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大
村
は
ま
「
単
元
学
習
」
に
お
け
る
評
価
の
あ
り
方

　
―
―
二
つ
の
評
価
概
念
を
手
が
か
り
に
―
―
　
　

　
〇
新
妻
千
紘
、
薄
井
俊
二
、
本
橋
幸
康
、
池
上
　
尚
、
田
口
雄
大

は
じ
め
に

　

大
村
は
ま
「
単
元
学
習
」
を
論
じ
る
う
え
で
評
価
の
問
題
は
常
に
議
論

の
的
と
な
っ
て
き
た
。
高
校
受
験
の
場
で
高
い
評
価
を
得
る
こ
と
と
、
授

業
の
場
で
高
い
評
価
を
得
る
こ
と
が
対
応
し
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
危
惧
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
彼
女
の
教
歴
の
後
半
に
お
い
て
中
学
の

最
終
学
年
の
担
当
を
外
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
そ
の
疑
念
が
十
分

に
晴
ら
さ
れ
な
か
っ
た
一
つ
の
結
果
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
大
村
は
ま
自
身
は
、
一
般
に
み
ら
れ
る
よ
り
も
は
る
か
に
徹
底

し
て
評
価
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
の
が
事
実
で
あ
る
。
彼
女
が
都
立

中
学
校
に
転
出
し
教
員
と
し
て
活
動
を
始
め
た
昭
和
二
十
年
代
は
、
評
価

に
つ
い
て
の
考
え
方
が
ま
だ
自
覚
的
で
な
く
テ
ス
ト
に
よ
る
記
憶
力
の
測

定
や
評
点
に
よ
る
成
績
評
定
が
評
価
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
 (1)

。
し
か

し
、
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
評
価
論
が
導
入
さ
れ
、
昭
和
二
十
二
年
お
よ
び

二
十
六
年
版
学
習
指
導
要
領
（
試
案
）
に
お
い
て
は
、
評
価
は
「
テ
ス
ト

や
測
定
に
と
ど
ま
ら
ず
、
指
導
目
標
を
明
確
に
し
、
そ
の
た
め
の
指
導

計
画
を
立
て
、
児
童
生
徒
の
達
成
状
況
を
調
べ
、
そ
の
後
の
指
導
法
の

改
善
に
役
立
て
る
も
の
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
 (2)

。

ア
メ
リ
カ
人
教
員
か
ら
直
接
に
評
価
論
を
学
ん
だ
大
村
は
ま
 (3)

は
、
む

し
ろ
い
ち
早
く
評
価
に
つ
い
て
研
究
し
そ
の
理
念
を
徹
底
し
続
け
て
き

た
 (4)

。

　

一
九
七
三
年
よ
り
ブ
ル
ー
ム
の
形
成
的
評
価
が
徐
々
に
教
育
界
に
浸
透

し
、
評
価
は
指
導
の
改
善
だ
け
で
な
く
生
徒
の
学
習
意
欲
を
向
上
さ
せ
る

手
段
と
し
て
の
要
素
を
含
む
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
平
成
十
年
度

学
習
指
導
要
領
に
は
、
「
児
童
（
生
徒
）
の
よ
い
点
や
進
歩
の
状
況
な
ど

を
積
極
的
に
評
価
す
る
」
と
い
う
文
言
が
新
た
に
加
え
ら
れ
た
 (5)

。
す

な
わ
ち
価
値
を
評
す
る
と
い
う
「
評
価
」
の
字
義
に
含
ま
れ
る
「
意
味
づ
け
、

価
値
づ
け
る
」
と
い
う
見
方
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

大
村
は
ま
「
単
元
学
習
」
の
実
践
の
継
承
を
試
み
て
い
る
教
師
の
一
人

に
甲
斐
利
恵
子
が
い
る
。
彼
女
は
国
語
教
室
通
信
の
発
行
、
学
習
記
録
の

制
作
、
独
自
な
教
材
の
開
発
、
プ
リ
ン
ト
「
テ
ス
ト
に
つ
い
て
 (6)

」
の

利
用
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
、
大
村
は
ま
「
単
元
学
習
」
の
要
素
を
取

り
入
れ
て
い
る
。
彼
女
の
実
践
の
特
徴
と
し
て
は
、
こ
の
新
た
な
観
点
か

ら
の
「
児
童
（
生
徒
）
の
よ
い
点
や
進
歩
の
状
況
な
ど
を
積
極
的
に
評
価
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す
る
」
活
動
を
指
導
の
中
心
に
据
え
て
い
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

具
体
的
に
は
生
徒
一
人
一
人
の
成
果
を
認
め
、
ほ
め
る
と
い
う
形
で
全
生

徒
に
何
ら
か
の
「
意
味
づ
け
」
を
す
る
こ
と
を
行
っ
て
い
る
。
彼
女
の
指

導
も
大
村
は
ま
と
同
様
に
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
指
導
要
領
に
見
ら
れ
る

評
価
の
理
念
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
、
「
評
価
」
に
つ
い
て
論
じ
る
に
あ
た
り
、
「
評
価
」
と
い
う
概

念
を
一
段
階
細
分
化
し
て
使
う
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
ま
で
見
た
よ
う
に
、

「
評
価
」
は
、
テ
ス
ト
に
よ
る
計
測
、
計
測
の
結
果
で
あ
る
点
数
、
計
測

を
伴
う
診
断
か
ら
、
意
味
付
け
や
価
値
づ
け
に
比
重
を
置
い
た
も
の
ま
で
、

多
く
の
意
味
を
伴
っ
て
使
わ
れ
て
き
た
。
本
論
文
で
は
、
大
村
は
ま
「
単

元
学
習
」
に
お
け
る
評
価
の
あ
り
方
を
よ
り
明
晰
に
論
じ
る
た
め
に
、
こ

れ
ら
の
概
念
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
て
、
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
用
い

る
こ
と
と
し
た
い
。
両
者
は
実
際
の
場
面
に
お
い
て
は
連
動
す
る
性
質
を

持
っ
て
い
る
が
、
あ
え
て
区
別
す
る
こ
と
で
評
価
の
あ
り
方
を
立
体
的
に

解
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

評
価
Ⅰ
：　

診
断

評
価
Ⅱ
：　

意
味
付
け
・
価
値
づ
け

　

こ
の
二
つ
の
概
念
に
よ
っ
て
整
理
す
る
と
、
大
村
は
ま
の
実
践
に
は
、

評
価
Ⅱ
が
ほ
と
ん
ど
現
象
と
し
て
観
察
さ
れ
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

大
村
は
ま
「
単
元
学
習
」
に
一
貫
し
て
い
る
思
想
に
「
優
劣
の
か
な
た
に
」

が
あ
る
。
大
村
は
ま
は
「
優
劣
の
か
な
た
に
」
に
つ
い
て
「
自
分
の
も
っ

て
い
る
も
の
を
精
一
杯
生
か
そ
う
と
努
力
し
て
、
自
分
が
ど
ん
な
人
間
だ

か
忘
れ
て
い
る
」
 (7) 

状
態
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
彼
女
の
思
想
に
忠

実
に
則
れ
ば
、
価
値
づ
け
・
意
味
付
け
と
し
て
の
評
価
Ⅱ
は
、
生
徒
に
優

越
感
や
劣
等
感
を
意
識
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
も
の
し
て
意
図
的
に
避
け

ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
『
大
村
は
ま
国
語
教
室
十
四
』
月
報

十
一
に
お
い
て
、
波
多
野
完
治
は
、
大
村
は
ま
か
ら
直
接
、
彼
女
が
生
徒

を
ほ
め
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
し
な
い
旨
の
発
言
を
聞
い
た
こ
と
を
報
告
し

て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
ブ
ル
ー
ム
の
影
響
に
よ
り
、
評
価
Ⅱ
が
学
習
指
導

要
領
に
適
用
さ
れ
た
昭
和
四
十
年
代
、
大
村
は
ま
は
ま
だ
現
役
で
教
壇
に

立
っ
て
い
た
。
新
し
い
評
価
の
概
念
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
す
れ

ば
、
大
村
は
ま
「
単
元
学
習
」
は
そ
の
時
す
で
に
時
代
遅
れ
だ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

一
方
、
甲
斐
利
恵
子
の
継
承
と
い
う
問
題
に
も
疑
問
が
生
じ
る
。
評
価

Ⅱ
が
「
優
劣
の
か
な
た
に
」
と
い
う
思
想
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

甲
斐
利
恵
子
の
実
践
は
、
大
村
は
ま
「
単
元
学
習
」
の
禁
忌
を
犯
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
長
き
に
わ
た
っ
て
尊
敬
さ
れ
、
現
在
で
も
多
く
の
教
師
の
模

範
と
な
っ
て
い
る
大
村
は
ま
と
い
う
人
の
実
践
及
び
そ
の
思
想
を
、
「
時

代
遅
れ
」
な
ど
と
称
す
る
に
は
大
い
に
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
実
際
、

昭
和
二
十
年
代
、
評
価
の
概
念
が
ま
だ
曖
昧
だ
っ
た
と
き
で
あ
っ
て
さ
え
、

実
際
に
は
テ
ス
ト
の
「
点
数
」
は
子
供
た
ち
に
と
っ
て
、
評
価
Ⅱ
で
あ
る

こ
と
を
避
け
ら
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
 (8)

。
そ
の
よ
う
な
評

価
Ⅱ
が
、
大
村
は
ま
の
実
践
や
そ
れ
を
語
る
言
葉
に
現
れ
な
い
と
し
た
ら
、

必
ず
そ
こ
に
は
大
村
は
ま
の
明
確
な
意
図
が
反
映
し
て
い
る
は
ず
と
考
え

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

本
論
文
で
は
、
大
村
は
ま
「
単
元
学
習
」
に
お
い
て
、
存
在
す
る
は
ず

で
あ
る
の
に
現
象
と
し
て
観
察
さ
れ
な
い
評
価
Ⅱ
を
、
私
た
ち
は
な
ぜ
目
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に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の

か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
評
価
Ⅱ
が
前

面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
甲
斐
利
恵
子
の
実
践
を
比
較
の

た
め
に
参
照
す
る
こ
と
と
す
る
。
甲
斐
氏
の
実
践
は
、
評
価
Ⅱ
を
め
ぐ
っ

て
、
大
村
は
ま
「
単
元
学
習
」
と
き
わ
め
て
対
照
的
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
大
村
は
ま
が
避
け
て
い
た
評
価
Ⅱ
を
、
積
極
的
に
取
り
入
れ

た
上
で
な
お
大
村
は
ま
「
単
元
学
習
」
と
し
て
成
立
さ
せ
て
い
る
と
し
た

ら
、
大
村
は
ま
「
単
元
学
習
」
を
本
来
の
意
味
に
お
い
て
十
分
に
継
承
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
（
以
下
、
甲
斐
利
恵
子
の
実
践
を

そ
の
指
向
性
に
お
い
て
「
継
承
的
実
践
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
。
で
は
、

評
価
Ⅱ
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
甲
斐
利
恵
子
は
い
か
に
し
て
大
村
は
ま
「
単

元
学
習
」
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
、

大
村
は
ま
に
お
け
る
評
価
に
お
い
て
、
ま
ず
評
価
Ⅰ
が
ど
の
よ
う
に
使
わ

れ
、
ま
た
、
評
価
Ⅱ
が
ど
の
よ
う
に
避
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
た

う
え
で
、
そ
れ
を
継
承
し
た
甲
斐
利
恵
子
に
お
け
る
評
価
Ⅱ
の
あ
り
方
に

着
目
し
、
両
者
を
対
照
す
る
こ
と
で
大
村
は
ま
「
単
元
学
習
」
に
お
け
る

評
価
Ⅱ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
解
明
を
行
い
た
い
。

第
一
章　

大
村
は
ま
「
単
元
学
習
」
に
お
け
る
評
価
Ⅱ
の
覆
在
化

（
一
）
大
村
は
ま
「
単
元
学
習
」
に
お
け
る
評
価
Ⅰ
の
あ
り
方

　

大
村
は
ま
は
「
評
価
」
と
い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う
な
意
味
を
指
し
て
用

い
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
『
教
え
る
こ
と
の
復
権
 (9)

』
に
お
い
て
大
村
は
ま

は
、
「
評
価
」
と
は
「
教
師
か
ら
す
れ
ば
、
今
後
ど
う
い
う
こ
と
を
ど
の

よ
う
に
指
導
す
る
と
よ
い
か
、
生
徒
か
ら
す
れ
ば
、
ど
こ
を
向
い
て
ど

う
勉
強
し
て
い
け
ば
よ
い
か
、
そ
う
い
う
指
針
を
知
る
た
め
の
も
の
 (10)

」

で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
手
段
と
し
て
、
試
験
に
よ
っ
て

不
足
し
て
い
る
学
力
を
計
測
・
判
断
し
て
指
導
の
方
針
と
す
る
こ
と
が
有

効
で
あ
る
 (11)

と
述
べ
て
い
る
。
大
村
は
ま
が
用
い
る
「
評
価
」
と
い
う

言
葉
は
、
は
じ
め
に
定
義
し
た
「
評
価
Ⅰ
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
氏
は
昭
和
二
十
二
年
お
よ
び
二
十
六
年
版
学
習
指
導
要
領
（
試

案
）
に
お
い
て
示
さ
れ
た
「
テ
ス
ト
や
測
定
に
と
ど
ま
ら
な
い
評
価
」「
児

童
生
徒
の
達
成
状
況
を
調
べ
、
そ
の
後
の
指
導
法
の
改
善
に
役
立
て
る
も

の
と
し
て
の
評
価
」
 (12)

に
順
じ
る
よ
う
な
絶
え
ざ
る
評
価
Ⅰ
の
必
要
性
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る
 (13)

。
例
え
ば
単
元
「
ク
ラ
ス
雑
誌
」
に
お
い
て

は
一
五
回
の
調
査
と
六
回
の
テ
ス
ト
を
行
っ
て
い
る
 (14)

。
大
村
は
ま
に

と
っ
て
テ
ス
ト
は
客
観
的
な
基
準
に
よ
る
診
断
の
一
手
段
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
テ
ス
ト
に
は
学
力
の
数
値
化
に
よ
っ
て
評
価
Ⅱ
を
顕
在
さ
せ
て
し

ま
う
と
い
う
一
面
が
あ
る
 (15)

。
そ
れ
だ
け
多
く
の
テ
ス
ト
を
行
い
な
が

ら
、
生
徒
が
テ
ス
ト
か
ら
評
価
Ⅱ
を
見
出
し
て
優
劣
の
意
識
を
得
て
し
ま

う
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

『
大
村
は
ま
国
語
教
室
十
一
』
 (16)

に
お
い
て
、
大
村
は
ま
は
生
徒
が
テ

ス
ト
か
ら
評
価
Ⅱ
を
見
出
さ
な
い
よ
う
に
す
る
工
夫
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
 (17)

。
彼
女
の
言
葉
を
借
り
る
と
「
自
分
の
総
点
が
何
点
だ
と
い
う
こ

と
に
恐
怖
を
感
じ
る
」
「
生
徒
が
た
だ
総
点
を
競
い
合
う
」
状
態
こ
そ
試

験
が
顕
在
化
さ
せ
る
評
価
Ⅱ
で
あ
る
。
彼
女
は
そ
の
よ
う
な
評
価
Ⅱ
を
生

ま
な
い
た
め
、
テ
ス
ト
の
目
的
を
明
示
す
る
、
点
数
の
記
載
の
仕
方
を
工

夫
す
る
と
い
っ
た
い
く
つ
か
の
方
法
に
よ
っ
て
徹
底
し
て
生
徒
の
意
識
を

「
総
点
を
比
較
」
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ



― 30 ―

し
て
テ
ス
ト
が
優
劣
の
比
較
の
手
段
と
し
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
自

分
の
現
状
を
把
握
し
自
ら
の
欠
点
を
知
る
こ
と
を
目
的
に
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
を
「
一
つ
の
興
味
」
と
な
る
よ
う
に
生
徒
に
印
象
付
け
よ
う
と
し
て

い
る
。
生
徒
自
身
が
テ
ス
ト
の
意
図
と
目
的
、
す
な
わ
ち
大
村
は
ま
的
な

評
価
Ⅰ
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
「
評
価
と
し
て
意
味

を
持
つ
」
た
め
に
必
要
な
一
要
素
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）
現
象
と
し
て
表
面
化
し
な
い
評
価
Ⅱ

　

大
村
は
ま
「
単
元
学
習
」
に
お
け
る
評
価
Ⅰ
の
あ
り
方
か
ら
、
大
村
は

ま
「
単
元
学
習
」
に
評
価
Ⅱ
が
現
象
と
し
て
ほ
と
ん
ど
現
れ
な
い
実
態
を

垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
か
な
り
特
異
な
こ
と
で
あ
る
と
い
え

る
。
評
価
の
考
え
方
が
ま
だ
明
確
で
な
か
っ
た
昭
和
二
十
年
代
の
評
定
で

さ
え
、
数
値
化
に
よ
っ
て
顕
在
化
さ
れ
た
評
価
Ⅱ
が
内
包
さ
れ
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
そ
し
て
平
成
十
年
度
か
ら
は
、
評
価
Ⅱ
を
積
極
的
に
学
習
意

欲
の
向
上
に
役
立
て
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。

　

大
村
は
ま
は
「
評
価
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
が
、

彼
女
の
評
価
Ⅱ
に
対
す
る
考
え
方
は
彼
女
の
掲
げ
る
「
優
劣
の
か
な
た
に
」

と
い
う
思
想
か
ら
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

全
部
の
生
徒
が
ひ
と
り
残
ら
ず
、
教
育
マ
マ
が
満
足
す
る
よ
う
な
優

秀
な
人
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
人
間
を
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る

の
は
、
人
間
の
見
方
が
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。

（
中
略
）
し
か
し
、
劣
等
だ
と
か
、
優
等
だ
と
か
い
う
世
界
の
向
こ

う
の
世
界
へ
子
ど
も
を
連
れ
て
行
く
こ
と
は
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
教
室
で
座
り
な
が
ら
、
で
き
な
い
、
つ
ら
い
な
ど
と
思
わ
せ
る
、

片
っ
ぽ
う
は
反
対
に
得
意
に
な
っ
て
い
る
と
か
。
こ
れ
も
人
間
を
育

て
る
世
界
ら
し
か
ら
ぬ
世
界
で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
子
ど
も
を
置

い
て
は
だ
め
で
す
。
（
中
略
）
教
室
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
学
習
に

打
ち
込
ん
で
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
成
長
し
て
い
て
、
だ
れ
が
で
き
、
ど

の
子
が
で
き
な
い
な
ど
と
思
っ
て
い
る
す
き
ま
が
な
い
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
 (18)

。

　

大
村
は
ま
に
と
っ
て
す
べ
て
の
子
ど
も
が
優
秀
た
り
得
る
と
い
う
の
は

幻
想
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
「
神
様
の
よ
う
な
こ
と
 (19)

」
で
あ
り
「
人

間
の
手
の
中
に
は
な
い
 (20)

」
と
も
述
べ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
子
ど
も
を
、

優
劣
を
超
越
し
た
世
界
に
連
れ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

た
。
子
ど
も
が
「
で
き
な
い
、
つ
ら
い
」と
思
っ
て
い
る
状
態
、「
得
意
に
な
っ

て
い
る
」
状
態
は
教
師
に
よ
る
不
覚
で
あ
る
と
同
時
に
教
師
が
生
ん
で
し

ま
っ
た
評
価
Ⅱ
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
す
き
ま
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ

て
い
る
。
す
べ
て
の
子
ど
も
を
優
秀
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
優
劣

を
忘
れ
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
が
「
教
師
の
し
ご
と
 (21)

」
で
あ

り
教
師
が
で
き
る
「
精
一
杯
 (22)

」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
大
村
は
ま

の
見
出
し
た
打
開
点
で
あ
る
。

　

大
村
は
ま
「
単
元
学
習
」
に
は
「
優
劣
の
か
な
た
に
」
と
い
う
思
想
が

一
貫
し
て
徹
底
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
多
岐
に
わ
た
る
指
導
の
工
夫
に
は
、

優
劣
を
忘
れ
さ
せ
る
、
つ
ま
り
評
価
Ⅱ
が
現
れ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う

意
図
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
大
村
は
ま
の
指
導
の

工
夫
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
意
図
を
実
現
さ
せ
て
い
る

の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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（
三
）
評
価
Ⅱ
の
覆
在
化

　

講
演
「
ひ
と
り
ひ
と
り
を
育
て
る
国
語
の
授
業
 (23)

」
に
お
い
て
、
大

村
は
ま
が
個
人
指
導
の
中
で
評
価
Ⅱ
が
現
れ
て
し
ま
う
「
失
敗
」
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

失
敗
の
一
つ
に
た
い
て
い
、
あ
ま
り
よ
く
で
き
の
よ
く
な
い
子
の
ほ

う
へ
寄
っ
て
い
き
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ

の
人
に
始
終
何
か
言
っ
て
ま
す
と
、
彼
は
屈
辱
を
感
じ
る
わ
け
で
す
。

（
中
略
）
い
つ
で
も
何
か
助
け
が
必
要
に
見
え
る
の
で
、
ど
う
か
と

寄
っ
て
こ
ら
れ
る
の
は
、
感
じ
の
悪
い
こ
と
で
す
 (24)

。 

　

大
村
は
ま
が
、
子
ど
も
に
優
劣
の
意
識
を
誘
発
さ
せ
る
可
能
性
の
あ
る

自
身
の
一
挙
一
動
に
い
か
に
敏
感
で
あ
っ
た
か
が
よ
く
わ
か
る
。
個
人
指

導
の
回
数
が
多
い
と
い
う
そ
れ
だ
け
の
事
実
が
「
屈
辱
」
と
い
う
評
価
Ⅱ

の
発
生
で
あ
り
、
そ
れ
は
指
導
の
「
失
敗
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

「
失
敗
」
を
回
避
す
る
手
段
と
し
て
「
ひ
と
り
に
一
冊
ず
つ
の
教
材
 (25)

」

を
用
い
る
こ
と
の
良
さ
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

子
ど
も
に
「
比
較
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
な
い
で
す
ね
。
他
の
人
の

発
表
は
自
分
の
本
と
は
違
う
の
で
す
か
ら
、
（
中
略
）
優
劣
の
目
で
、

人
を
見
る
機
会
が
ぐ
っ
と
減
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
ひ

と
り
ひ
と
り
に
別
の
注
意
を
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
 (26)

。

　

子
ど
も
一
人
一
人
が
異
な
る
課
題
に
取
り
組
む
と
き
、
指
導
を
受
け
る

本
人
も
そ
の
様
子
を
目
に
す
る
周
り
の
子
ど
も
も
同
一
の
規
準
か
ら
課
題

の
出
来
不
出
来
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
さ
ら
に
大
村
は
ま

は
用
意
周
到
に
課
題
の
難
度
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
に
比
較
す
る

暇
さ
え
与
え
な
い
 (27)

。

　

さ
ら
に
「
一
人
一
課
題
」
と
い
う
状
況
設
定
は
、
大
村
は
ま
自
身
が
子

ど
も
を
比
較
し
評
価
Ⅱ
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
の
手
段
で
も
あ
る
。

私
も
ま
た
、
人
間
の
性
の
拙
さ
で
、
人
を
上
下
に
見
た
り
、
上
、
下

に
比
べ
て
み
た
り
し
や
す
い
で
し
ょ
う
。
（
中
略
）
聞
い
て
い
る
こ

と
が
別
々
だ
と
、
そ
う
簡
単
に
私
の
頭
に
も
比
較
の
線
は
で
て
き
ま

せ
ん
。（
中
略
）
完
全
な
人
間
に
な
る
と
い
う
わ
け
に
い
か
な
い
の
で
、

わ
が
身
を
知
っ
て
、
罪
深
い
こ
と
を
し
な
い
で
す
む
よ
う
に
す
る
く

ふ
う
は
、
と
っ
て
も
た
い
せ
つ
な
こ
と
な
の
で
す
 (28)

。

　

評
価
Ⅱ
が
現
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
惜
し
ま
な

い
と
い
う
大
村
は
ま
の
姿
勢
は
、
彼
女
自
身
が
強
烈
な
優
劣
の
意
識
に
囚

わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
自
分
自
身
を
「
罪

深
い
」
と
表
現
す
る
ほ
ど
だ
。
大
村
は
ま
は
「
比
較
す
る
」
と
い
う
行
為

そ
の
も
の
を
忌
避
し
て
、
同
じ
教
材
・
同
じ
単
元
を
行
う
こ
と
す
ら
自
分

に
許
さ
な
い
。

私
に
と
り
ま
し
て
、
二
番
目
の
も
の
は
二
番
目
の
も
の
な
の
で
す
。

読
書
指
導
を
発
見
し
た
な
ど
と
い
う
単
元
が
ご
ざ
い
ま
す
。
も
っ
た

い
な
く
て
、
も
う
い
っ
ぺ
ん
や
る
元
気
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
中
略
）

も
う
い
っ
ぺ
ん
や
っ
て
、
初
め
て
や
っ
た
時
に
得
た
の
と
同
じ
感
動
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は
得
ら
れ
な
い
の
は
、
確
実
で
し
ょ
う
 (29)

。

彼
女
に
と
っ
て
同
じ
単
元
を
繰
り
返
す
と
い
う
行
為
は
、
単
元
に
対
す
る

評
価
Ⅱ
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
同
じ
単
元
を
学
習
す
る
こ
と
に

な
る
学
年
の
異
な
る
子
ど
も
達
の
比
較
に
も
つ
な
が
り
得
る
。

　

「
一
人
一
課
題
」
「
同
じ
教
材
の
反
復
的
使
用
の
禁
止
」
と
い
う
指
導
の

工
夫
は
大
村
は
ま
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
「
優
劣
の
か
な
た
に
」
と
い
う

彼
女
の
思
想
を
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
比
較
が
不
可
能
な
状
況

を
意
図
的
に
作
り
出
す
こ
と
で
、
生
徒
に
も
自
分
自
身
に
も
、
評
価
Ⅱ
が

現
象
と
し
て
現
れ
る
こ
と
を
防
い
で
い
る
。
本
論
で
は
存
在
は
す
る
も
の

の
現
象
と
し
て
現
れ
る
こ
と
の
な
い
評
価
Ⅱ
と
い
う
実
態
を
、
大
村
は
ま

「
単
元
学
習
」
に
お
け
る
「
評
価
Ⅱ
の
覆
在
化
」
と
名
付
け
る
こ
と
と
し

た
い
。
大
村
は
ま
は
「
評
価
Ⅱ
の
覆
在
化
」
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
に
優
劣

を
忘
れ
さ
せ
優
劣
を
克
服
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

第
二
章　

甲
斐
利
恵
子
の
継
承
的
実
践
に
お
け
る
評
価
Ⅱ
の
前
面
化

（
一
）
甲
斐
利
恵
子
の
継
承
的
実
践
に
お
け
る
テ
ス
ト
の
位
置
づ
け

　

大
村
は
ま
「
単
元
学
習
」
は
評
価
Ⅱ
を
覆
在
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
優

劣
の
か
な
た
に
」
を
実
現
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
第
一
章
で
明
ら
か

に
な
っ
た
。
で
は
評
価
Ⅱ
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
甲
斐
利
恵
子
の

継
承
的
実
践
に
お
い
て
、
「
優
劣
の
か
な
た
に
」
と
い
う
思
想
は
ど
の
よ

う
に
達
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
も
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
テ
ス
ト
に
は
評
価
Ⅱ
を
顕
在
さ
せ

る
一
面
が
あ
る
。
「
優
劣
の
か
な
た
に
」
を
侵
し
て
し
ま
う
評
価
Ⅱ
の
否

定
的
側
面
を
甲
斐
利
恵
子
は
ど
の
よ
う
に
克
服
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
女

の
テ
ス
ト
に
お
け
る
実
践
を
手
が
か
り
に
考
え
て
み
た
い
。

　

甲
斐
利
恵
子
は
、
中
間
・
期
末
テ
ス
ト
の
一
・
二
週
間
前
に
「
テ
ス
ト

の
た
め
に
」
と
い
う
プ
リ
ン
ト
を
配
布
す
る
。
生
徒
は
「
テ
ス
ト
の
た
め

に
」
か
ら
、
テ
ス
ト
の
配
点
・
出
題
範
囲
・
出
題
内
容
・
出
題
形
式
・
採

点
基
準
な
ど
テ
ス
ト
に
関
す
る
具
体
的
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
テ
ス
ト
の
た
め
に
」
は
大
村
は
ま
が
用
い
て
い
た
「
テ
ス
ト
に
つ
い
て
」

を
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
 (30)

。
こ
の
プ
リ
ン
ト
は
「
何
を
目
当
て
に
し

た
試
験
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
 (31)

」
「
こ
れ
こ
れ
の
問
題
を
調
べ

て
み
た
ら
自
分
は
ど
う
で
あ
っ
た
と
知
る
こ
と
が
で
き
 (32)

」
る
た
め
の

方
法
の
一
つ
、
す
な
わ
ち
生
徒
自
ら
が
自
覚
的
に 

“
診
断
”
を
行
え
る
よ

う
に
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
を
用
い
る
教
師
の
意
図
は

双
方
で
異
な
っ
て
い
る
。

　

甲
斐
利
恵
子
の
「
テ
ス
ト
の
た
め
に
」
は
必
ず
し
も
評
価
Ⅰ
の
機
能
を

強
調
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
「
テ
ス
ト
の
た
め
に
」

に
は
テ
ス
ト
と
い
う
場
を
利
用
し
て
今
ま
で
の
学
習
事
項
を
振
り
返
り
、

テ
ス
ト
に
よ
っ
て
定
着
さ
せ
る
と
い
う
意
図
が
反
映
さ
れ
て
い
る
 (33)

。

甲
斐
利
恵
子
は
「
テ
ス
ト
の
と
き
に
は
特
別
子
ど
も
た
ち
が
集
中
力
を
発

揮
す
る
。
こ
の
機
会
を
最
大
限
利
用
し
て
良
い
文
章
を
読
ま
せ
た
い
」
と

も
述
べ
て
い
る
。
甲
斐
利
恵
子
は
評
価
Ⅰ
と
し
て
と
い
う
よ
り
も
「
学
習

の
手
段
」
と
し
て
テ
ス
ト
を
用
い
て
い
る
と
言
え
る
 (34)

。
ま
た
甲
斐
利

恵
子
の
テ
ス
ト
に
は
「
ボ
ー
ナ
ス
点
」
と
い
う
制
度
が
あ
り
、
漢
字
で

二
十
点
を
獲
得
し
た
生
徒
に
対
し
て
プ
ラ
ス
二
点
、
十
九
点
を
獲
得
し
た

生
徒
に
プ
ラ
ス
一
点
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
厳
密
な
評
価
Ⅰ
と
し
て
の
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配
点
で
は
な
く
、
生
徒
の
成
果
に
対
す
る
評
価
Ⅱ
と
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
テ
ス
ト
返
却
の
際
に
は
、
八
十
点
以
上
を
獲
得
し
た
生
徒
は
名
前

を
読
み
上
げ
ら
れ
る
の
が
恒
例
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
わ
か
り
や
す
い

評
価
Ⅱ
で
あ
る
。
甲
斐
利
恵
子
は
テ
ス
ト
を
学
習
の
手
段
と
し
て
、
そ
し

て
評
価
Ⅱ
を
行
う
契
機
と
し
て
用
い
て
い
る
。

　

甲
斐
利
恵
子
の
テ
ス
ト
は
厳
密
な
評
価
Ⅰ
で
は
な
く
、
評
価
Ⅱ
の
覆
在

化
も
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
積
極
的
に
評
価
Ⅱ
と
し
て
活
用
さ
れ
る
よ
う
に

用
い
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）
評
価
Ⅱ
の
前
面
化

　

甲
斐
利
恵
子
の
継
承
的
実
践
に
お
い
て
、
評
価
Ⅱ
は
否
定
的
側
面
を
露

わ
に
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
大
村
は
ま
「
単
元
学

習
」
に
お
い
て
の
、
評
価
Ⅱ
は
覆
在
化
さ
せ
る
べ
き
も
の
と
い
う
前
提
を

大
き
く
変
え
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
も
う
少
し
詳
し
く
甲

斐
の
継
承
的
実
践
に
お
け
る
評
価
Ⅱ
の
あ
り
方
を
見
て
み
た
い
。

　

甲
斐
は
理
想
的
な
教
室
の
条
件
と
し
て
、
「
子
ど
も
の
心
が
開
い
て
い

て
、
安
心
し
て
本
音
が
言
え
る
こ
と
」
「
子
ど
も
同
士
で
お
互
い
を
尊
重

し
て
い
る
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
条
件
を
満
た
す
た
め
の

工
夫
と
し
て
、
実
践
の
中
心
的
役
割
を
果
た
す
も
の
の
一
つ
に
「
コ
メ
ン

ト
」
と
い
う
活
動
が
あ
る
。

　

「
コ
メ
ン
ト
」
は
、
子
ど
も
の
成
果
物
に
対
し
て
二
～
三
人
が
感
想
や

意
見
を
述
べ
る
活
動
で
あ
る
。
お
互
い
を
尊
重
し
良
さ
を
認
め
合
え
る
よ

う
に
す
る
こ
と
が
目
的
の
ひ
と
つ
な
の
で
、
原
則
と
し
て
批
判
は
含
ま
な

い
。
そ
し
て
「
良
か
っ
た
」
「
す
ご
か
っ
た
」
な
ど
、
ど
の
発
表
に
対
し

て
も
使
え
る
言
葉
は
禁
止
さ
れ
る
。
「
コ
メ
ン
ト
」
は
す
べ
て
が
子
ど
も

同
士
に
よ
る
評
価
Ⅱ
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
平
成
二
十
八
年
度
中

学
二
年
生
に
対
し
て
行
わ
れ
た
、
単
元
「
小
さ
な
言
葉
の
研
究
会
」
よ
り

子
ど
も
の
活
動
と
コ
メ
ン
ト
の
実
態
を
見
て
み
よ
う
。

　

単
元
「
小
さ
な
言
葉
の
研
究
会
」
は
、
二
つ
～
三
つ
の
類
語
の
意
味
を

比
較
し
、
共
通
点
や
相
違
点
を
分
析
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
用
例
を
考

え
発
表
す
る
と
い
う
活
動
を
行
う
。
五
つ
の
班
が
そ
れ
ぞ
れ
「
笑
う
」「
喜

ぶ
」
「
怒
る
」
「
悔
や
む
」
「
悲
し
む
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
の
類
語
を

担
当
し
た
。
例
え
ば
、「
怒
る
」
を
担
当
し
た
班
員
は
教
師
が
用
意
し
た
「
怒

る
」
の
類
語
、
「
気
色
ば
む
」
「
血
の
気
が
多
い
」
「
激
怒
」
「
堪
忍
袋
の
緒

が
切
れ
る
」
「
ふ
く
れ
る
」
「
切
れ
る
」
「
逆
上
す
る
」
の
中
か
ら
二
つ
か

三
つ
を
選
び
比
較
を
行
っ
た
。
で
は
コ
メ
ン
ト
の
録
音
記
録
の
一
部
を
参

照
し
て
み
た
い
。

　

Ｃ
：
（
「
怒
る
」
の
類
義
語
「
気
色
ば
む
」
「
血
の
気
が
多
い
」
に

つ
い
て
の
発
表
）

甲
斐
：
で
は
コ
メ
ン
ト
で
す
。
Ａ
君
ど
う
ぞ
。

　

Ａ
：
と
て
も
ま
と
ま
っ
て
い
て
、
意
味
と
か
内
容
が
す
る
っ
と

入
っ
て
き
て
良
か
っ
た
で
す
。
「
血
の
気
が
多
い
」
は
行
動

に
出
て
し
ま
う
、
「
気
色
ば
む
」
は
心
の
中
と
い
う
か
顔
に

出
て
し
ま
う
っ
て
こ
と
か
な
。

甲
斐
：
よ
く
分
析
で
き
て
い
ま
す
ね
。
（
中
略
）
で
は
Ｋ
君
ど
う
ぞ
。

　

Ｋ
：
Ｃ
さ
ん
の
発
表
の
「
気
色
ば
む
」
は
あ
ま
り
耳
に
し
た
こ
と

が
な
か
っ
た
。
が
、
心
情
が
顔
に
出
る
こ
と
を
簡
潔
に
ま
と

め
て
い
て
わ
か
り
や
す
く
理
解
で
き
た
。
「
ば
む
」
と
い
う
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言
葉
は
そ
の
様
子
が
現
れ
る
と
い
う
言
葉
だ
か
ら
、
顔
に
血

が
上
っ
た
り
赤
く
な
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
だ
ろ
う
か
、
今

度
調
べ
て
み
た
い
。

甲
斐
：
う
ん
う
ん
。
こ
の
接
尾
語
、
後
の
と
こ
ろ
に
着
く
「
ば
む
」

に
興
味
を
持
っ
た
っ
て
い
う
こ
と
ね
。
お
も
し
ろ
い
。

　

発
表
を
す
れ
ば
、
必
ず
生
徒
は
何
ら
か
の
プ
ラ
ス
の
意
味
づ
け
で
あ
る

評
価
Ⅱ
を
得
ら
れ
る
。
そ
し
て
甲
斐
利
恵
子
は
生
徒
が
行
っ
た
評
価
Ⅱ
に

対
し
て
さ
ら
に
プ
ラ
ス
の
評
価
Ⅱ
を
付
け
加
え
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
「
コ

メ
ン
ト
」
活
動
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
は
、
お
互
い
の
活
動
を
共
有
し
理

解
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
か
つ
、
全
員
が
違
っ
た
コ
メ
ン
ト
を

す
る
価
値
が
あ
る
だ
け
の
成
果
を
出
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
成
果
を
共
有
し
、
良
さ
を
見
出
す
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う

か
ら
だ
。

　

単
元
「
小
さ
な
言
葉
の
研
究
会
」
で
は
、
二
つ
の
言
葉
を
選
び
意
味
の

比
較
を
し
て
用
例
を
作
る
と
い
う
一
連
の
活
動
は
全
員
で
共
通
し
て
い

る
。
し
か
し
選
ぶ
２
つ
の
言
葉
は
全
員
が
異
な
る
も
の
を
担
当
す
る
た
め

全
員
が
同
じ
活
動
を
し
な
が
ら
違
っ
た
成
果
を
生
み
出
せ
る
。
こ
れ
が
大

村
は
ま
の
「
一
人
一
課
題
」
に
対
応
す
る
甲
斐
利
恵
子
の
指
導
形
態
「
一

人
一
成
果
」
で
あ
る
。

　

大
村
は
ま
は
評
価
Ⅱ
を
覆
在
化
す
る
手
段
と
し
て
、
「
一
人
一
課
題
」

を
実
践
し
た
。
一
方
で
甲
斐
利
恵
子
は
成
果
を
全
員
で
共
有
し
プ
ラ
ス
の

評
価
Ⅱ
を
生
み
出
す
た
め
の
手
段
と
し
て
「
一
人
一
成
果
」
を
実
践
し
て

い
る
。
本
論
で
は
、
評
価
Ⅱ
を
前
面
に
押
し
出
し
生
徒
を
プ
ラ
ス
に
意
味

づ
け
る
こ
と
を
積
極
的
に
行
う
甲
斐
利
恵
子
の
評
価
Ⅱ
の
あ
り
方
を
「
評

価
Ⅱ
の
前
面
化
」
と
名
付
け
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
三
）
優
劣
の
相
対
化

　

で
は
、
「
評
価
Ⅱ
の
前
面
化
」
に
よ
っ
て
「
優
劣
の
か
な
た
に
」
と
い

う
思
想
は
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

甲
斐
利
恵
子
の
実
践
は
、
課
題
の
提
示
・
課
題
の
達
成
・
成
果
の
共
有

か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
先
ほ
ど
例
に
挙
げ
た
単
元
「
小
さ
な
言
葉
の
研

究
会
」
に
照
ら
せ
ば
発
表
会
と
コ
メ
ン
ト
活
動
は
「
成
果
の
共
有
」
に
当

た
る
。
「
成
果
の
共
有
」
は
全
員
の
作
品
を
ま
と
め
た
文
集
の
配
布
、
全

員
が
一
回
ず
つ
指
名
さ
れ
て
回
答
す
る
、
な
ど
の
形
で
行
わ
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
「
成
果
の
共
有
」
に
つ
い
て
甲
斐
利
恵
子
は
埼
玉
大
学
国
語
教
育

学
会
の
講
演
で
こ
の
よ
う
に
触
れ
て
い
る
。

作
品
を
い
く
つ
か
選
ん
で
印
刷
し
て
子
ど
も
た
ち
に
見
せ
る
と
「
だ

れ
だ
れ
さ
ん
は
こ
ん
な
こ
と
を
思
い
つ
い
た
ん
だ
」
「
こ
の
作
品
は

す
ご
い
な
あ
」
と
感
想
を
言
い
合
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
お
互
い

か
ら
得
ら
れ
る
評
価
が
大
好
き
で
す
。
先
生
の
言
う
こ
と
は
あ
ま
り

よ
く
聞
か
な
く
て
も
、
子
ど
も
た
ち
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
意
見
に
は

良
く
耳
を
傾
け
ま
す
。
何
を
教
え
た
い
か
が
は
っ
き
り
し
て
い
れ
ば
、

子
ど
も
達
の
作
る
作
品
や
考
え
た
意
見
は
と
て
も
い
い
教
材
に
な
り

ま
す
。
こ
う
し
て
子
ど
も
た
ち
の
横
の
関
係
を
作
っ
て
い
く
こ
と
も

私
た
ち
の
大
事
な
仕
事
の
一
つ
で
す
。

　

甲
斐
利
恵
子
が
用
い
る
「
評
価
」
と
い
う
言
葉
は
評
価
Ⅱ
を
示
し
て
い
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る
。
甲
斐
利
恵
子
の
言
葉
を
借
り
る
と
「
成
果
の
共
有
」
に
よ
っ
て
「
子

ど
も
た
ち
の
作
る
作
品
や
考
え
た
意
見
」
を
「
教
材
」
に
し
て
「
子
ど
も

た
ち
の
横
の
関
係
を
作
っ
て
い
く
」
こ
と
が
「
評
価
Ⅱ
を
前
面
化
」
す
る

目
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
平
成
二
十
八
年
度
中
学
一
年
生
の
単
元
「
夏

を
語
る
～
グ
ラ
フ
を
用
い
て
～
 (35)

」
の
発
表
の
コ
メ
ン
ト
の
録
音
記
録

を
参
照
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
。

《
場
面
Ⅰ
》

甲
斐
：
コ
メ
ン
ト
タ
イ
ム
で
す
。
で
は
Ｙ
さ
ん
ど
う
ぞ
。

　

Ｙ
：
工
場
や
歴
史
館
に
行
っ
た
の
が
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
と
い

う
こ
と
が
Ｎ
さ
ん
の
発
表
や
グ
ラ
フ
か
ら
よ
く
伝
わ
り
ま
し

た
。

甲
斐
：
マ
ッ
ク
ス
が
結
構
続
い
て
い
た
よ
ね
。
あ
の
辺
り
で
、
行
っ

て
良
か
っ
た
な
と
い
う
気
持
ち
が
よ
く
伝
わ
り
ま
し
た
ね
。

（
中
略
）
ス
ズ
キ
が
元
々
機
織
り
工
場
で
驚
い
た
か
ら
（
グ

ラ
フ
が
）
上
が
っ
た
っ
て
い
う
の
が
意
外
で
す
よ
ね
。
意
外
っ

て
ど
ん
な
字
で
書
く
と
思
う
？

　

Ｍ
：
意
識

甲
斐
：
正
解
で
す
。
「
中
学
生
以
外
入
っ
ち
ゃ
だ
め
」
と
い
う
と
き

は
ど
ん
な
漢
字
？

　

Ｎ
：
以
上

甲
斐
：
そ
う
そ
う
。
以
上
の
「
以
」
だ
ね
（
板
書
）
こ
の
二
つ
は
よ

く
間
違
え
る
ん
で
す
よ
。
「
Ｎ
君
が
そ
ん
な
人
だ
っ
た
な
ん

て
意
外
だ
な
あ
」
そ
ん
な
風
に
使
い
ま
す
。

《
場
面
Ⅱ
》

甲
斐
：
で
は
、
Ａ
さ
ん
ど
う
ぞ

　

Ａ
：
と
て
も
細
か
い
説
明
で
、
例
え
ば
電
球
の
個
数
と
か
も
あ
っ

た
し
、
伝
わ
り
や
す
か
っ
た
し
、
私
が
発
表
を
聞
い
て
て
使
っ

て
い
る
言
葉
が
頭
の
中
に
浮
か
ん
だ
の
で
、
と
て
も
い
い
発

表
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

甲
斐
：
さ
す
が
。
次
に
Ｗ
さ
ん
ど
う
ぞ
。

　

Ｗ
：
免
許
取
り
立
て
ほ
や
ほ
や
っ
て
い
う
表
現
が
本
当
に
最
近

取
っ
た
ん
だ
な
あ
っ
て
思
っ
て
、
確
か
に
そ
う
い
う
人
の
運

転
は
怖
そ
う
だ
な
っ
て
。

甲
斐
：
今
ね
、
と
て
も
い
い
コ
メ
ン
ト
を
二
人
と
も
し
て
く
れ
ま
し

た
。
今
回
の
単
元
で
大
事
な
力
は
、
説
明
す
る
力
だ
よ
っ
て

み
な
さ
ん
に
言
い
ま
し
た
よ
ね
。
（
中
略
）
実
は
わ
か
り
や

す
い
説
明
っ
て
相
手
の
頭
の
中
に
具
体
的
な
映
像
が
浮
か
ぶ

こ
と
な
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
今
Ａ
さ
ん
が
鋭
い
こ
と
を
言
っ

た
ん
だ
け
ど
、
具
体
的
な
数
字
、
こ
れ
が
わ
か
り
や
す
さ
と

隣
り
合
わ
せ
で
す
。
三
個
の
電
球
で
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
な

ん
て
あ
り
得
な
い
け
ど
、
何
万
個
の
電
球
っ
て
い
う
と
み
な

さ
ん
の
頭
の
中
に
光
の
様
子
が
広
が
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

（
中
略
）
だ
か
ら
何
か
わ
か
り
や
す
さ
を
意
識
し
た
い
と
き

は
、
具
体
的
な
数
字
と
か
、
そ
れ
か
ら
難
し
い
言
葉
メ
モ
し

て
い
い
か
な
。
詳
細
、
デ
ィ
テ
ー
ル
。
（
中
略
）
こ
う
い
う

こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
体
験
を
相
手
に
伝
え
る
工
夫
を
す
る
と

い
い
ん
で
す
ね
。
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《
場
面
Ⅰ
》
《
場
面
Ⅱ
》
は
、
共
に
甲
斐
利
恵
子
が
子
ど
も
の
成
果
や
コ

メ
ン
ト
を
利
用
し
て
学
習
に
つ
な
げ
て
い
く
場
面
で
あ
る
。
《
場
面
Ⅰ
》

に
は
顕
著
で
あ
る
が
学
習
の
き
っ
か
け
を
作
る
意
味
づ
け
は
優
劣
と
は
全

く
関
係
が
な
い
。
甲
斐
利
恵
子
は
子
ど
も
の
発
表
を
も
と
に
学
習
を
自
然

な
流
れ
で
意
味
づ
け
て
い
く
こ
と
が
よ
り
深
い
定
着
に
つ
な
が
る
と
述
べ

て
い
る
。
例
え
ば
授
業
中
に
「
先
生
！
先
生
！
」
と
何
度
も
大
声
で
呼
び

立
て
た
生
徒
が
い
た
と
き
も
甲
斐
利
恵
子
は
「
○
○
く
ん
の
お
か
げ
で
反

復
法
が
学
べ
た
ね
」
と
意
味
づ
け
て
し
ま
え
る
。
「
子
ど
も
た
ち
の
作
る

作
品
や
考
え
た
意
見
」
を
「
教
材
」
に
す
る
、
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。

　

《
場
面
Ⅱ
》
は
《
場
面
Ⅰ
》
よ
り
も
意
味
づ
け
の
度
合
い
が
強
い
。
ま

ず
発
表
者
に
対
し
て
Ａ
と
Ｗ
が
プ
ラ
ス
の
評
価
Ⅱ
を
与
え
る
。
次
に
甲
斐

が
、
Ａ
と
Ｗ
の
コ
メ
ン
ト
に
対
し
て
プ
ラ
ス
の
評
価
Ⅱ
を
加
え
る
こ
と
で
、

発
表
者
に
対
し
て
も
間
接
的
に
プ
ラ
ス
の
評
価
Ⅱ
を
与
え
る
。
さ
ら
に
ク

ラ
ス
全
体
に
対
し
て
単
元
の
学
習
の
意
味
を
伝
達
し
て
い
く
。
ク
ラ
ス
全

体
に
向
け
て
発
表
者
・
Ａ
・
Ｗ
の
成
果
を
発
信
し
学
習
に
つ
な
げ
る
こ
と

で
三
人
に
は
「
自
分
た
ち
の
成
果
の
お
か
げ
で
ク
ラ
ス
全
体
の
学
習
に
貢

献
し
た
」
と
い
う
評
価
Ⅱ
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
活
動
で
は
、
生
徒
の
成
果
が
マ
イ
ナ
ス
に
意
味

づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
甲
斐
利
恵
子
が
「
失
敗
」
を
共
有
す
る
必
要

は
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
だ
。
失
敗
し
た
生
徒
は
、
優
れ
た
成
果
の
「
貢

献
」
に
よ
っ
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
劣
っ
た
作
品
に
対
し
て
行
う

コ
メ
ン
ト
活
動
は
全
て
を
良
く
意
味
づ
け
る
た
め
の
語
彙
指
導
に
す
り
替

え
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
成
果
で
あ
る
作
品
を
優
劣
に
関
係

な
く
「
教
材
」
に
変
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

必
ず
プ
ラ
ス
に
作
品
が
意
味
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
優
れ
た
成
果

が
出
せ
れ
ば
ク
ラ
ス
全
体
の
学
習
と
し
て
「
貢
献
」
で
き
る
こ
と
が
、
全

て
の
生
徒
に
対
し
て
活
動
の
や
り
が
い
と
達
成
感
を
生
ん
で
い
く
。
そ
し

て
甲
斐
利
恵
子
は
プ
ラ
ス
の
評
価
Ⅱ
と
「
貢
献
」
を
学
習
の
手
段
と
し
て

「
教
材
」
に
作
り
替
え
て
利
用
す
る
。
ま
た
プ
ラ
ス
の
評
価
Ⅱ
の
発
信
は

甲
斐
利
恵
子
が
理
想
と
す
る
教
室
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
に
も
つ
な
が
っ

て
い
く
。
子
ど
も
は
プ
ラ
ス
の
評
価
Ⅱ
を
求
め
て
積
極
的
に
発
言
を
し
た

が
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
「
心
を
開
い
て
」
「
安
心
し
て
本
音
が
言
え
る
」

よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
甲
斐
利
恵
子
の
指
導
を
通
し
て
お
互
い
を
良
く
意

味
づ
け
る
訓
練
を
す
る
こ
と
で
「
子
ど
も
同
士
で
お
互
い
を
尊
重
」
す
る

態
度
を
養
っ
て
い
く
。

　

す
べ
て
が
「
優
」
に
意
味
づ
け
ら
れ
る
甲
斐
利
恵
子
の
教
室
で
は
、
大

村
は
ま
が
覆
在
し
よ
う
と
努
め
た
評
価
Ⅱ
の
否
定
的
側
面
が
現
れ
な
い
。

ま
た
テ
ス
ト
の
点
数
も
教
室
中
に
溢
れ
る
評
価
Ⅱ
の
ほ
ん
の
一
部
に
す
ぎ

な
く
な
る
。
評
価
Ⅱ
の
氾
濫
に
よ
っ
て
優
劣
の
規
準
が
曖
昧
化
し
て
し
ま

う
と
言
っ
て
も
い
い
。
甲
斐
利
恵
子
は
テ
ス
ト
の
点
数
に
つ
い
て
も
「
九
十

点
で
落
ち
込
む
人
が
い
た
っ
て
い
い
。
五
十
点
で
喜
ぶ
人
が
い
て
も
い
い
」

と
生
徒
に
伝
え
る
こ
と
で
生
徒
一
人
一
人
に
よ
っ
て
点
数
の
意
味
づ
け
や

価
値
が
変
わ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
て
優
劣
を
相
対
化
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、

「
評
価
Ⅱ
の
前
面
化
」
は
優
劣
の
相
対
化
に
よ
っ
て
「
優
劣
の
か
な
た
に
」

と
い
う
思
想
を
実
現
さ
せ
て
い
る
。

第
三
章　

大
村
は
ま
「
単
元
学
習
」
に
お
け
る
評
価
Ⅱ
の
内
面
化

（
一
）
覆
在
化
に
よ
っ
て
生
じ
る
評
価
Ⅱ
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第
一
章
で
は
、
大
村
は
ま
が
「
評
価
Ⅱ
の
覆
在
化
」
に
よ
っ
て
子
ど
も

達
に
優
劣
を
忘
れ
さ
せ
「
優
劣
の
か
な
た
に
」
と
い
う
思
想
を
実
現
し
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
第
二
章
で
は
、
甲
斐
利
恵
子
が
「
評

価
Ⅱ
の
前
面
化
」
に
よ
っ
て
優
劣
を
相
対
化
し
優
劣
の
規
準
を
曖
昧
化
す

る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
。
「
覆
在
化
」
と
「
前
面
化
」
は
表
向

き
は
相
反
す
る
概
念
で
あ
る
が
、
優
劣
の
克
服
を
目
指
す
と
い
う
点
で
は

同
じ
効
果
を
生
ん
で
い
る
と
い
え
る
。

　

評
価
Ⅱ
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
大
村
は
ま
が
主
張
す
る
「
劣
等
感

や
優
越
感
」
に
よ
っ
て
「
自
分
の
成
長
を
本
気
で
み
つ
め
る
こ
と
の
妨
げ
」

に
な
る
と
い
う
否
定
的
側
面
、
そ
し
て
甲
斐
利
恵
子
が
活
用
す
る
「
自
分

の
価
値
を
実
感
し
達
成
感
を
得
る
こ
と
で
次
の
学
習
に
や
り
が
い
が
生
ま

れ
る
」
い
う
肯
定
的
側
面
で
あ
る
。
大
村
は
ま
は
、
評
価
Ⅱ
を
徹
底
し
て

表
面
化
し
な
い
よ
う
に
努
め
た
。
し
か
し
甲
斐
氏
の
継
承
的
実
践
に
お
い

て
こ
れ
ほ
ど
有
効
に
活
用
さ
れ
て
い
る
評
価
Ⅱ
の
肯
定
的
側
面
を
、
大
村

は
ま
が
見
落
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

大
村
は
ま
は
、
「
～
し
な
さ
い
」
と
指
示
す
る
言
い
方
は
素
人
仕
事
で

あ
り
「
先
生
の
言
う
こ
と
ば
と
し
て
価
値
あ
る
こ
と
ば
で
は
な
い
 (36)

」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
も
一
つ
の
教
師
の
意
図
の
覆
在
化
で
あ
る
。
そ
う

い
っ
た
教
師
の
意
図
の
覆
在
化
と
い
う
例
は
彼
女
の
著
書
の
中
に
多
く
あ

る
が
、
そ
の
中
の
一
つ
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　

「
自
信
が
な
い
と
い
う
の
は
い
け
な
い
の
だ
か
ら
自
信
を
も
ち
な

さ
い
」
な
ど
と
い
っ
て
も
、
も
て
な
い
も
の
は
も
て
な
い
と
彼
は
言

う
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
た
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
れ
は
そ

の
生
徒
に
対
す
る
愛
情
ど
こ
ろ
で
は
な
い
、
教
師
の
責
任
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
（
中
略
）
私
は
そ
う
い
う
責
任
を
ど
う
し
て
も
遂

行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
 (37)

。

　

「
自
信
を
も
ち
な
さ
い
」
と
い
う
直
接
の
指
示
を
大
村
は
ま
は
軽
蔑
し

て
い
る
。
恐
ら
く
自
信
を
持
た
せ
た
い
と
い
う
意
図
を
覆
在
化
し
つ
つ
、

「
ど
う
し
て
も
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
責
任
と
し
て
必
ず
生
徒
が

自
信
を
持
て
る
よ
う
に
画
策
し
た
は
ず
だ
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
覆
在
化

の
内
に
子
ど
も
に
評
価
Ⅱ
を
与
え
て
い
る
。
「
評
価
Ⅱ
の
覆
在
化
」
が
評

価
Ⅱ
の
否
定
的
側
面
を
隠
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
評
価
Ⅱ
の
肯
定
的
側
面

も
隠
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
『
教
え
る
こ

と
の
復
権
 (38)

』
に
お
い
て
、
大
村
は
ま
は
覆
在
化
の
内
に
生
じ
る
評
価

Ⅱ
を
意
図
し
て
用
い
た
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
話
し
合
い
の
指
導

に
つ
い
て
の
大
村
は
ま
と
苅
谷
夏
子
の
対
談
シ
ー
ン
で
あ
る
。

夏
子　

具
体
的
に
は
教
室
で
ど
ん
な
ふ
う
に
動
い
て
ら
し
た
で
し
ょ

う
。

大
村　

と
に
か
く
自
分
が
し
っ
か
り
聞
い
て
い
ま
す
ね
、
そ
し
て
誰

か
が
発
言
に
つ
か
え
た
と
き
な
ど
に
も
、
そ
れ
を
も
う
少
し

し
っ
か
り
考
え
て
と
か
、
ほ
か
の
考
え
は
な
い
か
と
か
言
わ

な
い
ん
で
す
。
（
中
略
）
決
し
て
批
判
し
な
い
。
（
中
略
）
こ

う
言
え
ば
い
い
と
思
う
こ
と
を
実
演
す
る
。
（
中
略
）

夏
子　

そ
う
い
え
ば
、
つ
か
え
た
ら
先
生
が
途
中
で
入
っ
て
き
て
、

大
丈
夫
そ
う
に
な
っ
た
ら
い
な
く
な
る
、
そ
の
続
き
を
元
気

に
続
け
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
と
き
、
面
白
い
も

の
で
、
先
生
に
か
な
り
お
ん
ぶ
し
て
い
る
の
に
、
わ
れ
な
が
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ら
ち
ゃ
ん
と
言
え
た
、
な
ん
て
思
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
よ
ね
。

大
村　

そ
れ
が
狙
い
で
す
よ
 (39)

。

　

大
村
は
ま
は
直
接
の
指
示
や
批
判
を
し
な
い
た
め
、
マ
イ
ナ
ス
の
評
価

Ⅱ
は
発
表
を
し
て
い
る
本
人
（
苅
谷
夏
子
）
に
与
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て

発
表
を
聞
く
周
り
の
子
ど
も
達
が
発
表
者
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
Ⅱ

を
得
る
暇
も
与
え
ず
、
大
村
は
ま
が
代
理
で
発
言
す
る
。
す
る
と
子
ど
も

全
員
が
一
種
の
錯
覚
に
陥
り
、
大
村
は
ま
の
発
言
を
発
表
者
の
成
果
と
し

て
受
け
取
る
。
そ
し
て
子
ど
も
達
は
そ
れ
が
教
師
の
意
図
の
も
と
に
行
わ

れ
た
と
い
う
こ
と
に
気
が
付
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
面
で
は
、
発
表
者

の
失
敗
か
ら
生
じ
る
評
価
Ⅱ
と
教
師
の
意
図
を
巧
妙
に
覆
在
化
し
な
が

ら
、
発
表
者
に
自
分
自
身
で
や
り
遂
げ
た
達
成
感
を
秘
密
裏
に
意
味
づ
け

て
い
る
の
だ
。
「
先
生
に
か
な
り
お
ん
ぶ
し
て
い
る
の
に
、
我
な
が
ら
ち
ゃ

ん
と
言
え
た
、
な
ん
て
思
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
苅
谷
夏
子
の
実
感
は
、

大
村
は
ま
か
ら
与
え
ら
れ
た
評
価
Ⅱ
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

大
村
は
ま
は
実
践
の
中
で
、
覆
在
化
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
錯
覚
を
利
用

し
、
子
ど
も
が
自
分
の
力
で
や
り
遂
げ
た
と
い
う
実
感
を
得
ら
れ
る
よ
う

な
評
価
Ⅱ
を
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
仕
込
ん
で
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

一
例
と
し
て
、
教
室
で
最
も
勉
強
が
苦
手
で
頻
繁
に
指
導
を
必
要
と
す
る

子
ど
も
に
対
し
て
、
大
村
は
ま
が
一
番
分
厚
い
本
を
担
当
さ
せ
た
と
い
う

話
が
あ
る
 (40)

。
子
ど
も
に
学
力
が
な
い
た
め
に
指
導
が
必
要
で
あ
る
と

い
う
事
実
を
覆
在
し
つ
つ
、
分
厚
い
本
を
担
当
す
る
責
任
や
役
割
を
与
え

ら
れ
た
と
い
う
評
価
Ⅱ
を
得
さ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
行
為
は
「
一

人
一
課
題
」
と
い
う
覆
在
化
の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
周
到
に
隠

蔽
さ
れ
て
い
て
暴
露
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

　

大
村
は
ま
は
評
価
Ⅱ
の
肯
定
的
側
面
を
見
逃
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
優
劣
の
意
識
だ
け
で
な
く
教
師
の
意
図
と
作
為
ま
で
を
も
覆
在
化
す

る
こ
と
で
、
自
分
自
身
の
力
で
成
し
遂
げ
た
と
い
う
評
価
Ⅱ
を
子
ど
も
に

与
え
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
二
）
評
価
Ⅱ
の
内
面
化

　

大
村
は
ま
は
覆
在
化
に
よ
っ
て
評
価
Ⅱ
を
生
徒
に
与
え
る
が
、
一
見
す

る
と
甲
斐
利
恵
子
が
「
評
価
Ⅱ
の
前
面
化
」
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
て
い
る

こ
と
と
内
実
が
同
じ
よ
う
に
見
え
る
。
内
実
が
同
じ
で
あ
る
と
す
れ
ば
同

じ
教
材
を
繰
り
返
し
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
甲
斐
利
恵
子
の
実
践
の
方
が

よ
り
画
期
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
大
村
は
な
ぜ
こ

れ
ほ
ど
評
価
Ⅱ
の
覆
在
化
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
村
は

ま
自
身
は
、
あ
る
講
演
に
お
い
て
教
科
書
教
材
で
も
十
分
に
「
間
に
合
う
」

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

教
師
は
遠
い
未
来
へ
希
望
を
つ
な
い
で
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
今
、

間
に
合
う
な
ど
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ら
、
何
も
し
な
く
た
っ
て
間
に

合
う
の
で
す
。
（
中
略
）
限
り
な
い
可
能
性
に
希
望
を
託
し
て
、
伸

ば
し
て
い
こ
う
と
思
う
か
ら
考
え
る
こ
と
な
の
で
す
 (41)

。

　

大
村
の
尽
力
は
子
ど
も
の
「
遠
い
未
来
」
や
「
限
り
な
い
可
能
性
」
の

た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
目
指
す
も
の
が
「
遠
い
未
来
」
に
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
教
室
の
中
で
は
現
象
と
し
て
現
れ
る
こ
と
が
な
く

教
え
て
い
る
大
村
は
ま
自
身
で
す
ら
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
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だ
。
彼
女
の
著
書
や
講
演
の
中
で
は
「
何
十
年
と
先
に
花
開
く
教
育
の
効

果
 (42)

」
「
成
績
品
を
生
み
得
る
、
す
ば
ら
し
い
も
の
を
生
む
こ
と
の
で
き

る
能
力
 (43)

」
と
い
っ
た
表
現
が
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
そ
れ
ら
は
い
か

な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う

か
。

　

大
村
は
ま
は
「
や
っ
た
こ
と
の
結
果
を
ど
う
し
て
も
自
分
で
見
よ
う
と

思
っ
た
ら
、
単
元
学
習
は
や
れ
な
い
 (44)

」
と
述
べ
て
い
る
が
、
数
あ
る

講
演
の
中
で
も
一
九
九
〇
年
代
の
講
演
に
お
い
て
は
、
彼
女
が
目
に
す
る

こ
と
の
で
き
た
「
教
育
の
効
果
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
大

村
は
ま
が
二
年
間
教
え
た
Ｓ
、
Ｔ
と
い
う
二
人
の
生
徒
に
つ
い
て
の
話
で
、

両
者
と
も
に
著
し
く
発
言
力
が
な
く
特
に
Ｓ
は
緘
黙
児
だ
っ
た
と
い
う
。

ま
た
、
Ｓ
は
中
学
を
卒
業
し
た
後
に
話
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

の
だ
と
い
う
。
Ｔ
は
同
級
会
で
集
ま
っ
た
際
に
司
会
を
務
め
、
職
場
で
も

話
す
能
力
を
駆
使
し
て
活
躍
し
て
い
る
と
報
告
し
た
 (45)

。
こ
の
二
つ
の

例
は
、
「
遠
い
未
来
」
で
あ
っ
た
卒
業
後
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
大
村
は

ま
が
偶
然
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
「
教
育
の
効
果
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い

る
。
大
村
は
ま
が
示
唆
し
た
「
限
り
な
い
可
能
性
」
の
一
端
を
こ
こ
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

Ｓ
に
つ
い
て
は
、
話
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
契
機
も
語
ら
れ

て
い
る
。
Ｓ
は
参
観
者
の
あ
る
特
別
な
授
業
で
、
自
分
だ
け
に
任
さ
れ
た

重
要
な
役
割
と
し
て
タ
イ
ム
キ
ー
パ
ー
を
行
っ
た
。

私
も
み
ん
な
も
正
確
に
合
図
し
て
く
れ
て
ほ
ん
と
う
に
良
か
っ
た
と

喜
ん
で
、
張
り
つ
め
た
一
時
間
の
授
業
を
終
わ
っ
た
の
で
す
。（
中
略
）

そ
の
日
だ
そ
う
で
す
。
緊
張
し
て
、
口
は
き
か
な
か
っ
た
け
れ
ど
、

人
の
役
に
立
つ
、
か
け
が
え
の
な
い
位
置
を
与
え
ら
れ
て
、
自
信
が

つ
い
て
、
何
か
あ
の
日
に
ぱ
っ
と
心
が
開
い
た
よ
う
な
気
が
し
た
と

い
う
の
で
す
。
し
か
し
急
に
口
を
き
く
わ
け
に
は
い
か
ず
、
中
学
に

い
る
あ
い
だ
は
沈
黙
の
人
の
ま
ま
、
卒
業
し
た
の
だ
そ
う
で
す
 (46)

。

　

Ｓ
の
話
は
覆
在
化
に
よ
っ
て
生
じ
る
評
価
Ⅱ
の
一
例
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
。
Ｓ
が
す
る
べ
き
発
表
を
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
、
そ
し
て
本

来
タ
イ
ム
キ
ー
パ
ー
は
誰
に
で
も
こ
な
せ
る
簡
単
な
仕
事
で
あ
る
と
い
う

事
実
が
覆
在
化
さ
れ
て
い
る
。
「
一
人
一
課
題
」
に
よ
っ
て
周
り
の
生
徒

は
自
分
の
役
割
を
果
た
す
の
に
忙
し
く
、
Ｓ
だ
け
が
簡
単
な
仕
事
を
任
さ

れ
て
い
る
と
思
う
よ
う
な
余
裕
が
な
い
。
厳
密
な
時
間
進
行
が
な
け
れ
ば

成
立
し
得
な
い
授
業
に
お
い
て
大
村
は
ま
も
心
か
ら
Ｓ
と
い
う
生
徒
を
必

要
と
し
て
い
た
。
「
私
も
み
ん
な
も
正
確
に
合
図
し
て
く
れ
て
本
当
に
良

か
っ
た
と
喜
ん
」
だ
と
い
う
言
葉
の
裏
か
ら
想
像
さ
れ
る
評
価
Ⅱ
に
は
微

塵
も
作
為
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
一
時
間
の
授
業
の
間
に

与
え
ら
れ
た
Ｓ
へ
の
評
価
Ⅱ
は
、
小
学
一
年
生
の
と
き
か
ら
続
い
て
い
た

緘
黙
が
治
癒
さ
れ
る
ほ
ど
に
強
烈
な
も
の
と
な
っ
た
。

　

覆
在
化
は
評
価
Ⅱ
を
生
じ
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
評
価
Ⅱ
が
生
み
出
す

効
果
を
増
幅
し
将
来
に
わ
た
っ
て
そ
の
効
果
を
持
続
さ
せ
て
い
る
と
言
う

こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
学
力
そ
の
も
の
よ
り
も
は
る
か

に
強
い
核
と
し
て
子
ど
も
の
中
に
内
面
化
す
る
。
こ
れ
こ
そ
優
劣
の
超
越

に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
論
文
で
は
評
価
Ⅱ
が
内
面
化

さ
れ
保
持
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
現
象
を
「
評
価
Ⅱ
の
内
面
化
」
と
呼
ぶ
こ

と
と
し
た
い
。
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（
三
）
評
価
Ⅱ
の
内
面
化
と
相
対
化

　

第
三
章
（
二
）
で
は
「
教
育
の
効
果
」
の
現
れ
方
が
顕
著
な
Ｓ
と
い
う

生
徒
の
一
例
を
取
り
上
げ
た
。
し
か
し
本
来
「
教
育
の
効
果
」
は
覆
在
化

の
も
と
に
隠
さ
れ
表
面
に
現
れ
な
い
だ
け
で
す
べ
て
の
生
徒
に
及
ぶ
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

　

必
死
の
思
い
で
や
り
あ
げ
ま
し
た
。
（
中
略
）
た
だ
苦
痛
は
ほ
と

ん
ど
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
最
初
か
ら
最
後
ま
で
「
自
分
の
や
り
た

い
こ
と
を
や
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
い
う
風
で
し
た
。
（
中
略
）
「
す
き

な
こ
と
を
や
る
す
ば
ら
し
さ
」
の
よ
う
な
も
の
を
身
を
も
っ
て
感
じ

ら
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
 (47)

。

　

こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
、
単
元
「
わ
た
し
た
ち
の
生
ま
れ
た
一
年
間
 (48)

」

を
終
え
た
後
の
生
徒
の
学
習
記
録
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
文
章
か
ら
は
自

分
自
身
の
意
思
に
よ
っ
て
活
動
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
が
強
固
に
意
味
づ
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
ま
た
教
師
の
存
在
は
全
く
意
識
さ
れ
て
い

な
い
。

　

大
村
は
ま
は
活
動
の
内
に
自
分
自
身
を
覆
在
化
す
る
。
生
徒
が
必
要
と

す
る
学
力
を
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
大
村
は
ま
は
一
人
一
人
の

生
徒
の
優
劣
を
誰
よ
り
も
正
確
に
把
握
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
点

で
大
村
は
ま
が
最
も
覆
在
化
し
て
い
た
の
は
、
大
村
は
ま
自
身
の
内
面
に

あ
る
優
劣
の
意
識
そ
の
も
の
（
そ
れ
は
反
面
と
し
て
彼
女
自
身
の
強
烈
な

向
上
心
の
由
縁
と
も
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
）
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

「
一
人
一
課
題
」
と
「
同
じ
教
材
の
反
復
的
使
用
の
禁
止
」
は
共
に
優
劣

の
意
識
、
言
い
換
え
れ
ば
教
師
と
し
て
の
大
村
は
ま
の
根
底
に
あ
っ
た
も

の
を
覆
在
化
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
一
方
、「
一
人
一
課
題
」

は
一
人
一
人
の
生
徒
に
与
え
ら
れ
た
唯
一
無
二
の
役
割
と
い
う
肯
定
的
な

評
価
Ⅱ
を
生
む
。
「
同
じ
教
材
の
反
復
的
使
用
の
禁
止
」
は
、
二
度
と
繰

り
返
さ
れ
な
い
単
元
で
あ
り
失
敗
が
許
さ
れ
な
い
状
況
に
教
師
自
ら
が
立

つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
味
づ
け
の
度
合
い
を
限
り
な
く
強
め
て
い
く
。
覆

在
化
の
精
度
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
評
価
Ⅱ
の
効
果
は
増
幅
さ
れ
、
生
涯

に
亘
っ
て
持
続
す
る
内
面
化
へ
と
昇
華
す
る
。
生
涯
に
根
付
い
て
い
く
評

価
Ⅱ
で
あ
る
。

　

甲
斐
利
恵
子
の
継
承
的
実
践
に
お
け
る
評
価
Ⅱ
の
相
対
化
は
、
大
村
は

ま
の
実
践
に
見
ら
れ
る
評
価
Ⅱ
の
内
面
化
に
比
べ
る
と
そ
の
度
合
い
は
低

い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
甲
斐
利
恵
子
の
実
践
は
生
涯
に
亘
っ
て
持
続
す

る
評
価
Ⅱ
を
そ
れ
ほ
ど
強
く
意
図
し
て
は
い
な
い
。
彼
女
の
実
践
は
評
価

Ⅱ
の
外
在
化
と
共
有
に
よ
る
達
成
感
の
獲
得
、
次
の
学
習
活
動
へ
の
連
結

と
い
う
実
践
の
構
想
内
に
あ
り
、
そ
の
サ
イ
ク
ル
を
短
く
と
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
覆
在
化
の
代
替
と
し
て
の
前
面
化
は
、
評
価
Ⅱ
の
頻
度
を
増
や

し
、
そ
の
効
果
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
量
の
評
価
Ⅱ
は
、
日
々
の

学
習
の
強
い
動
機
を
与
え
、
次
の
段
階
の
学
習
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
の

教
材
と
し
て
機
能
す
る
。

　

大
村
は
ま
が
教
え
た
新
制
中
学
校
の
生
徒
た
ち
は
、
特
に
そ
の
初
期
に

お
い
て
、
多
く
が
卒
業
後
直
ち
に
社
会
に
出
る
こ
と
が
当
た
り
前
で
あ
っ

た
。
一
方
、
甲
斐
利
恵
子
が
教
え
る
生
徒
は
ほ
と
ん
ど
が
高
校
進
学
を
め

ざ
し
て
い
る
。
内
面
化
し
生
涯
に
根
付
い
て
い
く
評
価
Ⅱ
と
相
対
化
し
学

習
指
導
の
サ
イ
ク
ル
に
活
か
さ
れ
る
評
価
Ⅱ
と
い
う
違
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ

が
時
代
の
趨
勢
に
応
じ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
か
も
し
れ
な
い
。
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以
上
か
ら
、
大
村
は
ま
「
単
元
学
習
」
に
お
け
る
意
味
づ
け
・
価
値
づ

け
と
し
て
の
評
価
（
評
価
Ⅱ
）
は
、
甲
斐
利
恵
子
の
継
承
的
実
践
と
対
照

し
た
結
果
、
生
徒
た
ち
の
境
遇
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
違
い
は
認
め

ら
れ
る
が
、
両
者
と
も
に
、
学
習
活
動
に
自
ら
行
っ
た
も
の
と
し
て
の
価

値
を
与
え
、
そ
れ
を
生
き
て
働
く
自
ら
の
力
と
し
て
意
味
づ
け
る
と
い
う

働
き
を
し
て
い
る
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
っ
た
。
両
者
の
相
違
点
に
関
し

て
は
、
甲
斐
利
恵
子
の
評
価
Ⅱ
が
前
面
化
さ
れ
る
こ
と
で
学
習
指
導
の
サ

イ
ク
ル
に
直
接
活
か
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
大
村
は
ま
の
評
価
Ⅱ
は
、
覆

在
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
将
来
に
活
か
さ
れ
る
べ
く
内
面
化
さ
れ
る
と
い
う

異
な
っ
た
機
能
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
お
、
評
価
Ⅰ
に
つ
い

て
で
あ
る
が
、
大
村
は
ま
に
お
け
る
そ
れ
に
は
、
教
師
自
ら
の
指
導
方
法

を
診
断
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
側
面
に
つ

い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(1) 

『
国
語
教
育
事
典　

新
装
版
』
、 

日
本
国
語
教
育
学
会
、 

朝
倉
書
店
、

 

二
〇
〇
九
年
七
月
、
三
三
二
頁
参
照

(2)　

同

(3) 

『
教
え
る
こ
と
の
復
権
』
、 

大
村
は
ま
、
苅
谷
剛
彦
、
苅
谷
夏
子
、

 

筑
摩
書
房
、 

二
〇
〇
三
年
三
月
、
一
五
四
頁
参
照

(4) 

大
村
は
ま
は
昭
和
二
七
年
か
ら
三
七
年
に
か
け
て
『
国
語
科
に
お
け

る
単
元
学
習
の
得
失
』
『
学
習
指
導
に
役
立
て
る
た
め
に
国
語
教
師

と
し
て
、ど
ん
な
調
査
を
し
て
お
い
た
ら
よ
い
か
』『
中
学
生
と
語
彙
』

『
中
学
校
・
作
文
の
評
価
を
ど
う
す
る
か
』
と
い
う
４
つ
の
評
価
に

関
す
る
研
究
を
発
表
し
て
い
る
。
前
掲
書
(1)
、
四
四
四
～
四
六
五
頁

参
照

(5) 

同
書　

三
三
三
頁
参
照

(6) 

『
大
村
は
ま
国
語
教
室
資
料
編　

学
習
記
録　

た
け
の
子　

栄
光
』
、 

筑
摩
書
房
、 

一
九
八
五
年
一
月
に
「
テ
ス
ト
に
つ
い
て
」
の
プ
リ
ン

ト
が
あ
る
。
「
勉
強
の
し
か
た
」
や
「
テ
ス
ト
の
受
け
方
」
を
示
し

た
も
の

(7) 
 『

大
村
は
ま
国
語
教
室　

一　

単
元
学
習
の
生
成
と
深
化
』
、 

大
村
は

ま
、 

筑
摩
書
房
、 

一
九
八
二
年
十
一
月
、

 

三
五
八
頁

(8) 

「
点
数
」
に
数
値
が
高
け
れ
ば
成
績
が
良
く
数
値
が
低
け
れ
ば
成
績

が
悪
い
と
い
う
価
値
観
が
と
も
な
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
価
値
づ
け
と

し
て
の
評
価
Ⅱ
が
付
与
さ
れ
る
。

(9) 

前
掲
書
(3)　

(10) 

同
書　

一
五
四
～
一
五
五
頁

(11) 

同
書
参
照
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(12) 

前
掲
書
(1)

(13) 
前
掲
書
(7)　

四
二
七
頁

(14) 
同
書　

一
四
九
頁
参
照

(15) 

注
(8)
参
照

(16) 
 

『
大
村
は
ま
国
語
教
室
十
一 

国
語
教
室
の
実
際
』
、 

大
村
は
ま
、 

筑

摩
書
房
、 

一
九
八
三
年
十
月

(17) 

同　
　

三
七
～
三
九
頁 

参
照
・
引
用

(18) 
 

同　
　

三
〇
七
～
三
〇
八
頁

(19) 

同　

(20) 

同

(21) 

前
掲
書
(7)

(22) 

同

(23) 

前
掲
書
(16)　

二
七
九
頁
参
照

(24) 

同
書 

 

二
八
〇
～
二
八
一
頁

(25) 

同
書　

二
八
一
頁

(26) 

同
書　

二
八
三
頁

(27) 

前
掲
書
(3)　

一
一
〇
頁
に
、
大
村
は
ま
の
教
え
子
で
あ
る
苅
谷
夏
子

氏
が
「
大
村
教
室
で
は
、
た
し
か
に
あ
ま
り
人
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ

言
っ
て
る
暇
が
な
か
っ
た
。
自
分
の
こ
と
に
一
生
懸
命
で
。
」
と
述

べ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

(28) 

前
掲
書
(16)　

二
八
三
頁

(29) 

前
掲
書
(7)　

三
五
五
頁

(30) 

前
掲
書
(6)
参
照
。

(31) 

前
掲
書
(16)　

三
八
頁

(32) 

同
書　

三
九
頁

(33) 

甲
斐
利
恵
子
自
身
が
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

(34) 

大
村
は
ま
が
実
施
す
る
テ
ス
ト
や
そ
れ
に
伴
う
一
連
の
活
動
に
も

「
学
習
の
手
段
」
と
し
て
の
要
素
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し

診
断
と
い
う
目
的
を
外
れ
て
し
ま
う
と
点
数
が
低
か
っ
た
と
き
学
習

の
失
敗
と
い
う
評
価
Ⅱ
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
た
め
、
学
習
の
手
段
と

し
て
テ
ス
ト
を
用
い
る
教
師
の
意
図
は
覆
在
化
さ
れ
て
い
る
。

(35) 

夏
休
み
の
思
い
出
を
感
情
の
起
伏
を
表
現
し
た
グ
ラ
フ
を
元
に
発
表

す
る
と
い
う
活
動
を
行
っ
た
。
折
れ
線
グ
ラ
フ
を
用
い
て
時
間
の
経

過
と
気
持
ち
の
上
げ
下
げ
を
表
し
た
り
、
円
グ
ラ
フ
を
用
い
て
喜
び

や
疲
れ
と
い
っ
た
気
持
ち
を
割
合
で
表
し
た
り
し
た
。

(36) 

『
新
編　

教
え
る
と
い
う
こ
と
』
、 

大
村
は
ま
、 

筑
摩
書
房
、 

一
九
九
六
年
六
月
、
一
一
二
頁

(37) 

前
掲
書
(16)　

一
六
六
～
一
六
七
頁

(38) 

前
掲
書
(3)

(39) 

同
書　

七
九
～
八
三
頁

(40) 

同
書　

一
〇
九
～
一
一
〇
頁
参
照

(41) 

前
掲
書
(16)　

三
〇
四
～
三
〇
五
頁

(42) 
 

『
日
本
の
教
師
に
伝
え
た
い
こ
と
』
、 

大
村
は
ま
、 

筑
摩
書
房
、 

二
〇
〇
六
年
八
月
、
一
四
六
頁

(43) 

前
掲
書
(7)　

三
五
七
頁

(44) 
同
書　

三
五
六
頁

(45) 
前
掲
書
(42)　

一
四
八
～
一
五
三
頁
参
照

(46) 

同
書　

一
五
一
頁

(47) 

前
掲
書
(7)　

四
七
〇
頁

(48) 

同
書　

四
一
一
～
四
七
六
頁
参
照


