
【
第
4
 
3
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】
ま
と
め

今
こ
そ
「
国
語
科
の
授
業
」
　
の
原
点
に
立
ち
返
ろ
う

一
　
は
　
じ
　
め
　
に

研
究
協
議
の
テ
ー
マ
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

「
総
合
的
な
学
習
と
基
礎
基
本
を
旨
と
し
た
国
語
科
の
授
業

-
評
価
規
準
の
改
善
を
見
通
し
て
-
」

困
っ
た
こ
と
に
'
じ
つ
に
総
花
的
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
「
総
合
的
な
学
習
」

「
国
語
科
の
基
碇
基
本
」
「
国
語
科
の
評
価
規
準
」
　
の
三
つ
が
関
係
し
っ
つ
、

「
国
語
科
の
授
業
」
　
が
ど
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
'
目
配
り
よ
ろ

し
く
'
ま
さ
に
総
合
的
な
テ
ー
マ
設
定
で
あ
っ
た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
も
　
こ
の

研
究
協
議
会
で
の
三
本
の
提
案
も
的
が
絞
-
き
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ

が
、
こ
れ
が
じ
っ
は
、
教
育
改
革
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
る
現
在
の
教
育
現
場
の
苦

悩
の
す
が
た
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
o
そ
う
い
う
点
で
は
、
こ
の
研
究
協
議

会
の
テ
ー
マ
は
、
混
乱
す
る
現
場
の
状
況
に
呼
応
L
t
　
そ
の
様
々
な
課
題
を
あ

ぶ
-
出
し
た
と
い
う
点
で
は
、
当
を
得
た
テ
ー
マ
設
定
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
い
な
が
ら
'
協
議
の
ポ
イ
ン
ト
は
今
一
度
整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
'
以
下
の
三
点
に
整
理
で
き
る
。

竹
　
盛
　
浩
　
二

(
-
)
　
「
総
合
的
な
学
習
」
の
実
践
の
た
め
に
国
語
科
に
何
が
で
き
る
の
か
を

整
理
す
る
。

(
2
)
国
語
科
の
基
礎
基
本
を
捉
え
直
し
、
「
評
価
規
準
」
を
整
理
し
直
す
。

(
3
)
　
「
総
合
的
な
学
習
」
　
の
実
践
か
ら
国
語
科
の
授
業
を
捉
え
直
す
。

で
は
'
こ
の
柱
に
沿
っ
て
、
研
究
協
議
会
で
の
提
案
と
試
論
を
紹
介
し
な
が

ら
'
問
題
の
所
在
を
以
下
に
探
っ
て
い
-
こ
と
と
す
る
。

二
　
「
総
合
的
な
学
習
」
を
創
造
す
る
苦
悩
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「
中
学
校
学
習
指
導
要
領
」
　
の
　
「
第
一
章
　
総
則
」
「
第
4

の
時
間
の
取
-
扱
い
」
　
に
よ
れ
ば
、
「
総
合
的
な
学
習
」
は
'

総
合
的
な
学
習

「
自
ら
課
題
を
見

付
け
も
自
ら
学
び
、
自
ら
考
え
へ
主
体
的
に
判
断
し
、
よ
り
よ
-
問
題
を
解
決

す
る
溌
質
や
能
力
を
育
て
」
'
「
学
び
方
や
も
の
の
考
え
方
を
身
に
付
け
へ
問
題

の
解
決
や
探
究
活
動
に
主
体
的
へ
創
造
的
に
取
-
組
む
態
度
を
育
て
'
自
己
の

生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
　
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
。
こ

の
ね
ら
い
を
踏
ま
え
、
「
例
え
ば
国
際
理
解
'
情
報
、
環
境
、
福
祉
'
健
康
な



ど
の
横
断
的
、
総
合
的
な
課
題
、
生
徒
の
興
味
・
関
心
に
基
づ
-
課
題
、
地
域

や
学
校
の
特
色
に
応
じ
た
課
題
な
ど
に
つ
い
て
、
学
校
の
実
態
に
応
じ
た
学
習

活
動
を
行
う
」
も
の
で
あ
る
。
ま
た
へ
　
こ
の
学
習
活
動
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
ち

「
自
然
体
験
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の
社
会
体
験
、
観
察
・
実
験
'
見
学

や
調
査
'
発
表
や
討
論
、
も
の
づ
-
り
や
生
産
活
動
な
ど
体
験
的
な
学
習
、
問

題
解
決
的
な
学
習
を
柘
植
的
に
取
-
入
れ
」
、
「
グ
ル
ー
プ
学
習
や
興
年
齢
集
団

に
よ
る
学
習
な
ど
の
多
様
な
学
習
形
態
、
地
域
の
人
々
の
協
力
も
待
つ
つ
全
教

師
が
一
体
と
な
っ
て
指
導
に
当
た
る
な
ど
の
指
導
体
制
、
地
域
の
教
材
や
学
習

環
境
の
積
極
的
な
活
用
な
ど
に
つ
い
て
工
夫
す
る
」
　
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
総
合
的
な
学
習
」
は
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
1
方
で
、
こ
れ

に
対
し
て
多
-
の
疑
義
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

「
総
合
的
な
学
習
」
だ
け
が
「
主
体
的
」
で
「
創
造
的
」
で
あ
る
の
で
は
な
い
0

「
総
合
的
な
学
習
」
　
の
課
題
だ
け
が
「
生
徒
の
興
味
・
関
心
」
　
に
基
づ
-
も
の

で
あ
る
の
で
は
な
い
。
「
総
合
的
な
学
習
」
だ
け
が
様
々
な
学
習
形
態
を
と
る

わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
'
国
語
科
に
お
い
て
、
い
か
に
主
体
的
で
創
造
的

な
学
習
を
創
造
し
て
き
た
か
。
い
か
に
生
徒
の
興
味
・
関
心
に
こ
た
え
、
そ
れ

を
引
き
出
し
て
き
た
か
。
学
習
形
態
を
い
か
に
工
夫
し
て
き
た
か
。
そ
の
す
ぐ

れ
た
数
多
-
の
実
践
報
告
が
そ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
少
な

い
時
間
の
　
「
総
合
的
な
学
習
」
　
の
実
践
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
教
科
(
教
師
)
　
が

結
粧
し
、
そ
の
た
め
に
な
ん
と
膨
大
な
教
育
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
注
が
れ
る
こ
と

よ
。
「
総
合
的
な
学
習
」
　
の
時
間
の
た
め
に
各
教
科
の
時
間
枠
が
な
ぜ
奪
わ
れ

る
の
か
。
教
育
改
革
と
い
う
の
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
不
合
理
に
満
ち
て
い
る

の
か
。
そ
の
中
で
も
　
こ
の
　
「
総
合
的
な
学
習
」
は
、
わ
れ
わ
れ
に
何
を
学
び
敬

れ
と
い
う
の
か
。
現
場
に
は
こ
の
よ
う
な
不
浦
が
充
満
し
て
い
る
。
こ
れ
が
多

-
の
現
場
の
声
な
の
か
ど
う
か
、
そ
の
判
定
に
は
あ
ま
り
自
信
は
な
い
が
'
少

な
-
と
も
私
の
中
で
は
ど
う
に
も
納
得
が
い
か
な
い
の
だ
。

し
か
し
'
今
一
度
立
ち
止
ま
-
'
一
個
の
学
習
者
の
位
置
に
立
っ
て
考
え
て

み
る
。
生
徒
は
'
各
教
科
の
学
習
だ
け
で
は
な
-
、
学
校
内
外
の
様
々
な
活
動

の
な
か
で
学
習
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
結
合
さ
れ
て
大
き
な
力
に
な
っ
て

い
-
の
で
あ
っ
て
'
そ
れ
な
ら
ば
'
そ
う
い
う
総
合
的
な
領
域
を
積
極
的
に
設

定
し
、
そ
の
た
め
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
つ
-
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
総
合

的
な
学
習
」
な
の
で
あ
る
。
国
語
科
と
し
て
も
こ
れ
に
積
極
的
に
関
わ
り
'
リ
ー

ド
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
も
言
え
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、

「
総
合
的
な
学
習
」
　
の
実
践
か
ら
'
国
語
科
に
持
ち
帰
る
課
題
も
少
な
か
ら
ず

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
た
し
か
に
そ
う
だ
と
も
言
え
る
。

と
も
あ
れ
実
際
に
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
で
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
問

題
に
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
総
合
的
な
学
習
」
　
の
悩
み
だ
け
で
は

な
い
.
教
育
改
革
の
荒
波
の
中
で
も
多
く
の
難
問
に
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

三
　
「
総
合
的
な
学
習
」
と
国
語
科
の
授
業

「
総
合
的
な
学
習
」
　
の
悩
ま
し
い
問
題
に
対
し
'
木
本
一
成
氏
(
広
島
大
学

附
属
三
原
中
学
校
)
　
の
提
案
は
、
ひ
と
つ
の
有
効
な
答
え
を
示
し
て
-
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
「
総
合
的
な
学
習
」
を
率
先
し
て
創
造
し
'
実
践
す
る
こ
と
を

通
し
て
'
中
学
校
国
語
科
の
授
業
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
の
か
'
ど
の

よ
う
に
変
え
て
い
-
必
要
が
あ
る
の
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
研
究
協
議

の
柱
で
言
え
ば
　
(
-
)
と
　
(
3
)
、
「
総
合
的
な
学
習
」
と
「
国
語
科
の
授
業
」
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と
の
関
係
に
つ
い
て
示
唆
に
と
む
提
案
で
あ
っ
た
。

広
島
大
学
附
属
三
原
中
学
校
で
は
、
「
総
合
的
な
学
習
」
の
研
究
主
地
を
「
人

と
人
と
の
か
か
わ
-
を
深
め
る
　
『
総
合
的
な
学
習
」
　
の
創
造
」
と
設
定
し
、
二

〇
〇
〇
年
度
か
ら
二
年
計
画
で
先
行
実
践
が
な
さ
れ
た
。
木
本
氏
は
、
そ
の
中

か
ら
'
「
総
合
的
な
学
習
」
を
支
え
る
た
め
に
国
語
科
が
育
て
る
学
力
と
し
て
、

①
論
理
的
に
読
む
力
へ
⑦
論
群
的
に
表
現
す
る
力
も
③
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

能
力
、
④
形
象
的
な
認
識
力
'
⑤
も
の
の
見
方
・
考
え
方
'
⑥
評
価
能
力
t
を

あ
げ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
も
t
と
-
わ
け
④
「
形
象
的
な
認
識
力
」
は
国
語

科
と
し
て
大
切
に
し
て
い
-
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

木
本
氏
は
さ
ら
に
、
「
総
合
的
な
学
習
」
　
に
影
響
さ
れ
て
国
語
科
の
授
業
で

始
め
た
試
み
に
つ
い
て
も
紹
介
し
て
い
る
。
①
「
ア
ン
ケ
ー
ト
を
用
い
た
報
告

文
」
、
②
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
、
③
「
対
話
形
式
ふ
う
の
提
案
」
'
④
「
単
元
的

な
学
習
」
'
⑤
「
映
像
資
料
を
用
い
て
形
象
的
認
識
に
働
き
か
け
る
学
習
」
な
ど
'

「
総
合
的
な
学
習
」
　
の
、
特
に
そ
の
学
習
形
態
が
国
語
科
の
授
業
に
杭
梅
的
に

草
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
基
礎
基
本
」
と
い
う
問
題
に
関
わ
っ
て
、
木
本
氏
の
提
案
の
な
か
に
次
の

よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。
「
国
語
科
の
韮
班
基
本
が
総
合
的
な
学
習
に
煎
接
的
に

役
立
つ
と
い
う
側
面
ば
か
り
強
調
す
る
と
'
国
語
科
は
総
合
的
な
学
習
の
た
め

の
道
具
教
科
に
な
っ
て
し
ま
う
。
国
語
科
の
授
業
で
は
言
語
事
項
さ
え
す
れ
ば

い
い
よ
う
な
見
方
に
な
っ
て
-
る
。
」

こ
れ
は
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
「
総
合
的
な
学
習
」
の
実
践
か
ら
国
語
科
の
授

業
を
捉
え
直
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
'
「
総
合
的
な
学
習
」
　
の
た
め
に
国
語
科
の

目
標
を
見
失
っ
た
-
'
基
礎
基
本
の
皮
相
的
な
と
ら
え
方
に
陥
っ
て
は
な
ら
な

い
。
そ
う
い
う
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は

「
総
合
的
な
学
習
」
と
の
間
に
〓
延
の
距
経
を
と
っ
て
お
-
必
要
が
あ
る
〇

四
　
国
語
科
の
「
基
礎
基
本
」
と
「
評
価
規
準
」

瀬
尾
学
氏
(
愛
知
県
立
五
条
高
等
学
校
)
　
の
提
案
は
、
新
学
習
指
導
要
領
の

国
語
科
の
目
標
に
お
い
て
登
場
し
た
「
伝
え
合
う
力
を
高
め
る
」
　
に
着
目
し
、

高
等
学
校
国
語
科
の
授
業
の
中
で
ど
の
よ
う
に
試
行
・
実
践
し
た
の
か
と
い
う

報
告
で
あ
っ
た
。
論
理
的
な
文
章
と
し
て
山
崎
正
和
の
　
「
水
の
東
西
」
、
文
学

的
な
文
章
と
し
て
芥
川
竜
之
介
の
　
「
羅
生
門
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

五
条
高
等
学
校
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
度
か
ら
の
二
年
間
、
愛
知
県
教
育
委
王

会
の
研
究
委
閥
を
う
け
て
「
進
路
研
究
を
通
じ
て
自
ら
の
あ
-
方
生
き
方
を
考

え
る
総
合
的
な
学
習
」
　
の
実
践
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
学
習
の
中
で
'
前

科
の
収
集
・
分
析
'
交
渉
へ
　
話
し
合
い
に
よ
る
考
察
の
深
化
'
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
に
お
い
て
'
国
語
科
に
求
め
ら
れ
た
の
が
「
伝
え
合
う
力
」
で
あ
っ

た
と
い
う
.
「
総
合
的
な
学
習
」
と
の
こ
の
よ
う
な
関
係
の
な
か
で
'
「
伝
え
合

う
力
を
l
=
=
め
る
」
た
め
の
国
語
科
の
授
業
実
践
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
「
総
合
的
な
学
習
」
は
'
「
学
習
指
専
要
領
」
　
に
「
学
校
の

実
態
に
応
じ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
幅
広
い
学
習
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
へ
新
し
い
学
習
指
導
要
領
実
施
に
向
け
て
日
本
全
国
、
「
評

価
規
準
」
策
定
の
指
導
が
始
ま
っ
て
い
る
。
「
評
価
を
変
え
れ
ば
授
業
が
変
わ

る
」
と
い
う
の
だ
O
国
語
科
の
基
碇
基
本
を
捉
え
直
す
に
あ
た
り
、
年
間
の

「
評
価
規
準
」
　
の
作
成
は
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
あ
る
o
教
育
内
容
の
説
明
頁

任
と
も
絡
ん
で
、
あ
る
程
度
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
ま
ご
ま
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と
し
た
「
評
価
規
準
」
表
の
作
成
に
忙
殺
さ
れ
な
が
ら
出
来
上
が
っ
て
い
-
揺

業
と
は
、
ど
の
よ
う
な
授
業
な
の
だ
ろ
う
か
。
協
議
の
中
で
も
、
「
評
価
規
準
」

の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
そ
の
規
準
レ
ベ
ル
を
大
き
-
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
い
う

意
見
が
あ
っ
た
。

「
伝
え
合
う
力
」
に
つ
い
て
の
「
評
価
規
準
」
に
関
し
、
瀬
尾
氏
は
試
案
も

示
し
、
さ
ら
に
は
「
話
す
・
聞
-
能
力
」
「
書
-
能
力
」
「
読
む
能
力
」
　
の
な
か

で
、
こ
の
力
に
つ
い
て
の
〓
疋
の
言
及
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
も
指
摘
し
て
い

る
。
「
総
合
的
な
学
習
」
と
の
関
係
の
中
で
注
目
さ
れ
る
「
伝
え
合
う
力
」
に

つ
い
て
へ
　
国
語
科
の
基
礎
基
本
の
中
で
、
も
う
一
度
捉
え
直
す
必
要
が
あ
り
そ

う
で
あ
る
。

五
　
こ
と
ば
の
確
か
な
力
を
も
と
め
て

楢
原
理
恵
子
氏
(
宮
崎
市
立
木
花
中
学
校
)
　
の
提
案
は
、
新
学
習
指
導
要
領

が
ス
タ
ー
ト
し
'
こ
れ
に
同
時
並
行
の
形
で
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
行
わ
れ
へ
教

育
改
革
真
っ
只
中
の
多
-
の
課
題
を
抱
え
る
中
学
校
の
現
場
か
ら
の
'
示
唆
に

と
む
提
案
で
あ
っ
た
。

激
し
い
変
化
が
中
学
校
現
場
を
襲
っ
て
い
る
.
木
花
中
学
校
の
場
合
、
「
英

語
・
数
学
の
全
ク
ラ
ス
少
人
数
制
授
業
」
「
一
般
教
科
(
国
語
・
体
育
)
時
数

の
削
減
」
「
選
択
教
科
の
倍
増
」
「
相
対
評
価
か
ら
絶
対
評
価
へ
の
移
行
」
「
総

合
的
な
学
習
の
時
間
(
木
花
タ
イ
ム
)
　
の
更
新
」
と
も
　
そ
れ
に
伴
う
評
価
規
準

の
作
成
な
ど
、
激
動
の
日
々
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
な
か
で
報
告
さ
れ
た
「
総

合
的
な
学
習
に
生
き
る
国
語
科
の
指
導
」
「
基
礎
基
本
の
定
着
を
は
か
る
国
語
科

の
指
草
」
「
国
語
科
に
お
け
る
評
価
規
準
」
に
つ
い
て
の
提
言
の
一
つ
ひ
と
つ
が
'

す
で
に
示
し
た
と
こ
ろ
の
こ
の
協
議
会
の
柱
の
す
べ
て
に
わ
た
-
'
真
撃
に
向

き
あ
う
も
の
で
あ
っ
た
。

「
総
合
的
な
学
習
」
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
へ
そ
の
中
核
教
科
と
し
て
国
語

科
の
役
割
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
'
「
総
合
的
な
学
習
に
生
き
る
国
語
科
の
基

礎
基
本
的
事
項
の
精
選
は
、
国
語
科
学
習
全
体
に
お
け
る
基
礎
基
本
的
事
項
の

見
極
め
と
連
動
し
て
い
る
。
同
じ
視
野
の
中
で
そ
れ
ら
の
作
業
を
適
切
に
進
め
、

目
的
に
沿
っ
た
、
実
効
あ
る
授
業
の
構
築
を
め
ざ
し
た
い
」
と
い
う
報
告
で
あ
っ

た
。
生
徒
個
々
に
お
い
て
'
各
教
科
領
域
の
学
習
の
壁
を
超
え
て
学
習
が
有
機

的
・
総
合
的
に
組
み
上
げ
ら
れ
て
い
-
も
の
で
あ
る
か
ぎ
-
、
基
礎
基
本
的
事

項
の
精
選
は
、
「
同
じ
視
野
の
中
で
」
図
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
と
お
り

で
あ
る
。

さ
ら
に
楢
原
氏
は
、
国
語
科
の
時
間
が
減
少
し
て
い
く
中
で
指
導
内
容
を
精

選
し
、
客
観
性
を
求
め
る
こ
と
の
必
要
を
確
認
し
っ
つ
'
そ
の
一
方
で
'
指
導

者
自
ら
が
実
感
的
、
現
実
的
に
模
索
し
、
か
つ
協
同
的
に
授
業
を
作
-
出
す
こ

と
の
重
要
性
を
語
っ
て
い
る
。
「
評
価
規
準
」
表
の
作
成
が
推
し
進
め
ら
れ
、

指
導
要
領
が
徹
底
さ
れ
て
い
-
な
か
に
あ
っ
て
、
日
々
の
確
か
な
実
践
の
地
平

か
ら
基
礎
基
本
を
見
極
め
'
そ
の
定
着
を
は
か
る
。
指
導
者
自
ら
が
実
感
的
'

現
実
的
、
協
同
的
に
「
評
価
規
準
」
を
探
り
出
す
.
そ
の
よ
う
な
国
語
科
の
指

導
の
あ
-
方
に
つ
い
て
、
深
い
洞
察
が
あ
る
。

※

学
習
指
導
要
領
が
「
自
ら
学
ぶ
」
「
主
体
的
」
と
い
う
こ
と
ば
を
連
呼
L
t

新
参
者
の
「
総
合
的
な
学
習
」
が
そ
の
旗
振
り
を
す
る
。
主
体
的
な
学
習
の
必
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要
性
は
学
力
低
下
の
問
題
と
表
裏
l
体
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
'
そ
の

l
方
で
は
「
基
礎
・
基
本
の
徹
底
」
も
声
高
に
叫
ば
れ
る
。
知
識
偏
束
の
間
斑

点
が
指
摘
さ
れ
て
'
総
合
的
に
探
-
考
え
る
力
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
な
が
ら
'

皮
肉
に
も
そ
れ
は
学
力
低
下
を
招
-
と
い
う
現
実
。
こ
の
二
律
北
‖
反
を
抱
え
な

が
ら
、
今
や
科
学
技
術
の
時
代
。
I
T
の
申
し
子
で
あ
る
教
科
「
惰
祁
」
が
'

先
端
的
で
高
度
な
知
識
と
技
術
を
要
求
す
る
。
時
代
の
要
請
に
は
応
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
「
エ
リ
ー
ト
」
た
ち
の
要
求
に
も
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

こ
で
「
教
育
の
自
由
化
」
　
の
名
の
下
に
差
異
化
を
推
し
進
め
'
さ
ら
に
は
差
別

化
を
推
し
進
め
'
多
く
の
大
衆
を
沈
黙
の
海
に
沈
め
て
い
-
。
こ
の
国
の
教
育

は
ど
う
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

心
配
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
エ
リ
ー
ト
官
僚
た
ち
に
こ
の
よ
う
な
問
題
が
見

え
て
い
な
い
わ
け
は
な
い
。
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
な
の
だ
。
こ
の
矛
盾
を
あ
え
て
あ

ぶ
り
出
し
て
'
こ
れ
に
目
を
向
け
さ
せ
て
、
改
革
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
い
う
の

が
彼
ら
の
目
論
見
な
の
だ
。

※

「
国
語
科
」
の
め
ざ
す
「
こ
と
ば
の
力
」
に
つ
い
て
へ
楢
原
氏
は
次
の
よ
う

な
感
想
を
提
出
し
て
い
る
。
「
実
際
の
と
こ
ろ
へ
少
な
い
授
業
時
数
の
中
で
は
、

基
礎
・
基
本
の
徹
底
が
や
や
も
す
る
と
、
知
識
の
習
得
や
ド
リ
ル
学
習
の
み
に

終
始
し
て
し
ま
う
恐
れ
も
あ
る
。
そ
こ
で
は
国
語
の
力
'
こ
と
ば
の
力
は
枯
渇

し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
危
慎
し
て
い
る
。
」

少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
は
'
楢
原
氏
の
言
う
と
お
り
、
こ
の
こ
と
を
見
誤
っ

て
は
な
ら
な
い
.
「
1
股
に
教
科
の
授
業
で
は
基
礎
・
基
本
を
徹
底
し
'
総
合

的
な
学
習
な
ど
で
は
主
体
性
や
本
格
的
な
学
力
の
育
成
を
ゆ
だ
ね
る
と
い
っ
た

安
易
な
分
断
的
な
あ
り
方
に
陥
ら
ぬ
よ
う
、
分
断
で
は
な
-
連
仲
川
を
'
知
識
偏

茄
で
は
な
く
碓
か
な
学
力
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
心
し
た
い
。
」
と
楢
斑
氏
は

言
う
。
「
豊
か
な
国
語
の
力
と
は
何
か
、
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
れ
を
帥
I
は
か
に
イ

マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
し
、
そ
れ
を
培
う
日
々
の
個
々
の
具
体
的
な
行
為
を
積
み
重

ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
自
戒
す
る
。
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

六

　

お

　

わ

　

り

　

に

「
こ
と
ば
の
力
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
そ
れ
は
自
ら
が
探
-
考
え
、

よ
り
よ
く
生
き
る
力
そ
の
も
の
で
あ
る
.
そ
れ
は
、
生
徒
が
探
-
考
え
'
真
剣

に
生
き
る
と
こ
ろ
に
育
ま
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
国
語
科
に
お
い
て
は
'
そ

の
「
こ
と
ば
の
力
」
を
求
め
て
様
々
な
こ
と
ば
の
学
習
を
組
織
し
て
い
-
の
で

あ
る
が
、
日
々
に
生
き
る
生
徒
を
見
据
え
る
教
師
の
眼
差
し
が
そ
こ
に
必
要
で

あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

現
実
は
厳
し
く
'
悩
ま
し
い
こ
と
ば
か
-
な
の
だ
が
'
教
育
改
革
の
煽
り
を

う
け
て
'
そ
の
危
機
的
な
状
況
に
目
を
覚
ま
し
'
確
か
な
「
こ
と
ば
の
力
」
を

求
め
、
今
こ
そ
わ
れ
わ
れ
は
国
語
科
の
授
業
を
再
生
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

s
s
s

(
広
島
大
学
附
属
福
山
高
等
学
校
)
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