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対
話
主
義
授
業
論
と
し
て
の
斎
藤
教
授
学
②

｜
｜

『
教
育
学の
す
す
め
』
を
も
う
一
度
読
み
直
す

五
、

三
項
関
係
教
材
を
前
に

し
て

対
等
な
子
ど
も
と
教
師

前
回
、
斎
藤
の
「
授
業
は
緊
張
関
係
の
な
か
で
成
立
す
る
」
と

い
う
考
え
に
つ
い
て
、
そ
こ
で
は
「
教
材
」
「
教
師
」
「
子
ど
も
」

が
三
項
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
た
。

こ
こ
で
い
う
三
項
関
係
を
も
っ
と
一
般
的
に
い
う
と
、
人
が
他

者
と
関
わ
る
と
き

、

あ
る
対
象
を
媒
介
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
、

と
い
う
関
係
の
あ
り
方
だ

。

ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
だ
が
、

こ
の
概
念
は
い
ま
発
達
心
理
学
や
対
話
主
義
に
つ
い
て
の
議
論
の

中

で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
『
事

実
と
創
造
』
誌
上
で
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
宮
崎、

二
O

二
乙
が

、

も
う
ち
ょ

っ
と
説
明
し
て
お
こ
う
。

発
達
心
理
学
で
は
、
九
、
十
ヶ
月
あ
た
り
を
境
目
に
、
人
の
他

者
と
の
関
係
に
大
き
な
変
化
が
起
こ
る
と
考
え
て
い
る

。

そ
れ
以

前
で
も
赤
ち
ゃ
ん
は
ま
わ
り
の
大
人
と
関
係
を
持
て
る
。
ま
た
ま

わ
り
の
物
と
も
関
係
を
持
て
る
。

で
も
同
時
に
そ
の
二
つ
の
関
係

を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。

つ
ま
り
そ
こ
に
あ
る
の
は
自
分
と
他

者
（
あ
る
い
は
物
）
と
い
う
こ
項
関
係
だ
。

だ
が
九
、
十
ヶ
月
以

宮
崎
清
孝

降
、
赤
ち
ゃ
ん
は
ま
わ
り
の
大
人
の
見
て
い
る
も
の
を
い
っ
し
ょ

に
見
た
り

、

自
分
の
見
て
い
る
も
の
を
大
人
に
指
し
示
し
た
り
す

る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
い
う
働
き
を
共
同
注
視
と

呼
ぶ
が
、
も
っ
と
広
く
い
う
と
対
象
を
赤
ち
ゃ
ん
と
大
人
が
共
有

す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
関
係
が
、
こ

の
後
赤
ち

ゃ
ん
に
限
ら
ず
、
人
が
人
と
関
わ
る
際
の
基
本
的
な
あ
り
方
と
な

る
。

た
と
え
ば
他
の
人
を
理
解
す
る
と
い
う
と
き
、
そ
の
人
が
ま

わ
り
の
世
界
を
ど
う
理
解
し
、
ま
わ
り
の
世
界
と
ど
う
関
わ
っ
て

い
る
か
、
そ
れ
を
理
解
し
な
け
れ
ば
そ
の
人
を
理
解
し
た
こ
と
に

は
な
ら
な
い
。

私
と
、
そ
の
人
と
、
私
と
そ
の
人
が
関
わ
っ
て
い

る
世
界
と
い
う
三
項
が
そ
こ
に
あ
る
わ
け
だ
。

そ
こ
で
、
三
項
関

係
と
い
う
、
一
見
ご
く
当
た
り
前
の
関
係
が
人
間
同
士
の
関
係
に

つ
い
て
の
理
論
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
と
な

っ
て
く
る
。

対
話
的
な
関
係
も
、
対
象
の
共
有
と
い
う
こ
の
関
係
の
上
に
生

じ
る

。
二
人
の
人
が
あ
る
対
象
に
と
も
に
関
わ
っ
て
い
る
と
し
て
、

そ
の
二
人
の
関
わ
り
方
に
は
当
然
い
ろ
い
ろ
な
違
い
が
あ
る

。

そ

の
違
い
を
ぶ
つ
け
合
う
こ
と
で
、
お
互
い
が
持
つ
そ
の
対
象
に
つ
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い
て
の
自
分
の
関
わ
り
方
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
、
対
話
す

る
と

い
う
こ
と

だ
。

斎
藤
の
場
合
に
戻
る
と
、
こ
こ
で
は
子
ど
も
と
教
師
が
教
材
を

共
有
し
、
共
有
し
た
教
材
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
理
解
を
持

ち
、
対
峠
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

五
で
は
『
教
育
学
の

す
す
め

」
の
『
E
、

l

，
授
業
は
緊
張
関
係
の
な
か
で
成
立
す

る
』
か
ら
そ
の
こ
と
を
見
た
。

繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
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
。

だ
が
そ
れ
は
、

教
師
と
共
有
し
て
い
る
教
材
に
つ
い
て
の
子
ど
も
の
考
え
と
し
て
、

教
師
の
考
え
と
対
峠
す
る
も
の
だ
。

こ
の
こ
と
は
斎
藤
の
ほ
か
の
著
作
の
中
で
よ
り
一
層
明
確
に
示

さ
れ
て
い
る

。
『授
業
と
教
材
解
釈
」
（
斎
藤
、
一
九
七
五
／
一
九

九
五
）
の
中
の
次
の
一
節
を
み
て
み
よ
う
。

教
師
が
自
分
の
持
っ
て
い
る
固
定
的
な
も
の
と
か
、
概
念
的
な

知
識
と
か
を

一
方
的
に
教
え
る
の
で
は
な
く
、
刻
剛
削
引
出
制
川
町
、

制
州
叫
矧U
引
副
州
側
矧
寸
引
川
副
叫
州
剖
可
副
剣
州
封
倒
剖
州

け
た
も
の
と
し
て
相
互
に
出
し
合
い
、
お
互
い
に
吟
味
し
あ

っ
て

川
り
も
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
作
業
の
中
で
、
制
剖
科
川
阿
引
判

剖
司
側
副
到
州
矧
寸
引
川
出
剖
引
州
オ
出
制
謝
出
州1
剥
U
倒
パ
川

副
謝
出
制
剖
刻U刻
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副
剣
副
割
引
引
制
剖
司
副
引
州
引
制
州
凶
刻
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い
く
や
り
ん
を
党
川
ん
する
の

が
授
業
研
究
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る

η

こ
こ

に
は
、
子
ど
も
の
教
材
理
解
を
教
師
の
教
材
理
解
と
同
様

に
「
自
分
の
主
体
を
か
け
た
」
、
そ
の
意
味
で
対
等
な
も
の
だ
と

す
る
把
握
が
な
い
。

子
ど
も
が
向
か
っ
て
い
る
教
材
と
、
教
師
が

向
か
っ
て

い
る
教
材
は
、
実
体
と
し
て
は
同
じ
だ
。

で
も
そ
れ
に

つ
い
て
子
ど
も
と
教
師
が
持
つ
理
解
は
「
お
互
い
に
吟
味
」
さ
れ

う
る
も
の

と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
な
い。
教
師
は
自
ら
の
教
材
研

究
で
、
自
ら

は
教
材
に
向
か
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

他
方
子

ど
も
の
救
材
単
解
は
、そ
の
誤
り
や
子
ど
も
と
し
て
の
ク
特
殊
性
。

が
、
教
師
の
教
材
研
究
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
も
の
と
し
て
把
握

さ
れ
て
い
る
の

と
も
に
語
り
合
い
、
吟
味
し
合
う
も
の
で
は
な
い

の
だ
。

そ
の
意
味
で
、
教
材
は
決
し
て
共
有
さ
れ
て
い
な
い
。

つ

ま
り
、
三
項
関
係
が
成
以
し
て
い
な
い
の
だ
。

別
の
方
向
か
ら
い

う
と
、
子
ど
も
は
教
削
に
と
っ

て
「
お
互
い
に
吟
味
」
し
あ
え
る

存
在
で
は
な
い
。

教
川
は
、
子
ど
も

を
上
か
ら
目
組
で
見
て
い
る

の
だ
。

教
師
に
と
っ
て
子
ど
も
は
操
作
の
対
象
で
あ
る
。

こ
れ
を
こ
う
言
い
換え
る
こ
と

も
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
お
互
い

に
吟
味
」
し
て
い
る
と

き
、

救
川
と
子
ど
も
の
関
係
は
、
同
じ
対

象
を

共
有
し
語
り
合
う
「恥

t
と
「
あ
な
た

」
の
そ
れ
で
あ
る
。

え
て
い
く
仕
事
で
あ
る
。

（
斎
藤、
一
九
七
五
／
一
九
九
五
、
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七
ペ
ー

ジ
。

傍
線
は
宮
崎
）

教
師
も
子
ど
も
も
、
教
材
理
解
に
つ
い
て
、
「
自
分
の
主
体
を

か
け
た
も
の
」
を
対
等
の
立
場
で
出
し
合
い
、
吟
味
し
合
う
。

そ

し
て
そ
れ
を
通
し
て
、
自
分
の
認
識
を
、
自
分
自
身
を
、
変
え
て

い
く
。

こ
れ
こ
そ
が
対
話
だ
。

こ
の
よ
う
に
授
業
の
な
か
の
子
ど
も
、
教
師
、
教
材
の
関
係
を

三
項
関
係
と
捉
え
る
こ
と
は
、
し
か
し
多
く
の
場
合
理
論
的
に
さ

れ
て
い
な
い
し
、
実
現
で
き
て
も
い
な
い
。

斎
藤
の
言
葉
を
借
り

れ
ば
「
教
師
が
自
分
の
持
っ
て
い
る
固
定
的
な
も
の
と
か
概
念
的

な
知
識
を
一
方
的
に
教
え
る
」
、
い
わ
ゆ
る知
識
注
入
的
な
授
業
は
、

三
項
関
係
が
成
立
し
て
い
な
い
授
業
の
一
つ
の
典
型
だ
。

こ
の
よ
う
な
授
業
を
行
っ
て
い
る
教
師
が
、
仮
に
自
分
の
気
持

ち
と
し
て
は
斎
藤
の
い
う
の
と
違
っ
て
、
教
材
に
つ
い
て
の
「
固

定
的
な
も
の
と
か
概
念
的
な
知
識
」
に
自
分
な
り
に
満
足
せ
ず
、

一
生
懸
命
教
材
研
究
を
し
て
い
る
と
し
よ
う。

で
も
そ
の
場
合
、

そ
の
教
師
の
や
っ
て
い
る
の
は

、

子
ど
も
に
伝
え
る
べ
き
「
正
解
」

を
、
よ
り
詳
し
く
知
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ

。

他
方
こ
の
よ
う
な
授

業
で
は
、
子
ど
も
は
教
材
を
よ
く
理
解
で
き
て
い
な
い
存
在
だ
と

捉
え
ら
れ
る
。

子
ど
も
の
教
材
理
解
は
誤
り
が
多
く
、
ま
た
発
達

段
階
に
応
じ
低
い
も
の
と
さ
れ
る
。

子
ど
も
が
教
材
を
ど
う
誤
つ

I

b

i

－
－

ι
d
h
A
M政
川
l
し

と
っ
て
M
W
A
H

の
対
象
と
な
る
と
き
、
教

帥
と
子
ど
も
の
関
係
は
、
「
私
」
と
、
操
作
の
対
象
と
し
て
の
「
も
の
」
、

英
語
的
に
い
え
ば
「
そ
れ
」
芹
に
な
る
。

前
の
場
合
に
は
関
係
は

二
人
称
な
の
だ
が
、
後
の
場
合
に
は
三
人
称
だ

。

六
、
「
わ
か
ら
な
い
未
知
」
か
ら
「未
知
の
問
い
」
ヘ

教
材
の
理
解
に
つ
い
て
子
ど
も
と
教
師
が
対
等
で
あ
り
、
「
お

互
い
に
吟
味
」
し
あ
え
る
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
の
一
つ
の
表

れ
は
、
教
材
に
つ
い
て
子
ど
も
が
教
師
か
ら
学
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、

教
師
が
子
ど
も
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
だ

。

そ

れ
も
、
「
子
ど
も
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
か
」

「
子
ど
も
は
そ
ん
な
ふ
う
に
間
違
え
る
の
か
」
「
子
ど
も
に
は
そ
ん

な
ふ
う
に
教
え
る
と
い
い
の
か
」
と
い
う
よ
う
な
子
ど
も
に
つ
い

て
の
学
び
だ
け
で
は
な
く
、
「
な
る
ほ
ど
、
教
材
に
つ
い
て
そ
う

い
う
新
し
い
見
方
が
あ
っ
た
か
」
「
そ
の
考
え
方
は
気
づ
か
な
か

っ

た
が
面
白
い
」
と
い
う
よ
う
な
教
材
に
つ
い
て
の
学
び
で
あ
る

。

こ
れ
が
は
っ
き
り
と
現
れ
る
の
が
、
私
の
い
う
E
｝S
04〈ロ

ρ
C
2
5ロ

（「
教
師
に
と
っ
て
の
未
知
の
問
い
」

l

教
師
が
答
え

を
知
ら
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
そ
の
意
義

、
存
在
自
体
を
知
ら
な

か
っ
た
問
い
）
の
、
子
ど
も
の
発
言
や
行
動
の
中
で
の
発
見
で
あ
る

。

塚
本
が
明
確
に
し
た
よ
う
に

（
塚
本
、
二O
一
四
）
教
師
の
発
問

に
対
す
る
子
ど
も
の
一
見
の
誤
答
、

変
な
答
え
の
背
後
に
は、
教

I9 



師
の
発
問
の
意
図
と
は
違
う
、
教
師
に
と

っ

て
未
知
の
問
い
が
あ

り
得
る
。

教
師
が
そ
れ
に
気
づ
き
、
子
ど
も
た
ち
へ
明
確
化
す
る

こ
と
か
ら
、
授
業
は
新
し
く
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
教

師
の
側
で
い
え
ば
こ
こ
に
教
材
に
つ
い
て
の
新
し
い
問
い
の
発
見

を
通
し
て
の
理
解
の
進
展
、
新
し
い
学
び
が
あ
る。

斎
藤
の
「
わ
か
ら
な
い
未
知
」
（
「
教
育
学
の
す
す
め
』E
、
「
授

業
が
成
立
す
る
た
め
の
基
本
的
な
条
件
」
、
三
、
「
相
手
と
対
応
で

き
る
力
」
）
が
こ
こ
で
い
う
戸
ロ
百04〈
ロ
ρ
己
2

巴
O
ロ
（
教
師
に
と
っ

て
の
未
知
の
問
い
）
と
非
常
に
響
き
合
う
概
念
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
以
前
に
述
べ
た
（
宮
崎
、
二

O

一
四
）。

当
然
な
が
ら
、

斎
藤
の
い
う
「
わ
か
ら
な
い
未
知
」
も
、
教
師
が
子
ど
も
と
「
お

互
い
に
吟
味
」
し
な
が
ら
教
材
に
つ
い
て
新
し
く
学
ん
で
い
っ
た

結
果
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
「
わ
か
ら
な
い
未
知
」

を
説
明
す
る
斎
藤
の
言
葉
を
見
て
み
よ
う
。

教
師
と
千
ど
も
が
教
材
を
4

引
に
し
て
対
応
し
衝
突
し
て
い
く

引
引
に
、
そ
れ
ま
で
割
削
制
引
出
判
制
劃
謝
州
制
州
叫
制
引
制
州

オ
社
以
叶
剖
削
叫
科
剖
剖
利
引
剖
司
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
と
明
確

な
課
題
と
な
り
、
そ
の
課
題
を
突
破
し
た
と
き
、
思
い
も
よ
ら
な

い
よ
う
な
新
し
い
も
の
が
明
確
な
形
で
教
師
や
子
ど
も
の
も
の
に

な
る
と
い
う
こ
と
が
あ

っ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

（斎
藤
一
九
七

O
、

三
八
ニ

h
H

ぅ

l

h引
i
J

い
s
t

l
，

け
l
u
川
－

h
U

む
1

け

内目
印
け
H

M

川
L
l
t
二
」

仙
1

州
山
川
い

州

υ
l
川
い
l
f

い
3

1

い
ゐ
山

…μ
rH
J

の
A
t
υ
は
イ

山
A
h
J
日

大
で
あ
る
が
、
子
と
も
と

救
帥
が
と
も
に
新
し
く
救ハ
仰の
小
ド
舟

見
し
て
い
く
も
の
は
「
聞
い
」
で
あ
る
、
と
考
え
る
の
だ

。

「
未
知
」
、
つ
ま
り
「
わ
か
ら
な
い
こ
と
」
と
「
問
い
」
は
む
ろ

ん
つ
な
が
っ
て
い
る
。

「
わ
か
ら
な
い
こ
と

」
か
ら
「
聞
い
」
が

生
ま
れ
る
。

だ
が
、
何
か
に
つ
い
て
「
問
い
」
を
持
つ
と
は
、

そ

の
何
か
に
つ
い
て
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い

。

こ
の
こ
と
は
解
釈
学
者
の
ガ
ダ
マ
l

（
二O
O

八
）
に
よ
っ
て

い
わ
れ
た
こ
と
だ
。

ガ
ダ
マ
ー

に
よ
れ
ば
、
問
、
っ
と
は
単
に
「
わ

か
ら
な
い
」
と
い
う
状
態
で
は
な
く
、
そ
れ
に
加
え
て
彼
が
「
地

平
」
と
か
「
意
味
」
「
方向感
覚
」
と
呼
ぶ
も
の
が
存
在
し
て
い
る
。

問
う
と
い
う
こ
と
は
未
決
定
の
状
態
に
お
く
と
い
う
こ
と
で
あ

る
（
中
略
）
。

問
い
の
こ
の
未
決
性
は
際
限
が
な
い
も
の
では
な
い
。

む
し
ろ
、

そ
れ
は
聞
い
の
地
平
に
よ
っ
て
あ
る
仕
方
で
限
界

付
け

ら
れ
て
い
る
。
地
平
を
も
た
な
い
問
い
は
，
な
に
も
え
な
い
で

終
わ
る
。

聞
い
が
指
示
す
る
方
向
の
流
動性
・
無
規
定
性
が
、
〈

あ
あ
か
こ
う
か

v

の
特
定
性
へ
と
立
て
お
か
れ
る
と
き
は
じ
め
て
、

問
い
は
地
平
あ
る
問
い
と
な
る
。
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各
学
級
の
合
唱
の
練
習
指
揮
を
数
多
く
し
て
い
る
が
、
そ
の
場

合
の
ほ
と
ん
ど
は
私
自
身
は
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

。

（
中

略
）
し
か
し
引
け
叫
州
利
引
什
刈
川
引
叫
』
叶
剖
剥
瑚EU
剖
州

寸
刻
引
1

引
日
制
州
制
閣
制
副
川
刷
州
制
州
叫
剖
オ
出
川U
剖
剖

剖
剖
可
刺
副
劇
川
副
刺
利
引
剖
川
闘
掴
州
出
寸
け
刻
事
」
と
も
多
い

。

「
わ
か
ら
な
い
未
知
」
が
で
て
し
ま
う
の
で
あ
る。

（
斎
藤
一
九
七
O
、
三
八
一
ー
ー
三
八
二
）

授
業
の
な
か
で
教
材
を
媒
介
と
し
て
子
ど
も
と
関
わ
る
中
で
、

子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
教
師
も
新
し
い
何
か
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
が
、
教
材
に
対
す
る
新
し
い
わ
か
ら
な
い
問
題
と
し
て
生
ま

れ
て
く
る
。
子
ど
も
と
と
も
に
「
吟
味
」
す
る
中
で
、
教
師
の
学

び
が
起
こ
っ
て
く
る
。

と
こ
ろ
で
宮
崎
（
二
O

一
四
）
で
は
斎
藤
の
「
わ
か
ら
な
い
未

知
」
と
、
宮
崎
の

E
W
D
0
4
5
ρ
5
m

巴
O
ロ

（
教
師
に
と
っ
て
の
未

知
の
問
い
）
の
類
似
性
に
つ
い
て
述
べ
た
。

だ
が
二
つ
の
捉
え
方

は
、
当
然
な
が
ら
ま
っ
た
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

。

そ
し

て
私
の
考
え
で
は
ロ
ロ
←S
0
4
司
ロ
ρ
戸
巾
印C
O
ロ
（
教
師
に
と
っ
て
の
未

知
の
問
い
）
論
、
ま
た
そ
れ
に
密
接
に
関
連
す
る
塚
本
の
問
い
論

は
、
斎
藤
の
「
わ
か
ら
な
い
未
知
」
論
の
中
に
あ
っ
た
「
教
師
も

子
ど
も
か
ら
教
材
に
つ
い
て
学
ぶ
」
と
い
う
把
握
を
、
よ
り
一
層

1111 

ゅ

ん
川
1
1

川
ド
山
い
・
勺
il
－
山
4
1
一‘

1

川
い
山
ん
山

M
o
l
e
－

J

的
c

h

h
J

h

H
7

d
h
f
υ

・

1

・

J

‘
！
‘

N

b
f

J

J
L

J
A

M
「
’

u
b

u
仇

出
γ

、
あ
る
ん
’
川
か
ら
叫
ん
う
と
川
い
か
け
る

、

と
い
う
ニ
レEど
H

言
い
換
え
れ
ば
、
単
に「わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、「こ

う
い
う
意
味
で
わ
か
ら
な
い
」
「
こ

う
い
う
こ
と
を
わ
か
り
た
い
」

と
い
う

こ
と
だ
。

そ
の
方
向
が
問
い
を
持
つ
も
の
に
と
っ
て
い
つ

も
意
識
さ
れ
て
い
る
と

は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ

多
く
の
場
合
、
意

識
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

こ

こ
で
、
そ
の
問
い
に
対
す
る
答
え

が
「
正
し

い
か
」
「誤
り
か
」

と

い
う
こ
と
は
、
そ
の
方
向
性
に
即
し
た
も
の
か
ど
う

か
と
い
う

こ
と

で
決
ま

る
。

ま

た
、
複
数
の
人
が
一
見
同
じ

問
い
を
持
っ
て

い
る
よ
う
で
い
て
、
実
は
方
向
性
が
異
な
り

、

つ
ま
り
は
異
な
る

問
い
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
あ
り
得
る
。

こ

の
場
合

、

一

方
の
人
に
と
っ
て
の
誤
り
が、
他
の
人
に
と
っ
て
は
正
解
だ
と
い

う
場
合
が
あ
り
得
る
。

わ
か
り
に
く
い
の
で
一
つ
実
例
を出
し
て
お
こ
う

。

塚
本
の
国

語
の
授
業
か
ら
の
例
で
、
教
材
は
安
西
冬
衛
の
詩
『
春
』
で
あ
る

（
塚
本
、
二O
一
四
）
。

て
ふ
て
ふ
が
一
匹
縫
担
海
峡
を
渡
っ
て
い
っ
た

2I 



授
業
の
最
初
の
頃
、
塚
本
が
「
て
ふ
て
ふ
」
に
つ
い
て
「
こ
れ

一
匹
な
ん
だ
よ。
何
だ
ろ
う
？
」
と
問
う
た。

そ
れ
に
対
し
て
子

ど
も
た
ち
の
意
見
は
、

鳥魚蝶

七八十
人人人

だ
っ
た
。

こ
こ
で
少
し
や
り
と
り
が
あ
り
、
そ
の
中
で
「
な
ぜ

魚
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
魚
派
の
子
ど
も
が
「
鳥
じ
ゃ
行
け

な
い
海
峡
を
渡
っ
て
い
く
か
ら
」
と
述
べ
た

。

そ
れ
を
受
け
て
塚

本
が
海
峡
に
つ
い
て
、
陸
と
陸
に
は
さ
ま
れ
た
海
と
い
っ
た
説
明

を
し
た
。

そ
の
後
で
の
子
ど
も
た
ち
の
意
見
は
、

鳥魚蝶

六
人

二
十
人
以
上

O
人

と
な
っ
た

、

と
い
う
事
例
で
あ
る
。

「
『
て
ふ
て
ふ』
と
は

何
か
？
・
」
と
い
う
聞
い
に
対
し
て

、

「
魚
」

と
い
う
答
え
は
、
単
な
る
誤
答
で
し
か
な
い
よ
う
に
、
常
識
的

ヤ
泊

l

い
〈
心
ペ
ム

川
れ

可
ゃ

れ
川
f
i
J

I
L

L
・

－
－

－J
H
f
J
H
山
．

ハ
h
J

，
人
、
山
－
d

い
υ
川
r
l

出
い
の
丸

川
、
わ
削
の
小
γ
、

%
以
救
川
が
P

川
し

て

い
h
uか
》
た
れ
川し
い

方
向
性
を

持
っ
た
問
い
が
あ
る
。

こ
の
ロ
己
S
o
t
司
ロ

ρ
5
m
t
o
ロ

（教

師
に
と
っ

て
の
未
知
の
問
い
）
に
教
師
が
気
づ
き
、
そ
れ
を
明
確

に
し
て
、
さ
ら
に
子
ど
も
た
ち
と
考
え
て
い
く

こ

と
で
授
業
は
対

話
的
に
発
展
し
て
い
く
。
斎
藤
の
言
葉
を
使
え
ば、

子
ど
も
と

教

師
が
「
お
互
い
に
吟
味
し
合
う
」
な
か
か
ら
新
し
い
方
向
性
を
持

っ
た
聞
い
が
生
ま
れ
て
き
て
、
そ
れ
に
気
づ
き
、
追
求
す
る
中
で
、

子
ど
も
の
み
な
ら
ず
教
師
も
ま
た
、
教
材
に
つ
い
て
の
新
し
い
理

解
を
達
成
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

子
ど
も
の
側
か
ら
い
え
ば
、

こ
の
新
し
い
問
い
は
子
ど
も
の
そ
れ
ま
で
の
教
材
に
つ
い
て
の
理

解
か
ら
生
ま
れ
、
そ
れ
に
根
付
い
た
も
の
で
あ
り
、
子
ど
も
に
と

っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
有
意
味
な
も
の
で
あ
る
こ
と

が
、
そ
の
追
求
を
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
「
て
ふ
て
ふ
」
の
事
例
を
、
斎
藤
の
「
わ
か
ら
な
い

未
知
」
と
い
う
言
葉
で
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
は
で
き
る
。

「
て
ふ
て
ふ
」
の
読
み
は
教
師
に
は
明
ら
か
だ
っ
た
が
子
ど
も
は

知
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
意
味
で
、
こ
れ
は
「
わ
か
る
未
知
」
だ
っ

た
。

そ
れ
が
子
ど
も
た
ち
の
答
え
か
ら
、
そ
こ
に
教師
が
予
期
し

て
い
な
か
っ
た
別
の
考
え
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
「
わ

に
は
思
え
る
。

し
か
し
そ
う
で
は
な
い
と
塚
本は
い
う
。

「
そ
れ

は
、
教
師
の
「
発
問
」
を
「
睦
組
海
峡
と
い
う
海
を
渡
っ
て
い
け

る
「
て
ふ
て
ふ
』
と
は
何
な
の
か
」
と
，
解
釈
し
た
か
ら
な
の
だ
」

（
塚
本
、二
O

一
四
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ

れ
を
単
な
る
誤
り
と

感
じ
る
常
識
で
は
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
「
て
ふ
て
ふ
と
い
う
文
字

は
ど
う
読
む
の
か
」
と
い
う
聞
い
だ
。

「
て
ふ
て
ふ
」
に
つ
い
て
、

一
方
で
は
「
読
み
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
る

。

も
う
一
方
で
は
「
縫

組
海
峡
と
い
う
、
大
変
そ
う
な
場
所
を
渡
る
こ
と
が
で
き
る

『て

ふ
て
ふ
」
と
は
何
か
」
と
い
う
こ

と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

こ

れ
が
聞
い
の
方
向
性
と
い
う
こと
だ
。

こ
こ
に
あ
る
の
は
一
見
同

じ
問
い
だ
が
、
実
は
方
向
性
の
異
な
る
違
う
二
つ
の
聞
い
で
あ
る

（
図
）
。
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書え2：融

fてd‘て・3‘とは何。J についての2つの方向田興怠る闘いと
対応する笹え

1
1
j

i・
－

d
f

O

仏
吋

／
が

、
山
川
附
，

H

／
け

／
J

．

m
，
L
代
帥
；
b
E
｝
て
山川
L
U

ニ
レ
E
か
f

と
も
か
ら
山
た
、
と

い
う
こ
と
に
し
か

な
ら
な
い

り
こ

れ
に
対
し
て
、
「
新
し
い
問
い
」
が
出
た
と
す
る
分
析
だ
と
、
子

ど
も
か
ら
、
教
師
の
持
っ
て
い
る
の
と
は
異
な
る
新
し
い
探
求
の

方
向
が
出
た
、
と

い
う
こ
と
が
は

っ
き
り
と
す
る
。

斎
藤
が
「
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
」
と
考
え
て
い
る
こ
と

は
四
で
紹
介
し
た
。

子
ど
も
の
持
っ
て
い
る
問
い
の
方
向
と
は
、

つ
ま
り
は
こ
の
「
そ
れ
ぞ
れ
の
自
分
の
考
え
方
と
か
感
じ
方
と
か

解
釈
」
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の
だ
。

教
師
の
そ
れ
と
は
異
な
る

方
向
性
を
持
つ
新
し
い
問
い
が
出
た

、

と
理
解
す
る
こ
と

は
、

子

ど
も
が
そ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
教
材
に
つ
い
て
自
分
た
ち
な
り
に

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
さ
せ

る
こ
と
に
な
る

。

教
師
が
子
ど
も
か
ら
教
材
に
つ
い
て
学
ぶ
と
い

う
こ
と
が

、

自
分
の
探
求
と

は
異
な
る
角
度
か
ら
の
探
求
と
の

出

会
い
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
さ

せ
て
く
れ
る
。

七
、

終
わ
り
に
1

も
う
一
度
ア
ク

テ
ィ
ブ
・

ラ
l

ニ
ン
グ
論
に
触

れ
つ
つ

本
稿
で
は
斎
藤
喜
博
の
思
想
を
、

対
話
主
義
の
授
業
論
と
し
て
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考
え
て
み
た
。

特
に
問
題
と
し
た
の
は
、
教
師
の
在
り
方
に
つ
い

て
の
斎
藤
の
考
え
だ
っ
た

。

私
の
検
討
の
結
果
を
こ
こ
で
簡
単
に

ま
と
め
て
お
く
と
、
斎
藤
に
と
っ
て
教
師
と
は
、
教
材
に
対
し
て

「
自
分
の
主
体
を
か
け
た
」
も
の
を
お
互
い
に
出
し
、
吟
味
し
あ

う
と
い
う
意
味
で
、
子
ど
も
と
対
等
の
立
場
に
立
つ
。

教
材
を
巡

っ
て
、
子
ど
も
と
「
私
」
と
「
あ
な
た
」
と
い
う
二
人
称
の
関
係

に
あ
る
。

そ
し
て
お
互
い
に
吟
味
し
あ
い
な
が
ら
、
教
材
に
つ
い

て
子
ど
も
か
ら
学
び
、
自
分
自
身
を
変
え
て
い
く
、
対
話
的
な
存

在
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
「
わ
か
ら
な
い
未
知
」

論
に
込
め
ら
れ
た
教
師
の
子
ど
も
か
ら
の
学
び
に
つ
い
て
の
斎
藤

の
考
え
は
、
教
材
に
つ
い
て
の
、
探
索
の
新
し
い
方
向
性
を
持
っ

た
聞
い
の
発
見
な
の
だ
、
と
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も

こ
こ
で
は
論
じ
て
き
た
。

と
こ
ろ
で
本
稿
の
三
で
は
い
ま
大
流
行
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー

ニ
ン
グ
と
の
対
比
で
、
斎
藤
喜
博
の
思
想
が
教
師
の
在
り
方
に
関

わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ

l

ニ
ン
グ
論
な

ど
の
技
法
主
義
を
超
え
る
可
能
性
が
あ
る
の
だ
と
述
べ
た
。

最
後

に
こ
の
点
に
つ
い
て
少
し
敷
桁
し
て
お
こ
う
。

二
で
紹
介
し
た
こ
と
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
ア
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
l

ニ
ン
グ
と
は
「
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

二
O

二
一
）

川
川
附
山μ山
引H
ん

l
と
か
1

川
川
品山
刊
打

i
l
t
ぃ
，
／
‘

比
仏
γ
ψ

わ
ゐ
介

け

の
J
と

に
令
ゐ
れ

救
川
の
ほ
う

か
ら

い
え

ば
、
「あ
な
た

」
と
し
て
の
子
ど
も
と

と
も
に
自
分
を
か
け
て
教
材
の
中
に
問
い
を
探
る
こ
と
で
、
教
材

に

つ

い
て
新
し
く
学
び
、
子
ど
も
の
教
材
理
解
に
つ
い
て
学
ぶ
こ

と
に
な
る

。

そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
、
教
材
に
つ
い
て
真
に
と
も
に

探
求
す
る
経
験
を
、
実
感
的
に
持
つ
こ
と
が
で
き
る

。

そ
れ
な
し

に
は
、
こ
ち
ら
も
形
と
し
て
の
「
問
題
解
決
の
仕
方
」
や
「
討
論

の
仕
方
」
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
だ
け
だ

。

そ
の
よ
う
に
形
骸
化
し

た
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
l

ニ
ン
グ
の
技
法
」
は
、
子
ど
も
に
教
え

込
ま
れ
る
も
の
に
し
か
な
ら
な
い
。

『
事
実
と
創
造
』
の
昨
年
十
二
月
号
で
佐
久
間
が
あ
げ
て
い
た

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
1

ニ
ン
グ
に
つ
い
て
の
文
献
の
中
の
一
つ
（
会

田
、
佐
藤
、
鈴
木
、
二
O

一
五
）
で
は
、
論
者
た
ち
は
こ
の
形
骸

化
し
て
し
ま
う
危
険
に
あ
る
程
度
気
づ
い
て
い
る
よ
う
だ

。

そ
こ

で
は
教
師
自
身
が
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
！
ナ
ー
に
な
る
こ
と
や
、
教

師
教
育
の
重
要
性
が
い
わ
れ
て
い
る
。

た
だ
問
題
は
、
そ
の
教
師

の
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
l

ニ
ン
グ
」
の
中
身
で
あ
る
。

教
材
に
つ

い
て
、
技
法
に
つ
い
て
、
子
ど
も
に
つ
い
て
、
た
だ
熱
心
に
学
べ

ば
い
い
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。

教
材
を
巡
り
、
子
ど
も
と
二
人

だ
そ
う
で
あ
る

。

と
す
る
と
こ
れ
は
一
見
、
五
で
紹
介
し
た
斎
藤

の
い
う
「
教
師
が
自
分
の
持
っ

て
い
る
固
定
的
な
も
の
と
か
、
概

念
的
な
知
識
と
か
や
二
方
的
に
教
え
る
」
や
り
方
と
は
ま
っ
た
く

違
う
も
の
だ
。

し
か
し
こ
こ
で
も
、
子
ど
も
に
「
い
か
に
ア
ク
テ

ィ
ブ
・
ラ
l

ニ
ン
グ
を
さ
せ
る
か
」
と
い
う
発
想
に
な
っ
て
し
ま

っ

て
い
る
と
し
た
ら
、
「
子
ど
も
の
問
題
解
決
学
習
や
グ
ル
ー
プ

デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
を
い
か
に
よ
く
組
織
す
る
か
」
と
い
う
発
想

に
な

っ

て
し
ま
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
肝
心
の
点
で
、
そ
れ
は
「
教

え
込
み
」
中
心
の
授
業
観
と
た
い
し
て
違
わ
な
い
も
の
に
な
っ
て

し
ま
う

。

つ
ま
り
そ
こ
で
は
、
子
ど
も
は
教
師
に
と
っ
て
対
話
の

相
手
で
あ
る
「
あ
な
た
」
で
は
な
く
、
操
作
さ
れ
る
対
象
、
「
そ

れ

（芹
）」
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
l

ニ
ン
グ
で
は
古
典
的
な
教
え
込
み
と
違
い
、

子
ど
も
が
獲
得
す
べ
き
も
の
と
し
て
知
識
で
は
な
く
、
「
思
考
力
、

判
断
力
、
表
現
力
」
と
い
っ
た

ク

カ
ク
や
ク
態
度
。
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
（
文
部
科
学
省
二

O

一
四
）。
だ
が
そ
の
よ
う
な
力

や
態
度
は
、
子
ど
も
に
と

っ
て
「
あ
な
た
」
で
あ
る
教
師
が
い
て
、

お
互
い
に
教
材
を
吟
味
し
合
い
、
そ
の
と
き
ど
き
に
子
ど
も
の
中

か
ら
、
教
師
に
と
っ
て
は
新
し
い
方
向
性
を
持
っ
た
問
い
が
生
ま

れ
、
「あ
な
た
」
で
あ
る
教
師
と
も
に
そ
れ
を
追
求
す
る
、
と
い

う
経
験
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。

真
の
対
話
の
相
手
で
あ
る
「
あ
な

た
」
と
し
て
の
教
師
な
し
に
は
、
操
作
の
対
象
で
あ
る
「
そ
れ
（
呂
）
」
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U

行

J
U
7
m
r札
ふ
カ
の
め
制
に
も
触
れ
て

い
る
が
、
ハ
本
の
救
打
完
叫
の
な
か
で
大
事
な
と
こ
ろ
が
教
師
の

在
り
方
に

つ

い
て
の
思
想
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
彼
ら
の
中
で

具
体
的
に
、
理
論
的
に
、
ど
の
程
度
明
確
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か

。

斎
藤
喜
博
の
中
に
は
、
そ
こ
を
考
え
る
た
め
の
出
発
点
と
な

る
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
私
の
『
教
育
学
の
す
す
め
』
理

解
で
あ
る
。

た
だ
し
、
六
で
彼
の
「
わ
か
ら
な
い
未
知
」
論
が

E

｝8
0
者
ロ

ρ
5
印
C
O
ロ
論
へ
と
発
展
さ
せ
得
る
こ
と
を
示
し
た
よ

う
に
、
斎
藤
の
中
に
教
師
の
在
り
方
論
が
完
成
品
と
し
て
あ
り
、

後
は
そ
の
考
え
を
実
践
で
応
用
す
れ
ば
い
い
、
と
い
う
も
の
で
は

な
い
。

あ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
出
発
点
で
あ
り
、
発
展
の
可
能

性
だ
。

ま
ず
は
実
践
の
な
か
で
、
そ
し
て
ま
た
理
論
的
に
、
そ
れ

を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
私
た
ち
の
こ
れ
か
ら
の
仕
事
な
の
だ

。

文
献

会
田
哲
雄
、
佐
藤学
、
鈴
木
寛
（
二O
一
五
）
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラl

ニ
ン
グ
と
学
校
教
育
の
未
来
総
合
教
育
技
術
、二
O

一
五

年
十
月
号
、
十
l

十
五

ガ
ダ
マ
l
、
国
・
の
、
轡
回
収
・
巻
田
悦
郎
（
訳
）
（
二

O
O
八
）
真

理
と
方
法
法
政
大
学
出
版
会

ホ
ル
ク
ウ
イ
ス
ト
、
宮
伊
藤
誓
（
訳
）
（
一
九
九
四
）
ダ
イ
ア
ロ
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ー
グ
の
思
想
｜
ミ
ハ
イ
ル
・
パ
フ
チ
ン
の
思
想

版
会

宮
山
吉
田O
〈
－
同
－h
v
y
A
H
E
N

白
｝
内
「
日
ハ
（N
OH
A）
虫
色
o
m
c
巾
O
ロ
仏
E
o
m
R

円
）
巾
【
同
担
問

o
m
u〉
N

－
l

品
、
吋

宮
崎
清
孝
（
二
O

二
乙

対
話
的
授
業
論
理
論
的

考
察
の
た
め
の

メ
モ
．
事
実
と
創
造
、

三
七
八
、
八
一

一
一

宮
崎
清
孝
（
二
O

一
三
）
対
話
的
授
業
論
｜
理
論
的
考
察
の
た
め
の

メ
モ
②

事
実
と
創
造
、
一
二八
O

、

二
｜
八
．

宮
崎
清
孝
（
二O
一
四
）
斎
藤
喜
博
の
ク
わ
か
ら
な
い
未
知
タ
と
ク
対

応
々
に
つ
い
て
考
え
る
｜
対
話
的
授
業
論
の
立
場
か
ら
四

O

一
、
九
一
八
一

宮
崎
清
孝
・
工
藤
与
志
文

・

藤
村
宣
之

・

白
水
始
・
西
林
克
彦
（
二

O

一
四
）
教
科
教
育
に
心
理
学
は
ど
こ
ま
で
迫
れ
る
か
（
三
）

｜
教
師
の
知
を
い
か
に
繰
り
込
む
か
教
育
心
理
学
年
報
、

五
二
一
、二
三
三
｜
一
三
六

文
部
科
学
省
（
二
O

二
二
新
た
な
未
来
を
築
く
た
め
の
大
学
教
育

の
質
的
転
換
に
向
け
て
，
生
涯
学
び
続
け
、
主
体
的
に
考
え
る

力
を
育
成
す
る
大
学
へ
，
（
答
申
）
（
平
成
二
四
年
八
月
二
八
日
）

用
語
集

文
部
科
学
省
（
二
O

一
四
）
初
等
中
等
教
育
に
お
け
る
教
育
課
程
の

基
準
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
諮
問
）

佐
久
間
勝
彦
（
二
O

一
五
）
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
l

ニ
ン
グ
｜
先
達
の
俊

れ
た
実
践
の
な
か
に
ヒ
ン
ト
が
あ
る

（
新
学
び
つ
づ
け
る
教師

に
第
一
九
回

γ
事
実
と
創
造
、
四
一
五
、
一

一｜
五 法

政
大
学
出

斎
藤
喜
博

（
一九
七
O
）
教
育
学
の
す
す
め
（
斎
藤
喜
博
全
集
第
六

巻
）
国
土
社

斎
藤
喜
博
（
一九
七
五
／
一
九
九
五
）
授
業
と
教
材
解
釈
一

室
書
房

斎
藤
喜
博

（
一九
七
六
）
授
業
の
可
能
性

一
童
書
房

塚
本
幸
男

（
二O
一
四
）
子
ど
も
は
、
教
師
の
「
発
問
」
と
は
異
な

る
「
聞
い
」
を
持
つ
千
葉
経
済
大
学
短
期
大
学
部

研
究
紀
要
、

一
O
、
二
五
二
ニ
七
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こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
子
ど
も
、
教
師
、
教
材
の
聞
の
三
項
関

係
に
気
が
つ
い
て
い
る
の
は
斎
藤
だ
け
で
は
な
い
。
私
が
知
っ

て
い
る
限
り
で
も
、
た
と
え
ば
信
州
大
学
教
育
学
部
附
属
長
野

小
学
校
に
残
さ
れ
て
い
る
そ
の
前
身
長
野
県
師
範
学
校
附
属
小

学
校
・
大
正
十
一
年
刊
の

「初
等
教
育
講
習
会
講
話
要
項
」
の

中
に
、
こ
の
三
項
関
係
を
示
す
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

た
だ

し
説
明
な
ど
は
残
念
な
が
ら
残
っ
て
い
な
い。
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