
読
ん
で
書
き
、
全
員
が
発
言
す
る
「
小
説
」
の
学
習
・

-
　
小
川
国
夫
「
物
と
心
」
の
研
究
授
業
　
-

授
業
の
ね
ら
い
と
教
材

短
編
小
説
を
読
む
学
習
の
中
で
'
読
む
寸
書
-
、
苦
く
心
託
む
'
苦
く
↓
話

す
、
聞
く
I
>
読
む
、
な
ど
の
間
連
を
、
ど
の
よ
う
に
有
効
に
成
立
さ
せ
る
か
と

い
う
課
題
意
識
を
も
っ
て
、
高
等
学
校
1
年
の
研
究
授
業
を
行
っ
た
。
「
具
体

的
な
ね
ら
い
」
と
し
て
は
'
次
の
よ
う
な
事
が
あ
げ
ら
れ
る
.

川
　
1
読
後
の
直
感
印
象
(
初
発
の
感
想
)
を
苔
か
せ
る
手
だ
て
∧
読
む
+

書
く
V

t
剖
　
右
の
直
感
印
象
(
初
発
の
感
想
)
を
、
実
際
に
授
業
に
組
み
こ
み
、
生

か
す
方
z
l

川
　
メ
モ
を
見
な
が
ら
へ
　
口
頭
で
発
表
さ
せ
る
手
だ
て
∧
書
く
心
話
す
>

川
　
学
級
を
梢
成
す
る
生
徒
全
員
が
、
一
人
残
ら
ず
(
少
な
く
と
も
一
回

は
)
必
ず
発
言
す
る
授
業
の
仕
組
み

糊
　
作
中
人
物
の
身
に
な
っ
て
そ
の
立
場
で
雷
-
こ
と
(
虚
構
の
作
文
)
に

よ
っ
て
へ
読
み
を
確
か
に
し
'
想
像
力
を
充
実
さ
せ
る
方
法

訓
　
示
田
E
R
J
E
s
S
S
層
酢
B
g
g
S
B
M
J
B
函

以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
'
実
際
の
授
業
で
具
体
的
に
展
開
し
た
い
と
考
え
た

の
で
あ
る
。

浮
　
　
橋
　
　
康
　
　
彦

広
島
県
福
山
地
区
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
会
(
会
長
へ
小
林
達
治
至
誠
高

校
長
)
の
依
煩
で
、
同
研
究
会
の
五
五
年
度
春
季
研
究
協
議
会
で
研
究
授
業
を

行
っ
た
。
授
業
ク
ラ
ス
は
、
県
立
松
永
高
等
学
校
(
平
川
良
正
校
長
)
の
一
年

E
組
、
男
子
二
十
三
'
女
子
二
十
二
、
計
四
十
五
名
。
参
閑
話
'
同
研
究
会
の

会
員
約
七
十
名
。

教
材
は
'
学
校
図
告
株
式
会
社
版
『
新
編
現
代
国
語
』
口
の
中
か
ら
、
小
川

国
夫
「
物
と
心
」
を
選
ん
だ
。
1
行
二
十
字
の
原
稿
用
紙
に
し
て
五
十
1
行
、

つ
ま
り
四
百
字
用
紙
な
ら
'
わ
ず
か
二
枚
半
と
い
う
短
さ
で
あ
り
な
が
ら
へ
兄

弟
、
特
に
弟
の
心
の
深
み
を
描
き
と
っ
て
、
み
ご
と
に
凝
縮
し
た
文
章
で
あ

る
0
　
1
字
〓
呂
の
無
駄
も
な
く
し
か
も
読
者
に
想
像
と
感
動
を
訴
え
か
け
、

読
者
自
身
が
自
分
の
内
面
に
日
を
向
け
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
鋭
い
内
面
形
象

を
示
し
て
い
る
。
特
に
、
主
人
公
ら
に
近
い
年
令
の
生
徒
に
と
っ
て
は
、
確
か

な
実
感
と
共
感
を
湧
き
立
た
せ
る
教
材
だ
と
思
わ
れ
る
o

島
尾
敏
雄
は
、
小
川
国
夫
の
小
説
に
つ
い
て
「
形
容
を
抑
制
L
t
場
景
と
登

場
人
物
の
外
面
的
な
動
き
を
即
物
的
に
写
生
L
t
透
明
な
使
い
方
に
よ
る
こ
と

ば
を
、
竹
を
た
て
か
け
る
ぐ
あ
い
に
な
ら
べ
た
だ
け
な
の
に
'
そ
の
字
と
行
の

白
い
空
間
か
ら
か
た
り
か
け
て
く
る
な
に
か
に
、
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
」
と
言
っ

て
い
る
。
こ
の
抑
制
し
た
、
即
物
的
な
描
法
が
'
か
え
っ
て
読
者
の
想
像
を
喚

び
起
す
の
で
あ
る
。
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研
究
授
業
(
公
開
)
と
し
て
'
与
え
ら
れ
た
1
時
間
の
中
だ
け
で
'
あ
る
程

度
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
内
容
を
実
現
し
た
い
と
考
え
る
と
'
余
り
長
文
の
教
材

は
適
当
で
な
い
。
「
物
と
心
」
は
'
お
よ
そ
二
時
間
程
度
で
学
習
の
仕
上
げ
ま

で
持
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
桓
粘
性
と
完
結

性
が
'
こ
の
教
材
を
.
q
ぷ
1
つ
の
着
眼
と
な
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
島
尾
敏
雄
の
評
価
を
含
め
て
'
こ
の
文
節
の
作
品
と
し
て
の
価
値
が
'

教
材
選
択
の
第
一
の
要
件
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

教
材
の
原
文
を
'
次
に
掲
げ
る
。

物
と
心
　
　
　
　
　
　
　
　
小
川
　
国
夫

兄
の
宗
T
と
い
っ
し
ょ
に
'
浩
は
駅
の
貨
車
積
み
の
・
㌻
-
ム
へ
行
き
'

鉄
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
の
山
を
あ
さ
っ
て
、
1
本
ず
つ
古
い
小
刀
を
拾
っ
た
3

二
本
と
も
さ
び
き
っ
て
い
た
の
で
、
家
へ
も
ど
っ
て
、
二
人
は
砥
石
を
並

べ
て
我
を
忘
れ
て
と
い
だ
。
と
き
ど
き
刃
に
水
を
か
け
て
指
で
ぬ
ぐ
い
'

と
げ
た
ぐ
あ
い
を
見
る
の
が
楽
し
み
だ
っ
た
。
浩
の
小
刀
は
よ
く
光
り
'

刃
先
へ
向
か
っ
て
慨
斜
し
て
い
る
面
に
は
'
-
ち
び
る
が
映
っ
た
。
宗
一

の
小
刀
は
へ
　
そ
の
面
の
緑
だ
け
が
環
状
に
光
っ
て
い
て
'
中
央
に
さ
び
た

ま
ま
の
'
-
は
ん
だ
部
分
を
残
し
て
い
た
'

浩
は
、
自
分
は
九
刃
に
し
て
し
ま
っ
た
が
、
兄
さ
ん
は
平
ら
に
と
い

だ
t
　
と
思
っ
た
。
浩
は
自
分
が
時
間
を
浪
費
し
て
、
し
か
も
'
取
り
返
し

が
つ
か
な
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
い
'
周
到
だ
っ
た
兄
を
う

ら
や
ん
だ
。
浩
は
心
の
動
揺
を
隠
そ
う
と
し
て
、
黙
っ
て
ま
た
砥
石
に
向

か
っ
た
。
横
に
い
る
宗
1
が
意
識
さ
れ
て
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
が
横
に
い

る
だ
け
で
浩
は
牽
制
さ
れ
て
し
ま
い
'
自
然
と
負
け
て
い
く
よ
う
に
思
え

た
。
し
か
し
浩
は
並
ん
で
と
い
だ
。
宗
1
が
ど
ん
な
ふ
う
に
と
ぐ
か
気
に

な
っ
た
か
ら
だ
。
宗
1
は
や
っ
て
い
る
こ
と
に
ふ
け
っ
て
い
た
。
浩
は
自

分
も
ふ
け
っ
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
た
。
治
に
は
時
間
が
長
-
感
じ
ら

れ
た
'
自
分
が
人
を
こ
ん
な
思
い
に
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
t

と
彼
は
思
っ
た
。

浩
は
自
分
の
小
刀
で
て
の
ひ
ら
を
切
っ
て
'
宗
1
に
見
せ
る
よ
う
に
し

た
3
　
宗
一
は
そ
れ
に
気
づ
き
'
日
を
上
げ
て
浩
を
見
た
。
浩
は
自
分
か
ら

宗
一
の
視
線
の
前
へ
出
て
い
っ
た
気
が
し
た
。
宗
一
を
だ
ま
し
た
自
信
は

な
か
っ
た
。
宗
一
は
と
い
で
い
た
小
刀
を
浩
に
差
し
出
し
て
、

I
I
こ
れ
を
や
ら
あ
'
と
言
っ
た
.
そ
し
て
今
ま
で
浩
が
と
い
で
い
た

小
刀
を
、
と
ぎ
始
め
た
。

-
　
け
が
は
ど
う
し
っ
か
t
　
と
浩
は
き
い
た
。
彼
は
も
う
唖
の
後
始
末

の
仕
方
を
'
宗
1
に
求
め
て
い
る
気
持
ち
に
な
っ
て
い
た
'

-
　
け
が
か
、
ポ
ソ
プ
で
洗
っ
て
、
手
ぬ
ぐ
い
で
お
さ
え
て
い
よ
、
と

宗
1
は
言
っ
た
'

-
　
お
ま
え
ん
の
も
切
れ
る
よ
う
に
し
て
や
る
ん
て
'
痛
-
て
も
我
慢

し
て
待
っ
て
い
よ
O

浩
は
ポ
ソ
プ
を
片
手
で
押
し
て
'
傷
に
水
を
か
け
た
。
血
は
次
か
ら
次

へ
と
出
て
き
て
'
水
に
混
じ
っ
て
コ
ソ
ク
リ
ー
ト
の
わ
く
の
中
へ
落
ち
、

彼
に
魚
屋
の
流
し
場
を
思
わ
せ
た
。
彼
は
そ
の
流
れ
ぐ
あ
い
を
見
て
、
こ

れ
が
ぼ
く
の
気
持
ち
だ
、
ど
う
し
た
ら
兄
さ
ん
の
よ
う
に
ひ
き
し
ま
っ
た

気
持
ち
に
な
れ
る
だ
ろ
う
t
　
と
思
っ
た
。
宗
I
は
巧
み
に
力
を
こ
め
て
と

い
で
い
た
。
浩
は
そ
の
砥
石
が
、
規
則
正
し
く
前
後
に
揺
れ
て
い
る
の
を
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見
守
っ
て
い
た
3
す
べ
て
が
宗
1
に
調
子
を
合
わ
せ
て
進
ん
で
い
た
。

小
川
　
国
夫
　
1
九
二
七
(
昭
和
二
)
-
 
。
小
説
家
O
静
岡
県
に

生
ま
れ
た
。
東
京
大
学
国
文
学
科
中
退
。
在
学
中
に
フ
ラ
ン
ス

に
朗
学
し
た
o
婦
国
後
'
同
人
誌
「
青
銅
時
代
」
に
参
加
、
同

誌
に
「
ア
ポ
u
ソ
の
島
」
を
発
表
し
'
作
家
と
し
て
認
め
ら
れ

た
。
小
説
「
悠
蔵
が
残
し
た
も
の
」
　
「
地
中
海
の
漁
港
」
な
ど

が
あ
る
。
本
文
は
、
「
小
川
国
夫
作
晶
娯
」
窮
二
巻
所
収
「
物

と
心
」
の
全
文
で
あ
る
。

予
備
学
習
の
課
題

学
級
と
教
材
が
き
ま
っ
て
か
ら
す
ぐ
に
'
私
は
次
の
よ
う
な
課
題
を
与
え

た
oH

「
物
と
心
」
を
、
題
・
作
者
名
を
含
め
て
'
声
を
出
し
て
朗
読
し
'
何

分
問
で
読
み
通
し
た
か
時
間
を
計
っ
て
、
教
材
の
終
り
の
と
こ
ろ
と
、

「
カ
ー
ド
A
」
の
両
方
に
記
銀
し
て
く
だ
さ
い
。

0
日
分
と
'
自
分
の
兄
・
姉
・
弟
・
妹
の
年
令
を
、
年
令
の
高
い
ほ
う
か

ら
順
に
、
「
カ
ー
・
^
<
」
に
空
い
て
く
だ
さ
い
。
(
き
ょ
う
だ
い
の
な

い
場
合
は
'
自
分
だ
け
汚
く
Q
　
)

日
こ
の
作
品
を
読
ん
で
感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
、
間
借
を
感
じ
た
こ

と
、
印
象
に
残
っ
た
こ
と
な
ど
'
ど
ん
な
こ
と
で
も
い
い
か
ら
'
簡
潔

に
'
ノ
ー
ト
と
「
カ
ー
ド
B
」
の
両
方
に
書
い
て
く
だ
さ
い
O
　
(
だ
い

た
い
六
十
～
百
字
ぐ
ら
い
。
)

※
「
カ
ー
*
蝣
*
-
<
」
と
「
カ
ー
ド
B
」
を
先
生
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
o

「
カ
ー
ド
A
L
　
「
カ
ー
ド
B
」
と
も
、
ワ
ラ
半
紙
八
分
の
1
の
短
間
数
で
'

短
冊
の
下
の
方
に
、
氏
名
(
ふ
り
が
な
)
・
性
別
を
記
入
さ
せ
る
形
に
な
っ
て

い
る
。
「
カ
ー
ド
A
」
に
は
'
「
朗
読
時
間
」
と
'
自
分
を
中
心
に
し
て
兄
姉

・
弟
妹
の
年
令
が
書
け
る
よ
う
な
欄
を
作
っ
て
お
い
た
。
「
カ
ー
ド
B
」
は
'

「
『
物
と
心
』
を
読
ん
で
　
-
　
」
と
の
み
へ
　
右
上
隅
に
記
し
て
お
い
た
。

以
下
'
右
予
備
学
習
課
題
H
・
口
・
日
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
'
こ
れ
を
ど

う
処
理
し
た
か
、
ま
た
ど
う
い
う
ね
ら
い
と
意
義
を
も
っ
て
、
こ
の
作
業
を
課

し
た
か
に
つ
い
て
、
の
べ
て
い
き
た
い
。

(
I
)
の
「
朗
読
時
間
」
に
つ
い
て

炭
も
長
い
も
の
は
五
分
十
八
秒
、
最
も
短
い
も
の
は
二
分
で
あ
っ
た
。
平
均

は
三
分
十
四
秒
と
出
た
。

こ
れ
は
'
「
原
稿
用
紙
二
枚
半
程
度
の
小
説
は
'
何
分
何
秒
ぐ
ら
い
で
読
む

の
が
適
当
で
あ
る
」
な
ど
と
い
う
託
速
の
基
準
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
評
価
を

加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

適
切
な
託
速
・
H
-
朗
読
時
間
の
基
準
は
、
む
し
ろ
読
解
の
仕
上
げ
の
段
階
で

問
題
に
な
る
の
で
あ
っ
て
'
読
み
の
最
初
の
段
階
で
は
、
「
朗
読
時
間
を
計
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
課
題
に
よ
っ
て
'
「
声
を
出
し
て
読
む
」
と
い

ラ
(
高
校
生
が
自
ら
進
ん
で
や
り
た
が
る
作
業
で
な
い
)
朗
読
を
'
実
行
さ
せ

る
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。

朗
読
時
間
に
つ
い
て
'
野
地
潤
家
先
生
に
先
覚
者
的
な
実
践
が
あ
る
の
で
'

私
が
他
の
機
会
に
書
い
た
文
節
で
あ
る
が
、
少
し
長
い
け
れ
ど
も
引
用
し
た

い
。
長
い
間
、
東
京
教
育
大
学
附
属
小
学
校
の
教
諭
と
し
て
、
国
語
教
育
の
世

界
に
独
自
の
実
践
道
を
開
拓
し
て
来
た
青
木
幹
勇
氏
(
現
文
教
大
学
講
師
)
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の
'
個
人
雑
誌
『
国
語
教
室
』
一
〇
六
号
に
、
「
言
語
表
現
随
想
㊥
」
と
し
て

寄
稿
し
た
文
章
で
あ
る
。
1
部
省
略
し
て
次
に
掲
げ
る
。

野
地
潤
家
先
生
の
ク
朋
読
時
間
〃

浮
橋
康
彦

(
前
略
)

近
松
門
左
衛
門
の
世
話
物
の
講
義
を
お
始
め
に
な
っ
て
'
間
も
な
く
の

こ
ろ
だ
っ
た
と
思
う
。
野
地
先
生
は
私
ど
も
に
「
『
曽
根
崎
心
中
』
を
朗

読
す
る
の
に
'
ど
の
く
ら
い
の
時
間
が
か
か
る
か
」
と
い
う
旨
の
問
い
を

発
せ
ら
れ
た
。
思
い
も
か
け
な
い
こ
と
で
、
学
生
た
ち
は
面
く
ら
っ
た
。

先
生
は
、
「
次
の
時
間
ま
で
に
、
朗
読
の
時
間
を
各
自
計
っ
て
来
る
よ
う

に
」
と
の
課
題
を
出
さ
れ
た
。

「
途
中
で
つ
っ
か
え
た
ら
'
時
間
は
ど
う
計
り
ま
す
か
」
と
い
う
よ
う

な
恩
か
な
質
問
を
し
た
者
が
い
た
よ
う
に
覚
え
て
い
る
が
'
私
だ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
　
(
赤
面
=
)
。
先
生
は
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
を
間
く
も
の
で

な
い
と
い
っ
た
顕
で
'
「
す
ら
す
ら
と
朗
読
し
た
時
間
で
す
」
と
お
っ
し

ゃ
っ
た
3

次
の
時
間
に
'
各
自
が
先
生
の
深
部
に
ど
う
答
え
た
か
は
記
憶
に
な

い
。
ま
じ
め
に
計
っ
て
来
た
者
も
へ
　
そ
う
で
な
い
者
も
い
た
ろ
う
。
そ
れ

よ
り
も
最
も
強
く
記
憶
に
残
っ
て
い
る
の
は
'
先
生
の
、
次
の
お
言
葉
で

あ
る
。「

私
が
朗
読
す
る
と
へ
　
『
曽
板
崎
心
中
』
は
二
十
八
分
か
か
り
ま
す
。

『
心
中
天
の
網
島
』
は
四
十
八
分
'
『
女
殺
油
地
獄
』
は
七
十
1
分
-
-

」
と
お
続
け
に
な
っ
て
'
「
世
話
物
二
十
四
郎
全
部
を
朗
読
す
る
に
は
、

千
百
九
十
二
分
か
か
り
ま
す
」
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
大
作
時
代
物
『

同
姓
爺
合
戦
』
は
百
十
六
分
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
D

私
た
ち
は
驚
嘆
し
た
t
　
と
い
う
よ
り
も
戦
煤
に
似
た
感
動
が
'
私
の
か

ら
だ
を
つ
き
ぬ
け
た
。
さ
ら
に
先
生
は
『
奥
の
細
道
』
や
そ
の
ほ
か
古
典

作
品
を
次
々
に
お
挙
げ
に
な
り
'
は
て
は
「
『
万
薬
集
』
四
千
五
百
十
六

百
を
二
回
ず
つ
朗
読
し
て
い
く
と
'
ち
ょ
う
ど
二
十
時
間
　
　
」
と
、
事

も
な
げ
に
お
っ
し
ゃ
る
の
だ
っ
た
。
先
生
が
「
『
淑
氏
物
語
』
を
朗
読
し

て
も
、
三
十
八
時
間
と
三
十
分
で
読
み
通
せ
ま
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
時

に
は
'
私
は
ほ
と
ん
ど
気
を
失
わ
ん
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

折
口
信
夫
博
士
に
'
「
学
生
を
指
導
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
毎
日
毎
時

間
へ
　
圧
倒
し
っ
づ
け
る
こ
と
だ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
そ
う
で
あ
る
Q
　
ま

さ
し
く
野
地
先
生
の
、
ご
白
身
の
朗
読
時
間
の
技
苗
は
、
学
生
た
ち
を
圧

倒
し
た
。

「
『
氾
氏
物
語
』
も
読
ま
ね
は
な
る
ま
い
か
」
と
か
'
せ
い
ぜ
い
「
訳

本
片
手
に
1
r
E
ぐ
ら
い
は
読
ん
で
み
る
か
」
ぐ
ら
い
に
思
っ
て
い
た
学
生

た
ち
の
中
に
も
、
本
気
に
な
っ
て
朗
読
の
通
読
に
と
り
か
か
る
者
も
現
れ

た
。
身
を
も
っ
て
す
る
、
野
地
先
生
1
流
の
指
導
法
で
あ
っ
た
と
'
今
に

し
て
思
い
至
る
。

野
地
潤
家
先
生
の
お
話
し
は
'
ど
ん
な
に
広
-
'
聴
衆
の
多
い
場
所
で

も
、
す
み
す
み
ま
で
よ
-
通
る
D
　
せ
ま
い
場
所
の
小
人
数
の
場
合
の
小
声

も
'
よ
く
耳
に
入
る
。
先
生
の
ク
朗
読
時
間
″
を
思
い
出
す
と
、
先
生
は

古
典
作
品
の
朗
読
に
よ
っ
て
、
音
声
を
も
鍛
え
て
い
ら
れ
た
、
と
思
え
る

の
で
あ
る
。

野
地
先
生
は
朗
読
、
そ
れ
も
時
制
朗
読
の
達
人
で
い
ら
れ
る
。
毎
年
の

卒
業
期
へ
予
照
会
の
席
で
'
先
生
の
「
響
り
ん
!
＼
音
り
ん
/
＼
う
ち
ふ

り
う
ち
ふ
る
鉛
高
く
・
・
・
-
」
　
(
島
崎
藤
村
『
落
梅
岱
』
)
の
朗
誠
が
、
卒
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粟
生
の
胸
に
ひ
び
き
'
熱
-
し
み
入
る
の
で
あ
る
。
卒
業
生
へ
の
は
な
む

け
と
し
て
、
こ
の
詩
の
朗
詞
ほ
ど
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
な
い
。

野
地
先
生
が
ご
自
分
の
朗
読
時
間
を
示
す
こ
と
で
学
生
た
ち
に
お
教
え

に
な
っ
た
こ
と
は
何
か
。
古
典
作
品
の
朗
読
通
読
こ
そ
、
古
典
へ
の
参
入

だ
と
の
教
え
に
ち
が
い
な
い
。
音
声
化
こ
そ
言
語
化
の
基
礎
で
あ
り
、
朗

読
は
「
表
現
」
の
形
を
と
っ
た
「
理
解
」
の
極
致
だ
か
ら
で
あ
る
。
古
典

作
品
を
朗
読
す
る
自
分
の
声
の
中
に
'
古
人
の
肉
声
を
か
す
か
に
で
も
聞

き
つ
け
ら
れ
れ
ば
率
い
で
あ
る
。
-
野
地
先
生
は
教
師
の
道
を
歩
む
学

生
た
ち
に
「
朗
読
を
軽
視
す
る
時
代
が
か
り
に
来
て
も
'
君
た
ち
は
朗
読

を
尊
重
せ
よ
」
と
教
え
ら
れ
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
ク
朗
読
時
間
″
ほ
ど

の
教
室
で
も
生
か
せ
る
は
ず
で
あ
る
。

右
の
引
用
の
最
後
に
記
し
た
「
ク
朗
読
時
間
″
ほ
ど
の
教
室
で
も
生
か
せ
る

は
ず
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
こ
の
1
時
間
の
研
兜
授
業
の
予
備
学
習

1
1
^
-
 
'
か
し
た
?
>
'
-
-
'
-
蝣

(
二
)
の
自
分
と
兄
拭
・
弟
妹
の
年
令
に
つ
い
て

教
材
は
兄
と
前
の
小
さ
な
行
動
を
プ
ロ
ッ
ト
と
し
、
弟
の
兄
に
対
す
る
'
同

時
に
自
己
に
対
す
る
内
面
の
環
藤
と
都
賀
を
描
い
た
文
節
で
あ
る
。
近
い
年
令

に
あ
る
生
徒
た
ち
に
'
主
体
的
な
間
心
を
喚
び
起
こ
す
忍
材
で
あ
る
と
言
え

る
。
こ
こ
に
、
自
分
と
自
分
の
き
ょ
う
だ
い
た
ち
と
の
関
係
を
(
単
に
年
令
順

に
並
べ
る
だ
け
の
こ
と
だ
が
)
へ
改
め
て
想
起
さ
せ
て
お
く
こ
と
は
、
家
庭
内

で
の
自
分
が
兄
で
あ
れ
、
妹
で
あ
れ
、
作
中
人
物
に
自
分
を
投
影
し
な
が
ら
読

ヽ

　

ヽ

む
体
勢
を
作
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
心
理
的
な
枯
え
あ
る
い
は
反
応
の
土
壌
作

り
で
あ
る
。

初
発
の
感
想
の
中
に
'
「
n
分
も
兄
に
対
し
て
'
主
人
公
と
同
じ
よ
う
な
気

持
ち
を
抱
-
こ
と
が
あ
る
」
と
か
'
「
自
分
の
妹
が
'
自
分
に
対
し
て
こ
ん
な

気
持
ち
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
の
か
」
と
い
っ
た
主
旨
の
反
応
が
い
く
つ
か
見
ら

れ
た
3
そ
れ
は
教
材
の
内
容
か
ら
来
た
反
応
で
あ
る
が
、
予
習
課
題
と
し
て
「

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

自
分
と
き
ょ
う
だ
い
」
を
改
め
て
意
識
さ
せ
た
こ
と
が
'
破
く
自
分
の
日
常
の

再
認
識
を
導
き
出
し
た
と
言
え
る
。

も
ち
ろ
ん
「
こ
の
ク
ラ
ス
に
兄
姉
が
多
い
か
'
弟
妹
が
何
人
か
」
な
ど
と
い

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

う
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
学
習
意
識
の
根
底
に
'
き
ょ
う
だ
い
意
識
を
汚

在
さ
せ
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。

(
≡
)
直
感
印
象
(
初
発
の
感
想
)
の
取
扱
い

何
も
指
導
を
加
え
な
い
前
の
へ
生
徒
各
人
の
素
朴
、
卒
直
な
印
象
を
授
業
の

中
に
組
み
こ
む
こ
と
は
、
生
徒
と
教
材
の
直
接
の
か
か
わ
り
　
(
学
習
の
主
体

性
)
を
'
授
業
の
過
程
を
通
し
て
保
持
す
る
契
機
に
な
る
。

生
徒
の
提
出
し
た
「
カ
ー
ド
B
」
の
う
ち
へ
数
枚
を
例
示
す
る
。
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①
浩
は
な
ぜ
小
刀
の
と
げ
ぐ
あ
い
ぐ
ら
い
で
、
こ
ん
な
に
意
識
し
て
し
ま

う
の
だ
ろ
う
か
。
浩
は
な
ぜ
自
分
の
小
刀
で
手
の
ひ
ら
を
切
っ
て
'
宗

1
に
見
せ
る
よ
う
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
(
男
子
)

⑦
浩
は
な
ぜ
自
分
の
小
刀
で
自
分
の
て
の
ひ
ら
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ

ろ
う
。
「
彼
は
も
う
賊
の
後
始
末
の
仕
方
を
宗
一
に
求
め
て
い
る
気
持

ち
に
な
っ
て
い
た
」
と
書
い
て
あ
っ
た
が
、
ど
う
い
う
嘘
を
つ
い
た
の

か
'
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
男
子
)

③
何
で
も
上
手
に
で
き
へ
冷
た
い
兄
だ
と
考
え
て
い
た
浩
は
、
自
分
で
手



_
を
切
っ
て
兄
が
ど
う
す
る
か
た
め
し
た
。
宗
1
は
弟
の
傷
を
見
て
大
切

に
あ
つ
か
っ
て
く
れ
'
浩
は
兄
を
考
え
な
お
し
た
。
ぼ
く
は
、
兄
弟
の

つ
な
が
り
は
た
い
へ
ん
大
き
い
も
の
だ
と
思
っ
た
'
(
男
子
)

④
ぼ
く
に
も
優
秀
な
兄
が
一
人
い
て
、
ぼ
-
が
何
を
や
っ
て
も
勝
て
な

い
。
だ
か
ら
比
較
す
る
と
、
た
と
え
自
分
で
満
捉
し
て
い
て
も
、
何
と

な
-
空
し
い
気
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
の
浩
の
気
持
ち
も
何
と
な
-
わ
か

る
気
が
し
た
。
・
(
男
子
)

⑤
何
を
し
て
も
手
落
ち
の
な
い
兄
へ
ま
た
す
べ
て
が
そ
の
よ
う
に
見
え
る

弟
に
と
っ
て
、
兄
に
対
し
ラ
イ
バ
ル
意
識
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
な

-
、
兄
を
ね
た
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
血
の
流
れ
‖
パ
合
を
見
て
'

「
こ
れ
が
ぼ
く
の
気
持
ち
だ
」
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
印
象
に
残
っ

た
(
-
.
〃
・
-
)

⑥
兄
と
の
競
争
心
の
中
に
も
、
兄
を
専
敬
L
t
ま
た
'
・
E

〕
分
が
兄
よ
り
劣

る
事
を
さ
と
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
弟
O
弟
の
や
っ
た
事
を
見
て
、
小

刀
を
や
り
、
心
配
す
る
兄
。
弟
思
い
の
兄
と
'
自
分
を
一
人
前
だ
と
認

め
て
ほ
し
い
と
思
う
弟
の
あ
せ
っ
た
気
持
ち
が
'
1
つ
の
や
り
と
り
の

中
に
'
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
と
思
う
。
(
男
子
)

⑦
浩
は
な
ぜ
兄
の
宗
一
と
自
分
を
比
べ
た
の
だ
ろ
う
'
き
っ
と
兄
が
好
き

で
、
専
敬
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
自
分
の
手
の
ひ
ら
を
切
っ
た
の
は
'

宗
1
に
あ
ま
え
た
い
気
持
ち
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
に
浩

に
は
、
宗
一
が
す
ば
ら
し
-
見
え
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
う
。
(
女
子
)

㊥
私
は
姉
だ
が
'
妹
も
こ
ん
な
気
持
ち
に
な
る
事
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か

と
、
少
し
お
か
し
な
気
持
ち
に
な
っ
た
o
そ
れ
か
ら
、
兄
の
行
う
1
つ

1
つ
の
行
動
で
変
化
し
て
ゆ
-
浩
の
気
持
ち
も
、
お
も
し
ろ
さ
が
あ
っ

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
女
子
)

⑨
仕
方
な
し
に
読
ん
だ
小
説
に
し
て
は
'
印
象
は
強
烈
で
'
浩
の
ブ
ラ
ザ

ー
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
も
言
え
る
も
の
'
そ
れ
に
私
も
'
以
前
ど
こ
か

で
山
-
あ
し
た
よ
う
な
'
経
験
し
た
よ
う
な
'
そ
ん
な
気
が
し
ま
し

た
。
ま
た
へ
宗
一
の
、
こ
れ
ま
た
周
到
な
浩
へ
の
態
度
に
、
浩
へ
の
擾

し
さ
を
特
に
感
じ
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
女
子
)

⑲
1
通
り
読
ん
だ
時
点
で
、
兄
弟
の
性
格
の
追
い
を
感
じ
た
。
宗
1
は
兄

ら
し
く
お
っ
と
り
し
て
い
る
の
に
対
し
、
弟
の
浩
は
、
勝
ち
気
で
自
分

勝
手
な
よ
う
な
気
が
す
る
。
し
か
し
弟
の
ほ
う
は
、
自
分
の
気
持
ち
を

素
直
に
見
つ
め
、
悪
か
っ
た
と
こ
ろ
を
反
省
し
て
い
る
の
は
偉
い
と
思

っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
女
子
)

㈱
治
と
い
う
人
物
の
へ
そ
の
年
代
に
よ
く
あ
る
嫉
妬
と
虚
栄
に
似
た
も
の

が
入
り
ま
じ
る
心
の
動
揺
と
、
自
分
を
見
て
ほ
し
い
'
気
に
か
け
て
ほ

し
い
と
い
う
心
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
鼓
後
の
二
文
を
読
ん
で
み
て
、

そ
の
「
砥
石
」
と
い
う
の
が
浩
の
心
を
去
わ
し
て
い
る
よ
う
に
も
思

う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
女
子
)

⑱
治
は
宗
一
が
好
き
な
ん
だ
な
t
　
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
へ
　
な
ぜ
浩

は
、
血
が
流
れ
て
い
く
様
が
'
自
分
の
気
持
ち
だ
'
ど
う
し
た
ら
兄
さ

ん
の
よ
う
に
ひ
き
し
ま
っ
た
気
持
ち
に
な
れ
る
だ
ろ
う
へ
　
と
思
っ
た
の

か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
女
子
)
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右
に
見
る
よ
う
に
、
ち
ゃ
ん
と
弟
と
兄
の
心
理
や
性
格
を
と
ら
え
て
い
る
も

の
が
大
別
分
だ
が
'
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
着
想
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
個
性
的
な

着
想
を
、
個
人
の
内
出
に
と
ど
め
て
お
か
な
い
で
'
教
室
と
い
う
広
い
半
円
の



場
で
'
・
他
者
の
中
へ
開
放
し
て
や
り
た
い
。
そ
れ
は
'
自
分
を
他
者
の
中
に

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

さ
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
鍛
え
へ
　
確
か
め
る
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
'
多
く
の
「

自
己
」
が
一
つ
の
社
会
的
な
場
で
開
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
影
響
の

な
か
で
、
高
め
合
う
こ
と
に
も
な
る
。

そ
の
た
め
に
私
は
'
直
感
印
象
(
初
発
の
感
想
)
を
ク
ラ
ス
全
員
に
つ
い
て

整
理
し
た
1
覧
表
を
作
り
、
こ
れ
を
模
造
紙
に
書
-
。
上
段
に
「
感
想
の
要
点

」
、
下
段
に
、
そ
の
「
要
点
」
に
ふ
れ
て
書
い
た
生
徒
の
氏
名
を
す
べ
て
記
載

a
s
s成

:
ん
_
 
‥
心
*
.
/
-
-
*
蝣
'
ト
.
I
 
、

書
い
た
人
た
ち
(
(
　
)
は
再
出
)

品崇三吉M.f・'こ一・ ・二<t-f。'Ti'.-1ト・・′く'.i'j,I

競
争
意
識

・血圭'-) ''-一

あ
せ
り

侮
日
:
s
t
r

松
江
栄
治
　
渡
辺
恵
子

ゥ

あ
普

ズ.

河
井
辰
巳

村
上
和
也

闇BSStuin琵

佐
藤
康
人
高
橋
伸
介
竹
ノ
内
源
治

山
本
展
久
　
小
林
久
子
　
高
橋
恭
子

土
星
裕
子
　
野
島
直
子

小
川
大
介
　
沖
村
佳
樹
　
高
尾
孝
之
　
和
田
明
久

坂
本
綾
子
　
中
野
希
美
　
大
町
弘
美

小
林
千
恵
　
俣
賀
智
子
(
沖
村
)
　
(
上
船
)

上
船
純
子

⑥
な
ぜ
切
っ
た
?

池
尻
誠
　
小
川
貴
士
　
中
野
一
志
　
渡
辺
弘
幸

神
原
恭
枝
　
土
井
下
和
枝
(
佐
藤
)

・
わ
ざ
と
　
首
井
真
由
美
(
小
川
大
)

兄の気持ち

⑧
た
め
し
た

~
.
甘
を
ひ
く

,
_
1
見
て
ほ
し
い

は
ど
う
し

⑳ ,　⑪
血
が
ぼ
く
の
気

持
ち
と
は
-
-

弟
思
い
の
や
さ

し
い
兄

宮
沢
孝
典

原
明
信
　
末
原
明
美
　
作
田
富
雄
　
長
谷
川
雅
子

宮
本
仁
夫
　
(
小
林
千
)
　
(
槌
井
)

田
原
功
詞
　
上
村
仁
子
　
杉
原
柴
美

長
岡
由
希
子
　
山
下
千
恵
　
(
沖
村
)

(
中
野
)
　
(
宮
本
)
　
(
浅
井
)
　
(
神
原
)

平
明
美

(
竹
ノ
内
)

(原)

の
剣
は
銚
い

ほか

⑲
欄
の
ス
タ
ラ
ッ

渡
辺
義
徳

石
岡
聖
男

右
の
整
理
一
覧
表
を
作
る
た
め
に
、
私
は
提
出
さ
れ
た
感
想
カ
ー
ド
の
1
枚

一
枚
に
つ
い
て
、
そ
の
感
想
の
ポ
イ
ン
ト
・
要
点
に
赤
ペ
ソ
で
マ
ー
ク
す
る
。

そ
し
て
、
マ
ー
ク
さ
れ
た
部
分
に
よ
っ
て
へ
同
一
ま
た
は
叛
似
の
も
の
だ
け
を

集
め
'
つ
ま
り
「
要
点
」
ご
と
に
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
す
る
。
そ
し
て
へ
そ
の
「
要

点
」
を
さ
ら
に
大
き
-
ま
と
め
る
o
　
こ
こ
で
は
、
「
浩
」
グ
ル
ー
プ
と
「
宗
1

」
グ
ル
ー
プ
な
ど
に
ま
と
め
て
、
表
に
整
理
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
整
理
す
る
中
か
ら
'
指
導
者
と
し
て
は
へ
　
こ
の
教
材
に
対
す
る

生
徒
の
反
応
の
さ
ま
ざ
ま
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
ど
う
い
う
点
に
関
心

が
集
中
し
て
い
る
か
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
へ
授
業
の

ヽ

　

ヽ

構
成
と
展
開
に
つ
い
て
の
腹
案
を
閉
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

指
導
者
と
し
て
は
、
生
徒
に
教
材
と
し
て
与
え
る
以
前
に
作
品
分
析
は
徹
底



的
に
行
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
柿
既
か
ら
叙
述
ま
で
、
微
細
な
部
分

(
と
思
わ
れ
る
個
所
)
の
表
現
の
槻
徴
ま
で
、
綿
密
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
生
徒
が
当
の
教
材
に
ど
の
よ
う
に

反
応
す
る
か
、
生
徒
に
と
っ
て
そ
の
教
材
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
打
っ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
把
握
が
、
授
業
展
開
の
前
提
と
し
て
ど
う
し
て
も

必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
「
授
業
」
は
生
徒
自
身
の
「
学
習
」
に
対
す
る
指
導
で

な
け
れ
ば
な
ら
す
、
そ
の
た
め
に
は
、
「
学
習
老
」
の
実
態
の
把
捉
を
、
授
業

構
想
の
出
発
点
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

初
発
の
感
想
の
整
理
一
覧
表
は
、
右
の
よ
う
な
意
味
で
、
生
徒
の
実
態
把
捉

の
た
め
に
へ
最
も
基
本
的
な
資
料
と
し
て
役
に
立
つ
の
で
あ
る
。

「
感
想
の
要
点
」
整
理
一
覧
表
の
音
義
と
利
用

前
に
も
言
っ
た
よ
う
に
へ
　
こ
の
整
理
一
覧
表
は
模
造
紙
に
大
き
く
記
載
し
て

あ
る
。
こ
れ
は
生
徒
各
人
に
、

0
日
分
の
感
想
は
、
ど
う
い
う
「
要
点
」
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
ら
れ
て
い
る

か
O

⑦
自
分
と
同
じ
(
類
似
の
)
着
想
を
持
っ
た
著
は
、
こ
の
ク
ラ
ス
に
何
人
、

だ
れ
だ
れ
で
あ
る
か
。

③
ク
ラ
ス
全
体
と
し
て
は
、
ど
ん
な
感
想
が
あ
る
の
か
。
ど
う
い
う
人
た
ち

が
、
ど
ん
な
感
想
を
待
っ
た
か
。

な
ど
を
知
ら
せ
る
た
め
に
'
教
室
の
黒
板
の
隔
(
あ
る
い
は
脇
)
に
掲
示
す
る

の
で
あ
る
。
(
松
永
高
校
で
は
こ
れ
を
印
刷
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
)

す
で
に
予
備
学
習
課
樗
日
で
指
示
し
た
よ
う
に
、
生
徒
は
同
じ
初
発
の
感
想

を
'
授
出
用
の
カ
ー
ド
と
自
分
の
ノ
ー
ト
の
両
方
に
記
し
て
い
る
。
で
あ
る
か

ら
'
生
徒
は
、
担
示
さ
れ
た
整
理
1
覧
表
に
記
載
さ
れ
た
自
分
の
名
前
を
見

て
、
自
分
の
「
感
想
の
要
点
」
と
自
分
の
ノ
ー
ト
と
を
見
比
べ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
1
覧
表
の
中
に
自
分
の
名
前
が
正
し
く
位
琵
づ
け
ら
れ
て
い
る

か
ど
う
か
を
、
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
外
か
ら
(
つ
ま
り
指

ヽ

　

ヽ

導
者
で
あ
る
私
か
ら
)
の
見
方
(
位
置
づ
け
)
を
媒
介
に
し
て
、
自
分
の
思
考

を
改
め
て
見
直
し
'
検
討
し
、
再
確
認
す
る
わ
け
で
あ
る
。

実
を
言
う
と
、
右
の
表
の
「
⑤
あ
ま
え
」
の
欄
に
私
が
位
臣
づ
け
た
上
船
純

子
さ
ん
は
'
授
業
開
始
後
問
も
な
-
、
「
そ
の
場
所
で
は
'
自
分
と
し
て
は
ど

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

う
も
し
っ
く
り
し
な
い
。
む
し
ろ
、
⑦
の
『
わ
ざ
と
手
を
切
っ
た
の
は
あ
ま
え

だ
』
と
い
う
欄
に
移
し
て
ほ
し
い
」
と
い
っ
た
旨
の
発
言
を
L
t
私
は
そ
の
通

り
に
修
正
し
た
。
私
が
生
徒
の
個
々
人
で
な
い
以
上
、
私
な
り
に
判
断
し
て
要

点
化
し
'
分
類
し
た
こ
と
が
'
百
%
完
全
に
生
徒
の
個
々
の
発
想
に
1
致
す
る

わ
け
は
な
い
。
デ
リ
ケ
ー
ト
な
点
で
、
指
導
者
の
誤
解
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
教
師
は
謙
虚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
感
想
の
処
理
は
本
来
的
に
は
生
徒

が
主
導
す
る
。

つ
い
で
に
言
う
と
、
予
備
学
習
の
時
に
欠
席
し
て
い
た
長
谷
川
雅
子
さ
ん
に

も
、
そ
の
席
で
、
皆
と
同
じ
カ
ー
ド
を
提
出
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
感
想
を
聞

い
て
⑨
の
「
気
を
ひ
く
-
-
」
の
欄
に
'
授
業
の
進
行
中
に
記
入
し
た
も
の
で

あ
る
〇
四
十
五
人
の
う
ち
1
人
ぐ
ら
い
「
表
」
か
ら
落
ち
て
い
て
も
'
授
業
の

進
行
や
内
容
の
読
み
取
り
に
は
た
い
し
た
影
響
は
な
い
と
言
え
る
。
長
谷
川
雅

子
さ
ん
と
同
じ
感
想
の
者
が
す
で
に
三
人
も
重
複
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
'
私

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

に
と
っ
て
授
業
　
‥
　
学
習
指
導
の
本
質
は
'
そ
の
よ
う
に
大
ま
か
に
多
数
者
で

ヽ

　

ヽ

け
り
を
つ
け
る
と
こ
ろ
に
は
な
い
。
必
ず
一
人
ひ
と
り
に
学
習
を
成
立
さ
せ
る

こ
と
こ
そ
が
'
何
よ
り
も
ま
し
て
重
要
な
の
で
あ
る
。
四
十
五
人
の
う
ち
四
十
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ヽ

　

ヽ

　

ヽ

四
人
ま
で
が
、
学
習
に
満
足
に
参
加
し
た
と
い
う
の
で
は
、
不
十
分
で
あ
る
。

生
徒
の
個
々
~
は
そ
の
能
力
に
よ
っ
て
、
学
習
の
達
成
度
に
は
差
異
が
あ
る
で
あ

ろ
う
が
'
~
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
と
能
力
に
応
じ
て
学
習
に
参
加
し
、
授
業
展
開
に

組
み
こ
ま
れ
て
い
-
点
に
お
い
て
差
別
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
教
師
が
ど
ん

な
場
合
に
も
た
だ
の
1
人
を
大
切
に
す
る
こ
と
が
'
学
級
の
生
徒
全
員
に
'
1

人
を
大
切
に
す
る
態
度
を
育
て
さ
せ
る
原
因
に
な
る
。
1
人
を
大
切
に
す
る
者

で
あ
っ
て
こ
そ
へ
す
べ
て
の
生
徒
が
真
に
半
円
的
t
　
か
つ
人
間
的
で
あ
り
得
る

の
で
あ
る
。

「
要
点
」
グ
ル
ー
プ
r
J
と
の
全
員
発
言

一
覧
表
は
、
以
上
に
も
の
べ
た
よ
う
に
'
生
徒
の
個
々
の
感
想
を
'
指
導
者

が
適
宜
判
断
し
て
要
点
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
提
出
さ
れ
た
感
想
文
カ
ー
ド
に

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
1
面
だ
け
を
取
上
げ
た
お
そ
れ
も
あ
る
。
そ
う
い
う

意
味
も
あ
っ
て
、
改
め
て
全
員
に
'
自
分
の
感
想
を
こ
ん
ど
は
口
頭
で
発
表
さ

E
c
aこ

の
口
頭
発
表
の
仕
方
は
、
「
感
想
の
要
点
」
の
グ
ル
㌧
フ
ご
と
に
ま
と
め

て
指
名
、
起
立
さ
せ
'
1
覧
表
記
載
の
順
に
'
自
分
の
ノ
ー
ト
を
も
と
に
発
言

さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
全
員
口
頭
発
表
に
は
次
の
意
義
が
あ
る
。

川
一
覧
表
(
全
員
名
記
載
)
に
従
っ
て
へ
発
言
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
'
学

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

級
全
員
が
必
ず
発
言
す
る
こ
と
に
な
る
。

1
1
覧
表
に
自
分
の
「
要
点
」
が
示
さ
れ
'
自
分
の
ノ
ー
ト
に
感
想
が
記
さ

れ
て
い
る
か
ら
'
何
を
言
う
べ
き
か
自
信
を
も
っ
て
発
言
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
∧
書
-
l
メ
モ
を
見
な
が
ら
話
す
、
と
い
う
関
連
∨

糊
「
要
点
」
グ
ル
㌧
フ
ご
と
に
一
斉
に
起
立
し
て
、
ま
と
ま
っ
て
発
表
す
る

ヽ

　

ヽ

の
で
'
自
分
だ
け
の
考
え
を
孤
立
的
に
の
べ
る
の
で
な
-
、
同
じ
考
え
の

仲
間
が
い
る
の
だ
と
い
う
安
心
感
を
も
っ
て
発
言
で
き
る
。
<
グ
ル
ー
プ

意
識
>

川
優
等
生
も
そ
う
で
な
い
遅
進
者
も
'
1
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
中
で
共
同
的
・

1
体
的
に
行
動
す
る
の
で
、
学
習
活
動
上
の
差
等
感
は
な
-
な
る
。

捌
全
員
の
発
言
を
'
全
員
が
て
い
ね
い
に
聞
き
取
る
と
い
う
経
敗
を
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
話
す
こ
と
'
閉
-
こ
と
の
基
本
的
な
訓
練
が
、
し
か
も
規

則
正
し
く
で
き
る
。

㈲
い
ろ
い
ろ
の
考
え
が
あ
る
も
の
だ
と
い
う
実
感
を
持
ち
'
他
者
の
考
え
方

に
触
れ
、
物
の
見
方
・
考
え
方
を
広
め
る
。

間
学
級
の
中
に
'
学
習
的
発
言
に
よ
っ
て
自
分
の
位
鑑
を
確
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
<
学
習
参
加
の
意
識
・
意
欲
∨

か
り
に
'
指
導
者
が
'
「
ど
の
よ
う
な
感
想
を
待
っ
た
か
、
挙
手
し
て
発
言

せ
よ
」
と
い
う
主
旨
の
指
示
を
し
た
ら
'
ど
う
な
る
か
。
ま
ず
は
ほ
と
ん
ど
反

応
が
な
い
か
、
あ
っ
た
と
し
て
も
、
二
、
三
人
、
せ
い
ぜ
い
五
人
ど
ま
り
で
、

し
か
も
そ
の
ク
ラ
ス
の
中
で
「
優
等
生
」
と
自
他
が
認
め
て
い
る
よ
う
な
、
限

ら
れ
た
老
た
ち
の
み
の
発
言
で
あ
る
だ
ろ
う
。
授
業
は
こ
の
ご
-
限
ら
れ
た

ヽ

　

ヽ

「
優
秀
者
」
の
発
言
を
軸
に
、
ま
た
あ
る
程
度
の
水
準
以
上
の
老
だ
け
を
対
象

に
、
進
め
ら
れ
る
場
合
が
多
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

松
永
高
等
学
校
一
年
E
組
に
お
け
る
私
の
授
業
を
参
観
さ
れ
た
先
生
方
は
、

い
ろ
い
ろ
の
評
価
を
な
さ
れ
た
と
思
う
が
'
そ
の
中
で
私
の
耳
に
と
ど
い
た
評

価
と
し
て
'
次
の
≡
点
が
記
憶
に
残
る
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

H
ク
ラ
ス
全
員
が
、
一
人
残
ら
ず
授
業
中
に
発
言
し
た
こ
と
に
は
野
嘆
し

た
。
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臼
ど
の
生
徒
が
「
優
秀
者
」
で
、
ど
の
生
徒
が
「
遅
進
老
」
で
あ
る
か
、
全

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

く
判
別
が
つ
か
な
か
っ
た
。
み
ん
な
が
少
し
も
変
ら
ず
に
、
落
着
い
て
発

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

言
し
た
。
み
ん
な
立
派
だ
っ
た
9

日
生
徒
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
の
発
言
に
よ
っ
て
'
こ
の
作
品
の
読
み
方
に
つ
い

て
い
ろ
い
ろ
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
　
-
　
生
徒
の
発
言
に

教
え
ら
れ
る
面
が
あ
っ
た
。

は
じ
め
に
、
研
究
授
業
の
「
具
体
的
な
ね
ら
い
」
と
し
て
、
「
直
感
印
象
(

初
発
の
感
想
)
を
、
実
際
に
授
業
に
組
み
こ
み
、
生
か
す
方
法
」
　
「
メ
モ
を
見

な
が
ら
、
口
頭
で
発
表
さ
せ
る
手
だ
て
」
　
「
一
人
残
ら
ず
、
必
ず
発
言
す
る
授

業
の
仕
組
み
」
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
た
が
'
右
の
「
要
点
」
グ
ル
ー
プ
ご
と
の

感
想
発
表
は
、
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
ね
ら
い
を
実
現
す
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
.

次
の
時
間
も
そ
の
次
も
、
同
じ
よ
う
な
形
で
の
全
員
発
言
で
授
業
を
構
成
す

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
あ
え
て
構
え
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る

の
だ
が
'
少
な
く
と
も
初
発
の
感
想
の
発
表
に
よ
っ
て
読
み
の
視
点
を
定
め
る

段
階
で
は
、
全
員
の
発
表
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
.
い
っ
た
ん
す
べ
て
の
生

徒
が
口
を
開
-
経
験
を
し
た
上
は
、
そ
の
後
の
授
業
で
の
主
体
的
参
加
は
極
め

て
必
然
だ
し
'
学
習
経
験
も
緯
度
の
浪
い
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
少
な
-

と
も
ロ
を
開
く
こ
と
が
容
易
に
な
る
。

「
要
点
」
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
発
表
の
中
途
に
、
全
文
通
読
の
機
会
を
織
り
こ

ん
だ
。
(
こ
の
よ
う
な
短
く
狭
縮
し
た
文
節
の
教
材
は
'
時
中
通
読
の
た
め

に
も
き
わ
め
て
都
合
が
よ
い
。
)
全
文
通
読
に
よ
っ
て
、
各
グ
ル
ー
プ
の
生
徒

個
々
の
発
言
の
根
拠
を
'
改
め
て
相
互
に
確
認
し
合
う
チ
ャ
ン
ス
も
作
ら
れ
た

と
思
う
。

作
中
人
物
の
身
に
な
っ
て
書
く
「
日
記
」
作
業

本
来
は
'
こ
の
教
材
は
二
時
間
ぐ
ら
い
を
か
け
る
べ
き
で
、
次
の
作
業
は
そ

の
第
二
時
間
に
実
行
さ
れ
る
ほ
う
が
い
い
の
だ
が
、
一
時
間
だ
け
の
研
究
授
業

の
中
で
、
授
業
者
の
意
図
を
か
な
り
鋭
-
提
示
し
た
い
と
思
っ
た
た
め
に
へ
　
先

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

を
急
い
だ
う
ら
み
は
あ
っ
た
が
'
あ
え
て
次
の
課
題
に
進
ま
せ
た
。
(
各
人
発

表
に
三
十
五
分
ほ
ど
把
や
し
て
'
残
り
は
十
分
ぐ
ら
い
し
か
な
か
っ
た
と
思

う
。
)
こ
の
作
業
に
間
し
て
ほ
、
浜
本
純
逸
氏
(
神
戸
大
)
の
挺
。
=
;
さ
れ
る

「
虚
梢
の
作
文
」
の
発
想
に
借
り
る
点
が
多
い
O

「
こ
の
小
刀
を
と
い
だ
日
の
夜
'
浩
と
宗
一
の
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
日
記
を
加
‖

い
た
と
す
る
。
浩
と
宗
一
の
ど
ち
ら
か
(
あ
る
い
は
で
き
れ
ば
両
方
)
に
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

自
分
が
な
っ
た
つ
も
り
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
日
記
を
雷
い
て
み
よ
う
」
と
い
う
課

題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
浩
の
日
記
」
　
「
宗
一
の
日
記
」
と
記
し
た
、
そ
れ
ぞ

れ
百
八
十
字
程
度
の
用
紙
を
渡
し
た
。
時
間
は
正
味
五
分
少
々
で
あ
っ
た
が
'

生
徒
た
ち
は
非
常
に
真
剣
に
'
大
急
ぎ
で
'
こ
の
兄
弟
の
「
日
記
」
を
書
い

た
。
そ
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
浩
(
弟
)
と
宗
一
(
冗
)
の
両
方
を
、
か
な
り
多
-
書
い
た
老
　
　
　
四
名
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⑦
浩
に
つ
い
て
だ
け
か
な
り
多
く
古
い
た
老

⑦
宗
一
に
つ
い
て
だ
け
か
な
り
多
く
古
い
た
老

④
浩
を
多
-
、
宗
一
を
少
な
く
書
い
た
者

⑤
浩
と
宗
1
の
両
方
を
、
少
な
-
悪
い
た
老

⑥
浩
だ
け
を
少
な
く
書
い
た
老

二
十
三
名

≡
名

九
名

三
名

三
名

(
計
四
十
五
名
)

つ
ま
り
'
与
え
ら
れ
た
時
間
は
短
か
か
っ
た
が
'
宗
一
・
ト
浩
兄
弟
の
ど
ち
ら



か
1
方
と
い
う
こ
と
な
ら
へ
　
四
十
名
近
く
の
も
の
が
、
「
か
な
り
多
く
」
と
形

容
さ
れ
る
ほ
ど
'
ク
日
記
″
を
書
き
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
時
間
さ
え
十
分

に
あ
れ
ば
'
両
方
に
つ
い
て
か
な
り
-
わ
し
-
書
け
た
は
ず
で
あ
る
。

「
日
記
」
の
中
か
ら
数
編
を
掲
げ
る
。

(
浩
の
日
記
)

ぼ
く
は
今
日
、
き
た
な
い
手
を
使
っ
て
兄
を
だ
ま
し
か
け
た
。
ぼ
く
の

小
刀
よ
り
兄
の
小
刀
の
方
が
よ
さ
そ
う
だ
っ
た
か
ら
-
-
。
兄
は
ぼ
く
の

視
線
も
気
に
か
け
ず
'
ど
ん
ど
ん
小
刀
を
と
い
で
い
た
。
ぼ
く
は
そ
ん
な

兄
を
て
こ
ず
ら
せ
よ
う
と
思
い
、
自
分
の
手
を
わ
ざ
と
切
っ
た
。
で
も
兄

は
'
ぼ
く
に
対
し
て
優
し
く
対
応
し
て
く
れ
た
。
兄
は
き
っ
と
'
ぼ
く
の

心
の
中
を
見
た
の
だ
ろ
う
。
で
も
、
本
当
に
い
い
兄
だ
と
思
っ
た
。
ば
か

な
こ
と
を
し
た
自
分
が
情
け
な
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
(
男
子
)

ぼ
-
は
今
日
、
と
ん
で
も
な
い
事
を
兄
に
し
て
し
ま
っ
た
。
兄
ち
ゃ
ん

は
'
ぼ
く
が
わ
ざ
と
手
を
切
っ
て
み
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
'
何
も
言
っ
て

く
れ
な
か
っ
&
・
・
-
 
O
　
が
、
ぼ
-
は
そ
の
何
も
言
わ
な
か
っ
た
兄
の
そ
ぶ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

り
が
'
よ
け
い
に
へ
ぼ
-
の
兄
ち
ゃ
ん
に
対
す
る
し
っ
と
の
心
が
嘘
を
つ

か
せ
た
ん
だ
と
い
う
事
を
'
反
省
さ
せ
る
よ
う
だ
っ
た
。
ぼ
く
は
兄
ち
ゃ

ん
の
、
何
も
傷
に
つ
い
て
ふ
れ
ず
に
ぼ
-
に
反
省
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
'
や

は
り
兄
ち
ゃ
ん
は
す
ご
い
と
思
っ
た
.
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
女
子
)

(
宗
一
の
日
記
)

浩
は
成
長
し
て
い
る
と
思
う
O
浩
が
手
を
切
っ
た
の
も
'
・
;
分
を
一
人

前
と
認
め
て
ほ
し
い
と
い
う
あ
せ
っ
た
気
持
ち
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
い

い
の
だ
。
浩
は
、
1
人
前
に
な
ろ
う
と
努
力
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

今
の
浩
は
'
自
分
は
勝
ち
た
い
と
い
う
気
持
ち
と
劣
っ
て
い
る
の
を
認
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
'
二
つ
の
壁
に
し
め
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
浩
を
少
し
で
も
励
ま
し
、
助
け
て
や
る
の
が
、
兄
と
し
て
の
ば
-
が
し

て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
男
子
)

今
日
ぼ
く
は
'
浩
の
刃
を
と
い
だ
。
浩
は
ぼ
く
に
'
自
分
で
言
え
な
か

っ
た
の
だ
か
ら
あ
ん
な
行
動
に
出
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
o
　
ぼ
-
は
浩
が

あ
る
意
味
で
は
'
か
わ
い
-
感
じ
た
。
浩
の
傷
は
わ
ざ
と
だ
と
わ
か
っ
て

い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
女
子
)

浩
の
う
そ
は
、
ぼ
く
に
は
分
か
っ
た
O
　
浩
の
負
け
ず
嫌
い
な
気
持
ち
は

分
か
る
が
'
も
っ
と
素
直
に
接
し
て
く
れ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
な
あ
。
弟

と
い
う
も
の
は
'
い
つ
も
こ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
て
い
る
の
か
な
あ
。(

女
子
)
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生
徒
に
よ
っ
て
「
日
記
」
　
‥
　
人
物
の
内
面
の
把
握
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
'

中
に
'
人
物
の
行
動
の
原
理
に
つ
い
て
末
だ
十
分
な
理
解
に
至
り
得
て
い
な
い

我
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
(
前
述
し
た
よ
う
に
、
読
み
深
め
の
た
め
の
時
間

が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
の
反
映
で
も
あ
ろ
う
。
そ
の
点
が
惜
し
ま
れ
る
。
)
し

か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
'
人
物
の
心
の
中
に
'
真
に
主
体
的
に
参
入
し
て
い
る

-
・
心
内
に
迫
ろ
う
と
努
力
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

人
物
の
「
日
記
」
を
書
く
こ
と
は
'
人
物
に
な
り
き
る
最
も
端
的
か
つ
深
い

体
験
で
あ
る
。
作
中
人
物
は
作
晶
の
世
界
に
住
み
へ
読
者
(
生
徒
)
は
日
常
の

現
実
の
中
に
在
る
。
そ
の
現
実
に
在
る
生
徒
が
'
作
中
人
物
の
「
日
記
」
を
書

く
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
作
品
の
世
界
に
直
接
入
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と



は
'
虚
構
の
方
法
を
も
っ
て
人
間
の
心
理
の
奥
を
と
ら
え
る
働
き
に
は
か
な
ら

な
い
。こ

の
虚
構
の
「
日
記
」
書
き
の
学
習
は
、
書
-
活
動
に
よ
っ
て
、
読
み
の
深

化
を
は
か
る
と
い
う
'
い
わ
ゆ
る
関
連
学
習
の
方
法
の
1
つ
で
あ
る
が
'
こ
う

い
う
機
会
に
「
文
章
を
書
く
」
経
験
を
持
た
せ
る
こ
と
は
'
「
読
み
」
の
深
化

ば
か
り
で
な
く
'
表
現
力
そ
の
も
の
を
鍛
え
る
好
機
と
な
る
。
「
こ
う
い
う
状

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

況
下
に
お
け
る
、
こ
う
い
う
立
場
の
人
物
の
言
動
を
ふ
ま
え
て
、
そ
の
内
省
の

ヽ記
を
書
く
」
と
い
う
条
件
づ
け
に
よ
っ
て
、
文
章
表
現
の
意
誠
は
'
放
漫
な
も

の
で
は
あ
り
得
な
い
。
だ
か
ら
生
徒
自
身
の
自
己
表
現
の
局
面
に
お
い
て
も
'

思
考
の
深
化
と
文
章
の
確
か
で
豊
か
な
形
成
を
導
き
出
す
で
あ
ろ
う
。

「
人
物
の
身
に
な
っ
て
書
-
」
こ
と
を
含
め
て
、
国
語
の
学
習
に
対
す
る
生

徒
の
意
欲
的
・
主
体
的
な
取
組
み
を
実
現
す
る
た
め
に
'
さ
ま
ざ
ま
の
局
面
に

お
い
て
'
確
か
な
刺
観
を
与
え
る
よ
う
に
'
授
業
展
開
の
構
成
に
つ
い
て
の
工

夫
が
極
め
て
必
要
で
あ
る
。
小
稿
は
そ
の
「
工
夫
」
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
の

着
想
と
そ
の
実
践
を
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
研
究
授
業
の
た
め
に
機
会
と
協
力
を
お
与
え
-
だ
き
っ
た
'
松
永
高
等

学
校
の
教
職
員
・
生
徒
の
皆
さ
ん
に
改
め
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

(
本
学
教
育
学
部
教
授
)
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