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【
巻
頭
言
】

日
本
国
憲
法

〝
八
月
十
五
日
革
命
説
〟
　
の

破
綻
と
今
後
の
課
題

岐
阜
県
繁
昌
懇
話
会
　
後
藤
土
量
晃

日
本
国
憲
法
は
G
H
Q
に
よ
る
占
領
政

策
で
誕
生
し
た
こ
と
は
、
今
や
常
識
で
あ

る
が
、
そ
の
経
過
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

昭
和
二
十
年
十
月
、
幣
原
内
閣
は
G
H

Q
の
強
い
勧
告
に
よ
っ
て
憲
法
改
正
を
指

示
さ
れ
、
憲
法
問
題
調
査
委
員
会
（
委
員

長
松
本
国
務
大
臣
）
を
政
府
内
に
設
置
し

た
。
政
府
の
改
正
試
案
は
認
め
ら
れ
ず
、

G
H
Q
が
み
ず
か
ら
の
英
文
の
改
正
草
案

（
マ
ッ
カ
サ
ー
草
案
）
を
急
遽
和
訳
し
た

も
の
を
政
府
原
案
と
し
て
発
表
し
た
。
新

憲
法
制
定
は
手
続
き
上
、
大
日
本
帝
国
憲

法
を
改
正
す
る
形
式
を
と
り
、
改
正
案
は

衆
議
院
と
貴
族
院
で
修
正
可
決
さ
れ
た
の

ち
、
日
本
国
憲
法
と
し
て
昭
和
二
十
一
年

十
一
月
三
日
に
公
布
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
占
領
下
と
い
う
国
民
の
政

治
的
な
自
由
の
な
い
中
で
誕
生
し
た
新
憲

法
に
正
統
性
は
あ
る
の
か
、
今
な
お
議
論

が
あ
る
が
、
そ
れ
を
正
統
で
あ
る
と
し
て

戦
後
の
憲
法
論
の
主
流
と
な
っ
た
の
は
、

東
京
帝
国
大
学
法
学
部
の
宮
沢
俊
義
教
授

の
〝
八
月
十
五
日
革
命
説
〟
で
あ
る
。

そ
の
説
に
よ
れ
ば
「
国
体
」
は
昭
和
二

十
年
八
月
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
よ
っ

て
、
革
命
的
に
変
わ
っ
た
と
す
る
。
占
領

軍
の
強
制
力
に
よ
り
、
超
越
的
に
「
国
民

主
権
」
　
「
基
本
的
人
権
」
　
「
三
権
分
立
」
と

い
う
新
理
念
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
の

「
天
皇
主
権
」
は
革
命
的
に
変
更
さ
れ
て

無
く
な
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
宮
沢
教
授
は
昭
和
十
七
年
の

『
憲
法
略
説
』
で
「
大
日
本
帝
国
は
万
世

一
系
の
天
皇
永
遠
に
こ
れ
を
統
治
し
給
う
。

こ
れ
わ
が
肇
国
以
来
の
統
治
体
制
で
あ
り
、

こ
れ
を
わ
が
国
家
に
お
け
る
固
有
か
つ
不

変
な
統
治
体
制
原
理
と
す
る
」
と
強
調
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
い
と
も
簡
単

に
変
え
た
理
由
を
、
革
命
的
な
変
更
で
あ

る
か
ら
、
自
分
の
憲
法
学
説
が
変
化
し
て

も
や
む
を
得
な
い
と
弁
明
し
た
。

こ
れ
に
異
を
唱
え
た
の
が
同
僚
の
尾
高

朝
雄
教
授
で
あ
っ
た
。
安
易
に
見
解
を
変

更
す
る
宮
沢
教
授
の
憲
法
解
釈
を
批
判
し
、

一
朝
一
夕
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
国

民
の
慣
習
的
規
範
（
ノ
モ
ス
）
が
あ
る
と
主

張
し
た
。
外
国
の
特
異
な
社
会
モ
デ
ル
か

ら
生
ま
れ
た
「
国
民
主
権
」
「
基
本
的
人
権
」

と
い
う
理
念
を
無
批
判
に
継
受
す
る
な
ら

ば
、
い
ず
れ
わ
が
国
の
慣
習
的
規
範
と
配

鰭
を
き
た
す
事
態
と
な
り
、
長
い
目
で
見

て
国
家
運
営
は
行
き
づ
ま
る
だ
ろ
う
と
考

え
た
。
日
本
は
明
治
維
新
以
来
、
あ
る
い

は
そ
れ
以
前
か
ら
慣
習
と
し
て
定
着
し
て

い
た
法
規
範
に
は
そ
れ
な
り
の
存
在
意
義

が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
を
一
挙
に
投

げ
捨
て
て
し
ま
う
の
で
な
く
、
再
評
価
し

て
そ
の
よ
い
部
分
を
継
承
す
べ
き
で
は
な

い
か
と
訴
え
た
。

両
者
を
比
較
し
て
ど
ち
ら
に
真
実
性
が

あ
る
か
は
一
一
亭
う
ま
で
も
無
い
。
宮
沢
説
は

占
領
憲
法
を
正
当
化
せ
ん
が
た
め
の
理
屈

に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

今
や
日
本
国
憲
法
は
綻
び
、
尾
高
教
授

の
指
摘
が
現
実
と
な
っ
て
い
る
。
最
も
重

要
な
第
一
章
の
天
皇
は
元
首
か
ら
象
徴
に

変
わ
る
こ
と
で
実
態
と
の
ず
れ
が
生
じ
、

今
回
の
譲
位
の
問
題
で
も
表
面
化
し
た
。

ま
た
生
活
の
基
盤
で
あ
る
家
族
や
地
域
は

個
人
主
義
の
浸
透
で
崩
壊
し
、
我
が
国
の

遺
俗
、
美
風
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
国
家

存
続
の
基
本
で
あ
る
国
防
も
九
条
で
は
間

に
合
わ
な
い
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
。

憲
法
の
改
正
論
議
が
よ
う
や
く
始
ま
っ

た
。
こ
れ
ま
で
の
憲
法
の
常
識
を
見
直
し
、

独
立
自
尊
の
気
概
を
持
っ
て
、
歴
史
あ
る

日
本
に
相
応
し
い
憲
法
を
打
ち
立
て
ね
ば

な
ら
な
い
。
改
正
論
議
の
進
展
を
促
し
、

そ
の
早
期
実
現
を
期
し
た
い
。
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（時論）
「
ア
メ
リ
カ
の
道
徳
教
育
の
動
向
～

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と

P
B
I
S
～
」

皇
撃
館
大
学
准
教
授
　
渡
遮
　
毅

来
年
度
よ
り
小
学
校
で
道
徳
科
が
完
全

実
施
に
な
り
、
実
効
性
の
あ
る
道
徳
教
育

が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
に
は
ア
メ
リ
カ
の
道
徳
教
育
－
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
参
考

に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
理
由
は
そ
れ
を
実

施
し
た
と
こ
ろ
子
供
達
の
学
力
が
向
上
し

た
と
い
う
調
査
結
果
が
い
く
つ
か
出
て
い

る
こ
と
と
、
あ
る
中
高
一
貫
校
の
資
料
に

よ
れ
ば
、
そ
れ
を
始
め
る
前
は
一
万
一
千

件
の
問
題
行
動
が
あ
っ
た
の
が
、
実
施
後

は
三
千
件
も
減
っ
た
と
い
う
顕
著
な
効
果

が
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

1
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
エ
デ
ユ
ケ
イ
シ
ョ
ン

登
場
の
経
緯

一
九
六
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
の
ア
メ

リ
カ
で
は
、
道
徳
性
は
個
人
的
な
価
値
判

断
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
価
値
の
明
確
化
と
い
う
授
業
＝
子
供

の
内
面
の
価
値
が
明
確
に
な
る
よ
う
支
援

す
る
授
業
が
よ
く
行
わ
れ
た
。

ま
た
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
と
い
う
授
業
も

は
や
っ
た
。
こ
れ
は
A
と
い
う
道
徳
的
価

値
と
B
と
い
う
道
徳
的
価
値
を
対
立
さ
せ

る
と
葛
藤
が
生
じ
る
。
そ
れ
を
子
供
達
に

議
論
を
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
結
果
と
し
て
道
徳
心
が
身
に

つ
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
学
校

で
暴
力
行
為
が
頻
繁
に
起
き
、
麻
薬
が
蔓

延
す
る
な
ど
、
子
供
達
の
問
題
行
動
が
い

た
る
と
こ
ろ
で
発
生
し
て
、
最
も
危
険
な

場
所
は
学
校
だ
と
さ
え
言
わ
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
ア
メ
リ
カ
の
教
育
学
者

ウ
イ
リ
ア
ム
・
キ
ル
パ
ト
リ
ッ
ク
は
　
「
ア

メ
リ
カ
人
は
道
徳
教
育
の
実
験
に
失
敗
し

た
」
　
と
言
っ
た
。
ま
た
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ

を
開
発
し
た
ロ
ー
レ
ン
ス
・
コ
ー
ル
バ
ー

グ
は
、
「
道
徳
教
育
の
一
部
で
は
価
値
の

注
入
と
い
う
こ
と
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
　
と
最
終
的
に
結
論
づ
け
た
。
こ
の

学
者
は
も
と
も
と
価
値
の
伝
達
（
イ
ン
カ

ル
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
さ
え
も
批
判
的
で
あ
っ

た
が
、
失
敗
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
主

張
を
変
え
た
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
道
徳
教
育
は
八
〇
年
代
か

ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
大
き
く
変
わ
っ
た
。

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
エ
デ
ユ
ケ
イ
シ
ョ
ン
が
登

場
し
、
今
日
で
は
主
流
と
な
っ
て
い
る
。

2
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
エ
デ
ユ
ケ
イ
シ
ョ
ン

と
は
何
か

①
道
徳
的
価
値
を
教
え
る

男
性
が
化
粧
を
し
て
ピ
ア
ス
を
す
る
の

は
反
対
だ
と
言
う
人
が
お
れ
ば
問
題
な
い

と
い
う
人
も
い
る
。
こ
う
い
う
一
般
的
価

値
は
考
え
方
に
違
い
が
あ
っ
て
も
い
い
。

し
か
し
、
道
徳
的
価
値
は
だ
れ
も
が
良

い
と
考
え
る
こ
と
で
、
朝
「
お
は
よ
う
ご

ざ
い
ま
す
」
と
挨
拶
を
し
た
ら
、
け
し
か

ら
ん
と
言
う
人
は
い
な
い
。

②
良
い
習
慣
を
形
成
す
る

ア
リ
ス
テ
テ
レ
ス
は
　
「
そ
れ
は
小
さ
な

違
い
で
は
な
い
。
・
・
私
た
ち
が
と
て
も

若
い
と
き
か
ら
、
あ
る
習
慣
、
他
の
習
慣

を
持
つ
か
ど
う
か
“
・
そ
れ
が
大
き
な
違

い
、
そ
し
て
す
べ
て
の
違
い
を
創
る
の

だ
。
」
と
習
慣
形
成
の
大
切
さ
を
述
べ
て

い
る
が
、
そ
の
考
え
に
由
来
し
て
い
る
。

③
行
為
で
示
す

良
い
こ
と
は
行
為
と
し
て
表
す
こ
と
に

よ
っ
て
初
め
て
善
意
は
相
手
に
伝
わ
る
と

い
う
考
え
方
で
あ
る
。

3
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
エ
デ
ユ
ケ
イ
シ
ョ
ン

の
実
際

（
1
）
道
徳
的
価
値
を
教
え
る
工
夫

ア
メ
リ
カ
の
学
校
で
は
次
の
よ
う
な
価

値
を
大
事
に
し
て
い
る
。

①
尊
敬
、
②
責
任
感
、
③
忍
耐
強
さ
、

④
奉
仕
、
⑤
自
己
統
制
、
⑥
正
直
さ
、

⑦
共
感
、
⑧
勇
気
、
⑨
安
全

そ
の
中
で
特
に
大
切
に
さ
れ
て
い
る
の

が
①
尊
敬
と
②
責
任
感
で
、
あ
と
は
こ
の

中
か
ら
一
つ
く
ら
い
を
選
ん
で
、
学
校
で

特
に
大
事
に
す
る
核
心
的
価
値
（
徳
目
）

と
し
て
学
校
内
に
掲
示
を
し
て
い
る
。

行
事
で
も
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
エ
デ
ユ
ケ
イ

シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
て
い
る
。
毎
月
テ
ー
マ

に
な
る
道
徳
的
価
値
を
決
め
て
い
て
、
今

月
は
「
責
任
感
」
、
来
月
は
「
尊
敬
」
と

い
う
具
合
で
、
そ
の
月
の
行
事
は
そ
の
道

徳
的
価
値
と
か
ら
め
て
や
っ
て
い
る
。

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
エ
デ
ユ
ケ
イ
シ
ョ
ン
の

授
業
は
大
体
三
〇
分
ぐ
ら
い
で
行
う
。
例

え
ば
「
リ
ス
ペ
ク
ト
（
尊
敬
）
」
を
伝
え

る
も
の
は
何
か
考
え
さ
せ
る
。
見
え
る
も

の
で
は
姿
勢
、
お
じ
ぎ
、
真
剣
な
表
情
な

ど
が
あ
る
こ
と
、
聞
こ
え
る
も
の
な
ら
ば

話
が
終
わ
っ
た
後
の
拍
手
、
挨
拶
の
声
、

お
礼
の
言
葉
な
ど
が
そ
れ
を
伝
え
る
も
の

と
し
て
子
供
た
ち
に
気
付
か
せ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
も
読
み
物
資
料
を
使
っ
た

道
徳
授
業
は
あ
る
が
、
違
う
の
は
発
問
の

仕
方
で
あ
る
。
例
え
ば
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で

活
躍
し
た
選
手
の
話
を
使
っ
た
授
業
を
す

る
と
、
日
本
で
は
主
人
公
が
「
困
難
な
と

き
、
ど
ん
な
気
持
ち
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
」

と
心
情
を
聞
く
こ
と
が
多
い
。
ア
メ
リ
カ

で
は
主
人
公
が
「
優
勝
す
る
た
め
に
い
か

に
忍
耐
し
た
か
」
と
、
道
徳
的
価
値
の
言

葉
を
入
れ
て
聞
い
て
い
る
。

（
2
）
　
い
じ
め
問
題
に
対
応
す
る
授
業

日
本
で
は
読
み
物
を
読
ま
せ
、
被
害
者
、

加
害
者
、
傍
観
者
の
立
場
か
ら
い
じ
め
を

考
え
さ
せ
る
こ
と
が
多
い
。
ア
メ
リ
カ
で

は
実
際
に
起
き
た
い
じ
め
事
件
を
検
討
す

る
と
い
う
授
業
を
や
っ
て
い
る
。

例
え
ば
試
合
で
ミ
ス
を
し
て
負
け
、
メ

ン
バ
ー
か
ら
い
じ
め
を
受
け
た
と
い
う
実

話
を
使
っ
て
、
「
互
い
に
思
い
や
る
精
神

が
大
切
だ
」
と
い
う
一
般
的
な
話
合
い
を

し
て
か
ら
、
被
害
生
徒
の
努
力
の
プ
ロ
セ

ス
を
重
視
す
べ
き
だ
と
か
、
被
害
生
徒
を

教
師
や
仲
間
が
守
る
べ
き
だ
と
か
、
被
害
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生
徒
が
う
ま
く
プ
レ
ー
で
き
る
よ
う
に
支

援
す
べ
き
だ
と
い
っ
た
具
体
的
な
解
決
策

を
授
業
の
な
か
で
出
し
て
い
く
。

（
3
）
偉
人
伝
教
材
の
活
用

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
エ
デ
コ
ケ
イ
シ
ョ
ン
研

究
の
第
一
人
者
ケ
ヴ
イ
ン
・
ラ
イ
ア
ン
は

「
人
格
教
育
の
非
常
に
強
力
な
源
泉
で
あ

る
模
範
的
例
は
、
我
々
が
伝
え
よ
う
と
思

う
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
特
に
文
学
や
歴

史
、
偉
人
の
伝
記
を
教
え
る
こ
と
は
、
学

校
で
継
続
し
て
行
う
べ
き
こ
と
の
一
つ
で

あ
る
。
青
年
に
私
達
自
身
の
人
生
だ
け
で

な
く
、
世
界
や
歴
史
上
の
人
物
に
つ
い
て

記
さ
れ
た
よ
い
人
生
を
提
供
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
」
と
言
っ
て
お
り
、
偉
人

の
伝
記
は
重
視
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
自
制
心
を
養
う
た
め
の
指
導

自
分
の
気
持
ち
を
制
御
で
き
る
よ
う
、

自
制
心
を
養
う
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

気
持
ち
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
か
ら
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
ま
で
五
つ
の
ゾ
ー
ン
に
別
け
、
今
自
分

の
気
持
ち
は
ど
う
い
う
状
況
に
あ
る
の

か
、
子
供
た
ち
自
身
で
考
え
、
表
現
さ
せ

る
。
ま
た
「
私
の
中
に
あ
る
私
の
ゾ
ー
ン
」

と
い
う
感
情
を
表
す
ノ
ー
ト
を
持
た
せ
て

い
て
、
少
し
気
分
が
乗
ら
な
い
と
き
は
絵

を
描
き
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
時
は
本
を
読
む

と
い
う
よ
う
に
気
持
ち
に
対
処
す
る
方
法

を
書
い
て
実
践
さ
せ
て
い
る
。

（
5
）
グ
ロ
ー
ス
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト
を
導

入
し
た
指
導

こ
れ
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
物
事
を
考
え
さ

せ
る
指
導
で
「
自
分
の
成
長
は
経
験
や
努

力
に
よ
っ
て
、
向
上
で
き
る
」
と
い
う
考

え
方
を
持
た
せ
て
い
る
。

例
え
ば
「
で
き
な
い
と
言
わ
ず
、
で
き

る
と
考
え
な
さ
い
」
と
奨
励
し
た
り
、
「
こ

れ
う
ま
く
い
か
な
い
と
言
わ
ず
、
何
が
欠

け
て
い
る
の
と
問
い
な
さ
い
」
と
い
う
風

に
問
い
か
け
た
り
し
て
指
導
す
る
。

（
6
）
月
（
テ
ー
マ
）
毎
に
生
徒
を
表
彰

学
校
で
は
月
ご
と
に
人
格
的
に
優
れ
た

子
供
を
表
彰
し
、
写
真
を
と
っ
て
廊
下
の

一
番
よ
く
見
え
る
と
こ
ろ
に
掲
示
し
て
い

る
。
月
の
テ
ー
マ
ご
と
に
生
徒
を
表
彰
す

る
の
で
、
毎
月
生
徒
が
変
わ
る
。

4
、
P
B
I
S
成
立
の
経
緯

ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二

〇
〇
〇
年
代
に
は
、
学
校
が
大
変
荒
れ
て

い
た
。
そ
こ
で
「
ゼ
ロ
ト
レ
ラ
ン
ス
」
　
（
寛

容
さ
な
し
）
と
い
う
非
常
に
厳
し
い
指
導

が
行
わ
れ
た
。
学
校
毎
に
親
と
生
徒
の
た

め
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
が
あ
り
、
細
か
い
決

ま
り
が
書
い
て
あ
っ
て
徹
底
的
に
や
っ

た
。
そ
の
結
果
、
随
分
と
収
ま
っ
て
き
た

が
、
弊
害
が
出
て
き
た
。
普
通
の
子
供
に

は
い
い
が
発
達
障
害
の
子
に
は
逆
効
果
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
八
〇
年
代
後

半
か
ら
P
B
I
S
が
登
場
し
て
き
た
。

最
初
は
行
動
障
害
児
の
社
会
性
の
発
達

を
促
す
た
め
に
開
発
さ
れ
た
指
導
・
支
援

の
方
法
と
し
て
出
て
き
た
。
そ
れ
が
P
B

I
S
の
指
導
は
行
動
障
害
の
子
供
た
ち
だ

け
で
な
く
、
一
般
の
子
供
た
ち
に
も
有
効

だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。

現
在
で
は
ゼ
ロ
ト
レ
ラ
ン
ス
方
式
を
一

部
残
し
っ
つ
、
P
B
I
S
の
指
導
が
全
米

的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。

P
B
I
S
と
は
肯
定
的
な
行
動
的
介
入

と
支
援
と
い
う
意
味
で
、
何
が
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
か
と
言
う
と
四
つ
の
意
味
が
あ
る
。

①
新
し
い
問
題
行
動
が
生
じ
な
い
よ
う

に
、
そ
し
て
既
存
の
問
題
行
動
が
再
発
し

な
い
よ
う
に
予
防
す
る
。

②
問
題
行
動
の
替
わ
り
に
な
る
、
よ
り
望

ま
し
い
社
会
技
能
を
教
え
る
。

③
子
供
の
成
功
と
達
成
を
重
視
す
る
。

④
子
供
が
望
ま
し
い
行
動
を
し
て
い
る
と

こ
ろ
を
日
頃
か
ら
と
ら
え
て
承
認
す
る
。

5
、
P
B
I
S
の
実
際

（
l
）
　
「
期
待
さ
れ
る
行
動
」
を
教
え
る

ま
ず
各
学
校
で
先
生
方
が
話
合
い
、
「
期

待
さ
れ
る
行
動
」
表
（
い
ろ
い
ろ
な
場
所

で
の
望
ま
し
い
行
動
が
書
い
て
あ
る
）
を

作
成
し
、
子
供
達
に
示
し
て
い
く
。
そ
こ

に
は
道
徳
的
価
値
に
対
し
て
望
ま
し
い
行

動
例
が
あ
げ
て
あ
る
の
で
、
道
徳
教
育
と

生
徒
指
導
の
接
続
が
見
ら
れ
る
。

（
2
）
教
え
方

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
行
動
を
教
え
る
や
り
か

た
は
言
わ
ば
山
本
五
十
六
方
式
で
あ
る
。

①
ま
ず
言
葉
で
説
明
し
て
、
②
教
師
が
模

範
を
示
し
、
③
子
供
に
や
っ
て
み
さ
せ
、

④
う
ま
く
で
き
た
ら
誉
め
、
⑤
う
ま
く
で

き
な
か
っ
た
ら
、
ど
こ
が
う
ま
く
な
い
か

説
明
し
て
も
う
一
度
や
ら
せ
、
⑥
期
待
さ

れ
る
行
動
を
自
分
で
す
ら
す
ら
で
き
る
ま

で
繰
り
返
し
て
練
習
さ
せ
る
。

（
3
）
称
賛
カ
ー
ド
で
「
期
待
さ
れ
る
行

動
」
を
強
化

子
供
が
良
い
行
動
を
し
て
も
言
葉
だ
け

だ
と
忘
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
子
供
に
と
っ

て
も
あ
ま
り
印
象
に
残
ら
な
い
。
そ
こ
で

カ
ー
ド
を
使
っ
て
ど
の
観
点
で
よ
か
っ
た

の
か
を
示
し
て
誉
め
る
の
で
あ
る
。

（
4
）
問
題
行
動
へ
の
対
処
的
介
入

問
題
行
動
を
起
こ
す
と
、
ま
ず
そ
の
子

供
に
カ
ー
ド
を
使
っ
て
ど
の
徳
目
に
反
し

た
か
を
示
す
。
そ
の
カ
ー
ド
が
月
に
三
枚

た
ま
る
と
、
親
に
お
知
ら
せ
が
行
く
。
親

は
そ
れ
を
見
て
話
を
し
、
サ
イ
ン
を
し
て

返
す
。
学
校
で
最
終
的
に
指
導
を
す
る

ア
メ
リ
カ
の
生
徒
指
導
の
特
徴
は
次
に

ど
の
よ
う
な
行
動
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
か
を
中
心
に
行
う
。

6
、
米
国
の
道
徳
教
育
か
ら
見
え
て
く
る

わ
が
国
の
道
徳
教
育
の
課
題
と
展
望

（
1
）
我
が
国
の
核
心
的
価
値
は
、
戦
前

は
教
育
勅
語
が
あ
っ
た
。
戦
後
は
な
い
ま

ま
に
来
た
が
、
そ
れ
で
よ
い
の
か
。

（
2
）
考
え
議
論
す
る
道
徳
が
言
わ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
前
に
価
値
を
教
え
る
こ
と

を
し
な
く
て
も
よ
い
か
。

（
3
）
行
動
に
結
び
つ
く
道
徳
教
育
に
す

る
に
は
、
習
慣
化
と
い
う
こ
と
が
必
要
。

（
4
）
道
徳
教
育
と
生
徒
指
導
を
接
続
す

る
必
要
が
あ
る
。

（
こ
れ
は
今
夏
の
教
育
研
究
大
会
記
念
講
演
の
要
旨
で

す
。
文
責
・
編
集
部
）



平成29年9月15日 第182号（4）

～

日

本

教

師

会

～

第
五
七
回
教
育
研
究
大
会
　
報
告

八
月
六
・
七
日
、
大
阪
市
の
ア
ウ
イ
ー

ナ
大
阪
に
お
い
て
み
だ
し
の
研
究
会
が
、

大
阪
教
師
会
主
管
で
開
催
さ
れ
た
。

主
題
は
「
道
徳
科
の
授
業
の
あ
り
方
と

課
題
」
　
で
、
講
演
と
実
践
発
表
に
よ
り
、

四
〇
余
名
の
参
加
者
が
研
修
を
深
め
た
。

開
会
式
で
は
、
国
歌
斉
唱
に
続
い
て
慶

野
会
長
の
挨
拶
が
あ
り
「
日
本
の
道
徳
の

惨
状
を
考
え
る
に
、
国
家
の
根
幹
を
な
す

憲
法
か
ら
欺
瞞
が
あ
る
。
九
条
が
そ
の
最

た
る
も
の
だ
。
安
倍
首
相
は
三
項
を
入
れ

て
自
衛
隊
を
明
記
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

欺
瞞
を
重
ね
る
も
の
だ
。
憲
法
は
正
直
に

条
文
を
書
く
べ
き
だ
」
と
、
道
徳
再
建
は

憲
法
を
正
す
こ
と
が
必
要
と
話
さ
れ
た
。

大
阪
教
師
会
中
曽
会
長
は
「
大
阪
は
長

ら
く
道
徳
の
授
業
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
つ

た
。
そ

の
た
め

学
力
が

低
下
し
、

学
級
崩

壊
も
多

発
し
て

い
る
の

で
は
な

い
か
と

考
え
て

いる。

教
師
は
道
徳
の
寝
業
が
で
き
た
ら
、
教
科

指
導
の
中
で
も
人
間
教
育
が
で
き
る
。
来

年
度
か
ら
の
道
徳
の
教
科
化
に
向
け
て
研

修
を
深
め
た
い
。
」
と
挨
拶
さ
れ
た
。

来
賓
は
全
国
教
職
関
係
神
職
協
議
会
か

ら
の
賀
来
美
佐
子
副
会
長
と
大
阪
府
議
の

吉
田
利
幸
氏
の
紹
介
が
あ
っ
た
。

記
念
講
演
は
「
ア
メ
リ
カ
の
道
徳
教
育

の
動
向
～
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
エ
デ
ユ
ケ
イ
シ

ョ
ン
と
P
B
I
S
～
」
と
超
し
て
、
皇
畢

館
大
学
准
教
授
渡
遮
毅
先
生
が
話
を
さ
れ

た
。
（
本
号
2
～
3
頁
に
要
旨
を
掲
載
）

実
践
発
表
は
幼
小
中
の
教
諭
四
名
に
よ

り
、
二
〇
分
の
発
表
と
一
〇
分
の
質
疑
応

答
で
行
わ
れ
た
。

幼
児
教
育
で
は
P
K
I
D
S
学
園
の
山

西
寿
幸
先
生
が
「
異
年
齢
児
ク
ラ
ス
に
お

け
る
複
数
担
任
制
能
動
的
学
習
法
の
実
践

報
告
と
毎
日
の
孝
教
音
読
活
動
」
　
に
つ
い

て
発
表
さ
れ
た
。

P
K
I
D
S
学
園
は
幼
児
か
ら
中
学
生

ま
で
を
対
象
に
し
て
、
一
貫
し
て
日
本
の

文
化
、
自
然
親
や
こ
こ
ろ
の
育
成
を
目
指

し
　
「
身
に
つ
く
教
育
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
運

営
し
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
指
導
場
面

と
し
て
「
朝
の
活
動
」
「
孝
教
の
音
読
活
動
」

「
複
数
担
任
制
能
動
的
学
習
」
を
説
明
さ

れ
た
。
特
に
「
教
育
勅
語
の
朗
読
」
が
話

題
に
な
っ
て
い
る
事
に
触
れ
な
が
ら
、
「
孝

教
」
　
の
朗
読
は
内
容
も
大
切
だ
が
、
一
日

の
始
ま
り
に
姿
勢
を
正
し
て
声
を
出
す
こ

と
の
よ
さ
を
強
調
さ
れ
た
。
ま
た
小
さ
な

子
が
立
派
に
暗
諦
す
る
姿
に
親
さ
ん
も
感

動
し
、
子
供
達
を
誉
め
る
よ
う
に
な
る
。

そ
れ
が
今
の
親
に
は
足
り
て
い
な
い
事
と

し
て
「
親
子
共
育
」
も
さ
れ
て
い
た
。

小
学
校
は
大
阪
市
立
南
恩
加
島
小
学
校

の
丸
岡
慎
弥
教
諭
が
「
日
々
の
授
業
で
子

ど
も
の
心
を
鍛
え
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で

発
表
が
あ
っ
た
。

先
生
は
道
徳
授
業
を
学
級
経
営
の
要
と

し
て
実
践
さ
れ
て
い
る
。
小
学
校
は
多
く

の
教
科
の
教
材
研
究
に
当
た
ら
ね
ば
な
ら

ず
、
道
徳
授
業
の
準
備
に
時
間
を
割
け
な

い
と
い
う
実
態
の
中
、
横
山
験
也
氏
の
「
道

徳
読
み
」
と
い
う
指
導
法
に
巡
り
会
い
、

そ
れ
を
中
心
に
実
践
を
さ
れ
て
い
た
。
発

表
で
は
会
場
の
参
加
者
を
生
徒
に
見
立
て

て
実
際
の
道
徳
資
料
を
ど
の
よ
う
に
読
み

取
る
こ
と
が
　
「
道
徳
読
み
」
な
の
か
を
体

験
的
に
解
説
さ
れ
た
。
そ
の
読
み
方
は
資

料
に
含
ま
れ
る
道
徳
的
な
内
容
を
拾
い
取

る
読
み
方
で
あ
り
、
少
し
の
訓
練
で
身
に

つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
メ
リ
ッ
ト
は
ど
ん

な
教
材
で
も
応
用
が
で
き
、
子
供
た
ち
も

道
徳
を
自
ら
学
ぶ
習
慣
が
身
に
つ
く
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
忙
し
い
学
校
に
あ
っ

て
短
時
間
に
授
業
の
準
備
が
で
き
て
、
効

果
が
上
が
る
と
い
う
〝
夢
の
よ
う
な
〟
指

導
法
に
会
場
は
大
い
に
盛
り
上
が
っ
た
。

中
学
校
は
山
口
大
学
附
属
光
中
学
校
の

藤
永
啓
吾
教
諭
で
、
「
道
徳
科
の
評
価
は
子

ど
も
と
保
護
者
の
心
を
豊
か
に
す
る
」
と

題
し
て
、
道
徳
科
に
お
け
る
評
価
の
あ
り

方
に
つ
い
て
の
提
案
が
あ
っ
た
。

道
徳
科
は
「
人
間
的
な
魅
力
を
探
す
時

間
」
と
定
義
し
、
授
業
で
は
主
人
公
の
ど

ん
な
魅
力
に
つ
い
て
考
え
る
の
か
を
明
確

に
す
る
こ
と
が
大
切
と
さ
れ
た
。
生
徒
が

魅
力
を
見
つ
け
、
人
間
と
し
て
の
生
き
方

に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め
る
の
だ
が
、
指

導
者
は
そ
こ
か
ら
生
徒
の
成
長
を
受
け
と

め
、
認
め
励
ま
す
こ
と
が
評
価
で
あ
る
と

言
わ
れ
た
。
具
体
的
に
は
年
間
を
通
じ
て

の
学
習
過
程
や
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
、
授
業
で

の
発
言
、
授
業
前
後
で
の
発
言
等
を
総
合

的
に
評
価
し
、
そ
れ
を
生
徒
に
返
す
こ
と

で
生
徒
は
成
長
を
実
感
し
、
保
護
者
の
道

徳
性
の
青
み
に
も
つ
な
が
る
と
さ
れ
た
。

最
後
は
大
阪
浪
速
高
等
学
校
・
中
学
校

の
松
尾
大
輔
教
諭
が
　
「
若
手
教
員
の
挑
戦

－
愛
か
ら
学
ぶ
国
の
道
徳
教
育
」
を
テ
ー

マ
に
発
表
さ
れ
た
。
挑
戦
の
中
身
は
①
偉

人
教
育
②
い
じ
め
対
策
③
神
道
教
育
で
、

特
に
①
と
②
の
実
践
を
報
告
さ
れ
た
。
①

は
「
人
は
人
を
浴
び
て
人
間
に
な
る
」
原

理
に
基
づ
き
、
歴
史
や
公
民
の
教
科
書
に

出
て
く
る
人
物
や
銅
像
・
御
祭
神
に
な
っ

て
い
る
よ
う
な
人
物
を
と
り
あ
げ
、
多
様

な
価
値
を
引
き
出
す
よ
う
に
し
て
い
る
。

②
は
「
い
じ
め
に
立
ち
向
か
う
」
道
徳

教
育
の
成
果
を
発
表
さ
れ
た
。
道
徳
寝
業

で
い
じ
め
の
事
例
を
も
と
に
自
分
た
ち
で

何
が
で
き
る
か
を
考
え
さ
せ
た
。
浪
速

高
・
中
学
校
な
ら
で
は
の
神
道
に
基
づ
く

指
導
の
実
践
報
告
で
あ
っ
た
。
（
編
集
部
）


