
で
斎
藤
が
『
教
育
学
の
す
す
め
』
で
述
べ

た
「
対
応
」
「
わ
か
ら
な
い
未
知
」
に
つ
い
て
対
話
主
義
授
業
論

と
関
係
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
（
宮
崎

、

N
O
E）。
こ
こ

で
は
私
の
考
え
の
進
展
を
踏
ま
え
、
も
う
一
度
斎
藤
の
「
対
応
」
「
わ

か
ら
な
い
未
知
」
に
つ
い
て
考
え
、
斎
藤
の
考
え
が
私
の
い
う
対

話
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
き
た
い。

一
、
対
話
主
義
授
業
論
と
は

最
初
に
私
の
考
え
る
「
対
話
主
義
授
業
論
」
に
つ
い
て
ご
く
簡

単
に
説
明
し
よ
う
。

実
は
以
前
の
文
章
で
は
、
私
は
「
対
話
的
授

探
求
し
て
い
る
の
は
形
、
技
法
で
は
な
く
、
人
間
の
在
り
方
に
つ

い
て
の
思
想
な
の
だ
。

対
話
主
義
の
中
身
に
つ
い
て
は
研
究
者
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な

考
え
方
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
対
話
主
義
の
授
業
観
に
つ
い
て
、
私

の
言
葉
で
ご
く
簡
単
に
い
っ
て
み
よ
う
。

そ
れ
は
こ
ん
な
ふ
う
に

な
る
。

世
界
に
つ
い
て
の

、
ま
た
世
界
へ
の
自
分
の
向
か
い
方
に
つ
い

て
の
人
間
の
学
び
は
、
他
の
人
か
ら
の
新
し
い
聞
い
を
受
け
て
、

そ
れ
に
刺
激
さ
れ
て
考
え
、
そ
の
中
で
さ
ら
に
自
分
な
り
の
新
し

い
問
い
を
発
見
し
て
い
く
と
い
う
過
程
だ
。

授
業
の
中
で
教
師

は
、
そ
の
過
程
を
よ
り
意
図
的
、
積
極
的
に
創
り
出
す
こ
と
が
で

き
る
。

教
師
が
、
教
材
に
つ
い
て
自
分
に
と
っ
て
の
新
し
い
問
い

（E
W
D
0
4
5
ρ
c
g
t
g教
師
に
と
っ
て
未
知
の
問
い
）
を
、
教

材
の
中
に
、
ま
た
学
習
者
の
教
材
に
つ
い
て
の
考
え
の
中
に
発
見

し
、
そ
れ
を
学
習
者
に
投
げ
か
け
る
。
学
習
者
は
、
教
材
に
つ
い

て
自
分
な
り
の
問
い
を
持
っ
て
い
た
け
れ
ど

、
教
師
の
投
げ
か
け

る
新
た
な
問
い
を
刺
激
と
し
て
新
た
ら
し
く
考
え
て
い
き
、
そ
の

中
で
ま
た
自
分
な
り
の
新
し
い
問
い
を
発
見
し
て
い
く
。
学
び
が

進
展
す
る
と
い
う
の
は
そ
の
こ
と
だ
。

さ
ら
に
教
師
の
ほ
う
も
ま

た
、
学
習
者
の
そ
の

よ
う
な
進
展
と
と
も
に
、
教
材
に
つ
い
て
の

自
ら

の
新
し
い
問
い
を
発
展
さ
せ
て
い
く
。

こ
こ
で
は
「
問
い
」
と
い
う
言
葉
が
キ
ー

ワ
ー
ド

だ
。

こ
れ
は

宮
崎
清
孝

業
論
」
と
書
い
て
い
て
、
今
と
ち
ょ
っ
と
違
う。
し
た
が
っ
て
ま

ず
は
「
対
話
主
義
」
と
い
う
、
お
そ
ら
く
は
多
く
の
方
に
と

っ
て

耳
慣
れ
な
い
こ
の
言
葉
の
説
明
か
ら
し
た
方
が
い
い
だ
ろ
う

。

対
話
主
義

（
仏E
o
m－m
B
ダ
イ
ア
ロ
ジ
ズ
ム

）
と
は
「
対
話
」

と
い
う
言
葉
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
、
欧
米
の
研
究
者
に
よ
っ
て

よ
く
使
わ
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
ホ
ル
ク
ウ
ィ
ス
ト
、
早
宮
）

。

「
対

話
」
と
い
う
言
葉
を
使
え
ば
い
い
よ
う
な
も
の
だ
が
、
わ
ざ
わ
ざ

新
し
い
言
葉
を
使
う
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
。

「
対
話
」
と
い
う
と
常
識
的
に
は
「
会
話
」
の
こ
と
だ
。
広
辞

苑
に
は
「
向
か
い
合
っ
て
話
す
こ
と
」
が
第
一
義
と
し
て
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。

教
育
の
世
界
で
は
「
討
論
」
「
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

ョ
ン

」
「
デ

イ
ベ
l
卜

」
と
い
っ
た
技
法
の
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
だ
が
私
た

ち
の
い
い
た
い
の
は

、

そ
う
い
う
授
業
の
形
や
技
法
の
こ
と

で
は

な
い
。

た
と
え
そ
う
い
う
会
話
の
形
を
取
ら
な
い
場
合
で
も
、
つ

ま
り
も
っ
と
一
般
的
に
い
っ
て
、
人
間
と
い
う
も
の
は
他
の
人
間

や
文
化
と
関
わ
り

、

や
り
と
り
を
す
る
中
で
自
分
を
発
展
さ
せ
て

い
る
存
在
だ
、
と
い
う
の
が
私
た
ち
の
考
え
で
あ
る
。私
た
ち
が

「
発
問
」
と
は
違
う
。
「
発
問
」
は
教
師
の側の
も
の
だ
が
、
「
聞い
」

は
子
ど
も
も
持
っ
て
い
る
。

ま
た
教
師
の
側
に
し
て
も
「
発
問
」

と
い
う
形
を
取
ら
ず
現
れ
る
問
い
も
あ
る
。

こ
こ
で

「問
い
」
と

い
い
「
新
た
な
聞
い
が
出
て
く
る
」
と
い
っ
て
、
「
理
解
」
と
か
「
理

解
が
進
展
し
た
」
と
い
う
言
い
方
を
し
な
い
の
は
、
教
師
と
学
習

者
達
に
よ
る
「
探
求
」
が
授
業
に
と
っ
て
重
要
だ
と
考
え
る
か
ら
だ
。

「
問
う
」
と
は
「
探
求
」
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ。
「
理

解
が
進
展
し
た
」
と
い
う
と
、
探
求
は
そ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う

。

だ
が
人
は
理
解
し
よ
う
と
問
い
を
発
す
る
中
で
、
常
に
新

し

い
問

い
に
ぶ
つ
か
る
。

あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
と
感
じ
た
と
き
、
そ
こ

に
は
常
に
新
し
い
問
い
が
生
ま
れ
る
。

理
解
し
た
、
と
は
、
新
し

い
聞
い
を
発
見
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

ま
た
対
話
主
義
授
業
観
は
、
授
業
に
つ
い
て
の
見
方
に
と
ど
ま

る
も
の
で
は
な
い
。

人
が
認
識
を
深
め
て
い
く
と
は
、
聞
い
を
他

の
人
た
ち
と
交
わ
し
な
が
ら
新
し
く
生
み
出
し
続
け
て
い
く
こ
と

な
の
だ
、
と
い
う
認
識
論
で
も
あ
る
。

さ
ら
に
人
と
い
う
も
の
は

そ
の
よ
う
に
し
て
生
き
て
い
く
、
と
い
う
人
間
に
つ
い

て
の
存
在

論
で
も
あ
る
。

教
師
に

つ
い
て
、
学
習
者
と
と
も
に
学
び

、

学
習

者
の
中
に
新
し
い
問
い
を
発
見
し
な
が
ら
、
自
分
の
中
に
新
し
い

問
い
を
発
見
で
き
る
存
在
で
あ
る
、
と

考
え
る
教
師
の
在
り
方
論

で
も
あ
る
。

」
の
よ
う
な
授
業
観
か
ら
す
る
と

い
わ
ゆ
る
「
対
話
」
と
い
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わ
れ
る
形
態
の
有
無
は
、
そ
れ
が
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
ろ
う

が
デ
イ
ベ
1

ト
で
あ
ろ
う
が
重
要
で
は
な
い
。

い
わ
ゆ
る

一
問
一

答
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
一
方
的
な
講
義
で
あ
っ
て
も
、
授
業

が
対
話
主
義
的
に
な
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。

違
う
言
い
方
を
す
る

と
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
が
、
「
問
題
解
決
」
型
授
業

で
あ
ろ
う
が
、
「
発
見
学
習
」
型
授
業
で
あ
ろ
う
が
、
授
業
の
形

態
や
技
法
の
問
題
は
二
次
的
な
も
の
だ

。
ど
の
技
法
が
よ
り
「
対

話
主
義
的
だ
」
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

教
材
に
応
じ
、
学
習
者
の

状
態
に
応
じ
て
選
ば
れ
れ
ば
い
い
。

更
に
い
え
ば
、
教
材
に
つ
い

て
の
解
釈
も
、
発
問
も
、
こ
れ
が
絶
対
正
解
だ
、
と
い
う
の
は
な

い
。

そ
の
と
き
ど
き
の
学
習
者
達
に
よ
っ
て
、
教
師
の
側
の
解
釈

も
、
発
問
も
、
変
わ
っ
て
い
く
も
の
だ
と
考
え
る

。

教
師
の
側
に
つ
い
て
い
え
ば
、
様
々
な
授
業
技
法
に
つ
い
て
知

っ
た
り
、
教
材
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
く
こ
と
は
む
ろ
ん
大
事
だ
。

だ
が
も
っ
と
大
事
な
の
は
教
材
に
つ
い
て
の
自
分
の
問
い
を
持
っ

て
学
習
者
と
関
わ
る
中
で
学
習
者
の
中
に
新
し
い
問
い
を
発
見
し
、

さ
ら
に
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
問
い
を
か
え
て
い
け
る
よ
う
な
存

在
、
つ
ま
り
対
話
主
義
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
だ
。

そ
う
い
う
在

り
方
の
教
師
は
、
そ
の
と
き
ど
き
の
学
習
者
に
応
じ
、
教
材
に
応

じ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
技
法
を
創
り
出
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
は

ず
だ
。

体
験
学
習
、
調
査
学
習
等
が
含
ま
れ
る
が
、
教
室
内
で
の
グ
ル

ー
プ
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、
デ
ィ
ベl
卜
、
グ
ル
ー
プ
・
ワ
ー

ク
等
も
有
効
な
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
l

ニ
ン
グ
の
方
法
」
だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
提
言
を
聴
い
て
、
こ
れ
ま
で
自
分
自
身
の
実
践
を

作
り
上
げ
て
き
た
ま
と
も
な
実
践
者
で
あ
れ
ば
、
ま
た
そ
う
い
う

実
践
と
関
わ
っ
て
き
た

研
究
者
で
あ
れ
ば
、
「
「
学
修
者
の
能
動
的

な
学
修
へ
の
参
加
』
の
た
め
の
授
業
を
私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
実
際

に
作
り
上
げ
て
き
た
」
「
日
本
に
は
斎
藤
教
授
学
の
よ
う
に
、
学

習
者
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
1

ニ
ン
グ
を
可
能
に
す
る
優
れ
た
教
育

実
践
の
伝
統
が
あ
る
。
な
ぜ
そ
れ
か
ら
出
発
し
な
い
の
か」
と
い

い
た
く
な
る

と
こ
ろ
だ
。

本
誌
前
月
号
で
畏
友
佐
久
間
勝
彦
が
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ1
ニ
ン

グ
l

先
達
の
優
れ
た
実
践
の
な
か
に
ヒ
ン
ト
が
あ
る
』
と
い
う
タ

イ
ト
ル
で
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ

l

ニ
ン
グ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

そ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
は
ま
さ
に
こ
う
い
う
声
で
あ
る
。

こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
た
く
な
る
気
持
ち
は
よ
く
わ
か
る
。
だ

が
、
誤
り
で
は
な
い
に
し
て
も
不十
分
な
考
え
だ
と
も
思
う
。

と

い
う
の
も
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ

l

ニ
ン
グ
と
は
「
（
あ
る
種
の
）

教
授
・
学
習
法
の
総
称
」
で
あ
り
、
学
習
者
に
あ
る
「
学
習
の
技

法
」
を
獲
得
さ
せ
る
た
め
の
教
師
に
と
っ
て
の
「
技
法
」
に
過
ぎ

ず
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
「
技
法
主
義
」
以
上
の
何
物
で
も
な
い

か
ら
だ
。
し
か
し
斎
藤
教
授
学
や
そ
の
他
日
本
の
実
践
の
な
か
で

二
、
斎
藤
教
授
学
と
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
｜
二
ン
グ

私
は
斎
藤
喜
博
の
考
え
方
が
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
対
話
主
義

的
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
る

。

そ
れ
を
検
証
す
る
作
業
は
、
欧
米

で
の
対
話
主
義
の
理
論
を
単
に
応
用
し
て
み
る
と
い
う
だ
け
の
も

の
で
は
な
い
。

そ
れ
を
通
し
て
、
む
し
ろ
彼
ら
に
対
し
い
ろ
い
ろ

な
論
点
を
提
供
す
る
こ
と
で
理
論
と
し
て
積
極
的
に
貢
献
で
き

る
と
考
え
、
ま
た
非
力
な
が
ら
そ
れ
に
努
め
て
い
る
（
富
山
吉
田O〈

伶
冨
q
自
由

F
N
O
E
な
ど
）。

た
だ
、
そ
う
い
う
私
に
と
っ
て
は

重
要
度
の
高
い
意
義
と
は

別
に
、
対
話
主
義
と
し
て
斎
藤
教
授
学

を
検
討
す
る
こ
と
に
は
、
非
常
に
現
在
的
な
意
義
も
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

と
い
う
の
も
、
現
在
の
（
い
や
過
去
も
ず
っ
と
そ
う
だ

つ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
）
授
業
に
つ
い
て
の
議
論
が
、
具
体
的

な
も
の
に
な
ろ
う
と
す
る
と
、
は
な
は
だ
「
技
法
主
義
」
的
な
も

の
に
な
っ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
か
ら
だ
。

こ
こ
で
私
が
「
技
法

主
義
」
と
呼
ぶ
の
は
、
授
業
論
の
開
発
を
様
々
な
授
業
技
法
の
開

発
・
検
証
へ
と
還
元
し
て
し
ま
う
傾
向
の
こ
と
だ
。
そ
の
典
型
が
、

昨
今
文
部
科
学
省
の
音
頭
取
り
の
も
と
騒
が
れ
て
い
る
ア
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
l

ニ
ン
グ
で
あ
る
。

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
l

ニ
ン
グ
と
は
文
部
科
学
省
に
よ
る
と
「
教

員
に
よ
る
一
方
向
的
な
講
義
形
式
の
教
育
と
は
異
な
り
、
学
修
者

の
能
動
的
な
学
修
へ
の
参
加
を
取
り
入
れ
た
教
授
・
学
習
法
の
総

称
」
（
文
部
科
学
省N
C
U
）
で
あ
り
、
「
発
見
学
習
、
問
題
解
決
学
習
、
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開
発
さ
れ
て
き
た
教
師
の
実
践
知
は
、
単
な
る
技
法
に
つ
い
て
の

知
で
は
な
い
。
そ
の
奥
が
あ
る
。
そ
れ
は
対
話
主
義
の
授
業
論
と

し
て
、
個
々
の
技
法
を
創
り
出
せ
る
よ
う
な
学
習
者
の
、
そ
し
て

何
よ
り
も
教
師
の
在
り
方
を
探
る
思
想
な
の
だ。
斎
藤
教
授
学
は

対
話
主
義
の
授
業
論
だ
と
い
う
と
き
、
私
は
斎
藤
教
授
学
の
中
に

そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
単
に
「
ア
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
l

ニ
ン
グ
？
そ
れ
は
前
か
ら
日
本
に
あ
っ
た
よ
」
と
い

う
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
の
だ
。

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ

l

ニ
ン
グ
論

を
超
え
る
理
論
の
可
能
性
が
斎
藤
教
授
学
の
中
に
は
あ
る
。
そ
れ

に
気
が
つ
き
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
今
必
要
だ。

三
、
斎
藤
喜
博
の
「
対
応
」
概
念

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
。

斎
藤
教
授
学
が
対
話
主
義
的
だ
と
ど

こ
か
ら
考
え
る
の
か
、
述
べ
て
い
こ
う
。
前
に
も
書
い
た
こ
と
だ

が
（
宮
崎
、
N
O
E）
、
『
教
育
学
の
す
す
め
』
の
『
E

授
業
が
成

立
す
る
た
め
の
基
本
的
な
条
件
』
の
中
の
『
三
相
手
と
対
応
で

き
る
力
」
に
出
て
く
る
「
対
応
」
と
い
う
言
葉
が
、
私
た
ち
の
い

う
意
味
で
の
「
対
話
」
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
の
検
討
が
重
要
だ

と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。

も
っ
と
も
い
っ
て
お
く

と

、
斎
藤
の
著
書
の
中
に
「
対
話
」
と

い
う
一
言
葉
が
そ
の
ま
ま
出
て
く
る
と
こ
ろ
は
私
が
知
っ
て
い
る
限

り
で
も
あ
る
。
『
授
業
の
可
能
性
」
（
斎
藤
、
5
呂

）
の
『
五
、
授
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業
で
の
教
師
の
手
入
れ
』
、
そ
の
「
口
子
ど
も
の
事
実
か
ら
考
え
る
』

の
中
に
、
「
授
業
で
の
教
師
と
子
ど
も
の
対
話
」
と
い
う
項
が
あ
る。

そ
こ
で
彼
は
た
と
え
ば
、

授
業
は
こ
の
よ
う
な
対
話
の
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
員
を

集
中
さ
せ
、
全
員
を
生
か
し
て
力
動
的
に
展
開
し
て
い
く
も
の

と
な
る

。

そ
れ
は
授
業
が
、
い
つ
で
も
具
体
を
中
心
に
し
、
教

師
と
子
ど
も
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
具
体
的
な
対
話
を
し
て
い

る
か
ら
（
後
略
）。

（
斎
藤
、
一
九
七
六
、
一
八
四
ペ
ー
ジ
）

と
述
べ
て
い
る
。

後
で
見
る
よ
う
に
、
こ
の
記
述
は
確
か
に
私

の
い
う
対
話
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
の
だ
が
、

し
か
し
こ
の
箇
所
だ
け
で
は
短
く
、
そ
の
意
味
は
十
分
に
明
ら
か

に
な
ら
な
い
。

や
は
り
、
「
対
応
」
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
が

必
要
だ
。

で
、
「
対
応
」
と
い
う
言
葉
だ
が
、
こ
れ
は
斎
藤
教
授
学
の
授

業
実
践
に
親
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
よ
く
聞
く
言
葉
の
一
つ
だ
ろ
う

。

た
と
え
ば
合
唱
と
か
表
現
の
実
践
で
、
パ
ー
ト
A
と
パ
l

ト

B

が

対
応
す
る
よ
う
に
創

っ
て
い
く
、
と
い
っ
た
言
い
方
が
よ
く
な
さ

れ
る
。

そ
し
て
そ
の
場
合
、
そ
の
意
味
は
何
と
な
く

「合
わ
せ
る
」

と
い
う
よ
う
な
こ
と
の
よ
う

に
思
っ
て
し
ま
う
。

ち
な
み
に
広
辞

苑
に
よ
る
と
、
対
応
と
は
「
相
手
や
状
況
に
応
じ
て
こ
と
を
す
る
」

対
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
な
ら
ず
新
し
い
も
の
を
生
み

出
し
て
い
る
の
で
あ
る

。

だ
か
ら
対
応
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

対
決
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る。
相
互
に
ひ
び

き
合
い
対
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
の
力
を
引
き
出
し
、

相
互
の
聞
に
異
質
な
新
し
い
も
の
を
つ
く
り
出
す
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

（三
六
八
ペ
ー
ジ
）

異
な
る
も
の
が
ぶ
つ
か
り
合
い
、
影
響
し
合
っ
て
、
お
互
い
の

中
に
新
し
い
も
の
が
生
ま
れ
て
い
く
、
と
い
う
こ
の
「
対
応
」
像
は
、

「
聞
い
」
と
い
う
概
念
こ
そ
使
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
始
め
に
述

べ
た
私
の
「
対
話
」
に
非
常
に
近
い。
こ
の
二
つ
の
引
用
は
『
対

応
と
い
う
こ
と
』
と
い
う
小
見
出
し
か
ら
の
も
の
だ
が
、
そ
の
次

の
小
見
出
し
の
「
授
業
で
の
対
応
』
で
、
斎
藤
は
そ
れ
を
さ
ら
に

次
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
る
。

教
師
と
子
ど
も
、
教
師
と
教
材
、
子
ど
も
と
子
ど
も
、
子
ど

も
と
教
材
と
の
関
係
の
な
か
で
、
相
互
に
対
応
し
、
相
互
に
ひ

び
き
合
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
授
業
の
な
か
に
盛
り
上
が
り
が

で
き
、
そ
れ
が
爆
発
し
て
別
の
新
し
い
も
の
が
生
ま
れ
る
よ
う

な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
師
と
子
ど
も
、
子
ど
も
と

子
ど
も
の
聞
に
思
考
が
ひ
び
き
合
い
、
別
の
思
考
が
生
ま
れ
、

そ
れ
が
ま
た
教
師
や

一
人
一
人
の
子
ど
も
に
も
ど
っ
て
い
き
、

と
い
う
意
味
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
し
て

た
と
え
ば
斎
藤
の
次
の
よ
う
な
表
現
は
、
そ
の
よ
う

な
こ
と
を
い

っ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る

。
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生
き
動
い
て
い
る
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
や
、
学
級
全
体
や

学
校
全
体
の
子
ど
も
と
、
そ
の
と
き
ど
き

に
豊
か
に
対
応
し
交

流
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

教
師
に
そ
う

い
う
力
が
な
い
と
、
授
業
と
か
教
育
と
か
は
で
き
な
い
も
の
で

あ
る
。

（
三
六
七
ペー
ジ

）

こ
こ
で
は
さ
ら
に
「
力
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
、
「
技
法
主
義
」

的
な
感
じ
も
す
る
。

つ
ま
り
、
相
手

（
学
習
者
）
の
状
態
に
応
じ

て
何
か
を
す
る
技
術
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
も
読
め
る
。

し
か

し
斎
藤
に
と
っ
て
の
「
対
応
」
と
は
実
は
そ
れ
と
ま
っ
た
く
違
う
。

「
合
わ
せ
る
」「
応
じ
る
」
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
は
「
対
立
」
す
る
こ

と
で
あ
り
、
さ
ら
に
対
立
を
通
し
て
新
し
い
こ
と
を
創
造
し
て
い

く
こ
と
で
あ
る

。

た
と
え
ば
斎
藤
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

対
応
と
い
う
こ
と
は
、
新
し
い
も
の
を
創
造
し
発
見
し
て
い

く
た
め
に
あ
る
も
の
で
あ
る

。

（
中略
）
発
見
や
創
造
の
な
い

も
の
は
対
応
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
（
一
二
六七
ペ
ー
ジ
）

教
師
や
一
人
一
人
の
子
ど
も
を
よ
り
大
き
く
豊
か
に
し
て
い
く

よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
三
六
八1
三
六
九
ペ

ー
ジ
）

授
業
で
の
対
応
に
よ
り
、
教
師
と
子
ど
も
、子
ど
も
と
子
ど
も

の
間
で
の
思
考
の
響
き
合
い
が
あ
り
、
新
し
い
思
考
が
生
ま
れ

、

そ
の
結
果
と
し
て
子
ど
も
だ
け
で
は
な
く
、
教
師
も
ま
た
豊
か
に

な
っ
て
い
く
、
と
い
う

。

そ
し
て
何
よ
り
も
、
対
応
は
教
師
と
子

ど
も
、
子
ど
も
と
子
ど
も
の
問
だ
け
で
は
な
く
、
教
師
と
教
材
、

子
ど
も
と
教
材
の
聞
に
も
あ
る
と
い
う
。

対
応
が
教
師
と
子
ど
も
、

子
ど
も
と
子
ど
も
、
教
師
と
教
材
、
子
ど
も
と
教
材
の
間
に
あ
る

と
い
う
こ
の
記
述
は
、
斎
藤
の
授
業
に
つ
い
て
の
重
要
な
特
徴
づ

け
、

「
授
業
は
緊
張
関
係
の
な
か
で
成
立
す
る
」
と
い
う
記
述
を

思
い
起
こ
さ
せ
る
。

節
を
改
め
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。

四
、
授
業
は
緊
張
関
係
の
な
か
で
成
立
す
る

こ
の
記
述
は
『
教
育
学
の
す
す
め
』
のE
の
最
初
に
あ
る
。

授
業
は
、
教
材
の
持
っ
て
い
る
本
質
と
か
矛
盾
と
か
と
、
教
師

の
ね
が
っ
て
い
る
も
の
と
、
子
ど
も
た
ち
の
思
考
・
感
じ
方
・
考

え
方
と
の
三

つ
の
緊
張
関
係
の
な
か
で
成
立
す
る。

（一
一二
八
ペ

ー
ジ
）
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こ
の
「
緊
張
関
係
」
が
、
彼
の
い
う
「
対
応
が
あ
る
」
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
そ
う
い
う
緊
張
関
係
は
、

教
材
自
体
が
独
立
し
た
い
の
ち
を
持
ち
、
方
向
性
を
持
っ
て
い

る
か
ら
で
き
る
の
で
あ
り
、
教
師
が
、

一
人
の
人
間
と
し
て
の
、

ま
た
教
師
と
し
て
の
、
教
材
に
対
す
る
解
釈
を
持
ち
、
そ
れ
を
子

ど
も
に
獲
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
強
い
ね
が
い
を
持
っ
て
い
る
か
ら

で
き
る
の
で
あ
り
、
子
ど
も
も
ま
た
、
教
材
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
自
分
の
考
え
方
と
か
感
じ
方
と
か
解
釈
と
か
を
持
っ
て
い
る

か
ら
で
き
る
の
で
あ
る

。

（
一
一
二
八
ペ
ー

ジ
）

こ
の

一
文
に
つ
い
て
私
な
り
に
読
み
込
ん
で
み
よ
う
。

ま
ず
、

「
教
材
自
体
が
独
立
し
た
い
の
ち
、
方
向
性
を
持
つ
」
と
は
ど
う

い
う
こ
と
だ
ろ
う
か

。

こ
れ
は
教
材
が
そ
れ
自
体
の
本
質
を
持
ち
、

人
が
そ
の
方
向
へ
と
ど
ん
ど
ん
解
釈
を
深
め
て
い
け
る
、
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。

教
材
自
体
が
知
的
に
面
白
く
、
惹
き
付
け
る
、
と

言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

一
見
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ

う
で
も
な
い
。

先
に
「
技
法
主
義
」
に

つ
い
て
述
べ
た
。

こ
の
一

つ
の
表
れ
は
、
教
材
の
違
い
を
考
慮
に
入
れ
ず
、
ど
ん
な
教
材
で

も
有
効
な
技
法
が
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
を
開
発
し
よ
う
と
す
る
発

つ
だ
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
こ
に
「
子
ど
も
も
ま
た
ク
ひ
と

り
の

人
間
と
し
て
し
と
「
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
」
い
う

言
葉
を
足

し
て
考
え
て
み
た
い
。

子
ど
も
の
持
つ
教
材
に
つ
い
て
の
考
え
は

教
師
の
そ
れ
よ
り
も
不
十
分
だ
ろ
う
。

誤
っ
て
い
る
こ
と
も
多
々

あ
る
だ
ろ
う

。

し
か
し

彼
ら
も

、

自
分
固
有
の
、
子
ど
も
の
、
と

い
う
言
い
方
で
く
く

れ
な
い

、

一
人
ひ
と
り

独
自
の
教
材
理
解
を

持
っ
て
い
る
。

そ
の
立
時
で
は

、

教
材
の
前
で
教
師
と
対
等
の
立

場
に
立
つ
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は

救
山
ム
ハ
の
小

の
緊
張
関
係
、
さ
ら
に

い
え
ば
対
応
に
つ
い
て
、
斎
藤
が
r
r
t

も
、

教
師
、
教
材
と
い
う

三
つ
か
ら
な
る
と
考
え
て
い
る
点
だ
れ
山肌
け
泊H
刈J
bと
か
対
話
と
い

う
と

、
た
と

え
ば
子
ど
も
と
教
師
と
い
う

J

う
に
－
－
者関
係
で
考

え
て
し
ま

い
が
ち
な
の
だ
が
そ
う
で
は
令
い

H

，
、
t

て
私
も
対
話

、
．
卜

品
に
つ
い
て
一
で
述
べ
た
と
き
、
「
人」
。

川
作

l
ー

他
省
」、
さ

ら
に
ほ
誌
の
場
合
と
し
て
「
学
習
者
」
「教
材
i
l秋
川
ー
と

、

三

者
関
係
で
と

え
て

い
る
。

私
が
そ
う
h
uの
は
、
斎
藤
か
ら
学
ん
だ
結
以
必
の

L

中1

然
で

は
あ
る

。
だ
が
必
の
み
な

ら
ず
対
話
主
義
に
附
サ
ゐ

川
允
の
小

で
、
対
話
を

こ
の
よ
う
な
三

者
の
関
係
と
し
て
則
、x
ゐ
J
F

か
%

は
お
こ
な
わ

れ
て
い
ゐ
り
そ
の
よ
う
な
文
献
で
は
そ
れ
ρ
：
・

山
山

係
（E
包
）と
呼
ん
で
い
ゐ
の
で
、
以
下
そ
の

言
葉
や

山
う
が
、
－
」

の
三
項
関
係
を
州
、
バ
く

い
る
と
い
う
基
本
的
な
と

こ

ん
寸

、

み
州
雌

想
で
あ
る
。

こ
れ
は
現
在
、
特
に
教
育
心
理
畑
等
で
は
非
常
に
一

般
的
な
発
想
で
、
教
材
の
中
身
に
つ
い
て
は
教
科
教
育
に
任
せ
れ

ば
よ
く
、
技
法
開
発
に
当
た
っ
て
は
考
え
る

必
要
が
な
い
、
と
す

る
。

こ
こ
で
は

「教
材
自
体
の
独
立
し
た
い
の
ち
、
方
向
性
」
は

ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ

。

次
に
教
師
の
教
材
解
釈
と
、
子
ど
も
に
獲
得
さ
せ
よ
う
と
す
る

ね
が
い
に
つ
い
て
は
ど
う
か

。

こ
こ
で
は
特
に
、
「
ひ
と
り
の
人

間
と
し
て
の

」
教
材
解
釈
と
い
う
部
分
に
注
目
し
た
い
。

子
ど
も

に
教
え
る
の
だ
か
ら

子
ど
も
向
き
の
解
釈
を
す
る
、
と
い
う
の
で

は
な
く
、
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
、
本
気
で
教
材
に
対
決
す
る
こ

と
の
強
調
は
、
斎
藤
教
授

学
の
非
常
に
重
要
な
特
徴
で
あ
る
。

そ

し
て
後
で
も
見
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
「
ひ
と
り
の
人
間
と
し

て
の
」
教
材
解
釈
が
、
ま
た
「
教
師
と
し
て
の
」
教
材
解
釈
、
さ

ら
に
は
「
子
ど
も
に
獲
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
強
い
ね
が
い
」
と
別

の
こ
と
で
は
な
く
、
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
と

こ
ろ
が
押
さ
え
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ポ
イ
ン
ト
だ

。

最
後
に
子
ど
も
の
と
こ
ろ
に
つ
い
て
だ
が
、
教
材
に
つ
い
て
の

独
自
の
考
え
方
、
感
じ
方
、
解
釈
を
「
子
ど
も
み

も
ま
た
し
持

っ
て
い
る
、
と
、
教
師
と
。
同
じ
よ
う
に

。
持
っ
て
い
る
、
と
い

う
と
こ
ろ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う

。

子

ど
も
は
、
教
師
か
ら
注
入
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
、
自
分
の
考

え
な
ど
何
も
持
っ
て
い
な
い
存
在
で
は
な
い
、
と
い

う
こ
と
が

一
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教
授
学
は
非
常
に
対
話
主
義
的
な
の
で
あ
る
。

次
に
は
そ
の
こ
と

か
ら

考
え
て
い
く
。

2 

こ
の
考
え
の
発
展
は
、
千
葉
茨
城
の
会
の
塚
本
幸
男
に
負
う
と

こ
ろ
が
多
い
。

塚
本
は
自
分
の
考
え
を
「
小
説
的
授
業
論
」
と

呼
ぶ
。

私
は
、
こ
の
考
え
を
欧
米
の
諸
理
論
と
関
係
づ
け
、
そ

の
普
遍
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
考
え
か
ら
、
こ
れ
を

「
対話
主
義
授
業
論
」
と
呼
ん
で
い
る
。

千
葉
茨
城
の
会
の
「
小

説
的
授
業
論
」
に
つ
い
て
は
、
本
誌
と
同
時
期
に
一
室
書
房
よ

り
早
稲
田
大
学
で
私
の
ゼ
ミ
生
だ
っ
た
結
城
花
梨
に
よ
る
絵
本

『
絵
で
見
る
小
説
的
授
業
の
世
界』
の
出
版
が
予
定
さ
れ
て
い

る
の
で
是
非
ご
覧
頂
き
た
い
。

以
下
特
に
注
記
の
な
い
引
用
は
『
教
育
学
の
す
す
め
』
全
集
版

（
斎
藤一
九
七
O
）
よ
り
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
に
つ
い
て
私
は
他
の
何
人
か
の
研
究
者
と
と

も
に
こ
の
数
年
教
育
心
理
学
会
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
持
ち
、
検

討
す
る
機
会
を
持
っ
た
。
興
味
あ
る
方
は
宮
崎
・
工
藤
・
藤
村
・

白

水
・

西
林

（
二O
一
四
）
等
を
ご
覧
頂
き
た
い
。

3 

（
つ
づ
く
ー
ー
な
お
文
献
は
最
後
に一
括
し
て
掲
載
す
る
）

（
早稲
田
大
学
）

JI 
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