
は
じ
め
に

二
〇
〇
〇
年
に
始
ま
っ
た
国
際
的
な
学
力
調
査

｢

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ｣

は
、
日
本
の
教
育
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た�
。
そ
の
発
端
と

な
っ
た
の
は
、｢

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
シ
ョ
ッ
ク｣

と
い
わ
れ
た
二
〇
〇

三
年
調
査
の
学
力
順
位
低
下
で
あ
る
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
八
年

告
示

『

小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説』

(

文
部
科
学
省)
の
全

教
科
・
領
域

｢

第
一
章

総
説｣

で
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
つ
い
て
の
言

及
が
な
さ
れ
、
教
科
書
に
は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
踏
ま
え
た
教
材
が
盛

り
込
ま
れ
た
。

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
は

｢

数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー｣

｢

科
学
的
リ
テ
ラ

シ
ー｣

｢

読
解
力｣

と
三
つ
の
分
野
が
あ
る
。
本
論
で
は
、

｢

読
解
力｣

に
つ
い
て
考
え
て
い
く

(

以
下
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

)

。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ほ
ど
日
本
の
教
育
に
影
響
を
与
え
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

で
具
体
的
に
何
を
求

め
て
ら
れ
て
い
る
の
か
、
教
育
現
場
で
知
っ
て
い
る
者
は
少
な

い
。私

見
で
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

に
対
応
す
る
た
め
に

は
、
テ
キ
ス
ト
を
一
つ
の
方
法

(

例
え
ば
、
物
語
・
文
学
教
材

を

｢

気
持
ち
・
心
情｣

だ
け
で
読
ん
で
い
く
方
法)

で
読
む
の

で
は
な
く
、｢

さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
読
む
力｣

を
身
に
つ
け
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

本
論
で
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

を
視
点
に
し
て
、
過

去
に
行
わ
れ
た
論
争
の
考
察
を
し
て
い
く
。
一
九
八
〇
年
末
〜

九
〇
年
初
頭
に
吉
野
弘
の
詩

『

夕
焼
け』

に
つ
い
て
の
論
争
で

あ
る
。
宇
佐
美
寛
氏
に
対
し
て
、
望
月
善
次
氏
や
足
立
悦
男
氏

が
論
争
を
展
開
し
た
。
特
に
、
足
立
氏
と
の
論
争
は
、
文
章
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Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

を
視
点
に
し
て

｢『

夕
焼
け』

論
争｣

の

｢

読
み
方
の
ス
タ
ン
ス｣

を
探
る

岡

卓

志



(

物
語
・
文
学
教
材)

を
ど
の
よ
う
に
読
む
の
か
と
い
う
読
み

方
(

以
下

｢

読
み
方
の
ス
タ
ン
ス｣)

を
論
じ
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

こ
の
宇
佐
美
氏
と
足
立
氏
の
論
争
に
お
け
る

｢

読
み
方
の
ス

タ
ン
ス｣
と
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

と
を
関
連
付
け
る
と
、

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
に

な
る
。

そ
こ
で
、
本
論
で
は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

で
は
何
が
求

め
ら
れ
て
い
る
の
か
概
観
し
、
宇
佐
美
・
足
立
両
氏
の

｢

読
み

方
の
ス
タ
ン
ス｣

を
考
察
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
国
語
科
と
し

て
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

『

読
解
力』

に
対
応
す
る
た
め
の
方
法
を
考
え

て
い
く
。

一

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

の
定
義
に
つ
い
て

ま
ず
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

に
つ
い
て
み
て
い
く
。
Ｐ

Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

は
以
下
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

読
解
力
と
は
、｢

自
ら
の
目
標
を
達
成
し
、
自
ら
の
知

識
と
可
能
性
を
発
展
さ
せ
、
効
果
的
に
社
会
に
参
加
す
る

た
め
に
、
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
理
解
し
、
利
用
し
、
熟

考
し
、
こ
れ
に
取
り
組
む
能
力｣

で
あ
る
。(

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

2009)
p

よ
り
よ
い
社
会
生
活
を
お
く
る
た
め
に
、
テ
キ
ス
ト
を
読
み

取
り
、
実
生
活
に
活
用
す
る
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

テ
キ
ス
ト
は
紙
媒
体
だ
け
で
な
く
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
活
用

も
視
野
に
入
っ
て
い
る
。
ま
た
、
文
章
だ
け
で
な
く
絵
・
表
・

グ
ラ
フ
な
ど
も
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の

学
校
教
育
で
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

に
対
応
す
る
な
ら
ば
、

国
語
科
だ
け
で
な
く
全
教
科
・
領
域
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す
べ
て
の
教
科
・
領
域
の

『

小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説』

で
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
理
由
で
あ
る
。

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

に
は
〈
３
つ
の
側
面
〉
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。
〈
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
・
取
り
出
し
〉
〈
テ
キ
ス

ト
の
統
合
・
解
釈
〉
〈
テ
キ
ス
ト
の
熟
考
・
評
価
〉
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
以
下
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

①
情
報
を
見
つ
け
出
し
、
選
び
出
し
、
集
め
る
〈
情
報
へ

の
ア
ク
セ
ス
・
取
り
出
し
〉

②
テ
キ
ス
ト
の
中
の
異
な
る
部
分
の
関
係
を
理
解
し
、
推

論
に
よ
り
テ
キ
ス
ト
の
意
味
を
理
解
す
る
〈
テ
キ
ス
ト

の
統
合
・
解
釈
〉

③
テ
キ
ス
ト
と
自
ら
の
知
識
や
経
験
を
関
連
付
け
た
り
、

テ
キ
ス
ト
の
情
報
と
外
部
か
ら
の
知
識
を
関
連
付
け
た

り
し
な
が
ら
、
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
判
断
す
る
〈
テ
キ

ス
ト
の
熟
考
・
評
価
〉

(

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ2009)

p
〈
３
つ
の
側
面
〉
は
、
三
つ
の

｢

読
み
方
の
ス
タ
ン
ス｣

と

考
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
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〈
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
・
取
り
出
し
〉
は
、
目
的
に
応
じ
て

必
要
な
情
報
を
テ
キ
ス
ト
か
ら
収
集
す
る
読
み
方
の
ス
タ
ン
ス

で
あ
る
。
情
報
収
集
能
力
が
問
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

多
種
多
様
、
複
数
の
テ
キ
ス
ト
を
活
用
す
る
能
力
も
必
要
に
な
っ

て
く
る
。
そ
の
た
め
に
は
文
章
・
資
料
を
き
ち
ん
と
読
み
、
理

解
す
る
基
礎
的
な
力
が
重
要
で
あ
る
。

〈
統
合
・
解
釈
〉
は
、
テ
キ
ス
ト
の
記
述
を
理
解
し
、
書
か

れ
て
い
る
こ
と
を
も
と
に
内
容
を
解
釈
す
る
力
で
あ
る
。
こ
こ

で
重
要
に
な
る
の
は

｢
異
な
る
部
分
の
関
係
を
理
解｣

｢

推
論｣

す
る
こ
と
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
内

(

あ
る
い
は
、
関
連
す
る
複

数
の
テ
キ
ス
ト)

の
事
柄
の
関
係
が
明
確
に
書
か
れ
て
い
な
い

部
分
や
矛
盾
点
を
意
味
づ
け
て
整
合
化
す
る
読
み
方
の
ス
タ
ン

ス｣

で
あ
る
。
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
健
康
診
断
で
体
重
の
数

値
が
減
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
中
性
脂
肪
の
数
値
が
減
ら
な
い
。

そ
の
理
由
を
健
康
診
断
の
デ
ー
タ
ー
か
ら
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。

〈
熟
考
と
評
価
〉
は
、
自
分
の
知
識
・
経
験
と
テ
キ
ス
ト
の

内
容
を
関
連
付
け
る
読
み
方
の
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。
例
え
ば
、

テ
ロ
な
ど
事
件
が
起
き
た
と
き
、
評
論
家
が
自
ら
の
知
識
や
経

験
に
基
づ
い
て
対
応
策
を
解
説

(

主
張)

す
る
こ
と
で
あ
る
。

誤
解
を
お
そ
れ
ず
に
い
え
ば
、
〈
統
合
・
解
釈
〉
は

｢

テ
キ

ス
ト
内｣

の
理
解

(

解
釈)

で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
〈
熟
考
・

評
価
〉
は
自
分
の
経
験
と
い
う

｢

テ
キ
ス
ト
外｣

の
素
材
を
つ

か
っ
て
テ
キ
ス
ト
を
解
釈
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
が
両
者
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。

こ
の
〈
統
合
・
解
釈
〉
〈
熟
考
・
評
価
〉
と

『

夕
焼
け』

に

お
け
る
宇
佐
美
氏
と
足
立
氏
の

｢

読
み
の
ス
タ
ン
ス｣

と
を
関

係
付
け
て
い
く
。

以
下
、
両
氏
の
主
張
を
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

と
関
連
付

け
な
が
ら
み
て
い
く
。(

も
ち
ろ
ん
、
論
争
当
時
は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

が
存
在
し
て
い
な
い
。)

二

『

夕
焼
け』

に
お
け
る
宇
佐
美
寛
氏
の

｢

読
み
方
の
ス
タ
ン
ス｣

と
〈
熟
考
・
評
価
〉

�
｢

夕
焼
け｣

批
判
―

｢

道
徳
教
育｣

の
立
場
か
ら
の
主
張

ま
ず
、
宇
佐
美
氏
の

『

夕
焼
け』

批
判
が
よ
く
分
か
る
部
分

を
引
用
す
る
。

｢

僕｣

は
な
ぜ
声
を
出
し
て
言
わ
な
い
の
か
。｢

若
い

者
は
席
を
ゆ
ず
れ
。
さ
っ
き
か
ら
、
こ
の
人
ば
か
り
立
っ

て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
。｣

あ
る
い
は
、
特
定
の
若
者
に
言
っ

て
も
い
い
。｢

今
度
は
、
君
が
立
っ
て
席
を
ゆ
ず
り
な
さ

い
。｣ま

た
、｢

僕｣

は
、
な
ぜ
娘
に
笑
っ
て
話
し
か
け
て
や

ら
な
い
の
か
。｢

運
が
悪
く
て
、
二
人
も
君
の
と
こ
ろ
に

来
ち
ゃ
っ
た
ね
。
他
の
連
中
が
ゆ
ず
ら
な
い
の
が
悪
い
ん

だ
よ
な
。｣

何
も
し
な
い
で
、
た
だ
見
て
い
る
だ
け
の

｢

僕｣

に
、

な
ぜ

｢
や
さ
し
い
心
の
持
主
は
／
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
／

わ
れ
に
も
あ
ら
ず
受
難
者
と
な
る
。｣

な
ど
と
、
も
っ
と
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も
ら
し
い
感
想
を
持
つ
資
格
が
あ
る
の
か
。｢

や
さ
し
い

心
の
持
主｣

が

｢

受
難
者｣

に
な
る
よ
う
な
状
況
は
、

｢
僕｣

の
よ
う
な
傍
観
者
が
い
る
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

｢
僕｣

が
声
を
出
し
て
い
れ
ば
、
状
況
は
変
わ
り
得
る
。

も
し
、
そ
れ
が
出
来
な
い
の
な
ら
ば
、｢

僕｣

は
そ
の
よ

う
な
自
分
を
ど
う
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。｢

僕｣

は
、

こ
の
状
況
の
中
で
自
分
は
何
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
か
。

自
分
は
何
を
す
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
の
か
。
何
も
し

な
い
で
、
娘
に
つ
い
て
何
ら
か
の
感
想
を
述
べ
る
資
格
が

あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

｢

僕｣

は
、
自
分
に
対
し
て
右
の
よ
う
な
問
い
か
け
を

す
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
な
か
っ
た

｢

僕｣

は
無
責
任

な
傍
観
者
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
傍
観
者
が
こ
の
娘

に
つ
い
て
語
る
の
は
、
ま
こ
と
に
し
ら
じ
ら
し
い
。
ま
こ

と
に
軽
薄
で
調
子
い
い
。
何
も
出
来
な
い
の
な
ら
、
何
も

語
る
べ
き
で
は
な
い
。

(

宇
佐
美1986)

p
〜

こ
の
批
判
の
特
徴
は
、｢

僕｣

と
い
う
文
学
作
品
の
登
場
人

物
に
対
し
て
行
為
や
見
方
を
批
判
し
、｢

『

僕』

が
声
を
出
し

て
い
れ
ば
、
状
況
は
変
わ
り
得
る
。｣

と
、
あ
る
べ
き
姿
を
示

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
批
判
に
対
し
て
望
月
氏
は
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

氏
の
こ
う
し
た
解
釈
・
評
価
は

｢

或
る
意
味
で
は｣

痛

快
で
あ
る
。
従
来
の

『

夕
焼
け』

研
究
・
実
践
史
の
中
に

も
こ
う
し
た
考
え
を
明
示
し
た
も
の
は
な
い
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も

｢

或
る
意
味｣

に
お
い

て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
氏
の
解
釈
・
評
価
が
通
常
の
文
学

の
そ
れ
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
て
、｢

常
識
破
り
の
批
判｣

に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。(

望
月1992)

p

〜

こ
の
後
、｢

文
学
的
性
質
を
誤
認
ま
た
は
無
視
し
た
と
こ
ろ

か
ら
起
こ
っ
て
い
る｣

と
し
て
い
る�
。
確
か
に
、
今
読
ん
で

み
て
も
文
学
作
品
を
読
む
上
で
的
外
れ
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。

足
立
氏
も
同
様
に
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

私
は
、
こ
の
考
え
方
を
、
道
徳
教
育
論
と
し
て
批
判
す

る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
、｢

夕
焼
け｣

と
い
う
文
学

教
材
を
、
そ
の
視
点
だ
け
で
批
判
し
た
と
こ
ろ
に
、
宇
佐

美
氏
の

｢

夕
焼
け｣

批
判
の
問
題
が
あ
っ
た
、
と
私
は
考

え
て
い
る
。(

足
立1995)

p

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
望
月
氏
の

｢

或
る
意
味｣

、
足
立

氏
の

『

夕
焼
け』

を

｢

文
学
教
材｣

と
し
て
読
ま
ず
に
、｢

道

徳
教
育
論｣

｢

だ
け
で
批
判
し
た｣

い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

の
指
摘
の
見
方
を
変
え
る
と
、｢

道
徳
教
育
論｣

と
し
て

『

夕

焼
け』

を
読
ん
で
い
く
こ
と
自
体
は
否
定
を
し
て
い
な
い
と
と

れ
る
。
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実
は
、
こ
の

｢

道
徳
教
育
論｣

の
立
場
か
ら

『

夕
焼
け』

を

読
ん
で
い
く

(

批
判
を
展
開
し
て
い
く)

こ
と
と
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢
読
解
力｣

と
関
連
が
あ
る
。
も
う
少
し
宇
佐
美
氏
の
主
張
を

み
て
い
く
。

私
と
私
の
同
志
と
は
〈
社
会
的
事
実
と
し
て
の
道
徳
の

認
識
〉
を
子
ど
も
に
保
障
す
る

｢

道
徳｣

の
授
業
を
構
想

し
て
き
た
。｢
夕
焼
け｣

の
事
実
認
識
と
価
値
判
断
の
粗

雑
・
独
善
は
、
こ
の
私
た
ち
の
構
想
と
は
矛
盾
す
る
。
こ

の
ま
ま
で
は
、
子
ど
も
た
ち
は
、｢

調
べ
も
せ
ず
、
批
判

的
に
考
え
も
せ
ず
に
こ
ん
な
軽
率
に
社
会
的
事
実
に
つ
い

て
述
べ
て
も
い
い
の
だ
。
一
言

『
虚
構
だ』

と
言
え
ば
、

そ
れ
で
す
む
の
だ
。｣

と
教
わ
り
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
非
教
育
的
で
あ
る
。
ま
た
、
私
た
ち
の

｢

道
徳｣

の
構
想
は
踏
み
こ
ま
れ
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。(

宇
佐
美1994)

p126

宇
佐
美
氏
に
と
っ
て

『

夕
焼
け』

に
書
か
れ
て
い
る
席
譲
り

の
内
容
は

｢

調
べ
も
せ
ず
、
批
判
的
に
考
え
も
せ
ず
に
こ
ん
な

軽
率
に
社
会
的
事
実
に
つ
い
て
述
べ｣

た

｢

事
実
認
識
と
価
値

判
断
の
粗
雑
・
独
善｣

で
あ
る
。『

夕
焼
け』

は
教
材
の
価
値

が
な
い
に
等
し
い
と
い
っ
て
い
る
。

『

夕
焼
け』

批
判
の
柱
の
一
つ
に
学
校
教
育
内
容
の
一
貫
性

の
問
題
が
あ
る
。
国
語
科
で
は
、
い
い
加
減
な
作
り
話
を
用
い

て
、
席
を
譲
れ
ず
じ
っ
と
し
て
い
る

｢

娘｣

を

｢

や
さ
し
い
心｣

と
し
て
い
る

｢

僕｣

に
つ
い
て
学
習
を
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
教
材
を
学
習
す
る
一
方
で
、｢

道
徳｣

で
は

｢

〈
社
会
的

事
実
と
し
て
の
道
徳
の
認
識
〉｣

を
子
ど
も
に
保
証
す
る
た
め

に
教
材
の
吟
味
を
し
て
い
る�
。
道
徳
教
育
か
ら
み
れ
ば
国
語

科
で

『

夕
焼
け』

と
い
う
教
材
を
使
う
こ
と
は
邪
魔
で
あ
る
。

教
科
・
領
域
に
よ
っ
て
価
値
判
断
が
異
な
る
の
で
は
学
校
教
育

の
中
で
一
貫
性
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、｢

『

虚
構
だ』

と
言

え
ば
、
そ
れ
で
す
む
の
だ
。

(

中
略)

こ
れ
は
非
教
育
的
で
あ

る｣

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
読
み
方
や
主
張
の
仕
方
で
あ
る
。

宇
佐
美
氏
は
、『

夕
焼
け』

と
い
う

｢

テ
キ
ス
ト
の
内
容
の
解

釈｣

で
は
な
く
、
道
徳
教
育
論
や

｢

社
会
的
事
実
と
し
て
の
道

徳
の
認
識｣

｢

事
実
認
識
と
価
値
判
断｣

と
い
う
テ
キ
ス
ト
の

外
部
の
要
素
を
も
っ
て
き
て

『

夕
焼
け』

を
読
み
、
評
価
し
て

い
る
。

こ
こ
で
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

〈
熟
考
・
評
価
〉
を
み
て

み
る
。
定
義
に

｢

自
ら
の
知
識
や
経
験｣

｢

外
部
か
ら
の
知
識｣

を
関
連
づ
け
る
と
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
宇
佐
美
氏
は
、
テ
キ
ス
ト
外
か
ら
の
素
材

｢

道
徳

教
育
論｣

と
い
う
自
分
の
考
え
・
主
張
と
テ
キ
ス
ト
と
を
く
ら

べ
る

｢

読
み
方
の
ス
タ
ン
ス｣

を
と
っ
て
い
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢
読
解
力｣

〈
熟
考
・
評
価
〉
で
求
め
ら
れ
て
い
る
読
み
方
の

一
つ
を
し
て
い
る
の
あ
る
。

�
｢

経
験｣
と
〈
熟
考
・
評
価
〉
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実
は
、『

夕
焼
け』

批
判
の
柱
に
は
も
う
一
つ
あ
る
。
〈
熟

考
・
評
価
〉
で
問
わ
れ
て
い
る

｢

経
験｣

を
踏
ま
え
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
宇
佐
美
氏
は

｢

読
み
方
の
ス
タ
ン
ス｣

と
し
て

｢

経
験｣
を
重
要
視
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
足
立
氏
で
あ
る
。
ま
ず
、
足
立

氏
の
指
摘
し
た
引
用
を
は
じ
め
に
あ
げ
る
。｢

言
葉｣

と

｢

経

験｣

の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。

文
学
作
品
の
言
葉
は
記
号
で
あ
っ
て
、
経
験

(

経
験
さ

れ
る
事
実)

の
あ
る
部
分

・

・
を
指
し
示
す
。

経
験
の
方
が
言
葉
よ
り
広
い
。
だ
か
ら
、
言
葉
を
経
験

と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
作
品
の
言
葉
が
足
り
な
い

と
こ
ろ
が
わ
か
っ
て
く
る
。
さ
き
の
｢

大
造
じ
い
さ
ん
と

が
ん｣

で
も
、
飛
ん
で
い
く
残
雪
へ
の
呼
び
か
け
が
、
ひ

ど
く
間
の
び
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
え
、
大
造
じ
い

さ
ん
が
芝
居
が
か
っ
た
感
傷
的
な
行
動
を
し
て
い
る
こ
と

が
見
え
て
く
る
。
も
し
、
こ
れ
を

｢

逸
脱｣

だ
と
い
う
な

ら
ば
、｢

逸
脱｣

は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、｢
逸

脱｣

無
し
に
は
、
文
学
作
品
は
読
み
得
な
い
。
個
々
の
読

者
が
自
分
が
持
っ
て
い
る
経
験
を
作
品
の
言
葉
と
結
び
つ

け
る
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
読
者
が
作
品
の
言
葉
を

自
分
の
蓄
積
し
て
い
る
経
験
と
照
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。

言
い
か
え
れ
ば
、
読
者
は
、
作
品
の
言
葉
を
そ
の
外
側

の
、
読
者
の
知
っ
て
い
る
経
験
の
世
界
と
の
関
連
で
解
釈

す
る
。
経
験
の
方
が
言
葉
よ
り
広
く
、
言
葉
は
経
験
の
文

脈
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。(

宇
佐

美1986)
p261

〜262

国
語
の
授
業
で
は
大
造
じ
い
さ
ん
が
残
雪

(

が
ん)

に
向
か
っ

て
呼
び
か
け
る
こ
と
を
何
の
疑
問
も
な
く
当
た
り
前
と
し
て
読

ん
で
い
る
。

書
か
れ
て
い
る
内
容
に
何
の
疑
問
を
持
た
ず
に
受
け
入
れ
て

読
ん
で
し
ま
う
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
今
ま
で
の
国
語
科

(

だ
け

で
な
く
学
校
教
育
全
般)

の
弱
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
文
章
や
デ
ー

タ
ー
を
疑
う
と
い
う
読
み
方
を
あ
ま
り
指
導
し
て
こ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

宇
佐
美
氏
の
主
張
を
読
む
と
、
猟
師
の
プ
ロ
で
あ
る
大
造
じ

い
さ
ん
が
感
傷
的
に
な
っ
て
が
ん
に
呼
び
か
け
る
こ
と
は
確
か

に
不
自
然
で
あ
る
。
大
造
じ
い
さ
ん
の
人
物
像
や
今
ま
で
の
経

験
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
プ
ロ
の
猟
師
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
す
れ
ば
、

い
く
ら
創
作
の
人
物
で
あ
っ
て
も
違
和
感
の
あ
る
猟
師
に
思
え

る
。
こ
の
違
和
感
を
何
の
疑
問
も
な
く
受
け
入
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
が

｢

む
し
ろ
、『

逸
脱』

無
し
に
は
、
文
学
作
品
は
読

み
得
な
い
。｣

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
の

｢

逸
脱｣

は
｢

今
ま
で
の
経
験｣

｢

事
実｣

か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
。

こ
の
説
明
は
、
こ
の
ま
ま

『

夕
焼
け』

に
も
当
て
は
ま
る
。

席
を
譲
る
と
い
う
状
況
に
お
い
て
三
番
目
の
老
人
に
は
結
果
ゆ

ず
ら
な
か
っ
た

｢

娘｣

の
行
為
を

｢

や
さ
し
い
心｣

と

｢

僕｣

が
い
う
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
そ
の
不
自
然
さ
の
指
摘
こ
そ
は

じ
め
に
引
用
し
た

『

夕
焼
け』

批
判
に
な
る
。
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こ
れ
が
宇
佐
美
氏
の
い
う

｢

読
者
は
、
作
品
の
言
葉
を
そ
の

外
側
の
、
読
者
の
知
っ
て
い
る
経
験
の
世
界
と
の
関
連
で
解
釈

す
る｣
、｢

経
験
の
方
が
言
葉
よ
り
広
く
、
言
葉
は
経
験
の
文
脈

の
中
に
位
置
づ
け
て
い
る｣

は
、
経
験
に
基
づ
い
て
作
品
を
批

判
的
に
読
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
な
る
。
ま
さ
し
く
、

〈
熟
考
・
評
価
〉
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。

こ
の
宇
佐
美
氏
の

｢

読
み
方
の
ス
タ
ン
ス｣

を
、
足
立
氏
は

｢

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

(
実
用
主
義)｣

と
い
う
語
を
あ
げ
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

宇
佐
美
氏
の
記
号
論
の
特
徴
が
、
よ
く
わ
か
る
一
節
で

あ
る
。
宇
佐
美
氏
の
記
号
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
や
は
り

｢

経
験｣

で
あ
る
。
そ
し
て
、
言
葉
は
、｢

作
品
の
文
脈｣

で
は
な
く｢

経
験
の
文
脈｣

の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
。宇

佐
美
氏
の
記
号
論
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
の
は
、｢

経
験

の
方
が
言
葉
よ
り
広
い｣

と
い
う
認
識
で
あ
る
。
こ
の
認

識
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ス
の

『

プ
ラ
グ
マ
チ
ズ

ム』
『

根
本
的
経
験
論』

に
よ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
宇
佐
美
氏
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ス
の
こ
と
ば
を
借
り

て
、｢

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
言
葉
を
疑
う
思
想
で
あ

る
。
言
葉
に
対
す
る
事
実
の
裏
う
ち
を
要
求
す
る
思
想
で

あ
る｣

と
も
述
べ
て
い
る
。

宇
佐
美
氏
の
記
号
論
が
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
根
拠

を
も
つ
こ
と
は
、
そ
の
性
格
を
知
る
上
で
、
か
な
り
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。｢

プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム｣

は
ふ
つ
う

｢

実
用
主
義｣

と
訳
さ
れ
、｢

行
動
を
重
ん
じ
、
観
念
や
信

念
は
、
そ
れ
が
行
動
に
な
っ
て
表
れ
た
と
き
の
有
効
性
に

よ
っ
て
価
値
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
、
と
い
う
考
え
方｣

で

あ
る
。｢

行
動
の
有
効
性｣

と
い
う
実
用
的
な
価
値
観
に

立
つ
記
号
論
で
あ
る
。

(

足
立1992

②)
p123

〜124

先
ほ
ど
、『

夕
焼
け』

批
判
の
一
つ
に
道
徳
教
育
の
立
場
か

ら
の

｢

教
育
の
一
貫
性｣

の
問
題
の
指
摘
が
あ
る
と
述
べ
た
。

実
は
、｢

道
徳｣

と

｢

経
験｣

と
は
関
連
が
あ
る
。

道
徳
は
、
今
ま
で
自
己
の
経
験
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
子
ど

も
が

｢

道
徳
的
価
値
の
自
覚
及
び
自
己
の
生
き
方
に
つ
い
て
の

考
え
を
深
め
、
道
徳
的
実
践
力
を
育
成
す
る｣ �
学
習
で
あ
る
。

足
立
氏
の
指
摘
に
あ
る

｢『

行
動
の
有
効
性』

と
い
う
実
用
的

な
価
値
観
に
立
つ
記
号
論
で
あ
る
。｣

と
く
ら
べ
て
み
る
と
、

道
徳
の
関
連
が
よ
く
分
か
る
。

｢

道
徳｣

と

｢

経
験｣

と

｢

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

(

実
用
主

義)｣

は
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、(

〈
事
実
認
識
と
価
値
判
断
の
粗
雑
・
独
善
〉

と
い
う
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が)

『

夕
焼
け』

を

｢

道

徳
の
資
料｣

と
し
て
使
う
こ
と
も
で
き
る
。
読
者
と
し
て
、
自

分
が

『
僕』

だ
っ
た
ら
黙
っ
て
見
過
ご
さ
ず
、
席
を
譲
る
。
あ

る
い
は
、『
娘』

に
強
い
心
を
持
と
う
と
声
を
か
け
る
と
い
う

よ
う
な
答
え
が
期
待
で
き
る
。
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宇
佐
美
氏
は
、
経
験
を
踏
ま
え
る
と

｢

僕｣
｢

娘｣

の
言
動

は
読
者
に
と
っ
て
違
和
感
の
あ
る
構
成
の
仕
方
と
断
じ
て
い
る
。

｢
こ
ん
な
う
じ
う
じ
し
た
娘
、
今
ど
き
い
な
い
よ
。｣

と
い
わ
れ

て
も
仕
方
の
な
い
程
度
の
構
成
の
さ
れ
方
に
問
題
が
あ
る
と
し

て
い
る�
。｢
や
さ
し
い
心
の
受
難｣

に
い
た
っ
て
は
経
験
を
ふ

ま
え
な
い
概
念
的
な
こ
と
ば
に
す
ぎ
な
い
。
席
を
譲
ら
な
い
内

容
の

『

夕
焼
け』
は
、
以
上
の
点
に
お
い
て

｢

行
動
の
有
用
性｣

が
な
い
。

経
験
を
も
と
に
、
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
が
本
当
に
そ
の
通
り

な
の
か
、
正
し
い
の
か
と
疑
う
、
あ
る
い
は
自
分
の
考
え
と
は

違
う
と
思
う
な
ど
の
読
み
方
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型｢

読
解
力｣

に

対
応
す
る
上
で
も
、
こ
れ
か
ら
の
学
習

(

学
校
教
育)

で
大
切

に
な
っ
て
く
る
。

〈
熟
考
・
評
価
〉
の
問
題
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
テ
キ
ス

ト
を
し
っ
か
り
読
み
、
そ
の
文
章
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
自
分
の

意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

〈
熟
考
・
評
価
〉
は
、
読
み
と
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
自
分
の

経
験
・
思
想
を
表
現
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
宇
佐
美
氏
の

｢

読
み
方
の
ス
タ
ン
ス｣

は
、
道
徳

教
育
に
お
い
て
非
常
に
有
効
な
の
で
あ
る
。

�
国
語
科
に
お
け
る
〈
熟
考
・
評
価
〉
の
あ
り
方

宇
佐
美
氏
の

｢

読
み
の
ス
タ
ン
ス｣

は
、
国
語
科
の
授
業
で

は
意
見
文
・
批
評
文
を
書
く
と
き
に
有
効
で
あ
る
。

し
か
し
、
特
に
文
学
・
物
語
教
材
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な

｢

読
み
方
の
ス
タ
ン
ス｣

を
そ
の
ま
ま
導
入
す
る
の
に
は
、
や

は
り
違
和
感
が
あ
る
。
文
学
・
物
語
教
材
は
今
ま
で
の
経
験
で

は
か
た
づ
け
ら
れ
な
い
複
雑
さ
が
あ
る

(

こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
後
ほ
ど

｢

三｣

で
述
べ
る)

。

｢

行
動
の
有
用
性｣

と
合
わ
な
い
か
ら
切
っ
て
し
ま
う
読
み

方
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
そ
こ
で
、｢

国
語
科｣

と
し
て
の
別
の
〈

熟
考
・
評
価
〉
の
学
習
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
実
際
に
出
題
さ

れ
た

『

落
書
き』

の
問
題
で
あ
る
。

ベ
ル
ガ
と
ソ
フ
ィ
ア
と
い
う
二
人
の
落
書
き
に
対
す
る
手
紙

(

主
張)

で
あ
る
。
ベ
ル
ガ
は
落
書
き
反
対
派
、
ソ
フ
ィ
ア
は

落
書
き
肯
定
派
で
あ
る
。

〈
熟
考
・
評
価
〉
の
問
題
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
が

出
題
さ
れ
た
。

落
書
き
に
関
す
る
問
４

手
紙
に
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
、
内
容
に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

手
紙
が
ど
の
よ
う
な
書
き
方
で
書
か
れ
て
い
る
か
、
ス

タ
イ
ル
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

ど
ち
ら
の
手
紙
に
賛
成
す
る
か
は
別
と
し
て
、
あ
な
た

の
意
見
で
は
、
ど
ち
ら
の
手
紙
が
よ
い
手
紙
だ
と
思
い
ま

す
か
。
片
方
あ
る
い
は
両
方
の
手
紙
の
書
き
方
に
ふ
れ
な

が
ら
、
あ
な
た
の
答
え
を
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。(

Ｐ
Ｉ

Ｓ
Ａ2000)

p
(

傍
線
・
筆
者)
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�落
書
き
の
手
紙
に
つ
い
て
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
手
紙
に
対

し
て
の
解
答
者
の
賛
成
・
反
対
で
は
な
い
。｢

手
紙
の
書
き
方｣

に
つ
い
て
で
あ
る
。
手
紙
の
ス
タ
イ
ル
に
注
目
し
、｢

文
体
、

議
論
、
組
み
立
て
、
議
論
の
説
得
力
、
論
調
、
用
語
、
読
み
手

に
訴
え
る
手
法｣

に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
を
述
べ
な
く
て
は

な
ら
な
い�
。
つ
ま
り
、
こ
の
問
題
で
問
わ
れ
て
い
る
〈
熟
考
・

評
価
〉
は

｢

言
葉｣
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
言

葉
を
あ
つ
か
う
国
語
科
の
問
題
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
報
告
書

(

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ2000)

に
は
、

模
範
解
答
は
な
く
評
価
基
準
の
み
し
か
書
か
れ
て
な
い
。

そ
こ
で
、｢

言
葉
の
経
験｣
を
踏
ま
え
た
〈
熟
考
・
評
価
〉

の
一
案
を
あ
げ
る
。
説
明
文

『

森
の
ス
ケ
ー
タ
ー

や
ま
ね』

に
、
以
下
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。｢
筆
者
の
主
張
は
本
当
に

正
し
い
の
か｣

｢

読
者
に
分
か
り
や
す
く
書
か
れ
て
い
る
の
か｣

｢

事
実
に
基
づ
い
た
こ
と
な
の
か｣
｢

文
章
・
構
成
は
分
か
り
や

す
か
っ
た
か｣

な
ど

｢

言
葉｣

に
注
目
し
て
な
ど
を
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

ま
た
、
や
ま
ね
は
小
さ
く
て
軽
い
の
で
、
木
の
先
の
細

い
え
だ
の
下
で
も
、
す
べ
る
よ
う
に
つ
た
っ
て
い
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
の
様
子
は
、
ま
る
で
森
の
ス
ケ
ー
タ
ー

で
す
。
え
だ
の
下
を
走
る
の
は
、
ふ
く
ろ
う
な
ど
の
天
て

き
に
見
つ
か
り
に
く
い
か
ら
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す�
。

(

傍
線
筆
者)

こ
の
説
明
文
に
は
、
科
学
的
事
実
と
科
学
的
推
論
に
基
づ
く

文
章
が
そ
れ
ぞ
れ
入
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
文
末
表
現
に
注
目
す

る
こ
と
で
わ
か
る
。｢

で
き
ま
す｣

か
ら
、
観
察
や
実
験
に
よ

る
科
学
的
事
実
を
述
べ
て
い
る
文
章
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

一
方
、｢

い
わ
れ
て
い
ま
す｣

は
、
観
察
や
実
験
は
な
く
科
学

的
推
論
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
文
章
を
吟
味
す
る
こ
と
で
事
実
に
も
と
づ
い

て
い
る
か
、
事
実
に
も
と
づ
い
た
推
測
か
、
い
ず
れ
の
書
き
方

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
か
ら
読
者
は
、
こ
の
文
章
は
き

ち
ん
と
事
実
と
推
測
と
を
分
け
て
書
い
て
い
る
と

｢

評
価｣

で

き
る
。(

〈
熟
考
・
評
価
〉)

事
実
に
も
と
づ
い
た
も
の
か
ど
う
か
調
べ
る
方
法
と
し
て
は
、

図
書
館
の
本
で

｢

や
ま
ね｣

を
調
べ
て
こ
の
記
述
が
正
し
い
か

確
認
す
る
方
法
も
あ
る
。
し
か
し
、
国
語
科
の
授
業
と

・
・
・
・
・
・
・

し
て
大
切
な
こ
と

・
・
・
・
・
・
・

は
、
表
現
に
着
目
す
る
な
ど

｢

言
葉｣

の
指

導
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。

文
学
・
物
語
教
材

(『

夕
焼
け』)

に
お
け
る

｢

言
葉｣

に
着

目
し
た
〈
熟
考
・
評
価
〉
の
案
は
後
ほ
ど

(｢

四｣

で)

述
べ

る
。三

『

夕
焼
け』

に
お
け
る
足
立
悦
男
氏
の

｢

読
み
の
ス
タ
ン
ス｣

と
〈
統
合
・
解
釈
〉

�
｢

意
味
生
成｣

と
〈
統
合
・
解
釈
〉

こ
こ
か
ら
は
、
足
立
氏
の

｢

読
み
の
ス
タ
ン
ス｣

に
つ
い
て
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述
べ
る
が
、
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
も
う
少
し
だ
け
宇
佐
美

氏
の
主
張
を
み
て
い
く
。｢

経
験｣

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
、

読
ん
で
理
解
す
る
と
い
う
機
能
を
わ
か
り
や
す
く
示
し
て
い
る
。

太
宰
治

『
富
岳
百
景』

(
｢�)

の
例
文｣)

と
引
用
し
た
後
に
、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
は�
の
例
文
を
解
釈
す
る
時
、
す
で
に
私
の
し
た
経

験
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
、
組
み
合
わ
せ
て
い
る
。｢

月
光
を

受
け
て｣

い
る
山
や

｢
富
士｣

や

｢

青
く
透
き
と
お
る｣

も
の
や

｢

し
た
た
る｣
青
さ
の
も
の
の
経
験
は
私
な
り
に

あ
る
の
で
、
こ
の
文
章
の
こ
と
ば
の
解
釈
と
し
て
、
私
は

私
自
身
の
経
験
と
結
び
つ
け
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
私
は

自
分
自
身
の
経
験
を
材
料
と
し
て
、
こ
と
ば
の
解
釈
内
容

を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。�

宇
佐
美
氏
の

｢

読
者
が
作
品
の
言
葉
を
自
分
の
蓄
積
し
て
い

る
経
験
と
照
合
す
る
こ
と｣

と
の
関
連
が
あ
る
。

経
験
し
た
こ
と
を
組
み
合
わ
せ
て

｢

文
章
を
理
解
し
て
い
く

機
能｣

が
分
か
り
や
す
く
書
か
れ
て
い
る
。

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
・
経
験
に
基
づ
い
た
読
み
方
と
い
う
と

複
雑
そ
う
に
思
え
る
が
、
情
報
を
得
る
た
め
の
だ
れ
も
が
行
う

一
般
的
な
機
能
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
物
語
・
文
学
作
品
だ

け
で
な
く
説
明
文
な
ど
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
文
章
を
読
む
時
に
活

用
で
き
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
足
立
氏
の

｢

読
み
の
ス
タ
ン
ス｣

を
み
て

い
く
。
先
の
過
程
を

｢

〈
言
葉
―
経
験
〉
の
結
び
つ
き
方｣

と

し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

文
章
の

｢

読
み｣

に
お
い
て
、｢

〈
言
葉
―
経
験
〉
の

結
び
つ
き
方｣

が
大
事
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
そ

れ
も
ま
た
、｢

読
む｣

上
で
の

｢

秩
序｣

づ
く
り
の
た
め

に
、
不
可
欠
の
要
素
と
み
て
い
い
か
ら
で
あ
る
。｢

解
釈

規
則

(

コ
ー
ド)

の
共
有｣

と
い
う
考
え
方
と
も
照
応
し

て
い
る
。
そ
れ
も
一
つ
尺
度
と
し
て
は
重
要
で
あ
る
。
し

か
し
、
文
学
教
材
を

｢

読
む｣

と
き
は
、
そ
の
尺
度
だ
け

で
計
量
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。(

足
立1991

③)
p144

注
目
し
た
い
の
は

｢

文
学
教
材
を

『

読
む』

と
き
は
、
そ
の

尺
度
だ
け
で
計
量
で
き
る
わ
け
で
は
な
い｣

と
い
う
こ
と
で
あ

る
。文

章
を
読
む
時
に
は
宇
佐
美
氏
の
説
明
の
よ
う
に
経
験
を
も

と
に
理
解
を
し
て
い
く
。
し
か
し
、
物
語
・
文
学
に
お
い
て
は

そ
れ
で
は
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
、
作
家
の

高
橋
源
一
郎
氏
は
詩
や
小
説
に
つ
い
て

｢

そ
の
中
に
は
分
か
り

に
く
い
も
の
や
意
味
が
曖
昧
な
も
の
が
た
く
さ
ん
存
在
し
て
い

る｣
と
説
明
し
て
い
る�
。
そ
れ
ら
を

｢

言
葉｣

で
考
え
て
い

く
の
が
物
語
・
文
学
の
授
業
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
、
足
立
氏
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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私
は
、
文
学
教
育
の

｢

虚
構｣

論
と
し
て
、
作
者
と
読

者
の

｢

独
自
な｣

意
味
づ
け
と
い
う
条
件
を
重
視
し
て
い

る
。
よ
り
深
く
、
よ
り
鋭
く
、
よ
り
豊
か
に
と
い
う
オ
リ

ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
条
件
で
あ
る
。｢

夕
焼
け｣

で
い
え
ば
、

｢

や
さ
し
い
心
の
受
難｣

と
い
う
作
者
の

｢

独
自
な｣

思

想
を
、
読
者
と
し
て
、
ど
う
豊
か
に
意
味
づ
け
る
か
、
で

あ
る
。
そ
こ
に

｢

虚
構
と
し
て
の
面
白
さ｣

が
あ
る
。

(

足
立1992

①)
P
148

作
者
は
、
文
学
作
品
の
中
で

｢
独
自
な｣

意
味
づ
け
を
す
る
。

そ
れ
が
読
者
に
と
っ
て

｢

わ
か
り
に
く
い
も
の
や
意
味
が
曖
昧

な
も
の｣

と
な
る
こ
と
が
あ
る
。

｢

や
さ
し
い
心
の
受
難｣

の
よ
う
に
既
存
の
言
葉
の
組
み
合

わ
せ
に
よ
っ
て
新
し
い
意
味
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を

足
立
氏
は

｢

意
味
生
成｣

と
定
義
し
て
い
る
。

ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
記
号
論
に
、｢

意
味
生
成｣
と
い
う

概
念
が
あ
る
。
一
般
に
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

意
味
と
か
意
味
作
用
と
か
と
い
う
と
き
に
は
、
そ
の

背
後
に
必
ず
堅
固
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
回
路
が
ひ

か
え
て
い
る
も
の
だ
が
、
意
味
生
成
は
、
む
し
ろ
意
味

を
産
み
だ
す
自
由
な
働
き
そ
の
も
の
を
示
そ
う
と
し
て

い
て
、
そ
の
点
で
構
造
の
し
が
ら
み
を
脱
け
だ
し
て
ゆ

く
可
能
性
と
の
戯
れ
で
あ
る
。(

中
略)

し
た
が
っ
て
、

言
語
と
い
う
場
の
な
か
で
可
能
な
運
動
を
追
及
し
つ
づ

け
る
無
限
の
生
産
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

言
語
と
い
う
場
所
で
の

｢

可
能
な
運
動｣

と
い
う
発
想

は
、
文
学
教
育
の
機
能
論
と
し
て
重
視
し
た
い
と
思
う
。

｢

文
章
か
ら
わ
か
る｣

と
い
う
こ
と
の
解
明
に
は
、
こ
の

よ
う
な
働
き
に
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。(

足
立199

1

③)
p144

｢

意
味
と
か
意
味
作
用
と
か
と
い
う
と
き
に
は
、
そ
の
背
後

に
必
ず
堅
固
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
回
路
が
ひ
か
え
て
い
る｣

と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
宇
佐
美
氏
の
言
う

｢

読
者
が
作
品
の

言
葉
を
自
分
の
蓄
積
し
て
い
る
経
験
と
照
合
す
る
こ
と｣

で
あ

り
、｢

〈
言
葉
―
経
験
〉
の
結
び
つ
き
方｣

で
あ
る
。
も
っ
と
、

分
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
書
い
て
る
こ
と
が
経
験
か
ら
す
ん
な

り
分
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、｢

そ
の
点
で
構
造
の
し
が
ら
み

を
脱
け
だ
し
て
ゆ
く
可
能
性｣

で
あ
る
。
足
立
氏
の
い
う
と
こ

ろ
の

｢

作
者
の

『

独
自
な』

思
想｣

に
あ
た
る
と
考
え
る
。

｢
作
者
の

『

独
自
な』

思
想｣

が
理
解
・
解
釈
で
き
る
と
い
う

こ
と
が
、
物
語
・
文
学
の

｢

文
章
が
分
か
る｣

と
い
う
こ
と
に

な
る
。

つ
ま
り
、
作
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
、
既
存
の
言
葉
の
組
み

合
わ
せ
に
よ
っ
て
で
き
た
言
葉
の
意
味
を
、
読
者
が
考
え
、
解
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釈
が
理
解
で
き
て
は
じ
め
て
、
文
章
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

『
夕
焼
け』

の
場
合
、
既
存
の
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ

て
で
き
た
新
し
い
言
葉
は

(｢

や
さ
し
い
心｣

と

｢

受
難｣

を

組
み
合
わ
せ
た)

｢

や
さ
し
い
心
の
受
難｣

で
あ
る
。

｢

や
さ
し
い
心
の
受
難｣

の
意
味
を
考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、

足
立
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
〈
や
さ
し
い
心
の
持
ち
主
は
…
受
難
者
と
な

る
〉
と
い
う
一
節
。
〈
や
さ
し
い
心
の
持
ち
主
〉
は
、
な

ぜ
〈
受
難
者
と
な
る
〉
の
か
、
と
。

中
学
生
の
常
識
か
ら
す
る
と
、
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。
〈
や
さ
し
い
心
の
持
ち
主
〉
で
あ
れ
ば
、
誉
め

ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
受
難
す
る
こ
と

(

苦
し
み
や

災
い
を
受
け
る
こ
と)

は
な
い
、
と
考
え
や
す
い
か
ら
で

あ
る
。
し
か
も
、
あ
る
特
別
の
状
況
に
お
い
て
、
と
い
う

の
で
は
な
く
、
〈
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
／
わ
れ
に
も
あ
ら

ず
受
難
者
と
な
る
〉
。
中
学
生
の
思
考
パ
タ
ー
ン
に
は
な

い
新
し
い
考
え
方
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
も
っ
て
い
た
考
え

方
で
は
理
解
し
に
く
い
。
理
解
す
る
た
め
に
は
、
〈
僕
〉

が
何
を
ど
の
よ
う
に
見
て
、
何
を
ど
の
よ
う
に
思
考
し
た

の
か
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
じ
っ
く
り
考
え
な
が
ら
、
自
分

自
身
の
〈
や
さ
し
い
心
〉
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
問

い
直
し
を
迫
ら
れ
る
。｢

夕
焼
け｣

の
教
材
と
し
て
の
価

値
は
、
そ
こ
に
あ
る
。
〈
僕
〉
の

｢

思
考｣

は
、
中
学
生

に
と
っ
て
、
新
し
い
認
識
体
験
の
場
と
な
り
う
る
。

〈
僕
〉
の
思
考
は
、
そ
の
た
め
の
格
好
の
教
材
に
な
る
わ

け
だ
。
詩
教
材
と
し
て
の
魅
力
も
そ
こ
に
あ
る
。(

足
立

1989)
p

｢

自
分
自
身
の
〈
や
さ
し
い
心
〉｣

の

｢

問
い
直
し｣

は
道

徳
的
に
自
分
の
心
を
問
い
直
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
今
ま

で
も
っ
て
い
た

｢

や
さ
し
い
心｣

と
い
う

｢

言
葉
の
概
念｣

を

問
い
直
す
こ
と
に
な
る
。
問
い
直
し
な
く
し
て
、
詩
の
内
容
を

理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

｢

や
さ
し
い
心｣

と

｢

受
難｣

と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の

意
味
は
難
し
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

『

夕
焼
け』

と
い
う
教
材
は
、
こ
の
二
語
を
組
み
合
わ
せ
今
ま
で
経
験
し
た

こ
と
の
な
い

｢

新
し
い
意
味
の
言
葉｣

を
創
っ
て
い
る
。
そ
れ

が
、｢

〈
や
さ
し
い
心
の
持
ち
主
〉
で
あ
れ
ば
、
誉
め
ら
れ
る

こ
と
は
あ
っ
て
も
受
難
す
る
こ
と

(

苦
し
み
や
災
い
を
受
け
る

こ
と)

は
な
い｣

と
い
う
矛
盾

(｢

新
し
い
言
葉
の
意
味｣)

に

な
る
。

こ
の

｢

新
し
い
言
葉
の
意
味｣

を
、
読
者
は
作
品
全
体

(

引

用
中
の
言
葉
で
い
え
ば

｢

〈
僕
〉
が
何
を
ど
の
よ
う
に
見
て
、

何
を
ど
の
よ
う
に
思
考
し
た
の
か｣)

を
も
と
に
探
る
。

実
は
、
組
み
合
わ
さ
れ
た
言
葉
の
意
味
を
考
え
る

｢

意
味
生

成｣
の

｢
読
み
方
の
ス
タ
ン
ス｣

が
〈
統
合
・
解
釈
〉
に
あ
た

る
。〈

統
合
・
解
釈
〉
の
定
義
を
振
り
返
っ
て
み
る
。｢

テ
キ
ス
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ト
の
中
の
異
な
る
部
分
の
関
係
を
理
解
し
、
推
論
に
よ
り
テ
キ

ス
ト
の
意
味
を
理
解
す
る｣

と
あ
る
。

『
夕
焼
け』

と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
中
で

｢

異
な
る
部
分｣

は
、

｢

や
さ
し
い
心｣

と

｢

受
難｣

で
あ
る
。｢

や
さ
し
い
心
の
受
難｣

を
考
え
る
た
め
に
は
、｢

や
さ
し
い｣

｢

受
難｣

と
い
う
言
葉
の

基
本
的
な
意
味
を
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

つ
ま
り

｢

経
験｣

を
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い)

。｢

や
さ
し
い
心

の
受
難｣

は
テ
キ
ス
ト
内
に
明
確
に
書
か
れ
て
い
な
い
。
そ
こ

で
、『

夕
焼
け』

に
書
い
て
い
る
こ
と
を
材
料
に
し
、
そ
こ
か

ら
推
論
し
て
、｢

や
さ
し
い
心
の
受
難｣

を
解
釈
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
解
釈
を
す
る
ヒ
ン
ト
の
言
葉
は

｢

席
を
ゆ
ず
っ

た
／
わ
れ
に
も
あ
ら
ず｣

｢

他
人
の
つ
ら
さ
を
・
・
・｣

と
な
ど

本
文
が
参
考
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
〈
統
合
・
解
釈
〉
の
問
題
を
考
え
る
の
は
と
て

も
難
し
い
。

な
お
、
足
立
氏
が

｢

作
者
の

『

独
自
な』

思
想
を
、
読
者
と

し
て
、
ど
う
豊
か
に
意
味
づ
け
る
か
、
で
あ
る｣

(

傍
線
筆
者)

と
し
て
い
る
。
こ
の

｢

読
者
と
し
て｣

が
大
切
だ
と
考
え
る
。

読
者
は
、
作
者
の
意
味
づ
け
を
探
る
の
で
は
な
く
、
読
者
自
身

が
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
て
考
え
る
の
か
の
方
に
力
点
が
お
か

れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
読
者
に
よ
っ
て
微

妙
な
解
釈
の
ず
れ
が
生
じ
る
。
こ
れ
が

｢

言
語
と
い
う
場
の
な

か
で
可
能
な
運
動
を
追
及
し
つ
づ
け
る
無
限
の
生
産
点｣

に
つ

な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
ず
れ
を
授
業
で
す
り

あ
わ
せ
て
い
く
楽
し
み
が
あ
る
。

ま
た
、
注
意
点
が
一
つ
あ
る
。｢

や
さ
し
い
心
の
受
難｣

の

解
釈
を

『

夕
焼
け』

の
席
ゆ
ず
り
以
外
の
例
を
あ
げ
て
解
釈
を

説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば

｢

い
じ
め
問
題｣

を
使
う
と

説
明
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
有
効
な
手
段
で

は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
テ
キ
ス
ト
外
部
の
要
素

(｢

経

験｣)

を
元
に
述
べ
て
い
る
の
で
、
厳
密
に
い
え
ば
〈
熟
考
・

評
価
〉
の

｢

読
み
の
ス
タ
ン
ス｣

で
答
え
る
こ
と
に
な
る
。�

�
『

夕
焼
け』

は
国
語
科
の
〈
統
合
・
解
釈
〉
と
し
て

適
切
な
教
材
で
あ
る
か

｢

国
語
科｣

は

｢

言
葉
を
あ
つ
か
う｣

教
科
で
あ
る
。｢

や

さ
し
い
心｣

｢

受
難｣

な
ど
の
作
品
中
の
言
葉
の
意
味
を
考
え

る
こ
と
が
、｢

言
葉｣

の
学
習
に
な
る
。

｢

テ
キ
ス
ト
の
中
の
異
な
る
部
分
の
関
係
を
理
解
し
、
推
論｣

を
作
品
中
の
言
葉
か
ら
考
え
る
こ
と
こ
そ
、
言
葉
を
突
き
詰
め

て
い
く
国
語
科
の
授
業

(

特
に
物
語
・
文
学
教
材)

に
な
る
。

『

夕
焼
け』

で
言
え
ば
、｢

や
さ
し
い
心｣

と

｢

受
難
者｣

が
そ
れ
ぞ
れ
も
っ
て
い
る
意
味
は
組
み
合
わ
せ
る
と
矛
盾
す
る

言
葉
に
な
る
。
そ
の
矛
盾
を

｢

お
か
し
い｣

｢

概
念
的｣

と
し

て
は
ね
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
新
し
い
言
葉
と
し
て
解
釈
で
き

る
。『

大
造
じ
い
さ
ん
と
が
ん』

の
大
造
じ
い
さ
ん
の
呼
び
か
け

も
同
様
で
あ
る
。
今
ま
で
の
行
動
と
く
ら
べ
て
、
お
か
し
い
言

動
と
し
て
切
り
捨
て
る
の
で
は
な
く
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な

行
動
を
し
た
の
か
を
本
文
か
ら
意
味
づ
け
て
解
釈
を
し
て
い
け
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る
。文

学
・
物
語
教
材
は
、
読
者
が
分
か
る
よ
う
に
書
か
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
宇
佐
美
氏
の
主
張
は
正
し
い
。

し
か
し
、
人
間
の
複
雑
な
感
情
や
状
況
な
ど
を
わ
か
り
や
す
い

言
葉
で
表
現
で
き
な
い
時
が
あ
る
。
そ
の
時
に
は
、
既
製
の
言

葉
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
意
味
を
も
た
せ

表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
方
法
の
試
み
が
で
き

る
の
が
物
語
・
文
学
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
読
ん
で
考
え
る

の
が
物
語
・
文
学
の
授
業
で
あ
る
。

逆
に
言
う
と
、『

夕
焼
け』
や

『

大
造
じ
い
さ
ん
と
が
ん』

に
お
け
る
矛
盾
点
や
問
題
点
を
指
摘
す
る
宇
佐
美
氏
の
批
判
は
、

〈
統
合
・
解
釈
〉
の
問
題
を
つ
く
る
上
で
参
考
に
な
る
の
で
あ

る
。『

夕
焼
け』

(

そ
し
て
、『

大
造
じ
い
さ
ん
と
が
ん』)

は
、

〈
統
合
・
解
釈
〉
を
考
え
る
た
め
の
す
ぐ
れ
た
教
材
で
あ
る
。

四

｢

読
み
方
の
ス
タ
ン
ス｣

を

今
後
の
国
語
科
の
授
業
に
活
用
ど
う
す
る
か

前
章
ま
で
、『

夕
焼
け』

に
お
け
る

｢

読
み
方
の
ス
タ
ン
ス｣

の
違
い
を
み
て
き
た
。

宇
佐
美
氏
・
足
立
氏
の

｢

読
み
方
の
ス
タ
ン
ス｣

は
、
当
時

存
在
し
て
い
な
い
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型｢

読
解
力｣

に
対
応
で
き
る
、

時
代
を
先
取
り
し
た
論
争
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

と

｢『

夕
焼
け』

論
争｣

を
あ
わ
せ
て
概
観
で
き
る
現
在
の
実
践
屋
と
し
て
は
、
〈
統
合
・

解
釈
〉
〈
熟
考
・
評
価
〉
を
ど
の
よ
う
に
物
語
・
文
学
教
材
の

授
業
に
取
り
入
れ
て
い
く
の
か
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
。こ

こ
で
は
物
語
・
文
学
の
授
業
の
案
を

『

夕
焼
け』

を
例
に

述
べ
る
。

ま
ず
、『

夕
焼
け』

を
し
っ
か
り
読
み
、
内
容
を
把
握
さ
せ

た
後
に
、｢

や
さ
し
い
心
の
受
難｣

に
つ
い
て
考
え
る
。｢

や
さ

し
い
心｣

｢

受
難｣

(
｢

や
さ
し
い
心
の
受
難｣)

と
い
う
言
葉

と
と
も
に

｢

何
故
、
〈
や
さ
し
い
心
の
持
ち
主
〉
が
苦
し
み
や

災
い
を
受
け
る
の
か｣

テ
キ
ス
ト
の
内
容
に
則
し
て

｢

文
章
で

言
い
換
え
・
説
明
す
る｣

方
法
を
試
み
る
。
そ
の
た
め
に
必
要

な
キ
ー
ワ
ー
ド
を

『

夕
焼
け』

か
ら
選
ば
せ
る

(

〈
情
報
へ
の

ア
ク
セ
ス
・
取
り
出
し
〉
の
学
習
に
な
る)

。
こ
れ
ら
の
言
葉

を
使
い

｢

や
さ
し
い
心｣

と

｢

受
難｣

の
関
係
を
言
葉
で
埋
め
、

｢

や
さ
し
い
心
の
受
難｣

と
い
う
新
し
い
言
葉
の
意
味
を
具
体

的
に
表
現
す
る
学
習
を
さ
せ
る
。
以
上
が
〈
統
合
・
解
釈
〉
の

学
習
に
な
る
。

こ
の
学
習
を
踏
ま
え
た
上
で

｢

電
車
の
中
の
席
ゆ
ず
り｣

の

設
定
が

｢

や
さ
し
い
心
の
受
難｣

を
表
現
す
る
の
に
適
し
て
い

る
の
か
考
え
る
。
設
定

(

表
現)

が
適
し
て
い
る
と
考
え
る
な

ら
、
そ
の
説
明
を
す
る
。
適
し
て
い
な
い
の
な
ら
ば
他
の
場
面

を
示
し
、
な
ぜ
そ
れ
が
い
い
の
か
説
明
す
る
。
こ
れ
は
、
表
現

方
法
に
関
す
る

｢

言
葉｣

の
〈
熟
考
・
評
価
〉
の
学
習
に
な
る
。

(

こ
こ
ま
で
の
学
習
を
す
る
の
に

｢

文
章
に
書
か
せ
る｣

｢

話
し
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合
い
を
さ
せ
る｣

な
ど
細
か
い
手
法
・
手
段
が
考
え
ら
れ
る
が

割
愛
す
る
。)

こ
の
学
習
は
、
工
夫
次
第
で
他
の
教
材
で
も
活
用
で
き
る
。

例
え
ば
、『

太
造
じ
い
さ
ん
と
が
ん』

で
は
、｢

猟
師
の
プ
ロ
で

あ
る
大
造
じ
い
さ
ん
が
、
感
傷
的
に
な
っ
て
が
ん
に
呼
び
か
け

た
理
由
を
本
文
の
表
現
か
ら
考
え
る｣

(

〈
統
合
・
解
釈
〉)

。

こ
の
学
習
を
ふ
ま
え
た
上
で

｢

太
造
じ
い
さ
ん
が
が
ん
に
呼
び

か
け
る
場
面
が
、
こ
の
作
品
に
必
要
だ
っ
た｣

の
か
。
あ
る
い

は
、｢

呼
び
か
け
る
と
読
者
に
ど
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
か｣

か
考
え
る

(

〈
熟
考
・
評
価
〉)
。

〈
統
合
・
解
釈
〉
〈
熟
考
・
評
価
〉
を
複
合
的
に
取
り
入
れ

た
学
習
を
す
る
こ
と
で
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
超
え
る
学
習
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
く
と
考
え
て
い
る
。

五

ま
と
め

冒
頭
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

に
対
応
す
る
た
め
に
は
、

い
ろ
い
ろ
な
方
法
で
読
む
力
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
た
。

〈
統
合
・
解
釈
〉
〈
熟
考
・
評
価
〉
を
ふ
ま
え
た
学
習

(

発

問)

を
国
語
科
で
進
め
て
い
け
ば
、
物
語
・
文
学
の
授
業
の
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
増
え
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
は
、
物
語
・
文
学
教
材
で
よ
く
使
わ
れ
る

｢

気
持
ち
・

心
情｣

へ
の
脱
却
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。｢

気
持
ち
・
心
情｣

を
問
う
学
習
は
、
歴
史
も
あ
り
効
果
を
あ
げ
て
い
る

。
し
か

し
、
こ
の
方
法
だ
け
で
授
業
が
行
わ
れ
る
と
い
う
の
は
、
Ｐ
Ｉ

Ｓ
Ａ
に
対
応
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
対
応
し

て
い
く
上
で
限
界
が
き
て
い
る
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

宇
佐
美
氏
と
足
立
氏
の
主
張
と
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

と

の
関
連
を
見
て
き
た
。
本
論
は
、『

夕
焼
け』

論
争
を
Ｐ
Ｉ
Ｓ

Ａ
型

｢

読
解
力｣

で
切
り
と
っ
て
断
面
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い

(

し
か
も
、
そ
の
断
面
も
十
分
な
切
り
口
と
は
言
え
な
い)

。

こ
の
論
争
は
お
よ
そ
二
十
年
前
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
Ｐ

Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

を
先
取
り
し
た
、
現
在
の
目
か
ら
見
て

も
す
ぐ
れ
た
論
争
で
あ
る
。
こ
の
論
争
は
奥
が
深
く
、｢

物
語
・

文
学
教
材｣

の
読
み
方
を
考
え
て
い
く
上
で
重
要
な
ヒ
ン
ト
が

隠
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
分
析
が
な

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

も
ほ
ん
の
一
面
を
示
し
た

に
過
ぎ
な
い
。

今
後
は
、
提
案
し
た

『

夕
焼
け』

の
授
業
の
検
証
を
し
て
み

た
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
小
学
校
に
勤
め
て
い
る
現
在

で
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
、『

大
造
じ
い
さ
ん
と
が
ん』

の
授

業
で
検
証
し
、
効
果
を
み
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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○
Ｐ
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Ｓ
Ａ
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文
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・
引
用
文
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(

Ｐ
Ｉ
Ｓ
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国
立
教
育
施
策
研
究
所
編

『

生
き
る
た
め

の
知
識
と
技
能
４

O
E
C
D

生
徒
の
学
習

到
達
度
調
査

(

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ)

2009

年

2009

年
調
査
国
際
結
果
報
告
書』

(

明
石

書
店
、2010)

(

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ2000)

国
立
教
育
施
策
研
究
所
編

『

生
き
る
た
め

の
知
識
と
技
能

O
E
C
D

生
徒
の
学
習
到

達
度
調
査

(
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ)

2000

年

2000

年
調
査
国
際
結
果
報
告
書』

(

ぎ
ょ
う
せ

い
、2002)

○

『

夕
焼
け』

に
関
す
る
基
本
文
献
・
引
用
文
献

宇
佐
美
寛
氏
に
関
す
る
文
献

(

宇
佐
美1986)

『

国
語
科
授
業
批
判』

(

明
治
図
書
、1986)

(

宇
佐
美1989)

『

読
み
書
き
に
お
け
る
論
理
的
思
考』

(
明
治

図
書
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、

(

宇
佐
美1994)

『

国
語
科
授
業
に
お
け
る
言
葉
と
思
考
―

｢

言
語
技
術
教
育｣

の
哲
学』

、(

明
治
図
書
、

1994)

足
立
悦
男
氏
に
関
す
る
文
献

(

足
立1989)

｢

読
む

吉
野
弘

『

夕
焼
け』｣

(
『

日
本
文
学』

vol.

、
日
本
文
学
協
会
、1989

(

足
立1991

①)
｢

(

文
学
教
育
批
判
を
斬
る
・
３)

宇
佐
美

寛
の

『

文
学
教
育』

批
判

(

１)｣
(

『

文
芸

教
育』

、
明
治
図
書
、1991

・4)

(

足
立1991

②)
｢

(

文
学
教
育
批
判
を
斬
る
・
４)

宇
佐
美

寛
の

『

文
学
教
育』

批
判

(

２)｣
(

『

文
芸

教
育』

、
明
治
図
書
、1991

・6)

(

足
立1991

③)
｢

(

文
学
教
育
批
判
を
斬
る
・
５)

宇
佐
美

寛
の

『

文
学
教
育』

批
判

(

３)｣
(

『

文
芸

教
育』

、
明
治
図
書
、1991

・

)

(

足
立1992

①)
｢

(

文
学
教
育
批
判
を
斬
る
・
６)

宇
佐
美

寛
の

『

文
学
教
育』

批
判

(

４)｣
(

『

文
芸

教
育』

、
明
治
図
書
、1992

・5)

(

足
立1992

②)
｢

(

文
学
教
育
批
判
を
斬
る
・
７)

宇
佐
美

寛
の

『

文
学
教
育』

批
判

(

５)｣
(

『

文
芸

教
育』

、
明
治
図
書
、1992

・7)

(

足
立1995)

｢
『

夕
焼
け』

論
争
を
め
ぐ
っ
て
―
道
徳
教
育

と
文
学
教
育
―｣

(
『

日
本
文
学』

vol.

、

日
本
文
学
協
会
、1995)

望
月
善
次
氏
に
関
す
る
文
献

(

望
月1992)

『

論
争
・
詩
の
解
釈
と
授
業
―
吉
野
弘

｢

夕
焼

け｣

を
め
ぐ
っ
て
―』

(

明
治
図
書
、1992)

注�
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

(

経
済
協
力
開
発
機
構)

が
行
う
、
国
際
的
な

学
習
到
達
度
に
関
す
る
調
査
が

｢

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ｣

(

生
徒
の

学
習
到
達
度
調
査

P
rogram
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�

Student
A
ssessm

ent)

で
あ
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、
三

年
ご
と
に
行
わ
れ
、
二
〇
一
二
年
ま
で
に
五
回
行
わ
れ
た
。

義
務
教
育
修
了
時
生
徒
の
学
力
調
査
で
あ
る
。

�(
望
月1992)

p

よ
り

�
宇
佐
美
氏
は
、｢

道
徳｣

の
在
り
方
も
批
判
し
て
い
る
。

｢

私
は
、
徳
目
に
よ
る

『

ね
ら
い』

が
、
そ
れ
自
体
と
し

て
は
、
意
味
は
あ
い
ま
い
で
あ
り
な
が
ら
、
い
や
、
む
し

ろ
、
あ
い
ま
い
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
特
定
の
資
料
解
釈
の

し
か
た
の
み
結
び
つ
け
ら
れ
、
そ
の
解
釈
の
し
か
た
が
、

徳
目
の
威
厳
を
使
っ
て
教
師
に
押
し
つ
け
ら
れ
る
、
そ
し

て
教
師
は
子
ど
も
に
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
み
を
押
し
つ
け

る
と
い
う
、『

ウ
ワ
バ
ミ』

主
義
を
排
し
て
い
る
の
で
す
。

私
の
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
上
か
ら
の
押
し
つ
け
に
よ

る
一
面
的
な
資
料
解
釈
を
こ
わ
し
て
い
く
た
め
に
は
、
資

料
の
も
と
に
な
っ
て
い
る

(

資
料
が
描
い
て
い
る)

事
実

そ
の
も
の
か
ら
見
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、『

ね
ら
い』

を
事
実
が

持
っ
て
い
る
重
要
な
特
徴
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
よ
う
な

も
の
に
変
え
る
べ
き
で
す
。｣

宇
佐
美
寛

『

道
徳
授
業
批
判』

、
明
治
図
書
、1974

、

p219

�『
学
習
指
導
要
領』

道
徳
の

｢

目
標｣

よ
り

�(

宇
佐
美1994)

p123

よ
り

�(

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ2000)

p

よ
り

�
湊
秋
作

｢

森
の
ス
ケ
ー
タ
ー

や
ま
ね｣

、『

ひ
ろ
が
る
言

葉

小
学
国
語
３
上』

、
教
育
出
版
、2004

、p

よ
り

�『

宇
佐
美
寛
・
問
題
意
識
集
11

｢

経
験｣

と

｢

思
考｣

を

読
み
解
く』

、
明
治
図
書
、2005

、p

�
高
橋
源
一
郎

『

日
間
で

｢

名
文｣

が
か
け
る
よ
う
に
な

る
方
法』

、
朝
日
新
聞
出
版
、2009

、p142

�(
足
立1995)

で
提
案
さ
れ
て
い
る
。

｢

ま
た
、
テ
キ
ス
ト

(

教
材)

の
外
部
か
ら
、
テ
キ
ス
ト

(

教
材)

の
内
部
を
見
直
し
て
い
く
、
と
い
う
方
法
も
あ

る
。(

中
略)

生
産
し
た
時
点
の
状
況
を
、
も
う
一
つ
の

テ
キ
ス
ト
と
し
て

｢

重
ね
る｣

方
法
で
あ
る
。｣

p

(

奥
出
雲
町
立
馬
木
小
学
校
教
諭)
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