
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る
子
ど
も
の
自
己
評
価
に
関
す
る
考
察

｜
｜
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
後
期
哲
学
を
視
座
と
し
て

i
｜

平

田

）自L



は
じ
め
に
｜
｜
問
題
の
所
在
と
研
究
の
視
座
｜
｜

近
年
、
教
育
評
価
を
め
ぐ
る
議
論
が
活
発
で
あ
る
。
そ
の
思
想
的
背
景
と
し
て
、
従
来
の
教
育
評
価
論
と
は
異
な
る
新
し
い
構
成
主
義

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
登
場
が
指
摘
で
き
よ
う
。
ギ
ッ
プ
ス
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
教
育
評
価
論
は
以
下
の
よ
う
な
知
識
観
を
前
提
に
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
刺
激
｜
反
応
の
結
合
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
単
純
な
知
識
を
蓄
積
し
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
を
完
全
に
獲
得
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
よ
り
高
次
の
複
雑
な
知
識
を
獲
得
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
「
行
動
主
義
」
的
な
「
ブ
ロ
ッ
ク
積
み
学
習
モ
デ
ル
」
で

あ
る
。
こ
の
知
識
観
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
問
題
と
さ
れ
た
の
が
知
識
獲
得
に
関
連
す
る
認
知
過
程
や

文
脈
を
捨
象
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

従
来
の
教
育
評
価
論
が
前
提
と
し
て
い
る
知
識
観
の
問
題
に
対
し
て
、
構
成
主
義
は
次
の
よ
う
な
知
識
観
を
提
示
す
る
。
知
識
は
個
人

内
の
み
に
属
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
個
人
を
取
り
巻
く
状
況
や
環
境
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
し
、
知
識
は
個
人
の
内
部
に
あ
る
客
観

的
実
在
物
で
は
な
く
、
人
び
と
の
相
互
作
用
を
含
む
社
会
や
環
境
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
構
築
過
程

は
個
人
に
よ
る
能
動
的
な
活
動
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
構
成
主
義
に
基
づ
く
教
育
評
価
、
と
り
わ
け
学
習
評
価
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
既
に

多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
「
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
昨

今
注
目
を
集
め
て
い
る
オ
l
セ
ン
テ
ィ
ッ
ク
評
価
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
評
価
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
評
価
、
あ
る
い
は
ル

l
ブ
リ
ッ
ク
を
用
い

る
評
価
手
法
な
ど
は
、
人
々
の
相
互
作
用
の
役
割
を
重
視
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
属
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

近
年
の
教
育
評
価
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
は
、
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
肯
定
的
に
捉
え
、
そ
れ
に
基
づ
く
新
し
い
教
育
評
価
の
有
り

様
を
模
索
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
字
み
持
つ
問
題
は
、
十
分
に
検
討
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
能
動
的
に
知
識
を
構
築
す
る
個
人
と
、
周
囲
の
人
び
と
や
状
況
な
ど
と
の

相
互
作
用
を
前
提
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
学
習
主
体
で
あ
る
子
ど
も
も
教
育
評
価
、
つ
ま
り
学
習
に
関
す
る
自
己
評
価
の
主
体
と
し
て
関

わ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
子
ど
も
の
自
己
評
価
と
い
う
想
定
に
は
指
摘
さ
れ
る
べ
き
問
題
が
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
子
ど
も
の
自
己
評
価
の
問
題
の
解
明
を
目
指
す
。
こ
こ
で
考
察
の
視
座

と
し
て
注
目
し
た
い
の
が
、
ゥ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
後
期
哲
学
で
あ
る
。
構
成
主
義
パ
ラ
ダ
イ
ム
登
場
の
背
景
に
は
、
ヴ
イ
ゴ
ツ
キ
ー

や
デ
ュ

l
イ
な
ど
の
思
想
的
影
響
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
考
察
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は

適
切
で
は
な
い
と
い
う
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
の
思
想
は
構
成
主
義
の
有
効
性
を
強
調
す
る
志
向
が
強
く
、
彼

ら
の
思
想
の
み
に
依
拠
す
れ
ば
、
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
持
つ
問
題
を
看
過
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
反
対
に

「
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
後
期
哲
学
は
教
え
る
こ
と
の
困
難
」
性
に
注
目
し
て
お
り
、
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
内
在
す
る
問
題

を
深
く
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
以
下
の
流
れ
で
考
察
を
進
め
る
。
ま
ず
は
、
構
成
主
義
の
特
徴
を
概
観
し
、
そ
の
後
、
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る
教

育
評
価
の
特
質
を
描
き
出
す
。
そ
し
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
後
期
哲
学
に
依
拠
し
つ
つ
、
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
問
題
を

指
摘
す
る
。
最
後
に
、
こ
の
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
対
崎
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
を
提
示
し
た
い
。
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構
成
主
義
と
は
何
か

構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
問
題
を
指
摘
す
る
前
段
階
と
し
て
、
ま
ず
は
構
成
主
義
の
特
質
を
概
観
す
る
作
業
か
ら
始
め
た
い
。
「
構

成
主
義
」
と
い
う
一
言
葉
は
様
々
な
丈
脈
で
用
い
ら
れ
る
。
論
者
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
異
な
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
、
そ

れ
で
も
構
成
主
義
の
特
質
を
い
く
つ
か
指
摘
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
久
保
田
に
よ
れ
ば
、
そ
の
特
質
と
し
て
以
下
の
三
つ
が
挙
げ
ら

れ
る
と
い
、
っ
。

（

1
）
学
習
の
能
動
性

構
成
主
義
は
、
学
習
を
学
習
者
自
身
が
知
識
を
構
築
し
て
い
く
過
程
と
し
て
捉
え
る
。
学
習
は
知
識
を
受
動
的
に
記
憶
す
る
こ
と
で
は



な
く
、
学
習
者
の
解
釈
に
よ
っ
て
進
む
。
学
習
者
が
主
体
的
に
学
習
活
動
に
参
加
し
、
学
習
過
程
を
自
分
自
身
で
点
検
し
な
が
ら
、
知
識

を
構
築
し
て
い
く
過
程
と
捉
え
る
。

（2
）
知
識
の
状
況
依
存
性

従
来
の
知
識
観
に
お
い
て
、
知
識
は
客
観
的
に
実
在
す
る
と
さ
れ
る
。
知
識
は
状
況
と
切
り
離
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
状
況
と
は
独

立
し
た
一
般
性
を
備
え
て
い
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
構
成
主
義
に
お
い
て
、
知
識
は
状
況
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
知
識

は
、
特
定
の
状
況
に
お
い
て
こ
そ
学
習
者
に
よ
っ
て
学
ば
れ
る
と
構
成
主
義
は
考
え
る
。

（3
）
学
習
の
相
互
作
用
性

構
成
主
義
は
、
学
習
が
周
囲
の
人
び
と
と
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
る
と
捉
え
る
。
学
習
活
動
は
他
の
学
習
者
や
教
師
ら
と
切

り
離
さ
れ
て
展
開
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
常
に
学
習
者
た
ち
と
の
関
わ
り
合
い
の
中
で
行
わ
れ
る
と
捉
え
る
。
こ
の
過
程
を
通
じ
て
、
知

識
と
そ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
文
脈
に
お
い
て
知
識
を
捉
え
、
周
囲
の
人
び
と
と
間
主
観
的
な
知
識
を
構
築
す
る
と
構
成
主
義
は
捉
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え
る
。つ

ま
り
、
構
成
主
義
は
、
次
の
よ
う
な
知
識
観
あ
る
い
は
学
習
観
を
支
持
す
る
。
知
識
と
は
、
万
人
に
共
通
の
普
遍
的
な
も
の
で
は
な

く
、
人
や
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
学
習
と
は
、
異
な
る
知
識
を
持
つ
人
び
と
が
相
互
に
影
響
し
合
い
、
共
に
構

築
し
て
い
く
過
程
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
構
成
主
義
の
特
質
だ
が
、
中
で
も
注
目
し
た
い
の
が
（
1
）
の
学
習
の
能
動
性
で
あ
る
。
こ
の
特
質
を
反
映
し
た
教
育
評
価

に
対
す
る
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
学
習
評
価
に
お
け
る
子
ど
も
の
自
己
評
価
の
役
割
を
強
調
す
る
。
本
稿
が
検
討
を
試
み
る
の
は
、

子
ど
も
の
自
己
評
価
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
関
連
す
る
の
か
。
そ
の
こ
と
を
さ
ら

に
詳
し
く
考
察
し
て
い
き
た
い
。



教
育
評
価
へ
の
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ

構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
徴

l
l
ボ
l
卜
フ
ォ
リ
オ
検
討
会
を
事
例
に
ー
ー
ー

具
体
的
に
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
教
育
評
価
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
ポ
1
ト
フ
ォ
リ
オ
検
討
会
の
事

例
を
引
用
し
、
そ
の
後
に
分
析
を
行
い
た
い
。

こ
の
事
例
は
、
子
ど
も
中
心
主
義
の
伝
統
を
持
つ
ク
ロ

l
・
ア
イ
ラ
ン
ド
小
学
校
の
事
例
で
あ
る
。
ク
ロ

l
・
ア
イ
ラ
ン
ド
小
学
校
は
、

ア
メ
リ
カ
の
イ
リ
ノ
イ
州
、
ウ
ィ
ネ
ト
カ
学
区
に
あ
る
。
こ
こ
は
ウ
オ
ツ
シ
ユ
パ

l
ン
や
パ

l
ヵ
ー
な
ど
の
子
ど
も
中
心
主
義
教
育
の
影

響
を
強
く
受
け
て
お
り
、
学
校
全
体
で
ポ
l
ト
フ
ォ
リ
オ
評
価
法
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
以
下
、
引
用
す
る
事
例
で
は
、
当
時
十
歳
の
子

ど
も
が
、
六
年
間
の
記
録
か
ら
自
分
の
成
長
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
や
や
長
く
な
る
が
一
部
割
愛
し
な
が
ら
引
用
す
る
。

三
ー
一

校
長
・
：
さ
あ
ど
ん
な
ふ
う
に
始
め
た
い
で
す
か
。
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ロ
l
リ
i
・
：
こ
れ
は
一
年
生
の
と
き
の
思
い
出
で
す
。
：
・
と
て
も
お
気
に
入
り
の
人
形
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
と
き
に
も
ら
っ
た
も
の
で

す
。
：
・
そ
の
当
時
の
私
は
、
赤
ち
ゃ
ん
が
驚
く
ほ
ど
素
敵
な
も
の
だ
と
感
じ
て
い
た
の
で
す
。
．

ロ
l
リ
l
：
（
四
年
生
の
ポ
l
ト
フ
ォ
リ
オ
か
ら
）
こ
れ
は
私
の
作
文
を
振
り
返
っ
た
も
の
で
す

0

・
：
私
が
文
章
を
書
い
て
表
現
す

る
こ
と
が
好
き
に
な
っ
た
最
初
の
頃
で
：
・
そ
れ
か
ら
ど
ん
ど
ん
多
く
の
時
間
を
書
い
て
過
ご
す
よ
う
に
な
り
始
め
ま
し
た
。
．

ロ
l
リ
l
・
・
（
五
年
生
の
ポ
l
ト
フ
ォ
リ
オ
か
ら
）
こ
れ
は
私
が
と
り
く
ん
で
い
る
最
近
の
作
品
で
す
。
未
熟
児
に
つ
い
て
の
研
究

レ
ポ
ー
ト
に
と
り
く
ん
で
い
ま
す
。
・
：

校
長
：
・
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
あ
な
た
は
何
に
興
味
を
も
っ
て
い
ま
す
か
。

ロ
l
リ
l

i
－
－
－
私
は
小
児
科
医
か
保
育
士
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
思
っ
て
：
・
そ
し
て
今
振
り
返
っ
て
：
・
私
は
と
て
も
赤

ち
ゃ
ん
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
し
、
一
年
生
の
と
き
か
ら
そ
の
興
味
が
呼
び
戻
さ
れ
て
い
ま
す
。



校
長
・
：
あ
な
た
は
そ
の
こ
と
に
影
響
を
受
け
て
高
校
で
コ

l
ス
選
択
し
ま
す
か
。

ロ
l
リ
l
：
・
は
い
。
・
：
私
は
保
育
士
か
教
師
に
な
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
も
し
教
師
に
な
っ
た
ら
、
そ
の
方
面
か
ら
こ
の
こ
と
を

も
っ
と
た
く
さ
ん
学
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
ポ
l
ト
フ
ォ
リ
オ
検
討
会
で
は
、
校
長
と
の
や
り
取
り
を
通
じ
て
、
ロ
l
リ
ー
が
自
ら
の
能
力
あ
る
い
は
適
正
を
認
識
し
て
い
く

過
程
が
は
っ
き
り
と
看
取
で
き
る
。
ロ
l
リ
l
の
自
己
評
価
の
過
程
に
は
、
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
質
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

少
な
く
と
も
以
下
の
四
点
で
あ
る
。

第
一
に
、
こ
の
検
討
会
を
通
じ
て
、
ロ

l
リ
l
の
能
力
あ
る
い
は
適
正
が
可
視
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
検
討
会
が
存
在
し

な
い
な
ら
ば
、
ロ

l
リ
ー
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
関
心
を
抱
い
て
き
た
の
か
、
ま
た
取
り
組
ん
で
き
た
の
か
な
ど
が
可
視
化
さ
れ
な
か
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
ロ

l
リ
l
の
ポ
l
ト
フ
ォ
リ
オ
に
記
録
さ
れ
て
い
る
「
お
気
に
入
り
の
人
形
」
、
「
私
の
作
品
」
、
ま
た
「
未
熟
児
に

つ
い
て
の
研
究
レ
ポ
ー
ト
」
な
ど
の
物
的
証
拠
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
校
長
と
ロ

l
リ
ー
と
の
間
で
は
、
ロ

l
リ
l
の
能
力
あ
る
い
は

適
正
が
可
視
化
さ
れ
、
構
築
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
ロ

l
リ
l
の
能
力
あ
る
い
は
適
正
が
選
択
的
に
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
ロ

l
リ
1
が
関
心
を
払
っ

て
き
た
こ
と
や
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
は
他
に
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
検
討
会
で
は
ロ

l
リ
l
の
記
録
と
校
長
の
質
問
に
よ
っ
て
、

ロ
l
リ
l
が
「
文
章
を
書
い
て
表
現
す
る
こ
と
が
好
き
」
な
こ
と
、
「
と
て
も
赤
ち
ゃ
ん
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
」
こ
と
、
な
ど
が
選
択

さ
れ
、
「
高
校
で
コ

l
ス
を
選
択
」
す
る
際
の
能
力
あ
る
い
は
適
正
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
ロ

l
リ
l
の
能
力
あ
る
い
は
適
正
が
、
校
長
に
よ
っ
て
も
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ロ

l
リ
l
は
ボ
l
ト
フ
ォ
リ
オ

を
単
独
で
振
り
返
り
、
自
ら
の
能
力
あ
る
い
は
適
正
を
判
断
し
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
は
校
長
の
示
唆
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

た
し
か
に
、
こ
こ
で
校
長
自
身
は
「
と
て
も
赤
ち
ゃ
ん
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
」
こ
と
が
、
「
保
育
士
か
教
師
」
を
目
指
す
こ
と
に
十
分

な
能
力
あ
る
い
は
適
正
で
あ
る
と
明
言
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
ロ

l
リ
ー
が
「
保
育
士
か
教
師
」
を
目
指
す
こ
と
に
反
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対
し
て
は
い
な
い
。
も
し
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
記
録
と
ロ

l
リ
1
の
能
力
あ
る
い
は
適
正
と
の
聞
に
矛
盾
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
校
長
は

否
認
し
た
り
疑
問
を
付
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
も
校
長
は
一
切
反
論
す
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
差
し
当
た
り
は
校
長

に
と
っ
て
も
、
ロ

1
リ
l
の
自
己
評
価
は
容
認
し
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

第
四
に
｜
｜
i

そ
し
て
と
り
わ
け
こ
こ
に
注
目
し
た
い
の
だ
が
｜
｜
ロ

l
リ
l
の
能
力
あ
る
い
は
適
正
の
判
断
が
、
ロ

l
リ
1
自
身
に

よ
っ
て
自
己
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ロ

l
リ
1
は
自
ら
の
記
録
を
自
ら
の
言
葉
で
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
確
認
さ
れ
る
限

り
で
は
最
終
的
に
ロ

l
リ
l
は
、
「
保
育
土
か
教
師
」
を
目
指
す
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
無
論
、
校
長
の
質
問
に
触
発
さ
れ
た
面
は
あ

る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
で
も
ロ

l
リ
i
は
能
動
的
に
自
ら
の
能
力
あ
る
い
は
適
正
を
構
築
し
て
い
る
。
学
習
者
に
よ
っ
て
能
動
的
に
知
識

を
構
築
し
て
い
く
と
い
う
構
成
主
義
の
特
質
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
事
例
は
、
学
習
者
が
状
況
あ
る
い
は
人
び
と
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
、
能
動
的
に
知
識
を
構
築
し
て
い
く
過
程
を
表
し
て
い
る
。

三
ー
ニ
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
問
題

し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
を
提
示
し
た
い
。
果
た
し
て
、
子
ど
も
の
自
己
評
価
は
成
立
し
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
赤
沢

は
次
の
よ
う
に
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る
子
ど
も
の
自
己
評
価
が
字
む
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。
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教
師
に
よ
る
評
価
を
子
ど
も
の
自
己
評
価
で
代
用
し
て
し
ま
う
と
、
子
ど
も
の
側
と
し
て
は
、
こ
の
自
己
評
価
も
通
知
表
の
評
点
を

決
め
る
一
種
の
「
テ
ス
ト
」
と
見
る
論
理
が
働
き
、
悪
い
意
味
で
の
「
自
己
防
衛
」
（
不
当
に
甘
く
評
価
す
る
）
が
お
こ
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
す

0

・
：
自
己
評
価
を
優
先
す
る
こ
と
は
、
一
見
「
子
ど
も
中
心
」
の
評
価
に
見
え
ま
す
が
、
学
習
の
状
況
を
総
合
的

に
把
握
す
る
努
力
を
放
棄
し
た
、
た
ん
な
る
子
ど
も
へ
の
「
迎
合
」
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
赤
沢
は
、
子
ど
も
の
自
己
評
価
が
「
テ
ス
ト
」
の
一
種
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
実
際
に
は
教
師
の
評
価
へ
と
変
質
し
て



し
ま
い
、
学
習
の
状
況
が
総
合
的
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
不
当
な
評
価
を
下
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
先
の
事
例
に
ひ
き

つ
け
て
言
え
ば
、
ロ

i
リ
l
は
校
長
の
質
問
を
「
テ
ス
ト
」
の
一
種
と
し
て
感
じ
、
そ
れ
に
叶
う
よ
う
に
自
己
評
価
を
行
っ
た
、
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
赤
沢
は
、
子
ど
も
と
教
師
と
の
「
差
異
」
を
い
ず
れ
か
の
評
価
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
で
解
消
す
る
の
で
は

な
く
、
「
教
師
に
よ
る
評
価
と
子
ど
も
に
よ
る
自
己
評
価
と
を
明
確
に
区
別
」
し
、
な
ぜ
差
異
が
生
じ
た
の
か
を
両
者
で
検
討
し
あ
う
こ

と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。

本
稿
も
子
ど
も
の
自
己
評
価
と
教
師
の
評
価
と
を
区
別
し
、
そ
の
差
異
を
安
易
に
解
消
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
赤
沢
の
論
旨
に
は
首

肯
す
る
。
だ
が
、
両
者
を
区
別
し
、
そ
の
差
異
を
簡
単
に
解
消
し
な
い
こ
と
は
、
一
見
す
る
よ
り
も
困
難
で
あ
る
。
先
の
ポ
l
ト
フ
ォ
リ

オ
検
討
会
で
は
、
校
長
の
暗
示
的
な
評
価
と
ロ
l
リ
ー
に
よ
る
自
己
評
価
と
の
聞
に
、
顕
著
な
相
違
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
両
者
に
相

違
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
校
長
と
ロ
l
リ
！
と
が
同
様
の
評
価
を
行
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
ロ
l
リ
l
は
校
長
の
教
育
的
意
図
を
読
み

取
っ
て
、
そ
れ
に
合
わ
せ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
ポ
l
ト
フ
ォ
リ
オ
検
討
会
で
起
き
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ロ
l
リ
l
が
自
ら
の
記
録
を
振
り
返
り
つ

つ
も
、
「
保
育
士
か
教
師
」
に
な
り
た
い
と
表
明
し
な
い
の
で
あ
る
。
「
未
熟
児
に
つ
い
て
の
研
究
レ
ポ
ー
ト
」
、
「
文
章
を
書
い
て
表
現
す

る
こ
と
」
に
対
す
る
肯
定
的
感
情
を
理
由
に
、
幼
児
教
育
の
研
究
者
に
な
り
た
い
と
表
明
す
る
の
で
あ
る
。
仮
に
、
こ
の
と
き
校
長
は
、

ロ
l
リ
l
を
「
家
庭
的
」
な
「
女
性
」
と
見
な
し
て
お
り
、
そ
の
先
入
観
に
基
づ
い
て
研
究
者
へ
の
コ
l
ス
選
択
を
考
え
直
す
よ
う
に
迫

る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
て
ロ
l
リ
l
は
研
究
者
へ
の
道
を
断
念
し
、
「
保
育
士
か
教
師
」
を
目
指
す
か
も
し
れ
な
い
。

た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
な
仮
定
は
穿
っ
た
見
方
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
子
ど
も
の
能
動
的
な
構
成
過
程
と
見
え
た
も
の

は
、
教
師
の
（
暗
示
的
に
）
要
求
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
従
っ
て
い
た
も
の
か
も
知
れ
ず
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
子
ど
も
の
学
習
が
ま
っ

た
く
能
動
的
に
行
わ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
は
残
る
。
つ
ま
り
、
一
見
す
る
と
子
ど
も
の
自
己
評
価
に
基
づ
く
評
価
が
、
実
は
教

師
の
評
価
で
し
か
な
い
危
険
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
教
師
が
も
っ
評
価
基
準
と
子
ど
も
が
も
っ
評
価
基
準
」
と
の
ず
れ
が
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
検
討
会
を
通
じ
て
も
解
消
さ
れ
な
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い
場
合
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
「
教
師
と
子
ど
も
の
評
価
の
つ
き
合
わ
せ
」
を
行
い
、
「
子
ど
も
が
適
切
な
評
価

基
準
に
基
づ
い
て
自
己
評
価
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
指
導
す
る
」
こ
と
が
現
実
的
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
指
導
が
「
子
ど
も
に
学
力

を
身
に
つ
け
さ
せ
る
上
で
は
不
可
欠
」
な
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
重
要
な
特
質
で
あ
る
、
学

習
者
、
つ
ま
り
子
ど
も
の
自
己
評
価
と
著
し
く
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
か
。
教
師
の
「
指
導
」
に
よ
っ
て
、
ボ
l
ト
フ
ォ
リ
オ
検
討
会
が
、

単
な
る
「
テ
ス
ト
」
に
変
質
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
子
ど
も
の
自
己
評
価
に
字
む
問
題
を
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
思
考
実
験
は
よ
り
鮮
明
な
形
で
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
も
、

そ
の
先
駆
的
な
指
摘
は
、
自
己
評
価
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
問
題
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
べ
き
か
を
も
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
そ
の
こ
と
を
考
察
し
た
い
。

四

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
思
考
実
験
か
ら
み
る
自
己
評
価
の
困
難
性

F
D
 

四

規
則
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は
、
彼
の
後
期
哲
学
の
主
著
と
さ
れ
る
『
哲
学
探
究
』
第
I
部
第
一
八
五
節
に
お
い
て
、
教
師
と
生
徒
の
奇

妙
な
や
り
と
り
の
場
面
を
次
の
よ
う
に
想
定
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
節
を
読
み
や
す
く
す
る
た
め
に
、
引
用
に
際
し
て
は
適
宜
改
行
を

行
っ
て
い
る
。

今
、
生
徒
に
1
0
0
0以
上
の
あ
る
数
列
（
た
と
え
ば
「
サ
」
）
を
書
き
続
け
さ
せ
る
o

i
l－
す
る
と
、
彼
は
1
0
0
0、
1
0
0
4、
1
0
0
8、
1
0
1
2
と
書
く
。

私
た
ち
は
彼
に
「
よ
く
見
て
ご
ら
ん
、
何
を
や
っ
て
い
る
ん
だ
1
」
と
一
一
言
う
。

｜
｜
彼
に
は
私
た
ち
が
理
解
で
き
な
い
。
私
た
ち
は
彼
に
「
つ
ま
り
、
君
は
2
を
足
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
ん
だ
。



よ
く
見
て
ご
ら
ん
、
ど
こ
か
ら
こ
の
数
列
を
始
め
た
の
！
」
と
言
う
。

｜
｜
彼
は
「
え
え
！
で
も
こ
れ
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
で
す
か
。
僕
は
こ
う
し
ろ
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
思
っ
た
ん
で
す
」
と
答
え
る
。

｜
｜
あ
る
い
は
、
彼
が
数
列
を
示
し
な
が
ら
「
で
も
僕
は
同
じ
よ
う
に
や
っ
て
き
て
い
る
ん
で
す
！
」
と
言
っ
た
と
仮
定
せ
よ
。

｜
｜
こ
の
時
「
で
も
君
は
：
：
：
が
分
か
ら
な
い
の
か
」
と
言
い
、
｜
｜
彼
に
以
前
の
説
明
や
例
を
繰
り
返
し
て
も
、
何
の
役
に
も

立
た
な
い
だ
ろ
う
。

－
｜
｜
私
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
次
の
よ
う
に
言
う
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
人
間
は
、
ご
く
自
然
に
、

あ
の
命
令
を
、
私
た
ち
の
説
明
に
基
づ
い
て
、
ち
ょ
う
ど
「
1
0
0
0ま
で
は
常
に
2
を、

2
0
0
0
ま
で
は
4
を、

3
0
0
0
ま

で
は
6
を
、
と
い
う
ふ
う
に
加
え
て
い
け
」
と
い
う
命
令
を
私
た
ち
が
理
解
す
る
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
だ
、
と
。

教
師
は
生
徒
に
対
し
て
「
サ
」
の
足
し
算
を
書
き
出
す
よ
う
に
指
示
を
与
え
る
。
生
徒
は
教
師
の
指
示
ど
お
り
「
2
、
4
、
6
、
：
・
」
と

順
調
に
続
け
る
。
教
師
は
生
徒
が
「
サ
」
の
規
則
を
獲
得
し
た
と
安
堵
す
る
が
、
書
き
出
す
数
が
1
0
0
0を
越
え
た
と
こ
ろ
で
教
師
は

動
揺
す
る
。
生
徒
は
「
1
0
0
0
、
1
0
0
2
、
1
0
0
4
、
1
0
0
6
、
：
・
」
で
は
な
く
「
1
0
0
0
、
1
0
0
4
、
1
0
0
8
、

1
0
1
2
、
：
・
」
と
書
い
た
の
で
あ
る
。

教
師
は
「
君
は
2
を
足
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
ん
だ
。
よ
く
見
て
ご
ら
ん
」
と
生
徒
の
誤
り
を
指
摘
す
る
が
、
生
徒
は
誤

り
を
改
善
し
な
い
。
む
し
ろ
改
善
す
る
ど
こ
ろ
か
「
で
も
こ
れ
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
で
す
か
。
僕
は
こ
う
し
ろ
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
思
っ

た
ん
で
す
」
と
答
え
る
。
す
な
わ
ち
「
で
も
僕
は
同
じ
よ
う
に
や
っ
て
き
て
い
る
ん
で
す
！
」
と
教
師
の
指
示
ど
お
り
「
サ
」
の
規
則
に

従
っ
て
い
る
と
強
弁
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
生
徒
は
私
た
ち
の
目
に
は
、
教
師
の
指
示
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
「
ご
く
自
然
に
、
あ
の
命
令
を
、
私
た
ち

の
説
明
に
基
づ
い
て
」
、
「
1
0
0
0
ま
で
は
常
に
2
を、

2
0
0
0
ま
で
は
4
を、

3
0
0
0
ま
で
は
6
を
」
と
い
う
命
令
を
私
た
ち
が

理
解
す
る
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
、
と
。
つ
ま
り
、
「
ど
の
よ
う
な
行
動
の
仕
方
も
そ
の
規
則
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
り
、
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ま
た
「
矛
盾
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
」
た
め
に
、
「
規
則
が
如
何
な
る
行
動
の
仕
方
を
も
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
。

教
師
が
ど
の
よ
う
な
規
則
を
教
え
て
も
、
生
徒
は
教
師
の
意
図
す
る
規
則
に
必
ず
背
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
反
対
に
生
徒
が
ど
の

よ
う
な
計
算
を
行
っ
た
と
し
て
も
教
師
の
与
え
た
「
サ
」
の
規
則
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
規
則
に
は
「
一

致
も
矛
盾
も
存
在
し
な
い
」
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
「
規
則
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
思
考
実
験
は
、
そ
も
そ
も
子
ど
も
の
自
己
評
価
を
論
ず
る
文
脈
で
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン

は
、
教
育
に
特
別
の
関
心
を
払
っ
て
、
上
述
の
よ
う
な
や
り
取
り
を
想
定
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
子
ど
も
の
自
己
評

価
の
問
題
を
描
き
出
す
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。

四
ー
一
一
「
規
則
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
の
教
育
的
含
意

「
規
則
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
い
う
思
考
実
験
の
重
要
な
合
意
の
一
つ
と
し
て
、
生
徒
の
誤
り
を
証
明
で
き
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

私
た
ち
の
常
識
に
鑑
み
て
、
こ
の
生
徒
は
明
ら
か
に
足
し
算
を
理
解
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
誤
っ
て
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
映
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
生
徒
の
誤
り
を
教
師
は
論
理
的
に
説
得
で
き
な
い
。
生
徒
が
自
分
の
行
為
こ
そ
規
則
に
従
っ
て
い
る
と
解
釈
し
強
弁
す

る
と
き
、
教
師
に
は
生
徒
を
論
駁
す
る
手
立
て
が
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
1
0
0
0
を
超
え
て
も
2
ず
つ
増
え
る
」
と
教
え
て
も
、

1
0
0
0
0
以
上
の
場
合
や
1
0
0
0
0
0以
上
の
場
合
が
再
び
問
題
と
し
て
立
ち
上
が
り
、
解
釈
に
次
ぐ
解
釈
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
理
論
上
、
教
師
と
生
徒
と
の
不
毛
な
や
り
と
り
は
、
水
遠
に
続
き
、
説
得
の
試
み
は
無
限
遡
行
に
陥
っ
て
し
ま
う
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
研
究
者
の
永
井
は
、
「
規
則
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
が
教
師
の
権
力
性
を
描
き
出
し
て
い
る
と
い
う
。
教
師
は

共
同
体
の
代
弁
者
で
あ
る
た
め
強
い
権
力
を
持
つ
が
、
子
ど
も
は
そ
う
で
は
な
い
。
子
ど
も
の
「

1
0
0
0
、
1
0
0
4、

1
0
0
8、
1
0
1
2、
・
：
」
と
い
う
解
釈
は
、
教
師
の
属
す
る
共
同
体
の
解
釈
に
は
一
致
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
1
0
0
0、

1
0
0
2、
1
0
0
4、
1
0
0
6、
：
・
」
と
書
く
よ
う
に
訂
正
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
1
0
0
0、
1
0
0
2
、
1
0
0
4、

1
0
0
6、
：
・
」
と
続
け
る
規
則
が
数
学
的
な
真
理
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
。
永
井
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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共
同
体
が
支
援
し
て
い
る
と
い
う
確
信
に
支
え
ら
れ
た
先
生
（
職
業
教
師
の
場
合
は
殆
ど
そ
う
で
あ
ろ
う
）
は
強
い
立
場
に
傾
き
、

逆
に
、
共
同
体
に
対
し
て
何
か
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
め
に
陥
っ
た
先
生
（
天
才
的
な
科
学
者
や
思
想
家
の
場
合
が
そ
う
な

へ山一

り
が
ち
で
あ
る
）
は
弱
い
立
場
に
傾
き
が
ち
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
逆
に
「
1
0
0
0、
1
0
0
4、
1
0
0
8、
1
0
1
2、
・
：
」
と
続
け
る
こ
と
が
正
し
い
よ
う
な
共
同
体
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、

そ
こ
で
は
「
1
0
0
0
、
1
0
0
2
、
1
0
0
4、
1
0
0
6、
・
：
」
と
続
け
る
こ
と
こ
そ
が
誤
り
と
な
る
。
特
定
の
解
釈
の
正
当
性
は
、

そ
の
真
理
性
か
ら
導
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
共
同
体
を
代
弁
し
て
い
る
か
否
か
に
存
す
る
。
そ
し
て
、
「
職
業
教
師
の
場
合
」
は
共
同
体

の
支
援
を
獲
得
し
、
子
ど
も
は
そ
う
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
教
師
の
解
釈
が
優
先
さ
れ
、
子
ど
も
の
解
釈
は
！
｜
教
師
の
そ
れ
と

矛
盾
す
る
場
合
｜
｜
修
正
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

永
井
の
解
釈
に
基
づ
く
「
規
則
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
の
合
意
を
、
子
ど
も
の
自
己
評
価
と
関
連
さ
せ
る
と
ど
う
な
る
か
。
そ
れ
は
子
ど

も
の
自
己
評
価
が
、
教
師
の
評
価
と
矛
盾
す
る
場
合
、
一
方
向
的
に
子
ど
も
が
修
正
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
が
独
自
の
解

釈
に
基
づ
い
て
数
列
を
展
開
し
、
か
っ
、
そ
れ
が
教
師
の
そ
れ
と
矛
盾
を
き
た
す
と
き
、
矛
盾
は
ど
の
よ
う
に
解
消
さ
れ
得
る
の
だ
ろ
う

か
。
た
し
か
に
実
際
に
は
、
ゥ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
思
考
実
験
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
矛
盾
は
、
ほ
ほ
発
生
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
仮

に
発
生
す
る
と
し
て
も
教
師
に
よ
る
説
得
の
試
み
が
功
を
奏
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
永
井
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
最
終
的
な
「
正
し
い
」

解
釈
の
「
決
定
権
は
大
人
に
」
あ
り
、
子
ど
も
「
本
人
に
は
な
い
」
と
考
え
ら
れ
る
d

し
た
が
っ
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
「
規

則
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
が
示
唆
す
る
の
は
、
子
ど
も
の
自
己
評
価
が
教
師
の
評
価
と
矛
盾
し
、
か
っ
、
そ
れ
が
解
消
さ
れ
な
い
場
合
、
教

師
の
評
価
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
矛
盾
は
解
消
さ
れ
る
性
質
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
が
展
開
し
た
思
考
実
験
で
あ
り
、
教
育
と
い
う
事
象
を
過
度
に
単
純
化
し
て
い
る
と
い

う
誇
り
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
そ
れ
で
も
、
一
面
で
は
教
育
評
価
に
お
け
る
子
ど
も
と
教
師
と
の
非
対
称
性
を
指
摘
し
て
い
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る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
仮
に
、
件
の
生
徒
が
自
ら
の
解
釈
を
一
歩
も
譲
ら
な
い
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
教

師
の
一
方
向
的
な
評
価
が
優
先
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
こ
と
は
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る
子
ど
も
の
自
己
評
価
に
対
し
て
、
批
判
を
突
き
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
構
成
主
義
は

学
習
者
の
能
動
性
を
重
要
視
し
て
お
り
、
そ
れ
は
教
育
評
価
論
の
文
脈
に
お
い
て
子
ど
も
の
自
己
評
価
を
重
視
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

し
か
し
、
子
ど
も
の
自
己
評
価
は
、
教
師
の
評
価
と
の
聞
に
矛
盾
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
を
字
ん
で
い
る
。
そ
の
矛
盾
を
回
避
す
る
た
め

に
、
評
価
の
決
定
権
は
教
師
に
委
ね
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る
子
ど
も
の
自
己
評

価
は
、
既
に
し
て
、
教
師
の
評
価
の
許
容
範
囲
内
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
ー
三
子
ど
も
の
自
己
評
価
と
教
師
の
評
価
と
を
峻
別
す
る
困
難

「
規
則
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
は
、
子
ど
も
の
自
己
評
価
に
関
し
て
、
も
う
一
つ
別
の
重
要
な
含
意
を
持
つ
。
そ
れ
は
子
ど
も
の
自
己
評

価
と
教
師
の
評
価
と
の
峻
別
が
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。

も
う
一
度
、
先
の
や
り
取
り
を
振
り
返
ろ
う
。
教
師
は
生
徒
に
対
し
て
「
サ
」
の
足
し
算
を
書
き
出
す
よ
う
に
指
示
を
与
え
、
生
徒
は

教
師
の
指
示
ど
お
り
「
2
、
4
、
6
、
・
：
」
と
順
調
に
続
け
て
い
た
。
そ
し
て
、
生
徒
の
書
き
出
す
数
が
1
0
0
0を
越
え
た
と
こ
ろ
で
両

者
の
矛
盾
は
顕
在
化
し
た
の
で
あ
る
。
逆
か
ら
言
え
ば
、
生
徒
と
教
師
と
の
矛
盾
は
、

1
0
0
0を
越
え
る
ま
で
は
顕
在
化
し
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
生
徒
は
独
自
の
知
識
を
構
築
し
て
お
り
、
そ
れ
は
教
師
の
意
図
し
た
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

1
0
0
0未
満
の
数
列
に
お
い
て
違
い
は
可
視
化
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
潜
在
性
は
、
子
ど
も
の
自
己
評
価
の
過
程
に
お
い
て
も
伴
う
。
先
の
ボ
l
ト
フ
ォ
リ
オ
検
討
会
を
具
体
的
な
事
例
と
し
て
考
察
し

よ
う
。
校
長
の
評
価
と
ロ

l
リ
l
の
自
己
評
価
と
の
間
に
、
顕
著
な
矛
盾
は
な
か
っ
た
。
校
長
は
質
問
を
し
な
が
ら
ロ

l
リ
l
の
能
力
あ

る
い
は
適
正
が
「
保
育
士
か
教
師
」
に
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
「
保
育
士
か
教
師
」
が
ロ

l
リ
l

に
不
適
切
だ
と
は
考
え
て
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
他
方
で
は
、
ロ

l
リ
ー
の
ほ
う
も
自
ら
の
能
力
あ
る
い
は
適
正
が
「
保
育
士
か
教
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師
」
に
あ
る
と
、
過
去
の
ポ
l
ト
フ
ォ
リ
オ
記
録
に
基
づ
き
、
表
明
し
て
い
た
。

し
か
し
、
ロ

l
リ
i
が
本
当
に
自
己
評
価
を
行
な
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
校
長
の
発
言
を
「
テ
ス
ト
」
の
一
種
と
し
て
感
じ
、
ロ

l
リ
ー

は
校
長
の
評
価
に
合
わ
せ
た
だ
け
の
可
能
性
が
あ
る
。
ポ
l
ト
フ
ォ
リ
オ
検
討
会
の
後
に
、
ロ

l
リ
l
は
別
コ

l
ス
を
選
択
す
る
か
も
し

れ
な
い
。
一
見
す
る
と
、
子
ど
も
と
教
師
と
が
相
互
主
体
的
に
評
価
を
下
し
、
知
識
を
構
築
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
実
は
単
に
教

師
の
評
価
が
優
先
さ
れ
て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
更
に
指
摘
し
た
い
こ
と
は
、
そ
の
可
能
性
は
両
者
の
評
価
が
一
致
し
て
い
る
と
き
、
顕
在
化
し
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
構
成
主

義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
子
ど
も
の
自
己
評
価
の
意
義
を
強
調
し
、
子
ど
も
と
教
師
と
の
相
互
作
用
に
焦
点
化
し
よ
う
と
す
る
が
、
逆
説
的

に
も
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
子
ど
も
の
自
己
評
価
を
ま
っ
た
く
顧
慮
し
な
い
危
険
性
を
字
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
赤
沢
が
警
句
を
発
す
る
、

子
ど
も
の
自
己
評
価
が
教
師
の
評
価
へ
と
変
質
し
て
し
ま
う
危
険
性
は
、
円
滑
に
教
育
的
営
為
が
行
わ
れ
て
い
る
聞
は
気
付
く
こ
と
が
困

難
で
あ
り
、
単
に
教
師
の
心
が
け
の
み
で
は
解
消
が
困
難
で
あ
る
。
教
師
の
気
付
か
ぬ
ま
ま
、
子
ど
も
の
自
己
評
価
は
「
テ
ス
ト
」
の
一

種
に
変
質
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

小
括
し
よ
う
。
ゥ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
思
考
実
験
は
、
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る
子
ど
も
の
自
己
評
価
が
、
次
の
よ
う

な
問
題
を
字
ん
で
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
一
に
、
子
ど
も
の
自
己
評
価
が
そ
も
そ
も
教
師
の
評
価
の
許
容
範
囲
内
に
限
定
さ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
第
二
に
、
教
師
の
評
価
の
許
容
範
囲
内
に
限
定
し
て
い
る
か
否
か
は
、
円
滑
に
教
育
的

営
為
が
営
ま
れ
る
場
合
、
気
付
か
れ
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。

五

子
ど
も
の
自
己
評
価
に
む
け
て

で
は
、
ゥ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
思
考
実
験
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
帰
結
し
か
導
け
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
一

方
で
は
、
そ
も
そ
も
教
育
評
価
と
子
ど
も
の
自
己
評
価
と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
教
師
に
よ
る
評
価
を
最
終
的
に
は
優
先
す
る
の
み
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で
あ
る
と
い
う
帰
結
、
あ
る
い
は
他
方
で
、
子
ど
も
の
自
己
評
価
を
尊
重
す
る
こ
と
が
、
子
ど
も
の
恋
意
的
な
学
習
を
容
認
し
、
教
育
的

営
為
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
帰
結
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
れ
ら
は
あ
ま
り
に
も
安
易
な
帰
結
で
あ
ろ
う
し
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
教
育
的
含
意
を
狭
め
て
し
ま
っ
て
も
い
る
。

と
い
う
の
も
、
赤
沢
が
示
唆
す
る
子
ど
も
の
自
己
評
価
と
教
師
の
評
価
と
を
峻
別
す
る
方
策
は
、
実
は
「
規
則
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
に
既

に
含
意
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
両
者
を
峻
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
互
い
に
両
者
が
矛
盾
す
る
こ
と
で
、
子

ど
も
の
自
己
評
価
は
可
視
化
さ
れ
、
そ
れ
と
対
峠
す
る
教
師
の
評
価
も
可
視
化
す
る
。
こ
の
と
き
初
め
て
、
教
師
は
子
ど
も
の
自
己
評
価

と
ど
の
よ
う
に
し
て
向
き
合
い
、
ど
の
よ
う
に
働
き
か
け
る
の
か
を
問
わ
れ
る
。
こ
こ
で
永
井
が
示
唆
し
た
よ
う
に
、
教
師
の
評
価
を
優

先
さ
せ
、
子
ど
も
の
自
己
評
価
を
修
正
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
教
師
自
ら
の
評
価
を
反
省
し
、
あ
る
い
は
改
善
す
る
余

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

地
は
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
場
合
の
基
本
的
な
事
実
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
は
諸
規
則
や
技
術
を
あ
る
ゲ
l
ム
の
た
め
に
確
立
す
る
、

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
の
規
則
に
従
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、
自
分
た
ち
が
仮
定
し
て
い
た
よ
う
に
は
上
手
く
い
か
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
、

私
た
ち
は
い
わ
ば
自
分
た
ち
自
身
の
規
則
の
中
に
捕
ら
わ
れ
て
し
ま
う

0

・
：
私
た
ち
が
思
い
な
し
、
予
見
し
た
事
と
は
違
っ
た
事
態

が
起
き
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
矛
盾
が
生
じ
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
ま
さ
に
「
そ
う
な
る
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
」
と

（幻）

一
百
う
の
で
あ
る
。
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ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は
、
こ
の
節
で
も
教
育
評
価
に
つ
い
て
言
及
し
て
は
い
な
い
。
だ
が
「
ゲ
l
ム
」
と
い
う
比
聡
に
は
、
人
間

の
相
互
作
用
の
営
み
を
展
望
し
よ
う
と
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け

る
教
育
評
価
論
に
も
示
唆
を
与
、
え
得
る
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は
、
こ
こ
で
「
私
た
ち
」
が
「
諸
規
則
や
技
術
」
を
「
確
立
」
し
ゲ
l
ム
を
行
う
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
ゲ
i



ム
」
と
は
、
言
語
ゲ
l
ム
の
こ
と
で
あ
り
、
「
規
則
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
に
一
不
さ
れ
て
い
る
数
列
を
書
き
出
す
よ
う
教
え
る
こ
と
も
言
語
ゲ
1
ム

の
一
つ
で
あ
る
。
思
考
実
験
に
登
場
す
る
件
の
生
徒
は
「
1
0
0
0、
1
0
0
4
、
1
0
0
8、
1
0
1
2、
：
」
と
続
け
、
教
師
の
「
思

い
な
し
、
予
見
し
た
事
と
は
違
っ
た
事
態
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
教
師
は
「
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
」
と
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ

ま
り
、
「
矛
盾
が
生
じ
」
、
教
師
が
「
仮
定
し
て
い
た
よ
う
に
は
上
手
く
い
か
な
い
」
の
で
あ
る
。

だ
が
、
ゥ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は
矛
盾
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
矛
盾
は
「
自
分
た
ち
自
身
の
規
則
の
中
に
捕
ら
わ

れ
て
」
い
る
こ
と
を
反
省
す
る
契
機
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は
「
矛
盾
と
い
う
も
の
の
市
民
的
な
地
位
、
あ
る
い
は
市
民
的

世
界
に
お
け
る
矛
盾
の
地
位
」
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

教
師
に
よ
る
評
価
は
、
子
ど
も
の
自
己
評
価
と
矛
盾
を
き
た
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
と
き
、
教
師
に
は
、
自
ら
の
評
価
に
「
捕
ら
わ
れ
」

る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
反
省
す
る
契
機
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
子
ど
も
の
自
己
評
価
を
一
方
向
的
に
修
正
す
る
こ
と

は
十
分
に
あ
り
得
る
。
し
か
し
同
時
に
、
教
師
の
評
価
を
修
正
す
る
可
能
性
へ
も
聞
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
子
ど
も
の
自
己
評
価
が
教

師
へ
と
働
き
か
け
る
と
き
、
能
動
的
な
学
び
に
よ
る
学
習
の
構
築
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
だ
が
、
教
師
の
評
価
が
機
能
し
な
い
と
き
に
こ
そ
、
子
ど
も
の
自
己
評
価
の
可
能
性
が
原
理
的
に
聞
か
れ
る
の
で
あ

る
。
ま
さ
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
矛
盾
を
回
避
す
る
た
め
に
何
を
す
べ
き
か
」
と
い
う
よ
り
、
む
し

品｝

ろ
「
も
し
矛
盾
に
陥
っ
た
な
ら
ば
、
何
を
す
べ
き
か
」
と
聞
い
を
立
て
る
の
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

58-

-／、

お
わ
り
に

本
稿
は
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る
子
ど
も
の
自
己
評
価
に
内
在
す
る
問
題
を
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
後
期
哲
学
を
援

用
す
る
か
た
ち
で
、
明
ら
か
に
し
た
。
構
成
主
義
は
子
ど
も
の
能
動
的
な
知
識
構
築
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
そ
し
て
、
そ
の
過
程
に
お

け
る
子
ど
も
の
自
己
評
価
の
役
割
を
強
調
す
る
。
し
か
し
、
子
ど
も
の
自
己
評
価
は
、
単
に
教
師
に
よ
る
他
者
評
価
で
し
か
な
い
可
能
性



が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
可
能
性
が
顕
在
化
す
る
余
地
も
少
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
子
ど
も
の
自
己
評
価
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
帰
結
し
な
い
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は
、
子
ど
も
と
教

師
と
の
聞
に
矛
盾
が
生
じ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
矛
盾
を
契
機
と
し
て
、
教
師
の
評
価
が
反
省
さ
れ
、
子
ど
も
の

自
己
評
価
の
余
地
が
生
じ
得
る
。
逆
説
的
に
も
、
教
師
の
評
価
が
機
能
し
な
い
と
き
に
こ
そ
、
子
ど
も
の
自
己
評
価
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
後
期
哲
学
を
視
座
と
す
る
こ
と
で
、
本
稿
は
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
原
理
的
な
問
題
を
析
出
す
る
と

同
時
に
、
そ
れ
に
対
す
る
応
答
の
あ
り
様
を
切
り
開
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

参
考
文
献
（
注
に
挙
げ
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て
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も
の
を
除
く
）
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上
野
直
樹
「
『
言
語
ゲ
l
ム
』
と
し
て
の
学
校
文
化
」
佐
伯
併
／
汐
見
稔
幸
／
佐
藤
学
編
『
学
校
の
再
生
を
め
ざ
し
て
一
－
｜
｜
学
校
を
問
、
つ
｜
｜
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
、
五
一
｜
八
一
頁
。

上
野
直
樹
『
仕
事
の
中
で
の
学
習
｜
｜
状
況
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
｜
｜
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
。

久
賀
隆
之
「
構
成
概
念
と
し
て
の
「
能
力
」
に
関
す
る
考
察
」
中
国
四
国
教
育
学
会
「
教
育
学
研
究
紀
要
（
わ
り
・
担
）
冨
版
）
』
第
五
三
巻
、

二
O
O
七
年
、
今
二
一
二
ー
二
二
七
頁
。

シ
ェ
フ
ラ
l
、
I
、
村
井
実
監
訳
、
生
田
久
美
子
／
山
口
栄
一
／
／
大
江
正
比
古
／
舟
山
俊
明
／
松
丸
修
三
訳
『
教
育
か
ら
見
た
知
識
の
条
件
』

東
洋
館
出
版
社
、
一
九
八
七
年
。

松
下
佳
代
『
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
評
価
｜
｜
子
ど
も
の
思
考
と
表
現
を
評
価
す
る
｜
｜
』
日
本
標
準
、
二

O
O
七
年
。
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j主

（1
）
無
論
、
思
想
的
背
景
の
み
が
理
由
で
教
育
評
価
論
が
活
況
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
日
本
に
お
け
る
そ
の
制
度
的
背
景
に
は
、
二

O
O
二
年

度
の
指
導
要
録
改
定
に
よ
る
目
標
に
準
拠
し
た
評
価
の
導
入
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
相
対
評
価
」
か
ら
評
価
の
あ
り
方
が
シ
フ
ト
し
、

そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
研
究
論
文
や
著
作
が
産
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
教
育
評
価
論
に
哲
学
的
考
察
を
加
え
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
制
度
的
背
景
の
検
討
は
割
愛
し
た
（
木
村
元
「
教
育
課
程
改
革
の
現
代
的
な
論
争
｜
｜
教
育
目
標
・

評
価
論
の
視
点
か
ら
｜
｜
」
『
一
橋
論
叢
』
第
二
八
巻
第
四
号
、
一
九
九
七
年
、
四
六
｜
六
回
頁
。
藤
岡
秀
樹
「
教
育
評
価
の
動
向
と

課
題
」
「
教
育
目
標
・
評
価
学
会
紀
要
』
第
一
四
号
、
二

O
O
四
年
、
三
｜
一

O
頁
。
福
島
裕
敏
／
久
富
善
之
「
『
評
価
の
時
代
』
を
生
き

る
教
育
目
標
・
評
価
研
究
」
『
教
育
目
標
・
評
価
学
会
紀
要
』
第
一
四
号
、
二

O
O
四
年
、
三
八
｜
四
一
頁
）

0

（2
）
ギ
ッ
プ
ス
、

v
c．
、
鈴
木
秀
幸
訳
「
新
し
い
評
価
を
求
め
て
｜
｜
テ
ス
ト
教
育
の
終
罵
｜
｜
』
論
創
社
、
二

O
O
一
年
、
二
五
｜
二
七
頁
。

（3
）
こ
の
よ
う
に
教
育
評
価
の
手
法
を
分
類
す
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
粗
雑
で
あ
る
と
の
誇
り
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ

そ
れ
で
も
、
教
育
評
価
論
の
変
遷
を
た
ど
る
な
ら
ば
、
現
在
の
研
究
動
向
は
大
枠
に
お
い
て
構
成
主
義
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
あ
る
と
言
え
る
。

教
育
評
価
論
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
考
に
詳
し
い
。
北
川
剛
司
「
教
育
評
価
に
お
け
る
妥
当
性
・
信
頼
性
に
関
す
る
一
考
察
」

『
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
』
第
三
部
第
五
七
号
、
二

O
O
八
年
、
九
九
一

O
四
頁
。
田
中
耕
浩
『
教
育
評
価
』
岩
波
書
店
、

二
O
O
八
年
。
平
田
知
美
「
教
育
評
価
研
究
の
動
向
と
課
題
に
関
す
る
一
考
察
」
『
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
』
第
三
部
第

五
七
号
、
二

O
O
八
年
、
八
三
｜
九
O
頁。

（4
）
た
と
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
論
考
が
挙
げ
ら
れ
る
。
加
藤
浩
「
も
う
一
つ
の
教
育
評
価
｜
｜
状
況
内
評
価
の
活
用
に
向
け
て
｜
｜
」
『
人

工
知
能
学
会
誌
』
第
二
三
巻
第
二
号
、
二

O
O
八
年
、
二
ハ
三
一
七
三
頁
。
北
川
剛
司
「
コ
ン
テ
ン
ツ
・
リ
テ
ラ
シ
ー
と
し
て
の
書
く

力
の
評
価
に
関
す
る
研
究
｜
｜
自
然
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
中
心
と
し
て

l
i」
日
本
教
育
方
法
学
会
紀
要
『
教
育
方
法
学
研
究
』
第

三
二
巻
、
二

O
O
六
年
、
四
九
l
五
九
頁
。
平
田
知
美
「
『
発
達
の
最
近
接
領
域
』
の
評
価
に
関
す
る
実
践
的
研
究
｜
｜
算
数
授
業
に
お

け
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
試
み
｜
｜
」
日
本
教
育
方
法
学
会
紀
要
『
教
育
方
法
学
研
究
』
第
三
三
巻
、
二

O
O
七
年
、

一
一
一
一
｜
二
四
頁
。
二
宮
裕
之
「
数
学
の
学
習
評
価
を
と
ら
え
直
す
｜
｜
教
育
評
価
の
重
層
性
・
双
方
向
性
に
着
目
し
て
｜
｜
」
『
埼
玉
大

学
紀
要
』
（
教
育
学
部
）
第
五
八
巻
第
一
号
、
二

O
O九
年
、
一
ー
八
頁
。
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（5
）
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
教
育
評
価
は
、
必
ず
し
も
子
ど
も
の
自
己
評
価
に
限
定
さ
れ
な
い
。
グ
l
パ
と
リ
ン
カ
ー
ン
も
ま
た

構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
評
価
を
論
じ
て
い
る
が
、
評
価
主
体
は
子
ど
も
あ
る
い
は
教
師
に
限
定
さ
れ
ず
、
広
く
「
ス

テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
」
呼
ば
れ
て
い
る
（
広
北
川
、
二

O
O
六
年
）
。
し
か
し
、
従
来
の
知
識
観
へ
の
批
判
と
し
て
の
構
成
主
義
は
、
学
習

主
体
の
能
動
的
役
割
を
強
調
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
の
自
己
評
価
は
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
し
、
少
な
く
と
も

不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
。

（6
）
ヴ
イ
ゴ
ツ
キ
！
と
デ
ュ

l
イ
の
名
を
併
記
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
、
本
稿
で
は
広
義
の
意
味
に
お
い
て
「
構
成

主
義
」
を
用
い
る
た
め
、
両
者
の
関
係
性
に
関
す
る
議
論
は
割
愛
し
た
（
え
・
古
屋
恵
太
「
社
会
的
構
成
主
義
に
お
け
る
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
！
と

デ
ュ

l
イ
｜
｜
「
活
動
」
概
念
の
導
入
は
何
を
も
た
ら
す
か

l
l
i」
東
京
都
立
大
学
人
文
学
部
編
『
人
文
学
報
教
育
学
』
第
三
六
巻
、

二
O
O
一
年
、
六
一
一
一
｜
八
一
頁
。

（7
）
今
井
康
雄
「
情
報
化
時
代
の
力
の
行
方
｜
｜
ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
後
期
哲
学
を
手
が
か
り
と
し
て
｜
｜
」
「
教
育
学
研
究
』
第

七
三
巻
第
二
号
、
二

O
O
六
年
、
四
頁
。

（8
）
久
保
田
賢
一
『
構
成
主
義
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
学
習
環
境
デ
ザ
イ
ン
』
関
西
大
学
出
版
部
、
二

0
0
0年
、
二
八
二
九
頁
。

（9
）
ポ
l
ト
フ
ォ
リ
オ
は
い
く
つ
か
の
種
類
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
西
岡
に
よ
れ
ば
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
は
「
基
準
準
拠

型
ポ
l
ト
フ
ォ
リ
オ
」
、
「
基
準
創
出
型
ポ
l
ト
フ
ォ
リ
オ
」
、
そ
し
て
「
最
良
作
品
集
ボ
l
ト
フ
ォ
リ
オ
」
の
三
つ
の
種
類
が
あ
る
と
い
う

（
西
岡
加
名
恵
『
教
科
と
総
合
に
活
か
す
ポ
l
ト
フ
ォ
リ
オ
評
価
法
｜
｜
新
た
な
評
価
基
準
の
創
出
に
向
け
て
｜
1
4
図
書
文
化
、

二
O
O
三
年
、
六
七
頁
）
o

た
だ
そ
れ
で
も
、
こ
こ
で
ポ
l
ト
フ
ォ
リ
オ
に
注
目
す
る
の
は
、
「
子
ど
も
に
学
習
と
評
価
の
主
体
性
を
与
え

る
と
こ
ろ
に
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
評
価
法
の
本
質
が
あ
る
」
（
向
上
、
二
四
八
頁
）
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
本
質
は
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ

の
特
質
を
析
出
す
る
の
に
適
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

（
叩
）
西
岡
、
同
右
、
二
二
三
頁
。

（
日
）
悶
え
）

mwpH凶

S
H
J
E

町、q
N
セ
ミ
ロ
＼
～
）
司
可
、
ミ
3

h

～
号
、
ザ
ミ
（
川
玄
ミ
ミ
送
内
向
誌
叶
内
hN
円M
N
q紅
白
守
己
N
h
H
h
h
b
H
、
ミ
湾
出
吋
む
湾
同
み
h
h
h
h
h
S
室内、

ω出口町門出口円一回門。一

』。印印巾可’回出回出・

N
c
c
r
u
H
y

－－ωlH
］（日・

（
ロ
）
こ
れ
は
二
宮
が
強
調
す
る
「
メ
タ
認
知
」
の
過
程
で
あ
る
（
二
宮
、
前
掲
）
。

（
日
）
他
に
も
、
以
下
の
論
者
が
同
様
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。
高
木
啓
「
構
成
主
義
的
授
業
に
お
け
る
評
価
の
問
題
｜
｜
『
自
己
評
価
」
概

念
を
手
が
か
り
に
｜
｜
」
中
国
四
国
教
育
学
会
『
教
育
学
研
究
紀
要
（
nua河
（
）
去
版
）
』
第
四
九
巻
、
二

O
O
三
年
、
五
二
｜
五
六
頁
。
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藤
田
剛
志
「
構
成
主
義
的
見
解
に
基
づ
く
『
評
価
』
の
問
題
」
日
本
科
学
教
育
学
会

E
ム
民
地
嗣
文
集
』
第
二

O
巻
、
一
九
九
六
年
、
一
九
二

O
頁。

（H
）
赤
沢
早
人
「
子
ど
も
の
自
己
評
価
を
と
り
い
れ
た
通
知
表
」
田
中
耕
治
編
『
よ
く
わ
か
る
教
育
評
価
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、
二

O
O
五
年
二
六
三
頁
。

（
日
）
同
右
。

（
日
）
西
岡
、
前
掲
、
五
五
頁
。

（
口
）
ポ
ヨ
z
m
2
5
g
－P
F・
4
E
－cg℃｝己目円
F
m
d
E
2由
巳
門
町
三
ぷ
2
ぺ
喝
の
開
－

Y
由
・
〉
口
印
門
C
B寸内ロ－

HN－
HNF巾
町
田
（
同
2
m－Y
君
、
ご
符
s
h
R
3

引でミ』町民史認
b
F
F
N
W
R
H
甲
山
口
r
p門仲間
B
富山町同一∞
Z
F円
E
B℃
・
呂
町
ω
H
S∞
弁
竺
∞
印
・
（
藤
本
隆
志
訳
「
哲
学
探
究
」
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ

イ
ン
全
集
八
』
大
修
館
書
店
、
一
九
七
六
年
。
）

（
国
）
当
吉
明
5
E
P
芯
N
R－
叫

N
2・

（
凹
）
「
規
則
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
に
関
す
る
教
育
学
領
域
に
お
け
る
先
行
研
究
に
は
、
丸
山
の
先
駆
的
な
議
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。
丸
山
は
、
柄
谷
行
人

や
ク
リ
プ
キ
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
解
釈
か
ら
、
教
育
に
潜
む
暴
力
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
議
論
の
解
釈
の
系

譜
に
従
う
（
ク
リ
プ
キ
、

s．
、
黒
崎
宏
訳
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

l
l規
則
・
私
的
言
語
・
他
人
の
心
｜
｜
」
産
業

図
書
、
一
九
八
三
。
柄
谷
行
人
『
探
究
I
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
二
年
。
丸
山
恭
司
「
教
育
に
お
い
て
〈
他
者
〉
と
は
何
か
｜
｜
へ

l

ゲ
ル
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
対
比
か
ら
｜
｜
」
「
教
育
学
研
究
』
第
六
七
巻
第
一
号
、
二

0
0
0年
、
二
一
｜
二
九
頁
）
0

（
却
）
永
井
均
「
教
え
る
こ
と
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
｜
｜
「
学
校
文
化
と
生
徒
人
格
」
序
説
｜
｜
」
『
〈
魂
〉
に
対
す
る
態
度
」
勤
草
書
房
、

一
九
九
一
年
、
一

O
六
頁
。

（
幻
）
永
井
均
「
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
〈
感
覚
〉
と
ク
リ
プ
キ
の
〈
事
実
〉
」
『
理
想
」
第
六
三
四
号
、
一
九
八
七
年
、
四
九
頁
。

（
幻
）
グ
！
バ
と
リ
ン
カ
ー
ン
は
、
評
価
主
体
を
子
ど
も
あ
る
い
は
教
師
に
限
定
せ
ず
、
保
護
者
や
地
域
の
人
々
も
含
め
、
広
く
「
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
」

呼
ぶ
。
だ
が
「
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
」
と
い
う
呼
称
は
、
子
ど
も
と
教
師
と
の
間
に
あ
る
非
対
照
的
な
関
係
を
不
可
視
化
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。

（
お
）
ぎ
E
官
E
R
E－
E
A
竺
N
印

（
担
）
司
王
m
H
m
g
E
P
芯
広
明
回
目

（
お
）
巧
宮
町
内
E
E
P
円、

A
2
5
－

J

の
開
冨
〉
5
2
5
Z
Z
の
出
〈
・
者
三
m
E
（Z
E
m－－－
3
．Hh崎
町
三
主
司
引
で
ミ
b
g
h
h与
問
、
均
九
・
向
日
汁
円
山
口
r
p
E
即日

Y
向
包
Hr
一山岳吋｝
g
g
u
E弓
H
H
g
h
p

協
窓
∞
（
黒
田
一
日
一
／
菅
直
一
彦
訳
「
断
片
」
「
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
全
集
九
』
大
修
館
書
店
、
一
九
七
五
年
。
）
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