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6年小学校社会科教科書より

闘
梯
態
躍

、
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
と
伝
統
を
尊
重
し
、
日
本
に
ふ
さ
わ

し
い
中
正
な
教
育
を
推
進
す
る
。

、
わ
れ
わ
れ
は
教
養
と
品
位
の
向
上
に
つ
と
め
、
真
理
愛

の
構
榊
と
と
も
に
、
明
る
く
純
粋
な
教
背
を
研
修
す
る
。

、
わ
れ
わ
れ
は
個
人
の
自
主
尊
厳
を
尊
重
し
っ
つ
、
政
治

的
申
立
を
厳
守
し
、
主
体
性
を
堅
持
す
る
。

後
、
復
活
し

て
現
在
に
至

っ
て
い
る
。

従
っ
て
昭

和
四
十
三
年

以
前
の
学
校

教
育
で
は
、

巻
頭
言

学
校
に
お
け
る
「
天
皇
。
皇
室
」
の
指
導

岐
阜
県
教
育
懇
話
会
事
務
局
長

本
年
五
月
一
日
、
二
百
年
ぶ
り
の
譲
位

に
よ
る
御
代
替
わ
り
が
実
現
し
た
。

文
部
科
学
省
は
四
月
二
十
二
日
付
で

「
天
皇
陛
下
の
御
退
位
及
び
皇
太
子
殿
下

の
御
即
位
に
際
し
て
の
学
校
に
お
け
る
児

童
生
徒
へ
の
指
導
に
つ
い
て
」
と
い
う
通

知
で
、
〝
退
位
を
決
め
た
皇
室
典
範
特
例

法
〃
と
〝
国
民
こ
ぞ
っ
て
祝
意
を
表
す
た

め
即
位
の
目
と
即
位
礼
正
殿
の
儀
の
行
わ

れ
る
日
を
休
日
と
す
る
休
日
法
〟
の
趣
旨

に
そ
っ
て
、
祝
意
を
表
す
る
重
量
義
を
児
童

生
徒
に
理
解
さ
せ
る
よ
う
に
と
の
指
示
を

橋
本
秀
雄

休
に
入
る
直
前
に
学
校
へ
届

い
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て

学
年
主
任
や
学
級
担
任
ま
で

趣
旨
を
周
知
す
る
の
は
難
し

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
金
曜

出
し
た
。

文
書
は
都

道
府
県
教

委
を
通
じ

て
各
学
校

へ
伝
達
さ

れ
る
た
め

恐
ら
く
連

日
の
帰
り
の
会
で
、
十
連
休

に
な
っ
た
理
由
を
説
明
し
た
ぐ
ら
い
で
あ

っ
た
と
の
現
場
の
声
も
聞
く
。

我
が
国
に
お
い
て
「
天
皇
・
皇
室
」
　
の

御
存
在
は
、
国
柄
を
規
定
し
た
憲
法
第
一

章
に
あ
る
と
お
り
、
大
き
な
意
義
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
学
校
教
育
で
の
扱
い
は
不
十
分

で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

昭
和
四
十
三
年
の
小
学
校
学
習
指
導
要

領
（
以
下
、
指
導
要
領
）
か
ら
六
年
生
社

会
の
内
容
の
取
り
扱
い
に
「
天
皇
の
地
位

に
つ
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
に
定
め
る
天

皇
の
国
事
行
為
に
関
す
る
行
為
な
ど
児
童

に
理
解
し
や
す
い
具
体
的
な
事
項
を
取
り

上
げ
、
歴
史
に
関
す
る
学
習
と
の
関
連
も

図
り
な
が
ら
、
天
皇
に
つ
い
て
理
解
と
敬

愛
の
念
を
深
め
る
よ
う
に
す
る
」
と
の
文

言
が
よ
う
や
く
入
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
昭
和
五
十
二
年
の
改
訂
で
こ
の
部
分

が
ほ
と
ん
ど
削
除
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の

天
皇
に
関
す
る
指
導
は
行
う
必
要
が
な

く
、
指
導
要
領
に
明
記
さ
れ
て
よ
う
や
く

指
導
を
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
け
れ
ど

も
、
現
行
の
教
科
書
を
見
る
限
り
、
指
導

要
領
の
言
う
「
理
解
と
敬
愛
の
念
を
深
め

る
」
よ
う
な
教
材
は
見
当
た
ら
な
い
。
従

っ
て
指
導
も
で
き
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

上
の
写
真
は
、
あ
る
教
科
書
の
国
事
行

為
「
官
吏
の
任
免
」
を
示
し
た
も
の
だ
が
、

「
大
使
の
任
命
を
行
っ
て
い
ま
す
。
」
と
い

う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
は
指
導
要
領
の
　
「
敬
愛

の
念
を
深
め
る
」
に
は
相
応
し
く
な
い
。

小
学
校
の
社
会
科
教
科
書
は
三
社
が
作

っ
て
い
る
が
、
天
皇
陛
下
と
い
う
敬
称
は

あ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
敬
語
が
使
わ
れ

て
い
な
い
。
過
去
の
天
皇
の
記
述
は
と
も

か
く
、
今
上
陛
下
や
皇
族
方
に
対
し
て
、

敬
語
を
省
く
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
。
で

な
け
れ
ば
執
筆
者
を
始
め
教
科
書
作
成
の

関
係
者
全
員
、
さ
ら
に
文
面
を
そ
の
ま
ま

読
む
教
師
も
含
め
て
敬
愛
の
念
を
持
っ
て

い
る
の
か
捷
わ
し
い
と
、
敬
語
に
敏
感
な

子
供
は
感
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

大
人
が
敬
意
を
表
し
な
け
れ
ば
、
子
供
が

敬
意
を
払
う
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
来
年
度
か
ら
使
用
さ
れ
る
教

科
書
は
多
少
改
善
さ
れ
、
写
真
に
両
陛
下

が
被
災
地
を
見
舞
わ
れ
る
も
の
が
加
わ

り
、
国
民
に
寄
り
添
わ
れ
る
姿
が
う
か
が

え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
結
構
な
こ

と
だ
が
、
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
は
相
変
わ
ら
ず

「
被
災
地
を
訪
問
し
、
人
々
を
は
げ
ま
す

天
皇
・
皇
后
両
陛
下
」
と
な
っ
て
い
る
。

N
H
K
が
こ
の
六
月
に
公
表
し
た
「
日

本
人
の
意
識
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
天
皇
に

対
し
て
「
尊
敬
の
念
を
も
っ
て
い
る
」
と

答
え
た
人
が
平
成
二
十
年
以
来
、
年
々
増

加
し
、
本
年
は
四
十
一
％
と
な
っ
て
、
調

査
を
始
め
て
四
十
五
年
間
の
最
高
で
あ
っ

た
と
い
う
。
そ
の
他
「
好
感
を
も
っ
て
い

る
」
の
三
十
六
％
と
合
わ
せ
る
と
、
八
十
％

近
い
人
が
天
皇
陛
下
に
良
い
イ
メ
ー
ジ
を

感
じ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
戦
後
蜜
日
に
よ
り
、
天
皇
や
皇

室
に
つ
い
て
理
解
が
進
み
、
敬
愛
の
念
が

深
ま
っ
た
の
で
は
な
い
。
昭
和
と
平
成
の

天
皇
陛
下
が
、
常
に
国
民
の
安
寧
を
祈
り

続
け
ら
れ
、
い
つ
い
か
な
る
時
も
国
民
に

寄
り
添
わ
れ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
を
、
国
民

が
皆
認
識
し
て
き
た
か
ら
に
違
い
な
い
。

令
和
の
時
代
に
入
り
、
今
上
陛
下
は
御

歴
代
の
天
皇
を
手
本
に
確
か
な
歩
み
を
始

め
ら
れ
た
。
こ
の
秋
に
は
即
位
礼
・
大
嘗

祭
も
行
わ
れ
る
。
こ
の
機
に
教
師
も
親
も

「
天
皇
・
皇
室
」
を
学
び
直
し
、
学
校
や

家
庭
に
お
い
て
子
供
達
に
正
し
く
伝
え
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
九
月
±
日
記
）
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モ
ラ
ル
サ
イ
エ
ン
ス
に
基
づ
く

新
た
な
道
徳
教
育
学
の
樹
立
を
め
ざ
し
て

麗
謡
大
学
特
任
教
授
　
高
橋
史
朗

い
じ
め
問
題
と
道
徳
教
育

平
成
2
3
年
9
月
に
起
き
た
、
大
津
市
立

皇
子
中
学
校
の
い
じ
め
自
殺
事
件
は
、
そ

の
半
年
前
ま
で
文
科
省
の
「
道
徳
教
育
実

践
研
究
事
業
」
推
進
校
で
あ
っ
た
。
そ
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
、
い
じ
め
問
題
に
対
し

て
は
、
従
来
の
道
徳
教
育
で
は
限
界
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
き
っ

か
け
と
な
っ
．
て
道
徳
の
「
教
科
化
」
が
進

め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

長
年
教
育
再
生
会
議
の
委
員
を
勤
め
た

曽
野
綾
子
さ
ん
は
、
い
じ
め
対
策
に
つ
い

て
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。

①
い
じ
め
問
題
は
、
人
間
の
本
質
に
迫
る

深
い
や
り
方
が
必
要
で
、
制
度
や
体
制
を

変
え
て
も
、
問
題
は
解
決
し
な
い
。

②
人
間
は
自
ら
強
く
な
ら
な
い
と
、
苛
め

ら
れ
る
側
の
制
度
を
い
く
ら
作
っ
て
も
、

問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
。

②
教
育
の
本
来
の
責
任
者
は
誰
か
、
根
本

の
点
に
ふ
れ
な
い
と
解
決
に
い
た
ら
な
い
。

こ
の
意
見
に
は
私
も
同
感
で
、
自
民
党

の
教
育
再
生
実
行
会
議
の
分
科
会
で
、
い

じ
め
問
題
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
例
を

説
明
し
、
提
案
し
た
こ
と
が
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
幻
の
州
で
「
い
じ
め

法
」
が
で
き
て
お
り
、
そ
こ
に
は
教
育
委

貴
会
の
責
任
、
親
の
責
任
、
地
域
の
責
任

が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
日
本
で
も

い
じ
め
対
策
の
法
律
を
作
る
こ
と
を
提
案

し
、
そ
の
草
案
作
成
に
か
か
わ
っ
た
が
、

親
の
責
任
に
つ
い
て
は
大
幅
に
修
正
さ
れ

た
。
い
じ
め
対
策
は
こ
う
し
た
法
律
よ
り

予
防
が
大
切
で
、
そ
の
鍵
は
親
に
あ
り
、

家
庭
教
育
こ
そ
重
要
な
の
で
あ
る
。

家
庭
教
育
の
啓
発
運
動

そ
れ
に
着
目
し
た
の
が
台
湾
で
あ
る
。

2
0
0
3
年
に
家
庭
教
育
法
が
制
定
さ
れ
、

「
家
庭
教
育
講
師
団
」
を
設
け
て
、
「
道
徳

教
育
は
家
庭
か
ら
」
を
主
題
に
、
私
も
そ

の
実
現
に
全
面
的
に
支
援
し
た
。
日
本
で

も
8
県
6
市
で
家
庭
教
育
支
援
条
例
が
制

定
さ
れ
、
そ
の
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

文
科
省
は
教
育
再
生
会
議
で
「
脳
の
発

達
段
階
に
応
じ
た
道
徳
教
育
内
容
」
と
し

て
、
科
学
的
な
視
点
か
ら
、
道
徳
性
を
究

明
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
、
価
値
観
の

強
制
で
は
な
く
、
子
供
の
心
の
中
に
は
価

値
観
が
内
在
し
て
い
る
。
そ
の
発
達
を
促

す
に
は
、
段
階
に
応
じ
て
ど
う
関
わ
っ
た

ら
よ
い
か
を
科
学
的
根
拠
に
基
づ
い
て
明

ら
か
に
す
る
こ
と
へ
の
堤
言
で
あ
っ
た
。

心
理
学
者
等
の
注
目
す
る
「
共
感
」

ニ
ユ
ヨ
ー
ク
大
学
の
心
理
学
者
ホ
フ
マ

ン
は
、
道
徳
教
育
の
目
的
は
自
己
統
制
を

発
達
さ
せ
る
こ
と
だ
と
し
、
そ
し
て
、
共

感
的
苦
痛
と
共
感
を
基
に
し
た
罪
悪
感
を

親
の
誘
導
的
な
し
つ
け
が
あ
れ
ば
、
子
供

の
道
徳
性
を
発
達
さ
せ
る
と
説
い
た
。

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
心
理
学
者
カ
ガ
ン

は
、
道
徳
性
の
発
達
を
六
段
階
に
分
け
た
。

第
一
罰
せ
ら
れ
た
行
為
を
抑
制
で
き
る

第
二
　
禁
止
さ
れ
た
行
動
を
表
象
で
き
る

第
三
　
共
感
・
恥
・
罪
悪
感
な
ど
の
情
動

を
も
つ
　
（
二
歳
の
終
わ
り
頃
）

第
四
　
良
い
・
惑
い
の
意
味
的
概
念
を
獲

得
す
る
（
三
歳
の
初
め
頃
）

第
五
　
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
性
別
・
階

級
、
国
籍
な
ど
の
道
徳
的
義
務
を
受
け
入

れ
る
（
四
歳
か
ら
六
歳
頃
）

第
六
　
公
正
と
理
想
の
概
念
を
理
解
す
る

（学童期）

カ
ガ
ン
の
説
に
注
目
す
べ
き
は
、
第
三
・

第
四
段
階
で
、
特
に
共
感
・
恥
・
罪
悪
感

な
ど
の
情
動
が
二
歳
の
終
わ
り
ご
ろ
ま
で

に
培
わ
れ
、
良
い
・
惑
い
が
わ
か
っ
て
く

る
の
は
三
歳
の
初
め
頃
ま
で
に
形
成
さ
れ

る
と
述
べ
て
い
る
。
現
在
の
い
じ
め
つ
子

に
一
番
欠
け
て
い
る
の
は
、
い
じ
め
ら
れ

っ
子
へ
の
共
感
へ
の
欠
如
で
あ
っ
て
、
そ

し
て
そ
の
良
し
悪
し
で
あ
っ
て
、
道
徳
教

育
の
基
盤
は
三
歳
ま
で
の
家
庭
教
育
に
あ

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

ド
イ
ツ
の
進
化
人
類
学
者
で
あ
る
マ
イ

ケ
ル
・
ト
マ
セ
ロ
は
、
そ
の
著
作
『
ヒ
ト

は
な
ぜ
協
力
す
る
か
』
で
、
人
間
の
道
徳

は
「
協
力
」
　
の
一
形
態
と
仮
定
し
て
大
型

類
人
猿
、
初
期
人
類
、
現
代
人
類
で
比
較

し
て
、
「
協
力
」
と
関
連
す
る
五
要
素
「
公

社
会
性
」
・
「
認
知
」
・
「
社
会
的
相
互
作

用
」
・
「
自
己
統
制
÷
「
理
性
」
の
観
点
か

ら
、
道
徳
の
起
源
と
、
人
間
の
道
徳
性
の

発
達
を
説
い
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
人
間
の

道
徳
は
、
「
共
感
」
し
て
「
協
力
」
す
る
人

間
の
心
と
行
為
に
要
約
で
き
る
。
道
徳
を

従
来
の
哲
学
や
倫
理
学
の
概
念
か
ら
で
は

な
く
、
人
類
の
　
「
進
化
倫
理
」
と
い
う
新

た
な
視
点
か
ら
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
。

直
感
“
感
性
・
情
緒
の
大
切
さ

数
学
者
で
あ
る
桜
井
進
氏
は
、
日
本
人

の
脳
を
形
成
し
て
い
る
の
は
、
数
の
リ
ズ

ム
だ
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
医
学
者
角

田
忠
信
さ
ん
は
、
日
本
人
と
西
洋
人
の
感

性
の
受
け
止
め
方
が
、
左
脳
・
右
脳
で
違

っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
「
静

け
さ
や
岩
に
し
み
い
る
蝉
の
声
」
が
、
西

洋
人
で
は
受
け
と
め
が
た
く
、
日
本
人
独

特
の
感
性
で
受
け
と
め
る
。
そ
れ
は
文
化

観
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
外
科
学
会
の
名
誉
会
長
の
井
口
潔

教
授
は
、
そ
の
著
『
人
間
力
を
高
め
る
脳

の
育
て
方
』
で
、
江
戸
時
代
の
幼
年
教
育

の
テ
キ
ス
ト
　
「
小
学
」
　
の
　
「
素
読
」
　
が
、

「
清
掃
、
応
対
、
進
退
」
と
い
う
作
業
と

作
法
の
両
面
か
ら
教
え
た
教
育
理
念
に
高

く
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
武
士
道
精

神
に
裏
打
ち
さ
れ
た
道
徳
教
育
の
伝
統
が

日
本
を
救
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
日
本
人
と
し
て
の
生
き
る

力
を
、
伝
統
・
文
化
・
歴
史
や
文
化
感
覚

か
ら
見
直
す
時
期
に
来
て
い
る
。

共
感
脳
と
、
リ
ズ
ム
運
動

1
9
9
0
年
、
イ
タ
リ
ア
の
パ
ル
マ
大
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学
で
、
脳
細
胞
の
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が

発
見
さ
れ
た
。
ミ
ラ
ー
は
覆
し
、
即
ち
脳

が
「
直
感
的
に
相
手
を
理
解
す
る
能
力
が

あ
る
」
こ
と
を
証
明
し
た
。

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・

ギ
ザ
ー
ズ
は
『
共
感
脳
－
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー

ロ
ン
の
発
見
と
人
間
本
性
理
解
の
転
換
』

で
、
あ
る
行
動
を
見
る
こ
と
・
聞
く
こ
と
・

実
行
す
る
こ
と
の
運
動
を
し
て
、
脳
細
胞

は
直
感
的
に
理
解
す
る
と
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
利
他
行
動
を
や
っ
て

い
る
子
ど
も
の
行
動
を
観
察
す
る
と
、
周

囲
の
子
ど
も
が
利
他
行
動
す
る
よ
う
に
な

り
、
そ
の
子
が
他
の
子
か
ら
利
他
行
動
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
立

派
な
価
値
を
何
度
理
性
的
に
教
え
て
も
、

そ
れ
は
建
前
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
子
ど

も
は
人
に
与
え
ら
れ
る
と
、
与
え
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
を
直
感
的
に
把
握
す
る
。
道

徳
的
な
行
動
を
促
す
に
は
「
共
感
」
が
大

切
な
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
神
経
哲
学
者
ジ
ョ
ン
シ
ェ

ア
・
グ
リ
ー
ン
は
『
モ
ラ
ル
・
ト
ラ
イ
ズ

ー
共
存
の
道
徳
哲
学
』
で
、
認
知
心
理
学
・

進
化
心
理
学
の
発
達
に
よ
っ
て
、
道
徳
は

大
脳
組
織
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
道
徳

中
枢
そ
の
も
の
は
な
い
が
、
道
徳
的
課
題

に
応
じ
て
独
白
の
神
経
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。

命
の
つ
な
が
り
の
重
要
性

私
は
生
命
の
つ
な
が
り
の
自
覚
を
ど
う

高
め
る
か
が
、
道
徳
教
育
の
課
題
と
考
え

て
い
る
。
モ
ラ
ル
サ
イ
エ
ン
ス
の
立
場
か

ら
、
生
命
の
つ
な
が
り
に
欠
け
て
い
る
も

の
は
、
国
の
生
命
、
歴
史
の
生
命
、
日
本

人
と
し
て
生
き
る
力
、
縦
（
祖
先
・
歴
史
）

の
命
の
つ
な
が
り
、
横
の
命
の
つ
な
が
り
、

そ
れ
ら
を
再
構
成
す
る
こ
と
が
一
番
大
事

な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
主
体
性
と
い

う
言
葉
も
、
他
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
主
体

性
で
は
な
く
、
縦
や
横
の
つ
な
が
り
が
あ

る
自
覚
の
中
で
、
自
分
が
生
か
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
、
こ
れ
が
日
本
の

文
化
観
で
あ
り
、
問
い
直
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

ジ
ョ
ナ
サ
ン
。
ハ
イ
ト
の
問
題
提
起

ア
メ
リ
カ
気
鋭
の
心
理
学
者
の
ジ
ョ
ナ

サ
ン
・
ハ
イ
ト
は
『
社
会
は
な
ぜ
左
と
右

に
分
か
れ
る
の
か
ー
対
立
を
超
え
る
た
め

の
道
徳
心
理
学
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

左
・
右
の
対
立
の
原
因
は
、
価
値
観
・

世
界
観
を
方
向
づ
け
る
「
道
徳
基
盤
」
に

あ
る
。
①
ケ
ア
②
公
正
③
自
由
④
忠
誠
⑤

権
威
⑥
神
聖
に
類
型
化
し
、
リ
ベ
ル
の
左

派
は
①
②
③
を
重
視
す
る
が
、
④
㈲
⑥
に

は
重
き
を
置
か
な
い
。
右
派
の
保
守
主
義

は
①
か
ら
⑥
ま
で
全
て
の
道
徳
基
盤
を
調

和
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
右
派
は
六
つ
の
道

徳
基
盤
を
直
感
的
論
争
に
志
向
し
、
左
派

は
三
つ
の
基
盤
で
理
性
的
論
争
を
志
向
す

る
が
、
左
派
は
基
盤
が
狭
い
と
い
う
。

で
は
、
な
ぜ
対
立
が
激
化
す
る
か
と
言

え
ば
、
ハ
イ
ト
は
進
化
生
物
学
の
知
見
か

ら
、
「
人
間
は
0
0
％
が
猿
で
あ
り
、
1
0
％

は
ミ
ツ
バ
チ
で
あ
る
」
と
、
人
間
の
行
動

は
9
割
利
己
的
で
あ
る
が
、
人
間
の
遺
伝

子
に
組
み
込
ま
れ
た
「
ミ
ツ
バ
チ
ス
イ
ッ

チ
」
が
入
る
と
、
女
王
バ
チ
の
た
め
に
巣

を
作
り
、
自
己
犠
牲
を
お
し
ま
な
い
行
動

を
す
る
。

ハ
イ
ト
は
、
「
情
動
」
と
「
思
考
」
を
「
象
」

と
「
象
の
乗
り
手
」
に
た
と
え
、
「
人
間
の

心
を
動
か
し
て
い
る
の
は
象
（
直
感
・
情

動
）
で
あ
り
、
「
象
の
乗
り
手
」
（
思
考
・

理
性
）
は
行
動
の
後
付
け
し
て
い
る
」
と
。

今
ま
で
の
道
徳
教
育
は
、
象
か
ら
降
り
た

乗
り
手
だ
け
で
問
題
を
解
決
で
き
る
よ
う

に
訓
練
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
深
刻
な
誤
り

が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
臨
床
心
理
学
の
視
点

臨
床
心
理
学
の
立
場
か
ら
道
徳
教
育
を

見
直
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

「
問
題
児
」
の
「
問
題
行
動
」
が
「
例

外
的
」
と
ら
え
る
の
で
な
く
、
教
師
や
親

な
ど
が
、
指
導
者
と
し
て
の
本
質
的
な
課

題
は
何
な
の
か
を
問
い
直
す
の
で
あ
る
。

ホ
ー
リ
ズ
ム
の
提
唱
者
j
・
S
・
ス
マ

ッ
ツ
は
『
ホ
ー
リ
ズ
ム
と
進
化
』
の
中
で
、

人
間
本
来
も
っ
て
い
る
自
律
的
秩
序
形
成

機
能
が
「
生
き
る
力
」
で
あ
り
、
全
て
の

子
ど
も
に
道
徳
性
の
発
達
カ
が
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
本
来
反
抗
し
た
く
て
反
抗
し

て
い
る
子
ど
も
は
一
人
も
な
い
。
反
抗
せ

ざ
る
得
な
い
環
境
が
あ
っ
て
、
反
抗
し
て

いる。道
徳
教
育
は
、
子
ど
も
の
発
達
段
階
に

応
じ
て
、
ど
う
か
か
わ
っ
た
ら
よ
い
か
。

そ
れ
は
「
保
証
」
す
る
こ
と
で
あ
り
「
強

制
」
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
科
学
的

知
見
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
古
典
に
あ
る
「
天
地
の
化
育
」
「
天
功

を
助
く
」
と
い
う
観
点
か
ら
道
徳
教
育
を

見
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

平
成
2
8
年
に
先
進
国
G
7
倉
敷
教
育
大

臣
会
合
で
、
慶
応
義
塾
大
学
（
文
科
省
大

臣
補
佐
官
）
の
鈴
木
寛
教
授
は
、
「
教
育
の

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」
を
テ
ー
マ
に
「
創
造

社
会
」
　
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
め
ざ
し
て
、

「
脱
近
代
」
京
ス
ト
モ
ダ
ン
」
で
は
な
く
、

近
代
を
重
視
し
な
が
ら
「
卒
近
代
」
と
い

う
用
語
を
使
用
し
て
い
る
。
重
要
議
題
だ

っ
た
「
共
通
価
値
の
尊
重
」
で
、
議
長
国

の
日
本
が
「
生
命
の
尊
重
」
を
最
優
先
し

た
と
こ
ろ
、
昨
年
の
ユ
ネ
ス
コ
会
議
で
「

自
由
と
民
主
主
義
」
な
ど
が
「
命
よ
り
大

事
だ
」
と
反
対
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
や
ア

メ
リ
カ
が
賛
成
に
回
っ
た
。
欧
米
に
お
け

る
深
刻
な
テ
ロ
事
件
等
が
、
「
生
命
尊
重
」

と
い
う
価
値
を
、
共
通
の
価
値
と
し
て
形

成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
ー
‡

こ
れ
か
ら
は
「
生
命
の
つ
な
が
り
の
自

覚
」
を
も
と
に
自
己
実
現
を
し
て
い
く
と

い
う
大
き
な
目
標
を
も
つ
こ
と
、
そ
れ
は

道
徳
を
核
と
し
て
日
本
人
と
し
て
の
生
き

る
力
を
各
教
科
の
枠
を
超
え
て
、
進
め
て

行
く
こ
と
が
、
モ
ラ
ル
サ
イ
エ
ン
ス
と
し

て
求
め
ら
れ
る
。
　
　
（
こ
れ
は
記
念
講

演
の
要
旨
で
あ
る
。
文
責
　
浅
野
義
英
）
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日
本
教
師
会

第
5
0
回
教
育
研
究
大
会
　
報
告

期
日
　
令
和
元
年
八
月
三
～
四
日

場
所
　
ハ
ー
ト
フ
ル
ス
ク
エ
ア
G

主
催
　
日
本
教
師
会

主
管
　
岐
阜
県
教
育
懇
話
会

後
援
　
岐
阜
市
教
育
委
員
会

主
題
「
新
し
い
時
代
を
切
り
拓
く

国
民
教
育
の
在
り
方
を
求
め
て
」

（
一
日
目
）

開
会
式
は
講
師
の
麗
澤
大
学
特
任
教
授

の
高
橋
史
朗
先
生
と
全
国
教
職
関
係
神
職

協
議
会
副
会
長
の
賀
来
美
佐
子
先
生
を
来

賓
に
迎
え
て
午
後
一
時
過
ぎ
に
開
会
し
た
。

最
初
に
若
井
勲
夫
会
長
よ
り
挨
拶
が
あ

り
、
日
本
教
師
会
の
新
し
い
歩
み
と
岐
阜

県
教
育
懇
話
会
の
貢
献
を
紹
介
し
な
が
ら
、

教
師
は
文
化
職
で
あ
り
、
先
人
に
学
び
な

が
ら
自
己
を
高
め
、
児
童
生
徒
の
指
導
に

当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
会
員
の
目

指
す
と
こ

ろ
を
示
さ

れた。地
元
を

代
表
し
て

岐
阜
県
教

育
懇
話
会

の
山
口
三

男
会
長
よ

り
、
岐
阜

が
主
管
す

る
の
は
七
回
目
と
な
る
が
、
稲
川
・
村
瀬

両
先
生
の
遺
志
を
継
い
で
い
る
。
本
大
会

の
主
題
に
そ
っ
た
成
果
を
期
待
し
て
い
る

と
挨
拶
が
あ
っ
た
。

記
念
講
演
は
高
橋
史
朗
先
生
で
、
「
モ
ラ

ル
サ
イ
エ
ン
ス
に
基
づ
く
新
た
な
道
徳
教

育
学
の
樹
立
を
目
指
し
て
」
と
超
し
て
、

最
新
の
脳
科
学
や
心
理
学
の
成
果
を
紹
介

し
、
こ
れ
か
ら
の
道
徳
教
育
の
在
り
方
を

提
言
さ
れ
た
。
（
要
旨
は
前
頁
に
掲
載
）

続
い
て
実
践
交
流
に
入
り
、
最
初
に
三

重
県
伊
賀
市
立
府
中
小
学
校
教
諭
の
溝
口

哲
志
先
生
が
「
P
B
I
S
を
用
い
た
道
徳

教
育
の
実
践
」
を
発
表
さ
れ
た
。

先
生
は
教
師
暦
数
年
の
若
い
教
師
だ
が
、

学
級
崩
壊
を
し
た
学
級
を
受
け
持
っ
て
見

事
に
立
て
直
し
た
と
い
う
体
験
が
あ
る
。

そ
れ
を
P
B
I
S
と
い
う
ア
メ
リ
カ
で
開

発
さ
れ
た
生
徒
指
導
の
考
え
方
で
理
論
づ
一

け
、
子
供
達
の
心
を
解
放
し
、
日
常
的
に

道
徳
教
育
の
実
践
を
し
た
の
で
あ
る
。

学
級
崩
壊
や
い
じ
め
の
原
因
は
児
童
が

自
己
肯
定
感
を
失
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る

と
考
え
、
一
人
一
人
が
学
級
に
認
め
ら
れ

自
信
を
回
復
す
る
方
法
を
工
夫
し
た
。

「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
カ
ー
ド
」
　
で
お
互
い
に

事
実
に
よ
る
称
賛
を
し
、
「
道
徳
カ
ー
ド
」

で
教
師
が
子
供
の
言
動
を
誉
め
る
な
ど
、

学
級
全
体
で
互
い
の
良
さ
を
認
め
合
う
活

動
に
よ
っ
て
児
童
の
自
己
肯
定
感
が
高
ま

り
、
学
級
の
雰
囲
気
も
道
徳
的
に
良
く
な

っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

中
学
校
の
実
践
は
、
大
阪
府
の
浪
速
中

学
校
高
等
学
校
教
諭
の
松
尾
大
輔
先
生
で
、

「
神
道
教
育
の
可
能
性
－
こ
こ
ろ
づ
く
り

の
時
間
と
し
て
」
と
題
し
て
発
表
さ
れ
た
。

最
初
に
勤
務
校
は
神
道
を
建
学
の
精
神

と
し
て
い
る
学
校
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
た
。

神
道
教
育
は
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に

位
置
づ
け
ら
れ
、
一
年
生
で
神
宮
を
学
ぶ

た
め
に
伊
勢
合
宿
を
行
っ
て
い
る
。
二
年

生
で
は
「
古
事
記
」
を
学
び
、
「
天
皇
」
に

つ
い
て
調
べ
学
習
を
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
日
本
の
伝
統
文
化
に
触
れ
、
人
間
の
力

を
こ
え
だ
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
や
宗

教
的
な
情
操
を
育
て
、
正
し
い
心
を
も
つ

自
立
的
な
生
徒
の
育
成
を
進
め
て
い
た
。

一
日
目
の
最
後
は
総
会
で
、
平
成
三
十

年
度
の
事
業
と
会
計
決
算
報
告
、
令
和
元

年
度
の
事
業
と
予
算
の
計
画
を
審
議
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
原
案
通
り
に
可
決
し
、
来
年
度

の
教
研
大
会
は
関
西
地
区
開
催
と
な
っ
た
。

（二日目）

最
初
に
阪
南
大
学
教
授
の
平
山
弘
先
生

の
、
「
教
育
現
場
で
大
切
な
こ
と
ー
踏
み
込

む
勇
気
と
場
を
察
知
す
る
対
応
力
l
と

題
し
た
講
話
が
あ
っ
た
。

先
生
は
元
公
立
高
校
の
教
師
と
し
て
商

業
科
の
ク
ラ
ス
を
持
っ
て
い
た
。
普
通
科

に
比
べ
て
学
習
意
欲
が
低
く
、
学
力
も
低

迷
し
て
い
た
が
、
担
任
と
し
て
三
年
間
の

指
導
に
よ
り
一
人
一
人
に
夢
と
自
信
を
与

え
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
出
る
生
徒
や
国
際

的
な
音
楽
家
に
な
る
生
徒
を
出
し
、
学
級

の
三
分
の
一
が
国
公
立
大
学
に
進
学
す
る

と
い
う
実
績
を
あ
げ
ら
れ
た
。

担
任
に
必
要
な
指
導
力
は
、
教
科
指
導

と
生
徒
指
導
、
進
路
指
導
だ
と
さ
れ
た
。

教
科
指
導
は
生
徒
の
信
頼
を
得
る
場
で

あ
る
と
し
て
、
授
業
の
一
場
面
を
紹
介
し

た
。
生
徒
指
導
の
例
で
は
最
初
に
い
じ
め

は
絶
対
に
許
さ
な
い
と
宣
言
し
、
も
し
そ

れ
に
類
す
る
事
象
が
あ
れ
ば
即
全
体
に
指

導
し
、
個
別
の
指
導
も
し
た
。
ま
た
教
室

の
黒
板
管
理
を
生
徒
に
徹
底
さ
せ
、
他
の

教
諭
に
学
級
や
生
徒
が
誉
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
授
業
も
良
く
な
る
こ
と
を
実
感
さ

せ
た
。
進
路
指
導
で
は
生
徒
は
単
線
し
か

考
え
な
い
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
ル
ー
ト
を

知
ら
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
し
て
自
衛
官

を
目
指
し
た
生
徒
の
指
導
例
を
あ
げ
た
。

担
任
は
常
に
生
徒
の
気
持
ち
を
把
握
し
、

指
導
に
あ
た
っ
て
は
優
先
順
位
を
間
違
え

な
い
判
断
力
や
演
技
力
も
必
要
だ
と
強
請

さ
れ
た
。

続
い
て
高
等
学
校
の
実
践
発
表
で
、
岐

阜
県
清
美
高
等
学
校
講
師
の
渡
遽
威
先
生

よ
り
、
「
教
師
及
び
国
語
科
教
師
と
し
て
の

責
務
」
と
題
し
た
自
身
の
理
想
と
す
る
教

師
像
を
晴
熱
的
に
発
表
さ
れ
た
。

開
会
式
で
は
来
年
の
教
研
大
会
を
主
管

す
る
大
阪
府
教
師
会
の
中
曽
邦
輔
会
長
よ

り
十
二
月
開
催
の
表
明
が
あ
り
、
再
会
を

期
そ
う
と
い
う
佐
々
木
副
会
長
の
閉
会
の

辞
と
、
「
日
本
教
師
会
の
う
た
」
斉
唱
で
大

会
は
締
め
く
く
ら
れ
た
。
　
　
　
　
H


