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ケ
ー
テ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
題
材
化
し
続
け
た
一
美
術
科

教
師
の
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー

松
原
三
中
に
お
け
る
授
業
実
践
の
「
語
り
」
か
ら

濱
元
伸
彦

一
、
は
じ
め
に

　

一
九
九
〇
年
代
前
半
の
あ
る
日
、「
国
連
人
権
教
育
の
十
年
」
の
推
進
活
動
の
一
環
と
し

て
、
一
人
の
国
連
の
女
性
職
員
（1）
が
、
日
本
に
お
け
る
人
権
教
育
の
視
察
と
し
て
、
複
数
の

学
校
を
訪
問
し
て
い
た
。
そ
の
訪
問
先
の
一
つ
と
し
て
、
大
阪
府
に
あ
る
松
原
市
立
松
原
第

三
中
学
校
（
以
下
、
松
原
三
中
）
へ
も
訪
れ
た
。
そ
の
学
校
の
授
業
を
視
察
す
る
た
め
、
職
員

が
教
頭
に
案
内
さ
れ
な
が
ら
校
舎
内
を
移
動
中
の
こ
と
で
あ
る
。
階
段
を
上
っ
て
い
た
女
性

職
員
が
、
階
段
の
踊
り
場
を
ふ
と
見
上
げ
た
時
、
目
に
し
た
光
景
に
息
を
飲
ん
だ
。
そ
の
踊

り
場
の
壁
一
面
に
、
ケ
ー
テ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
「
種
子
を
粉
に
挽
い
て
は
な
ら
な
い
」
の

模
写
が
あ
っ
た
。
目
を
見
開
い
た
ま
ま
じ
っ
と
し
て
い
た
職
員
だ
っ
た
が
、
我
に
返
る
と
、

「
ど
う
し
て
こ
の
絵
が
こ
こ
に
…
」
と
、
そ
ば
に
い
た
通
訳
者
を
通
じ
、
教
頭
を
質
問
攻
め

に
し
た
。
教
頭
は
、
こ
の
中
学
校
の
美
術
科
に
お
け
る
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
作
品
を
題
材
に
し
た

授
業
づ
く
り
の
経
緯
を
話
し
た
。
ま
た
、
同
校
の
集
団
制
作
に
よ
る
木
版
画
の
一
部
が
、
コ

ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
出
身
国
で
あ
る
旧
東
ド
イ
ツ
の
一
都
市
に
寄
贈
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
（2）
な

ど
、
中
学
校
の
実
践
と
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
深
い
つ
な
が
り
を
事
細
か
に
説
明
し
た
。
学
校
内

に
は
そ
の
他
、
二
十
年
以
上
に
渡
っ
て
、
生
徒
が
集
団
制
作
で
残
し
た
版
画
や
レ
リ
ー
フ
な

ど
が
展
示
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
制
作
過
程
を
教
頭
が
丁
寧
に
解
説
し
た
。
職
員
は
、
こ
の
中
学

校
に
お
け
る
美
術
教
育
の
意
欲
的
な
取
り
組
み
に
感
動
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
教
頭
自
身
が

そ
れ
に
示
す
強
い
情
熱
に
も
驚
い
た
。

　

実
は
、
こ
の
教
頭
、
白
樫
雅
洋
こ
そ
が
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
美
術
科
の
題
材
と
し
て
こ
の

松
原
三
中
に
持
ち
込
ん
だ
当
の
人
物
で
あ
る
。
彼
は
、
松
原
市
の
同
世
代
の
教
員
か
ら
は

「
芸
術
家
に
つ
い
て
は
、
ケ
ー
テ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
丸
木
俊
し
か
教
え
な
い
教
師
」
と
敬

意
を
込
め
て
言
い
伝
え
ら
れ
る
教
師
で
あ
る
。
白
樫
は
一
九
七
〇
年
代
半
ば
か
ら
「
狭
山
絵

巻
」
や
「
ナ
ガ
サ
キ
」
を
初
め
と
す
る
様
々
な
生
徒
の
集
団
制
作
を
指
導
し
、
同
校
の
「
解

放
教
育
」
の
理
念
を
美
術
教
育
に
よ
り
具
現
化
す
る
こ
と
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
し
て
、
着
任

か
ら
二
六
年
に
渡
る
彼
の
松
原
三
中
で
の
仕
事
を
通
し
て
（3）
、
同
校
は
我
が
国
に
お
け
る
反

差
別
の
美
術
教
育
の
発
信
源
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
本
論
文
の
目
的
と
研
究
方
法

　

本
論
文
の
目
的
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
お
け
る
、
松
原
三
中
の
美
術
科
教
員
・
白
樫

雅
洋
の
美
術
教
育
の
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
（
教
授
学
）（4）
を
、
か
れ
の
「
語
り
」
の
分
析
を
通
し
て
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

白
樫
が
教
諭
と
な
っ
た
一
九
七
〇
年
代
半
ば
、
大
阪
府
な
ど
関
西
を
中
心
と
し
た
諸
地
域

で
部
落
差
別
の
撤
廃
を
め
ざ
す
部
落
解
放
運
動
が
進
展
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
部
落
解
放
運

動
と
連
動
し
、
反
差
別
の
理
念
を
軸
に
教
育
活
動
の
刷
新
を
図
る
「
解
放
教
育
」
が
提
起
さ

れ
、
同
和
地
区
を
校
区
に
含
む
学
校
を
中
心
に
取
り
組
み
が
進
ん
だ
。
こ
う
し
た
状
況
の

中
、
解
放
教
育
を
美
術
教
育
の
中
で
実
現
し
よ
う
と
し
た
取
り
組
み
の
一
つ
が
、
白
樫
雅
洋

ら
の
松
原
三
中
に
お
け
る
教
育
実
践
で
あ
る
。

　

大
学
時
代
に
部
落
解
放
運
動
に
強
い
関
心
を
も
っ
た
白
樫
は
、
そ
の
運
動
理
念
に
共
鳴

し
、
松
原
市
の
中
学
校
教
員
と
な
っ
た
。
彼
が
中
学
生
と
共
に
作
り
出
し
た
集
団
制
作
「
狭

山
絵
巻
」（
一
九
七
四
年
）
は
、
学
校
内
外
に
大
き
な
反
響
を
呼
び
、
題
材
の
政
治
性
の
面
で

一
部
に
批
判
を
受
け
つ
つ
も
、
そ
の
後
の
松
原
三
中
の
美
術
教
育
の
「
典
型
」
を
築
い
た
。

そ
の
後
、「
原
爆
の
図
」
の
作
者
で
あ
る
丸
木
俊
と
の
交
流
を
経
て
、
同
校
の
集
団
制
作
は

「
反
差
別
の
表
現
」
と
し
て
さ
ら
に
発
展
を
続
け
た
。
こ
の
よ
う
な
松
原
三
中
に
お
け
る
取

り
組
み
は
、
そ
の
当
時
関
西
を
中
心
に
生
ま
れ
て
い
た
「
解
放
教
育
と
し
て
の
美
術
教
育
」

の
代
表
的
な
実
践
で
あ
り
、
戦
後
の
美
術
教
育
史
に
お
い
て
も
、
特
に
そ
の
問
題
意
識
に
お

い
て
貴
重
な
事
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
重
要
性
が
あ
り
つ
つ
も
、
松
原
三
中
に
お

け
る
美
術
教
育
の
理
念
や
内
容
は
ほ
と
ん
ど
研
究
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本

研
究
で
は
、
白
樫
の
当
時
の
実
践
を
め
ぐ
る
「
語
り
」
の
分
析
に
基
づ
き
な
が
ら
、
彼
ら
が

松
原
三
中
で
取
り
組
ん
だ
美
術
教
育
の
実
践
や
そ
の
背
景
に
あ
る
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
を
描
出
し
て

い
く
。

　

教
師
の
「
語
り
」（
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
）
を
用
い
て
教
師
の
も
つ
個
別
の
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
を
考
察
し

て
い
く
試
み
は
、
数
は
少
な
い
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
藤
原
ら
（5）
は
、
国
語
科
の
教
師
で

あ
る
遠
藤
瑛
子
を
研
究
対
象
と
し
た
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
に
よ
り
、
彼
女
の
指
導
方
法

と
そ
の
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
の
変
遷
を
「
歴
史
性
」、「
状
況
依
存
性
」、「
典
型
性
」
の
三
つ
の
観
点

か
ら
分
析
し
て
い
る
。
ま
た
、
拙
著
（6）
で
は
、
八
人
の
中
学
校
教
師
が
「
生
き
る
力
」
概
念
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を
ど
の
よ
う
に
実
践
的
文
脈
に
お
い
て
解
釈
し
語
る
か
を
分
析
し
、
こ
の
概
念
を
モ
チ
ー
フ

と
し
て
語
ら
れ
る
教
員
の
個
別
の
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
の
記
述
を
試
み
た
。
教
育
実
践
の
資
料
分
析

に
と
ど
ま
ら
ず
、「
語
り
」
を
分
析
対
象
と
し
て
研
究
す
る
強
み
は
、
教
師
自
身
の
実
践
へ

の
「
意
味
づ
け
」
や
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」
を
理
解
可
能
に
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
「
語

り
」
を
元
に
実
践
が
状
況
づ
け
ら
れ
て
い
る
歴
史
的
・
組
織
的
背
景
を
も
記
述
す
る
こ
と
が

で
き
る
点
で
あ
る
（7）
。

　

本
研
究
で
は
、
二
〇
一
六
年
の
一
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
、
白
樫
雅
洋
を
主
な
調
査
対
象

と
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
計
三
回
行
っ
た
。
そ
の
う
ち
二
回
は
、
白
樫
に
対
す
る
個
別
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
り
、
一
回
は
大
阪
府
内
に
あ
る
彼
の
自
宅
で
、
も
う
一
回
は
白
樫
が
勤
務

し
た
松
原
三
中
の
美
術
室
に
て
行
っ
た
。
特
に
、
後
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
際
に
は
、
松
原

三
中
内
に
展
示
さ
れ
る
様
々
な
生
徒
作
品
を
、
白
樫
の
解
説
を
得
な
が
ら
鑑
賞
す
る
機
会
を

も
ら
い
、
そ
の
制
作
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
三
回
目
は
、

白
樫
と
彼
の
元
同
僚
で
あ
る
美
術
科
教
員
二
名
を
含
め
た
計
三
名
を
対
象
に
グ
ル
ー
プ
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
松
原
三
中
に
お
け
る
美
術
教
育

の
歴
史
的
経
緯
を
、
そ
れ
に
関
わ
っ
た
複
数
の
教
員
の
語
り
に
よ
っ
て
捉
え
る
と
同
時
に
、

白
樫
自
身
の
語
り
で
は
捉
え
難
い
、
同
校
の
美
術
教
育
に
お
け
る
彼
の
指
導
的
役
割
を
把
握

す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
「
語
り
」
の
デ
ー
タ
に
加
え
、
白
樫
か
ら
提
供
さ
れ
た

授
業
資
料
や
生
徒
の
感
想
、
松
原
三
中
の
美
術
教
育
の
記
録
資
料
、
あ
る
い
は
、
白
樫
が
教

育
雑
誌
等
に
寄
稿
し
た
論
文
記
事
も
分
析
の
対
象
と
し
つ
つ
、
彼
の
美
術
教
育
の
ペ
ダ
ゴ

ジ
ー
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
。

　

そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
白
樫
自
身
が
実
践

記
録
を
比
較
的
多
く
残
し
て
い
る
「
集
団
制
作
」
で
は
な
く
、
彼
の
別
の
特
色
あ
る
実
践
で

あ
る
「
絵
を
読
む
」（
鑑
賞
）
活
動
、
そ
の
中
で
も
特
に
ケ
ー
テ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
作
品
を

用
い
た
指
導
実
践
に
着
目
し
た
い
（8）
。
二
つ
の
世
界
大
戦
の
間
を
生
き
た
ド
イ
ツ
の
女
性
画

家
ケ
ー
テ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
（
一
八
六
七
│
一
九
四
五
）
の
作
品
は
、
欧
米
で
は
広
く
認
知
さ

れ
つ
つ
も
、
我
が
国
の
義
務
教
育
レ
ベ
ル
の
美
術
教
育
の
題
材
と
し
て
、
お
そ
ら
く
極
め
て

扱
わ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
作
家
で
あ
る
。
貧
し
い
民
衆
や
母
子
を
描
い
た
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の

作
品
を
題
材
化
し
よ
う
と
し
た
白
樫
の
問
題
意
識
、
特
に
彼
女
の
「
パ
ン
」（
一
九
二
四
）
を

用
い
た
授
業
実
践
の
そ
れ
に
は
、
解
放
教
育
を
美
術
教
育
の
中
に
具
現
化
し
よ
う
と
す
る
白

樫
の
指
導
観
が
深
く
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
「
語
り
」
の
分
析
を
通
し
て
明
ら
か
に

な
っ
た
。
そ
れ
が
本
稿
に
お
い
て
白
樫
に
よ
る
「
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
題
材
化
」
に
着
目
す
る

理
由
で
あ
る
。

三
、
青
年
期
の
白
樫
と
松
原
三
中

　

大
阪
府
の
岸
和
田
市
に
生
ま
れ
、
大
阪
教
育
大
学
に
進
学
し
た
白
樫
雅
洋
は
、
教
育
関
係

の
講
義
を
受
講
す
る
中
で
、
部
落
問
題
や
解
放
教
育
の
存
在
を
知
り
、
そ
れ
に
共
鳴
す
る
学

生
た
ち
と
出
会
う
。
白
樫
は
結
成
さ
れ
て
間
も
な
い
同
大
学
の
同
実
組
（
同
和
教
育
推
進
校
実

習
生
組
合
）
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
。
同
実
組
と
は
、
大
阪
府
内
の
同
和
教
育
推
進
校

に
積
極
的
に
教
育
実
習
に
行
き
、
そ
の
教
育
理
念
を
学
ぶ
こ
と
を
目
指
す
学
生
の
自
治
的
組

織
で
あ
る
。
白
樫
は
こ
の
よ
う
な
活
動
を
通
し
て
、
一
九
七
〇
年
代
当
時
、
被
差
別
部
落
の

子
ど
も
た
ち
の
置
か
れ
て
い
る
厳
し
い
生
活
背
景
や
か
れ
ら
の
教
育
が
学
校
で
十
分
に
保
障

さ
れ
て
い
な
い
現
実
を
知
っ
た
。
一
方
で
、
学
生
時
代
の
白
樫
が
最
も
強
い
問
題
意
識
を

持
っ
て
関
わ
っ
た
の
が
「
狭
山
事
件
」
で
あ
っ
た
。
白
樫
自
身
、
学
生
時
代
か
ら
仲
間
と
一

緒
に
「
現
地
調
査
」
や
石
川
一
雄
氏
の
解
放
を
訴
え
る
全
国
集
会
に
何
度
も
参
加
し
た
。「
狭

山
事
件
」
へ
の
関
わ
り
は
、
大
学
卒
業
後
に
教
員
に
な
っ
て
か
ら
も
続
き
、
服
役
中
の
石
川

一
雄
氏
に
直
接
激
励
の
面
会
を
果
た
す
ま
で
に
至
る
。
そ
の
よ
う
な
白
樫
が
教
員
に
な
り
、

最
も
や
り
た
か
っ
た
の
は
、
生
徒
た
ち
と
「
狭
山
事
件
」
に
つ
い
て
共
に
考
え
、
そ
れ
に
関

す
る
何
ら
か
の
表
現
活
動
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

次
に
、
白
樫
が
勤
務
す
る
こ

と
に
な
っ
た
松
原
三
中
に
つ
い

て
紹
介
し
た
い
。
被
差
別
部
落

を
校
区
に
含
む
松
原
三
中
は
、

地
域
の
背
負
う
生
活
背
景
の
厳

し
さ
に
加
え
、
外
か
ら
の
差
別

の
ま
な
ざ
し
に
よ
り
、
多
く
の

生
徒
た
ち
が
自
分
の
抱
え
る

「
し
ん
ど
さ
」
を
非
行
と
い
う

形
で
表
現
し
、
学
校
も
「
荒

れ
」
て
い
た
。
学
校
自
体
が
当

時
、
劣
悪
な
設
備
・
環
境
の
ま

ま
に
放
置
さ
れ
、
校
区
で
は

「
越
境
通
学
」
が
増
加
す
る
と

図 1　松原三中に展示されるコルヴィッツの「種子を粉
に挽いてはならない」の生徒による模写
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い
う
悪
循
環
に
陥
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば
以
降
、
地
域
の
部
落
解
放
運

動
の
機
運
が
高
ま
り
、
三
中
校
区
に
あ
る
布
忍
小
学
校
で
、
保
護
者
を
中
心
に
越
境
反
対
運

動
が
取
り
組
ま
れ
た
（9）
。
そ
の
進
展
の
中
で
、
三
中
の
施
設
・
設
備
改
善
が
市
へ
の
要
求
に

よ
り
獲
ち
取
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
校
区
に
あ
る
「
部
落
子
ど
も
会
」
の
活
動
を
通
し
て
、
白

樫
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
子
ど
も
た
ち
の
差
別
に
対
す
る
眼
は
鋭
く
と
ぎ
す
ま
さ
れ
」、
部

落
出
身
の
生
徒
た
ち
が
当
時
の
三
中
の
「
差
別
的
な
」
教
育
体
制
を
批
判
し
、
告
発
す
る
と

い
う
「
三
中
事
件
」
が
起
き
た
（10）
。
こ
の
告
発
に
学
校
は
混
乱
す
る
も
、
や
が
て
教
師
た
ち

は
、
生
徒
た
ち
の
告
発
を
真
剣
に
受
け
止
め
、
教
育
の
見
直
し
に
踏
み
切
っ
た
。
部
落
の
生

徒
の
置
か
れ
て
い
る
実
態
を
直
視
し
、
学
校
が
取
り
組
む
「
教
育
の
問
題
」
と
し
て
捉
え
る

こ
と
、
生
徒
た
ち
の
教
育
権
を
徹
底
し
て
保
障
す
る
教
育
を
行
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
三
中
の
教
育
は
、「
部
落
の
完
全
解
放
」
を
目
的
と
掲
げ
、「
集
団
づ
く
り
」
に

軸
を
置
く
教
育
体
制
を
め
ざ
し
て
再
出
発
し
た
。

　

松
原
三
中
の
「
集
団
づ
く
り
」
に
お
い
て
重
要
に
な
る
の
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
各
学

級
の
生
活
班
の
活
動
で
あ
り
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
「
生
活
を
語
る
」
と
い
う
実
践
で
あ
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
実
践
を
通
し
て
、
生
徒
が
連
帯
し
て
厳
し
い
生
活
の
現
実
や
差
別
と
向
き

合
い
、
自
分
の
生
き
方
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
、
三
中
の
教
育
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
た
。

　

一
九
七
三
年
に
松
原
三
中
の
教
員
と
な
っ
た
白
樫
は
、「
部
落
解
放
を
目
指
す
学
校
教
育
」

と
い
う
理
念
に
情
熱
を
燃
や
し
、
若
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
す
べ
て
子
ど
も
た
ち
に
ぶ
つ
け
、
新

た
な
教
育
活
動
を
創
造
す
べ
く
取
り
組
ん
だ
。
三
中
教
員
と
し
て
の
仕
事
は
、
学
校
の
中
で

の
授
業
づ
く
り
や
学
級
経
営
の
み
に
留
ま
ら
な
い
。
白
樫
は
ま
た
、
地
域
の
部
落
子
ど
も
会

の
担
当
に
も
な
り
、
放
課
後
は
そ
の
活
動
を
地
域
の
青
年
た
ち
と
と
も
に
指
導
し
た
。
ま

た
、
部
落
の
子
ど
も
た
ち
を
家
庭
訪
問
し
て
勉
強
を
見
た
り
、
親
と
話
を
し
た
り
し
て
深
夜

ま
で
過
ご
し
、
部
落
の
中
に
あ
る
団
地
内
の
自
宅
に
戻
っ
て
眠
り
に
つ
く
、
そ
の
よ
う
な
毎

日
を
送
っ
た
。

　

一
方
で
、
美
術
科
の
授
業
づ
く
り
に
も
意
欲
的
に
取
り
組
ん
だ
。
後
で
紹
介
す
る
よ
う

に
、
生
活
綴
方
運
動
の
流
れ
を
汲
む
「
生
活
画
」
の
実
践
に
学
び
、
生
徒
た
ち
の
生
活
を
見

つ
め
自
己
表
現
す
る
力
を
育
む
た
め
、
毎
回
の
授
業
で
、
家
に
あ
る
も
の
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る

宿
題
を
生
徒
に
課
し
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
コ
メ
ン
ト
を
記
入
し
て
返
却
し
た
。

　

そ
し
て
、
教
員
に
な
っ
て
二
年
目
の
一
九
七
四
年
、
白
樫
は
、
教
員
に
な
っ
た
時
か
ら
の

夢
で
あ
っ
た
「
狭
山
事
件
」
の
題
材
化
に
取
り
組
み
、
生
徒
達
と
こ
の
事
件
に
つ
い
て
学
び

な
が
ら
、
全
長
八
十
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
巨
大
な
版
画
「
狭
山
絵
巻
」
を
集
団
制
作
と
し
て

つ
く
り
あ
げ
た
。
白
樫
自
身
の
原
点
で
も
あ
る
「
狭
山
絵
巻
」
の
制
作
で
あ
っ
た
が
、
集
団

制
作
に
よ
る
反
差
別
や
連
帯
の
表
現
は
、
こ
の
後
の
松
原
三
中
の
「
集
団
づ
く
り
」
の
教
育

の
柱
と
な
り
、
三
中
の
教
育
活
動
の
新
た
な
展
開
の
出
発
点
と
な
っ
た
と
言
え
る
。
こ
れ
に

関
す
る
、
白
樫
自
身
の
記
述
を
、
彼
自
身
の
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
の
表
現
と
し
て
、
以
下
に
引
用
し

て
お
き
た
い
。

　
　

 

松
原
市
立
第
三
中
学
校
に
お
け
る
美
術
の
卒
業
制
作
は
学
年
全
員
に
よ
る
集
団
制
作
の

方
法
を
と
っ
て
き
て
い
る
。
七
四
年
度
に
狭
山
の
た
た
か
い
を
と
り
上
げ
て
以
降
、
毎

年
、
主
題
は
班
で
の
論
議
を
重
ね
て
決
定
し
て
い
っ
て
い
る
。
学
校
生
活
の
基
礎
単
位

と
な
る
生
活
班
を
機
能
さ
せ
た
上
で
の
生
徒
自
身
の
手
に
よ
る
主
題
の
選
択
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
認
識
が
い
か
に
意
欲
的
な
表
現
と
結
合
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
か
。
私
た
ち

は
以
前
に
、
一
枚
の
絵
を
仕
上
げ
る
こ
と
も
困
難
で
あ
っ
た
生
徒
に
つ
い
て
、
そ
れ
を

経
験
し
て
い
る
。
彼
は
、
班
で
分
担
し
た
の
ち
、
石
川
さ
ん
を
描
き
な
が
ら
「
オ
レ
、

こ
れ
描
く
と
、
ち
ゃ
ん
と
せ
な
あ
か
ん
」
と
班
の
仲
間
に
誓
い
、
生
活
規
律
の
乱
れ
を

正
し
な
が
ら
絵
を
完
成
さ
せ
て
い
っ
た
。
私
た
ち
は
こ
こ
を
原
点
と
し
て
確
認
し
、
題

材
は
学
校
生
活
の
な
か
、
ま
た
は
地
域
の
背
負
う
現
実
課
題
の
な
か
か
ら
、
現
実
に
向

か
う
も
の
と
し
て
設
定
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
子
ど
も
の
表
現
す
る
こ
と
の
意
味
は
、

自
分
や
仲
間
や
生
活
を
見
つ
め
る
目
を
育
て
て
い
き
な
が
ら
、
結
局
は
自
分
を
形
象
化

し
て
い
く
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
（11）
。

　

特
に
、
本
稿
で
は
、
こ
の
引
用
の
傍
線
部
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
白
樫
固
有
の
美
術
教
育

の
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
に
つ
い
て
、
彼
の
ケ
ー
テ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
題
材
に
し
た
授
業
づ
く
り
を

ケ
ー
ス
と
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。

四
、
丸
木
俊
の
影
響

　

コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
題
材
化
に
つ
い
て
議
論
を
進
め
る
前
に
、
も
う
一
人
、
白
樫
の
教
員
と

し
て
の
自
己
形
成
に
影
響
を
与
え
た
人
物
、
画
家
の
丸
木
俊
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

丸
木
俊
は
夫
の
位
里
と
と
も
に
描
い
た
「
原
爆
の
図
」
に
代
表
さ
れ
る
作
家
活
動
を
通
し

て
、
学
校
に
お
け
る
反
戦
・
反
差
別
の
教
育
を
、
自
身
の
芸
術
活
動
を
通
し
て
支
え
る
役
割

を
果
た
し
て
き
た
。
丸
木
夫
妻
が
、
自
身
の
ヒ
ロ
シ
マ
の
体
験
か
ら
「
原
爆
の
図
」
を
制
作
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し
、
そ
れ
を
伝
え
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
、
あ
る
い
は
沖
縄
、
南
京
と
問
題
意
識
を
広
げ
て
き

た
過
程
は
、
大
阪
で
使
わ
れ
て
き
た
同
和
教
育
の
副
読
本
で
あ
る
「
に
ん
げ
ん
」
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
文
章
「
い
ま
よ
う
や
く
こ
こ
に
た
っ
て
」
に
も
示
さ
れ
、
授
業
を
通
し
て
多
く
の

生
徒
に
読
ま
れ
た
。

　

一
九
七
五
年
、
大
阪
で
開
催
さ
れ
た
「
に
ん
げ
ん
展
」（12）
で
初
め
て
「
原
爆
の
図
」
を
直
接

目
に
し
た
白
樫
は
そ
の
感
想
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

抑
え
ら
れ
た
色
の
調
子
が
、
こ
こ
ち
よ
い
。
だ
が
、
い
つ
し
か
ぼ
く
は
、
こ
の
少
女
は

何
を
考
え
、
な
に
を
語
り
始
め
る
の
か
、
目
を
見
て
、
口
元
を
見
て
、
手
を
見
て
、

じ
っ
と
聞
き
い
っ
て
い
た
。
た
し
か
に
少
女
は
、
し
だ
い
に
熱
っ
ぽ
く
し
ゃ
べ
り
始
め

た
よ
う
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
た
声
が
、「
原
爆
の
図
」
を
そ
れ
ぞ
れ
に
語
る
（13）
。

さ
ら
に
、
そ
の
会
場
で
、
丸
木
俊
の
講
演
が
聞
け
る
と
い
う
「
最
高
の
め
ぐ
り
あ
わ
せ
」
が

あ
り
、そ
こ
で
丸
木
俊
が
語
っ
た
こ
と
は
、「
忘
れ
が
た
く
心
に
く
い
い
っ
た
」と
言
う
（14）
。
丸

木
が
、
長
い
自
問
自
答
の
中
で
「
原
爆
の
図
」
を
描
き
、
日
本
内
外
に
そ
れ
を
見
せ
る
展
覧

会
を
開
い
た
こ
と
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
批
判
を
受
け
る
だ
け
で
な
く
、「
本
当
に
ヒ
ロ

シ
マ
の
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
被
爆
者
自
身
の
厳
し
い
ま
な
ざ
し
を
感
じ
、

描
く
か
、
描
く
ま
い
か
悩
み
続
け
た
こ
と
。
さ
ら
に
、
南
京
の
虐
殺
に
つ
い
て
も
同
様
に
悩

ん
だ
こ
と
。
そ
う
し
た
自
問
自
答
の
道
程
が
、
や
さ
し
い
声
で
語
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
し

て
、
な
お
「
新
し
い
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
ん
で
す
」
と
い
う
丸
木
の
声
に
、
白
樫
は
「
と
び

あ
が
り
た
い
程
の
う
れ
し
さ
を
感
じ
た
」
と
い
う
。
そ
の
丸
木
俊
の
や
さ
し
い
宣
言
は
、
当

時
、
生
徒
た
ち
と
共
に
「
狭
山
絵
巻
」
を
制
作
し
よ
う
と
し
て
い
た
若
き
白
樫
を
力
強
く
後

押
し
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
白
樫
は
そ
の
時
の
決
意
を
次
の
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
る
。

　
　

 

ぼ
く
は
、
美
術
教
育
が
果
た
す
役
割
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
立
場
に
あ
っ
て
、
芸

術
そ
の
も
の
に
対
す
る
認
識
を
確
か
め
ら
れ
た
と
思
っ
た
。
思
想
に
裏
打
ち
さ
れ
た
芸

術
こ
そ
、
人
の
心
を
う
ち
、
結
び
合
う
も
の
だ
と
い
う
確
信
を
深
め
た
。・
・
・
絵
を

描
く
と
い
う
こ
と
、
も
の
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
暖
か
く
人
の
心
ま
で
も
包
み
込

む
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
改
め
て
知
ら
さ
れ
た
こ
の
日
の
感
想
は
、
い
ま
な
お
鮮
明
に

あ
る
（15）
。

後
に
「
ナ
ガ
サ
キ
」
の
集
団
制
作
に
お
い
て
、
白
樫
は
直
接
的
に
丸
木
俊
の
支
援
を
受
け
る

が
、
こ
れ
を
契
機
に
彼
と
丸
木
俊
の
交
流
は
ま
す
ま
す
深
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
人
間
的
な

柔
ら
か
さ
と
厳
し
い
自
己
批
判
を
併
せ
持
ち
つ
つ
対
象
に
挑
ん
で
い
く
丸
木
は
、
白
樫
に

と
っ
て
芸
術
に
た
ず
さ
わ
る
人
間
と
し
て
の
模
範
で
あ
り
、
メ
ン
タ
ー
（
導
き
手
）
で
も
あ
っ

た
。

五
、
ケ
ー
テ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
の
出
会
い

　

こ
の
よ
う
に
、
三
中
の
掲
げ
る
教
育
目
標
の
下
、
生
徒
た
ち
と
集
団
制
作
を
創
り
上
げ
る

方
法
を
自
ら
編
み
出
し
な
が
ら
、
若
く
発
想
力
に
富
む
白
樫
は
、
当
時
、
反
戦
・
反
差
別
の

運
動
の
中
で
起
こ
っ
て
き
た
「
解
放
教
育
」
の
実
践
者
か
ら
そ
の
理
論
を
積
極
的
に
学
び
、

自
身
の
思
想
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
同
時
に
、
自
ら
の
教
育
実
践
を
豊
か
に
す
る
た
め
、
美

術
科
の
教
育
方
法
の
革
新
に
つ
い
て
も
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で
い
っ
た
。
特
に
、
若
き
日
の

白
樫
に
と
っ
て
授
業
方
法
の
大
き
な
学
び
の
場
と
な
っ
た
の
が
、「
美
術
教
育
者
協
議
会
」
（16）

（
以
下
、
美
教
協
）
と
呼
ば
れ
る
美
術
教
育
の
研
究
団
体
で
あ
る
。
こ
の
団
体
は
、
生
活
綴
方

運
動
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
美
術
教
育
者
の
団
体
で
あ
り
、「
生
活
の
リ
ア
リ
ズ
ム
表
現
」
を
重

視
し
、
子
ど
も
の
「
生
活
を
見
る
ま
な
ざ
し
」
を
育
む
と
い
う
視
点
で
は
、
解
放
教
育
と
問

題
意
識
に
お
い
て
共
有
す
る
部
分
も
大
き
い
。
白
樫
は
、
仕
事
の
合
間
を
ぬ
っ
て
、
美
教
協

の
定
例
会
に
参
加
し
、
授
業
で
扱
う
題
材
や
方
法
、
児
童
生
徒
の
作
品
の
見
方
な
ど
を
学
ん

で
い
っ
た
。
こ
の
美
教
協
で
当
時
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
が
、
栗
岡
英
之
助
や

別
所
明
芳
の
よ
う
な
教
育
者
で
あ
り
、
特
に
、
栗
岡
は
、
白
樫
の
地
元
で
あ
る
岸
和
田
市
の

教
諭
で
あ
っ
た
の
で
、
白
樫
は
自
分
の
出
身
地
に
も
そ
の
よ
う
な
優
れ
た
美
術
教
育
の
実
践

家
が
い
る
こ
と
に
驚
い
た
。

　

こ
の
美
教
協
と
の
接
点
か
ら
白
樫
は
、「
生
活
画
」
の
考
え
方
や
実
践
な
ど
、
そ
れ
ま
で

自
分
の
持
っ
て
い
な
か
っ
た
手
法
や
題
材
を
取
り
入
れ
、
松
原
三
中
で
の
実
践
に
生
か
し
て

い
っ
た
。
そ
し
て
、「
絵
を
読
む
」
と
い
う
鑑
賞
教
育
の
方
法
（17）
を
学
ん
だ
。
一
九
七
〇
年
代

当
時
、
鑑
賞
と
い
う
活
動
が
学
校
教
育
の
中
で
十
分
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
状
況
が

あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
美
教
協
の
一
部
の
実
践
家
は
、「
生
活
画
」
の
表
現
を
ね
ら
い
と
し

て
子
ど
も
た
ち
の
視
点
を
育
む
た
め
、
人
間
の
生
活
や
労
働
、
社
会
的
課
題
に
関
連
す
る
美

術
作
品
を
題
材
と
し
て
、
生
徒
に
問
い
か
け
な
が
ら
そ
れ
を
読
み
解
き
、
制
作
者
の
意
図
や

価
値
観
に
迫
っ
て
い
く
と
い
う
授
業
方
法
を
提
案
し
た
（18）
。
そ
う
し
た
方
法
は
白
樫
に
と
っ

て
、
芸
術
作
品
の
鑑
賞
と
松
原
三
中
の
集
団
制
作
等
で
の
表
現
を
結
び
つ
け
る
上
で
、
有
用
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な
方
法
で
あ
る
よ
う
に
思
え
た
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
鑑
賞
教
育
の
具
体
的
な
方
法
に
も
ま
し
て
、
白
樫
の
目
を
惹
き
つ
け

た
の
は
、
報
告
者
が
題
材
の
一
部
に
挙
げ
て
い
た
ケ
ー
テ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
作
品
群
で
あ

る
。
白
樫
は
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
技
法
や
描
く
主
題
に
「
こ
ん
な
絵
見
た
こ
と
な
い
わ
」
と
言

い
表
せ
な
い
程
の
衝
撃
を
受
け
、
以
後
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
遺
し
た
作
品
の
虜
と
な
っ
た
。

白
樫
は
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
作
品
を
授
業
に
取
り
入
れ
、
生
徒
た
ち
に
出
会
わ
せ
た
い
と
強

く
思
っ
た
。

六
、「
絵
を
読
む
」
―
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
「
パ
ン
」
の
実
践

　

コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
ど
の
作
品
を
、
ど
の
よ
う
に
授
業
の
中
で
用
い
る
か
、
白
樫
は

一
九
八
〇
年
前
後
の
数
年
間
、
実
際
三
中
の
子
ど
も
を
相
手
に
試
行
錯
誤
を
続
け
た
。
そ
の

う
ち
、
三
中
の
子
ど
も
の
生
活
課
題
と
重
ね
対
話
を
導
く
と
い
う
点
で
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の

作
品
の
い
く
つ
か
が
鑑
賞
授
業
の
有
意
義
な
題
材
と
し
て
絞
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
、
コ
ル

ヴ
ィ
ッ
ツ
の
「
パ
ン
」
を
用
い
た
授
業
は
一
つ
の
「
典
型
」
と
し
て
定
着
し
、
白
樫
の
同
僚

教
員
に
も
実
践
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
下
、
授
業
の
資
料
や
白
樫
の
語
り
か
ら
、「
パ

ン
」
の
授
業
の
展
開
を
分
析
し
、
そ
の
細
部
に
白
樫
が
込
め
て
い
る
彼
の
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
を
解

釈
し
て
い
き
た
い
。

（
一
）
絵
を
め
ぐ
る
教
師 

― 

生
徒
間
の
対
話

　

白
樫
の
授
業
で
は
、
三
年
間
を
通
し
て
生
徒
は
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
作
品
に
何
度
と
な
く
出

会
う
が
、「
パ
ン
」
の
授

業
は
、
生
徒
た
ち
が
一
年

生
で
初
め
て
コ
ル
ヴ
ィ
ッ

ツ
に
出
会
う
場
と
し
て
設

定
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
導
入
と
し
て
、

ケ
ー
テ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ

の
経
歴
や
作
品
の
特
徴
、

例
え
ば
、「
ド
イ
ツ
を
代

表
す
る
版
画
家
・
彫
刻
家

で
あ
る
こ
と
」、「
一
人
の

女
性
（
母
）
と
し
て
、
戦
争
で
自
分
の
息
子
・
孫
を
失
っ
た
こ
と
」、「
作
品
の
テ
ー
マ
の
多

く
に
貧
困
や
戦
争
が
あ
る
こ
と
」
な
ど
が
紹
介
さ
れ
る
。

　

そ
の
後
、
二
、三
の
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
作
品
が
ス
ラ
イ
ド
で
紹
介
さ
れ
る
が
、
概
ね
生
徒

か
ら
は
、「
先
生
、
暗
い
わ
ー
」
と
声
が
上
が
る
。「
そ
う
か
、
暗
い
と
思
う
か
」
と
白
樫
は

笑
顔
で
答
え
、「
パ
ン
」
の
絵
を
提
示
す
る
。
絵
の
「
読
み
取
り
」
を
対
話
的
に
進
め
て
い

く
に
あ
た
り
教
師
が
投
げ
か
け
る
主
要
な
発
問
は
、
表
1
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
生
徒
た
ち

は
即
座
に
絵
の
中
の
三
人
が
親
子
で
あ
り
、
貧
し
い
家
庭
の
中
に
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
。

ま
た
、
タ
イ
ト
ル
が
「
パ
ン
」
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
と
、
生
徒
は
「（
母
に
）
パ
ン
く
れ
っ

て
言
っ
て
ん
ね
ん
」
と
意
見
を
述
べ
始
め
る
。
白
樫
は
そ
こ
で
、
絵
中
で
は
隠
れ
て
い
る

「
母
の
左
手
」
に
着
目
す
る
。

　
　

 「
お
母
ち
ゃ
ん
の
左
手
ど
う
な
っ
て
る
と
思
う
？
」
っ
て
質
問
し
た
ら
、
そ
れ
は
も
う

（
意
見
が
）
色
々
出
て
く
る
ん
や
な
。「
左
手
で
お
母
ち
ゃ
ん
は
顔
を
覆
っ
て
泣
い
て
ん

ね
ん
」
と
か
、
ま
た
あ
る
子
は
、「
泣
い
て
て
、
嗚
咽
し
て
る
か
ら
口
押
さ
え
て
ん
ね

ん
」
と
か
言
っ
た
り
。
す
る
と
、「
い
や
、
お
母
ち
ゃ
ん
が
、
パ
ン
食
べ
て
る
。
で
、

口
押
さ
え
て
ん
ね
ん
。
そ
の
パ
ン
く
れ
っ
て
、
右
側
の
子
ど
も
が
言
う
て
ん
ね
ん
」
っ

て
言
う
子
も
出
て
き
た
り
し
て
、
一
層
論
議
が
深
ま
っ
て
い
く
ん
や
ん
か
。

こ
の
よ
う
に
、「
母
の
左
手
」
に
対
す
る
発
問
を
起
点
と
し
て
、
生
徒
た
ち
の
様
々
な
意
見

が
も
た
ら
さ
れ
、
白
樫
い
わ
く
、
絵
中
の
母
子
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
そ
の
背
景
に
つ
い

て
、
絵
の
細
か
な
描
写
を
元
に
生
徒
た
ち
は
「
ど
ん
ど
ん
推
理
を
働
か
せ
」
解
釈
し
て
い

く
。
少
し
長
い
が
、
再
び
白
樫
の
語
り
を
引
用
し
た
い

　
　

 「
お
母
さ
ん
の
服
は
、
昨
日
も
多
分
こ
の
服
や
っ
た
ん
や
」（
生
徒
）
っ
て
。
で
、
油
で

汚
れ
て
る
、「
そ
の
油
と
ほ
こ
り
は
ど
こ
で
付
い
た
も
の
や
ろ
？
」
と
か
尋
ね
る
と
、「
戦

時
中
の
軍
需
工
場
み
た
い
な
と
こ
ろ
」
っ
て
答
え
る
子
も
い
る
わ
。「
お
母
さ
ん
は
、

今
も
う
朝
仕
事
に
出
て
行
く
と
こ
ろ
な
の
に
、『
行
か
ん
と
っ
て
』
っ
て
右
側
の
子
が

言
う
て
る
ん
や
」（
生
徒
）
と
か
ね
。
で
、「
左
側
の
子
は
、
お
母
さ
ん
に
お
な
か
が
す

い
た
っ
て
泣
き
な
が
ら
言
っ
て
ん
ね
や
」
っ
て
。
あ
る
い
は
、
別
の
子
は
「
い
や
、
お

母
さ
ん
は
き
っ
と
そ
の
朝
食
、
限
ら
れ
た
パ
ン
を
子
ど
も
ら
に
食
べ
さ
し
た
ん
や
」

と
。「
お
母
さ
ん
は
き
っ
と
そ
ん
な
に
食
べ
て
な
い
」、
で
、「
小
っ
ち
ゃ
な
子
ど
も
や

表 1　「パン」の授業における主要発問
 ・三人の関係は？
 ・母の左手はどうなっている？
　パンは持っているの？
 ・スカートは汚れてる？
 ・何で汚れている？
 ・どんな仕事をしているんだろう？
　それはどこでわかる？
 ・左の子はいくつくらいだと思う？
　どこをみているの？
 ・母親はどこに行こうとしてるの？
　今は、朝、昼、夜？
 ・朝、パンは食べたのだろうか？
 ・ もし母親が振り向いたらどんな表
情をしているだろう？

 ・ 母親にセリフをつけたら、どのよ
うになるだろう。
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か
ら
、
う
ち
ら
も
経
験
あ
る
け
ど
、
こ
ん
だ
け
や
で
っ
て
言
っ
て
食
べ
さ
し
て
も
ら
っ

た
ら
、
余
計
も
っ
と
パ
ン
が
欲
し
く
な
る
ん
や
」
と
か
。
で
、「
ひ
と
し
き
り
今
、
右
っ

側
の
子
が
泣
い
て
て
、
左
っ
側
の
子
は
も
う
同
じ
よ
う
に
一
緒
に
泣
い
て
た
ん
や
」

と
。
せ
や
け
ど
も
、「
泣
い
た
後
ヒ
ッ
ク
ヒ
ッ
ク
っ
て
言
う
て
声
も
出
え
へ
ん
の
」。「
お

母
さ
ん
は
本
当
は
一
緒
に
お
っ
て
や
り
た
い
。
せ
や
け
ど
、
パ
ン
を
得
る
た
め
に
働
き

に
出
な
い
か
ん
の
や
」
と
。

こ
の
よ
う
に
、
生
徒
と
の
対
話
を
通
し
て
、
絵
に
お
け
る
「
パ
ン
」
の
意
味
は
多
義
的
に
語

ら
れ
て
い
く
。
白
樫
は
、
絵
の
読
み
解
き
の
対
話
を
活
気
づ
か
せ
、
想
像
力
を
湧
か
せ
る
た

め
に
、
途
中
で
次
の
よ
う
な
質
問
も
投
げ
か
け
る
。

　
　

 

で
、
途
中
で
僕
が
、「
も
し
お
母
さ
ん
が
、
く
る
り
と
こ
っ
ち
向
い
た
ら
、
ど
ん
な
顔

し
て
る
と
思
う
？
」
っ
て
言
う
や
ん
か
。
み
ん
な
は
同
じ
よ
う
な
悲
し
い
感
じ
っ
て
思

う
よ
ね
。
僕
が
「
も
し
お
母
さ
ん
が
、
く
る
り
と
こ
っ
ち
を
向
い
て
、
お
母
さ
ん
が

ニ
ッ
と
笑
っ
て
た
ら
ど
う
？
」
と
か
、「
お
母
さ
ん
が
口
ん
中
に
パ
ン
を
頬
張
っ
て
て
、

手
で
口
押
さ
え
て
る
と
し
た
ら
ど
う
？
」
み
た
い
に
言
う
。
す
る
と
（
生
徒
た
ち
は
）
一

斉
に
「
そ
ん
な
ん
違
う
ー
！
」
っ
て
ワ
ー
ワ
ー
言
う
ね
ん
。

こ
の
よ
う
に
活
発
に
教
師
と
生
徒
の
間
で
対
話
を
続
け
る
こ
と
で
、
絵
の
中
の
母
子
関
係
と

「
パ
ン
」
と
い
う
主
題
を
め
ぐ
り
、
多
様
な
解
釈
が
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
に
持
ち
寄
ら
れ

る
。
そ
れ
は
一
つ
の
固
定
さ
れ
た
物
語
に
収
斂
す
る
こ
と
は
な
く
、
生
徒
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ

れ
に
自
分
自
身
の
親
子
関
係
を
投
影
し
、
個
々
の
「
パ
ン
」
の
物
語
を
脳
裏
に
描
い
て
い

く
。

（
二
）
模
写
に
よ
る
作
家
の
制
作
過
程
の
追
跡

　

こ
の
後
、「
模
写
」
に
入
る
。
鑑
賞
の
活
動
を
能
動
的
に
す
る
た
め
に
絵
の
一
部
の
模
写

を
入
れ
る
こ
と
は
、
美
教
協
の
実
践
家
の
一
人
で
あ
る
別
所
明
芳
も
提
案
し
て
い
る
（19）
が
、

白
樫
自
身
も
「
絵
を
読
む
」
活
動
に
お
い
て
そ
れ
を
効
果
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
。「
パ
ン
」

の
活
動
で
は
、
母
の
左
に
い
る
女
の
子
の
顔
を
プ
リ
ン
ト
に
模
写
さ
せ
る
が
、
そ
れ
に
よ
り

「
絵
の
読
み
取
り
が
一
層
深
く
」
な
り
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
そ
の
表
情
の
描
写
に
ど
の
よ
う

な
心
情
で
接
近
し
て
い
っ
た
か
を
追
跡
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。

図 2　コルヴィッツ「パン」の授業において配られたワークシート
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最
初
は
、
図
3
の
上
部
の
よ
う
に
、
無
地
の
枠
内
に
、
そ
の
ま
ま
表
情
を
写
さ
せ
て
み

る
。
生
徒
た
ち
は
、
こ
こ
ま
で
の
対
話
の
流
れ
に
動
機
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
鉛
筆
で
描

き
始
め
る
が
、
取
り
か
か
り
方
は
様
々
で
あ
る
。
ど
ん
ど
ん
描
い
て
い
く
生
徒
も
い
れ
ば
、

線
を
引
く
こ
と
を
た
め
ら
い
、
描
い
た
線
を
す
ぐ
に
消
し
ゴ
ム
で
消
す
生
徒
も
い
る
。
白
樫

は
生
徒
た
ち
の
間
を
周
り
な
が
ら
、「
ま
ず
一
本
引
く
こ
と
は
、
よ
り
正
し
い
線
を
求
め
る

た
め
に
必
要
や
。
気
に
せ
ず
ど
ん
ど
ん
線
を
引
こ
う
」
と
声
を
か
け
る
。
生
徒
た
ち
は
模
写

を
進
め
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
描
い
た
表
情
の
よ
う
に
な
ら
ず

悩
む
こ
と
に
な
る
。

　
　

 

ま
ず
、
何
に
も
な
し
で
こ
れ
を
描
か
す
と
ね
。
こ
の
子
が
涙
を
た
め
て
、
泣
き
じ
ゃ

く
っ
た
後
の
か
す
れ
た
声
で
、「
お
母
さ
ん
…
」
と
か
「
パ
ン
…
」
と
か
言
っ
て
る
よ

う
な
顔
に
な
か
な
か
な
ら
な
く
て
、
み
ん
な
、
滑
稽
な
顔
に
な
る
ね
ん
。
こ
の
泣
い
た

後
の
こ
の
子
ど
も
の
、
そ
ん
な
表
情
を
表
現
す
る
こ
と
が
、
最
初
に
で
き
て
る
子
は
誰

も
い
な
い
ん
よ
な
。

「
何
に
も
な
し
」
で
描
か
せ
る
の
は
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
模
写
の
作
業
で
、
生
徒
を
立
ち
ど

ま
ら
せ
る
た
め
の
白
樫
の
意
図
的
な
教
育
方
法
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
生
徒
た
ち
は
、

絵
中
の
「
女
の
子
」
の
表
情
を
、「
う
ま
く
表
せ
な
い
」、「
近
づ
き
た
い
が
う
ま
く
近
づ
け

な
い
」
と
い
う
も
ど
か
し
さ
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
白
樫
は
、
生
徒
た
ち
に
、
図
3
下
部
の
よ
う
に
補
助
線
を
入
れ
て
描
く
よ
う
全
員

に
指
導
す
る
。
す
る
と
、
生
徒
た
ち
が
補
助
線
を
用
い
て
書
き
直
し
た
表
情
は
原
画
の
表
情

に
格
段
に
近
づ
い
た
も
の
と
な
り
、
生
徒
た
ち
は
達
成
感
を
顔
に
表
す
。
無
論
、「
補
助
線

を
使
え
ば
う
ま
く
表
情
を
模
写
で
き
る
」
と
い
う
技
術
的
知
識
を
与
え
る
こ
と
が
ね
ら
い
で

は
な
い
。
一
見
、
簡
単
そ
う
に
見
え
る
少
女
の
表
情
の
描
写
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
、
そ
れ

に
「
工
夫
し
て
よ
う
や
く
近
づ
く
」
と
い
う
体
験
を
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
。

　
　

 

子
ど
も
ら
は
や
っ
ぱ
り
、（
模
写
の
前
の
対
話
を
通
し
て
）
女
の
子
の
そ
の
心
情
が
読
み
取

れ
た
か
ら
、
そ
の
心
情
が
出
る
よ
う
な
表
情
に
し
よ
う
と
努
力
す
る
や
ん
か
。
そ
し

て
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
、
変
わ
り
な
が
ら
こ
う
い
う
ふ
う
に
定
め
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス

を
追
体
験
す
る
、
と
言
う
か
ね
。
模
写
を
通
し
て
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
本
当
に
い
ろ
い

ろ
苦
労
を
重
ね
て
、
そ
ん
な
ふ
う
に
至
っ
た
ん
や
と
い
う
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
で
も
経
験

す
る
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
意
味
で
模
写
っ
て
い
う
の
は
す
ご
い
威
力
が
あ
る
し
、
描
か

し
て
る
か
描
か
し
て
な
い
か
で
、
も
う
全
然
違
う
ん
や
。

こ
こ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
模
写
を
す
る
こ
と
で
、
絵
中
の
女
の
子
の
表
情
が
、
非
常
に
微

妙
な
顔
の
各
部
の
バ
ラ
ン
ス
や
タ
ッ
チ
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
は
作
家
の
苦
悩
の
所
産
と
し
て

表
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
追
体
験
し
、
そ
れ
を
表
そ
う
と
し
た
作
者
の
意
志
に
ふ
れ
る

こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
、
そ
れ
は
、
絵
中
の
女
の
子
の
心
情
に
よ
り
近
づ
き
、
自
分
を
重

ね
て
い
く
過
程
で
も
あ
る
。

　

右
に
ふ
れ
た
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
制
作
過
程
の
「
追
体
験
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
さ

ら
に
白
樫
は
追
加
の
参
考
資
料
に
よ
り
そ
れ
を
解
説
す
る
。
図
4
は
、
白
樫
の
授
業
資
料
の

一
部
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
白
樫
自
身
の
「
宝
物
」
で
あ
る
、
東
京
出
張
の
際
に
神
田
で
偶
然

に
手
に
入
れ
た
輸
入
物
の
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
画
集
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
絵
を
通
し

図 3　少女の表情の模写のワークシート
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て
「
パ
ン
」
を
描
く
ま
で
の
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
試
行
錯
誤
や
苦
労
が
リ
ア
ル
に
理
解
さ
れ

る
。

　
　

 

コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
「
パ
ン
」
の
絵
ま
で
至
る
ま
で
の
過
程
で
は
、
子
ど
も
が
三
人
で

あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
お
母
ち
ゃ
ん
が
こ
っ
ち
を
向
い
て
た
り
と
か
、
色
々
あ
っ
て
。

例
え
ば
、
こ
れ
（
図
4
中
の
記
号
Ｅ
の
ス
ケ
ッ
チ
）
は
お
母
ち
ゃ
ん
が
も
っ
と
背
中
痩
せ
て

る
や
ろ
。
完
成
版
に
比
べ
た
ら
全
然
違
う
や
ん
か
。
も
っ
と
本
当
に
弱
々
し
い
お
母

ち
ゃ
ん
や
っ
た
り
、
子
ど
も
が
も
っ
と
わ
ん
わ
ん
泣
い
て
る
最
中
の
顔
で
あ
っ
た
り
と

か
（
記
号
Ｈ
の
ス
ケ
ッ
チ
）。
そ
れ
が
最
終
的
に
作
品
に
決
定
し
た
時
は
、
こ
の
子
ど
も
は

も
う
泣
い
て
な
い
ね
ん
。
目
に
涙
い
っ
ぱ
い
た
め
て
る
け
ど
、
泣
き
じ
ゃ
く
っ
た
後
の

顔
な
。
お
母
ち
ゃ
ん
も
が
っ
し
り
し
た
、
本
当
に
油
で
汚
れ
た
よ
う
な
ス
カ
ー
ト
を
身

に
ま
と
っ
た
お
母
ち
ゃ
ん
や
な
。

こ
の
よ
う
に
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
作
品
を
生
み
出
す
ま
で
の
苦
悩
の
過
程
に
ふ
れ
な
が
ら
、「
な

ぜ
」、「
何
」
を
伝
え
た
か
っ
た
か
と
い
う
作
家
の
意
志
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
も
、「
絵
を
読

む
」
活
動
の
重
要
な
一
部
で
あ
る
。

（
三
）
生
徒
た
ち
の
感
想

　
「
絵
を
読
む
」
こ
と
を
通
し
て
、
生
徒
た
ち
は
、
何
を
感
じ
取
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
白
樫

が
残
し
た
資
料
か
ら
、
生
徒
の
感
想
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
み
た
。

　
　

 

父
の
葬
式
の
時
。
私
は
も
の
す
ご
く
悲
し
く
涙
が
と
ま
ら
な
か
っ
た
。
で
も
、
や
っ
と

涙
が
と
ま
っ
た
時
、
ふ
と
母
の
姿
を
見
る
と
「
パ
ン
」
の
絵
の
よ
う
な
格
好
を
し
て
肩

を
ふ
る
わ
せ
て
泣
い
て
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
母
は
そ
の
時
私
以
上
に
悲
し
か
っ

た
と
思
う
。

　
　
　
　

＊

　
　

 「
パ
ン
」
の
中
の
お
母
さ
ん
は
私
の
お
母
さ
ん
と
似
て
る
。
そ
し
て
子
ど
も
は
私
ら
姉

妹
や
。
父
と
母
が
離
婚
す
る
時
私
ら
は
母
に
し
が
み
つ
い
て
離
婚
せ
ん
と
い
て
と
言
っ

て
い
た
。「
パ
ン
」
の
中
の
お
母
さ
ん
も
私
の
お
母
さ
ん
も
悩
ん
で
悲
し
い
と
い
う
事

が
似
て
い
る
。

　
　
　
　

＊

　
　

 

母
親
の
後
ろ
姿
が
重
な
る
所
が
あ
っ
た
。
す
ご
く
で
っ
か
く
て
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し
て
い
て
、

男
の
人
の
背
中
み
た
い
に
働
い
て
い
る
人
に
し
か
な
い
背
中
だ
と
思
っ
た
。
た
く
ま
し

い
と
い
う
か
強
さ
を
感
じ
た
。
そ
れ
は
、
母
を
見
て
き
た
か
ら
だ
と
思
う
。
二
人
の
子

ど
も
を
見
て
、
な
ん
か
す
ご
く
せ
つ
な
い
思
い
が
し
た
。
な
ん
で
こ
ん
な
小
さ
い
子
ど

も
が
こ
ん
な
悲
し
そ
う
な
目
を
せ
な
あ
か
ん
ね
ん
と
思
っ
た
。
で
も
そ
れ
以
上
に
母
親

が
苦
し
そ
う
で
悲
し
そ
う
で
な
ん
と
も
言
え
な
い
思
い
を
し
て
い
る
。
一
番
つ
ら
い
の

は
左
の
子
ど
も
の
目
や
と
思
う
。
そ
こ
ま
で
親
子
三
人
を
苦
し
め
て
い
る
の
は
戦
争

や
。

　
　
　
　

＊

　
　

 

父
と
母
が
お
金
の
こ
と
で
ケ
ン
カ
す
る
。
そ
の
時
こ
の
母
親
の
後
ろ
姿
に
な
っ
て
た
。

母
が
「
何
で
今
ま
で
一
生
懸
命
働
い
て
き
た
ん
や
」
っ
て
泣
い
て
た
。
私
は
不
思
議
な

気
持
ち
や
っ
た
。
ケ
ン
カ
し
て
も
泣
い
た
こ
と
な
か
っ
た
の
に
、（
母
は
）
涙
ボ
ロ
ボ
ロ

流
し
て
泣
い
て
た
。
母
も
こ
れ
ま
で
苦
し
い
気
持
ち
ず
ー
っ
と
が
ま
ん
し
て
る
ん
や
っ

図 4　白樫が授業で配布した「パン」制作にいたるまでのコルヴィッツのスケッチ
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て
思
っ
た
し
、
負
け
へ
ん
と
思
っ
て
ん
ね
や
っ
て
見
え
た
。

　
　
　
　

＊

　
　

 
ぼ
く
は
右
の
子
の
よ
う
に
母
に
へ
ば
り
つ
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
ぼ
く
が
小
さ

か
っ
た
頃
仕
事
を
二
つ
し
て
い
て
、
夜
中
の
三
時
か
ら
の
仕
事
や
っ
て
、
目
が
さ
め
て

み
る
と
母
が
い
な
か
っ
て
起
き
て
外
に
い
こ
う
と
し
た
ら
母
が
い
て
、
母
に
「
ど
こ
へ

い
く
の
？
」
と
聞
い
て
も
何
も
言
わ
ず
に
行
っ
た
か
ら
、
そ
こ
で
ず
ー
っ
と
朝
ま
で
泣

い
て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
重
な
っ
た
。

　
　
　
　

＊

　

こ
れ
ら
の
感
想
に
は
、
生
徒
が
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
「
パ
ン
」
の
絵
中
の
「
女
の
子
」
と

「
母
」
を
、
過
去
の
幼
か
っ
た
自
分
と
母
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し

て
、
母
親
が
感
情
を
殺
し
て
堪
え
て
い
た
記
憶
、
母
親
に
す
が
っ
て
自
分
が
泣
き
じ
ゃ
く
っ

て
い
た
記
憶
と
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
絵
の
母
子
と
が
つ
な
が
り
、
蘇
っ
た
体
験
が
感
想
文
の
中

に
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
生
徒
一
人
ひ
と
り
の
生
活
経
験
が
滲
み
出
た
感
想
を
手

に
す
る
と
き
、
白
樫
は
生
徒
が
「
自
ら
の
生
活
」
を
描
き
表
し
て
く
れ
た
こ
と
に
大
き
な
喜

び
を
感
じ
た
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
に
「
生
活
」
を
「
見
つ
め
」
表
現
で
き
る
こ

と
が
、
こ
の
授
業
を
含
め
、
白
樫
の
教
育
に
お
け
る
最
大
の
目
標
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　

 

も
う
う
れ
し
い
で
、
こ
う
い
う
こ
と
が
出
て
き
た
ら
本
当
に
。
べ
つ
に
、
し
ん
ど
さ
比

べ
を
し
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
や
け
ど
、
本
当
に
…
「
あ
い
つ
そ
ん
な
こ
と
思
っ
て

た
ん
か
」
と
か
、「
そ
ん
な
経
験
あ
っ
た
ん
か
」
っ
て
気
づ
か
さ
れ
て
。

白
樫
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
感
想
を
紹
介
し
な
が
ら
、
生
徒
た
ち
が
コ

ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
絵
を
読
み
取
り
、
自
分
の
体
験
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
、
表
現
で
き
る
と
い

う
事
実
に
改
め
て
驚
き
を
感
じ
つ
つ
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

　
　

 

…
こ
ん
な
こ
と
読
み
取
る
ね
ん
な
、
子
ど
も
ら
は
。
こ
れ
、
本
当
ご
く
一
部
や
で
。
け

ど
、
こ
の
1
枚
の
絵
の
読
み
取
り
か
ら
、
こ
ん
な
こ
と
書
く
ね
ん
。
子
ど
も
ら
が
。
そ

の
子
ら
に
と
っ
て
は
、
こ
の
絵
は
忘
れ
ら
れ
ん
絵
に
な
る
わ
ね
。
子
ど
も
の
こ
の
（
絵

中
の
女
の
子
の
）
顔
な
ん
て
、
忘
れ
ら
れ
へ
ん
顔
に
な
る
ね
や
ん
か
。
何
か
、
今
の
自
分

と
、
本
当
に
重
ね
合
わ
せ
る
。
こ
れ
、
1
年
生
や
で
、
こ
の
子
ら
。
別
に
学
力
高
い
子

で
も
何
で
も
な
い
ね
や
ん
か
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
生
活
見
つ
め
て
い
く
子
ら
の
、

こ
の
、
何
て
い
う
ん
か
、
絵
の
う
ま
い
下
手
じ
ゃ
な
い
、
こ
の
作
品
と
の
距
離
に
、
ほ

ん
ま
に
驚
か
さ
れ
る
。

コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
絵
の
読
み
取
り
を
通
し
て
、
自
ら
の
家
族
や
「
生
活
を
見
つ
め
」、
自
分

の
体
験
を
書
き
綴
る
こ
と
は
、
冒
頭
に
紹
介
し
た
白
樫
の
一
文
に
照
ら
し
て
言
え
ば
、「
自

分
を
形
象
化
」
す
る
こ
と
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。

七
、「
パ
ン
」
の
実
践
の
背
景
に
あ
る
地
域
・
学
校
の
状
況

　

こ
う
し
た
「
絵
を
読
む
」
活
動
で
は
、
学
級
の
人
間
関
係
の
状
態
が
、
対
話
の
進
行
に
影

響
す
る
た
め
、
集
団
で
の
絵
の
解
釈
が
ど
れ
ほ
ど
深
ま
る
か
は
学
級
の
状
況
に
大
き
く
左
右

さ
れ
る
。
そ
う
し
た
学
級
に
よ
る
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
「
パ
ン
」
は
、

三
中
に
お
い
て
、
概
ね
ど
の
学
級
の
生
徒
も
活
発
に
参
加
す
る
題
材
で
あ
る
。
し
か
し
、
裏

を
返
せ
ば
、
そ
れ
は
、
こ
の
絵
に
描
か
れ
る
親
子
の
状
況
が
、
多
く
の
生
徒
た
ち
の
持
つ
生

活
背
景
と
重
な
り
が
大
き
い
か
ら
と
も
言
え
る
。
前
節
で
紹
介
し
た
感
想
が
示
す
よ
う
に
、

特
に
一
九
七
〇
年
代
の
校
区
の
家
庭
背
景
は
大
変
厳
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。

　
　

 

こ
ん
な
（
厳
し
い
家
庭
の
状
況
）
感
想
書
く
子
な
ん
て
、
ご
く
一
部
だ
け
違
う
か
っ
て

ん
。
こ
の
辺
は
も
う
本
当
に
密
集
し
て
て
ね
、
貧
し
い
子
が
も
の
す
ご
く
多
か
っ
た
ん

ね
。
ク
ラ
ス
半
分
、
一
人
親
家
庭
っ
て
い
う
の
を
担
任
し
た
こ
と
も
あ
る
け
ど
ね
。
も

う
厳
し
か
っ
て
ん
。
い
ろ
ん
な
意
味
で
厳
し
い
家
庭
状
況
抱
え
て
て
、
親
の
そ
う
い
う

姿
を
見
て
き
た
子
が
た
く
さ
ん
お
る
か
ら
、
そ
う
い
う
部
分
が
感
想
の
中
に
、
い
っ
ぱ

い
出
て
く
る
。『
パ
ン
』
を
き
っ
か
け
に
し
て
。「
私
の
所
も
生
活
貧
し
い
か
ら
、
お
腹

い
っ
ぱ
い
食
べ
ら
れ
へ
ん
経
験
が
あ
る
。」
っ
て
書
く
子
も
お
る
け
ど
、
そ
う
い
う
同

じ
実
感
持
っ
て
る
子
が
何
人
も
お
っ
て
ね
。
で
、
そ
の
子
ら
が
こ
の
『
パ
ン
』
の
絵
は

決
し
て
人
ご
と
じ
ゃ
な
い
と
い
う
読
み
取
り
を
す
る
ん
や
な
。

こ
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
の
厳
し
い
生
活
実
態
を
前
に
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
作
品
は
、「
地

域
の
背
負
う
現
実
課
題
」
に
照
ら
し
、
生
徒
た
ち
が
「
現
実
に
向
か
う
も
の
と
し
て
」
設
定

し
よ
う
と
す
る
白
樫
の
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
に
即
し
た
題
材
だ
っ
た
と
言
え
る
。

　

一
方
で
、
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
と
い
う
点
で
無
視
で
き
な
い
の
は
、
白
樫
ら
の
美
術
科
の
実
践
が

そ
の
一
部
と
し
て
あ
る
、
松
原
三
中
の
「
集
団
づ
く
り
」
の
取
り
組
み
、
と
り
わ
け
そ
の
中
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で
柱
と
な
る
「
生
活
を
語
る
」
と
い
う
実
践
で
あ
る
。

　
「
生
活
を
語
る
」
と
は
、
学
級
集
団
（
な
い
し
は
学
年
集
団
）
に
お
い
て
生
徒
た
ち
が
、
自
ら

の
生
活
の
現
実
や
そ
れ
に
対
す
る
思
い
を
言
葉
に
し
て
伝
え
合
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
生
徒
た
ち
は
、
生
活
の
厳
し
さ
や
差
別
の
存
在
を
直
視
し
、
そ
れ
に
対
峙
す
る

姿
を
肯
定
し
、
差
別
に
対
し
て
連
帯
し
て
た
た
か
お
う
と
取
り
組
む
。
家
庭
背
景
の
「
し
ん

ど
さ
」
に
や
り
き
れ
ず
、
非
行
に
走
っ
て
し
ま
う
仲
間
は
、
現
実
と
向
き
合
え
て
い
な
い
、

い
わ
ば
「
差
別
に
負
け
て
い
る
」
状
態
と
さ
れ
る
。
か
れ
ら
が
自
分
の
こ
と
を
語
れ
る
よ

う
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
や
教
師
が
か
れ
ら
と
積
極
的
に
手
を
つ
な
い
で
い
く
こ
と
が
必
要
と
さ

れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
三
中
で
は
、
お
互
い
が
「
生
活
を
語
る
」
こ
と
で
、「
こ
ん
な
に
家
が
し
ん

ど
い
の
は
自
分
だ
け
だ
」
と
い
う
疎
外
感
を
取
り
払
い
、
む
し
ろ
、
そ
の
「
し
ん
ど
さ
」
と

向
き
合
っ
て
語
れ
る
こ
と
に
集
団
の
価
値
が
置
か
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
の
時
代
に
特
有
の

学
校
の
文
化
が
あ
り
、
そ
し
て
、
学
校
全
体
の
取
り
組
み
が
そ
れ
を
支
え
る
べ
く
動
い
て
い

た
。

　

再
び
「
絵
を
読
む
」
の
活
動
に
話
を
戻
す
と
、「
パ
ン
」
の
授
業
に
お
け
る
、
生
徒
た
ち

の
積
極
的
な
参
加
や
生
活
を
見
つ
め
た
「
深
い
感
想
」
は
、「
生
活
を
語
る
」
と
い
う
日
常

的
な
取
り
組
み
の
蓄
積
が
あ
っ
て
こ
そ
成
立
し
て
い
る
も
の
だ
と
白
樫
は
言
う
。
そ
れ
ゆ

え
、
こ
の
授
業
単
独
の
力
で
、
生
徒
た
ち
の
日
常
生
活
に
対
す
る
見
方
を
変
え
た
わ
け
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
学
校
生
活
の
中
で
一
人
ひ
と
り
が
次
第
に
「
見
つ
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
」
成
果
が
、
絵
の
鑑
賞
を
媒
介
と
し
て
表
出
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
白
樫
は
捉
え
て
い
る
。

む
し
ろ
、
白
樫
は
、
そ
の
よ
う
に
三
中
の
取
り
組
み
で
育
っ
て
き
た
生
徒
た
ち
の
「
視
点
」

を
拡
張
し
、
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
る
こ
と
に
、
自
身
の
美
術
教
育
の
意
義
を
見
出
し
て
い
る
。

　
　

 

本
当
に
、
そ
う
い
う
日
々
や
っ
て
る
ク
ラ
ス
活
動
な
り
、
学
級
・
学
年
の
活
動
に
、
つ

な
い
で
い
か
な
い
と
、
も
っ
た
い
な
い
と
思
っ
た
ね
。
だ
か
ら
意
識
的
に
つ
な
ぐ
よ
う

に
し
た
。
そ
し
て
う
ま
い
こ
と
、
こ
の
『
パ
ン
』
と
そ
う
い
う
日
々
の
生
活
班
で
の
活

動
が
う
ま
く
つ
な
が
っ
た
と
き
に
、
そ
う
い
っ
た
子
ど
も
の
本
音
が
出
て
く
る
と
い
う

か
ん
じ
や
ね
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
白
樫
の
中
で
は
、
松
原
三
中
の
学
校
全
体
の
取
り
組
み
も
、
美
術
科

の
授
業
も
、「
集
団
づ
く
り
」
を
目
指
す
と
い
う
点
で
一
致
し
て
お
り
、
同
じ
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー

の
下
に
そ
れ
ぞ
れ
が
固
有
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
言
え
る
。

八
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
ら
の
作
品
鑑
賞
の
表
現
へ
の
影
響

　

こ
の
よ
う
に
、
白
樫
の
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
題
材
と
し
た
授
業
に
見
ら
れ
る
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
と

そ
の
背
景
を
検
討
し
て
き
た
が
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
題
材
化
が
も
た
ら
し
た
三
中
の
美
術
教

育
へ
の
意
義
に
つ
い
て
、
筆
者
の
考
察
と
し
て
付
け
加
え
た
い
。

　

ま
ず
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
作
品
は
、
そ
の
鑑
賞
を
通
し
て
、
生
徒
の
集
団
制
作
に
お
け
る

表
現
に
も
大
き
な
影
響
を
残
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
集
団
制
作
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
木

版
画
に
お
け
る
人
物
表
現
で
は
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
的
な
描
写
が
色
濃
く
表
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
図
6
の
三
中
祭
の
壁
画
は
、
集
団
制
作
に
よ
る
版
画
「
ナ
ガ
サ
キ
」
の
一
部
を
用
い
た

も
の
だ
が
、
そ
れ
を
指
導
し
た
白
樫
自
身
も
コ
メ
ン
ト
す
る
よ
う
に
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の

「
カ
ー
ル
・
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
追
悼
」（
一
九
二
一
）
の
哀
悼
す
る
男
（
図
5
の
枠
で
強
調
し
て
い

る
人
物
）
の
描
写
に
生
徒
が
強
く
影
響
を
受
け
て
描
い
て
い
る
。
あ
る
い
は
、「
と
場
の
労

働
」（
図
7
）
と
題
さ
れ
た
粘
土
レ
リ
ー
フ
に
見
ら
れ
る
男
性
の
力
強
い
腕
は
、
や
は
り
、
コ

ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
作
品
群
に
お
い
て
描
写
さ
れ
る
母
親
の
た
く
ま
し
い
腕
を
想
起
さ
せ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
作
品
は
、
鑑
賞
を
通
し
て
、
生
徒
た
ち
自
身
の
表
現
の
中

に
も
溶
け
込
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
作
品
を
表
現
へ
と図 6　松原三中における三中祭の壁画（1986）

図 5　コルヴィッツ「カール・リープクネヒト追悼」（1921）
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転
化
さ
せ
る
過
程
を
通
し
て
、
少
な
く
と

も
、
そ
の
制
作
に
中
心
的
に
関
わ
っ
た
生

徒
た
ち
は
、
そ
の
作
品
と
の
内
的
な
つ
な

が
り
を
持
ち
、
作
品
に
内
在
す
る
人
間
的

価
値
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
三
中
の
集
団

制
作
に
よ
る
様
々
な
作
品
の
中
に
、「
部

落
解
放
」
と
い
う
地
域
的
な
目
標
を
越

え
、
国
際
的
か
つ
普
遍
的
な
反
差
別
の
表

現
力
を
付
与
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。

九
、「
見
つ
め
る
」
こ
と
の
意
味

　

白
樫
は
、
松
原
三
中
に
お
い
て
「
読
み

取
り
」
の
題
材
と
し
て
扱
っ
て
き
た
作
品
と
し
て
、
生
徒
た
ち
の
生
涯
で
必
ず
見
せ
た
い
絵

が
い
く
つ
か
あ
る
と
い
う
。
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
作
品
は
そ
れ
で
あ
る
し
、
丸
木
俊
の
「
原
爆

の
図
」
も
ま
た
そ
れ
に
あ
た
る
。
白
樫
は
、
三
中
の
美
術
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
い
て
、

こ
の
二
つ
だ
け
は
「
何
と
か
死
守
し
た
い
」
と
同
僚
教
員
に
も
語
っ
て
い
た
と
い
う
。
白
樫

は
さ
ら
に
、
生
徒
に
必
ず
見
せ
た
い
絵
の
一
つ
に
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
「
死
ん
だ
わ
が
子
を

抱
く
女
」（
図
8
）
を
挙
げ
る
。
死
ん
だ
我
が
子
を
抱
い
た
ま
ま
じ
っ
と
座
る
壮
絶
な
母
の
描

写
に
よ
り
、
母
性
と
喪
失
感
を
強
烈
に
表
現
し
た
作
品
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
あ
る
時
、
白
樫
が
授
業
の
中
で
紹
介
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
水
を
打
っ
た
よ
う

に
静
ま
り
、
そ
れ
を
見
続
け
た
。
し
ば
ら
く
間
を
置
い
て
、「
お
母
ち
ゃ
ん
は
ど
ん
な
状
態

や
ろ
？
」
と
尋
ね
る
と
、
生
徒
た
ち
は
、「
い
つ
ま
で
も
泣
い
て
る
」、「
泣
い
て
泣
い
て
泣

き
腫
ら
し
て
、
で
も
も
う
涙
も
止
ま
っ
て
て
、
肩
も
動
い
て
な
い
」
と
言
う
。
一
方
で
「
絶

対
仕
返
し
し
た
る
と
思
っ
て
る
」
と
い
っ
た
声
も
現
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ぽ
つ
り
ぽ
つ

り
と
出
て
く
る
生
徒
の
言
葉
が
合
わ
さ
っ
て
い
く
と
、
生
徒
た
ち
は
、
こ
の
極
限
の
悲
し
み

の
状
況
か
ら
も
、
い
つ
か
立
ち
上
が
っ
て
い
く
母
親
の
姿
を
想
起
す
る
よ
う
な
解
釈
を
生
み

出
し
て
い
っ
た
と
い
う
。

　
　

 

本
当
に
自
分
が
追
い
込
ま
れ
て
と
い
う
か
、
自
分
の
頭
で
考
え
て
、
本
当
に
に
っ
ち
も

さ
っ
ち
も
い
か
な
く
な
っ
た
と
き
の
人
間
の
思
い
。
そ
う
い
う
も
の
に
通
底
す
る
よ
う

な
、
根
源
的
な
人
間
の
思
い
み
た
い
な
も
の
、
詰
ま
っ
て
る
よ
う
な
絵
や
ん
か
。
そ
う

い
う
こ
と
を
、
そ
の
存
在
を
知
る
こ
と
は
も
の
す
ご
く
大
事
な
こ
と
や
と
思
う
ね
ん

な
。「
俺
だ
け
こ
ん
な
し
ん
ど
い
」
の
に
っ
て
思
う
と
き
に
、
い
や
、
本
当
に
、
も
っ

と
大
変
な
思
い
を
し
て
い
る
、
そ
っ
か
ら
立
ち
上
が
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に

思
う
や
な
い
。
僕
は
そ
う
読
み
取
れ
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
は
必
要

や
と
思
う
ね
ん
。

　

白
樫
は
こ
の
語
り
に
お
い
て
、
自
身
の
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
に
お
け
る
「
見
つ
め
る
」
こ
と
の
意

味
合
い
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。
厳
し
い
現
実
に
あ
る
人
間
を
「
じ
っ
と
見
つ
め
」、
そ

れ
を
共
に
「
見
つ
め
る
」
仲
間
の
存
在
を
感
じ
な
が
ら
、
自
ら
が
「
立
ち
上
が
る
」
た
め
の

力
や
イ
メ
ー
ジ
を
「
読
み
取
っ
て
い
く
」
力
を
生
徒
た
ち
に
得
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
る
。

　

本
論
の
冒
頭
に
紹
介
し
た
「
子
ど
も
の
表
現
す
る
こ
と
の
意
味
は
、
自
分
や
仲
間
や
生
活

を
見
つ
め
る
目
を
育
て
て
い
き
な
が
ら
、
結
局
は
自
分
を
形
象
化
し
て
い
く
も
の
」
と
い
う

彼
自
身
の
一
文
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
彼
に
問
う
と
、
こ
の
文
で
彼
が
最
も
大
切
に

し
た
い
の
は
「
見
つ
め
る
目
を
育
て
る
」
こ
と
だ
と
い
う
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
白
樫
の
一
美

術
教
師
と
し
て
の
授
業
実
践
の
理
念
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
松
原
三
中
に
お
け
る
様
々
な
集

団
づ
く
り
の
取
り
組
み
に
お
け
る
教
育
理
念
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
七
八
年
か
ら
年
間

の
最
も
大
き
な
文
化
行
事
と
し
て
開
催
さ
れ
て
い
る
「
三
中
祭
」
が
あ
る
が
、
そ
の
記
念
す

べ
き
第
一
回
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
三
中
の
教
師
や
生
徒
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
長
い
議
論
の
結

果
、「
見
つ
め
よ
う
」
に
決
定
さ
れ
た
。

　
　

 

こ
の
三
中
祭
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
「
見
つ
め
よ
う
」。
こ
れ
考
え
る
の
、
も
の
す
ご
く

色
々
議
論
を
し
て
、
色
々
な
こ
と
考
え
た
や
ん
か
。
三
中
祭
が
始
ま
る
っ
て
い
う
一
回

目
や
か
ら
な
。
で
、
こ
の
「
見
つ
め
よ
う
」、
要
す
る
に
「
仲
間
を
見
つ
め
よ
う
」、「
生

活
を
見
つ
め
よ
う
」、
で
、「
自
分
を
見
つ
め
よ
う
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
一
番
最

初
に
く
る
。
も
ち
ろ
ん
次
の
二
番
目
、
三
番
目
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
も
一
生
懸
命
考
え
た

で
。
全
部
一
生
懸
命
考
え
た
け
ど
、
と
も
か
く
「
見
つ
め
る
」
っ
て
い
う
、
こ
れ
が
一

番
重
い
ん
や
な
。

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
見
つ
め
る
」
こ
と
は
、
白
樫
ら
三
中
の
教
師
と
生
徒
た

図 7　と場の労働（粘土レリーフ）
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ち
が
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
、
様
々
な
集
団
制
作
の
活
動
を
軸
と
し
て
学
校
づ
く
り
に

取
り
組
ん
で
い
っ
た
そ
の
根
幹
と
な
る
概
念
で
あ
り
、
松
原
三
中
の
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
の
重
要
な

一
部
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
で
は
、
再
び
白
樫
の
い
う
「
見
つ
め
る
」
と
は
何
を
意
味
す
る

の
だ
ろ
う
か
。
白
樫
は
、
極
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
や
丸
木
俊
の
目
に
な
る
こ

と
だ
と
い
う
。

　
　

 
そ
の
見
つ
め
る
と
い
う
の
が
、
要
す
る
に
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
目
や
ね
ん
な
。
そ
し

て
、
ま
た
丸
木
俊
の
目
で
あ
っ
た
り
す
る
。
…　

コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
中
の
見
つ
め
る

目
。「
パ
ン
」
の
女
の
子
の
涙
目
で
あ
っ
た
り
、「
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
」（「
カ
ー
ル
・
リ
ー

プ
ク
ネ
ヒ
ト
追
悼
」
図
6
参
照
）
の
絵
の
こ
の
男
の
人
の
目
で
あ
っ
た
り
。
あ
る
い
は
、「
原

爆
の
図
」
に
あ
る
、
火
の
中
で
燃
え
て
る
子
ど
も
ら
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
描
く
丸
木

俊
の
目
で
あ
っ
た
り
す
る
ん
や
ん
か
。
そ
う
い
う
、
視
点
を
掴
み
、
し
っ
か
り
深
め
て

い
く
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
あ
か
ん
。
そ
れ
を
こ
の
表
現
活
動
の
中
で
追
求
す
る
っ
て

い
う
こ
と
が
、
結
局
は
自
分
を
形
作
っ
て
い
く
っ
て
い
う
。
同
時
に
そ
れ
が
、
差
別
を

許
さ
な
い
、
平
和
な
世
の
中
を
つ
く
る
力
を
生
み
出
す
と
い
う
こ
と
や
な
。

こ
の
よ
う
に
白
樫
は
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
や
丸
木
俊
が
、
そ
の
描
写
に
よ
っ
て
表
し
た
よ
う

に
、
自
分
を
取
り
巻
く
現
実
の
人
間
生
活
の
姿
を
深
く
見
つ
め
、
そ
の
中
に
、
美
し
い
も

の
、
尊
い
も
の
、
そ
の
人
間
が
「
生
」
へ
と
向
か
う
根
源
的
な
力
を
洞
察
す
る
こ
と
を
求
め

て
い
た
と
言
え
る
。

　

で
は
、
そ
う
し
た
、
白
樫
の
言
う
「
自

分
や
仲
間
や
生
活
を
見
つ
め
る
目
」
は
、

三
中
の
子
ど
も
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
与
え
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問

い
に
対
し
て
、
白
樫
は
、
学
年
に
あ
っ
た

い
じ
め
に
気
づ
き
、
い
じ
め
て
い
る
当
人

に
果
敢
に
挑
ん
で
い
っ
た
女
の
子
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
や
、
あ
る
い
は
、
障
が
い
の
あ
る

仲
間
を
支
え
、
高
校
進
学
に
む
け
て
共
に

頑
張
ろ
う
と
い
う
思
い
を
共
同
制
作
に
つ

な
げ
て
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
あ
る
い
は

幼
少
期
に
記
憶
す
る
被
差
別
体
験
を
捉
え
直
し
、
差
別
を
な
く
せ
る
自
分
に
な
る
た
め
高
校

進
学
を
選
ん
だ
子
ど
も
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
、
数
々
の
子
ど
も
の
物
語
を
筆
者
に
紹
介
し
て

く
れ
た
。
こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
無
論
、
美
術
教
育
の
成
果
と
い
う
よ
り
は
、
松
原
三

中
の
学
校
生
活
の
成
果
と
い
う
べ
き
も
の
だ
が
、
白
樫
の
言
う
「
見
つ
め
る
目
を
育
て
る
」

こ
と
の
意
義
を
大
き
く
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

十
、
結
び

　

本
稿
で
は
、
特
に
松
原
三
中
に
お
け
る
白
樫
の
「
ケ
ー
テ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
」
の
作
品
を

題
材
と
し
た
授
業
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
方
法
を
分
析
し
な
が
ら
、
松
原
三
中
の
解
放
教
育

の
文
脈
に
お
け
る
白
樫
の
美
術
教
師
と
し
て
の
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
知
見

を
ま
と
め
る
と
以
下
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。

　

ま
ず
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
作
品
の
題
材
化
に
つ
い
て
で
あ
る
。
繰
り
返
す
よ
う
に
、
白
樫

は
特
に
集
団
制
作
に
お
い
て
、「
題
材
は
学
校
生
活
の
な
か
、
ま
た
は
地
域
の
背
負
う
現
実

課
題
の
な
か
か
ら
、
現
実
に
向
か
う
も
の
と
し
て
設
定
し
よ
う
と
し
て
き
た
」
と
記
し
て
い

る
。
白
樫
は
部
落
解
放
の
理
念
に
立
ち
、
丸
木
俊
の
作
品
や
作
家
と
し
て
の
姿
勢
に
感
化
を

受
け
る
一
方
、
美
教
協
に
お
け
る
授
業
方
法
の
交
流
を
通
し
て
ケ
ー
テ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の

作
品
の
題
材
化
に
取
り
組
ん
だ
。
特
に
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
「
パ
ン
」
な
ど
を
用
い
た
鑑
賞
授

業
で
は
、
貧
し
い
者
、
抑
圧
さ
れ
る
者
の
生
き
様
を
一
人
の
「
母
」
と
し
て
直
視
す
る
コ
ル

ヴ
ィ
ッ
ツ
の
ま
な
ざ
し
を
、
厳
し
い
生
活
背
景
を
抱
え
な
が
ら
、
集
団
と
し
て
連
帯
し
、
差

別
に
立
ち
向
か
お
う
と
す
る
生
徒
た
ち
の
状
況
に
つ
な
げ
、
か
れ
ら
の
生
活
を
「
見
つ
め
る

目
」
を
育
て
る
と
い
う
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。

　

第
二
に
、「
パ
ン
」
の
授
業
の
過
程
や
生
徒
の
感
想
を
分
析
に
よ
っ
て
、
こ
の
授
業
に
お

け
る
白
樫
の
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
を
検
討
し
た
。
白
樫
は
発
問
に
よ
り
生
徒
の
作
品
に
関
す
る
対
話

と
洞
察
を
促
す
と
同
時
に
、
模
写
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
作
家
の
ま
な
ざ
し
を
追
っ
て

い
っ
た
。
生
徒
た
ち
は
、
作
中
の
「
泣
き
顔
の
少
女
」
と
自
分
の
生
活
経
験
を
重
ね
合
わ
せ

る
こ
と
で
、
自
分
の
体
験
を
対
象
化
し
感
想
の
中
に
記
述
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
コ
ル

ヴ
ィ
ッ
ツ
の
作
品
は
一
九
七
〇
年
〜
八
〇
年
代
の
三
中
の
生
徒
の
生
活
背
景
と
合
致
し
、
か

れ
ら
が
、
生
活
の
中
に
お
け
る
自
ら
の
姿
を
「
見
つ
め
る
」
こ
と
を
促
し
「
生
活
の
語
り
」

に
つ
な
げ
る
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
。

　

白
樫
の
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
に
お
け
る
「
見
つ
め
る
」
は
、
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
の
置
か
れ
て
い

図 8　コルヴィッツ「死んだわが子を抱く女」
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る
生
活
の
現
実
を
直
視
し
、
同
時
に
、
仲
間
の
つ
な
が
り
に
目
を
む
け
な
が
ら
、
状
況
を
乗

り
越
え
る
力
を
得
て
い
く
過
程
だ
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、「
被
抑
圧
者
の
教
育
学

（
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
）」
を
著
し
た
パ
ウ
ロ
・
フ
レ
イ
レ
の
学
習
の
理
論
に
お
け
る
「
対
話
」
を
通
し

て
の
「
意
識
化
」（20）
に
も
大
き
く
重
な
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
や
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
を
軸
に
松

原
三
中
と
い
う
中
学
校
で
特
色
あ
る
美
術
教
育
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
教
育
に
お

い
て
、
我
が
国
で
十
分
注
目
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
テ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
作
品
が
題
材
と
し

て
丹
念
に
研
究
さ
れ
、
同
校
の
美
術
教
育
の
中
で
実
践
さ
れ
続
け
た
こ
と
は
、
戦
後
の
美
術

教
育
史
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
取
り
組
み
で
あ
り
、
そ
こ
で
共
有
さ
れ
た
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
は
、

さ
ら
な
る
研
究
の
余
地
を
多
く
残
し
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
は
、
学
校
の
教
員
も
生
徒
も
、
そ
し
て
地
域
も

「
部
落
解
放
」
と
い
う
大
き
な
目
標
を
目
指
し
た
教
育
運
動
の
熱
気
に
支
え
ら
れ
、
当
時
の

歴
史
的
状
況
の
中
で
成
立
し
て
い
た
面
も
大
き
い
。
し
か
し
、
白
樫
ら
が
つ
く
り
あ
げ
た

「
絵
を
読
む
」
活
動
や
集
団
制
作
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、
そ
の
担
い
手
の
教
員
が
変
わ
り
つ

つ
も
、
少
な
く
と
も
二
〇
〇
〇
年
代
ま
で
「
典
型
」
と
し
て
残
り
続
け
、
特
に
、
コ
ル

ヴ
ィ
ッ
ツ
の
「
パ
ン
」
と
丸
木
俊
の
「
原
爆
の
図
」
は
そ
の
後
の
教
員
た
ち
に
も
扱
わ
れ
続

け
た
。
そ
れ
は
「
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
」
を
支
え
る
地
域
の
時
代
背
景
が
大
き
く
変
わ
っ
て
も
、
コ

ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
や
丸
木
俊
の
作
品
が
題
材
と
し
て
持
つ
力
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
一
方
で
、
求
め
る
べ
く
は
、
白
樫
が
そ
の
若
き
日
に
、
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
や
丸

木
俊
の
作
品
を
見
つ
め
、
終
わ
り
な
く
対
話
し
続
け
た
よ
う
な
、
あ
る
い
は
生
徒
の
生
活
の

現
実
や
仲
間
関
係
、
か
れ
ら
の
作
品
や
作
文
を
見
続
け
た
よ
う
な
、
教
育
者
自
身
の
「
見
つ

め
る
目
の
深
さ
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
少
な
く
と
も
美
術
教
育
に
た
ず
さ
わ
る

人
々
の
中
で
は
言
い
古
さ
れ
た
言
葉
に
違
い
な
い
が
、
美
術
科
教
員
と
し
て
反
差
別
の
表
現

に
取
り
組
み
続
け
た
白
樫
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
通
し
て
、
あ
ら
た
め
て
重
い
言
葉
と
し

て
投
げ
か
け
ら
れ
て
く
る
。

註（1）　

 

国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
に
所
属
す
る
職
員
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

（2）　

 

一
九
八
八
年
七
月
、
長
崎
の
原
爆
を
テ
ー
マ
に
し
た
版
画
を
集
団
制
作
し
、
長
崎
県
の
子

ど
も
有
志
の
版
画
作
品
と
共
に
、
長
崎
市
と
友
好
関
係
に
あ
っ
た
旧
東
ド
イ
ツ
の
マ
ク
デ

ブ
ル
グ
市
に
寄
贈
さ
れ
た
。

（3）　

 

一
九
七
三
年
に
新
任
で
松
原
三
中
に
教
諭
と
な
っ
た
白
樫
は
、
公
立
中
学
校
の
教
員
と
し

て
は
極
め
て
異
例
で
あ
る
が
、
そ
の
後
二
〇
年
間
異
動
な
し
で
同
校
に
勤
務
し
、
そ
の
後

さ
ら
に
教
頭
と
し
て
六
年
間
同
校
に
務
め
た
。
そ
の
後
、
市
内
の
複
数
の
中
学
校
の
校
長

を
務
め
、
二
〇
一
二
年
退
職
。

（4）　

 

こ
こ
で
い
う
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
（
教
授
学
）
と
は
、
教
育
者
が
あ
る
教
育
実
践
に
も
つ
、
教
育

的
な
信
念
や
教
育
方
法
の
知
識
や
理
論
的
枠
組
と
い
っ
た
認
知
的
側
面
の
総
体
を
あ
ら
わ

す
。

（5）　

 

藤
原
顕
、
遠
藤
瑛
子
、
松
崎
正
治
『
国
語
科
教
師
の
実
践
的
知
識
へ
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト

リ
ー
・
ア
プ
ロ
ー
チ
―
遠
藤
瑛
子
実
践
の
事
例
研
究
』（
溪
水
社
、
二
〇
〇
六
年
）

（6）　

 

濱
元
伸
彦
『
生
き
る
力
を
語
る
と
き
に
教
師
た
ち
の
語
る
こ
と
』（
行
路
社
、
二
〇
一
四
年
）

（7）　

 Ivor G
oodson, Life H

istory R
esearch in Educational Settings.

（M
cG

raw
 H

ill, 2001

）

（8）　

 

コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
外
に
「
絵
を
読
む
」
活
動
に
用
い
ら
れ
た
絵
画
作
品
と
し
て
は
、
丸
木

俊
の
「
原
爆
の
図
」、
ゴ
ヤ
の
「
マ
ド
リ
ー
ド
、
一
八
〇
八
年
五
月
三
日
」、
ピ
カ
ソ
の

「
ゲ
ル
ニ
カ
」
な
ど
が
あ
る
。

（9）　

 

こ
う
し
た
こ
の
校
区
で
の
越
境
反
対
運
動
や
「
三
中
事
件
」
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
矢
野

洋
・
月
嶋
楡
著
『
松
原
三
中
か
ら
始
ま
る
物
語
―
解
放
へ
の
光
を
求
め
る
教
師
た
ち
』（
解

放
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
に
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（10）　

 

白
樫
雅
洋
「
反
戦
・
反
差
別
の
表
現
を
も
と
め
て
」（『
映
画
水
俣
の
図
・
物
語
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
』「
映
画
水
俣
の
図
・
物
語
」
上
映
事
務
局
、
一
九
八
一
年
所
収
）、
八
頁
。

（11）　

 

白
樫
雅
洋
「
忘
れ
る
か
ら
平
和
で
な
い
―
ナ
ガ
サ
キ
修
学
旅
行
か
ら
卒
業
制
作
へ
」『
解
放

教
育
』（
一
九
八
〇
年
一
月
号
）
一
五
―
二
三
頁
。（
引
用
部
は
一
五
頁
、
傍
線
は
筆
者
に

よ
る
）

（12）　

 

大
阪
を
中
心
に
解
放
教
育
に
取
り
組
む
学
校
の
生
徒
作
品
や
、
解
放
教
育
に
共
鳴
す
る
芸

術
家
た
ち
の
作
品
発
表
の
場
。
一
九
七
〇
年
代
か
ら
定
期
的
に
開
か
れ
て
い
る
。

（13）　

 

白
樫
雅
洋
「
お
ま
え
、
わ
か
っ
て
る
の
か
、
わ
か
っ
て
る
の
か
」『
解
放
教
育
』（
一
九
七
五

年
六
月
号
）、
六
九
―
七
一
頁
。（
引
用
部
は
六
九
頁
）

（14）　
 

前
掲
書
、
六
九
頁
。

（15）　

 
前
掲
書
、
七
〇
―
七
一
頁
。

（16）　

 

美
術
教
育
者
協
議
会
は
一
九
六
二
年
に
、
日
本
教
職
員
組
合
の
教
科
研
究
会
、
大
阪
代
表

の
呼
び
か
け
に
よ
り
、
近
畿
各
府
県
代
表
の
有
志
で
図
工
や
美
術
の
教
育
方
法
の
研
究
を

行
う
団
体
で
あ
る
。
設
立
メ
ン
バ
ー
は
生
活
綴
方
運
動
や
そ
の
流
れ
を
汲
む
生
活
画
運
動

の
教
育
者
が
中
心
で
あ
っ
た
。
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（17）　

 

筆
者
は
、
白
樫
の
「
絵
を
読
む
」
授
業
の
ル
ー
ツ
と
し
て
、
丸
木
美
術
館
に
お
け
る
「
原

爆
の
図
」
に
つ
い
て
長
年
行
わ
れ
て
い
る
「
絵
解
き
」
の
実
践
が
あ
る
の
で
は
と
考
え
、

こ
れ
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
尋
ね
た
が
、
そ
れ
と
直
接
の
関
連
性
は
な
い
と
白
樫
は

述
べ
て
い
る
。

（18）　
 

例
え
ば
、
美
教
協
の
中
心
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
小
学
校
教
諭
で
あ
っ
た
別
所
明
芳
は
著
書

『
人
間
を
描
く
指
導
』（
明
治
図
書
、
一
九
八
七
年
）
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら

の
鑑
賞
教
育
の
方
法
を
提
案
し
て
い
る
。

（19）　

 

別
所
、
前
掲
書
。

（20）　

 

パ
ウ
ロ
・
フ
レ
イ
レ
『
被
抑
圧
者
の
教
育
学
』（
小
沢
有
作
ほ
か
訳
、
亜
紀
書
房
、

一
九
七
九
年
）。
同
書
で
「
意
識
化
」
は
、
学
習
者
が
現
実
の
世
界
を
距
離
を
と
っ
て
対
象

化
し
、
世
界
と
自
覚
的
に
向
き
合
い
、
既
成
の
現
実
に
対
す
る
批
判
的
介
入
を
試
み
る
態

度
を
築
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
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