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教
育
に
お
げ
る
権
力
の
問
題

　
　
　
1
「
埼
玉
教
育
塾
」
の
教
育
論
を
手
が
か
り
に
－

1

長
谷
川
　
　
　
裕

　
昨
今
、
単
校
の
日
常
的
な
制
度
的
秩
序
そ
の
も
の
が
子
ど
も
．
青
年
の

内
面
に
ま
で
支
配
の
根
を
お
ろ
し
、
彼
ら
は
こ
の
制
度
的
秩
序
に
〈
強
迫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

的
〉
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
し
ぱ
し
ぱ
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も

一
般
に
彼
ら
は
、
意
識
や
行
動
の
表
層
で
は
学
校
の
教
師
の
権
威
を
拒
絶

し
て
お
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
自
身
に
も
意
識
し
難
い
と
こ
ろ
で
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

は
り
こ
れ
ら
の
権
威
に
拘
東
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
今
日
教

師
－
生
徒
関
係
は
、
教
師
の
意
図
に
関
わ
ら
ず
、
生
徒
の
右
の
．
，
一
と
き
囚

わ
れ
を
生
む
不
可
視
の
権
カ
関
係
と
し
て
も
現
出
し
て
い
る
と
み
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
か
か
る
状
況
認
識
が
承
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、
な
お
か
つ
そ
の
状
況
に

対
時
す
る
ス
タ
ン
ス
と
し
て
は
、
権
カ
性
を
離
脱
し
た
教
師
－
生
徒
関
係

の
直
接
的
な
模
索
と
い
う
の
が
一
般
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
う

し
た
ス
タ
ン
ス
は
、
や
や
も
す
れ
ぱ
教
師
　
生
徒
関
係
の
不
可
視
の
権
カ

性
を
い
っ
そ
う
見
え
難
く
す
る
虞
れ
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
教

師
－
生
徒
の
権
カ
関
係
か
ら
の
直
線
的
な
離
脱
は
不
可
能
と
ぶ
掘
え
た
う

え
で
、
そ
れ
を
反
転
さ
せ
る
方
途
が
模
索
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
本
ノ
ー
ト
で
は
こ
の
課
題
と
理
論
的
に
取
り
組
む
端
緒
と
し
て
、
一
貫

し
て
教
師
－
生
徒
関
係
の
権
力
関
係
的
側
面
に
注
意
を
向
け
て
き
た
現
場

教
師
の
集
団
で
あ
る
「
埼
玉
教
育
塾
」
の
教
育
論
を
検
討
し
て
み
た
い
。

埼
玉
教
育
塾
の
教
育
論
は
教
師
－
生
徒
の
間
の
「
関
係
の
絶
対
性
」
が
抜

き
難
く
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
て
教
育
実
践
を
組
み
立
て

る
と
い
う
婆
勢
に
貫
か
れ
て
い
る
。
か
か
る
姿
勢
を
も
つ
教
育
論
で
あ
る

故
、
そ
れ
の
検
討
は
右
に
述
ぺ
た
「
反
転
」
の
方
途
の
模
索
の
一
歩
た
り

う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
埼
玉
教
育
塾
と
は
、
一
九
七
〇
年
六
月
の
反
安
保
行
動
で
逮
捕
．
処
分

さ
れ
た
、
定
時
制
高
校
の
あ
る
実
習
助
手
の
救
援
活
動
の
中
か
ら
生
↓
、
｛
れ

た
集
団
で
あ
り
、
七
〇
年
二
一
月
以
来
通
信
『
異
議
あ
り
！
』
の
発
行
を

続
け
て
い
る
。
本
ノ
ー
ト
が
検
討
の
対
象
と
し
た
文
献
は
以
下
の
八
つ
で

あ
一
箏

ω
異
議
あ
り
！
　
編
集
部
編
『
下
級
教
師
宣
言
』
（
一
九
七
三
年
、
現
代

書
館
）

ω
異
議
あ
り
！
　
編
集
部
編
『
非
国
民
教
育
論
』
（
一
九
八
O
年
、
三
一

書
房
）

㈲
埼
玉
教
育
塾
編
『
学
校
を
し
っ
か
り
つ
か
む
』
（
一
九
八
三
年
、
現
代

書
館
）

㈹
埼
玉
教
育
塾
編
『
文
化
と
し
て
の
学
校
』
（
一
九
八
七
年
、
現
代
書
館
）
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㈲
諏
訪
哲
二
「
生
徒
は
一
体
『
ど
こ
』
に
居
る
の
か
」
『
高
校
生
活
指
導
』

％
（
一
九
八
八
年
、
明
治
図
書
）

㈹
「
実
践
は
詩
を
拒
絶
し
、
詩
と
並
び
立
つ
⑯
～
⑳
」
『
異
議
あ
り
1
』

三
一
五
～
三
二
〇
（
一
九
八
八
年
）

㈲
諏
訪
哲
二
「
理
論
に
と
っ
て
実
践
と
は
何
か
」
『
高
校
生
活
指
導
』
9
9

（
一
九
八
九
年
、
明
治
図
書
）

ω
諏
訪
哲
二
「
親
と
子
が
殺
し
あ
う
愛
と
自
由
と
飽
食
の
時
代
」
、
同
「
ジ

ャ
バ
ン
・
マ
イ
ン
ド
の
終
焉
」
、
同
「
高
度
大
衆
社
会
の
エ
ロ
ス
と
文
化

〔
小
浜
逸
郎
と
の
対
談
〕
」
『
別
冊
宝
島
9
5
　
ザ
・
中
単
教
師
』
（
一
九
八
九

年
、
J
I
C
c
出
版
局
）

　
筆
者
が
目
に
し
た
埼
玉
教
育
塾
関
係
の
文
献
は
量
的
に
極
め
て
限
定
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
埼
玉
教
育
塾
の
メ
ン
バ
ー
間
の
見
解
の
相
違
に
も
顧
慮

で
き
て
お
ら
す
、
あ
た
か
も
一
個
体
で
あ
る
か
の
よ
う
に
彼
ら
を
取
り
扱

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
筆
者
は
埼
玉
教
育
塾
メ
ン
バ
ー
の
生
の
教
育
実
践
に

も
詳
細
な
実
践
記
録
に
も
接
し
た
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
上
記
文
献
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

ら
読
み
取
れ
る
限
り
で
の
彼
ら
の
教
育
論
の
み
が
検
討
材
料
で
あ
る
。
埼

玉
教
育
塾
の
見
解
を
正
確
に
掘
む
上
で
、
こ
う
し
た
事
情
が
一
定
の
制
約

と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
七
を
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
き
た
い
。

n

川
一
　
一
九
七
0
1
三
年
期
の
論
稿
を
集
め
た
文
献
㈲
は
ま
ず
、
学
校
は

「
国
家
空
間
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
基
盤
に
置
ぐ
。
し
か
も
学
校
が
「
国

家
空
間
」
で
あ
る
の
は
、
学
校
に
対
す
る
絶
え
ざ
る
強
権
的
な
「
教
育
政

策
」
の
介
入
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
学
校
が
「
資
本
制
社
会
の
構
造
に
お

い
て
L
「
相
応
の
位
置
を
得
」
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
教
育
政

策
と
は
「
そ
う
し
た
学
校
に
整
序
作
用
を
加
え
る
ほ
ど
の
も
の
だ
と
言
っ

て
言
い
す
ぎ
で
は
な
い
」
と
い
う
（
㈲
一
九
四
頁
）
。
学
校
が
く
資
本
制

社
会
の
構
造
に
お
い
て
占
め
る
位
置
V
と
は
「
労
働
カ
の
選
別
機
械
」
と

し
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
こ
の
「
構
造
的
」
位
掻
は
、
教
育
政
策
に
対
し
自

律
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
種
々
の
教
育
「
方
式
」
（
例
え
ば
五
段
階
相
対

評
価
、
絶
対
評
価
等
の
評
価
方
式
）
の
変
更
に
よ
っ
て
変
わ
る
も
の
で
は

な
い
（
㈲
一
三
八
頁
）
。

　
学
校
教
師
は
か
か
る
〈
資
本
制
社
会
の
構
造
に
お
い
て
占
め
る
位
置
〉

に
よ
っ
て
「
国
家
空
間
」
た
る
学
校
の
中
に
組
織
さ
れ
、
教
育
政
策
に
よ

る
介
入
・
統
制
を
ま
た
ず
と
も
自
ら
国
家
権
カ
の
一
翼
を
担
う
エ
ー
ジ
ェ

ン
ト
と
し
て
現
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
そ
の
よ
う
な
教
師
は
何
を
な

す
べ
き
な
の
か
。
そ
こ
に
は
、
教
師
で
あ
る
こ
と
の
拒
否
、
さ
ら
に
は
教

育
、
学
校
そ
の
も
の
の
拒
否
と
い
う
適
が
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
後
の
埼
玉
教
育
塾
の
メ
ン
バ
ー
達
は
、
無
媒
介
的
に
は
こ
う
し
た

適
を
取
ら
な
い
。
む
し
ろ
彼
ら
は
、
「
自
己
を
〈
教
師
〉
に
な
り
岩
ら
せ

て
い
く
こ
と
、
〈
教
師
〉
に
な
り
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
〈
教
師
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

を
破
砕
し
、
越
え
て
い
く
」
（
㈲
一
三
四
頁
）
と
い
う
迂
回
路
を
辿
ろ
う

と
す
る
。
こ
う
し
た
迂
回
路
を
辿
る
と
は
よ
り
具
体
的
に
は
何
を
す
る
こ

と
な
の
か
1
そ
れ
は
こ
の
段
階
の
彼
ら
に
と
っ
て
未
だ
鮮
明
で
は
な
い
。

さ
し
あ
た
り
、
こ
の
迂
回
路
を
採
る
と
い
う
決
意
、
す
な
わ
ち
「
教
育
現

場
に
と
に
も
か
く
に
も
し
が
み
つ
く
の
だ
と
い
う
決
意
」
（
㈲
三
四
八
頁
）

こ
そ
が
、
こ
の
段
階
で
の
彼
ら
の
到
達
点
で
あ
る
と
押
さ
え
て
お
こ
う
。

ω
　
一
九
七
三
－
八
年
期
の
論
稿
の
集
成
で
あ
る
文
献
ω
に
よ
れ
ぱ
、
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「
資
本
制
国
家
の
労
働
者
再
生
産
構
造
の
中
に
固
く
ピ
ル
ト
・
イ
ン
さ
れ

て
い
る
教
師
と
生
徒
と
の
関
係
」
は
、
教
師
が
意
図
的
に
そ
れ
を
維
持
し

よ
う
と
し
な
く
と
も
自
然
に
貫
徹
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
ま
し
て
や

「
権
カ
的
で
な
い
個
と
個
の
二
ー
ト
ビ
ァ
的
関
係
」
を
装
う
こ
と
は
、
関

係
の
真
実
を
隠
蔽
す
る
「
相
乗
化
さ
れ
た
犯
罪
行
為
」
で
あ
る
、
と
い
う

か
く
し
て
「
現
に
在
り
、
そ
し
て
教
師
で
あ
る
己
れ
が
組
み
込
ま
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
権
カ
性
を
発
揮
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
教
帥
と
生
徒
と
の
関

係
の
絶
対
性
を
、
実
践
に
お
い
て
否
定
的
に
止
揚
し
て
い
く
に
は
、
関
係

そ
の
も
の
を
主
意
的
に
拒
否
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
関
係
そ
の
も
の

の
内
に
否
定
の
契
機
を
、
そ
し
て
ま
た
、
関
係
そ
の
も
の
に
徹
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
関
係
の
揚
棄
の
モ
メ
ン
ト
を
創
り
出
し
て
い
か
な
け
れ
ぱ
な
ら

な
い
」
と
の
教
師
の
実
践
的
構
え
の
提
喝
が
、
こ
の
文
献
の
主
調
と
な
っ

て
い
る
（
ω
一
〇
〇
1
一
頁
）
。
文
献
㈲
の
先
の
「
決
意
」
の
内
容
も
、

か
か
る
構
え
と
し
て
一
歩
具
体
化
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

　
で
は
こ
う
し
た
教
師
の
実
践
的
構
え
と
は
、
さ
ら
に
具
体
的
に
は
何
を

な
す
こ
と
な
の
か
。
一
そ
れ
は
、
教
師
が
生
徒
に
対
し
、
ま
さ
に
教
師
と
し

て
立
ち
は
だ
か
り
つ
つ
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
生
徒
集
団
に
お
け
る
人
間

と
人
間
と
の
関
係
を
、
教
師
か
ら
放
射
状
に
伸
び
る
系
が
個
々
の
生
徒
に

結
ぴ
つ
く
と
い
う
形
で
は
な
く
、
生
徒
と
生
徒
と
の
横
の
つ
な
が
り
を
有

機
化
さ
せ
る
こ
と
」
（
㈹
一
三
五
員
）
を
試
み
る
、
す
な
わ
ち
「
生
徒
集

団
づ
く
り
」
（
こ
の
言
葉
自
体
は
こ
の
文
献
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
）

な
の
で
あ
る
。
で
は
何
故
集
団
づ
く
り
で
あ
り
、
何
故
そ
れ
が
教
師
－
生

徒
関
係
の
絶
対
性
に
徹
す
る
こ
と
な
の
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
は
、
〈
学
校
は
市
民
社
会
の
函
数
的
存
在
で
あ
る
V
と
い
う
文
献
ω

の
も
う
ひ
と
つ
の
主
調
を
な
す
規
定
の
含
意
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら

■
斗
］
　
）
　
］
＾
宙
L
　
　
－
、
　
〕
　
　
■
、
　
、
　
o

女
缶
、
↓
小
ト
ナ
、
ζ
一
之
L

　
ま
ず
文
献
ω
の
次
の
一
筋
に
留
意
し
よ
う
。

　
「
社
会
的
レ
ベ
ル
で
の
、
理
念
的
な
も
の
の
全
き
喪
失
が
完
全
に
学
校

現
場
に
ま
で
濠
み
わ
た
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
〔
…
・
－
〕
学
校
に
、
か

つ
て
天
皇
制
支
配
下
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
地
域
社
会
を
文
化

的
に
主
導
す
る
文
化
侵
略
の
先
兵
と
し
て
の
栄
光
は
な
く
、
国
家
の
『
出

先
機
関
』
と
し
て
の
カ
と
役
割
を
も
そ
れ
は
失
っ
た
。
残
念
な
が
ら
、
現

下
の
学
校
は
『
透
明
な
国
家
空
間
』
で
す
ら
な
い
。
市
民
社
会
工
．
コ
と
そ

の
上
昇
幻
想
と
に
浸
蝕
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
飽
く
な
き
欲
望
の
集
散
地
と
成

り
果
て
た
。
教
育
の
高
適
な
る
理
念
は
活
字
の
世
界
に
の
み
僅
か
に
生
き

残
り
、
実
際
の
現
場
は
市
民
社
会
エ
ゴ
と
密
通
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
が
つ

が
つ
と
生
き
延
ぴ
て
い
る
。
差
別
の
固
定
化
を
基
盤
と
し
て
受
験
に
収
飲

さ
れ
て
い
る
学
校
の
機
能
は
、
理
念
的
な
側
面
を
脱
色
さ
せ
つ
つ
、
ま
す

ま
す
労
働
カ
商
品
養
成
へ
と
純
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
」
（
ω
二
二
四
頁
）

　
先
の
〈
挙
校
は
市
民
社
会
の
函
数
的
存
在
で
あ
る
〉
と
は
、
こ
の
よ
う

に
市
民
社
会
エ
ゴ
と
そ
の
上
昇
幻
想
と
に
浸
触
さ
れ
、
労
働
カ
商
品
養
成

機
関
へ
と
純
化
さ
れ
た
学
校
の
在
り
様
を
示
し
な
言
葉
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
「
現
下
の
挙
校
は
『
透
明
な
国
家
空
間
』
で
す
ら
な
い
」
と
い
う
見
方

は
、
文
献
㈲
の
基
調
の
否
定
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ぱ
文
献
㈲
で
は
、
学

校
が
「
国
家
空
間
」
た
る
こ
と
が
教
師
の
権
カ
性
を
担
保
す
る
と
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
り
、
学
校
が
「
国
家
空
間
」
で
す
ら
な
く
な
る
時
、
も
は
や

教
師
－
生
徒
関
係
の
絶
対
性
な
ど
間
題
と
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ

う
し
た
凝
問
に
明
示
的
に
答
え
る
叙
述
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
し
か
し
以
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下
の
よ
う
に
考
え
れ
ぱ
、
両
文
献
の
論
理
は
一
応
整
合
す
る
だ
ろ
う
。

1
・
1
文
献
ω
で
は
、
学
校
が
「
国
家
空
間
」
た
る
の
は
、
そ
れ
が
資
本
制

社
会
の
構
造
に
お
い
て
「
労
働
力
の
選
別
機
械
」
と
し
て
の
位
置
を
占
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
か
か
る
学
校
の
構
造
論
的

認
識
は
、
文
献
ω
に
お
い
て
も
何
ら
変
わ
り
は
な
い
。
学
校
の
こ
う
し
た

機
能
を
現
実
化
す
る
工
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
の
教
師
の
、
生
徒
に
対
す
る

権
カ
性
－
そ
れ
は
む
ろ
ん
学
校
が
「
国
家
空
間
」
た
る
こ
と
に
源
泉
を

も
つ
ー
は
、
客
観
的
に
は
貫
徹
し
続
け
て
は
い
る
が
、
往
々
に
し
て
隠

蔽
さ
れ
が
ち
で
あ
る
（
㈲
一
〇
五
頁
）
。
と
い
う
の
も
、
学
校
が
「
労
働

カ
の
選
別
機
械
」
と
し
て
「
国
家
空
閥
」
で
あ
る
と
は
、
こ
の
「
国
家
空

間
」
が
直
裁
に
市
民
社
会
の
論
理
の
総
括
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
故
絶
え
ず

市
民
社
会
の
論
理
の
浸
透
を
受
け
る
こ
と
を
意
味
し
、
こ
の
論
理
の
系
で

あ
る
人
と
人
と
の
疑
似
平
等
の
論
理
を
も
招
き
入
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
他
方
学
校
は
歴
史
的
に
は
、
「
労
働
カ
の
選
別
機
械
」
と
し
て

だ
け
で
な
く
、
一
定
の
文
化
的
・
倫
理
的
「
理
念
」
の
普
及
者
と
い
う
意

味
で
も
し
ぱ
し
ぱ
「
国
家
空
間
」
と
し
て
存
在
し
て
き
た
。
だ
が
現
代
日

本
に
お
い
て
は
、
学
校
は
こ
う
し
た
意
味
で
の
「
国
家
空
間
」
で
は
ほ
ぼ

あ
り
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
文
献
ω
か
ら
の
先
の
引
用
「
現
下
の
挙
校
は

『
透
明
な
国
家
空
間
』
で
す
ら
な
い
」
は
こ
う
し
た
事
情
を
示
す
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
学
校
が
か
か
る
意
味
で
の
「
国
家
空
間
」
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
教
師
の
権
カ
性
も
か
な
り
の
程
度
地
に
堕

ち
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
権
カ
性
も
完
全
に
消
滅
し
た
か
と
い
え
ぱ
必
ず

し
も
そ
う
で
は
な
い
。

　
か
く
し
て
教
師
の
権
カ
性
と
は
、
学
校
が
「
労
働
カ
の
選
別
機
械
」
と

し
て
「
国
家
空
間
」
で
あ
る
こ
と
と
、
一
定
の
文
化
的
・
倫
理
的
「
理

念
」
の
普
及
者
と
し
て
「
国
家
空
間
」
で
あ
る
こ
と
と
の
二
重
の
源
泉
を

持
ち
、
そ
れ
故
二
重
の
性
楕
を
帯
ぴ
て
い
る
。
む
ろ
ん
現
代
で
は
前
者
の

源
泉
か
ら
由
来
し
、
そ
れ
に
対
応
し
た
権
カ
性
の
方
が
優
勢
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
両
者
は
現
実
に
は
混
交
し
、
教
師
の
権
カ
性
は
一
元
的
に

現
出
す
る
。
教
師
－
生
徒
関
係
の
絶
対
性
に
徹
し
つ
つ
こ
れ
を
止
揚
す
る

と
い
う
文
猷
㈹
が
示
す
戦
略
は
、
教
師
が
こ
う
し
た
事
情
を
利
用
し
て
、

自
然
に
任
せ
れ
ぱ
確
実
に
凪
化
し
て
い
く
後
者
の
意
味
で
の
権
カ
性
を
意

識
的
に
突
き
出
し
て
、
そ
れ
に
依
拠
し
つ
つ
生
徒
が
学
校
を
通
じ
て
〈
純

市
民
と
し
て
淘
汰
さ
れ
て
い
く
〉
（
ω
二
二
五
買
）
の
を
く
い
止
め
よ
う

と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
方
策
と
思
想
こ
そ
が
、
旧
時
代

の
文
化
的
・
倫
理
的
「
理
念
」
の
唱
導
な
ら
ぬ
、
市
民
社
会
の
個
人
主
義

に
対
抗
す
る
集
団
づ
く
り
な
の
で
あ
る
。

㈹
　
一
九
八
○
－
二
年
の
論
稿
を
集
め
た
文
献
ω
に
お
い
て
も
、
教
師
－

生
徒
関
係
の
絶
対
性
に
徹
し
つ
つ
こ
れ
を
止
揚
す
る
と
い
う
文
献
ω
に
提

示
さ
れ
た
戦
略
、
及
ぴ
そ
の
た
め
の
具
体
的
方
策
と
し
て
の
集
団
づ
く
り

は
継
承
さ
れ
る
。

　
文
献
ω
に
お
い
て
新
た
に
提
出
さ
れ
た
論
点
は
、
〈
す
ぺ
て
の
者
が
能

カ
発
達
の
無
隈
の
可
能
性
を
も
つ
V
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ぱ
肯
定

的
に
受
け
と
め
ら
れ
て
き
た
思
想
が
、
実
は
学
校
に
お
け
る
学
力
に
よ
る

差
別
を
支
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
こ

れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
極
め
て
論
争
的
な
論
点
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
都

合
か
ら
本
ノ
ー
ト
で
は
検
討
は
行
え
な
い
。

ω
　
こ
れ
ま
で
の
文
猷
に
比
し
て
実
践
記
録
風
の
叙
述
に
多
く
の
部
分
を
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割
い
た
一
九
八
七
年
出
版
の
文
献
ω
は
、
教
師
－
生
徒
関
係
の
絶
対
性
に

微
し
つ
つ
こ
れ
を
止
揚
す
る
と
い
う
戦
略
を
採
る
主
た
る
領
域
を
、
非
日

常
的
な
「
行
事
」
に
据
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
こ
の
文
献
に
よ
れ
ぱ
、
「
授
業
の
算
術
的
積
み
重
ね
」
か
ら
成
る
学

校
の
日
常
に
お
い
て
は
、
教
師
の
主
導
権
が
貫
徹
す
る
。
「
規
偉
」
に
し

て
も
教
師
の
方
が
イ
ニ
シ
ァ
テ
ィ
ブ
を
取
る
以
外
は
な
い
。
し
か
し
「
行

事
」
に
お
い
て
は
、
「
生
徒
内
部
の
日
常
的
な
関
係
性
と
は
違
う
『
関
係

性
』
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
の
時
、
教
科
の
一
方
的
な
教
授
に
お
い
て
は

絶
対
的
優
位
性
が
揺
る
が
な
い
教
師
た
ち
も
、
日
常
と
は
違
う
様
相
を
呈

し
て
い
る
生
徒
の
集
団
を
『
動
か
す
』
こ
と
に
お
い
て
、
本
当
の
人
格

的
・
実
務
的
指
導
性
が
問
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
行
事

に
お
い
て
は
、
「
人
間
と
人
間
と
い
う
地
平
に
お
い
て
は
、
教
師
も
生
徒

も
『
対
等
』
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
常
に
示
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
」

（
ω
一
八
－
九
頁
）
、
「
教
師
と
生
徒
と
の
関
係
は
ア
プ
リ
ォ
リ
な
権
カ
関

係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
掛
け
値
な
し
の
指
導
関
係
に
一
時
的
に
転
化
す

る
レ
（
㈹
三
六
員
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
む
ろ
ん
こ
の
場
合
も
、
行
事
の
運
営
を
即
時
的
に
生
徒
の
「
自
主
性
」

に
委
ね
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
教
師
は
そ
の
権
カ
性
を
意

図
的
に
可
視
的
に
揮
い
つ
つ
、
そ
れ
を
否
定
的
媒
介
と
し
て
生
徒
た
ち
が

自
分
た
ち
の
集
団
を
形
成
し
、
教
師
の
権
カ
性
か
ら
の
「
自
立
」
す
る
の

を
促
そ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
お
け
る
集
団
づ
く
り
の
方
法
は
、
「
決
定
」

を
環
と
し
た
極
め
て
硬
質
な
も
の
で
あ
り
（
既
に
文
献
o
で
も
「
決
定
－

実
行
－
点
検
の
ス
タ
イ
ル
」
、
「
決
定
に
い
た
る
過
程
と
『
意
味
の
つ
ま
っ

左
言
葉
』
を
大
切
に
す
る
関
係
」
の
学
校
に
お
け
る
日
常
的
創
出
が
提
唱

さ
れ
て
い
る
。
ω
η
頁
）
、
近
年
全
国
生
活
指
導
研
究
協
議
会
（
全
生
研
）

や
全
国
高
校
生
活
指
導
研
究
協
議
会
（
高
生
研
）
が
追
求
し
つ
つ
あ
る

「
集
団
づ
く
り
の
新
し
い
展
開
」
の
路
線
と
は
か
な
り
異
質
な
も
の
で
あ

る
と
の
印
象
を
受
け
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
再
度
触
れ
て
み
た
い
。

㈲
　
．
こ
く
近
年
に
発
表
さ
れ
た
文
猷
㈲
～
㈹
に
つ
い
て
ま
と
め
て
論
及
す

る
。　

文
献
㈲
で
は
、
次
の
よ
う
な
教
師
－
生
徒
関
係
の
現
状
認
識
が
示
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
「
教
師
が
生
徒
に
と
っ
て
ア
プ
リ
才
リ
な
『
権
カ
』
で

あ
る
こ
と
は
、
『
関
係
の
絶
対
性
』
に
お
い
て
ど
う
に
も
否
定
し
よ
う
の

な
い
〔
客
観
的
〕
事
実
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昨
今
で
は
『
ア
プ

リ
オ
リ
な
『
教
師
の
権
カ
性
』
が
、
生
徒
た
ち
か
ら
〔
主
観
的
に
は
〕
認

め
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
生
徒
た
ち
に
お

け
る
「
資
本
主
義
近
代
に
お
け
る
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ュ
ア
ル
と
し
て
の
個

の
意
識
」
、
「
近
代
的
自
我
」
の
確
立
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
㈲
一

四
九
－
一
五
〇
頁
。
文
献
⑧
に
も
同
様
の
認
識
が
み
ら
れ
る
）
。
既
に
文

献
ω
で
も
、
教
師
、
生
徒
の
認
識
の
次
元
で
教
師
の
生
徒
に
対
す
る
権
カ

性
が
現
わ
れ
得
な
い
構
造
・
状
況
の
存
在
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
が
、
文

献
㈲
は
こ
う
し
た
構
造
・
状
況
の
い
っ
そ
う
の
昂
進
を
指
摘
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。

　
こ
の
〈
近
代
的
自
我
の
確
立
〉
と
い
う
言
い
方
は
必
ず
し
も
肯
定
的
二

，
一
ア
ン
ス
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
文
献
㈹
は
、
今
日
の
子
ど
も
・
青
年

に
は
「
エ
ゴ
の
肥
大
化
」
が
み
ら
れ
、
む
し
ろ
こ
の
こ
と
が
従
来
の
教
師

－
生
徒
関
係
を
掘
り
崩
し
て
い
る
、
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に

こ
の
「
エ
ゴ
の
肥
大
化
」
を
も
た
ら
し
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
「
外
的
規
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制
L
「
理
屈
抜
き
の
強
制
」
を
欠
い
た
家
庭
に
お
け
る
「
戦
後
の
大
衆
社
会

状
況
的
な
子
育
て
」
を
苛
立
た
し
げ
に
断
罪
し
、
そ
れ
が
「
自
分
で
『
生

き
て
い
け
な
い
』
軟
弱
な
子
供
た
ち
」
を
生
み
出
し
て
い
る
、
と
さ
え
述

ぺ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
状
況
把
握
に
行
き
着
く
時
、
挙
校
が
「
国

家
空
間
」
で
あ
る
こ
と
、
及
ぴ
そ
の
こ
と
に
担
保
さ
れ
た
教
師
の
権
カ
性

を
戦
略
的
に
活
用
す
る
こ
と
の
意
味
が
い
っ
そ
う
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
。

す
な
わ
ち
以
下
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

　
文
献
㈹
は
、
教
師
は
生
徒
た
ち
に
対
し
て
、
彼
ら
に
と
っ
て
み
れ
ぱ
外

的
な
「
文
化
の
型
」
を
共
同
社
会
の
代
表
し
て
押
し
つ
け
る
こ
と
を
任
務

と
し
て
お
り
、
そ
れ
故
本
質
的
に
権
力
性
や
管
理
的
性
祷
は
拭
い
さ
れ
な

い
、
と
い
う
（
㈹
⑱
、
⑳
）
。
教
師
が
共
同
社
会
の
代
表
と
し
て
現
出
す

る
の
は
、
む
ろ
ん
彼
が
「
国
家
空
間
」
た
る
学
校
の
工
ー
ジ
ェ
ン
ト
で
あ

る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
押
さ
え
た
上
で
、
文
猷
ω
の
次
の
よ
う
な

言
明
に
着
目
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
〔
－
…
〕
私
は
、
逆
に
学
校
の
国
家

性
、
つ
ま
り
国
家
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
と
い
う
側
面
の
方
を
重
視

し
て
考
え
る
ん
で
す
。
〔
・
…
－
〕
今
の
市
民
社
会
の
進
展
の
度
合
い
か
ら

言
え
ぱ
、
学
校
以
外
に
頼
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
、
学
校
は
国
家
空
間
で

い
い
ん
で
す
。
そ
こ
で
し
か
共
同
性
を
教
え
ら
れ
な
い
。
」
（
ω
二
三
八
－

九
頁
）
要
す
る
に
、
学
校
は
「
国
家
空
間
」
で
あ
る
故
、
た
と
え
国
家
に

媒
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
た
も
の
で
あ
。
る
に
せ

よ
、
曲
が
り
な
り
に
も
何
ら
か
の
「
共
同
性
の
原
理
」
を
保
持
し
て
い
る
。

そ
こ
で
そ
の
こ
と
に
依
拠
し
て
、
大
衆
社
会
的
市
民
祉
会
状
況
の
人
間
形

成
作
用
に
対
抗
で
き
る
営
為
を
学
校
に
お
い
て
作
り
出
そ
う
と
い
う
の
で

あ
る
。
そ
の
際
、
「
生
徒
は
市
民
社
会
レ
ベ
ル
に
お
け
る
『
人
間
』
と
し

て
一
人
前
に
な
る
た
め
に
学
校
へ
送
り
込
ま
れ
て
く
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、

「
彼
ら
の
中
に
差
し
当
っ
て
の
『
共
同
性
』
は
一
切
な
い
」
（
ω
二
一
二
員
）
。

従
っ
て
、
彼
ら
の
間
に
「
共
同
性
」
を
打
ち
立
て
る
べ
く
、
教
師
は
彼
ら

に
対
し
て
、
権
カ
性
を
揮
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
権

カ
性
を
否
定
的
媒
介
に
し
つ
つ
、
毅
師
は
生
徒
た
ち
の
自
立
的
な
集
団
形

成
を
促
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

皿

…
　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
埼
玉
教
育
塾
の
教
育
論
の
ほ
ぼ
一
貫
し
た

テ
ー
マ
は
、
教
育
の
領
域
に
お
け
る
大
衆
社
会
状
況
下
で
の
人
肝
形
成
の

在
り
方
と
の
批
判
的
対
時
、
す
な
わ
ち
、
人
間
た
ち
の
関
係
を
互
い
に
相

剋
し
合
う
個
別
化
さ
れ
た
個
の
集
列
へ
と
解
体
せ
し
め
る
傾
向
を
も
つ
大

衆
社
会
の
中
で
、
「
国
家
空
間
」
た
る
学
校
が
辛
ろ
う
じ
て
保
有
す
る
共

同
性
を
意
識
的
に
取
り
立
て
て
そ
れ
を
脹
ら
ま
せ
、
か
く
し
て
犬
衆
社
会

の
人
間
形
成
作
用
と
対
抗
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
む
ろ
ん
、
学
校

も
ま
た
「
市
民
社
会
の
函
数
的
存
在
」
で
あ
る
故
、
自
然
の
傾
向
に
委
ね

る
な
ら
ぱ
、
そ
れ
自
体
が
大
衆
社
会
の
再
生
産
に
適
合
的
な
人
間
形
成
力

を
発
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
知
ら
ず
知
ら
ず
に
作
用
し
て
い

く
教
師
の
生
徒
に
対
す
る
権
カ
性
を
む
し
ろ
意
図
的
に
押
し
出
し
つ
つ
、

そ
れ
を
生
徒
集
団
形
成
の
た
め
の
否
定
的
媒
介
と
し
て
機
能
さ
せ
る
と
い

う
戦
略
を
、
彼
ら
は
採
用
す
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
不
可
避
的
か
つ
不
可
視
に
貫
徹
す
る
教
師
－
生
徒

の
権
カ
関
係
の
反
転
と
い
う
実
践
構
想
で
あ
り
、
1
に
述
べ
た
よ
う
に
、

筆
者
は
こ
の
点
で
は
埼
玉
教
育
塾
の
教
育
論
を
肯
定
的
に
受
け
と
め
た
い
。
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だ
が
こ
の
反
転
を
遂
行
す
る
い
わ
ば
戦
術
と
し
て
、
彼
ら
一
流
の
「
決
定
」

を
環
と
し
た
硬
質
な
集
団
づ
く
り
を
採
用
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
一
定

の
熟
考
を
要
し
よ
う
。
本
節
は
、
こ
の
〈
戦
術
〉
に
対
す
る
評
価
を
下
す

こ
と
自
体
で
は
な
く
、
評
個
の
た
め
の
視
点
の
設
定
を
試
み
た
い
。
以
下

で
は
考
え
ら
れ
る
視
点
を
四
点
の
み
挙
げ
て
み
る
。

ω
　
こ
こ
で
は
、
埼
玉
教
育
塾
の
教
育
論
と
、
先
に
言
及
し
た
近
年
の
金

生
研
、
高
生
研
の
「
集
団
づ
く
り
の
新
し
い
展
開
」
路
線
と
の
比
較
を
し

つ
つ
議
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　
「
集
団
づ
く
り
の
新
し
い
展
開
」
の
提
唱
の
背
景
に
は
、
最
近
と
り
わ

け
顕
著
な
子
ど
も
た
ち
の
「
組
織
的
な
集
団
」
ぎ
ら
い
の
傾
向
に
よ
っ
て
、

従
来
の
定
型
的
な
「
班
・
核
・
討
議
づ
く
り
」
の
方
法
に
よ
る
集
団
づ
く

り
が
成
立
し
難
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
子
ど
も

た
ち
が
学
級
・
学
校
の
公
的
な
活
動
を
忌
避
し
、
気
質
や
関
心
の
似
か
よ

っ
た
者
同
士
の
私
的
な
グ
ル
ー
プ
内
で
。
の
対
他
関
係
に
自
足
し
よ
う
と
す
、

る
（
さ
ら
に
は
私
的
な
関
係
へ
の
あ
る
種
の
過
剰
な
こ
だ
わ
り
に
よ
っ
て
、

か
え
っ
て
こ
の
私
的
な
関
係
が
成
立
し
づ
ら
く
な
っ
て
さ
え
い
る
）
た
め
、

学
級
・
学
校
の
公
的
な
活
動
が
依
拠
す
る
基
盤
が
掘
り
崩
さ
れ
つ
つ
あ
る

と
い
う
状
況
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
公
的
な
活
動
の
組
織
化
以
前
に
子
ど
も

た
ち
の
間
の
私
的
で
親
密
な
交
わ
り
関
係
づ
く
り
に
意
識
的
に
と
り
く
み
、

ま
た
公
的
な
活
動
を
作
り
出
す
際
も
従
来
の
定
型
的
な
方
式
を
超
、
尺
て
こ

の
交
わ
り
関
係
の
質
に
十
分
依
拠
し
て
い
こ
う
と
す
る
1
こ
の
志
向
が

「
集
団
づ
く
り
の
新
し
い
展
開
」
路
線
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
教
師

の
生
徒
に
対
す
る
「
個
人
指
導
」
を
従
来
以
上
に
重
視
し
、
教
師
が
あ
る

生
徒
個
人
に
と
っ
て
彼
の
内
な
る
葛
藤
を
励
ま
す
「
共
存
的
他
者
」
た
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
o
〕

・
プ
と
す
る
志
向
も
含
ま
れ
て
い
る
。
き
ら
に
か
か
る
路
線
は
、
今
日
の
子

ど
も
の
「
ハ
ー
ド
な
集
団
」
へ
の
拒
絶
の
中
に
彼
ら
の
「
市
民
性
」
の
一

定
の
成
熟
を
み
、
こ
れ
を
彼
ら
の
私
的
な
関
係
・
グ
ル
ー
プ
に
重
き
を
置

く
傾
向
と
と
も
に
肯
定
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
、
加
え
て
こ
の
よ
う
な

彼
ら
の
現
状
に
か
み
あ
う
集
団
の
在
り
方
の
模
索
を
、
現
代
社
会
の
変
革

の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
新
た
な
築
団
像
の
襖
索
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け

る
傾
向
を
も
含
ん
で
い
る
（
こ
の
傾
向
の
み
で
一
枚
岩
を
な
し
て
い
る
わ

　
　
　
（
7
）

け
で
は
な
い
）
。

　
他
方
、
埼
玉
教
育
塾
は
あ
く
ま
で
「
決
定
－
実
行
－
点
検
」
と
い
う
硬

賀
の
集
団
づ
く
り
に
よ
っ
て
大
衆
社
会
の
人
間
形
成
作
用
に
対
抗
し
よ
う

と
す
る
の
で
あ
り
、
右
の
「
集
団
づ
く
り
の
新
し
い
展
開
」
路
線
の
よ
う

に
、
生
徒
相
互
間
・
教
師
－
生
徒
間
の
親
密
な
交
わ
り
関
係
を
教
育
実
践

の
意
図
性
の
対
象
や
目
標
に
据
え
よ
う
と
は
し
な
い
。
そ
の
理
由
の
ひ
と

つ
は
、
私
的
な
交
わ
り
関
係
は
大
衆
社
会
状
況
の
進
展
と
と
も
に
日
常
生

活
に
お
け
る
そ
の
重
要
度
を
増
す
傾
向
に
あ
る
に
し
て
も
、
大
衆
社
会
の

再
生
産
に
寄
与
す
る
そ
の
構
成
契
機
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
こ
の

社
会
を
乗
り
越
え
て
い
く
際
に
依
拠
で
き
る
も
の
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
（
㈹
⑯
参
照
）
。
か
か
る
認
識
も
「
集
団
づ
く
り

の
新
し
い
」
路
線
に
含
ま
れ
る
も
の
傾
向
と
は
異
な
る
認
識
で
あ
り
、
こ

の
点
を
ど
う
評
価
す
る
か
が
、
埼
玉
教
育
塾
が
採
る
〈
戦
術
〉
に
対
す
る

評
価
の
た
め
の
視
点
の
ひ
と
つ
と
な
ろ
う
。

　
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
埼
玉
教
育
塾
の
教
育
論
の
基
調
を
な
す
認
識

か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
「
集
団
づ
く
り
の
新
し
い
展
開
」
路
線
が
必

ず
し
も
視
野
に
入
れ
て
い
な
い
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
つ
く
も
の
で
あ
る
。

榊
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す
な
わ
ち
、
こ
の
教
育
論
に
よ
れ
ぱ
、
教
師
は
生
徒
に
対
し
て
不
可
避
的

に
権
カ
性
を
行
使
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
教
師
が
生
徒
相
互

間
の
私
的
な
関
係
に
ま
で
教
育
的
働
き
か
け
を
施
そ
う
と
し
た
り
、
教
師

自
身
が
生
徒
と
私
的
関
係
を
取
り
結
ぼ
う
と
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
ウ
て
、

教
師
が
生
徒
を
よ
り
包
括
的
に
そ
の
支
配
圏
域
に
囲
い
込
む
こ
と
に
な
る

の
を
避
け
る
ぺ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
図
を
も
つ
故
埼
玉
教

育
塾
は
、
大
衆
社
会
の
系
で
あ
る
前
述
の
．
こ
と
き
性
樒
を
も
つ
私
的
関
係

が
挙
校
・
学
級
内
に
ど
れ
だ
け
否
定
的
様
相
を
呈
し
つ
つ
生
息
し
て
い
よ

う
と
、
こ
れ
に
対
し
直
接
的
な
働
き
か
け
を
行
う
こ
と
を
自
制
し
、
む
し

ろ
生
徒
た
ち
の
日
常
生
活
の
自
然
性
と
は
異
質
で
外
在
的
な
硬
質
の
公
的

関
係
を
、
異
質
で
外
在
的
で
あ
る
が
故
教
師
の
権
力
性
を
行
使
し
つ
つ
、

彼
ら
の
中
に
持
ち
込
み
、
彼
ら
の
内
に
葛
藤
を
生
み
出
す
こ
と
に
全
精
カ

を
傾
け
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
だ
が
こ
こ
で
直
ち
に
問
題
と
な
る
の
は
、
埼
玉
教
育
塾
の
か
か
る
構
想

に
基
づ
く
実
践
は
、
「
組
織
的
な
集
団
」
ぎ
ら
い
の
傾
向
を
も
つ
と
い
わ

れ
る
今
日
の
生
徒
た
ち
の
意
識
・
行
動
に
対
し
ど
れ
程
の
イ
ン
パ
ク
ト
を

与
え
う
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
実
際
に
生
徒
た
ち
の
間
に
こ
う
し
た
傾

向
が
蔓
延
し
て
い
る
と
す
れ
ぱ
、
こ
の
点
に
関
し
か
な
り
の
困
難
を
予
想

す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
教
師
の
権
カ
性
を
自
覚
す
る
故
、
教
師
の
教

育
的
働
き
か
け
が
ス
ト
レ
i
ト
に
生
徒
の
内
面
に
ま
で
及
ぷ
の
を
避
け
よ

う
と
す
る
埼
玉
教
育
塾
の
志
向
は
、
か
え
っ
て
今
日
の
生
徒
に
対
し
彼
ら

の
意
識
・
行
動
の
コ
ー
ド
と
乖
離
し
た
コ
ー
ド
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
ぷ
つ
け

る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
る
よ
う
に

恩
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
ど
う
み
る
か
が
埼
玉
教
育
塾
の
く
戦
術
V
評
価
の

際
の
二
つ
目
の
視
点
と
な
ろ
う
。
逆
に
考
え
れ
ぱ
、
「
集
団
づ
、
く
り
の
新

し
い
展
開
」
路
線
の
よ
う
に
生
徒
た
ち
の
今
日
的
な
意
識
・
行
醐
の
コ
ー

ド
に
依
拠
し
よ
う
と
し
つ
つ
、
な
お
か
一
つ
埼
玉
教
育
塾
が
危
倶
す
る
教
師

に
よ
る
生
徒
の
よ
り
包
括
的
な
囲
い
込
み
を
生
ぜ
し
め
な
い
集
団
づ
く
り

．
の
方
途
は
皆
無
な
の
か
否
か
の
検
討
も
必
要
で
あ
り
、
こ
の
点
が
三
つ
目

の
視
点
と
し
て
挙
が
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
は
埼
玉
教
育
塾
が
構
想
す
る
右
の
よ
う
な
実
践
は
単
に
生
徒
の

意
識
・
行
動
に
何
ら
の
イ
ン
バ
ク
ト
も
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
止

ま
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
埼
玉
教
育
塾
は
、
生
徒
の
自
立
的
な
集
団
へ

と
到
る
前
提
と
し
て
の
共
同
性
は
ま
ず
教
師
が
作
り
出
さ
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
し
、
そ
の
共
同
性
を
成
立
せ
し
め
る
手
段
と
し
て
「
日
常
生
活
の

規
律
」
を
璽
視
し
、
そ
れ
は
「
生
徒
自
ら
が
自
分
た
ち
で
生
み
出
す
は
ず

は
な
い
。
そ
れ
は
、
専
ら
一
方
的
に
、
外
的
に
強
制
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」

と
し
て
い
る
（
㈹
一
四
－
五
頁
）
。
埼
玉
教
育
塾
の
教
育
論
に
お
い
て
は
、

日
常
生
活
の
規
律
の
強
制
は
、
あ
く
ま
で
生
徒
の
自
立
的
集
団
の
形
成
と

セ
ッ
ト
で
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
後
者
が
成
立
し
な
い
こ
と

で
前
者
の
み
が
一
人
歩
き
す
る
事
態
が
生
じ
た
と
す
れ
ぱ
ど
う
か
。
前
者

は
た
だ
外
的
に
強
制
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
生
徒
の
「
全
体
の
一
部

を
統
制
」
（
ω
四
九
頁
）
す
る
に
す
ぎ
ず
、
彼
ら
の
内
面
ま
で
支
配
す
る

も
の
で
は
な
い
と
い
っ
て
ぱ
か
り
は
い
ら
れ
ま
い
。
本
ノ
ー
ト
で
は
詳
述

で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
学
校
に
お
け
る
日
常
的
な
規
律
は
、
詰
め
込

み
と
点
数
を
原
理
と
す
る
授
業
と
と
も
に
、
「
規
律
・
訓
練
」
型
権
カ
の

　
一
形
態
と
し
て
、
個
別
化
さ
れ
た
個
人
の
形
成
に
向
け
て
作
用
す
る
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昌
一

る
フ
ー
コ
ー
の
議
論
が
想
起
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
徒
に
何
ら
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の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
な
い
ど
こ
ろ
か
、
近
代
人
の
基
本
的
な
存
在
様
式

を
作
り
出
す
近
代
的
な
権
カ
様
式
の
一
形
態
な
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
危
慎
は
、
文
献
㈹
、
ω
な
ど
に
お
い
て
、
や
や
桃
発
的
で
あ
る

と
は
い
え
、
「
外
的
強
制
」
を
欠
い
た
「
戦
後
の
大
衆
社
会
状
況
的
な
子

育
て
」
に
、
学
校
に
お
け
る
厳
格
な
規
偉
の
強
制
を
対
置
す
る
か
の
よ
う

な
叙
述
が
み
ら
れ
る
故
、
い
っ
そ
う
強
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
繰
り
返
し

に
な
る
が
学
校
的
な
規
律
ま
個
別
化
さ
れ
た
個
人
を
形
成
す
る
近
代
的
な

権
カ
様
式
の
一
形
態
で
あ
り
、
そ
れ
は
互
い
に
相
剋
し
合
う
個
別
化
さ
れ

た
個
の
焦
列
か
ら
な
る
大
衆
社
会
の
人
間
形
成
作
用
と
異
質
で
は
な
く
、

む
し
ろ
ど
こ
か
で
陸
続
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
よ
う
な
対
置
は
成
り
立

ち
え
な
い
ぱ
か
り
か
、
大
衆
社
会
に
お
け
る
人
間
形
成
の
間
題
状
況
を
い

っ
そ
う
深
め
る
結
果
に
な
る
こ
と
を
も
予
測
し
、
慎
重
な
吟
味
を
施
す
ぺ

き
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
間
題
の
検
討
が
、
埼
玉
教
育
塾
の
く
戦
術
V
評
価

の
際
の
四
つ
目
の
、
し
か
も
お
そ
ら
く
最
も
重
要
な
視
点
と
な
ろ
う
。

㈹
　
以
上
本
節
は
、
埼
玉
教
育
塾
の
教
師
－
生
徒
の
権
カ
関
係
の
反
転
と

い
う
戦
略
を
肯
定
的
に
受
け
と
め
な
が
ら
、
そ
の
具
体
化
と
し
て
の
彼
ら

の
集
団
づ
く
り
の
方
法
に
関
し
て
最
終
的
な
評
価
を
下
す
際
に
必
要
な
視

点
の
提
示
を
試
み
た
。
そ
の
視
点
か
ら
の
検
討
の
結
果
、
こ
の
方
法
に
つ

い
て
は
そ
れ
を
退
け
る
ぺ
き
で
あ
る
と
の
評
価
を
下
す
場
合
で
な
い
わ
け

セ
は
な
い
。
だ
が
繰
り
返
す
が
、
右
の
教
師
－
生
徒
の
権
カ
関
係
の
反
転

と
い
う
戦
略
自
体
は
、
今
日
の
子
ど
も
・
青
年
の
現
状
に
照
ら
し
た
時
極

め
て
示
唆
的
な
の
で
あ
り
、
か
か
る
場
合
で
も
こ
の
戦
略
を
生
か
し
た
他

の
方
法
が
模
索
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
例
え
ぱ
竹
内
常
一
「
生
徒
と
学
校
を
つ
く
る
生
徒
自
治
」
『
高

　
校
生
活
指
導
』
卯
、
一
九
八
八
年
秋
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

（
2
）
　
拙
稿
「
現
代
の
子
ど
も
・
音
年
の
〈
強
迫
的
〉
傾
向
と
教
育
・

　
学
校
の
問
い
直
し
」
『
一
橋
研
究
』
一
四
巻
三
号
、
一
九
八
九
年
参

　
照
。

（
3
）
　
今
日
の
教
師
－
生
徒
関
係
の
不
可
視
の
権
力
性
と
い
う
認
識
は
、

　
鈴
木
聡
「
今
日
の
学
校
と
関
実
践
の
構
図
（
試
論
）
」
、
関
口
昌
秀

　
「
大
衆
的
音
年
期
に
お
け
る
『
階
層
問
題
』
の
性
格
」
（
い
ず
れ
も
目

　
本
教
育
挙
会
『
現
代
に
お
け
る
発
達
と
教
育
　
第
四
集
』
一
九
八
六

　
年
、
所
収
）
参
照
。
「
離
脱
」
「
反
転
」
と
い
う
語
は
、
鈴
木
諭
文
よ

　
り
o

（
4
）
　
以
下
、
記
号
を
付
し
た
員
数
は
こ
れ
ら
の
文
献
の
も
の
。
諏
訪

　
哲
二
氏
は
埼
玉
教
育
塾
の
主
要
な
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
な

　
お
、
本
ノ
ー
ト
を
執
筆
す
。
る
上
で
、
主
に
文
献
㈹
を
取
り
扱
っ
た

　
「
現
代
社
会
・
国
家
・
教
育
研
究
会
」
の
例
会
で
の
議
諭
が
参
考
に

　
な
っ
た
。
特
に
こ
の
例
会
に
提
出
さ
れ
た
小
玉
璽
夫
氏
の
報
告
か
ら

　
多
く
の
示
唆
を
得
た
。

（
5
）
　
一
九
六
〇
年
代
末
に
「
偏
向
教
師
」
と
し
て
懲
戒
免
職
処
分
を

　
受
け
た
福
岡
県
立
伝
習
館
高
校
の
教
師
茅
嶋
洋
一
氏
の
言
葉
。
埼
玉

　
教
育
塾
は
そ
の
教
育
論
を
構
築
す
る
上
で
伝
習
館
闘
争
か
ら
多
く
を

　
学
ん
で
い
る
。

（
6
）
　
「
全
生
研
第
二
八
二
一
九
・
三
〇
二
一
二
回
全
国
大
会
基
調
提

　
案
」
（
そ
れ
ぞ
れ
『
生
活
指
導
』
一
九
八
六
年
八
月
、
一
九
八
七
年

　
六
月
、
一
九
八
八
年
八
月
、
一
九
八
九
年
八
月
）
、
高
生
研
第
二
七

　
回
大
会
基
調
提
案
（
『
高
校
生
活
指
導
』
一
九
八
九
年
夏
）
等
参
照
。
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（
7
）
　
金
生
研
内
の
見
解
の
相
遠
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
金
生
研
第
三

　
〇
回
全
国
犬
会
基
調
提
案
」
参
照
。

（
8
）
　
フ
ー
コ
ー
『
監
獄
の
誕
生
－
監
視
と
処
罰
』
新
潮
社
、
一
九

　
七
七
年
〔
原
著
書
一
九
七
五
年
〕
。
フ
ー
コ
ー
の
議
論
の
教
育
諭
と

　
し
て
の
読
み
取
り
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）

戸

〈129）　研究ノート
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