
人
権
教
育
の
充
実
に
向
け
た
社
会
科
学
習
指
導
の
試
み

ー
　
歴
史
的
分
野
に
お
け
る
部
落
史
学
習
の
授
業
改
革
を
通
し
て
　
－

木
　
下
　
昭
次
郎

は
じ
め
に

兵
庫
教
育
大
学
大
学
院
研
修
を
終
え
現
場
に
復
帰
し
た
中
学
校
で
、
差
別
事
象
が
発
生
し
た
。
社
会
科
歴
史
的
分
野
で
学
習
し
た

歴
史
用
語
「
え
た
」
・
「
ひ
に
ん
」
が
、
学
校
生
活
の
中
で
賎
称
語
と
し
て
落
書
き
・
発
言
に
使
用
さ
れ
る
と
い
う
事
象
で
あ
っ
た
。

社
会
科
担
当
教
師
と
し
て
、
こ
の
事
象
の
発
生
を
見
逃
さ
ず
歴
史
的
分
野
の
授
業
の
問
題
点
を
洗
い
直
し
、
公
開
学
習
会
を
経
て
新

た
な
教
育
課
題
を
兄
い
出
し
て
行
っ
た
。

授
業
改
善
の
第
一
段
階
と
し
て
、
自
身
の
意
識
改
革
を
基
に
授
業
の
質
的
転
換
に
取
り
組
ん
だ
。
単
冗
「
江
戸
時
代
の
身
分
制
」

の
改
善
で
あ
る
。
心
の
教
育
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
現
在
、
江
戸
時
代
の
身
分
制
度
に
つ
い
て
の
知
識
・
理
解
に
重
点
を
置
い

た
学
習
指
導
で
は
「
差
別
を
な
く
し
て
い
く
意
志
と
実
践
力
」
を
養
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
た
。
そ
こ
で
第
二
段
階
と
し
て
思

考
・
判
断
の
能
力
の
育
成
を
重
視
し
た
思
考
型
の
授
業
を
単
元
「
渋
染
一
揆
」
で
授
業
実
践
し
て
行
っ
た
。
生
徒
の
共
感
的
理
解
に

重
点
を
お
い
て
学
習
プ
リ
ン
ト
を
分
析
し
、
成
果
と
課
題
を
洗
い
出
し
た
。
平
成
二
十
年
「
人
権
教
育
の
指
導
法
等
の
在
り
方
に
つ

い
て
　
［
第
三
次
と
り
ま
と
め
］
～
指
導
等
の
在
り
方
編
～
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
十
年
間
の
実
践
を
ふ
り
返
り
、
第

三
段
階
の
計
画
を
立
て
た
。
歴
史
的
分
野
・
近
現
代
の
単
元
「
全
国
水
平
社
」
を
新
た
な
指
導
法
の
工
夫
で
改
善
す
る
計
画
で
あ
る
。
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そ
の
手
が
か
り
と
し
た
の
が
、
福
岡
県
教
育
セ
ン
タ
ー
専
門
講
座
「
人
権
教
育
」
　
で
研
修
し
た
内
容
で
あ
っ
た
。
人
権
に
関
す
る
知

的
理
解
に
加
え
て
「
人
権
感
覚
の
育
成
」
と
い
う
視
点
を
大
切
に
し
な
が
ら
教
材
を
開
発
し
、
指
導
案
作
成
に
取
り
組
ん
だ
。
部
落

史
研
究
の
新
し
い
成
果
と
関
係
機
関
と
の
協
調
・
協
働
作
業
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
長
期
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
経
過
を
、
福
岡
県

教
育
実
践
論
文
に
ま
と
め
た
。
そ
の
内
容
の
一
部
を
人
権
教
育
に
取
り
組
む
各
方
面
の
専
門
的
立
場
か
ら
の
批
正
を
仰
ぎ
、
今
後
の

改
善
に
つ
な
げ
た
い
と
考
え
て
本
誌
に
寄
稿
し
た
。
同
時
に
、
恩
師
藤
井
徳
行
先
生
が
立
ち
上
げ
ら
れ
た
人
権
教
育
研
究
学
会
の
今

後
の
発
展
を
、
教
育
現
場
の
一
員
と
し
て
人
権
教
育
の
実
践
を
通
し
て
、
応
援
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

1
　
主
題
設
定
の
理
由

①
　
同
対
審
答
申
の
　
「
同
和
問
題
の
正
し
い
認
識
」
や
福
岡
県
同
和
教
育
基
本
方
針
の
　
「
部
落
問
題
に
対
す
る
認
識
」
の
部
分
は
、

学
校
教
育
に
携
わ
る
者
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組
み
を
進
め
れ
ば
良
い
の
か
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。
　
以
下
省
略

②
　
人
権
教
育
の
指
導
方
法
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
　
［
第
三
次
と
り
ま
と
め
］
　
か
ら
　
　
以
下
省
略

③
　
生
徒
の
実
態
か
ら

歴
史
用
語
習
得
後
の
生
徒
に
よ
る
落
書
・
発
言
か
ら
、
教
育
課
題
を
兄
い
だ
す
た
め
に
、
発
生
の
背
景
を
整
理
し
て
み
る
。

ア
　
生
徒
間
で
、
互
い
に
序
列
化
・
優
劣
化
し
て
遊
ぶ
ゲ
ー
ム
の
中
に
差
別
意
識
が
内
在
し
て
い
る
。

イ
　
被
差
別
身
分
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
歴
史
学
習
の
中
で
身
に
つ
け
て
し
ま
っ
て
い
る
。

ウ
　
江
戸
時
代
の
身
分
制
に
関
す
る
歴
史
認
識
が
現
代
の
部
落
差
別
と
結
び
つ
か
ず
、
言
葉
の
持
つ
重
み
を
理
解
し
て
い
な
い
。

エ
　
既
習
の
歴
史
用
語
（
ど
れ
い
等
）
を
、
相
手
を
攻
撃
す
る
目
的
で
安
易
に
使
用
し
て
い
る
。

オ
　
部
落
史
が
通
史
の
中
で
分
断
さ
れ
、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
長
い
期
間
持
ち
続
け
て
い
る
。
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④
　
教
科
書
の
記
述
か
ら

社
会
科
・
歴
史
教
科
書
の
中
の
部
落
史
記
述
の
変
遷
　
「
大
阪
書
籍
平
成
九
年
度
版
～
平
成
十
三
年
度
版
」

I
　
武
士
（
士
）
と
、
農
民
（
農
）
・
町
人
（
工
・
商
）
と
い
う
身
分
制
I
※
劃
劇
工
l
商
が
1
完
全
到
吋
凋
対
、
農
民
が
百
姓
に
変
化

新
し
い
記
述
『
武
士
と
、
百
姓
・
町
人
と
い
う
身
分
制
」

Ⅱ
　
「
え
た
」
や
「
ひ
に
ん
」
な
ど
と
よ
ば
れ
る
身
分
を
お
き
ま
し
た
。
↓
※
身
分
を
つ
く
っ
た
と
い
う
捌
刻
瑚
副
詞
司
到
瑚
割
勘
q

新
し
い
記
述
『
「
え
た
」
や
「
ひ
に
ん
」
な
ど
と
よ
ば
れ
る
身
分
が
あ
り
ま
し
た
。
』

Ⅲ
　
こ
れ
ら
の
人
々
は
農
民
・
町
人
よ
り
も
低
い
身
分
と
さ
れ
1
※
差
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
」
疏
相
当
と
と
ら
え
る
。

新
し
い
記
述
『
こ
れ
ら
の
人
々
は
百
姓
・
町
人
か
ら
も
疎
外
さ
れ
、
』

Ⅳ
　
こ
う
し
た
身
分
制
は
き
び
し
い
武
士
支
配
へ
の
不
満
と
抵
抗
を
そ
ら
す
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

1
　
※
結
果
と
し
て
そ
う
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
武
士
丑
が
身
分
制
到
欄
嘲
働
け
利
倒
し
た
。

新
し
い
記
述
『
こ
う
し
た
身
分
制
は
武
士
の
支
配
に
都
合
良
く
利
用
さ
れ
、
・
・
・
・
。
』

教
科
書
記
述
の
変
化
を
指
導
者
が
理
解
し
、
研
究
に
よ
り
深
め
ら
れ
て
い
る
部
落
史
認
識
を
研
修
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

⑤
　
地
域
の
人
々
の
願
い
か
ら
　
　
　
　
　
「
確
認
会
・
公
開
学
習
会
か
ら
」

2
度
の
差
別
事
件
発
生
ご
と
に
、
部
落
解
放
同
盟
筑
後
地
区
協
議
会
を
始
め
本
校
全
職
員
、
町
教
育
委
員
会
、
南
筑
後
教
育
事

務
所
な
ど
か
ら
参
集
し
、
確
認
会
・
学
習
会
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
以
下
の
こ
と
が
教
育
課
題
と
し
て
兄
い
だ
さ
れ
た
。

I
　
部
落
解
放
運
動
を
推
進
す
る
運
動
体
が
学
校
教
育
に
求
め
る
第
一
の
も
の
は
、
「
学
力
保
障
と
進
路
保
障
」
　
で
あ
る
。

全
校
を
挙
げ
て
、
全
力
で
同
和
教
育
に
邁
進
し
て
欲
し
い
。

Ⅲ
　
被
差
別
の
子
供
達
が
、
胸
を
張
っ
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
授
業
を
展
開
し
て
欲
し
い
。
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Ⅲ
　
教
師
は
、
自
ら
の
人
権
感
覚
を
磨
き
、
資
質
を
向
上
さ
せ
授
業
公
開
に
よ
っ
て
技
術
の
向
上
を
図
っ
て
欲
し
い
。

Ⅳ
　
差
別
事
件
は
、
社
会
科
の
せ
い
だ
け
で
は
な
い
。
全
教
科
・
全
領
域
で
部
落
問
題
に
関
す
る
科
学
的
認
識
を
深
め
て
行
っ

て
ほ
し
い
。
（
実
態
・
現
実
・
法
規
・
歴
史
認
識
）

Ⅴ
　
「
差
別
の
基
準
」
＝
何
を
も
っ
て
「
差
別
」
と
す
る
か
。

○
　
攻
撃
的
使
用
1
侮
蔑
の
意
志
が
あ
る
。
　
○
　
差
別
感
の
助
長
し
行
為
の
結
果
と
し
て
差
別
が
温
存
・
助
長
さ
れ
る
。

Ⅵ
　
今
回
の
落
書
・
発
言
は
、
相
手
を
攻
撃
、
卑
下
し
よ
う
と
す
る
目
的
で
用
語
を
使
用
し
た
。
そ
こ
に
差
別
が
存
在
し
て
い

る
。
見
過
ご
す
こ
と
が
、
差
別
の
温
存
・
助
長
に
つ
な
が
る
。
部
落
差
別
を
な
く
す
た
め
の
使
用
で
は
な
く
助
長
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
差
別
事
件
で
あ
る
。

Ⅶ
　
学
校
組
織
全
体
で
研
修
を
積
み
、
担
任
を
す
る
教
師
全
員
が
部
落
問
題
学
習
が
で
き
る
力
量
を
着
け
る
べ
き
で
あ
る
。

教
師
が
歴
史
用
語
と
し
て
教
え
た
つ
も
り
で
も
、
生
徒
が
相
手
を
攻
撃
す
る
目
的
で
使
用
し
た
こ
と
を
見
過
ご
す
こ
と
は
、
差

別
を
「
温
存
・
助
長
」
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
被
差
別
の
立
場
に
立
つ
同
和
教
育
を
推
進
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
部
落
問
題
に
関
す
る
科
学
的
認
識
を
身
に
付
け
さ
せ
る
努
力
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
主
題
の
意
味

「
人
権
教
育
の
充
実
」
と
は
　
　
［
第
三
次
と
り
ま
と
め
］
～
指
導
等
の
在
り
方
編
～
よ
り
　
省
略

3
　
研
究
の
目
標

人
権
教
育
の
充
実
に
向
け
た
社
会
科
学
習
指
導
を
進
め
る
た
め
に
、
歴
史
的
分
野
に
お
い
て
、
人
権
に
関
す
る
知
的
理
解
の
高
ま
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り
に
重
点
を
お
い
た
部
落
史
学
習
の
在
り
方
を
究
明
す
る
。

4
　
研
究
の
構
想
図

掲
載
省
略

5
　
研
究
実
践
の
実
際

部
落
差
別
が
、
幕
府
や
藩
に
よ
っ
て
政
治
的
に
創
り
だ
さ
れ
た
不
合
理
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
「
江
戸
時
代
の
身
分
制
」
学
習
を

通
し
て
考
え
さ
せ
る
。
厳
し
い
差
別
の
中
に
あ
っ
て
も
、
力
強
く
人
間
性
豊
か
に
生
き
ぬ
い
て
き
た
史
実
を
「
渋
染
一
揆
」
学
習
を

通
し
て
共
感
的
に
理
解
さ
せ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
差
別
を
憎
み
解
消
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
志
と
実
践
力
の
基
礎
を
養
成
す
る
。

①
　
実
践
の
方
針

部
落
史
学
習
の
出
発
点
で
あ
る
単
元
「
江
戸
時
代
の
身
分
制
」
　
の
学
習
に
視
点
を
あ
て
、
生
徒
の
関
心
・
意
欲
に
着
目
し
た
思

考
型
の
学
習
指
導
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
真
に
差
別
を
な
く
し
て
い
く
意
志
と
実
践
力
の
養
成
を
め
ざ
す
。

②
　
実
践
の
内
容
　
　
「
被
差
別
部
落
の
歴
史
を
学
ぶ
際
の
学
習
の
観
点
」

社
会
科
で
学
ぶ
「
江
戸
時
代
の
身
分
制
」
が
、
部
落
問
題
学
習
の
原
点
に
な
る
。
部
落
問
題
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
を
す
る
た

め
に
は
、
被
差
別
部
落
の
歴
史
を
正
し
く
学
ぶ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
世
の
中
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
誤
っ
た
考
え
方
や
非
科
学
的

な
認
識
に
も
と
づ
く
偏
見
を
改
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
で
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
正
し
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
。
次
に
示
す
の
が
、
被
差
別
部
落
の
歴
史
を
学
ぶ
際
の
観
点
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

I
　
だ
れ
が
、
な
ん
の
た
め
に
、
身
分
制
度
を
創
っ
た
の
か
そ
の
意
図
と
仕
組
み
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
。

Ⅱ
　
被
差
別
部
落
の
形
成
史
を
、
過
去
形
で
受
け
と
め
る
の
で
は
な
く
、
身
近
な
差
別
と
関
連
づ
け
て
と
ら
え
て
い
く
た
め
に
、
差
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別
を
仕
組
ん
だ
側
、
差
別
さ
せ
ら
れ
た
側
、
差
別
さ
れ
た
側
の
三
つ
の
関
連
で
と
ら
え
、
差
別
の
仕
組
み
を
理
解
す
る
こ
と
。

Ⅲ
　
被
差
別
部
落
の
人
び
と
が
、
差
別
さ
れ
な
が
ら
も
た
く
ま
し
く
生
き
労
働
と
生
産
に
従
事
し
社
会
を
支
え
て
き
た
事
実
や
独
自

の
文
化
・
芸
能
を
維
持
し
て
き
た
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
。
（
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
よ
り
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
中
心
に
据
え
る
）

Ⅳ
　
「
解
放
令
」
後
も
部
落
差
別
が
な
く
な
ら
な
か
っ
た
、
そ
の
政
治
・
社
会
的
な
背
景
と
理
由
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
。

Ⅴ
　
被
差
別
部
落
の
人
び
と
が
ど
の
よ
う
に
解
放
運
動
を
進
め
て
き
た
か
、
そ
の
考
え
方
と
運
動
の
成
果
に
学
ぶ
こ
と
。

Ⅵ
　
不
合
理
な
差
別
に
対
し
て
、
共
に
怒
り
、
闘
え
る
よ
う
な
感
性
を
学
ぶ
こ
と
。

③
　
生
徒
の
関
心
・
意
欲
を
引
き
出
す
学
習
展
開
の
工
夫

単
元
「
江
戸
時
代
の
身
分
制
」
　
に
お
い
て
、
生
徒
の
関
心
・
意
欲
を
引
き
出
す
た
め
に
、
従
来
の
学
習
展
開
の
反
省
を
も
と
に
ど

の
よ
う
な
点
で
工
夫
を
試
み
た
か
に
つ
い
て
、
次
に
述
べ
て
い
く
。

I
　
被
差
別
部
落
の
形
成
が
自
然
発
生
的
な
も
の
で
な
く
、
江
戸
幕
府
の
民
衆
支
配
の
分
断
政
策
の
方
法
と
し
て
政
治
的
に
利
用
さ

れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
た
め
に
、
朱
子
学
者
・
林
羅
山
の
語
録
「
春
鑑
抄
」
を
提
示
し
て
、
当
時
の
為
政
者
が
持
っ
て

い
た
「
封
建
思
想
」
を
読
み
取
ら
せ
た
。
「
封
建
思
想
」
＝
身
分
が
あ
り
差
別
が
な
け
れ
ば
、
世
の
中
は
治
ま
ら
な
い
。

Ⅱ
　
支
配
者
が
最
下
位
に
創
り
置
い
た
身
分
に
、
餞
称
的
な
呼
び
名
を
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
衆
の
中
に
心
理
的
な
差
別
意
識

を
植
え
付
け
る
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
を
生
徒
に
気
づ
か
せ
る
た
め
に
漢
字
に
置
き
換
え
て
、
そ
の
名
の
由
来
を
説
明
し
た
。

○
え
た
＝
「
積
多
」
積
（
け
が
）
　
れ
が
多
い
の
意
味
　
○
ひ
に
ん
＝
「
非
人
」
人
に
非
（
あ
ら
）
ず
の
意
味

皿
　
支
配
者
の
巧
妙
で
不
合
理
な
分
断
政
策
の
内
容
を
理
解
さ
せ
た
上
で
、
生
徒
自
身
を
支
配
者
・
被
支
配
者
の
両
方
の
立
場
に
立

た
せ
て
、
「
支
持
・
賞
賛
」
「
憤
り
・
怒
り
」
な
ど
の
感
想
・
意
見
を
発
表
さ
せ
た
。
生
徒
の
感
性
に
訴
え
る
て
だ
て
を
設
け
る

こ
と
に
よ
り
、
後
日
学
習
す
る
全
国
水
平
社
の
解
放
運
動
に
対
す
る
共
感
的
態
度
を
育
成
す
る
た
め
の
伏
線
と
し
た
。
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Ⅳ
　
教
科
書
「
身
分
制
の
社
会
」
　
の
記
述
だ
け
で
は
、
生
徒
の
受
け
る
印
象
が
「
え
た
・
ひ
に
ん
」
身
分
の
人
び
と
の
生
活
が
「
み

じ
め
」
　
で
あ
る
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
だ
け
が
強
調
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
「
か
わ
い
そ
う
」
「
他
人
ご
と
で
よ

か
っ
た
」
と
い
う
単
な
る
、
同
情
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
「
身
分
の
低
い
者
＝
劣
っ
た
者
」
と
い

う
間
違
っ
た
認
識
を
さ
せ
な
い
た
め
に
、
差
別
さ
れ
な
が
ら
も
た
く
ま
し
く
し
た
た
か
に
生
き
た
被
差
別
部
落
の
人
び
と
の
生

活
文
化
を
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
面
か
ら
以
下
の
内
容
で
紹
介
し
説
明
し
た
。

○
　
腑
分
け
技
術
に
よ
る
医
学
発
展
　
　
○
　
も
つ
鍋
等
の
食
文
化
発
達
　
　
○
　
皮
革
製
品
製
造
の
技
術
開
発
の
功
績

実
践
事
例
1
‥
江
戸
時
代
の
身
分
制
　
　
資
料
【
1
】
指
導
案
（
掲
載
省
略
）

A
指
導
の
実
際
　
　
　
生
徒
の
実
態
調
査
　
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施

○
　
本
校
の
生
徒
は
康
称
語
を
い
つ
の
時
点
で
知
り
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
の
か
単
元
「
江
戸
時
代
の
身
分

制
」
　
の
学
習
に
入
る
前
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
り
実
態
を
探
っ
た
。

設
問
1
　
歴
史
の
学
習
で
、
各
時
代
で
「
高
い
身
分
・
低
い
身
分
」
を
い
く
つ
か
学
習
し
ま
し
た
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
身

分
を
覚
え
て
い
ま
す
か
。
　
以
下
省
略

○
　
以
上
の
結
果
か
ら
、
生
徒
は
既
習
の
知
識
か
ら
身
分
制
度
に
対
し
て
偏
見
を
持
っ
た
り
事
実
の
誤
認
は
ほ
と
ん
ど
し
て
い

な
い
。
ま
た
、
学
校
で
の
学
習
以
前
に
間
違
っ
た
身
分
制
度
の
知
識
は
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
中
学
校
歴
史
的

分
野
で
初
め
て
正
式
に
出
会
う
の
で
あ
る
。

B
　
実
践
結
果
と
考
察

改
善
さ
れ
た
良
い
面
☆
　
さ
ら
に
改
善
す
べ
き
点
★

☆
被
差
別
部
落
の
起
源
で
あ
る
「
え
た
・
ひ
に
ん
」
身
分
の
形
成
が
、
江
戸
時
代
に
政
治
的
に
創
り
だ
さ
れ
た
事
実
は
生
徒
全
体
の
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な
か
に
確
実
に
定
着
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
人
種
的
起
源
説
な
ど
の
誤
解
や
偏
見
を
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

☆
朱
子
学
者
林
羅
山
の
語
録
「
春
鑑
抄
」
を
提
示
し
「
身
分
が
あ
り
、
差
別
が
な
け
れ
ば
世
の
中
は
治
ま
ら
な
い
。
」
と
い
う
封
建

思
想
を
紹
介
し
た
こ
と
は
、
民
主
教
育
に
よ
り
自
由
・
平
等
の
世
の
中
が
当
然
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
持
つ
生
徒
に
は
、
そ
の
不

合
理
さ
を
つ
か
ま
せ
る
の
に
効
果
的
で
あ
っ
た
。

☆
生
徒
が
既
習
知
識
で
「
士
・
農
・
工
・
商
」
と
縦
に
序
列
化
し
て
い
た
こ
と
を
、
「
士
」
と
「
農
・
工
・
商
」
に
分
け
、
支
配
と

被
支
配
の
視
点
で
捉
え
な
お
さ
せ
た
。
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
の
狭
間
に
溝
を
造
り
、
身
分
外
の
身
分
に
「
え
た
・
ひ
に
ん
」

を
創
り
置
き
分
断
を
図
っ
た
こ
と
を
政
治
的
意
図
を
背
景
に
考
え
さ
せ
た
こ
と
は
、
思
考
・
判
断
の
学
力
の
養
成
に
役
に
立
っ
た
。

☆
「
え
た
・
ひ
に
ん
」
　
の
用
語
を
説
明
す
る
際
に
漢
字
に
置
き
換
え
て
そ
の
意
味
を
教
え
た
の
は
、
支
配
者
が
あ
え
て
侮
蔑
的
な
名

称
を
つ
け
て
、
民
衆
の
中
に
心
理
的
な
差
別
意
識
を
植
え
付
け
た
政
治
的
意
図
を
理
解
さ
せ
、
分
断
政
策
の
不
合
理
性
を
生
徒
の

感
性
に
訴
え
て
行
く
う
え
で
有
効
で
あ
っ
た
。

★
学
習
プ
リ
ン
ト
の
最
後
に
、
生
徒
の
思
考
・
判
断
を
中
心
に
置
い
た
意
見
・
感
想
を
書
き
込
ま
せ
る
部
分
は
、
踏
み
込
み
が
不
足

し
て
い
た
。
支
配
者
（
武
士
）
　
の
立
場
と
、
被
支
配
（
民
衆
）
　
の
二
つ
の
立
場
で
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
民
衆
の
中
を
、
農

民
と
被
差
別
部
落
の
人
び
と
と
に
分
け
て
、
分
断
さ
れ
た
双
方
の
身
分
に
生
徒
の
視
点
を
置
け
る
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

★
被
差
別
部
落
の
起
源
を
「
え
た
・
ひ
に
ん
」
身
分
で
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
い
る
が
　
「
え
た
」
「
ひ
に
ん
」
　
に
分
け
、
違
い
を
正
し

く
認
識
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

★
被
差
別
部
落
の
生
活
文
化
を
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
認
識
さ
せ
る
た
め
、
別
に
一
単
位
時
間
、
計
画
・
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

C
　
実
践
の
成
果

①
部
落
差
別
の
根
源
は
、
同
和
地
区
の
起
源
や
沿
革
に
対
す
る
非
科
学
的
な
認
識
に
基
づ
く
偏
見
で
あ
る
。
こ
れ
を
払
拭
す
る

211



た
め
に
、
単
元
「
江
戸
時
代
の
身
分
制
」
学
習
を
通
し
て
、
政
治
的
起
源
説
を
中
心
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

②
封
建
社
会
の
体
制
固
め
の
た
め
に
、
身
分
制
が
利
用
さ
れ
民
衆
が
分
断
支
配
を
受
け
た
、
そ
の
不
合
理
性
に
生
徒
が
気
づ
き
、

怒
り
・
憤
り
な
ど
の
生
徒
自
身
の
感
性
に
訴
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

D
　
次
段
階
へ
の
課
題

①
教
科
書
の
記
述
か
ら
受
け
る
暗
く
惨
め
な
印
象
や
、
人
間
と
し
て
劣
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
転
換
さ

せ
る
た
め
に
、
被
差
別
部
落
の
生
活
文
化
を
前
面
に
打
ち
出
す
教
材
開
発
と
系
統
的
な
単
元
計
画
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

実
践
事
例
2
‥
渋
染
一
揆
　
　
資
料
（
掲
載
省
略
）
　
【
2
】
単
元
計
画
　
【
3
】
指
導
案
　
【
4
】
生
徒
感
想

A
　
部
落
史
単
元
の
融
合
の
試
み
・
・
・
「
差
別
と
闘
っ
た
人
々
」

「
江
戸
時
代
の
身
分
制
」
＋
「
技
の
担
い
手
た
ち
」
十
「
渋
染
一
揆
」

同
和
教
育
副
読
本
【
か
が
や
き
「
技
の
担
い
手
た
ち
」
】
　
の
活
用

○
　
庭
園
・
芸
能
・
甲
胃
技
術
の
発
展
・
継
承
　
○
腑
分
け
技
術
に
よ
る
医
学
発
展
へ
の
貢
献

○
皮
革
製
品
製
造
の
技
術
開
発
の
功
績

B
　
融
合
単
元
を
開
発
す
る
意
義

こ
れ
ま
で
の
授
業
の
反
省
か
ら

①
社
会
科
（
歴
史
）
で
賎
称
語
を
学
習
し
た
際
、
低
位
な
も
の
・
劣
っ
た
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
る
生
徒
が
い
る
。

②
教
科
の
記
述
で
は
「
一
番
低
い
身
分
で
あ
り
、
差
別
さ
れ
た
人
々
」
と
い
う
側
面
が
強
い
。
そ
れ
に
対
し
、
差
別
さ
れ
な
が

ら
も
し
た
た
か
に
生
き
た
事
実
、
そ
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
文
化
に
つ
い
て
の
記
述
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

部
落
史
学
習
の
単
元
を
構
成
す
る
観
点
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①
日
本
史
全
体
の
中
に
部
落
史
学
習
を
位
置
づ
け
て
、
時
系
列
を
越
え
て
融
合
さ
せ
る
試
み
を
行
う
。

②
部
落
史
学
習
を
単
に
過
去
の
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
さ
せ
る
の
で
な
く
、
自
分
に
関
係
し
た
身
近
な
差
別
と
関
連
づ
け
て
と

ら
え
さ
せ
て
い
く
た
め
に
、
支
配
者
の
意
図
・
政
策
を
問
題
に
し
て
い
く
学
習
だ
け
で
な
く
、
差
別
を
仕
組
ん
だ
側
、
差
別

さ
せ
ら
れ
た
側
、
差
別
さ
れ
た
側
の
3
つ
の
関
連
で
と
ら
え
差
別
の
仕
組
み
を
明
ら
か
に
す
る
。

③
差
別
さ
れ
な
が
ら
も
、
た
く
ま
し
く
し
た
た
か
に
生
き
た
人
々
の
生
活
・
文
化
・
闘
い
を
大
切
に
し
た
教
育
内
容
を
つ
く
る
。

④
差
別
に
対
し
て
怒
り
、
聞
え
る
感
性
を
育
て
て
い
く
よ
う
に
、
学
習
の
展
開
に
工
夫
を
行
な
っ
て
い
く
。

C
　
研
究
実
践
の
基
本
方
針

①
現
在
も
部
落
差
別
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
科
学
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
部
落
問
題
を
そ
の
と
き
ど
き
の
社
会

構
造
・
支
配
の
し
く
み
の
中
に
位
置
づ
け
る
。

②
差
別
の
し
く
み
や
差
別
政
策
を
正
し
く
押
さ
え
て
差
別
の
非
人
間
性
・
残
虐
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
差
別
を
受
け
て

き
た
部
落
の
人
び
と
の
生
活
（
労
働
・
風
俗
・
習
慣
・
信
仰
な
ど
）
、
解
放
へ
の
闘
い
を
重
視
す
る
。

③
部
落
問
題
は
現
代
の
社
会
問
題
で
あ
る
。
被
差
別
部
落
の
歴
史
の
中
で
、
近
・
現
代
史
を
充
実
さ
せ
る
よ
う
に
努
力
す
る
。

④
生
徒
の
関
心
を
高
め
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
史
料
は
現
物
を
提
示
し
て
読
ま
せ
考
え
さ
せ
る
。
部
落
問
題
に
関
す
る
批
判

的
・
科
学
的
精
神
の
育
成
を
め
ざ
す
と
と
も
に
、
差
別
に
対
し
て
怒
り
、
闘
え
る
豊
か
な
感
性
を
養
え
る
よ
う
に
す
る
。

⑤
同
和
教
育
の
視
点
「
科
学
的
認
識
」
「
自
己
認
識
」
「
労
働
観
」
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
従
来
の
近
世
政
治
起
源
説
を
中
世
か
ら

の
　
「
け
が
れ
感
」
と
差
別
形
成
の
関
係
を
重
視
し
て
見
直
す
。
そ
の
上
で
部
落
差
別
が
不
合
理
な
差
別
で
あ
る
こ
と
を
歴
史

的
に
認
識
さ
せ
、
差
別
か
ら
の
解
放
に
被
差
別
の
立
場
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
解
放
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
共
感
さ
せ
る
。

※
「
科
学
的
認
識
」
‥
差
別
に
対
す
る
科
学
的
認
識
（
歴
史
認
識
）
　
を
高
め
、
社
会
の
矛
盾
や
不
合
理
を
正
し
て
行
こ
う
と
す
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る
態
度
を
育
成
す
る
。

D
　
解
放
運
動
の
原
点
「
渋
染
一
揆
」
を
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
強
調
す
る
試
み

歴
史
認
識
の
最
初
の
段
階
で
あ
る
「
江
戸
時
代
の
身
分
制
」
　
の
教
科
書
の
記
述
が
、
暗
く
悲
惨
な
イ
メ
」
ジ
を
出
会
い
の
最
初

に
植
え
付
け
て
い
る
現
状
が
あ
る
。
こ
の
生
徒
の
中
に
定
着
し
た
「
被
差
別
部
落
の
人
々
」
＝
「
弱
い
立
場
の
人
々
」
「
か
わ
い

そ
う
な
人
々
」
と
い
う
印
象
や
「
身
分
の
低
い
人
々
」
＝
「
能
力
的
に
劣
っ
た
人
々
」
と
い
う
間
違
っ
た
認
識
が
、
こ
れ
を
学
習

し
た
直
後
に
生
徒
の
間
で
、
餞
称
語
と
し
て
落
書
・
発
言
へ
と
発
展
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
違
っ
た
認
識
を
払
拭
し
、

運
転
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
封
建
身
分
制
の
中
で
、
初
め
て
被
差
別
の
立
場
の
人
々
が
団
結
し
て
立
ち
上
が
り

要
求
を
貫
徹
さ
せ
た
江
戸
時
代
、
岡
山
藩
の
　
「
渋
染
一
揆
」
を
教
材
化
し
て
部
落
史
学
習
の
融
合
単
元
の
中
に
位
置
づ
け
る
よ
う

に
し
た
。
こ
の
単
元
で
ね
ら
っ
た
こ
と
は
、
渋
染
一
揆
を
起
こ
し
た
部
落
の
人
々
の
願
い
や
気
持
ち
を
生
徒
に
体
感
的
に
思
考
さ

せ
て
、
命
を
か
け
て
で
も
差
別
と
闘
っ
た
人
々
の
生
き
方
に
共
感
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
生
徒
を
被
差
別
の
立
場
に
立
た
せ
て
、

学
習
プ
リ
ン
ト
に
差
別
撤
回
の
　
「
嘆
願
書
」
を
書
か
せ
る
方
法
で
全
員
に
意
見
を
述
べ
さ
せ
、
班
内
と
学
級
全
体
で
各
人
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
　
「
嘆
願
書
」
を
交
流
さ
せ
た
。
感
性
に
訴
え
る
「
体
験
」
と
理
解
内
容
の
認
識
・
見
直
し
の
た
め
の
　
「
表
現
活
動
」
そ
し

て
学
習
活
動
を
共
有
さ
せ
る
「
交
流
活
動
」
を
こ
の
単
元
で
仕
組
み
、
生
徒
の
　
「
自
己
存
在
感
」
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
た
。

単
元
「
差
別
と
闘
っ
た
人
々
」
　
の
板
書
例
　
　
写
真
（
掲
載
省
略
）

実
践
計
画
‥
全
国
水
平
社
　
　
資
料
指
導
案
（
掲
載
省
略
）

①
　
人
権
感
覚
の
育
成
に
関
わ
る
指
導
の
工
夫
　
「
人
権
教
育
の
指
導
方
法
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
よ
り

［
第
三
次
と
り
ま
と
め
］
　
は
「
効
果
的
な
学
習
教
材
の
選
定
・
開
発
」
　
の
参
考
例
と
し
て
「
視
聴
覚
教
材
な
ど
児
童
生
徒
の
感
性

に
訴
え
る
教
材
の
活
用
」
を
奨
め
て
い
る
。
そ
こ
で
指
導
者
自
ら
が
感
性
を
研
ぎ
澄
ま
し
て
視
聴
覚
教
材
の
発
掘
に
取
り
組
ん
だ
。
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番
組
N
H
K
「
そ
の
時
歴
史
が
動
い
た
」
　
で
全
国
水
平
社
結
成
の
放
映
が
な
さ
れ
た
。
録
画
し
て
教
材
化
に
取
り
組
ん
だ
。

福
岡
県
教
育
セ
ン
タ
ー
の
専
門
講
座
で
「
人
権
教
育
の
指
導
法
」
を
学
習
し
た
。
春
日
市
の
人
権
啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ

れ
た
講
座
で
は
、
特
別
展
「
水
平
社
宣
言
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
～
先
駆
者
た
ち
の
想
い
～
」
を
観
て
、
西
光
万
苦
の
業
績
を
学
び
、

教
科
書
の
記
述
を
補
完
で
き
る
教
材
を
採
取
し
た
。
今
回
の
専
門
研
修
講
座
で
学
ん
だ
有
効
な
内
容
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。

「
教
科
書
記
述
を
踏
ま
え
た
歴
史
学
習
の
進
め
方
」
1
歴
史
学
習
を
進
め
る
上
で
の
留
意
点
－

・
同
和
問
題
の
歴
史
を
特
別
に
取
り
出
す
の
で
は
な
く
て
、
日
本
の
歴
史
全
体
の
流
れ
の
中
で
学
習
す
る
こ
と
。

・
差
別
の
過
酷
さ
や
残
酷
さ
を
一
面
的
に
強
調
す
る
の
で
は
な
く
て
、
同
和
地
区
の
人
々
の
歴
史
を
生
産
と
労
働
、
芸
能
・
文

化
と
い
う
視
点
で
見
て
い
く
よ
う
に
す
る
こ
と
。
（
歴
史
学
習
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
同
和
地
区
児
童
生
徒
が
誇
り
を

持
っ
て
学
習
に
取
り
組
め
る
よ
う
に
行
う
。
）

・
必
ず
近
現
代
の
平
成
時
代
の
内
容
ま
で
学
習
す
る
こ
と
。

こ
の
内
容
か
ら
示
唆
を
受
け
て
、
近
現
代
の
単
元
「
全
国
水
平
社
」
　
の
指
導
案
作
成
に
取
り
組
ん
だ
。

6
　
全
体
考
察

①
　
被
差
別
の
立
場
に
立
っ
た
授
業
作
り
、
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
強
調
し
た
教
材
選
定
な
ど
の
視
点
で
の
授
業
改
善
が
第
一
段
階

か
ら
第
三
段
階
ま
で
一
貫
し
て
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

②
　
知
的
理
解
か
ら
人
権
感
覚
の
育
成
へ
の
発
展
に
つ
い
て
、
価
値
的
・
態
度
的
側
面
や
技
術
的
側
面
に
ま
で
考
慮
し
な
が
ら
学

習
プ
リ
ン
ト
を
開
発
で
き
た
。
生
徒
同
士
の
交
流
活
動
の
設
定
に
よ
り
共
感
的
に
理
解
す
る
力
や
表
現
力
の
ど
の
育
成
に
努
め

る
こ
と
が
で
き
た
。
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③
　
教
科
書
の
記
述
の
分
析
か
ら
、
補
完
の
た
め
の
教
材
開
発
は
、
部
落
史
に
関
す
る
新
し
い
研
究
成
果
や
視
聴
覚
教
材
の
活
用

で
充
分
に
対
応
で
き
た
。

④
　
人
権
擁
護
に
、
実
際
に
役
立
つ
よ
う
な
実
践
的
知
識
を
獲
得
さ
せ
る
た
め
に
「
一
揆
の
指
導
者
」
や
「
水
平
社
宣
言
文
起
草

者
の
西
光
万
吉
」
ら
先
人
の
生
き
方
を
学
ば
せ
た
こ
と
が
有
効
で
あ
っ
た
。

7
　
今
後
の
課
題

○
　
近
世
政
治
起
源
説
を
中
世
か
ら
の
　
「
け
が
れ
感
」
と
差
別
形
成
の
関
係
を
重
視
し
て
見
直
す
。

○
　
部
落
史
単
元
を
取
り
上
げ
融
合
さ
せ
る
構
成
の
仕
方
に
、
生
徒
の
時
空
を
越
え
て
の
理
解
を
援
助
す
る
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。

○
　
人
権
感
覚
の
育
成
に
必
要
な
情
緒
的
理
解
に
関
し
て
、
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
強
調
と
部
落
差
別
の
悲
惨
な
実
態
に
つ
い
て
の

学
習
内
容
の
配
分
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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