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「
選
択
・
責
任
・
連
帯
の
教

育
改
革
」
岩
波
ブ
ク
レ
ッ
卜

陶

4
7
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堤
清
二
・
橋
爪
大
三
郎

社
会
経
済
生
産
性
本
部
の

「
教
育
改
革
に
関
す
る
中
間
報

告
書
」
の
内
容
の
ほ
と
ん
ど
と
、

堤
清
二
・
橋
爪
大
三
郎
両
氏
の

対
談
を
集
録
し
た
も
の
。
報
告

書
起
草
の
精
神
的
背
景
を
知
る

た
め
に
最
適
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト

と
し
て
、
「
選
択
・
責
任
・
連

帯
の
教
育
改
革
」
の
原
文
を
手

に
入
れ
た
い
方
に
お
す
す
め
し

た
い
。

対
談
の
中
で
橋
爪
氏
は
、

「
現
在
の
学
校
は
監
獄
に
そ
っ

、、

¥ 
てλ市

く
り
で
す
」
と
指
摘
、
校
長
も

教
員
も
生
徒
も
、
い
つ
も
自
分

か
ら
は
見
え
な
い
誰
か
に
見
ら

れ
て
い
る
の
で
は
と
お
び
え
て

い
る
。
そ
れ
は
入
学
試
験
だ
っ

た
り
、
文
部
省
の
通
達
や
指
導

要
領
だ
っ
た
り
。
改
革
案
は

「
自
分
が
も
う
一
度
学
校
に
行

く
の
で
あ
れ
ば
、
こ
ん
な
学
校

だ
っ
た
ら
行
き
た
い
」
と
思
え

る
も
の
を
つ
く
っ
た
と
語
る
。

両
氏
の
提
言
す
る
改
革
の
基

本
姿
勢
と
目
的
は
「
学
校
の
機

能
回
復
、
教
育
機
能
の
回
復
」

で
あ
る
が
、
そ
れ
が
実
現
し
た

ら
ど
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
だ
ろ

う
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

一
冊
で
あ
る
。
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画
家
と
モ
デ
ル
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ

東
京
・
大
岡
山
の
大
学
に
で

画
家

モ
デ
ル

画
家

モ
『
ア
ル

生
真
面
目
な
性
格
で
す
ね
。

そ
れ
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
な
。

学
者
は
個
性
が
あ
る
と
ま
ず
い
ん
で
す
か
。

そ
れ
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
な
。
で
も
、
学
者
は
真
実
に
奉
仕
し
て
い
る

わ
け
だ
か
ら
個
性
な
ん
て
邪
魔
だ
よ
ね
。

で
も
一
方
で
は
、
強
烈
な
個
性
だ
け
が
真
実
の
畿
に
触
れ
ら
れ
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。
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「
説
明
す
る
」
こ
と
と
「
理
解
す
る
」
こ
と

「
サ
イ
エ
ン
ス
」
は
自
然
科
学
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
人
文
科
学
も
社
会
科
学
も
「
サ
イ
エ
ン
ス
」
で
あ
る
こ
と
に
は

変
わ
り
な
い
ん
で
す
。
「
サ
イ
エ
ン
ス
」
と
い
う
の
は
、
も
の
ご
と
を
説
明
す
る
た
め
の
方
法
で
す
。
も
の
ご
と
が
単
純
で

具
体
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
説
明
は
し
や
す
い
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
と
は
か
な
り
異
質
の
存
在
と
し
て
、
人
間

と
い
う
も
の
が
あ
る
。

人
間
と
い
う
の
は
「
説
明
す
る
」
と
い
う
よ
り
も
「
理
解
す
る
」
対
象
で
す
。
理
解
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言

、
っ
と
、
私
も
人
間
だ
し
、
相
手
も
人
間
で
あ
る
、
だ
か
ら
結
局
こ
う
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
と
お
互
い
納
得
す

る
活
動
な
ん
で
す
。
「
説
明
す
る
」
と
い
う
時
は
、
相
手
は
自
分
と
は
違
う
存
在
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。
だ
か
ら
、
相
手

は
モ
ノ
で
あ
っ
て
も
い
い
わ
け
で
す
。
「
理
解
す
る
」
と
い
う
の
は
、
結
局
自
分
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
相
手

が
自
分
と
同
じ
存
在

(
H
人
間
)
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
な
の
で
す
。

‘

社
会
科
学
と
い
う
の
は
、
理
解
の
要
素
を
織
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
。
人
聞
が
動
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

分
子
や
原
子
が
動
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
お
互
い
に
理
解
し
つ
つ
、
自
分
と
他
者
と
の
関
係
を
調
整
し
て
い
く
こ
と
な

の
で
す
。
科
学
で
あ
ろ
う
と
す
る
か
ら
説
明
す
る
、
す
な
わ
ち
「
サ
イ
エ
ン
ス
」
な
の
で
す
が
、
そ
こ
に
理
解
と
い
う
要

素
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
理
解
と
い
う
も
の
を
保
証
す
る
枠
組
み
と
し
て
、
言
語
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
語
を
説
明

の
枠
組
み
の
中
に
織
り
込
ん
で
い
る
こ
と
が
、
社
会
科
学
に
と
っ
て
も
っ
と
も
根
本
的
な
こ
と
だ
と
、
私
は
思
、
つ
ん
で
す
。
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世
界
を
探
索
行
動
す
る
社
会
学

/ 

私
の
専
門
の
社
会
学
と
は
、
簡
単
に
言
、
っ
と
、
テ
キ
サ
ス
ヒ

ッ
ト
狙
い
の
隙
間
産
業
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
政
治
学

や
経
済
学
が
ち
ゃ
ん
と
し
て
い
る
時
に
は
、
割
に
出
番
が
な
い
ん
で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
今
は
、
経
済
制
度
も
法
律
や
行
政

制
度
も
う
ま
く
い
か
な
い
。
そ
こ
で
、
機
構
改
革
や
構
造
改
革
を
し
よ
う
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

政
治
学
や
法
律
学
、
経
済
学
と
い
う
学
問
は
、
制
度
を
所
与
の
も
の
と
考
え
て
、
制
度
の
中
で
一
番
良
い
解
決
策
は
何

か
、
と
い
う
こ
と
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
、
そ
う
い
う
発
想
が
強
す
ぎ
る
ん
で
す
。
そ
こ
で
、
制
度
を
変
え
よ
う
と
い
う

話
に
な
る
と
、
途
端
に
発
言
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
政
治
学
や
経
済
学
は
そ
の
点
が
弱
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
い
ろ

い
ろ
な
制
度
を
も
っ
と
無
手
勝
流
に
扱
う
社
会
学
に
お
鉢
が
ま
わ
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
で
す

か
ら
、
社
会
学
が
元
気
が
い
い
と
い
う
状
況
は
、
相
対
的
な
も
の
で
社
会
学
の
実
力
に
依
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

社
会
学
は
い
わ
ば
「
個
人
芸
」
で
、
確
立
さ
れ
た
枠
組
み
と
い
う
の
は
な
い
ん
で
す
ね
。
「
皆
さ
ん
、
こ
の
枠
組
み
に
従

っ
て
考
え
ま
し
ょ
う
」
と
ど
れ
か
ひ
と
つ
に
限
定
し
て
も
、
生
産
性
が
上
が
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
社
会
学
者
は
「
探
索
行

動
型
」
に
な
る
。
た
と
え
ば
ア
リ
は
、
エ
サ
が
あ
る
と
、
一
直
線
に
そ
こ
ま
で
進
ん
で
い
っ
て
、
た
か
つ
て
、
す
ぐ
に
持

っ
て
帰
り
ま
す
よ
ね
。
エ
サ
が
な
い
時
に
は
ど
う
す
る
か
と
言
、
っ
と
、
み
ん
な
同
じ
方
向
に
行
か
ず
、
バ
ラ
バ
ラ
に
歩
き

ま
わ
る
。
そ
こ
で
、
た
ま
た
ま
だ
れ
か
が
エ
サ
を
見
つ
け
る
と
、
み
ん
な
に
信
号
を
送
る
。
こ
こ
ま
で
は
「
探
索
行
動
型
」

で
す
が
、
そ
の
後
は
「
一
斉
行
動
型
」
に
な
る
。
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社
会
学
は
学
問
の
歴
史
が
浅
い
し
、
制
度
化
の
度
合
い
も
緩
い
か
ら
、
「
探
索
行
動
型
」
、
す
な
わ
ち
「
個
人
芸
」
に
な

る
。
そ
こ
で
、
個
人
芸
で
見
つ
け
て
き
た
お
も
し
ろ
い
話
な
り
テ
1
マ
な
り
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
。
「
制
度
型
」
の
学

問
で
は
、
個
人
の
才
能
や
芸
は
目
立
ち
ま
せ
ん
。
政
治
学
や
経
済
学
に
も
、
才
能
の
あ
る
人
は
た
く
さ
ん
い
る
の
だ
と
思

い
ま
す
が
、
制
度
と
同
調
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
ま
た
、
そ
の
最
先
端
に
立
た
な
い
か
ぎ
り
は
目
立
た
な
い
。
最
先
端
に

立
つ
こ
と
は
大
変
な
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
の
経
済
学
の
最
先
端
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
も
ら
え

る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
。
そ
こ
ま
で
行
け
る
よ
止
な
か
な
か
い
な
い
。

ち
ょ
っ
と
脇
道
に
逸
れ
ま
す
が
、
デ
リ
パ
テ
ィ
プ
(
金
融
派
生
商
品
)
の
研
究
で
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
経
済
学
者

が
、
自
分
で
も
デ
リ
パ
テ
ィ
ブ
を
実
践
し
て
ひ
と
財
産
を
築
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

デ
リ
パ
テ
ィ
ブ
を
含
め
た
投
機
と
い
う
の
は
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
象
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
ゲ

ー
ム
で
す
。
競
馬
も
そ
う
で
す
ね
。
オ
ツ
ズ
は
掛
け
金
に
よ
っ
て
大
き
く
違
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
理
論
を
研
究
し
て

い
た
ら
、
い
つ
か
は
そ
れ
に
飽
き
た
ら
ず
に
必
ず
や
り
た
く
な
る
で
し
ょ
う
ね
。
こ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
浅
田
彰
さ

ん
が
昔
や
っ
て
い
た
「
一
般
均
衡
理
論
」
は
、
み
ん
な
が
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
冷
静
に
観
察
し
て
い

る
人
が
い
て
も
い
い
し
、
事
実
、
冷
静
な
観
察
者
を
必
要
と
す
る
学
問
な
ん
で
す
。
言
い
換
え
る
と
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
参

入
し
ょ
う
が
退
出
し
よ
う
が
影
響
が
な
い
と
い
う
学
問
な
ん
で
す
。
で
も
デ
リ
パ
テ
ィ
プ
は
そ
う
で
は
な
い
。
み
ん
な
が

冷
静
に
観
察
し
て
い
る
結
果
、
社
会
が
こ
れ
だ
け
ま
ず
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
の
時
代
に
、
「
俺
が
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
な
る
」

と
言
う
人
は
貴
重
で
す
よ
。
そ
れ
を
邪
魔
し
て
ほ
し
く
は
な
い
で
す
ね
。
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「
言
語
社
会
学
」
の
構
想
へ

19 

社
会
学
は
テ
キ
サ
ス
ヒ
ッ
ト
狙
い
と
言
い
ま
し
た
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
の
守
備
範
囲
の
中
聞
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

「
制
服
少
女
」
を
守
備
範
囲
に
し
て
い
る
学
者
が
い
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
に
ま
か
せ
て
お
い
て
、
ほ
か
の
学
者
は
だ
れ
も
守
っ

て
い
な
い
フ
ィ
ー
ル
ド
で
待
ち
か
ま
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
け
ど
私
は
テ
キ
サ
ス
ヒ

ッ
ト
で
は
な
く
、
球
場
全
体
を
守

備
範
聞
に
入
れ
た
い
。

そ
れ
が
、
私
自
身
が
構
想
し
、
か
ね
て
か
ら
主
張
し
て
い
る
「
言
語
派
社
会
学
」
で
す
。
人
間
関
係
を
構
成
す
る
非
常

に
基
本
的
な
要
素
と
し
て
、
人
間
同
士
の
関
係
を
記
述
し
な
け
れ
ば
学
問
と
し
て
成
立
し
な
い
は
ず
で
す
が
、
こ
れ
ま
で

の
社
会
学
は
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
を
記
述
で
き
て
い
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
人
間
と
い
う
も
の
を
よ
く
理
解
で
き
て

い
な
い
し
、
人
間
と
人
間
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
関
係
を
つ
く
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
押
さ
え
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

な
ぜ
押
さ
え
て
い
な
い
か
と
い
う
と
、
言
語
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
か
ら
な
ん
で
す
。

マ
ル
ク
ス
主
義
を
勉
強
し
て
い
て
非
常
に
不
満
に
思
っ
た
こ
と
は
、
す
べ
て
を
「
上
部
構
造
」
と
「
下
部
構
造
」
に
わ

け
て
い
る
の
で
す
が
、
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
研
究
所
の
哲
学
の
教
科
書
を
見
て
も
、
言
語
は
「
上
部
構
造
」
に
あ

た
る
の
か
「
下
部
構
造
」
に
あ
た
る
の
か
が
ア
イ
マ
イ
で
し
た
。

日
本
で
は
、
吉
本
隆
明
さ
ん
と
三
浦
つ
と
む
さ
ん
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
り
な
が
ら
言
語
に
つ
い
て
詳
し
い
研
究

を
し
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
の
著
作
を
学
生
の
こ
ろ
か
ら
読
ん
で
き
ま
し
た
が
、
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
仕
事
は
お
よ

ヘ

4
4
4革
法
官
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r量、

そ
あ
て
に
な
ら
な
い
け
れ
ど
、
彼
ら
の
仕
事
は
信
頼
に
足
る
。
英
米
系
の
言
語
哲
学
や
社
会
学
な
ど
も
あ
ま
り
あ
て
に
は

な
ら
な
い
、
じ
ゃ
あ
、
自
分
で
や
る
し
か
な
い
と
。

「
言
語
派
社
会
学
」
は
-
八

1
一
九
歳
の
こ
ろ
か
ら
考
え
て
い
た
こ
と
で
す
が
、
「
言
語
派
社
会
学
」
の
構
想
に
ヒ
ン
ト
を

与
え
た
思
想
の
一
つ
に
「
構
造
主
義
」
が
あ
り
ま
す
。

構
造
主
義
と
の
出
会
い

私
は
以
前
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
、
一
七
歳
の
こ
ろ
か
ら
二
一
、
二
二
歳
の
こ
ろ
ま
で
は
、
か
な
り
強
く
マ
ル
ク
ス
主

義
の
影
響
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
そ
の
う
ち
マ
ル
ク
ス
主
義
は
お
か
し
い
ぞ
、
正
し
い
は
ず
の
全
共
闘
運
動
が
負

け
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
、
マ
ル
ク
ス
が
間
違
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

当
時
は
、
レ
ヴ
イ
H

ス
ト
ロ
ー
ス
と
い
う
学
者
が
気
に
な
り
始
め
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
は
で
き
な
い
し
、

翻
訳
も
な
い
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
レ
ヴ
イ
H

ス
ト
ロ
ー
ス
の

『構
造
人
類
学
」
(
み
す
ず
書
房
)
と
い
、?
本
の

英
語
版
に
出
会
っ
た
の
で
す
。
早
速
買
っ
て
き
て
、
読
ん
で
み
た
と
こ
ろ
お
も
し
ろ
く
で
。
ど
こ
が
お
も
し
ろ
い
か
と
い

う
と
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
全
然
違
う
発
想
か
ら
書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

当
時
は
マ
ル
ク
ス
主
義
で
な
い
発
想
と
い
う
の
は
市
民
派
だ
っ
た
り
、
戦
後
民
主
主
義
だ
っ
た
り
し
た
。
そ
う
い
う
思

想
は
、
だ
い
た
い
マ
ル
ク
ス
主
義
に
か
ら
め
取
ら
れ
た
り
、
揚
げ
足
を
取
っ
た
り
し
て
い
る
程
度
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
と

こ
ろ
が
構
造
主
義
と
い
う
の
は
マ
ル
ク
ス
主
義
を
通
り
抜
け
た
あ
と
の
エ

ッ
セ
ン
ス
み
た
い
な
も
の
だ
か
ら
、
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主
義
の
枠
組
み
で
理
解
し
よ
う
と
思
っ
て
も
無
理
な
ん
で
す
。
そ
こ
に
開
放
感
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
の
め
り
込
ん
で
い
き

ま
し
た
。
レ
ヴ
イ
H

ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
経
済
制
度
や
政
治
制
度
が
全
然
存
在
し
て
い
な
い
状
態
の
社
会
に
つ
い
て
、
ま
ず

考
え
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
私
に
と
っ
て
も
、
未
聞
社
会
や
サ
ル
の
社
会
は
学
問
的
原
点
を
与
え
る
よ
う
に
み
え
ま
し
た
。

構
造
主
義
を
超
え
て

構
造
主
義
は
人
間
の
精
神
活
動
に
注
目
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
と
ら
わ
れ
ず
に
研
究
を
す
す
め
る
と
い
う
点
で
は
大

変
に
結
構
な
ん
で
す
。
構
造
主
義
は
、
た
と
え
て
言
え
ば
、
結
晶
|
|
水
晶
と
か
氷
砂
糖
と
か
ー
ー
を
扱
う
の
に
は
優
れ

て
い
る
。
人
聞
の
精
神
が
純
粋
な
形
で
、
親
族
に
な
っ
た
り
、
神
話
に
な
っ
た
り
と
い
う
よ
う
に
、
理
想
的
に
あ
る
秩
序

を
つ
く
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
が
百
年
で
も
千
年
で
も
続
い
て
い
く
と
い
う
場
合
に
は
、
構
造
主
義
の
説
明
は
有
効
な
ん

で
す
。し

か
し
、
現
代
社
会
は
経
済
と
政
治
が
絡
ま
っ
た
り
、
文
化
が
技
術
と
絡
み
合
っ
て
変
容
し
た
り
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に

変
化
す
る
。
そ
う
い
う
「
応
用
問
題
」
を
解
く
の
に
は
、
構
造
主
義
は
役
に
立
た
な
い
。
と
な
る
と
、
既
存
の
政
治
学
と

か
経
済
学
な
ど
の
学
問
の
枠
組
み
を
利
用
し
た
ほ
う
が
、
は
る
か
に
生
産
性
が
高
い
。
構
造
主
義
の
方
法
で
は
、
株
式
市

場
の
動
き
を
分
析
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
無
理
で
す
。
冷
戦
が
終
結
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
、
構
造
主
義
の
方

法
論
に
頼
っ
て
い
て
は
、
そ
の
認
識
が
い
く
ら
レ
ベ
ル
の
高
い
も
の
だ
と
し
て
も
、
大
し
た
こ
と
が
言
え
な
い
ん
で
す
よ
。

そ
う
す
る
と
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
な
既
存
の
学
問
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
け
ど
、
そ
れ
ら
の
学
問
の
根
底
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に
あ
る
人
間
観
に
、
私
は
不
信
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
つ
く
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
つ
く
り
替

え
る
に
は
、
誤
差
を
修
正
し
な
い
と
い
け
な
い
。
た
と
え
ば
、
あ
る
鉄
砲
に
は
、
右
へ
曲
が
る
「
く
せ
」
が
あ
る
。
で
も
、

そ
の
鉄
砲
を
使
わ
な
い
で
自
分
で
は
じ
め
か
ら
鉄
砲
を
つ
く
る
の
は
時
間
の
ロ
ス
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
右
へ
曲
が
る
の
を

想
定
し
て
あ
ら
か
じ
め
左
寄
り
に
構
え
る
。
つ
ま
り
、
道
具
の
誤
差
と
い
う
の
を
理
解
し
て
使
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

す
べ
て
の
学
問
に
は
そ
う
い
う
「
く
せ
」
が
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
正
し
く
な
い
わ
け
で
す
。
だ
け
ど
、
使
い
道
は

あ
る
。
そ
の
点
を
自
覚
し
て
学
聞
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

96 

常
識
と
の
距
離
感
を
磨
け

世
の
中
の
「
常
識
」
と
、
「
自
分
の
考
え
」
と
が
両
方
あ
る
場
合
は
、
自
分
の
考
え
に
従
っ
た
ほ
、
つ
が
い
い
と
思
う
。
常

識
は
変
わ
る
。
常
識
は
し
ば
し
ば
誤
る
。
常
識
は
し
ば
し
ば
自
分
に
不
利
益
を
与
え
た
り
、
役
に
立
た
な
か
っ
た
り
す
る
。

大
事
な
こ
と
は
、
常
識
に
対
し
て
異
和
感
が
あ
れ
ば
、
自
分
の
考
え
を
優
先
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
。
自
分
で
責
任
が
取

れ

る

ん

だ

か

ら

。

-

た
と
、
え
ば
、

い
い
大
学
に
入
る
と
あ
と
の
人
生
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
く
と
か
、
そ
う
で
な
い
大
学
に
入
る
と
そ
の
反
対
な

ど
と
い
う
こ
と
が
「
常
識
と
し
て
」
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
大
し
た
根
拠
が
な
い
。
し
か
し
、
常
識
に
や
み
く
も
に
反
対

す
れ
ば
い
い
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
、
そ
こ
は
取
り
違
え
な
い
よ
う
に
。

常
識
に
反
対
す
る
と
い
う
の
は
実
に
単
純
な
発
想
で
楽
な
ん
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
逆
に
、
常
識
に
お
ん
ぶ
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
み
ん
な
が
ネ
ク
タ
イ
を
し
て
い
る
か
ら
自
分
は
ネ
ク
タ
イ
を
締
め
な
い
と
か
、
周
囲
が
刈

り
上
げ
に
し
て
い
る
か
ら
自
分
は
髪
を
後
ろ
で
結
ぶ
と
か
、
若
い
人
は
必
ず
や
る
|
|
私
も
そ
う
で
し
た
|
|
け
れ
ど
も
、

そ
う
い
う
行
為
は
、
常
識
と
の
距
離
が
取
れ
て
い
な
い
証
拠
で
す
。
「
常
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
実
は
難
し

い
。
自
分
の
考
え
が
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
か
ら
。
そ
の
た
め
に
も
自
分
の
言
葉
で
自
分
の
考
え
を
表
現
す
る
術
を
体
得

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

新
し
い
規
範
を
確
立
し
よ
う

私
は
現
在
の
世
の
中
の
ア
ノ
ミ

l
(無
秩
序
)
な
状
況
に
対
し
て
、
「
新
た
な
規
範
の
確
立
」
の
必
要
性
を
説
い
て
い
ま

す
が
、
た
と
え
ば
宮
台
真
司
さ
ん
な
ん
か
は
「
規
範
や
倫
理
は
ク
ソ
ク
ラ
エ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
ね
。
宮
台
さ
ん

の
言
い
方
は
、
一
種
の
逆
説
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
な
ん
で
す
。
現
状
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
的
言
説
で
す
か
ら
、
政
治
的
で

あ
る
し
、
駆
け
引
き
が
あ
り
ま
す
。
宮
台
さ
ん
が
本
当
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
は
、
い
ち
ど
じ
っ
く
り
聞
い
て
み
な
い

し背負ティを

と
わ
か
ら
な
い
。

に会の・

駆
け
引
き
を
す
る
と
、
駆
け
引
き
し
て
い
る
相
手
に
も
引
き
ず
ら
れ
る
。
私
は
な
る
べ
く
そ
う
い
う
駆
け
引
き
を
し
な

い
地
点
に
い
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
時
代
や
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
に
動
か
さ
れ
な
い
、
不
変
の
人
間
関
係

の
基
礎
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
が
、
私
は
そ
れ
は
言
語
だ
と
思
、
つ
ん
で
す
。
人
間
に
と
っ
て
一

番
幸
せ
な
こ
と
は
、
自
分
に
と
っ
て
望
ま
し
い
人
間
関
係
や
社
会
を
つ
く
り
上
げ
る
能
力
、
す
な
わ
ち
、
言
語
を
十
分
に

大三P、7
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使
い
こ
な
す
能
力
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
能
力
を
高
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、

じ
ゃ
な
い
の
か
な
。

一
番
重
要

「
規
範
」
と
い
う
の
は
、
自
分
と
言
語
と
の
折
り
合
い
が
良
い
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
「
規
範
」
と
は
こ
う
い
う

こ
と
を
す
べ
き
だ
と
か
、
自
分
の
こ
と
を
う
ま
く
説
明
で
き
る
と
か
、
自
分
の
希
望
、
自
分
の
信
じ
る
正
し
さ
、
そ
う
い

う
こ
と
を
き
ち
ん
と
言
葉
で
的
確
に
伝
え
て
い
く
能
力
が
あ
る
状
態
で
あ
る
、
と
も
言
え
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
と

「
合
理
主
義
者
だ
」
な
ど
と
批
判
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
言
語
の
効
能
を
認
め
な
い
勤
き
と
ど
う
格
闘
し
て
い
く
か
が
規

範
の
課
題
と
な
る
。

言
語
以
外
の
現
象
と
い
う
の
は
必
ず
あ
っ
て
、
そ
こ
は
混
沌
と
し
て
い
て
割
り
切
れ
な
い
し
、
グ
シ
ヤ
グ
シ
ヤ
な
状
態

な
ん
で
す
。

そ
の
状
態
に
言
語
と
い
う
道
具
で
も
っ
て
、
何
と
か
秩
序
を
与
え
よ
う
と
す
る
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中

で
、
人
聞
は
考
え
て
い
く
し
、
生
き
て
い
く
し
、
社
会
も
つ
く
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
、
言
語
の
あ
る
べ
き
位
置
と
い
う
も

の
を
、
常
に
再
発
見
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
時
代
時
代
の
や
り
方
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。

社
会
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
丸
ご
と
背
負
え

言
語
と
い
う
も
の
は
、
現
在
な
ら
教
育
と
か
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
の
機
能
に
よ
っ
て
、
複
製
さ
れ
流
布
さ
れ
て
、
い
つ

も
外
か
ら
自
分
の
と
こ
ろ
に
届
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
自
分
の
内
側
か
ら
わ
き
出
て
く
る
言
葉
が
な
い
と
い
う
状
況
が

「
無
規
範
」
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
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「
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
言
葉
は
ま
っ
ぴ
ら
だ
」
と
い
う
言
い
方
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
だ
け
を
言
っ
て
い
た

の
で
は
何
も
始
ま
り
ま
せ
ん
。
か
と
い
っ
て
、
た
だ
座
っ
て
い
れ
ば
「
内
か
ら
言
葉
が
湧
き
上
が
っ
て
く
る
」
か
と
い
う

と
、
そ
ん
な
に
簡
単
に
は
い
か
な
い
。
少
な
く
と
も
目
指
す
べ
き
方
向
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
言

葉
を
た
だ
拒
否
し
て
い
れ
ば
い
い
、
と
い
う
段
階
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
た
び
た
び
登
場
し
て
い
た
だ
い
て
恐
縮
で
す
が
、
宮
台
さ
ん
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
茶
髪
で
ル

1
ズ
ソ
ッ

ク
ス
の
女
子
高
生
が
社
会
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
支
え
て
い
る
」
と
い
う
面
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
を
よ
く
理
解
し
て
い

る
の
は
結
構
だ
け
れ
ど
も
、
も
う
一
方
で
は
、
蔑
ま
れ
て
い
る
た
だ
の
オ
ジ
サ
ン
・
オ
パ
サ
ン
連
中
も
ま
た
、
社
会
の
リ

ア
リ
テ
ィ
を
背
負
っ
て
い
る
。
彼
(
女
)
ら
の
こ
と
も
よ
く
理
解
し
て
、
そ
の
両
方
を
背
負
わ
な
け
れ
ば
ま
ず
い
の
で
は

な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
片
方
が
ダ
メ
で
、
片
方
が
時
代
に
適
合
し
て
い
る
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
の
が
、
私
の
直
感
で
す
。
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大
学
投
資
で
ジ
リ
貧
か
ら
の
脱
出
を

私
が
研
究
の
ベ

l
ス
と
し
て
い
る
大
学
も
岐
路
に
差
し
か
か
っ
て
い
ま
す
。
蓮
貰
重
彦
さ
ん
が
東
大
総
長
に
な
ら
れ
た

時
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使
つ
て
な
ら
な
い
よ
う
に
努
力
し
た
け
れ
ど
も
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
書
い
て
い
ま
し
た
ね
。
大

学
を
改
革
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
学
長
に
な
っ
て
も
大
し
た
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
だ
っ
た
ら
そ
ん
な
遠
ま
わ
り
な
方
法

は
取
り
ま
せ
ん
。
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大
学
の
教
員
は
た
い
が
い
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
ら
学
部
長
は
ど
う
言
う
だ
ろ
う
か
↓
学
長
は
ど
う
言
う
だ
ろ
う

か
↓
文
部
省
の
担
当
官
や
係
長
・
課
長
は
ど
う
言
う
だ
ろ
う
か
↓
大
蔵
省
の
担
当
官
は
ど
う
言
う
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
ふ

う
に
上
を
見
て
い
る
ん
で
す
。
み
ん
な
ヒ
ラ
メ
で
す
か
ら
ね
。
で
す
か
ら
、
何
か
を
改
革
し
よ
う
と
す
る
と
、
必
ず
横
槍

が
入
っ
て
し
ま
い
、
だ
い
た
い
失
敗
す
る
。

そ
れ
よ
り
も
、
お
お
も
と
が
変
わ
れ
ば
い
っ
ぺ
ん
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
お
お
も
と
と
は
、
国
会
の
こ
と
で
す
。
今
は

景
気
が
悪
い
で
す
ね
。
景
気
が
悪
け
れ
ば
、

景
気
の
い
い
こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
景
気
を
良
く
し
よ
う
と
思

っ
た
ら
、
大
学
に
予
算
を
ど
ん
ど
ん
つ
け
る
べ
き
で
す
。
年
間
二
兆
円
く
ら
い
。
そ
れ
か
ら
、
全
国
の
大
学
を
ハ
イ
テ
ク

化
す
る
。
昔
な
が
ら
の
公
共
事
業
で
ト
ン
ネ
ル
や
橋
を
つ
く
っ
た
り
す
る
よ
り
も
、
大
学
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
ど
っ
さ
り

買
え
ば
、
大
学
は
ハ
イ
テ
ク
波
及
効
果
が
高
い
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
次
の
時
代
の
投
資
効
率
と
し
て
は
効
果
的
な
ん
で
す
。

そ
、
つ
い
、
つ
ム

1
ド
づ
く
り
が
大
切
で
す
。

ア
メ
リ
カ
が
そ
う
い
う
や
り
方
で
大
成
功
し
て
い
る
以
上
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
シ
ス
テ
ム
を
見
習
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
日
本
の
は
「
ジ
リ
貧
シ
ス
テ
ム
」
で
す
。
私
の
主
張
し
て
い
る
大
学
改
革
論
は
、
ア
メ
リ
カ
型
を
も
っ
と
見
習
お

う
、
と
い
う
も
の
で
す
。
教
育
・
研
究
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
ど
ん
ど
ん
や
り
、
必
要
の
な
い
こ
と
は
や
ら
な
く
て
い

い
、
と
い
う
の
が
骨
子
で
す
。
詳
し
く
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
学
生
の
定
員
が
あ
る
こ
と
、
落
第
さ
せ
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら

な
い
こ
と
な
ど
が
、
大
学
改
革
の
足
棚
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す

窪
1
)。

だ
け
ど
、
ア
メ
リ
カ
と
同
じ
モ
デ
ル
を
ざ
つ
く
り
輸
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
英
語
を
使
っ
た
講
義
を
半
分
ぐ

丸ご 』えls/、リ7'.橋爪2， 

ら
い
に
増
や
す
と
し
て
も
、
日
本
語
も
使
、
っ
と
か
、

て
い
ま
す
。

ロ
ー
カ
ル
な
点
も
残
し
な
が
ら
、
大
学
を
変
え
て
い
き
た
い
と
考
え

注
l

財
団
法
人
・社
会
'
必
済
生
産
性
本
部
は
‘
一
九
九
七
年
秋
以
来
、

社
会
政
策
特
別
委
員
会
(堤

清
二
委
員
長
)
の
も
と
で
抜
本
的
な
教
育
改
革
に
つ
い
て
審
携
を
重
ね
、
一
九
九
八
年
七
月

「選
択
・責
任・
逮
帯
の
教
育
改
革
(中
間
報
告
と
を
発
表
し
た
。
橋
爪
は
、
同
専
門
委
員
会
委

員
長
と
し
て
.
中
間
報
告
案
の
と
り
ま
と
め
に
燐
わ
っ
た。


