
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
教
育
」

に
必
要
な
協
働
態
勢
づ
く
り

序

「
誤
り
か
ら
学
ぶ
教
育
」

論
に
つ
い
て

「
誤
り
」
を
犯
す
こ
と
は
悪
し
き
こ
と
で
あ
り
、
学
習
で
「
誤
り
」

を
犯
す
こ
と
は
、
人
民
形
成
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
要
因
に
な
る
。
通

常
、
こ
の
よ
う
な
言
い
方
に
異
を
唱
え
る
こ
と
は
、
学
校
教
育
の

世
界
で
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
言
い
方
に
真
正
面
か
ら

異
を
唱
え
る
教
育
論
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
米
国
の
教
育
史
研
究
者

と
し
て
知
ら
れ
る
戸
〕
・

3
岳山口
ω
C
D
が
一
九
八

0
年
代
に
提
唱
し

た
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
教
育
」
論
で
あ
る

9
2
Eロ
ω
。
P
S∞品)。

一
般
的
に
、
教
育
論
上
、
「
誤
り
」
は
人
間
形
成
を
損
な
う
負

の
要
因
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
以
下
で
述
べ
る
よ
う

に、日)め一円・
E
D
ω
。
ロ
の
教
育
論
で
は
、
「
誤
り
」
が
人
間
形
成
を
促

す
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
要
因
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
ユ

ニ
ー
ク
な
教
育
論
は
、
「
誤
り
」
を
負
の
人
間
形
成
要
因
と
み
な

す
多
く
の
教
育
者
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
難
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

渡

光

左往

透

新
し
い
教
育
論
は
、
わ
が
国
で
は
、
一
部
の
教
育
研
究
者
の
間
で

注
目
さ
れ
な
が
ら
も
(
道
出
二

O
O七
、
平
嶋
・
堀
口
二

O

O
四
、
森
田
一
九
九
四
)
、
未
だ
、
多
く
の
教
育
研
究
者
に
承

認
さ
れ
る
教
育
学
上
の
「
市
民
権
」
を
得
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
誤

り
か
ら
学
ぶ
教
育
」
の
考
え
方
は
、
今
日
の
情
報
社
会
に
お
け
る

学
校
教
育
に
不
可
欠
の
教
育
論
で
あ
り
、
筆
者
は
、
そ
の
こ
と
を

折
あ
る
ご
と
に
主
張
し
て
き
た
(
渡
透
二

O
O七
、
二

O
O八、

二

O
O九)。

こ
の
教
育
論
は
、
教
師
が
行
う
三
種
類
の
環
境
づ
く
り
の
下

で
、
子
ど
も
た
ち
の
試
行
錯
誤
に
よ
る
自
ら
の
「
誤
り
」
の
克
服

と
そ
れ
に
よ
る
知
的
・
社
会
的
・
精
神
的
成
長
を
遂
げ
る
こ
と
の

重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
三
種
類
の
環
境
づ
く
り
と
は
、
①
子
ど

も
た
ち
が
臆
せ
ず
に
「
誤
り
」
を
犯
せ
る
「
自
由
な
環
境
」
づ
く

り
、
②
そ
の
「
誤
り
」
を
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
自
覚
で
き
る
「
応

答
的
な
環
境
」
づ
く
り
、
そ
し
て
、
③
自
覚
し
た
そ
の
「
誤
り
」
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を
子
ど
も
た
ち
が
試
行
錯
誤
に
よ
っ
て
克
服
で
き
る
「
援
助
的
な

環
境
」
づ
く
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
環
境
づ
く
り
を
通
し
て
、
子

ど
も
た
ち
は
、
自
ら
の
「
誤
り
」
を
克
服
し
、
知
的
・
社
会
的
・

精
神
的
成
長
を
遂
げ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る

Q
q
Eロ
ω
o
p

s∞
ム
)
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
成
長
が
情
報
社
会
(
「
無
意
図
的

誤
り
」
を
防
止
す
る
た
め
の
危
機
管
理
能
力
育
成
を
求
め
る
社
会
)

で
役
立
つ
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
(
渡
謹
二

O
O二一

a
、
二

O
O三
b
、
二

O
O一二
C
)
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の

司
q
Eロω
O
ロ
の
環
境
づ
く
り
の
言
明
に
は
、
問
題
が
残
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
同
)
q
Eロω
O
ロ
は
、
第
二
の
「
応
答
的
な
環
境
」
づ
く

り
と
第
三
の
「
援
助
的
な
環
境
」
づ
く
り
を
通
し
て
、
子
ど
も
が

自
ら
の
「
無
意
図
的
誤
り
」
を
自
覚
し
、
そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
子
ど
も
た
ち

が
自
ら
の
「
加
熱
意
図
的
誤
り
」
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

さ
せ
る
子
ど
も
た
ち
自
身
の
協
働
態
勢
の
在
り
方
が
指
摘
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
本
稿
の
ね
ら
い
は
、
こ
の
問
題
を

取
り
上
げ
、
子
ど
も
た
ち
を
自
ら
の
「
無
意
図
的
誤
り
」
に
気
づ

か
せ
て
く
れ
る
子
ど
も
た
ち
自
身
の
協
働
態
勢
(
学
習
仲
間
と
い

う
同
僚
性
を
伴
っ
た
学
習
態
勢
)
の
在
り
方
を
指
摘
す
る
こ
と
に

あ
る
。本

稿
は
、
こ
の
ね
ら
い
の
下
に
、
ま
ず
、
司
q
E
D
ω
Cコ
の
「
誤

り
か
ら
学
ぶ
教
育
」
論
に
お
い
て
子
ど
も
た
ち
を
自
ら
の
「
加
熱
意

図
的
誤
り
」
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
協
働
態
勢
が
必
要
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
同
論
で
そ
れ
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指

摘
す
る
。
次
い
で
、
そ
の
協
働
態
勢
を
考
え
る
と
き
、
米
国
に
お

け
る
医
療
過
誤
防
止
の
た
め
の
医
療
制
度
措
置
が
参
考
と
な
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
筆
者
の
求
め
る
協
働
態
勢
が
従
来
の
日
本
の
授
業

論
に
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

一、

「
誤
り
か
ら
学
ぶ
教
膏
」

り
」
へ
の
気
づ
き
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に
お
け
る

「
無
意
図
的
誤

情
報
社
会
で
は
、
一
般
社
会
人
の
み
な
ら
ず
、
い
か
な
る
専

門
家
で
あ
っ
て
も
、
人
々
は
、
「
加
熱
意
図
的
誤
り
」
を
犯
し
兼
ね

な
い
状
況
に
つ
ね
に
爆
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
い
か
な
る
人
々

も
、
人
間
で
あ
る
限
り
「
無
意
図
的
誤
り
」
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い

た
め
、
絶
え
ざ
る
危
機
管
理
能
力
を
発
揮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
加
熱
意
図
的
誤
り
」

は
、
そ
れ
が
専
門
家
に
生
じ
た
と
き
に
人
間
社
会
を
世
界
的
規
模

で
危
機
的
状
況
に
陥
れ
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
無
視
で
き
な
い
も

の
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
類
が
こ
れ
ま
で
経
験
し
て
こ
な

か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
へ
の
対
応
策
を
講
じ
る
こ
と
が
急
務



と
さ
れ
る
。
そ
の
対
応
策
は
、
人
間
が
犯
す
「
無
意
図
的
誤
り
」

(
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
エ
ラ
!
)
の
原
因
究
明
(
認
知
的
研
究
)
か
ら

始
ま
る
危
機
管
理
能
力
育
成
の
術
と
し
て
、
今
日
、
関
係
者
の
開

で
注
目
さ
れ
て
い
る
。
(
∞
m
q
o
p
N
C
C
C
一P
A
O
D仲間

c
g
q
F
ピヨ
E
R

hr
∞
5
F
E
R
N
c
c
p
同
本
・
今
野
二

O
O三、

M
f
g
o
P
5
8一

目
。

ω
ω
W
5
3
)
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
学
校
教
育
の
専
門

家
で
あ
る
教
師
に
も
絶
え
ざ
る
危
機
管
理
能
力
の
発
揮
が
求
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
(
渡
謹
二

O
O八
、
二

O
O九)。

今
在
、
学
校
教
育
で
の
教
師
の
絶
え
ざ
る
危
機
管
理
能
力
の
発

揮
が
話
題
に
さ
れ
る
と
き
、
子
ど
も
た
ち
の
生
命
が
脅
か
さ
れ
る

危
機
的
事
態
に
対
し
て
そ
れ
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
だ
が
、
通
常
、
こ
の
教
師
の
危
機
管
理
能
力
の
発
揮
が
、

日
常
の
学
習
指
導
場
面
で
求
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る

こ
と
は
な
い
。
葉
し
、
今
日
の
情
報
社
会
に
お
け
る
危
機
管
理
能

力
育
成
に
隠
し
て
は
、
ま
ず
、
学
校
の
授
業
場
面
に
お
け
る
教
師

の
学
習
指
導
上
の
危
機
管
理
能
力
(
リ
ス
ク
処
理
能
力
)
の
育
成

が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
下
で
、
子
ど
も
た
ち
に
お
け
る

そ
の
能
力
の
育
成
が
必
要
と
さ
れ
る
(
渡
謹
二

0
0
2
E
、
二

O
O三
b
，
二

O
Oコ
て
し
、
二

O
O七、一一
O
O八
、
二

O
O九)。

こ
の
必
要
性
は
、
同

)
q
E
5
0ロ
の
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
教
育
」
の
考

え
方
に
基
づ
く
。
彼
の
考
え
方
は
、
そ
の
根
底
の
と
こ
ろ
で
、
情

報
社
会
の
求
め
る
危
機
管
理
能
力
育
成
を
学
校
教
育
段
階
か
ら
行

う
必
要
性
を
唱
え
る
も
の
と
見
な
さ
れ
得
る
。
そ
し
て
、
「
誤
り

か
ら
学
ぶ
教
育
」
の
考
え
方
は
、
情
報
社
会
に
お
け
る
危
機
管
理

能
力
の
育
成
を
学
校
教
育
に
求
め
る
重
要
な
教
育
論
と
な
っ
て
い

る
(
渡
謹
二

O
O七
、
二

O
O八
、
二

O
O九)。

こ
の
教
育
論
を
踏
ま
え
て
今
日
の
学
校
教
育
を
顧
み
る
と
き
、

筆
者
は
、
授
業
場
面
に
お
け
る
子
ど
も
た
ち
の
「
無
意
図
的
誤
り
」

が
教
師
の
指
導
下
で
生
じ
る
認
知
的
バ
イ
ア
ス
に
よ
っ
て
引
き
起

こ
さ
れ
る
状
況
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
「
無
意
図
的

誤
り
」
を
子
ど
も
た
ち
自
身
に
克
服
さ
せ
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
、

学
習
指
導
上
の
重
要
事
項
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
経
験
を

積
ん
だ
子
ど
も
た
ち
を
社
会
に
巣
立
た
せ
る
こ
と
に
、
教
師
の

役
割
が
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
(
波
謹
二

O
O八
、
二

O
O九)。

た
だ
し
、
日
常
の
授
業
に
は
、
子
ど
も
た
ち
の
み
な
ら
ず
教
師
自

身
も
犯
し
や
す
い
認
知
的
バ
イ
ア
ス
に
よ
る
「
加
熱
意
図
的
誤
り
」

が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
教
師
は
、
こ
の
状
況

に
対
処
す
る
た
め
に
、
諸
々
の
認
知
的
バ
イ
ア
ス
の
存
在
を
自

覚
(
知
識
と
し
て
習
得
)
し
た
上
で
、
授
業
中
に
生
じ
や
す
い
そ

の
バ
イ
ア
ス
に
よ
る
「
加
熱
意
図
的
誤
り
」
に
気
づ
い
て
そ
れ
へ
の

対
処
を
学
習
指
導
で
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
教
師
に

と
っ
て
、
認
知
的
バ
イ
ア
ス
に
よ
る
「
無
意
菌
的
誤
り
」
は
、

- 19-



人
で
は
気
づ
き
難
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
対
処
は
、

つ
ね
に
向
僚
教
師
と
の
連
携
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
波

法

二

O
O七
、
二

O
O八
、
二

O
O九
三

一
般
的
に
考
え
る
と
き
、
「
加
熱
意
図
的
誤
り
」
に
は
、
「
ス
リ
ッ
プ
」

(
丘
町
)
)
と
言
わ
れ
る
う
っ
か
り
ミ
ス
や
「
ラ
プ
ス
」

(
E七
月
)
と

言
わ
れ
る
記
倍
速
い
も
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
注
意
力
や
記
憶
力
を

高
め
る
訓
練
を
積
ん
で
対
処
す
れ
ば
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
が
、
認

知
的
バ
イ
ア
ス
に
よ
る
「
無
意
図
的
誤
り
」
に
つ
い
て
は
、
対
処

が
容
易
で
は
な
い

(psop-
。。cw
宅・。
15)
。
そ
の
た
め
、
な

お
の
こ
と
、
こ
の
種
の
「
無
意
図
的
誤
り
」
へ
の
対
処
法
を
学
校

教
育
の
早
い
段
階
か
ら
子
ど
も
た
ち
の
身
に
付
け
さ
せ
る
指
導
の

必
要
性
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
種
の

「
無
意
図
的
誤
り
」
が
教
師
と
子
ど
も
た
ち
の
両
者
に
同
様
に
生

じ
る
も
の
と
し
て
、
次
の
二
つ
の
状
態
を
要
件
と
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
一
つ
は
、
認
知
的
バ
イ
ア
ス
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
無

意
図
的
誤
り
」
の
存
在
そ
れ
自
体
を
彼
ら
が
知
識
と
し
て
自
覚
し

て
い
る
認
知
状
態
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
学
校
の
日
常
的
場
部

で
彼
ら
が
そ
の
認
知
状
態
を
活
用
し
て
「
加
熱
意
図
的
誤
り
」
に
気

づ
く
可
能
性
を
高
め
る
環
境
状
態
で
あ
る
。
教
師
も
子
ど
も
た
ち

も
「
無
意
図
的
誤
り
」
の
存
在
を
自
覚
し
、
そ
の
「
誤
り
」
が
発

生
し
た
場
面
に
気
づ
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
後
の
「
無
意
図
的
誤

り
」
へ
の
対
処
に
積
極
的
に
-
取
り
組
む
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
そ
の
気
づ
き
が
な
け
れ
ば
「
無
意
図
的
誤
り
」
へ
の
対

処
が
進
ま
な
い
こ
と
に
な
る
。
認
知
的
バ
イ
ア
ス
に
よ
る
「
無
意

図
的
誤
り
」
へ
の
対
処
は
、
そ
の
「
誤
り
」
の
存
在
の
自
覚
(
知

識
と
し
て
の
習
得
)
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
日
常
場
面
で
の
そ
の
「
誤

り
」
へ
の
気
づ
き
が
不
可
欠
の
要
件
に
な
る
。

筆
者
は
、
か
つ
て
、
認
知
的
バ
イ
ア
ス
に
よ
る
「
加
熱
意
図
的
誤

り
」
へ
の
自
覚
が
教
師
と
子
ど
も
た
ち
に
必
要
で
あ
る
こ
と
と
、

そ
の
自
覚
の
仕
方
に
つ
い
て
例
示
し
て
き
た
(
渡
透
二

0
0

八
)
。
だ
が
、
当
事
者
自
ら
の
具
体
的
体
験
場
面
で
そ
う
し
た
「
誤

り
」
に
如
何
に
し
て
気
づ
き
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
論
じ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
如
何
に
す
れ
ば
教
師
と

子
ど
も
た
ち
が
こ
の
種
の
「
誤
り
」
に
気
づ
け
る
よ
う
に
保
障
で

き
る
か
と
い
う
問
題
の
う
ち
、
子
ど
も
た
ち
の
場
合
に
つ
い
て
論

じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
種
の
「
諮
問
り
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
気

づ
か
せ
る
協
働
態
勢
は
、
教
師
の
場
合
に
は
学
校
と
い
う
環
境
シ

ス
テ
ム
の
中
に
、
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
の
場
合
に
は
学
校
の
中
の

授
業
と
い
う
環
境
シ
ス
テ
ム
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
埋
め
込
ま
れ
る
こ

と
に
な
る
。
司

q
Eロ
ω
。
ロ
の
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
教
育
」
に
お
い
て

子
ど
も
た
ち
の
「
無
意
図
的
誤
り
」
を
自
ら
に
気
づ
か
せ
る
こ
と

の
問
題
は
、
教
師
に
よ
る
「
応
答
的
環
境
」
づ
く
り
の
中
の
「
批
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判
的
対
話
」
(
の
ユ

zg]
岳
己
。
mcめ
)
で
扱
わ
れ
て
い
る

QqEDω
。
P

S
∞ム
w

円
)
・
二
小
)
。
た
だ
し
、
そ
の
「
応
答
的
環
境
」
、
、
つ
く
り
の
議

論
は
、
子
ど
も
た
ち
の
そ
の
気
づ
き
を
引
き
起
こ
さ
せ
る
も
の
と

し
て
、
教
師
と
子
ど
も
た
ち
の
問
の
い
わ
ば
「
予
定
調
和
」
を
想

定
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
無
意
図
的
誤
り
」
へ
の
気
づ
き

の
問
題
を
取
り
扱
う
場
合
、
気
づ
き
そ
れ
自
体
の
認
知
的
メ
カ
ニ

ズ
ム
が
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
今
日
の
脳
科
学
お
よ
び
認
知
科

学
の
状
況
下
で
は
、
「
無
意
図
的
誤
り
」
に
気
づ
か
せ
る
協
働
態

勢
の
議
論
で
の
「
予
定
調
和
」
的
説
明
は
止
む
を
得
な
い
。
し
か

し
、
そ
う
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
教
育
」
で
子

ど
も
た
ち
を
「
誤
り
」
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
教
師

と
子
ど
も
た
ち
の
関
の
問
題
と
し
て
の
み
取
り
扱
う
こ
と
で
よ
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
学
習
仲
間
と
い
う
同
僚
性
を
踏
ま
え
た
子

ど
も
ど
う
し
の
問
題
と
し
て
も
取
り
扱
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
教
育
」
に
お
け

る
「
無
意
図
的
誤
り
」
へ
の
気
づ
き
の
問
題
を
子
ど
も
ど
う
し
の

間
で
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
、
「
誤
り
か
ら

学
ぶ
」
態
勢
づ
く
り
の
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

一、

「
誤
り
か
ら
学
ぶ
」
協
働
態
勢
い
つ
く
り
の
必
要
性

日

)
q
E門

戸

ω
。
ロ
の
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
教
育
」
に
お
け
る
中
心
的
な

「
誤
り
か
ら
学
ぶ
」
と
い
う
考
え
方
は
、
す
で
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ

の
ま
宵
巳

2
に
見
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
考
え
方
は
、
二

O

世
紀
の
諸
教
育
論
(
玄
・
7
向

OE2ω
。「ア〉・∞
-
Z
巴
w
h
-
H
N
・閉山
cmめ「タ

〕・同

ω
E
5吋
の
各
教
育
論
)
と
ど
ア
ジ
エ

(
H

・
E
と
め
門
)
の
人
間

観
を
踏
ま
え
て
提
唱
さ
れ
た
(
司

q
E
a
s
-
-
S
A
)
。
そ
こ
で
は
、

人
間
を
含
む
い
か
な
る
生
命
体
も
環
境
の
変
化
の
中
で
生
じ
る
問

題
状
況
を
自
ら
克
服
し
て
成
長
を
遂
げ
る
こ
と
で
生
存
し
続
け
る

と
い
う
生
物
進
化
論
が
根
底
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
人

間
個
人
の
知
性
が
、
知
的
環
境
の
変
化
に
適
応
で
き
ず
に
引
き
起

こ
す
自
ら
の
「
誤
り
」
を
自
ら
の
「
試
行
錯
誤
」
(
自
ら
の
既
習

事
項
を
自
ら
の
判
断
で
適
宜
最
大
限
に
活
用
す
る
行
為
)
を
通
し

て
克
服
す
る
こ
と
で
成
長
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

は
、
生
命
体
と
し
て
の
人
隠
偲
人
の
進
化
論
的
人
間
形
成
論
が
見

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
る
「
誤
り
」
は
、
個
人
の
振

る
舞
い
と
環
境
の
変
化
と
の
関
わ
り
か
ら
成
る
概
念
(
環
境
の
変

化
に
対
す
る
偶
人
の
不
適
応
状
況
)
と
見
な
さ
れ
る
。
従
っ
て
、

思
長
宮
ωOロ
が
示
す
こ
の
概
念
は
、
倍
々
人
の
個
別
的
枠
内
に
収

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
個
々
人
の
間
で
「
誤
り
」
を
共
有
す
る
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状
況
を
明
示
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
人
が
、
次
に

示
す
よ
う
に
、
自
ら
の
「
誤
り
」
に
つ
い
て
、
そ
の
克
服
を
問
題

に
す
る
と
き
に
は
、
関
係
者
の
問
で
「
誤
り
」
と
そ
の
克
服
の
行

為
を
共
有
す
る
状
況
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
は
、
関

係
者
と
の
間
で
「
誤
り
」
と
そ
の
克
服
行
為
を
共
有
す
る
状
態
が

前
提
と
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
「
誤
り
」
の
克
服
そ
れ
自
体
を
成

就
で
き
な
い
。

社
会
生
活
に
お
け
る
人
の
「
誤
り
」
な
る
も
の
は
、
田
川
閣
の
関

係
者
の
振
る
舞
い
(
環
境
)
に
対
す
る
そ
の
人
の
不
適
応
か
ら
生

じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
そ
の
人
の
「
誤
り
」
の
克

服
は
、
関
係
者
の
振
る
舞
い
へ
の
不
適
応
の
解
消
の
い
と
な
み
を

意
味
す
る
。
従
っ
て
、
そ
の
い
と
な
み
は
、
た
と
え
試
行
錯
誤
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
人
と
関
係
者
自
身
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
、
そ
の
人
の
振
る
舞
い
の
空
回
り
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
入
の
「
誤
り
」
の
克
服
は
、
そ
の
人
と
関
係
者
と
の
間
で
そ

の
「
誤
り
」
そ
れ
自
体
が
共
有
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
人
が
「
誤
り
」

を
犯
し
た
と
い
う
状
態
と
そ
の
克
服
過
程
を
そ
の
人
を
含
む
関
係

者
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
て
は
じ
め
て
実
行
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

同

)
2
E
D
ω
Cロ
の
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
教
育
」
で
は
、
特
定
の
子

ど
も
と
教
師
の
間
に
お
い
て
、
確
か
に
、
当
の
子
ど
も
が
犯
し

た
「
誤
り
」
が
共
有
さ
れ
、
そ
の
克
服
過
程
が
自
覚
さ
れ
て
い

そ
こ
に
は
、
「
誤
り
」
の
克
域
行
為
自
体
が
関
係

者
と
の
間
で
共
有
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
い
う
前
記
の
こ

と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
一
つ
の
問
題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
そ
れ
は
、
当
の
子
ど
も
お
よ
び
教
師
の
関
係
者
と
の
問
で

の
「
誤
り
」
と
そ
の
克
服
に
関
す
る
共
有
が
、
聞
広
「
E
ロω
。
ロ
の
「
誤

り
か
ら
学
ぶ
教
育
」
論
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
同
じ
ク
ラ
ス
の
他
の
子
ど
も
た
ち
と
教
師

の
向
僚
と
い
う
関
係
者
と
の
関
で
の
「
誤
り
」
と
そ
の
克
服
に
関

す
る
共
有
が
明
示
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
教

師
に
よ
る
「
応
答
的
環
境
」
、
つ
く
り
の
「
批
判
的
対
話
」
の
概
念

の
中
に
埋
没
し
て
峻
昧
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

「
誤
り
か
ら
学
ぶ
教
育
」
が
学
校
教
育
の
い
と
な
み
で
あ
る
限

り
、
子
ど
も
た
ち
の
「
誤
り
」
は
つ
ね
に
教
師
に
よ
る
指
導
の
対

象
と
な
り
、
子
ど
も
た
ち
自
身
に
よ
る
自
ら
の
「
誤
り
」
の
克
服

が
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
は
、
暗
黙
の
前

提
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
「
誤
り
」
を
自
ら
克
服
で
き
る
子

ど
も
た
ち
の
能
力
を
育
む
こ
と
が
つ
ね
に
教
師
の
「
告
由
で
応
答

的
で
援
助
的
な
」
指
導
下
で
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
将
来
に
お
い
て

教
師
の
指
導
が
な
く
て
も
そ
の
能
力
が
自
ず
か
ら
当
の
子
ど
も
た

ち
自
身
に
維
持
さ
れ
て
有
効
に
発
揮
さ
れ
る
、
と
い
う
前
提
で
あ

る
。
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
教
育
」
に
つ
い
て
、
日
)
q
Eロ
ω
。
コ
は
、
教

る
。
し
か
し
、
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師
の
「
自
由
で
応
答
的
で
援
助
的
な
」
指
導
の
妥
当
性
を
二

O
世

紀
の
諸
教
育
理
論
に
基
づ
い
て
論
証
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の

指
導
で
培
わ
れ
る
子
ど
も
た
ち
の
「
誤
り
」
を
自
ら
克
服
す
る
能

力
が
学
校
教
育
修
了
後
の
日
常
的
社
会
で
維
持
強
化
さ
れ
る
こ
と

を
見
越
し
た
議
論
に
つ
い
て
、
触
れ
て
い
な
い
。

「
誤
り
か
ら
学
ぶ
教
育
」
の
考
え
方
で
は
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
」

と
い
う
キ

l
フ
レ
ー
ズ
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の

キ
i
フ
レ
ー
ズ
は
、
子
ど
も
た
ち
に
対
す
る
教
師
の
保
護
・
監

督
・
教
育
的
指
導
な
ど
の
人
間
関
係
が
学
校
等
の
人
間
形
成
施
設

で
し
か
見
ら
れ
な
い
日
常
社
会
で
は
、
次
の
こ
と
を
前
提
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
同
僚
あ
る
い
は
上
司
・
部
下
と

い
う
人
間
関
係
に
お
け
る
倍
々
人
の
「
誤
り
」
と
そ
の
克
服
の
行

為
の
状
況
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
で

求
め
ら
れ
る
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
」
能
力
は
、
教
師
の
よ
う
な
指
導

者
に
よ
る
「
自
由
で
応
答
的
で
援
助
的
な
」
教
育
的
指
導
が
つ
ね

に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
中
で
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
倍
々
人

の
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
」
能
力
は
、
教
師
の
よ
う
な
指
導
者
が
い
な

い
と
こ
ろ
で
、
個
々
人
が
向
僚
・
上
司
・
部
下
等
の
関
係
者
と
の

間
で
、
と
く
に
多
く
の
時
間
を
費
や
す
同
僚
と
の
問
で
自
ら
犯
し

た
「
誤
り
」
に
気
づ
い
て
そ
れ
を
共
有
し
、
関
係
者
が
そ
の
克
服

を
自
覚
し
て
行
か
な
け
れ
ば
、
発
揮
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
日
常
社
会
に
お
い
て
白
ら
の
「
誤
り
」
を
克
服
す
る

能
力
を
育
む
こ
と
こ
そ
が
、

H
d
長一口
ω
。
ロ
の
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
教

育
」
論
で
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、

彼
の
教
育
論
で
は
、
教
師
の
「
自
由
で
応
答
的
で
援
助
的
な
」
指

導
に
加
え
、
と
く
に
、
「
誤
り
」
の
認
識
を
子
ど
も
ど
う
し
の
「
同

僚
性
」
の
下
で
共
有
し
な
が
ら
、
そ
の
「
誤
り
」
を
協
働
し
て
克

服
す
る
能
力
の
指
導
が
必
要
に
な
る
。
自
ら
の
「
無
意
図
的
誤

り
」
を
告
ら
克
服
す
る
こ
と
を
通
し
て
得
ら
れ
る
知
的
成
長
(
進

化
論
的
人
筒
形
成
)
は
、
学
校
に
お
け
る
「
自
由
で
応
答
的
で
援

助
的
な
」
指
導
の
下
で
、
ま
た
、
そ
れ
と
あ
わ
せ
て
、
後
述
さ
れ

る
「
仮
説
実
験
授
業
」
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
」

た
め
の
子
ど
も
ど
う
し
に
よ
る
協
働
態
勢
づ
く
り
の
下
で
繰
り
広

げ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
協
働
態
勢
、
、
つ
く
り
を
考
え
る
と
き

に
重
視
さ
れ
る
べ
き
点
は
、
こ
の
い
と
な
み
の
出
発
点
と
な
る
自

ら
の
「
諮
問
り
」
に
気
づ
か
せ
る
仕
掛
け
を
ど
の
よ
う
に
設
け
る
か

と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
点
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
参
考

と
な
る
こ
と
が
ら
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
業
界
で
見
ら
れ
る
「
無
意

図
的
誤
り
」
の
事
前
防
止
策
で
あ
る
。

日
本
の
産
業
界
で
は
、
認
知
的
バ
イ
ア
ス
に
よ
る
「
無
意
図
的

誤
り
」
の
事
前
防
止
策
と
し
て
、
「
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
報
告
」
を
導

入
し
た
安
全
教
育
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
業
務
中
に
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「
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
」
し
た
経
験
(
危
験
を
感
じ
た
経
験
)
を
「
事

後
報
告
」
さ
せ
る
こ
と
で
以
っ
て
、
そ
の
後
の
当
事
者
に
よ
る
関

連
の
「
無
意
図
的
制
限
り
」
の
発
生
を
事
前
に
防
止
し
よ
う
と
し
て

い
る
(
関
本
・
今
野
二

O
O三
、
二
六
七
!
二
六
八
頁
)
。
そ
し

て
、
こ
の
事
前
防
止
に
関
し
て
は
、
「
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
報
告
」
と

い
う
仕
掛
け
を
た
ん
に
当
事
者
の
み
な
ら
ず
職
場
の
関
係
者
全
員

に
も
向
け
て
有
効
活
用
し
た
協
働
態
勢
が
涯
療
の
世
界
に
見
ら
れ

る
。
そ
れ
は
、
以
下
で
示
す
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
医
療
過
誤
防

止
対
策
報
告
で
指
摘
さ
れ
る
「
無
意
図
的
誤
り
」
(
寵
療
過
諮
問
)

を
事
前
に
察
知
し
て
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
」
医
療
業
務
を
遂
行
さ
せ

る
「
警
鐘
的
事
例
制
度
」

(
R
E
E
o一
2
2
2
3
r可
)
で
あ
る
。

こ
の
「
無
意
図
的
誤
り
」
を
事
前
に
防
止
す
る
協
働
態
勢
を
参
考

に
し
た
工
夫
が
学
校
教
育
の
世
界
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一、

「
誤
り
か
ら
学
ぶ
」

医
療
過
誤
防
止
策

こ
と
を
踏
ま
え
た
ア
メ
リ
カ
の

米
国
の
産
療
過
誤
防
止
対
策
報
告
は
、
一
九
九

0
年
代
の
米
国

の
医
療
状
況
を
ま
と
め
た
李
啓
充
著
『
ア
メ
リ
カ
区
一
療
の
光
と
影
』

(二

O
O八
年
)
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
医
療
業
務
上

の
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
」
こ
と
を
踏
ま
え
て
霞
療
業
務
そ
れ
白
体
の

シ
ス
テ
ム
を
改
善
し
た
米
患
の
医
療
過
誤
防
止
対
策
を
わ
れ
わ
れ

に
示
し
て
く
れ
る
。
こ
の
「
対
策
」
は
、
医
療
業
務
上
の
「
誤
り

か
ら
学
ぶ
」
と
い
う
考
え
方
に
支
え
ら
れ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

李
は
、
一
九
九
九
年
の
「
米
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
医
学
部
会
」
報

告
に
基
づ
き
、
「
米
国
全
体
で
毎
年
四
万
四
千
人
i

九
万
八
千
人

の
入
院
患
者
が
医
療
過
誤
で
死
亡
し
」
、
「
病
院
入
院
中
に
医
療

者
の
誤
り
が
原
因
と
な
っ
て
死
ぬ
確
率
の
ほ
う
が
、
交
通
事
故

(
四
万
三
千
人
)
や
、
乳
癌
(
四
万
二
千
人
)
や
、
陰
口
ω(
一
万
七
千

人
)
で
死
ぬ
確
率
よ
り
も
高
い
」
状
況
を
踏
ま
え
(
八
五
百
(
)
、

米
国
で
と
ら
れ
た
「
医
療
過
誤
防
止
対
策
」
を
紹
介
し
て
い
る

(
四
五
i

七
八
頁
)
。
そ
こ
に
お
い
て
、
李
は
、
「
医
療
過
誤
を
防

ぐ
方
法
が
、
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
こ
と
は

一
言
う
ま
で
も
な
い
」
と
断
じ
た
上
で
、
「
過
誤
の
事
実
を
隠
蔽
す

る
こ
と
は
、
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
」
機
会
を
藍
療
者
岳
身
が
放
棄
し
、

類
似
の
過
誤
の
再
発
を
奨
励
す
る
結
果
と
し
か
な
ら
な
い
」
こ
と

を
訴
え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
「
誤
ち
を
犯
し
た
個
人
の
不
注
意
を
責

め
る
」
と
い
う
姿
勢
を
取
り
が
ち
な
病
院
が
多
い
」
状
況
に
対
し
、

そ
の
「
姿
勢
」
が
「
実
は
過
誤
の
隠
蔽
を
奨
励
す
る
原
因
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
」
と
言
い
切
る
。
そ
し
て
、
「
「
偶
人
の
一
不
注
意

を
責
め
る
」
と
い
う
立
場
か
ら
は
、
「
向
じ
過
ち
を
繰
り
返
さ
な

い
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
は
い
っ
そ
う
気
を
引
き
締
め
て
注
意
し
ま
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し
よ
う
」
と
い
う
、
何
ら
実
効
性
を
も
た
な
い
精
神
論
的
再
発
防

止
策
し
か
出
て
こ
な
い
」
こ
と
を
強
く
懸
念
す
る
(
一
八
i

一
九

頁)。李
に
よ
れ
ば
、
「
医
療
過
誤
防
止
事
始
め
の
第
一
歩
」
は
、
「
誤

り
か
ら
学
ぶ
た
め
に
宮
山
ヨ
め
吟
2
ω
3
Z
B
(
誰
も
責
め
な
い
シ

ス
テ
ム
)
を
構
築
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
ど
ん
な
に

些
細
な
ミ
ス
に
つ
い
て
も
そ
の
原
因
を
追
究
し
対
策
を
講
じ
る

協
働
態
勢
づ
く
り
を
日
常
的
に
繰
り
返
す

r
s
t
g
o
g
宮
山
口
守

百円
)
5
5
5
3と
も
、
「
誰
も
責
め
な
い
」
と
い
う
前
提
が
確
立

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
機
能
し
得
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
(
一
九
頁
)
。

李
が
紹
介
す
る
「
医
療
過
誤
防
止
対
策
」
は
、
一
九
五
一
年

に
発
足
し
た
「
医
療
施
設
評
価
委
員
会
」

c
nと
ち
一
吾
め
な
冨

わ

0
5ヨ一
ω
巴
o
ロ
O
同
〉
の
の
「
め
(
宮
町
民
一
。
コ

O
内
問
め
巴
吾
の

m
B
O
H
.向
山
口
一

82

toロ
ω)

の
「
警
鐘
的
事
例
制
度
」
で
あ
る
(
李
二

O
O
八、

四
五
i

五
回
頁
)
。
李
に
よ
れ
ば
、
米
国
の
医
療
施
設
に
お
け
る

「
切
断
足
取
り
違
え
事
件
」
や
「
抗
癌
剤
過
剰
投
与
事
件
」
な
ど

の
医
療
過
誤
事
件
が
「
頻
発
」
し
た
米
国
社
会
で
「
医
療
不
信
が

頂
点
に
達
し
た
年
」
の
一
九
九
五
年
に
、
】
わ
〉
E
C
は
、
「
医
療
過

誤
に
関
す
る
情
報
収
集
お
よ
び
防
止
構
築
に
つ
い
て
の
真
剣
な
取

り
組
み
」
を
開
始
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
間
じ
年
に
、
「
米
国
医

約
会
」
は
、
「
匿
療
過
前
一
同
事
件
に
対
す
る
「
我
関
せ
ず
」
と
い
う

姿
勢
を
一
八

O
度
変
換
し
て
、
「
全
米
患
者
安
全
基
金
」
を
設
立

し
て
過
誤
防
止
に
積
極
的
取
り
組
み
を
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
」

O

R
〉
Z
O
は
、
「
医
療
機
関
の
審
査
」
の
際
に
、
「
警
鐘
的
事
例
」
(
「
死

あ
る
い
は
重
大
な
身
体
的
・
機
能
的
障
害
を
、
予
期
し
な
い
形
で

生
じ
た
(
あ
る
い
は
生
じ
得
た
)
事
例
」
)
へ
の
取
り
組
み
を
審

査
項
目
に
加
え
る
仕
組
み
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仕

組
み
(
「
制
度
」
)
を
設
け
た
ね
ら
い
は
、
①
「
警
鐘
的
事
例
の
審

査
を
患
者
ケ
ア
の
改
善
に
役
立
て
る
」
こ
と
、
②
「
警
鐘
的
事
例

が
生
じ
た
涯
療
機
関
に
対
し
そ
の
原
因
を
突
き
止
め
再
発
防
止
策

を
講
じ
る
努
力
を
促
す
」
(
「
事
故
の
当
事
者
で
あ
る
医
療
機
関
関

係
者
に
お
け
る
自
己
学
習
・
問
題
解
決
を
重
視
す
る
」
)
こ
と
、

①
「
医
療
事
故
に
対
す
る
情
報
を
集
積
し
防
止
策
を
講
じ
る
」
(
「
学

ん
だ
教
訓
を
広
く
他
の
医
療
機
関
関
係
者
に
提
供
す
る
」
)
こ
と
、

④
「
涯
療
機
関
の
審
査
に
対
す
る
社
会
の
信
頼
を
'
維
持
す
る
」
こ

と
、
と
い
う
協
働
態
勢
づ
く
り
の
四
項
目
で
あ
る
。

〕(い〉
Z
C
の
「
警
鐘
的
事
例
制
度
」
が
導
入
さ
れ
た
効
果
に
つ

い
て
、
李
は
、
医
療
機
関
か
ら
〕
わ
〉
民
(
)
へ
の
「
警
鐘
的
事
例
」

の
「
自
主
報
告
」
が
一
九
九
五
年
か
ら
九
七
年
に
か
け
て
毎
年
五

O
件
以
下
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
九
八
年
に
は
一

O
O件
以
上
、

九
九
年
に
は
二

O
O件
以
上
に
増
え
た
こ
と
を
紹
介
し
、
「
医
療
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過
誤
防
止
」
の
環
境
が
整
い
始
め
た
こ
と
を
指
檎
す
る
(
四
九
頁
)
。

し
か
し
、
そ
こ
で
は
、
こ
の
「
制
度
」
に
よ
り
、
「
医
療
過
誤
」

そ
れ
自
体
が
そ
の
後
の
米
国
社
会
で
統
計
的
に
ど
の
よ
う
に
少
な

く
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

た
だ
し
、
李
は
、
「
政
府
痘
営
」
の
「
病
院
チ
ェ
ー
ン
」
で
あ
る
「
復

員
軍
人
病
院
」
(
〈
止
め

3
5
〉巳
S
E許
可
怠
C

ロヱ
2
1
s一
一
〈
〉
)
の
「
医

療
過
誤
」
の
状
況
(
一
九
九
九
年
二
一
月
時
点
.
過
去
一
九
カ
月

の
医
療
過
誤
三

0
0
0件
、
内
死
亡
七

O
O件
)
を
踏
ま
え
、
「
医

療
過
誤
に
つ
い
て
の
靖
報
収
集
」
の
制
度
を
導
入
し
て
か
ら
の
「
医

療
過
誤
防
止
」
上
の
改
善
状
況
を
(
改
善
件
数
を
示
し
て
は
い
な

い
が
)
紹
介
し
て
い
る
(
五
七
頁
)
。

米
国
社
会
に
は
、
「
医
療
過
誤
訴
訟
」
へ
の
「
医
療
者
の
恐
怖
心
」

か
ら
生
じ
る
「
頑
な
に
ミ
ス
を
認
め
ま
い
と
す
る
姿
勢
」
が
「
患

者
・
家
族
の
怒
り
や
不
信
感
を
強
め
て
訴
訟
と
な
る
可
能
性
を
増

大
さ
せ
」
、
訴
訟
時
に
「
結
審
員
の
反
感
を
買
い
巨
額
の
懲
罰
的

賠
償
金
を
諜
せ
ら
れ
」
か
ね
な
い
状
況
が
あ
る
。
こ
の
状
況
下
で
、

「
復
員
軍
人
病
院
」
で
は
、
一
九
九
八
年
か
ら
「
す
べ
て
の
医
療

過
諮
問
に
つ
い
て
、
患
者
・
家
族
に
事
実
を
告
げ
る
だ
け
で
な
く
、

賠
償
・
訴
訟
な
ど
の
被
害
者
救
済
制
度
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
こ

と
を
も
医
療
者
に
義
務
づ
け
て
い
る
」
。
そ
の
結
果
、
「
ケ
ン
タ
ツ

キ
i
州
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の

V

A
医
療
セ
ン
タ
で
は
、
「
他
の

V

A
病
院
と
比
べ
て
医
療
過
誤
の
賠
償
金
は
相
対
的
に
低
く
な
っ

た
」
。
李
は
、
こ
の
こ
と
を
以
っ
て
、
「
医
療
過
誤
情
報
を
進
ん
で

患
者
・
家
族
に
開
示
す
る
と
い
う
革
命
的
と
も
い
え
る
ポ
リ
シ
ー

を
実
施
す
る
際
の
エ
ピ
デ
ン
ス
」
と
し
て
い
る
(
五
七
i

五
九
一
良
)
。

李
が
紹
介
す
る
米
国
の
「
医
療
過
誤
防
止
策
」
は
、
そ
の
絞
底

に
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
」
姿
勢
を
備
え
て
い
る
。
李
は
、
こ
の
紹
介

を
通
し
て
、
「
医
療
過
誤
を
防
止
す
る
に
は
、
過
誤
の
情
報
を
集

積
・
分
析
す
る
と
い
う
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
」
操
作
が
不
可
欠
と

な
る
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
「
こ
の
操
作
を
個
別
医
療
機
関
の

自
助
努
力
だ
け
に
限
定
す
る
場
合
、
数
を
集
め
て
効
率
的
な
情

報
集
積
を
行
う
こ
と
な
ど
望
み
得
な
い
」
の
で
あ
り
、
「
真
剣
に

医
療
過
誤
を
防
止
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
思
レ
ベ
ル
で
医

療
過
誤
の
情
報
収
集
を
行
う
こ
と
が
必
須
要
件
と
な
る
」
こ
と
、

す
な
わ
ち
、
公
的
協
働
態
勢
づ
く
り
を
強
調
す
る
(
五
回
頁
)

D

J
n〉出
C

は
、
過
誤
が
生
じ
る
背
景
に
は
必
ず
組
織
あ
る
い
は

運
営
上
の
体
系
的
欠
絡
が
あ
る
と
い
う
前
提
に
基
づ
き
、
警
鐘
的

事
例
が
生
じ
た
場
合
、
そ
の
根
本
原
因
分
析
を
行
う
こ
と
を
医
療

施
設
に
義
務
づ
け
て
い
る
」
が
、
そ
こ
で
は
、
「
う
っ
か
り
ミ
ス
」

の
「
原
因
を
突
き
止
め
る
」
こ
と
が
肝
要
と
さ
れ
、
「
巧
}
凶
O

叫
(
誰

が
間
違
い
を
犯
し
た
か
こ
で
は
な
く
、
「
巧
F
1
(
な
ぜ
関
連
い

が
起
き
た
か
)
」
が
根
本
的
問
題
と
さ
れ
、
「
う
っ
か
り
ミ
ス
が
気
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づ
か
れ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
」
を
「
根
本
原
因
分
析
」
す
る
こ

と
が
「
過
誤
防
止
策
」
の
本
質
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
(
五
一

頁
)
。
こ
こ
に
お
い
て
、
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
」
姿
勢
は
、
寵
療
者
他

人
の
「
誤
り
」
を
そ
の
個
人
の
置
か
れ
た
協
働
態
勢
と
の
関
わ
り

か
ら
生
じ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
構
え
で
あ
り
、
そ
し
て
、
「
誤

り
」
の
改
善
を
、
医
療
者
個
人
と
そ
の
関
係
者
に
よ
る
協
働
態
勢

の
改
善
そ
れ
自
体
と
し
て
捉
え
る
構
え
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
姿

勢
は
、
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
教
育
」
の
理
念
を
支
え
る
も
の
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
米
国
の
医
療
業
界
に
お
け
る
「
警
鐘
的
事
例
制

度
」
は
、
医
療
従
事
者
が
犯
す
「
う
っ
か
り
ミ
ス
」
や
「
倒
人
の

不
注
意
」
の
よ
う
な
「
無
意
国
的
誤
り
」
そ
し
て
認
知
的
バ
イ
ア

ス
に
よ
る
「
無
意
図
的
誤
り
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
一
方
的
に
当

事
者
に
責
任
転
嫁
す
る
こ
と
を
回
避
し
、
そ
れ
を
隠
蔽
す
る
こ
と

を
抑
制
し
て
い
る
。
「
警
鐘
的
事
例
制
約
疫
」
の
下
で
の
米
毘
医
療

業
界
は
、
自
本
の
産
業
界
の
「
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
報
告
」
の
よ
う
な

仕
組
み
に
基
づ
い
た
個
々
人
の
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
」
業
務
の
遂
行

に
つ
い
て
、
そ
れ
を
倍
々
人
の
所
属
す
る
組
織
機
関
全
体
に
広
め

た
医
療
業
務
の
協
働
態
勢
づ
く
り
を
目
指
し
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
事
者
の
「
う
っ
か
り
ミ
ス
」
や
「
傭
人

の
不
注
意
」
あ
る
い
は
「
記
憶
違
い
」
そ
し
て
認
知
的
バ
イ
ア
ス

に
よ
る
「
加
熱
意
図
的
誤
り
」
に
気
づ
か
せ
る
協
働
態
勢
に
つ
い
て
、

そ
れ
を
学
校
教
育
で
も
用
い
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
協
働
態
勢
を
教
師
が
活
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
ま
ず
、
教
師
自
身
の
注
意
力
や
記
憶
力
を
高
め
る
努
力
の
促

進
に
よ
っ
て
「
う
っ
か
り
ミ
ス
」
(
色
℃
)
や
「
記
鰭
違
い
」
(
}
告
お
)

の
よ
う
な
「
無
意
図
的
誤
り
」
を
抑
制
す
る
手
立
て
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
教
師
が
諸
々
の
認
知
的
バ
イ
ア
ス
の
存

在
を
知
識
と
し
て
習
得
し
、
そ
の
上
で
自
ら
の
と
き
ど
き
の
指
導

場
面
に
生
じ
る
具
体
的
な
認
知
的
バ
イ
ア
ス
か
ら
の
「
無
意
図
的

誤
り
」
に
実
際
に
気
づ
け
る
よ
う
な
「
警
鐘
的
事
例
」
を
明
示
す

る
協
働
態
勢
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
日

常
的
な
授
業
の
認
知
的
バ
イ
ア
ス
に
よ
る
教
師
と
子
ど
も
た
ち
の

「
無
意
圏
的
誤
り
」
の
自
覚
と
そ
の
克
服
の
必
要
性
及
び
克
服
方

法
(
渡
透
二

O
O七
、
二

O
O八
、
二

O
O九
)
を
「
警
鐘
的
事
例
」

と
し
て
校
内
研
修
等
の
場
で
話
題
に
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

認
知
的
バ
イ
ア
ス
等
に
よ
る
「
無
意
図
的
誤
り
」
に
気
づ
か
せ

る
協
働
態
勢
を
子
ど
も
た
ち
と
の
関
係
で
考
え
る
と
き
、
授
業
の

中
で
子
ど
も
た
ち
自
身
に
そ
の
「
無
意
図
的
誤
り
」
の
存
在
を
岳

党
さ
せ
て
そ
の
「
誤
り
」
を
克
服
さ
せ
る
指
導
の
必
要
性
に
つ
い

て
は
、
筆
者
が
す
で
に
主
張
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
(
渡
透
二

0
0
八
)
。
た
だ
し
、
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
の
主
張
に
お
い
て
、

子
ど
も
た
ち
が
自
ら
の
学
習
場
面
で
生
じ
た
認
知
的
バ
イ
ア
ス
等
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に
よ
る
「
無
意
図
的
誤
り
」
に
気
づ
く
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
協

働
態
勢
づ
く
り
に
つ
い
て
は
一
論
じ
て
い
な
い
。
「
誤
り
か
ら
学
ぶ

教
育
」
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち
が
、
一
般
的
レ
ベ
ル
で
捉
え
ら

れ
る
認
知
的
バ
イ
ア
ス
等
に
よ
る
「
無
意
図
的
誤
り
」
の
存
在
を

自
覚
す
る
(
知
識
と
し
て
習
得
す
る
)
力
を
も
つ
こ
と
と
、
実
際

の
自
ら
の
学
習
場
面
で
そ
の
「
誤
り
」
に
気
づ
く
力
を
も
つ
こ
と

は
、
理
府
の
上
で
は
た
が
い
に
別
の
問
題
に
な
る
。
以
下
で
は
、

後
者
の
問
題
を
取
り
扱
い
、
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
の
「
加
熱
意
図
的

誤
り
」
に
気
づ
く
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
授
業
上
の
協
働
態
勢
づ

く
り
の
事
例
を
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の
事
例
は
、
い
わ
ゆ

る
「
仮
説
実
験
授
業
」
と
呼
ば
れ
る
授
業
形
態
の
「
討
論
」
で
あ
る
。

四

「
飯
説
実
験
授
業
」
に
お
い
て
畠
ら
の

自
ら
克
服
す
る
協
働
態
勢
い
つ
く
り

「
誤
り
」
を

「
仮
説
実
験
授
業
」
は
、
一
九
六

0
年
代
に
板
倉
聖
官
一
ら
に
よ
っ

て
、
科
学
史
研
究
や
科
学
認
識
研
究
に
基
づ
い
て
提
唱
さ
れ
た
授

業
形
態
で
あ
り
、
日
本
の
学
校
教
育
で
広
く
受
け
止
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
当
初
、
科
学
教
育
の
授
業
で
話
題
に
さ
れ
た
こ
の

「
仮
説
実
験
授
業
」
の
基
本
的
考
え
方
は
、
今
日
、
国
語
や
美
術

の
授
業
で
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
(
板
倉
二

O
O八)。

「
仮
説
実
験
授
業
」
が
学
校
で
行
わ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
、

子
ど
も
た
ち
が
自
ら
の
「
誤
り
」
を
自
ら
克
服
で
き
る
よ
う
に
仕

向
け
る
協
働
態
勢
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
以
下
に
示
す
よ
う
な

小
学
校
三
年
生
理
科
の
単
一
冗
「
も
の
の
変
化
と
重
さ
」
の
「
仮
説

実
験
授
業
」
(
児
童
数
一
二

O
人
)
で
は
、
教
師
の
指
導
下
で
は
あ

る
に
し
て
も
、
「
誤
り
」
を
犯
し
た
子
ど
も
が
他
の
子
ど
も
と
の

対
話
を
通
し
て
自
ら
の
「
誤
り
」
を
克
服
す
る
状
況
が
見
ら
れ
る

(
守
屋
・
高
橋
二

O
O七
、
二
ハ
一
一
丁
一
八

O
頁)。

こ
の
「
仮
説
実
験
授
業
」
は
、
次
の
問
題
を
子
ど
も
た
ち
に
考

え
さ
せ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
天
秤
の
一
方
の
既
に

水
の
入
っ
た
容
器
と
角
砂
糖
四
個
を
の
せ
、
も
う
一
方
の
血
に
重

り
を
の
せ
て
釣
り
合
わ
せ
た
後
、
角
砂
糖
を
水
に
入
れ
て
掻
き
混

ぜ
て
溶
か
し
た
と
き
、
天
秤
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
問
題
か
ら
始

ま
る
(
守
屋
・
高
橋
二

O
O七
、
二
ハ
四
頁
)
。

子
ど
も
た
ち
は
、
こ
の
問
題
を
解
く
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
、
教

師
が
事
前
に
用
意
し
た
三
つ
の
予
想
項
目
、
す
な
わ
ち
、
「
ア
か

る
く
な
っ
て
上
が
る
。
イ
重
く
な
っ
て
さ
が
る
。
ウ
つ
り

あ
っ
た
ま
ま
動
か
な
い
よ
と
い
う
三
項
目
か
ら
一
つ
を
選
び
、

選
ん
だ
理
由
を
述
べ
な
が
ら
討
論
す
る
。

「
討
論
」
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
、
「
ア
」
を
選
ん
だ
理

由
と
し
て
、
砂
糖
が
溶
け
て
見
え
な
い
か
ら
、
そ
の
分
だ
け
軽
く
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な
る
と
い
う
こ
と
、
「
イ
」
を
選
ん
だ
理
由
と
し
て
、
砂
糠
が
溶

け
て
粉
の
よ
う
に
ち
ら
ば
る
分
だ
け
重
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
、

そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
ウ
」
を
選
ん
だ
理
由
と
し
て
、

砂
糖
を
水
に
溶
か
せ
ば
、
溶
け
て
見
え
な
く
な
っ
て
も
、
砂
織
を

入
れ
た
こ
と
に
変
わ
り
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

「
ウ
」
の
理
由
に
対
し
て
、
「
ア
」
を
選
ん
だ
子
ど
も
か
ら
、
砂

糖
が
水
に
溶
け
て
み
え
な
い
か
ら
重
さ
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ

る
。
そ
れ
に
対
し
、
「
ウ
」
を
選
ん
だ
子
ど
も
か
ら
は
、
溶
け
て

見
え
な
く
な
っ
て
も
、
自
に
見
え
な
い
小
さ
な
粒
に
な
っ
て
水
の

中
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
反
論
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
反

論
に
対
し
、
「
ア
」
の
側
の
子
ど
も
か
ら
は
、
小
さ
な
粒
な
ら
重

さ
が
な
い
の
で
天
び
ん
で
計
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問

が
だ
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
は
、
さ
ら
に
、
「
ウ
」
の
側
か
ら
、

自
に
見
え
な
い
も
の
で
も
十
分
に
集
ま
れ
ば
重
さ
が
十
分
に
あ
る

は
ず
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
子
ど
も
出
て
く
る
。

予
想
項
自
の
選
択
と
選
択
理
由
に
関
す
る
「
討
論
」
を
踏
ま

え
、
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
の
当
初
の
予
想
を
変
更
し
た
い
場
合
に

そ
れ
を
行
わ
せ
た
後
、
角
砂
糖
を
ビ
ー
カ
ー
内
の
水
に
溶
か
し
て

重
さ
の
速
い
を
天
び
ん
で
計
る
実
験
を
子
ど
も
た
ち
全
員
で
行

う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
当
初
、
「
ア
」
を
予
想
し
た
子
ど
も
が
三

人
、
「
イ
」
を
予
想
し
た
子
ど
も
が
一
人
、
「
ウ
」
を
予
想
し
た
子

ど
も
が
二
六
人
で
あ
っ
た
が
、
予
想
変
更
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、

二
人
、

O
入
、
二
八
人
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
「
仮
説
実
験
授
業
」
に
は
、
科
学
的
知
識
に
関
し

て
「
誤
り
」
を
犯
す
子
ど
も
の
自
ら
の
「
誤
り
」
に
対
す
る
気
づ

き
と
そ
の
克
服
を
図
る
態
勢
守
つ
く
り
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
誤

り
か
ら
学
ぶ
」
能
力
を
育
む
協
働
態
勢
づ
く
り
を
意
味
す
る
。

こ
の
授
業
例
で
は
、
二
人
の
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
の
誤
っ
た
推

論
を
子
ど
も
た
ち
ど
う
し
の
討
論
で
修
正
し
て
い
る
。
そ
こ
に
お

い
て
、
「
正
し
く
推
論
し
た
子
ど
も
た
ち
」
は
、
「
自
分
の
推
論
の

正
し
さ
」
を
説
明
す
る
場
合
、
「
相
手
の
誤
り
」
を
指
摘
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
指
摘
は
、
「
こ
れ
を
受
け
た
側
に
と
っ
て

は
自
分
の
推
論
や
予
想
を
修
正
す
る
助
け
と
な
る
」
の
で
あ
り
、

「
誤
っ
て
い
る
相
手
」
の
子
ど
も
は
、
「
討
論
の
過
程
で
他
の
子
ど

も
た
ち
の
力
を
借
り
て
そ
の
修
正
を
行
」
う
こ
と
に
な
る
。
「
討

論
」
に
お
い
て
、
「
正
し
く
推
論
し
た
子
ど
も
た
ち
」
の
説
明
そ

れ
自
体
は
、
「
誤
っ
て
推
論
し
た
子
ど
も
た
ち
」
が
自
ら
の
「
誤
り
」

を
「
修
正
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
」
す
な
わ
ち
「
警
鐘
的
事
例
」

に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
討
論
」
に
お
け
る
「
説
明
」

や
「
指
摘
」
や
「
修
正
」
は
、
子
ど
も
た
ち
の
協
働
態
勢
づ
く
り

に
他
な
ら
な
い
。
「
誤
っ
た
推
論
」
を
行
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
「
仮

説
実
験
授
業
」
の
こ
の
よ
う
な
協
働
態
勢
、
つ
く
り
の
中
で
、
そ
こ
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に
教
師
の
指
導
が
あ
る
に
し
て
も
、
同
じ
立
場
の
他
の
子
ど
も
た

ち
か
ら
「
正
し
い
推
論
」
の
情
報
(
説
明
H

「
警
鐘
的
事
例
」
)
を

受
け
止
め
て
自
ら
の
「
誤
り
」
に
気
づ
き
、
自
ら
の
「
誤
り
」
の

克
服
を
試
み
て
(
予
想
を
変
更
し
て
)
い
る
(
守
屋
・
高
橋
二

0
0七
、
二
ハ
八
i

一
六
九
頁
)
。

子
ど
も
た
ち
が
自
ら
の
「
誤
り
」
に
気
づ
く
状
況
は
、
認
知
心

理
学
分
野
で
「
ヒ
ュ
!
リ
ス
テ
イ
ク
ス
」

(Fgュω巴
2
)
の
問
題

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
現
時
点
で
は
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は

実
証
的
に
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
暖
昧
模
糊
と
し
て
い
る
。
し
か

し
、
比
較
的
自
由
な
指
導
体
制
下
で
向
じ
立
場
の
子
ど
も
ど
う
し

が
繰
り
広
げ
る
「
討
論
」
に
お
い
て
こ
の
「
誤
り
」
へ
の
「
気
づ

き
」
が
生
じ
る
こ
と
は
、
「
仮
説
実
験
授
業
」
の
一
つ
の
特
色
と
な
っ

て
い
る
。
例
え
ば
、
「
仮
説
実
験
授
業
」
を
受
け
た
子
ど
も
の
成

長
に
感
動
し
た
次
の
よ
う
な
教
師
体
験
に
そ
の
こ
と
が
見
ら
れ
る

(
板
倉
二

O
O八
、
二
ハ
一
一
丁
二
ハ
閤
頁
)
。

こ
の
教
師
体
験
例
に
は
、
一
人
の
子
ど
も
の
こ
と
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
生
ま
れ
つ
き
心
臓
が
弱
く
て
入
学
し
て

か
ら
「
ほ
と
ん
ど
勉
強
し
な
い
」
ま
ま
に
五
年
生
に
な
り
、
国
語

で
も
算
数
で
も
杭
の
上
に
顔
を
伏
せ
て
寝
て
い
る
子
ど
も
の
こ
と

で
あ
る
。
「
森
下
く
ん
」
と
い
う
こ
の
子
ど
も
は
、
小
学
校
五
年

生
理
科
の
単
元
「
て
こ
と
ト
ル
ク
」
の
「
仮
説
実
験
授
業
」
に
お

け
る
「
ち
ょ
っ
と
計
算
す
る
」
指
導
の
と
こ
ろ
で
、
や

ら
な
い
よ
。
だ
っ
て
算
数
で
き
な
い
も
ん
」
と
言
っ
た
後
、
「
算

数
で
き
な
い
か
ら
、
ぼ
く
ね
て
よ
う
」
と
い
う
こ
と
で
そ
の
指
導

を
拒
ん
だ
。
こ
の
単
元
は
、
中
央
を
支
点
と
す
る
「
て
こ
」
の
左

側
の
作
用
点
(
支
点
か
ら
六
つ
呂
の
自
盛
)
に
掛
か
る
重
さ
(
三

倍
の
錘
)
と
違
う
重
さ
(
四
倍
の
錘
)
が
右
側
の
力
点
(
支
点
か

ら
五
つ
日
の
目
盛
)
に
掛
か
る
と
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
、
三
紋
選
択
(
①
右
下
が
り
に
な
る
。
②
左
下
が
り
に
な
る
。

③
水
平
に
な
る
。
)
に
よ
る
「
推
論
」
を
踏
ま
え
た
「
討
論
」
と
「
実
験
」

を
繰
り
広
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
森
下
く
ん
」
に
対
し
、
教
師

は
、
「
ね
て
て
い
い
か
ら
、
う
す
め
だ
け
あ
け
て
お
い
て
ね
」
と

一
一
一
一
口
っ
て
授
業
を
進
め
、
他
の
子
と
も
た
ち
に
よ
る
「
ト
ル
ク
」
(
回

転
量
)
の
計
算
式
や
答
え
を
板
章
一
閃
す
る
授
業
の
流
れ
に
な
っ
た
と

こ
ろ
で
、
「
森
下
く
ん
、
う
っ
す
だ
け
、
つ
つ
し
て
お
い
て
」
と
ノ

i

ト
へ
の
筆
写
を
促
し
た
。
「
森
下
く
ん
」
は
「
ち
ゃ
ん
と
、
つ
つ
し

て
い
た
」
。
そ
し
て
、
こ
の
授
業
の
安
と
な
る
「
推
論
」
(
一
二
肢
選

択
)
の
段
暗
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
、
「
森
下
く
ん
」
は
、
選
択
肢

の
一
つ
③
を
選
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
、
「
誤
り
」
の
選
択
肢
で
あ
っ

た
が
、
告
ら
な
り
の
「
予
想
」
を
立
て
、
推
論
し
て
い
た
。
さ
ら

に
、
授
業
が
進
ん
で
子
ど
も
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
が
計
算
に
基
づ
く
自

ら
の
「
推
論
」
の
理
由
を
述
べ
合
う
「
討
論
」
の
段
階
に
入
り
、
「
森

「
ボ
ク
、
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下
く
ん
」
は
、
自
ら
の
「
予
想
」
を
、
「
誤
り
」
の
選
択
肢
か
ら
「
正

し
い
」
選
択
肢
①
に
変
え
た
。
授
業
が
「
実
験
」
の
段
階
に
進
み
、

「
正
し
い
」
選
択
肢
を
選
ん
だ
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
の
「
推

論
」
が
当
た
っ
て
歓
声
を
上
げ
る
中
で
、
「
森
下
く
ん
」
は
、
い

つ
の
間
に
か
顔
を
上
げ
、
自
ら
計
算
し
て
い
な
い
も
の
の
、
明
る

い
顔
で
そ
の
歓
声
の
輪
の
中
に
い
た
。
こ
の
授
業
を
担
当
し
た
教

師
は
、
「
森
下
く
ん
」
の
こ
の
様
子
を
見
て
、
「
仮
説
実
験
授
業
っ

て
い
い
な
あ
」
と
い
う
歓
び
を
感
じ
た
。
小
学
校
を
終
え
た
「
森

下
く
ん
」
は
、
そ
の
後
中
学
を
頑
張
っ
て
卒
業
し
、
高
校
受
験
に

合
格
し
た
。
そ
し
て
、
「
森
下
く
ん
」
か
ら
そ
の
こ
と
を
知
ら
さ

れ
た
こ
の
教
師
は
、
大
き
な
感
動
を
得
る
に
至
る
。

「
仮
説
実
験
授
業
」
で
は
、
「
森
下
く
ん
」
の
よ
う
な
子
ど
も

が
日
常
的
に
見
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
誤
っ
て
予
想
し

た
「
森
下
く
ん
」
は
、
「
推
論
の
正
当
性
を
主
張
す
る
」
他
の
子

ど
も
た
ち
か
ら
「
誤
り
を
修
正
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
」
を
受

け
止
め
る
存
在
に
な
る
。
こ
の
授
業
に
お
け
る
子
ど
も
た
ち
ど
う

し
の
「
討
論
」
に
お
い
て
、
「
自
分
の
推
論
の
正
し
さ
を
説
明
し

よ
う
と
す
」
る
子
ど
も
は
、
「
相
手
の
誤
り
」
を
「
指
摘
」
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
で
」
れ
を
受
け
た
側
に
と
っ
て
は
自
分
の
推
論

や
予
想
を
修
正
す
る
助
け
と
な
る
」
。
こ
の
「
指
摘
」
は
、
そ
れ

を
直
接
受
け
と
め
た
子
ど
も
の
み
な
ら
ず
、
「
森
下
く
ん
」
の
よ

う
な
傍
観
者
的
存
在
で
そ
れ
を
受
け
と
め
た
子
ど
も
に
と
っ
て
も

「
自
分
の
推
論
や
予
想
を
修
正
す
る
助
け
」
す
な
わ
ち
「
警
鐘
的

事
例
」
に
な
る
の
で
あ
る
(
守
屋
・
高
橋
二

O
O七
、
二
ハ
九

頁
)
。
誤
っ
て
予
想
し
た
子
ど
も
は
、
「
正
し
く
」
推
論
し
た
子
ど

も
か
ら
直
接
的
に
そ
の
「
誤
り
」
を
指
摘
さ
れ
る
状
況
の
中
で
、

あ
る
い
は
、
自
分
以
外
の
子
ど
も
へ
の
そ
の
よ
う
な
「
指
摘
」
を

傍
観
・
傍
聴
す
る
状
況
の
中
で
、
自
ら
の
「
誤
り
」
を
修
正
す
る

キ
ッ
カ
ケ
す
な
わ
ち
「
警
鐘
的
事
例
」
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
「
森
下
く
ん
」
は
、
後
者
の
状
況
の
中
で
、
自
ら
の
「
予
想
」

を
変
え
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
仮
説
実
験
授
業
」
に
お
け

る
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
自
ら
の
「
誤
り
」
を
自
ら
克
服
す
る
こ

と
を
期
待
す
る
協
働
態
勢
づ
く
り
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
協
働

態
勢
守
つ
く
り
に
お
い
て
、
「
正
し
く
」
推
論
し
た
子
ど
も
は
、
自

ら
の
推
論
の
正
し
さ
を
説
明
す
る
中
で
誤
っ
た
子
ど
も
の
「
誤
り
」

の
理
由
を
知
り
、
誤
っ
た
推
論
へ
の
批
判
を
通
し
て
、
自
ら
の
推

論
を
補
強
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
こ

で
は
、
「
正
し
く
」
推
論
し
た
子
ど
も
も
、
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
」
経

験
を
積
む
こ
と
に
な
る
。
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五、

「
誤
り
か
ら
学
ぶ
」
た
め
の
協
働
態
勢
“
つ
く
り
に
お

け
る
「
集
団
愚
行
」
の
回
避

授
業
に
お
け
る
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
」
た
め
の
協
働
態
勢
づ
く
り

を
考
え
る
と
き
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
通
常
、
「
三
人
寄
れ
ば
文
殊
の
知
恵
」
と
い
う
こ
と
で
、

一
人
で
考
え
る
よ
り
も
何
人
か
で
考
え
た
方
が
妙
案
を
生
み
だ
し

や
す
い
と
考
え
ら
れ
が
ち
に
な
る
が
、
つ
ね
に
そ
の
よ
う
に
は
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
日
の
思
考
・
判
断
に
関
す
る
研

究
に
よ
れ
ば
、
何
人
か
で
考
え
る
と
き
に
そ
の
考
え
が
し
ば
し
ば

「
集
団
愚
考
」
(
旬
。
吾
F
E
r
)
に
な
る
恐
れ
も
あ
る
た
め
、
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
∞
R
o
p
N
8
9
岡
本
・
今
野
二

O
O

三
)
。
何
人
か
の
集
団
に
お
け
る
話
し
合
い
は
、
「
個
人
に
見
ら
れ

る
諸
々
の
認
知
的
偏
り
を
い
く
ぶ
ん
克
服
す
る
」
機
会
に
な
る
こ

と
に
違
い
な
い
が
、
そ
の
一
方
で
、
「
実
際
に
は
行
わ
れ
て
い
な

い
認
知
的
偏
り
の
克
服
を
あ
た
か
も
行
っ
て
い
る
よ
う
に
集
団
構

成
員
に
思
い
込
ま
せ
る
」
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
ゃ
す
い
。
そ
し

て
、
こ
の
雰
囲
気
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
「
集
団
内
の
意
見
一
致

を
見
た
結
論
」
が
「
傭
人
が
思
う
同
じ
結
論
よ
り
も
明
ら
か
に

「
正
し
い
」
よ
う
に
思
え
て
く
る
」
た
め
に
、
注
意
が
必
要
と
さ

れ
る
(
∞
R
o
p
N
C
C
C
唱宅
-
N
g
i
N
-
N
関
本
・
今
野
二

O
O一ニ、

一
九
四
i

一
九
六
真
)
。

「
集
団
m
思
考
」
は
、
集
団
と
し
て
の
「
ま
と
ま
り
の
良
さ
」
、
外

部
情
報
の
「
遮
断
片
支
配
的
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る
集
団
討
議
の
「
統

制
」
、
構
成
員
の
社
会
的
背
景
お
よ
び
思
想
の
「
類
似
性
」
、
構
成

員
の
自
尊
心
の
「
一
時
的
低
下
」
な
ど
を
前
提
条
件
と
し
て
展
開

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
集
間
内
の
同
調
傾
向
の
高
ま
り
に
と
も
な
う

集
団
自
体
へ
の
過
大
評
価
や
不
都
合
な
情
報
を
割
引
く
「
閉
鎖
的

雰
囲
気
」
の
醸
成
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
異
な
っ

た
意
見
は
抑
制
さ
れ
て
「
全
会
一
致
」
へ
の
「
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
」

が
か
け
ら
れ
る
。
「
集
団
愚
考
」
を
除
く
た
め
に
は
、
討
議
中
の

選
択
肢
に
対
す
る
「
批
判
的
な
議
論
」
の
展
開
、
リ
ー
ダ
ー
の
「
中

立
性
保
持
」
、
複
数
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
「
分
散
討
議
」
が
そ
れ
ぞ

れ
必
要
と
さ
れ
る
(
∞
R
o
p
g
c
c
w
宅
-N51NH
∞)。

「
仮
説
実
験
授
業
」
で
も
、
学
習
者
集
団
の
「
討
論
」
に
「
集

団
思
考
」
の
生
起
が
懸
念
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
抑
制
す
る
と
こ
ろ

に
教
師
の
重
要
な
役
割
が
あ
る
。
思
考
・
判
断
の
研
究
に
お
け
る

「
集
団
思
考
」
の
取
り
扱
い
を
踏
ま
え
た
そ
の
抑
制
は
、
次
の
よ

う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
子
ど
も
た
ち
に
自
ら
の
「
推
論
」
に
つ

い
て
理
由
を
説
明
さ
せ
る
と
き
、
「
正
し
く
」
推
論
し
た
子
ど
も

の
自
信
の
あ
る
説
明
が
、
誤
っ
て
推
論
し
た
子
ど
も
に
対
し
て
威

圧
的
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
説
明
の
「
正

- 32-



し
さ
」
を
教
師
の
方
か
ら
一
方
的
に
子
ど
も
た
ち
に
示
さ
な
い
こ

と
で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
の
関
で
生
じ
る
無
批
判
的
な
向
調
傾
向

が
強
ま
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
誤
っ
て
推
論
し
た
子

ど
も
の
自
尊
心
を
損
な
わ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
誤
っ
た

推
論
の
説
明
を
一
方
的
に
排
除
す
る
雰
囲
気
が
生
じ
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
抑
制
が
教
師
に
よ
っ
て
行
わ
れ

る
こ
と
に
よ
り
ベ
仮
説
実
験
授
業
」
の
「
討
論
」
に
お
け
る
「
集

団
愚
考
」
の
発
生
を
回
避
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

教
師
は
、
「
正
し
い
推
論
」
の
理
由
説
明
の
み
な
ら
ず
誤
っ
た
推

論
の
理
由
説
明
を
も
同
じ
よ
う
に
批
判
的
な
議
論
の
対
象
に
し
、

ま
た
、
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
の
正
し
い
理
由
説
明
で
あ
っ
て
も
そ

れ
を
批
判
的
に
扱
え
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
子
ど

も
た
ち
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
教
締
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
協
働

態
勢
づ
く
り
が
醸
し
だ
す
雰
囲
気
に
価
値
が
あ
る
と
い
う
感
覚
を

極
養
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
漏
養
は
、
従
来
の
認
知
研
究
に
よ

れ
ば
、
協
働
態
勢
づ
く
り
に
お
け
る
子
ど
も
た
ち
の
経
験
の
諸
コ

ン
テ
ク
ス
ト
と
そ
れ
に
と
も
な
う
諸
情
動
等
の
記
憶
の
定
着
状
態

に
依
存
す
る
(
∞
O
巧

R
S∞
同
)
。
従
っ
て
、
教
師
は
、
こ
の
協
働

態
勢
づ
く
り
に
お
け
る
子
ど
も
た
ち
の
経
験
の
記
穏
を
定
着
さ
せ

る
こ
と
に
、
よ
り
強
く
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
米
患
の
「
医
療
過
誤
防
止
策
」
に

お
い
て
、
そ
の
「
本
質
」
は
、
各
医
療
機
関
に
お
け
る
「
警
鐘

的
事
例
」
の
「
根
本
原
因
分
析
」
に
あ
り
、
各
医
療
機
関
職
員

全
員
に
よ
る
「
警
鐘
的
事
例
」
の
共
有
と
い
う
協
働
態
勢
づ
く

り
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
協
働
態
勢
づ
く
り
は
、

一
九
五
一
年
以
降
の
』
わ
〉
図
。
発
足
後
の
六

O
年
に
及
ぶ
歴
史
の

中
で
困
難
な
状
況
を
乗
り
越
え
て
実
現
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
「
医

療
過
誤
防
止
策
」
は
、
こ
の
前
提
な
し
に
は
成
り
立
ち
得
な
か
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
「
警
鐘
的
事
例
」
の
共
有
と
い
う
協
働
態
勢
づ

く
り
を
実
効
あ
る
も
の
に
し
た
の
は
』
わ
〉
E
C
の
「
警
鐘
的
事
例

制
度
」
で
あ
り
、
そ
の
制
度
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
機
関
内

で
医
療
過
誤
を
隠
蔽
し
た
り
個
人
的
責
任
追
及
を
図
る
「
集
団
愚

考
」
を
回
避
す
る
状
況
が
米
国
内
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
警
鐘
的
事
例
制
度
」
と
い
う
協
働
態
勢

の
公
的
仕
組
み
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
下
で
医
療
機
関
の
い
か
な

る
立
場
の
職
員
も
、
「
警
鐘
的
事
例
」
を
批
判
的
に
分
析
し
て
「
誤

り
か
ら
学
ぶ
」
こ
と
を
遂
行
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
医

療
過
誤
の
隠
蔽
や
個
人
的
責
任
追
及
に
向
調
さ
せ
な
い
議
論
の
展

開
と
そ
れ
に
よ
る
改
善
策
立
案
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

る。
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こ
の
よ
う
な
「
警
鐘
的
事
例
制
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」
と
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の
下
で
の
「
警
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共
有
と
い
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協
働
態
勢
づ
く
り
に
通
じ
る
も
の
が
、
「
仮



説
実
験
授
業
」
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
、
筆
者
は
本
稿
に
お
い
て
指

摘
し
た
い
の
で
あ
る
。
前
述
の
「
仮
説
実
験
授
業
」
例
に
お
い
て
、

二
人
の
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
の
誤
っ
た
推
論
を
子
ど
も
ど
う
し
の

討
論
の
中
で
修
正
し
て
い
る
偲
所
が
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
お
い

て
、
正
し
く
推
論
し
た
子
ど
も
に
よ
る
自
ら
の
そ
の
正
し
さ
の
説

明
を
相
手
の
「
誤
り
」
へ
の
指
摘
に
置
き
換
え
る
「
討
論
」
の
仕

方
が
筆
者
の
求
め
る
協
働
態
勢
そ
れ
自
体
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、

相
手
の
「
誤
り
」
へ
の
指
摘
は
、
取
り
も
直
さ
ず
そ
の
相
手
自
身

の
推
論
や
予
想
を
修
正
す
る
助
け
と
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
相

手
自
身
の
「
誤
り
」
の
修
正
に
必
要
な
知
識
と
な
っ
て
い
た
。
「
討

論
」
の
中
で
、
誤
っ
て
い
る
相
手
の
子
ど
も
は
、
他
の
子
ど
も
の

力
を
借
り
て
自
ら
の
修
正
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
正
し
く
推
論

し
た
子
ど
も
か
ら
の
「
誤
り
」
の
指
摘
は
、
い
わ
ば
「
警
鐘
的
事
例
」

に
相
当
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
指
摘
を
「
警
鐘
的
事
例
」
と
し
て

批
判
的
に
扱
う
こ
と
に
よ
り
、
「
仮
説
実
験
授
業
」
に
お
け
る
「
討

論
」
を
「
集
団
愚
考
」
に
陥
ら
せ
な
い
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

前
述
の
「
仮
説
実
験
授
業
」
例
の
「
討
論
」
の
段
階
に
お
い
て
、

「
森
下
く
ん
」
は
、
自
ら
の
推
論
を
「
誤
り
」
の
選
択
肢
か
ら
「
正

し
い
」
選
択
肢
に
変
え
た
わ
け
で
あ
る
が
、
「
仮
説
実
験
授
業
」
は
、

そ
こ
に
お
け
る
教
師
の
指
導
が
こ
の
「
森
下
く
ん
」
の
よ
う
な
存

在
に
配
慮
し
て
い
る
点
に
も
一
つ
の
特
色
を
有
す
る
。
「
仮
説
実

験
授
業
」
で
は
、
誤
っ
た
推
論
に
基
づ
い
て
「
討
論
」
に
藍
接
的

に
参
加
す
る
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
も
、
そ
の
「
討
論
」
を
傍
聴

す
る
「
森
下
く
ん
」
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
も
、
「
正

し
い
」
推
論
に
基
づ
く
子
ど
も
た
ち
か
ら
の
「
誤
り
」
の
指
摘
が
、

自
ら
の
「
誤
り
」
を
修
正
す
る
「
助
け
」
と
な
る
「
知
識
」
と
し
て
、

す
な
わ
ち
、
「
警
鐘
的
事
例
」
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
。
「
仮
説
実
験
授
業
」
で
は
、
誤
っ
て
推
論
す
る
子
ど
も
た

ち
が
、
自
ら
と
向
じ
立
場
に
い
る
他
の
子
ど
も
た
ち
か
ら
示
さ
れ

る
「
警
鐘
的
事
例
」
に
批
判
的
に
対
処
し
な
が
ら
、
自
ら
の
「
誤
り
」

を
修
正
・
克
服
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
自
ら
の
「
誤
り
」
を
修
正
・
克
服
で
き
る
子
ど
も
た

ち
に
こ
そ
、
将
来
、
社
会
人
と
し
て
自
ら
の
職
場
の
同
僚
等
か
ら

示
さ
れ
る
「
警
鐘
的
事
例
」
に
批
判
的
に
対
処
で
き
る
能
力
の
漏

養
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

- 34-

全土

‘ロ
び

「
誤
り
か
ら
学
ぶ
教
膏
」

事
例
」
の
取
扱
い

に
お
け
る
「
警
鐘
的

「
誤
り
か
ら
学
ぶ
教
育
」
に
お
い
て
子
ど
も
た
ち
が
犯
す
「
無

意
図
的
誤
り
」
に
気
づ
け
る
よ
う
な
協
働
態
勢
を
考
え
る
と
き
、

米
国
の
「
医
療
過
誤
防
止
対
策
」
の
「
警
鐘
的
事
例
制
度
」
は
、



本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
参
考
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

「
制
度
」
を
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
日
本
で
広
く
見
ら
れ
る
「
仮

説
実
験
授
業
」
の
展
開
に
、
本
稿
で
求
め
る
「
誤
り
か
ら
求
め
る

教
育
」
に
お
け
る
協
働
態
勢
づ
く
り
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
仮

説
実
験
授
業
」
の
「
討
論
」
で
は
、
「
誤
っ
た
推
論
」
に
対
す
る
「
正

し
い
推
論
」
の
「
説
明
」
は
、
「
誤
っ
た
推
論
」
を
「
修
正
す
る

た
め
に
必
要
な
知
識
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
誤
っ
た
推
論
」
と

組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
「
警
鐘
的
事
例
」
そ
の
も
の
に

な
る
。「

仮
説
実
験
授
業
」
の
よ
う
な
場
で
、
子
ど
も
た
ち
は
、
「
集
印

刷
思
考
」
に
陥
る
こ
と
の
な
い
「
討
論
」
を
通
し
て
告
ら
の
「
加
熱
意

図
的
誤
り
」
に
気
づ
く
と
こ
ろ
か
ら
、
「
誤
り
か
ら
学
ぶ
」
き
っ

か
け
を
摺
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
に
大
き
な
期
待
が
寄
せ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
日
)
q
Eロω
O
D

は
、
自
ら
提
唱
し
た
「
誤
り
か

ら
学
ぶ
教
育
」
が
「
自
由
で
応
答
的
で
援
助
的
な
環
境
づ
く
り
」

か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
と
規
定
し
、
そ
こ
に
お
い
て
、
教
師
と
子

ど
も
た
ち
の
関
の
「
批
判
的
対
話
」
を
重
要
視
し
た
が
、
子
ど
も

ど
う
し
で
「
加
熱
意
図
的
誤
り
」
に
気
づ
か
せ
る
「
警
鐘
的
事
例
」

の
取
り
扱
い
に
類
す
る
こ
と
が
ら
を
指
摘
し
て
い
な
か
っ
た
。
子

ど
も
た
ち
が
た
が
い
に
自
ら
と
同
じ
立
場
の
「
同
僚
」
と
の
開
で

示
さ
れ
る
「
警
鎖
的
事
例
」
を
自
覚
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、

そ
の

自
覚
す
る
力
を
養
う
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
が
将
来
巣
立
つ
情
報

社
会
で
必
要
な
能
力
の
構
成
要
因
と
な
る
。
同
)
め
吋
在
ロ
ω
。
ロ
の
「
誤

り
か
ら
学
ぶ
教
育
」
の
構
想
に
は
、
こ
の
こ
と
が
触
れ
ら
れ
て
い

な
い
と
い
う
問
題
点
が
見
ら
れ
る
。
本
稿
は
、

M
V
2
Eロω
C
ロ
の
教

育
論
に
お
け
る
こ
の
問
題
点
を
補
う
た
め
に
、
「
誤
り
か
ら
学
ぶ

教
育
」
が
「
仮
説
実
験
授
業
」
の
「
討
論
」
の
か
た
ち
で
「
警
銭

的
事
例
」
を
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
、
併
せ
て

そ
の
取
扱
い
の
必
要
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
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