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平
和
弁
諭
大
会

般
教
育
総
合
科
目
活
性
化
の
試
み

。＼、

「
（
前
略
）
正
直
言
っ
て
し
ま
う
と
、
こ
の
『
平
和
問
題
』
の
授
業
も
、

な
ん
と
な
く
と
い
う
感
じ
で
取
り
ま
し
た
。
し
か
し
佐
藤
年
明
先
生

の
講
義
の
中
で
、
　
『
戦
争
を
知
ら
な
い
私
た
ち
は
、
平
和
の
語
り
部

に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
』
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
た
時
、
は

つ
と
し
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
こ
の
講
義
を
取
っ
た
の
だ
か
ら
、
自
分

自
身
が
『
平
和
の
語
り
部
』
に
な
れ
る
よ
う
、
一
歩
で
も
近
づ
き
た

い
と
、
こ
の
時
以
来
強
く
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

ρ
　
◎

佐
藤
　
年
明

　
　
　
（
三
重
大
学
・
教
育
学
部
）
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自
分
で
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
せ
っ
か
く
や
る

気
が
出
て
き
た
の
に
、
な
ん
だ
か
大
き
な
壁
が
私
の
目
の
前
に
立
ち

は
だ
か
る
よ
う
で
し
た
。
そ
ん
な
時
、
生
協
委
員
を
や
っ
て
い
る
関

係
で
、
い
ろ
い
ろ
と
平
和
に
関
す
る
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
　
（
中
略
）
七
月
の
最
後
の
飯
島
［
宗
一
　
　
引
用
者
註
］

先
生
の
講
義
を
覚
え
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
飯
島
先
生
は
、
　
『
平
和

の
道
し
る
べ
と
い
う
の
は
、
一
人
一
人
の
人
間
で
あ
る
。
初
め
は
目

に
見
え
な
い
力
が
、
平
和
の
道
し
る
べ
に
な
る
の
だ
。
人
間
は
希
望

や
自
信
、
理
想
を
持
つ
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
』
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
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し
た
。
な
る
ほ
ど
、
思
い
返
し
て
み
る
と
、
私
に
衝
撃
を
与
え
た
人

た
ち
は
、
ま
さ
に
『
平
和
の
道
し
る
べ
』
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
も
、
　
『
平
和
の
語
り
部
』
に
な
る
に
は

大
切
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
前
期
の
こ
の
講
義
も
終
わ
ろ
う

と
し
て
い
ま
す
。
私
は
『
平
和
の
語
り
部
』
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る

も
の
と
し
て
、
い
っ
た
い
ど
れ
ぐ
ら
い
近
づ
く
こ
と
が
で
き
た
の
で

し
ょ
う
か
。
ま
だ
ま
だ
勉
強
不
足
で
す
。
ま
だ
ま
だ
自
分
に
は
自
信

が
持
て
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
焦
っ
て
み
て
も
し
か
た
が
な
い

こ
と
で
す
。
周
囲
を
見
渡
せ
ば
、
い
く
ら
で
も
平
和
を
考
え
る
機
会

は
あ
り
ま
す
。
私
一
人
だ
け
が
考
え
る
の
で
は
な
く
、
み
ん
な
で
考

さ
と
う
・
と
し
あ
き
●
一
九
五
四
年
、
京
都
市
生
ま
れ
●
教
育
方
法
学

（
教
育
課
程
論
）
を
担
当
。
ま
た
一
般
教
育
の
「
総
合
科
目
・
平
和
問

題
」
を
三
年
前
の
発
足
時
か
ら
担
当
●
「
学
習
者
の
主
体
的
参
加
」
が
最

近
の
教
育
実
践
及
び
研
究
の
テ
ー
マ
●
こ
の
授
業
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
作

成
し
た
佐
藤
他
編

『
平
和
を
学
ぶ
』

（
汐
文
社
）
を
、
ぜ

ひ
多
く
の
方
に
お
読

み
い
た
だ
き
た
い
。

え
、
行
動
す
る
な
ど
し
て
、
一
人
で
も
多
く
の
人
が
『
平
和
の
語
り

部
』
に
な
る
よ
う
努
力
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
（
拍
手
）
」

（
久
野
絵
美
「
『
平
和
の
語
り
部
』
に
な
る
の
は
」
）

　
こ
れ
は
、
三
重
大
学
一
般
教
育
に
お
い
て
今
年
度
前
期
に
開
講
し

た
「
総
合
科
目
・
平
和
問
題
1
」
の
最
終
回
（
九
月
三
日
）
に
行
な

っ
た
「
私
に
と
っ
て
の
平
和
」
弁
論
大
会
で
、
受
講
生
に
よ
る
投
票

の
結
果
第
一
位
と
な
っ
た
学
生
の
ス
ピ
ー
チ
の
一
部
で
あ
る
。

　
弁
論
大
会
に
出
場
し
た
の
は
約
百
二
十
名
の
受
講
生
の
中
か
ら
選

ば
れ
た
十
名
で
あ
る
。
夏
休
み
直
前
に
締
め
切
っ
た
「
弁
論
レ
ポ
ー

ト
」
を
、
こ
の
授
業
を
担
当
し
た
十
人
の
講
師
の
中
の
レ
ギ
ュ
ラ
ー

担
当
者
（
人
文
学
部
教
官
一
名
、
教
育
学
部
教
官
三
名
、
非
常
勤
の

元
教
育
学
部
教
官
一
名
）
が
分
担
し
て
採
点
し
、
高
得
点
者
の
中
で
、

特
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
内
容
を
持
つ
レ
ポ
ー
ト
を
十
編
選
び
出
し
た
。

こ
れ
ら
の
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
た
十
人
の
受
講
生
に
夏
休
み
中
に
弁
論

大
会
出
場
資
格
を
得
た
こ
と
を
通
知
し
、
レ
ポ
ー
ト
を
も
と
に
当
日

の
ス
ピ
ー
チ
原
稿
を
準
備
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
担
当
教
官
代
表
で

あ
る
私
の
ミ
ス
で
、
出
場
通
知
を
発
送
し
た
と
き
に
は
弁
論
大
会
は

約
十
日
後
に
迫
っ
て
い
た
。
同
封
し
た
出
場
意
志
確
認
の
返
信
ハ
ガ

キ
が
、
全
員
か
ら
返
っ
て
く
る
か
ど
う
か
心
配
し
た
が
、
当
日
ま
で

に
十
人
全
員
が
出
場
の
意
思
を
表
明
し
、
何
人
か
は
ス
ピ
ー
チ
に
つ

い
て
相
談
に
来
た
。
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当
日
は
十
人
の
弁
士
が
次
々
と
壇
上
に
立
ち
、
与
え
ら
れ
た
七
分

問
の
範
囲
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
平
和
へ
の
思
い
（
講
義
に
対
す
る
批
判

な
ど
も
含
め
て
）
を
語
っ
た
。

　
全
て
の
ス
ピ
ー
チ
が
終
了
し
た
後
、
受
講
生
全
員
に
よ
る
審
査
を

行
な
っ
た
。
配
布
し
た
審
査
用
紙
に
自
分
が
推
薦
す
る
最
優
秀
弁
士

一
名
の
番
号
と
推
薦
理
由
、
な
ら
び
に
弁
論
大
会
全
体
へ
の
感
想
を

短
時
間
で
記
入
し
て
も
ら
い
、
こ
れ
を
回
収
し
て
集
計
し
、
最
優
秀

者
一
名
、
優
秀
者
二
名
に
賞
状
（
…
と
言
っ
て
も
私
が
ワ
ー
プ
ロ
で

印
刷
し
た
簡
単
な
も
の
）
と
賞
品
（
担
当
教
官
の
著
書
や
講
義
の
参

考
文
献
）
を
贈
呈
し
た
。
残
る
七
名
の
弁
士
に
も
、
参
加
賞
を
贈
呈

し
た
。
受
講
生
た
ち
は
盛
大
な
拍
手
を
送
っ
た
。

最優秀に選ばれた久野絵美さんの弁論

　
こ
の
授
業
の
担
当
教
官
代
表
で
あ
る
私
は
、
授
業
で
「
優
秀
者
」

を
表
彰
す
る
こ
と
に
、
当
初
は
内
心
反
対
だ
っ
た
。
自
分
が
担
当
す

る
専
門
科
目
の
授
業
で
は
、
個
々
の
受
講
生
の
学
習
へ
の
努
力
に
対

し
て
高
い
評
価
を
与
え
た
場
合
に
も
、
そ
れ
を
全
体
の
場
で
公
表
し

て
賞
賛
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
賞
品
を

与
え
る
こ
と
な
ど
…
。

　
し
か
し
、
レ
ギ
ュ
ラ
ー
担
当
者
五
名
に
よ
る
今
回
の
授
業
の
準
備

過
程
で
、
授
業
を
「
活
性
化
」
す
る
た
め
の
一
方
策
と
し
て
他
の
教

官
か
ら
提
案
さ
れ
た
こ
の
「
懸
賞
付
き
弁
論
大
会
」
に
あ
え
て
反
対

は
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
授
業
を
終
え
て
み
て
、
や
は
り
や
っ
て
よ

か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
特
に
弁
士
に
指
名
さ
れ
た
受
講
生
た
ち
が

大
変
真
剣
に
取
り
組
ん
で
く
れ
た
こ
と
は
大
き
な
成
果
だ
と
思
う
。

何
人
か
の
弁
士
の
感
想
は
後
に
紹
介
し
た
い
。

　
こ
こ
で
述
べ
て
お
き
た
い
の
は
、
授
業
の
中
に
ゲ
ー
ム
の
要
素
を

持
ち
込
ん
だ
こ
と
が
、
授
業
の
雰
囲
気
を
活
性
化
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
カ
タ
イ
話
と
生
真
面
目
な
雰
囲
気
だ
け
で
な
く
「
遊
び
」
を
取
り

入
れ
れ
ば
盛
り
上
が
る
の
は
あ
た
り
ま
え
、
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
ま
た
逆
に
、
そ
ん
な
も
の
は
大
学
の
講
義
と
呼
ぶ
に
値
し
な
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い
邪
道
だ
と
眉
を
ひ
そ
め
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
講
義
内
容
の
学
問
的
あ
る
い
は
社
会
的
重
要
性
を
認

識
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
生
の
積
極
的
な
学
習
活
動
を
引
き
出
す

こ
と
が
、
教
師
の
指
導
の
「
本
道
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
近
の
学

生
の
学
習
へ
の
参
加
姿
勢
を
考
え
た
場
合
、
　
「
本
道
」
と
は
別
の
と

こ
ろ
に
も
学
習
へ
の
参
加
を
促
す
「
し
か
け
」
を
用
意
し
て
お
く
必

要
を
私
は
感
じ
て
い
る
。
こ
の
講
義
で
、
学
生
が
本
務
で
あ
る
講
義

受
講
に
よ
る
学
習
に
対
し
て
あ
え
て
賞
品
を
用
意
し
て
ま
で
「
競

技
」
を
組
織
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
　
「
競
技
」
結
果
の
判
定
を
受
講

者
の
投
票
に
委
ね
た
こ
と
は
、
確
か
に
学
生
を
刺
激
し
た
。
弁
士
に

指
名
さ
れ
た
受
講
生
は
、
レ
ポ
ー
ト
ヘ
の
高
い
評
価
に
激
励
さ
れ
て

よ
い
意
味
で
緊
張
し
て
弁
論
に
臨
ん
だ
し
、
そ
れ
以
外
の
受
講
生
も
、

単
な
る
受
け
身
の
「
聴
衆
」
で
は
な
く
「
審
査
員
」
た
る
こ
と
を
要

求
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
弁
論
を
注
意
深
く
聞
き
、
そ
の
中
で
弁

士
の
主
張
と
自
分
の
考
え
方
を
突
き
合
わ
せ
て
真
剣
に
吟
味
し
た
よ

う
で
あ
る
。

　
最
優
秀
弁
士
の
投
票
結
果
に
つ
い
て
、
授
業
の
場
で
は
順
位
の
み

発
表
し
た
が
、
実
は
一
～
四
位
ま
で
が
二
十
一
～
十
九
票
で
ほ
ぼ
な

ら
ん
で
お
り
、
　
「
大
接
戦
」
で
あ
っ
た
こ
と
と
同
時
に
、
当
日
の
出

席
者
一
〇
六
名
の
中
で
、
弁
論
へ
の
評
価
が
大
き
く
分
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
授
業
の
終
わ
り
に
行
な
っ
た
「
表
彰
式
」
で
賞
状
と

賞
品
の
授
与
を
担
当
し
た
教
官
は
、
投
票
結
果
が
僅
差
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
誰
が
「
優
秀
」
で
誰
が
「
最
優
秀
」
だ
と
い
う
区
別
は
あ

ま
り
意
味
が
な
い
と
強
調
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
結
果
的
に
も

「
優
秀
者
を
表
彰
す
る
」
と
い
う
試
み
は
や
は
り
ゲ
ー
ム
で
し
か
な

か
っ
た
。
弁
士
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
弁
論
が
聴
衆
か
ら
ど
う
評
価

さ
れ
る
の
か
、
ま
た
聴
衆
の
側
は
、
十
人
の
弁
士
の
中
で
誰
が
一
位

に
な
る
の
か
、
自
分
が
推
薦
し
た
弁
士
が
入
賞
す
る
の
か
、
と
い
う

関
心
か
ら
、
興
味
深
く
結
果
発
表
を
聞
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
み
ん
な

が
「
ゲ
ー
ム
に
参
加
し
た
」
わ
け
で
あ
る
。
ワ
ク
ワ
ク
す
る
と
い
う

ほ
ど
の
盛
り
上
が
り
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と

も
普
段
の
授
業
よ
り
は
や
や
身
を
乗
り
出
し
て
参
加
し
た
学
生
が
多

い
と
思
う
。
授
業
へ
の
ゲ
ー
ム
性
の
導
入
は
効
果
を
発
揮
し
た
と
い

え
る
。

　
授
業
の
中
で
ご
く
一
部
の
学
生
に
だ
け
賞
品
（
も
ち
ろ
ん
よ
り
い

っ
そ
う
学
習
を
進
め
る
こ
と
を
促
す
学
習
文
献
で
は
あ
る
が
）
を
与

え
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
自
身
は
今
も
や
や
抵
抗
が
あ
る
が
、
そ

れ
も
「
ゲ
ー
ム
」
と
し
て
割
り
切
れ
ば
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
ぜ
「
弁
論
大
会
」
な
の
か
？

こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
に
は
、

「
総
合
科
目
・
平
和
問
題
」
の
ス
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タ
ー
ト
以
来
三
年
間
の
経
過
に
簡
単
に
触
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
私
は
一
九
八
九
年
に
三
重
大
学
に
赴
任
し
た
の
で
、
そ
れ
以
前
か

ら
（
言
う
ま
で
も
な
く
昨
年
七
月
の
「
大
学
設
置
基
準
」
改
訂
の
ず

つ
と
以
前
か
ら
）
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
三
重
大
学
に
お
け
る
一
般

教
育
改
革
へ
の
模
索
に
つ
い
て
は
、
紹
介
で
き
る
立
場
に
な
い
。
た

だ
ひ
と
つ
言
え
る
こ
と
は
、
一
般
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
の
一

環
と
し
て
、
私
が
赴
任
し
た
翌
年
の
一
九
九
〇
年
か
ら
、
そ
れ
ま
で

一
、
二
講
座
し
か
な
か
っ
た
「
総
合
科
目
」
を
十
講
座
近
く
に
ま
で

大
幅
に
拡
充
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
新
設
さ
れ
た
「
総

合
科
目
」
の
一
つ
で
あ
る
「
平
和
問
題
」
に
、
私
も
教
育
学
部
の
同

僚
か
ら
誘
わ
れ
て
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
初
年
度
の
「
総
合
科
目
・
平
和
問
題
」
は
、
教
育
学
部
の
四
人
の

教
官
が
計
画
し
、
各
自
の
専
門
分
野
や
関
心
に
基
づ
い
て
自
ら
行
な

う
講
義
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
つ
な
が
り
を
生
か
し
て
招
聰
し
た
非
常
勤

講
師
の
講
義
（
い
ず
れ
も
原
則
と
し
て
一
回
完
結
）
に
よ
っ
て
内
容

を
構
成
し
た
。

　
準
備
の
討
議
の
過
程
で
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
　
「
総
合
科
目
」
の

「
総
合
」
を
ど
う
考
え
る
か
で
あ
っ
た
。
専
任
・
非
常
勤
を
含
め
て

七
人
の
講
師
が
次
々
教
壇
に
立
つ
（
私
は
非
常
勤
講
師
を
招
膀
せ
ず

映
画
を
視
聴
さ
せ
た
が
）
、
い
ず
れ
も
平
和
（
よ
り
詳
し
い
テ
ー
マ
は

「
核
の
脅
威
と
平
和
へ
の
模
索
」
）
を
テ
ー
マ
と
し
な
が
ら
も
、
異
な

る
角
度
か
ら
講
義
を
行
な
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
講
義
を
聴
講
さ
せ
る
こ

と
だ
け
で
授
業
を
終
わ
る
な
ら
、
　
「
総
合
は
受
講
生
各
自
の
頭
の
中

で
」
と
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
学
生
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
授
業
形
態
で
は
、
各

講
師
は
輪
番
制
で
自
分
の
担
当
回
だ
け
の
ノ
ル
マ
を
果
た
し
て
い
る

に
す
ぎ
ず
、
授
業
全
体
の
見
通
し
は
何
も
示
さ
れ
な
い
と
い
う
不
満

を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。

　
学
習
成
果
の
評
価
に
つ
い
て
も
、
講
師
が
多
い
の
で
そ
れ
ぞ
れ
が

ハ
ー
ド
な
学
習
課
題
を
出
す
わ
け
に
も
い
か
な
い
し
、
ま
た
全
講
師

が
協
議
し
て
単
位
認
定
す
る
こ
と
も
困
難
だ
か
ら
、
お
の
ず
と
感
想

程
度
の
レ
ポ
ー
ト
や
場
合
に
よ
っ
て
は
出
欠
確
認
だ
け
で
各
講
師
が

出
し
た
点
数
を
単
純
に
集
計
す
る
し
か
な
い
。

　
担
当
者
の
熱
意
と
は
別
に
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
上
の
問
題
が
学
生

の
受
講
姿
勢
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
つ
ま
り
輪
講
式
の
総
合
科
目
は
学

生
か
ら
見
れ
ば
「
楽
勝
科
目
」
つ
ま
り
単
位
の
取
り
や
す
い
科
目
と

受
け
止
め
ら
れ
が
ち
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
は
担
当
教
官
の
議
論
の
中
で
出
た
こ
と
で
は
な
く
、

私
個
人
の
と
ら
え
方
な
の
だ
が
、
　
「
総
合
科
目
」
で
特
定
の
学
問
分

野
に
収
ま
り
き
ら
な
い
学
際
的
性
格
を
持
つ
現
代
的
課
題
を
取
り
上

げ
る
、
と
い
う
担
当
者
側
の
意
欲
的
な
位
置
づ
け
も
、
こ
れ
を
学
生

の
側
か
ら
見
れ
ば
結
局
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
は
自
然
・
人
文
・
社
会
の
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い
ず
れ
か
の
分
野

に
読
み
替
え
な
け

れ
ば
単
位
と
し
て

認
定
さ
れ
な
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生

単
位
に
で
き
る
穴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蝉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寅

い
。
し
か
し
三
重

大
学
に
お
い
て
一

般
教
育
科
目
を
受

講
す
る
学
生
の
平
均
的
な
意
識
状
況
を
推
量
す
れ
ば
、
　
「
総
合
は
全

講
義
終
了
後
に
個
々
の
学
生
の
頭
の
中
で
行
な
わ
れ
る
べ
き
も
の

だ
。
」
と
い
う
認
識
は
あ
ま
り
に
お
め
で
た
く
、
ま
た
学
生
か
ら
見

れ
ば
あ
ま
り
に
無
責
任
と
言
わ
れ
て
も
し
か
た
な
い
だ
ろ
う
。
高
等

教
育
の
理
想
は
高
く
掲
げ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
が
、
現

実
の
教
育
実
践
は
目
の
前
の
学
生
の
現
状
と
何
ら
か
の
意
味
で
か
み

合
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
経
過
報
告
の
途
中
か
ら
私
見
の
披
渥
へ
と
入
り
込
ん
で
し

ま
っ
た
の
で
、
も
と
へ
戻
ろ
う
。

　
授
業
準
備
の
討
議
の
中
で
、
各
講
義
の
聴
講
以
外
に
、
授
業
の
中

で
受
講
生
が
主
体
的
に
活
動
す
る
中
で
学
ぶ
場
を
設
定
す
る
こ
と
が

決
ま
っ
た
。
全
講
義
終
了
後
で
は
な
く
、
授
業
の
中
で
「
総
合
」
の

契
機
と
な
る
学
習
体
験
を
さ
せ
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
　
「
総
合

科
目
」
の
受
講
希
望
者
は
多
数
に
の
ぼ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
（
実
際

初
年
度
は
、
約
五
百
五
十
名
の
申
告
が
あ
り
、
抽
選
で
二
百
五
十
名

に
限
定
し
た
）
、
そ
の
ま
ま
で
は
個
々
の
学
習
者
の
能
動
的
活
動
を
引

き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
四
人
の
レ
ギ
ュ
ラ
ー
担
当
者
が

そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
指
導
す
る
と
い
う
形
で
、
　
「
グ

ル
ー
プ
ワ
ー
ク
」
を
設
定
し
た
。
但
し
、
授
業
計
画
上
「
グ
ル
ー
プ

ワ
ー
ク
」
に
充
て
ら
れ
る
の
は
二
回
の
み
、
し
か
も
そ
の
う
ち
一
回

は
全
体
の
場
で
の
グ
ル
ー
プ
分
け
を
含
め
て
で
あ
っ
た
た
め
、
グ
ル

ー
プ
で
の
学
習
活
動
は
実
質
一
・
五
回
分
く
ら
い
し
か
な
か
っ
た
。

（
私
の
グ
ル
ー
プ
は
、
　
「
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
の
私
た
ち
は
『
平

和
の
語
り
部
』
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
討
論

を
行
な
っ
た
。
詳
細
は
こ
の
授
業
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
出
版
し
た
丹
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生
久
吉
・
佐
藤
年
明
・
児
玉
克
哉
編
『
平
和
を
学
ぶ
』
　
（
汐
文
社
）

所
収
の
拙
稿
「
大
学
に
お
け
る
平
和
教
育
実
践
　
　
教
師
の
試
行
錯

誤
の
評
価
を
学
生
諸
君
に
問
う
　
　
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
）

　
二
年
目
の
一
九
九
〇
年
度
か
ら
私
が
担
当
教
官
代
表
と
な
っ
た
。

二
年
目
に
向
け
て
の
準
備
過
程
で
は
、
　
「
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
」
の
時

問
を
も
っ
と
た
っ
ぷ
り
と
取
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
講
義
は

レ
ギ
ュ
ラ
ー
担
当
者
四
人
が
各
一
回
ず
つ
と
、
飯
島
宗
一
前
名
古
屋

大
学
学
長
に
お
願
い
す
る
総
括
的
な
講
義
の
計
五
回
に
と
ど
め
、
六

月
の
四
回
の
授
業
を
全
て
「
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
」
に
充
て
た
。
学
外

か
ら
の
非
常
勤
講
師
（
飯
島
氏
以
外
の
三
人
）
は
、
　
「
グ
ル
ー
プ
ワ

ー
ク
」
の
場
に
来
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
、

最
小
の
四
人
（
私
の
グ
ル
ー
プ
！
）
か
ら
最
大
の
約
六
十
人
ま
で
ば

ら
つ
き
が
あ
っ
た
が
、
全
体
と
し
て
前
年
に
比
べ
れ
ば
じ
っ
く
り
と

小
集
団
学
習
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
。

　
し
か
し
一
方
で
、
せ
っ
か
く
わ
ざ
わ
ざ
学
外
か
ら
専
門
家
に
来
て

い
た
だ
い
て
貴
重
な
講
義
を
聴
け
る
機
会
を
作
っ
た
の
に
、
当
該
グ

ル
ー
プ
の
学
生
以
外
は
聴
講
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
残
っ
た
。
さ

ま
ざ
ま
な
専
門
家
の
講
義
の
聴
講
と
、
小
集
団
で
の
討
議
・
調
査
・

研
究
発
表
な
ど
の
能
動
的
な
学
習
活
動
　
　
半
期
十
数
回
の
授
業
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
中
で
は
、
ど
う
し
て
も
こ
の
両
者
の
う
ち
「
あ
ち
ら

立
て
れ
ば
こ
ち
ら
が
立
た
ず
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
そ
こ
で
三
年
目
の
本
年

度
、
担
当
者
の
負
担
増
を

覚
悟
で
、
こ
れ
ま
で
の
前

期
一
コ
マ
か
ら
、
前
・
後

期
各
一
コ
マ
ヘ
と
枠
を
拡

大
し
、
前
期
の
「
平
和
問

題
1
」
は
十
人
の
講
師
に

よ
る
講
義
中
心
に
、
後
期

の
「
平
和
問
題
H
」
は
、

レ
ギ
ュ
ラ
ー
担
当
者
が
指

導
す
る
四
つ
の
グ
ル
ー
プ

に
分
か
れ
て
の
小
集
団
学

習
を
中
心
に
構
成
す
る
こ

と
に
し
た
。

　
こ
れ
で
前
述
の
ジ
レ
ン

マ
は
一
応
解
消
し
た
か
に

見
え
た
が
、
そ
れ
で
は

表彰式の準備をする担当教官取材の新聞記者の姿も見える
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「
平
和
問
題
1
」
は
講
義
だ
け
で
よ
い
の

か
？
と
い
う
問
題
が
ま
た
起
こ
っ
て
き
た
。
よ
り
深
く
突
っ
込
ん
だ

学
習
を
希
望
す
る
学
生
に
は
、
引
き
続
き
「
平
和
問
題
H
」
を
受
講

し
て
も
ら
え
ば
よ
い
。
し
か
し
「
1
」
だ
け
で
終
わ
る
学
生
も
い
る

し
、
や
は
り
聴
き
っ
放
し
で
終
わ
る
の
は
よ
く
な
い
だ
ろ
う
と
い
う



こ
と
に
な
っ
た
。

　
昨
年
は
九
月
始
め
の
最
終
回
の
授
業
で
、
レ
ギ
ュ
ラ
ー
担
当
者
に

よ
る
「
自
衛
隊
海
外
派
遣
・
P
K
O
問
題
」
に
つ
い
て
の
「
模
擬
討

論
」
を
行
な
っ
た
。
両
者
が
意
図
的
に
対
立
す
る
主
張
を
提
起
し
、

議
論
の
過
程
で
司
会
者
の
私
が
ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
を
持
っ
て
学
生

の
中
へ
入
っ
て
い
き
、
限
ら
れ
た
人
数
で
は
あ
っ
た
が
学
生
か
ら
も

発
言
し
て
も
ら
っ
た
。
今
年
も
全
体
総
括
の
場
は
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
上

一
回
し
か
取
れ
な
い
が
、
も
っ
と
受
講
者
参
加
の
度
合
を
強
め
ら
れ

な
い
か
と
、
五
人
の
レ
ギ
ュ
ラ
ー
担
当
者
が
知
恵
を
し
ぽ
っ
た
。
そ

の
結
果
、
冒
頭
に
紹
介
し
た
「
私
に
と
っ
て
の
平
和
・
弁
論
大
会
」

と
い
う
企
画
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　
受
講
生
の
参
加
の
場
は
最
終
回
の
弁
論
大
会
で
突
然
設
定
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
い
。

　
初
年
度
か
ら
担
当
者
の
側
に
は
「
楽
勝
科
目
と
言
わ
せ
な
い
」
と

い
う
意
識
が
強
く
、
学
習
の
成
果
を
確
認
す
る
た
め
の
課
題
は
か
な

り
厳
し
く
課
し
て
き
た
。
特
に
今
年
は
、
初
回
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ

ョ
ン
で
、
三
種
類
の
レ
ポ
ー
ト
を
課
す
こ
と
を
予
め
提
示
し
て
あ
っ

た
。　

第
一
に
、
テ
キ
ス
ト
『
平
和
を
学
ぶ
』
全
十
章
の
う
ち
今
年
度
の

講
師
が
執
筆
し
た
九
つ
の
章
の
中
か
ら
、
　
（
全
部
で
は
ち
ょ
っ
と
ハ

ー
ド
す
ぎ
る
の
で
）
、
関
心
の
あ
る
四
つ
の
章
を
任
意
に
選
ん
で
、
そ

の
章
を
執
筆
し
た
講
師
の
講
義
の
一
週
間
前
に
、
　
「
質
問
レ
ポ
ー

ト
」
を
提
出
さ
せ
た
。

　
第
二
に
、
毎
回
の
講
義
の
最
後
の
時
問
を
取
っ
て
書
か
せ
る
「
感

想
レ
ポ
ー
ト
」
。
こ
れ
は
出
席
確
認
を
兼
ね
て
い
る
こ
と
を
匂
わ
せ
た

が
、
実
際
に
は
約
百
二
十
人
の
受
講
生
の
毎
回
の
出
欠
チ
ェ
ッ
ク
は

繁
雑
な
の
で
行
な
わ
な
か
っ
た
。
但
し
、
レ
ギ
ュ
ラ
ー
担
当
者
は
も

ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
外
の
非
常
勤
講
師
に
も
、
前
記
の
「
質
問
レ
ポ
ー

ト
」
　
（
こ
れ
は
評
価
対
象
な
の
で
現
物
を
保
存
し
て
コ
ピ
ー
を
送

付
）
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
「
感
想
レ
ポ
ー
ト
」
　
（
こ
れ
は
コ
ピ
ー
を

残
し
て
現
物
を
送
付
）
も
全
て
届
け
た
。

　
そ
し
て
第
三
に
、
先
に
も
触
れ
た
「
弁
論
レ
ポ
ー
ト
」
。
こ
れ
は
弁

士
の
選
考
の
資
料
と
し
た
の
だ
が
、
十
人
の
弁
士
だ
け
で
な
く
全
受

講
者
に
と
っ
て
「
平
和
問
題
1
」
に
お
け
る
学
習
を
総
括
す
る
レ
ポ

ー
ト
で
も
あ
っ
た
。
但
し
、
選
考
の
た
め
の
通
読
作
業
の
仕
事
量
が

あ
ま
り
に
膨
大
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
ま
た
限
ら
れ
た
時
間
の
弁
論

の
た
め
の
予
備
作
業
と
い
う
点
か
ら
も
あ
ま
り
長
い
レ
ポ
ー
ト
は
不

適
当
な
の
で
（
こ
れ
は
言
い
訳
に
聞
こ
え
る
な
あ
…
）
、
B
四
答
案
用

紙
一
枚
の
裏
表
を
限
度
と
し
た
。

　
成
績
評
価
に
つ
い
て
は
、
最
終
回
の
授
業
で
基
準
を
発
表
し
た
。
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す
な
わ
ち
、
こ
の
三
種
類
の
レ
ポ
ー
ト
の
う
ち
「
質
問
レ
ポ
ー
ト
」

を
一
つ
十
点
×
四
で
四
十
点
満
点
（
但
し
提
出
さ
え
す
れ
ば
十
点
を

与
え
る
の
で
は
な
く
、
内
容
に
よ
っ
て
ラ
ン
ク
付
け
し
た
）
、
「
弁
論

レ
ポ
ー
ト
」
を
五
十
点
満
点
と
す
る
。
そ
し
て
弁
論
大
会
の
弁
士
に

は
さ
ら
に
十
点
加
算
す
る
。
全
て
の
条
件
を
満
点
で
ク
リ
ア
す
れ
ば
、

素
点
合
計
は
百
点
と
な
る
。
　
（
但
し
、
弁
士
は
時
間
の
都
合
上
十
人

に
限
定
し
た
の
で
、
優
秀
な
「
弁
論
レ
ポ
ー
ト
」
を
提
出
し
な
が
ら

惜
し
く
も
弁
士
に
な
れ
な
か
っ
た
受
講
生
に
も
加
点
す
る
と
い
う
配

慮
を
行
な
う
）
。

　
こ
の
成
績
集
計
は
か
な
り
膨
大
な
作
業
だ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
お

も
し
ろ
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
四
回
の
「
質
問
レ
ポ
ー
ト
」
提
出
を

ク
リ
ヤ
し
な
が
ら
、
最
後
の
「
弁
論
レ
ポ
ー
ト
」
を
提
出
せ
ず
に
失

格
と
な
っ
た
受
講
生
が
八
人
い
た
。
非
情
な
言
い
方
だ
が
教
師
に
と

っ
て
こ
れ
は
別
に
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
　
「
お
っ
！
」
と
思
っ
た

の
は
、
四
回
出
せ
ば
よ
い
と
言
っ
た
「
質
問
レ
ポ
ー
ト
」
を
五
回
提

出
し
た
も
の
が
二
三
人
、
六
回
提
出
し
た
も
の
が
三
人
い
た
こ
と
で

あ
る
。
余
談
だ
が
、
五
回
提
出
者
の
中
に
は
、
先
の
「
弁
論
レ
ポ
ー

ト
」
不
提
出
に
よ
る
失
格
者
も
一
人
い
る
。
ま
た
五
回
目
の
レ
ポ
レ

ト
で
よ
う
や
く
合
格
ラ
イ
ン
に
滑
り
込
ん
だ
も
の
も
い
れ
ば
、
五
回

出
し
て
も
わ
ず
か
に
届
か
な
か
っ
た
も
の
も
い
る
と
い
う
悲
喜
劇
も

見
ら
れ
る
（
五
回
目
・
六
回
目
の
レ
ポ
ー
ト
も
そ
れ
ま
で
の
も
の
と

同
様
の
扱
い
で
素
点
に
加
算
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
）

　
「
提
出
回
数
を
記
憶
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
」
と
い
う
の

は
あ
ま
り
に
も
意
地
悪
な
見
方
だ
。
や
は
り
、
テ
キ
ス
ト
の
学
習
に

積
極
的
に
く
い
つ
い
て
く
る
姿
勢
の
表
わ
れ
と
見
た
い
。
　
「
楽
勝
科

目
意
識
の
一
掃
」
と
い
う
、
や
や
脅
迫
的
な
教
師
の
構
え
に
も
関
わ

ら
ず
、
そ
れ
を
む
し
ろ
積
極
的
に
受
け
止
め
て
学
習
に
取
り
組
も
う

と
い
う
動
き
が
、
一
部
と
は
言
え
出
て
き
て
い
る
と
見
な
し
て
も
よ

い
と
考
え
る
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
だ
け
か
ら
受
講
生
の
意
識
の
活
性
化
を
言
お

う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
最
後
に
、
弁
論
大
会
に
参
加

し
た
受
講
生
の
感
想
文
の
一
部
を
紹
介
し
、
読
者
の
皆
さ
ん
の
評
価

に
ゆ
だ
ね
た
い
。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
弁
論
大
会
の
最
後
に
受
講
生
全
員
か
ら
提

出
し
て
も
ら
っ
た
審
査
用
紙
に
は
、
最
優
秀
弁
士
の
推
薦
理
由
と
弁

論
大
会
全
体
へ
の
感
想
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ア
ン
ケ
ー
ト

と
し
て
、
後
期
の
「
平
和
問
題
H
」
を
受
講
す
る
意
思
が
あ
る
か
ど

う
か
を
記
入
さ
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
基
づ
き
、

ま
ず
、
　
「
平
和
問
題
H
」
の
受
講
の
意
思
が
あ
る
と
表
明
し
た
も
の
、

つ
ま
り
さ
ら
に
引
き
続
い
て
平
和
問
題
を
学
習
し
て
い
こ
う
と
考
え
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て
い
る
も
の
（
四
十
五
人
）
の
感
想
の
一
部
を
紹
介
し
よ
う
。

　
弁
論
大
会
の
弁
士
十
人
は
、
ま
こ
と
に
う
れ
し
い
こ
と
に
全
て
こ

の
中
に
入
っ
て
い
る
。

「
ぼ
く
は
大
学
に
入
っ
た
と
き
、
何
か
人
と
は
別
の
体
験
を
す
る

ゾ
！
と
誓
い
ま
し
た
。
そ
し
て
今
日
、
こ
の
よ
う
な
場
を
作
っ
て
い

た
だ
い
て
ほ
ん
と
う
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
」
　
（
工
学
部
・
石
黒

一
倫
）

　
大
講
義
室
で
演
壇
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
教
師
で
あ
る
我
々
に

は
日
常
茶
飯
事
だ
が
、
学
生
に
と
っ
て
は
や
は
り
一
大
経
験
な
の
で

あ
る
。

「
や
は
り
緊
張
す
る
等
普
段
の
力
は
で
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
で
き
れ
ば
も
う
少
し
時
問
を
増
し
た
ほ
う
が
内
容

的
に
す
ぐ
れ
た
弁
論
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。
」

（
人
文
学
部
・
稲
葉
一
将
）

　
大
い
に
緊
張
し
て
臨
み
、
し
か
し
振
り
返
っ
て
み
る
と
も
っ
と
じ

つ
く
り
と
時
問
を
取
っ
て
ア
ピ
ー
ル
し
た
か
っ
た
と
意
欲
的
に
総
括

し
て
い
る
。

「
出
場
し
た
人
間
の
感
想
と
し
て
、
他
人
、
特
に
多
く
の
他
人
に
自

分
の
考
え
を
伝
え
る
こ
と
が
非
常
に
難
し
い
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
。

十
人
く
ら
い
集
っ
た
友
人
、
知
人
の
前
の
よ
う
に
う
ま
く
は
い
か
な

い
ん
だ
な
、
と
い
う
事
実
を
知
っ
た
だ
け
で
も
大
収
穫
だ
っ
た
。
弁

論
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
何
よ
り
、
す
べ
て
の
人
々
が
、
と
は
い
わ

ぬ
も
の
の
、
た
く
さ
ん
の
意
見
が
出
た
こ
と
を
正
直
驚
い
て
聞
い
て

い
た
。
無
感
動
世
代
だ
の
な
ん
だ
の
と
い
う
『
新
人
類
視
』
が
ま
る

で
意
味
を
も
た
ぬ
も
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
」
　
（
人
文
学
部
・

池
戸
聡
史
）

　
最
後
の
言
葉
に
対
し
一

て
、
現
代
青
年
を
相
手
．

に
日
々
教
育
実
践
に
取

り
組
ん
で
い
る
私
は
、

ま
さ
に
「
待
っ
て
ま
し

た
！
」
と
言
い
た
い
。

弁
論
自
体
も
も
ち
ろ
ん

大
切
だ
が
、
こ
う
し
た

認
識
に
自
ら
到
達
す
る

よ
う
な
経
験
を
し
て
く

れ
た
こ
と
が
、
そ
れ
以

上
に
貴
重
で
あ
る
。

「
そ
れ
ぞ
れ
持
論
を
持

っ
て
い
て
感
動
し
た
。

僕
の
話
は
少
し
極
論
だ

っ
た
が
自
分
の
考
え
に

優秀賞を受ける弁士の稲葉一将君　手渡すのは丹生久吉講師
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も
自
信
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
一
人
一
人
が
始
め
ら
れ
る
平
和
や
理

想
論
で
は
、
そ
れ
は
当
然
の
事
な
ん
だ
し
、
言
わ
れ
る
ま
で
も
な
い
。

で
も
み
ん
な
が
持
論
を
持
ち
そ
れ
を
ぶ
つ
け
あ
う
事
は
平
和
学
習
の

根
幹
を
成
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
学
習
を
つ
づ
け
て
い
き
た
い
。
十

番
の
人
は
持
論
が
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
」
　
（
工
学
部
・
淡

川
拓
郁
）

　
淡
川
君
と
、
次
に
紹
介
す
る
東
谷
君
の
弁
論
は
、
十
人
の
中
で
や

や
異
色
だ
っ
た
。
淡
川
君
は
自
衛
隊
の
P
K
O
・
P
K
F
参
加
に
賛

成
す
る
立
場
か
ら
弁
論
を
行
な
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
教
官
は
、
講
義
内

容
と
は
違
う
立
場
か
ら
の
こ
う
し
た
主
張
が
出
て
く
る
こ
と
を
む
し

ろ
歓
迎
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
は
、
弁
論
へ
の
講
評
を
行
な
っ
た

高
山
進
教
官
も
特
に
言
及
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
聴
衆
の
感
想
も
、

こ
う
し
た
異
色
の
主
張
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
強
く
反
応
し
た
も
の
が

多
か
っ
た
。
次
の
東
谷
君
も
、
こ
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

「
淡
川
君
の
話
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
で
も
あ
の
よ
う
な
話
の
弁
士

を
選
ん
だ
教
官
側
も
な
か
な
か
や
る
な
、
と
思
っ
た
。
て
っ
き
り
こ

の
講
義
は
平
和
の
絶
対
的
な
信
奉
者
し
か
認
め
な
い
も
の
だ
と
思
っ

て
い
た
。
ま
た
久
野
さ
ん
の
話
も
人
前
で
す
る
ス
ピ
ー
チ
と
し
て
は

す
ぐ
れ
て
い
た
と
思
う
。
私
語
も
な
く
て
と
て
も
お
も
し
ろ
か
っ
た

が
、
せ
め
て
も
う
二
週
問
早
く
決
定
の
通
知
を
し
て
ほ
し
か
っ

た
。
」
　
（
人
文
学
部
・
東
谷
洋
平
）

　
東
谷
君
の
弁
論
は
、
　
「
平
和
論
へ
の
不
信
」
と
題
す
る
も
の
で
、

こ
の
講
義
で
説
か
れ
た
平
和
論
が
具
体
的
行
動
提
起
に
欠
け
て
い
る

と
批
判
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
私
は
弁
論
大
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作

成
す
る
と
き
、
意
識
的
に
彼
を
一
番
に
据
え
た
。
講
義
批
判
の
弁
論

か
ら
始
ま
る
こ
と
で
、
聴
衆
の
関
心
を
一
気
に
引
き
つ
け
る
こ
と
を

期
待
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
自
身
は
、
自
分
と
は
違
っ
た
角
度

か
ら
や
は
り
講
義
内
容
に
異
論
を
唱
え
た
淡
川
君
が
、
こ
の
弁
論
大

会
に
登
場
し
た
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。

　
さ
て
次
に
、
弁
士
以
外
の
聴
衆
の
感
想
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る

（
こ
こ
で
は
ま
ず
、
　
「
平
和
問
題
H
」
受
講
を
表
明
し
た
も
の
に
限

る
）
。「

十
人
十
色
と
ま
で
は
い
か
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
色
ん
な
視
点
か
ら

平
和
を
考
え
て
い
る
と
わ
か
り
、
私
も
そ
れ
ぞ
れ
の
弁
論
を
聞
く
た

び
に
、
　
『
あ
、
そ
ー
か
こ
の
考
え
も
あ
っ
た
ん
だ
』
と
思
い
起
こ
し

た
。
そ
の
後
に
、
私
が
書
い
た
平
和
問
題
の
レ
ポ
ー
ト
を
思
い
だ
し
、

な
ん
て
考
え
の
浅
い
こ
と
を
書
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
と
後
悔
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
後
悔
よ
り
も
、
弁
論
し
て
い
る
人
に
対
す
る
尊

敬
の
念
が
強
く
お
し
よ
せ
、
感
動
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
大
会
を
通

じ
て
、
同
じ
年
代
の
人
が
ど
れ
程
深
く
平
和
に
つ
い
て
考
え
て
い
る

か
わ
か
り
、
と
て
も
よ
か
っ
た
。
」
　
（
生
物
資
源
学
部
・
高
谷
こ
ず

え
）
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「
み
ん
な
自
分
の
考
え
を
も
っ
て
話
し
て
い
る
の
に
は
、
た
い
へ
ん

お
ど
ろ
い
た
。
私
に
は
で
き
な
い
こ
と
だ
と
思
い
、
す
こ
し
自
分
が

は
ず
か
し
く
な
っ
た
。
こ
の
様
な
大
会
は
ひ
じ
ょ
う
に
い
い
こ
と
だ

と
思
う
。
」
　
（
工
学
部
・
伊
藤
信
高
）

「
こ
の
大
学
内
で
も
平
和
に
つ
い
て
し
っ
か
り
考
え
て
い
る
の
だ
と

分
か
っ
た
。
単
位
取
得
と
い
う
た
め
だ
と
は
と
て
も
思
え
な
い
よ
う

な
意
見
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
講
義
が
そ
れ
だ
け
濃
厚
だ
っ
た
と
い

う
現
わ
れ
で
し
ょ
う
。
」
　
（
工
学
部
・
粕
谷
　
浩
）

「
（
前
略
）
個
人
個
人
が
考
え
て
い
く
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
公
表
す

る
場
が
あ
る
こ
と
が
、
討
論
す
る
場
が
あ
る
こ
と
が
、
大
切
だ
と
い

う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
　
（
後
略
）
」
　
（
生
物
資
源
学
部
・
鈴
木

伸
二
）

「
各
人
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
を
し
っ
か
り
も
っ
て
い
る
。
私
の
考
え
と

は
全
く
異
な
っ
た
人
も
い
た
。
先
生
た
ち
の
意
見
を
よ
く
理
解
し
、

自
分
な
り
に
ま
と
め
た
人
も
い
れ
ば
、
あ
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
思
っ

て
い
る
こ
と
、
自
分
の
主
張
し
た
い
こ
と
を
の
べ
て
い
る
人
も
い
る
。

も
っ
と
、
い
ろ
ん
な
人
の
考
え
、
主
張
な
ど
を
聞
き
た
か
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
私
の
主
張
も
あ
っ
た
わ
け
で
私
の
主
張
も
述
べ
た
か
っ

た
。
」
　
（
生
物
資
源
学
部
・
塚
本
康
貴
）

　
ま
だ
ま
だ
紹
介
し
た
い
意
見
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
く
ら
い
に
し

て
お
こ
う
。
弁
士
と
自
分
を
比
べ
て
ギ
ャ
ッ
プ
や
ひ
け
め
を
感
じ
た

と
表
明
し
て
い
る
消
極
的
意
見
も
み
ら
れ
る
が
、
全
体
的
に
は
弁
士

の
弁
論
に
大
い
に
刺
激
さ
れ
、
学
習
意
欲
を
か
き
た
て
ら
れ
た
こ
と

を
表
明
し
た
も
の
が
多
い
。
同
じ
学
生
の
立
場
か
ら
の
意
見
表
明
は

わ
れ
わ
れ
教
師
の
予
想
以
上
に
受
講
生
の
意
識
を
刺
激
し
た
よ
う
で

あ
る
。

　
一
方
、
　
「
平
和
問
題
H
」
受
講
の
意
思
は
な
い
と
表
明
し
た
受
講

生
も
、
多
く
は
こ
の
弁
論
大
会
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
の
で
あ

る
。「

十
人
の
論
者
は
み
ん
な
落
ち
着
い
て
、
自
分
の
意
見
を
は
っ
き
り

述
べ
て
い
て
す
ば
ら
し
い
と
思
っ
た
。
は
じ
め
の
人
は
、
か
な
り
き

つ
い
こ
と
を
言
っ
て
い
た
し
、
私
も
そ
れ
は
ど
う
か
と
思
う
点
が
あ

っ
た
り
し
た
け
れ
ど
、
言
い
た
い
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
う
の
は
大
切

だ
と
思
っ
た
。
ど
な
た
か
の
話
に
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
自
分
と
違
う

人
の
意
見
を
聞
く
こ
と
は
い
い
こ
と
だ
と
思
う
。
更
に
、
論
者
と
の

討
論
な
ど
あ
る
と
良
い
と
思
っ
た
。
」
　
（
生
物
資
源
学
部
・
北
條
和

泉
）「

『
平
和
問
題
1
』
の
講
義
で
は
先
生
方
は
全
員
戦
争
反
対
と
い
う
意

見
で
し
た
が
今
回
の
弁
論
者
の
中
に
は
『
こ
う
い
う
講
義
は
平
和
問

題
の
核
心
を
つ
い
て
い
な
い
』
と
い
う
意
見
も
聞
か
れ
ま
し
た
。
や

は
り
こ
う
い
っ
た
講
義
で
は
弁
論
大
会
と
い
う
も
の
が
大
切
だ
と
思

い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
平
和
に
対
す
る
一
人
一
人
の
考
え
は
違
う
も
の
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だ
し
、
聞
い
て
い
る
だ
け
で
は
お
も
し
ろ
く
な
い
か
ら
で
す
。
」

（
工
学
部
・
北
中
敬
久
）

　
以
上
の
よ
う
な
意
見
例
か
ら
私
は
、
前
期
の
「
平
和
問
題
1
」
受

講
を
終
え
て
さ
ら
に
「
平
和
問
題
n
」
で
学
習
を
続
け
よ
う
と
考
え

て
い
る
も
の
も
、
そ
う
で
な
い
も
の
も
含
め
て
、
全
体
と
し
て
弁
論

大
会
の
意
義
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
受
講
生
が
多
い
と
判
断
し

た
。　

弁
論
大
会
実
施
前
に
私
が
ひ
そ
か
に
危
惧
し
た
こ
と
が
ひ
と
つ
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
十
人
の
「
す
ぐ
れ
た
も
の
」
を
弁
士
と
し
て
選
び

出
し
た
こ
と
に
対
し
、
そ
の
他
の
百
人
以
上
の
受
講
生
が
シ
ラ
ケ
て

し
ま
わ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、
　
（
感
想
文
を
文

面
通
り
に
解
釈
す
る
限
り
）
そ
れ
は
全
く
の
杞
憂
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　
ず
っ
と
以
前
に
私
は
別
の
大
学
で
の
授
業
で
、
す
さ
ま
じ
い
私
語

の
嵐
に
悩
ん
だ
末
、
教
師
が
し
ゃ
べ
る
だ
け
で
な
く
学
生
を
指
名
し

て
、
み
ん
な
の
前
で
自
分
の
レ
ポ
ー
ト
を
発
表
さ
せ
れ
ば
、
少
し
は

聞
い
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
試
し
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。

結
果
は
期
待
を
裏
切
ら
れ
、
教
師
の
声
よ
り
小
さ
く
て
聞
き
取
り
に

く
い
学
生
の
発
表
は
、
騒
然
た
る
私
語
で
か
き
消
さ
れ
る
と
い
う
事

態
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
私
は
、
　
「
学
生
は
教
師
に
対
し
て
よ
り
は

仲
間
の
学
生
に
連
帯
意
識
を
持
っ
て
い
る
な
ど
と
考
え
た
の
は
甘
か

っ
た
。
」
と
苦
い
反
省
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
今
回
の
授
業
を
終
え
て
、
先
の
認
識
は
再
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
と
思
い
始
め
て
い
る
。
な
に
よ
り
も
紹
介
し
た
学
生
の
意
見

が
私
の
一
面
的
学
生
観
へ
の
有
力
な
批
判
で
あ
る
。
平
和
問
題
を
学

ぶ
意
思
を
持
っ
た
三
重
大
生
は
、
教
師
の
講
義
か
ら
も
な
に
ご
と
か

を
学
び
と
っ
て
く
れ
て
い
る
と
信
じ
た
い
が
、
同
時
に
講
義
を
聞
き

な
が
ら
考
え
た
こ
と
に
つ
い
て
学
生
同
士
で
意
見
交
換
す
る
こ
と
を

望
ん
で
い
る
。
仲
間
の
声
を
聞
き
た
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
明
日
か
ら
後
期
の
「
平
和
問
題
11
」
が
始
ま
る
。
四
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
か
れ
て
、
文
献
学
習
や
調
査
活
動
を
行
な
う
予
定
で
あ
る
。

そ
し
て
来
年
一
月
末
に
は
、
各
グ
ル
ー
プ
の
成
果
を
持
ち
よ
り
、
受

講
生
だ
け
の
参
加
で
は
な
く
学
内
に
広
く
呼
び
か
け
て
、
　
「
平
和
テ

ィ
ー
チ
・
イ
ン
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
一
日
が
か
り
で
や
ろ
う
と
計

画
し
て
い
る
。
受
講
生
諸
君
の
反
応
が
楽
し
み
だ
。
苦
労
も
多
い
総

合
科
目
だ
が
、
今
後
と
も
大
い
に
楽
し
ん
で
や
っ
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
年
一
〇
月
一
四
日
記
）
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