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教
育
が
「
対
話
的
」
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
？

―
―
『
メ
ノ
ン
』
か
ら
中
３
公
民
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
実
践
を
省
察
す
る
―
―

山
　

村
　

和
　

世（
＊
）

　

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
対
話
　

対
話
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
　

『
メ
ノ
ン
』
　

ア
ナ
ム
ネ
ー
シ
ス
　

パ
レ
ー
シ
ア

１
　

デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス dialogos 

と
は
？

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
理
念
は
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
も
と
、
学
習
指
導
要
領
に
組
み
込
ま
れ
、
一
方
向
的
な
授
業

ス
タ
イ
ル
か
ら
の
転
換
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
対
話
」
と
は
、
あ
る
い
は
「
対
話
的
」
で
あ
る
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
（
対
話
）
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
のdialogos
を
語
源
と
し
て
い
る
。「
デ
ィ
ア dia

」
は
「
～
を
通
じ
て
」「
～
の
間
で
」
の
意
で
あ
り
、「
ロ
ゴ

ス logos

」
は
「
言
葉
」
を
意
味
す
る
（
納
富2020

：15

）。
そ
れ
ゆ
え
、「
対
話
」
と
は
、
人
々
の
間
で
言
葉
が
交
わ
さ
れ
る
事
態
の
こ
と
で
あ
る 

―
― 

さ
し

あ
た
り
は
こ
こ
が
出
発
点
と
な
る
。

　

と
は
い
え
、
困
難
な
こ
と
に
、
人
々
の
間
で
言
葉
が
交
わ
さ
れ
て
い
て
も
、「
対
話
」
が
成
立
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
場
面
は
、
い
く
ら
で
も
思
い
浮
か

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば「
命
令
」は
、あ
き
ら
か
に「
対
話
」と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
お
世
辞
を
い
う
、
侮
辱
し
て
決
め
つ
け
る
、
な
ど
も「
会
話
」

で
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
対
話
」
と
は
い
え
な
い
。「
お
つ
か
れ
さ
ま
」「
今
日
も
暑
い
で
す
ね
」
な
ど
の
挨
拶
や
社
交
辞
令
の
た
ぐ
い
も
、「
対
話
未
満
」
の
会

話
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
。

　

す
な
わ
ち
、
人
々
の
間
で
言
葉
が
交
わ
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
「
対
話
」
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。「
対
話
」
が
成
立
す
る
た
め
は
、
い
く
つ

か
の
条
件
が
具
備
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
め
ざ
す
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
「
対
話
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
か
」

が
吟
味
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
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さ
ら
に
進
ん
で
、「
教
育
関
係
に
お
け
る
対
話
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
の
考
察
も
必
須
で
あ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、〈
教
師
―
生
徒
〉
と
い
う
非
対
称
な
関
係

性
は
、「
対
話
」
が
成
立
す
る
環
境
と
し
て
は
、
あ
き
ら
か
に
特
殊
な
も
の
だ
か
ら
だ
。「
教
室
空
間
に
お
い
て
対
話
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
」
に
つ
い
て
は
、

別
途
、
そ
の
特
殊
な
文
脈
に
応
じ
た
検
討
が
深
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
予
告
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
際
に
は
お
そ
ら
く
、「
対
話
」
の
次
元
に
は
い
た
ら
な

い
も
の
の
、「
対
話
に
向
け
た
萌
芽
が
含
ま
れ
る
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
―
―
こ
れ
を
本
稿
で
は
「
対
話
的
」
あ
る
い
は
「
対
話
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
」
と
表
現
す
る
―
―
に
着
目
す
る
必
要
が
生
じ
る
）。

２
　

プ
ラ
ト
ン
対
話
篇
『
メ
ノ
ン
』
か
ら
考
え
る

二
倍
の
面
積
の
正
方
形
の
一
片
の
長
さ
は
？

　

上
述
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
対
話
篇
の
ひ
と
つ
『
メ
ノ
ン
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
、
幾
何
学
の
論

証
問
題
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
を
見
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
、
テ
ッ
タ
リ
ア
人
貴
族
メ
ノ
ン
の
召
使
の
少
年
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
次
の

よ
う
な
問
題
を
出
さ
れ
る
。

　　
　
　

問
：
正
方
形
（
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
）
の
２
倍
の
面
積
の
正
方
形
を
作
り
、
そ
の
一
辺
の
長
さ
を
求
め
よ
。

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問
い
か
け
に
対
し
て
、
召
使
の
少
年
は
、
ま
ず
「
一
辺
の
長
さ
を
２
倍
に
す
る
」
と
回
答
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
誤
答
で
あ
る
（
４
倍
の

面
積
の
正
方
形
が
で
き
て
し
ま
う
）。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
あ
や
ま
り
を
指
摘
さ
れ
た
少
年
は
、
次
に
「
一
辺
の
長
さ
を
1.5
倍
に
す
る
」
と
い
う
回
答
を
、
ほ
と
ん
ど

当
て
ず
っ
ぽ
う
で
試
み
る
。
し
か
し
こ
れ
も
間
違
い
で
あ
り
、
さ
ら
に
問
答
を
畳
み
か
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
し
て
、
少
年
は
と
う
と
う
「
わ
か
ら
な
い
！
」
と

白
旗
を
上
げ
る
。

　
　
　

ソ
ク
ラ
テ
ス
　

 

わ
れ
わ
れ
に
何
と
か
正
確
な
長
さ
を
答
え
な
さ
い
。
も
し
き
み
が
辺
の
長
さ
を
計
算
し
た
く
な
い
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
線
な
の
か
、

さ
し
て
示
し
て
み
せ
て
く
れ
る
だ
け
で
も
い
い
よ
。

　
　
　

少
年
　
　
　
　

で
も
、
神
に
誓
っ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
知
り
ま
せ
ん
！ 

（
プ
ラ
ト
ンb.c.4C

：84A

→2012

：83

）

D

A B

C
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い
ま
や
「
無
知
の
知
」
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
っ
た
少
年
に
対
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
新
た
に
、
正
方
形
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
の

４
つ
ぶ
ん
の
面
積
に
あ
た
る
、
も
う
ひ
と
つ
の
正
方
形
Ａ
Ｋ
Ｌ
Ｍ
を
作
図
し
て
み
せ
る
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
め
の
ヒ
ン
ト
で

あ
る
が
、
少
年
は
、
ま
だ
答
え
が
ひ
ら
め
か
な
い
。

　

そ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
こ
の
図
に
さ
ら
な
る
補
助
線
（
線
分
Ｂ
Ｃ
、
線
分
Ｂ
Ｐ
、
線
分
Ｄ
Ｑ
、
線
分
Ｐ
Ｑ
）
を
引
く
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
正
方
形
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
が
、
三
角
形
Ａ
Ｂ
Ｄ
と
三
角
形
Ｃ
Ｂ
Ｄ
の
二
つ
の
面
積
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

し
た
が
っ
て
正
方
形
Ｂ
Ｐ
Ｑ
Ｄ
が
、（
合
同
条
件
を
満
た
す
）
４
つ
の
三
角
形
で
構
成
さ
れ
る
正
方
形
（
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
）
の

２
倍
の
面
積
で
あ
る
こ
と
に
、
召
使
の
少
年
を
誘
導
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

ソ
ク
ラ
テ
ス
　

 

こ
の
よ
う
な
線
の
こ
と
を
、
学
識
の
あ
る
専
門
の
人
は
「
対
角
線
」
と
呼
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
き
み
、
こ
の
線
の
名
が
対
角
線
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
メ
ノ
ン
の
召
使
の
き
み
が
い
う
答
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 「
二
倍
の
面
積
の
正
方
形
は
、
対
角
線
を
一
辺
と
し
て
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
い
う
も
の
に
な
る
の
だ
。

　
　
　

少
年
　
　
　
　

は
い
、
ま
っ
た
く
そ
の
と
お
り
で
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
。 

（
プ
ラ
ト
ンb.c.4C

：85B

→2012

：90

）

　

メ
ノ
ン
の
召
使
の
少
年
は
、
こ
う
し
て
無
事
、
納
得
に
い
た
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
幾
何
学
的
論
証
は
「
対
話
」
で
あ
る
か
？

　

こ
の
問
答
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
想
起
説 anam

nēsis

」
を
め
ぐ
る
学
問
論
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
あ
と
で
触
れ
よ
う
。
こ
こ
で
な

に
よ
り
着
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
少
年
と
の
や
り
と
り
が
、
は
た
し
て
「
対
話
」
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

挨
拶
や
社
交
辞
令
、
命
令
な
ど
が
「
対
話
」
と
は
い
い
が
た
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
西
洋
古
代

哲
学
の
研
究
者
で
あ
る
納
富
信
留
は
、「
対
話
」
と
「
対
話
で
な
い
も
の
」
を
区
別
す
る
５
つ
の
基
準
を
示
し
て
い
る
（
納
富2020

：23

）。

　

次
頁
の
図
表
に
示
し
た
５
つ
の
基
準
は
、
ほ
ん
ら
い
の
「
対
話
」
と
は
何
で
あ
る
か
を
判
定
す
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
有
用
な
も
の
で
あ
る
。「
挨
拶
」
や
「
社

M
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L
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交
辞
令
」
が
「
対
話
」
で
な
い
の
は
、
そ
れ
が
「
一
つ
の
主
題
を
共
有
す
る
」
も
の
で
は
な
く
、「
雑
然
と
し
た
話
題
」
に

す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
命
令
」
も
、
そ
こ
で
は
「
言
論
が
交
わ
さ
れ
る
」
こ
と
が
な
く
、
た
だ
「
伝
え
ら
れ
る
」
性
質

を
帯
び
る
が
ゆ
え
に
、「
対
話
」
に
は
い
た
ら
な
い
。

　

こ
の
簡
便
な
判
定
基
準
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
メ
ノ
ン
の
召
使
の
少
年
と
の
や
り
と
り
は
、
厳
密
な
意
味

で
、「
対
話
」
に
な
り
え
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う（
１
）。
な
ぜ
な
ら
、
基
準
Ⅱ
お
よ
び
基
準
Ⅲ
か
ら
考
え
て
、
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
幾
何
学
的
論
証
に
は
、
相
互
性
（
＝
相
互
の
や
り
と
り
）
と
言
論
の
交
換
性
（
＝
交
わ
す
）
が
欠
如
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
試
み
て
い
る
の
は
、
召
使
の
少
年
を
、
た
か
だ
か
知
的
に
誘
導
す
る

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
で
し
か
な
い

の
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
的
知
性
に
お
け
る
「
他
者
」
の
不
在

　

プ
ラ
ト
ン
の
「
対
話
篇
」
に
お
け
る
「
対
話
」
の
不
在
―
―
そ
れ
は
、
そ
こ
に
「
他
者
」
が
不
在
で
あ
る
こ
と
と
関
連
し

て
い
る
。
政
治
思
想
史
家
の
小
野
紀
明
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

 

　

プ
ラ
ト
ン
的
知
性
に
お
い
て
「
他
者
」
は
不
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
知
性
は
、
発
見
す
る
た
め
に
「
他
者
」
と
意
見
を

交
換
す
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
他
者
と
意
見
を
戦
わ
せ
、
他
者
の
見
解
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
―
―
い
わ
ば
対
話
的
理

性
と
し
て
の
言
葉
の
交
換
―
―
に
よ
っ
て
結
論
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
プ
ラ
ト
ン
は
他
者
を
説
得

す
る
た
め
の
技
術
―
―
同
時
に
そ
れ
は
他
者
を
た
ぶ
ら
か
す
技
術
で
も
あ
る
の
だ
が
―
―
で
あ
る
修レ

ト
リ
ッ
ク

辞
学
よ
り
も
、
真

理
に
到
達
す
る
た
め
の
正
し
い
論
理
操
作
を
教
え
る
論ロ

ジ
ッ
ク
理
学
を
優
位
に
置
い
た
の
で
あ
る
。（
小
野2015

：58-59

）

　

あ
る
正
方
形
の
２
倍
の
面
積
の
正
方
形
の
一
片
の
長
さ
は
、
そ
の
対
角
線
の
長
さ
で
あ
る
―
―
こ
の
命
題
は
、
唯
一
普
遍
の
真
理
で
あ
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ

れ
ば
、
そ
の
真
理
は
イ
デ
ア
界
に
属
し
て
い
る
。
イ
デ
ア
は
、（
現
象
界
に
住
ま
う
）
具
体
的
な
個
人
と
は
切
り
離
さ
れ
た
か
た
ち
で
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
身

体
の
拘
束
を
脱
し
た
霊
魂
が
、（
イ
デ
ア
界
に
お
い
て
）
獲
得
す
る
絶
対
的
真
理
で
あ
る（
１
）。

図表：対話の５つの基準
基準 対話 対話でないもの
Ⅰ 特定の相手 不特定の人々、匿名の多数（例：集会での議論）
Ⅱ 相互のやりとり 一方的な語り（例：演説、説教、講義）
Ⅲ 交わす 伝える（例：報道、説得、ディベート、書き物）
Ⅳ 一つの主題を共有 雑然とした話題（例：おしゃべり、雑談）

Ⅴ 言論行為 非言語コミュニケーション
（例：身振り、合図、共感、以心伝心）

（出典：納富 2020）
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そ
れ
ゆ
え
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問
答
は
、「
対
話
」
に
は
い
た
ら
な
い
。
小
野
が
述
べ
る
と
お
り
、「
正
し
い
論
理
操
作
」
に
し

た
が
え
ば
、
す
で
に
在
る
「
真
理
」
に
到
達
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
「
他
者
」
の
介
在
は
必
要
で
は
な
い
か
ら
だ
。
教
師
が
な
す
べ
き
こ
と
は
、
せ
い
ぜ
い

生
徒
を
「
誘
導
」
す
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
「
誘
導
」
に
は
、
相
互
性
（
＝
相
互
の
や
り
と
り
）
が
欠
け
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
言
論
の
交
換
性
（
＝
交

わ
す
）
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
母
フ
ァ
イ
ナ
レ
テ
は
、
助
産
師
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問
答
法
は
、
周
知
の
と
お
り
「
知
の
産
婆
術
」（『
テ
ア
イ
テ
ト

ス
』）
と
も
形
容
さ
れ
る（
２
）。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、助
産
師
（
＝
教
師
）
の
働
き
か
け
に
か
か
わ
り
な
く
、ま
た
妊
婦
（
＝

生
徒
）
の
あ
り
よ
う
と
も
無
関
連
に
、
子
ど
も
（
＝
真
理
）
は
胎
内
に
存
在
し
、
た
だ
出
生
の
時
を
待
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

く
り
か
え
せ
ば
、「
真
理
」へ
と
誘
導
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
は
、必
ず
し
も「
対
話
」そ
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、教
室
空
間
、あ
る
い
は〈
教
え
る
―
学
ぶ
〉

関
係
に
お
け
る
「
対
話
」
の
あ
り
方
を
考
え
る
う
え
で
、
け
っ
し
て
見
逃
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

（
１
）  

プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
が
「
対
話
」
に
な
り
え
て
い
な
い
、
と
い
う
の
は
、
ぎ
ょ
っ
と
さ
せ
る
指
摘
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
急
い
で
注
釈
を
施
せ
ば
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
対
話
は
、
あ

く
ま
で
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
メ
ノ
ン
の
召
使
（
つ
ま
り
奴
隷
）」
と
の
対
話
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
メ
ノ
ン
』
本
編
の
中
心
を
な
す
、（
た
が
い
に
自
由
人
で
あ
る
）
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
メ
ノ

ン
の
対
話
部
分
で
は
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
メ
ノ
ン
の
や
り
と
り
じ
た
い
は
、
お
た
が
い
が
「
無
知
の
知
」
と
い
う
前
提
を
共
有
し
、
対
等
に
、
相
互
性
を
も
っ
て
、
質
疑
が
す
す
め
ら

れ
る
「
対
話
」
で
あ
る
と
、
ま
ず
は
見
な
し
う
る
だ
ろ
う
（
実
際
、
本
稿
の
第
６
章
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
「
対
話
」
に
お
い
て
パ
レ
ー
シ
ア
を
行
使
し
た
が
ゆ
え
に
、
彼
が
刑
死
に
追

い
や
ら
れ
た
事
情
に
触
れ
て
い
る
）。

 

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
さ
ら
に
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
は
、
そ
の
構
造
上
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
思
想
の
展
開
部
分
と
、
プ
ラ
ト
ン
の
思
想

の
展
開
部
分
の
双
方
が
、
融
合
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、「
イ
デ
ア
と
し
て
の
真
理
」
を
掲
げ
る
プ
ラ
ト
ン
の
思
想
が
、
ほ
ん
と
う
に
「
他
者
」
を

尊
重
し
、「
対
話
」
を
歓
迎
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
本
文
中
の
小
野
紀
明
の
指
摘
と
と
も
に
、
慎
重
に
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
２
）  

プ
ラ
ト
ン
の
中
期
作
品
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
に
お
い
て
、み
ず
か
ら
の
母
親
と
「
知
の
産
婆
術
」
に
つ
い
て
、ソ
ク
ラ
テ
ス
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
ソ
ク
ラ
テ
ス
　

ふ
む
、変
だ
な
。

そ
う
す
る
と
き
み
は
、
わ
た
し
が
信
頼
の
あ
つ
い
男
勝
り
の
産
婆
、
フ
ァ
イ
ナ
レ
テ
の
息
子
で
あ
る
と
い
う
話
を
、
聞
い
た
こ
と
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
」「
テ
ア
イ
テ
ト
ス
　

い
い
え
、

そ
の
こ
と
は
伺
っ
て
い
ま
す
。」「
ソ
ク
ラ
テ
ス
　

わ
た
し
が
同
じ
技
術
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
聞
い
て
い
る
か
ね
？
」（（
プ
ラ
ト
ンb.c.4C

：149A

→2019

：56

）。
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３
　

対
話
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
概
念
図
式
を
整
理
す
る

３
―
１
　

教
室
空
間
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
諸
相

真
理
の
２
つ
の
タ
イ
プ

　

こ
れ
ま
で
の
予
備
的
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
本
節
で
は
、「
教
室
空
間
に
お
い
て
、
対
話
的
な
学
び
が
成
立
す
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
」
に
つ
い
て
明
解
な
見

通
し
を
得
る
べ
く
、
若
干
の
概
念
的
整
理
を
お
こ
な
っ
て
い
く
。
た
だ
し
、
そ
の
前
に
ひ
と
つ
、
重
要
な
修
正
を
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
的
世
界
観
に
も
と
づ
く
タ
イ
プ
の
「
真
理
」
と
は
別
に
、
納
富
が
整
理
す
る
「
対
話
」
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
、

別
種
の
「
真
理
」
を
考
え
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
は
、
特
定
の
他
者
と

4

4

4

4

4

4

、4
●

ひ
と
つ
の
主
題
を
め
ぐ
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4
●

相
互
の
や
り
と
り
を

4

4

4

4

4

4

4

4

通
じ

4

4

、4
●

言
論
が
交
わ
さ
れ
る
な
か
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4
●

そ
の
都
度
妥
当
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

「
4

●

真
理

4

4

」
4

●

と
し
て
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
型
の
唯
一
普
遍
の
真
理
と
は
、
ま
っ
た
く
異

質
な
タ
イ
プ
の
真
理
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
今
後
の
議
論
の
便
宜
の
た
め
に
、
プ
ラ
ト
ン
的
世
界
観
の
も
と
で
の
真
理
を
「
真
理
Ａ
（
イ
デ
ア
型
）」
と
命
名
し
、
次
に
、
対
話
的
理
性
と
し
て

の
言
葉
の
交
換
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
真
理
を
「
真
理
Ｂ
（
対
話
型
）」
と
命
名
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
真
理
を
区
別
す
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
暫
定
的
に
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
教

室
空
間
に
お
い
て
探
究
さ
れ
る
真
理
と
は
、
は
た
し
て
「
真
理
Ａ
（
イ
デ
ア
型
）」
に
近
い
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
真
理
Ｂ
（
対
話
型
）」
に
近
い
も
の

か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

〈
教
え
る
―
学
ぶ
〉
関
係
を
め
ぐ
る
３
つ
の
理
念
型

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
回
答
は
、
教
師
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

第
一
に
、「
答
え
が
一
つ
で
な
い
問
い
」
を
め
ぐ
っ
て
生
徒
の
応
答
を
引
き
出
す
授
業
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
教
師
に
と
っ
て
は
、「
真
理
Ｂ
（
対
話
型
）」
の
方
に

リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
第
二
に
、ソ
ク
ラ
テ
ス
が
メ
ノ
ン
の
召
使
の
少
年
に
示
し
た
よ
う
な
授
業
ス
タ
イ
ル
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
教
師
に
と
っ
て
は
、

「
真
理
Ａ
（
イ
デ
ア
型
）」
の
方
が
し
っ
く
り
く
る
だ
ろ
う
。
第
三
に
、「
真
理
Ａ
（
イ
デ
ア
型
）」
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
教
師
の
な
か
に
も
、
生
徒
と
は
一
線
を
引
い

て
、
お
た
が
い
の
や
り
と
り
を
省
略
し
、
一
方
向
型
の
講
義
に
よ
っ
て
知
識
を
教
授
す
る
授
業
の
ほ
う
が
、
効
果
が
あ
る
と
感
じ
る
者
も
い
る
は
ず
だ
。

　

こ
の
考
察
か
ら
は
、
授
業
に
お
け
る
対
話
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
、
３
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
れ
を
、
教
室
空
間
に
お
い
て
成
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立
す
る
、〈
教
え
る
―
学
ぶ
〉
関
係
を
め
ぐ
る
３
つ
の
理
念
型
と
し
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。
上
記
図
表
は
、
納
富
の
「
対
話
／

対
話
で
な
い
も
の
」
の
二
項
対
立
図
式
を
拡
張
し
、「
対
話
的
で
あ
る
も
の
」
と
い
う
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
追
加
し
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
以
降
、
こ
の
３
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
対
話
（
Ｘ
タ
イ
プ
）
／
対
話
的
（
Ｙ
タ
イ
プ
）
／
非
対

話
（
Ｚ
タ
イ
プ
）」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

３
―
２
　

「
対
話
（
Ｘ
タ
イ
プ
）
／
対
話
的
（
Ｙ
タ
イ
プ
）
／
非
対
話
（
Ｚ
タ
イ
プ
）」

「
教
室
空
間
に
お
け
る
対
話
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
、
実
態
に
即
し
て
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
考
え
た
い
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
は
、
３
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
う
ち
、
ま
ず
は「
対
話
的（
Ｙ
タ
イ
プ
）」の
カ
テ
ゴ
リ
ー
―
―
つ
ま
り
は
、『
メ

ノ
ン
』
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
授
業
」
の
進
め
方
―
―
に
着
目
し
て
、
こ
の
図
表
の
理
解
を
深
め
て
い
く
の
が
よ
い
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
に
は
次
に
挙
げ
る
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。

「
対
話
に
向
け
た
萌
芽
」
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

第
一
に
、「
対
話
的
（
Ｙ
タ
イ
プ
）」
に
は
、「
対
話
」
そ
の
も
の
に
は
達
し
な
い
け
れ
ど
も
、「
対
話
に
向
け
た
萌
芽
」
と
な

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
「
対
話
的
」
と
形
容
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
実
質
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
備

わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
対
話
（
Ｘ
タ
イ
プ
）」
の
み

4

4

が
、「
対
話
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
実
現
し
て
い
る
と
考
え

る
の
は
、
お
そ
ら
く
間
違
っ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
少
し
説
明
を
加
え
て
お
こ
う
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
研
究
者
の
大
谷
弘
は
、
前
掲
し
た
『
メ
ノ
ン
』

の
お
な
じ
議
論
を
取
り
上
げ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
図
形
に
対
し
て
補
助
線
を
引
く
こ
と
で
図
形
を
新
し
い
秩
序
の
下
で
見
る

よ
う
促
す
」
と
い
う
方
法
が
、「
狭
い
意
味
で
の
論
証
の
チ
ェ
ッ
ク
」
を
越
え
た
、
公
共
的
思
考
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
と

指
摘
す
る
（
大
谷2023

：209-210

）。

　

た
し
か
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
的
世
界
観
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
す
で
に
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
「
真
理
」

（
＝
こ
れ
は
「
真
理
Ａ
」
で
あ
る
）
が
、
現
象
界
に
お
い
て
再
度
、確
認
さ
れ
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、「
新

図表：〈教える―学ぶ〉関係をめぐる３つの理念型
対話（X タイプ） 対話的（Y タイプ） 非対話（Z タイプ）

真理観 真理B（対話型） 真理A（イデア型） 真理A（イデア型）
教師の役割 ファシリテーター／対等 産婆術としての教師 真理を伝える教師

他者性について 重視／尊重 尊重／やや希薄 希薄／不在
納富の５基準 みたす 一部をみたす みたさない

コミュニケーション 対話的理性による言葉の交換 誘導／誘惑 一斉講義／教授
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し
い
物
の
見
方
に
気
づ
く
こ
と
」
で
異
な
る
意
味
秩
序
へ
と
誘
わ
れ
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
以
上
の
意
義
が
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
実
際
に
、
召
使
の
少
年
の
世

界
の
見
方
に
働
き
か
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
少
年
の
想
像
力
や
感
受
性
は
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

お
な
じ
こ
と
を
、
異
な
る
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
へ
と
新
た
に
開
示
さ
れ
る
体
験
で
あ
る
、
と
表
現
し
て
お
く
こ
と
も
で
き
る
。
後
期
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

言
語
ゲ
ー
ム
論
に
よ
れ
ば
、「
一
つ
の
言
語
を
想
像
す
る
と
は
、
一
つ
の
生
活
の
形
を
想
像
す
る
こ
と
で
あ
る
」（
大
谷2023

：102

）。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は

特
定
の
生
活
の
形
（
の
変
容
）
が
あ
り
、
た
ん
な
る
「
論
証
の
チ
ェ
ッ
ク
」
を
越
え
た
、
知
的
な
働
き
か
け
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
誘
導
」
で
あ
る
と
同
時
に
、「
誘

惑
」
で
も
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
他
者
の
変
容
を
と
も
な
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、「
対
話
に
向
け
た
萌
芽
」
を
読
み
と
る
べ
き
も

の
な
の
で
あ
る
。

〈
教
師
の
指
導
性
／
生
徒
の
自
律
性
〉
の
ジ
レ
ン
マ
図
式

　

「
対
話
的
（
Ｙ
タ
イ
プ
）」
に
着
目
す
べ
き
第
二
の
理
由
は
、〈
教
師
―
生
徒
〉
と
い
う
関
係
性
が
特
殊
で
あ
る
こ
と
と
か
か
わ
る
。「
対
話
」
と
は
、
ほ
ん
ら
い

対
等
な
関
係
の
も
と
で
営
ま
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。し
か
し
、〈
教
師
―
生
徒
〉と
い
う
関
係
性
は
、元
来
、非
対
称
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。し
た
が
っ

て
、「
対
話
（
Ｘ
タ
イ
プ
）」
と
い
う
の
は
、
根
本
的
に
教
室
空
間
に
な
じ
み
に
く
い
性
質
を
も
っ
て
い
る
。

　

こ
の
問
題
は
、
近
代
教
育
の
歴
史
に
お
い
て
、
く
り
か
え
し
回
帰
し
て
き
た
主
題
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
初
等
・
中
等
教
育
に
お
け
る
「
社
会
科
」
の
創
設

を
主
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
た
戦
後
新
教
育
の
実
践
は
、経
験
主
義
に
対
す
る
系
統
主
義
の
優
位
を
唱
え
る
論
者
か
ら
、す
ぐ
さ
ま「
這
い
ま
わ
る
経
験
主
義
」の
レ
ッ

テ
ル
を
貼
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
生
徒
の
自
律
性
を
確
保
し
つ
つ
、〈
教
師
―
生
徒
〉
関
係
を
両
立
す
る
こ
と
の
、
根
本
的
（
か
つ
原
理
的
）

な
不
安
定
性
が
あ
っ
た（
３
）。

　

他
方
、「
非
対
話
（
Ｚ
タ
イ
プ
）」
に
固
有
の
問
題
性
が
あ
る
こ
と
も
、
周
知
の
よ
う
に
、
幾
度
と
な
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
戦
後
教
育
言
説
に
お
い
て
も
、
戦

後
新
教
育
の
経
験
主
義
を
超
克
し
て
い
く
な
か
で
、「
真
理
を
伝
え
る
教
師
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
権
威
主
義
、
お
よ
び
硬
直
し
た
真
理
観
を
招
来
し
た
こ
と

は
、
思
い
出
さ
れ
て
よ
い
歴
史
で
あ
る（
４
）。

　

こ
う
し
た
〈
教
師
の
指
導
性
／
生
徒
の
自
律
性
〉
の
ジ
レ
ン
マ
図
式
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
め
ざ
す
に
あ
た
っ
て
は
、「
対

話
（
Ｘ
タ
イ
プ
）
／
対
話
的
（
Ｙ
タ
イ
プ
）
／
非
対
話
（
Ｚ
タ
イ
プ
）」
の
三
類
型
を
、
柔
軟
に
往
還
す
る
実
践
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ

る
だ
ろ
う
。
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い
う
ま
で
も
な
く
、「
答
え
が
一
つ
で
な
い
問
い
」
を
め
ぐ
っ
て
、「
対
話
（
Ｘ
タ
イ
プ
）」
が
め
ざ
さ
れ
る
実
践
は
重
要
で
あ
る
。
一
方
で
、
授
業
で
あ
つ
か

う
事
項
に
即
し
て
、「
非
対
話
（
Ｚ
タ
イ
プ
）」
が
選
ば
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
途
上
に
、「
対
話
的
（
Ｙ
タ
イ
プ
）」
が
あ
る
。「
教

師
の
指
導
性
」
と
「
生
徒
の
自
律
性
」
の
両
極
の
は
ざ
ま
に
あ
っ
て
、「
対
話
的
（
Ｙ
タ
イ
プ
）」
は
、
生
徒
に
、
新
し
い
秩
序
の
下
で
世
界
を
見
る
こ
と
を
促
し
、

「
対
話
に
向
け
た
萌
芽
」
を
含
む
実
践
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

３
―
３
　

対
話
性
を
評
価
す
る
た
め
の
視
座

　

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
と
は
具
体
的
に
何
を
め
ざ
す
べ
き
も
の
で
あ
る
の
か
―
―
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
『
メ
ノ
ン
』
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、

「
4

●

対
話

4

4

」4
●

の
概
念
を
掘
り
下
げ
つ
つ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4
●

ま
た

4

4

「4●

対
話
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」4
●

へ
と
そ
の
外
延
を
拡
張
す
る
か
た
ち
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
い
っ
た
ん
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
は
次
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
室
に
「
対
話
」
を
も
た
ら
す
こ
と
は
、「
対
話
」
の
成
立
条
件
に
お
け
る
、
本
来
的
な
ハ
ー

ド
ル
の
高
さ
を
考
え
る
な
ら
ば
、
安
易
に
設
定
さ
れ
る
べ
き
指
導
目
標
と
は
な
り
え
な
い
―
―
と
い
う
よ
り
も
、
教
室
空
間
に
お
い
て
は
、「
対
話
」
に
こ
だ
わ

る
べ
き
で
は
な
い
局
面
す
ら
、
あ
き
ら
か
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
洞
察
が
ま
ず
は
重
要
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
教
室
空
間
で
あ
つ
か
わ
れ
る
「
真
理
」
の
２
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
と
も
関
連
し
て
い
る
。
授
業
に
お
い
て
は
、
答
え
が
一
つ
で
は
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

問
い

4

4

（「
真
理
Ｂ
（
対
話
型
）」）
が
あ
つ
か
わ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
れ
ば
、
答
え
が
一
つ
し
か
な
い
問
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（「
真
理
Ａ
（
イ
デ
ア
型
）」）
が
あ
つ
か
わ
れ
る
ケ
ー
ス
も

（
３
）  「
社
会
科
」
を
中
心
と
す
る
戦
後
新
教
育
の
取
り
組
み
の
画
期
性
、
お
よ
び
そ
こ
に
潜
在
し
た
原
理
的
な
不
安
定
性
に
つ
い
て
は
、
山
村
（2015

）
で
論
じ
て
い
る
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー

ニ
ン
グ
の
よ
う
な
取
り
組
み
も
、
教
育
実
践
の
歴
史
の
な
か
で
周
期
的
に
回
帰
し
て
き
た
問
題
系
で
あ
る
と
俯
瞰
し
て
捉
え
て
お
く
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
に
重
要
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
４
）  

戦
後
新
教
育
に
対
す
る
系
統
主
義
派
か
ら
の
批
判
は
、東
西
冷
戦
を
背
景
と
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
と
も
相
ま
っ
て
、革
新
勢
力
の
教
育
学
的
枠
組
み
に
自
己
変
容
を
も
た
ら
し
た
（
系

統
主
義
派
の
理
論
的
背
景
の
ひ
と
つ
に
は
ソ
ビ
エ
ト
教
育
学
が
あ
っ
た
）。
こ
う
し
た
な
か
か
ら
、「
知
識
の
真
理
性
」
と
い
っ
た
言
説
が
、「
教
育
理
論
の
発
展
」
と
自
己
理
解
さ
れ
る

か
た
ち
で
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
当
時
の
教
育
学
が
、
学
問
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
模
索
の
途
上
に
あ
っ
た
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
る
。
教
育
養
成
を
旨
と
す
る
師
範

学
校
の
実
践
学
志
向
か
ら
脱
却
し
、
学
問
と
し
て
の
教
育
学
を
確
立
す
る
こ
と
は
、
戦
後
教
育
学
に
お
け
る
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
自
己

完
結
的
な
教
育
的
価
値
の
称
揚
と
い
う
、
あ
る
種
の
知
的
硬
直
化
を
と
も
な
う
弊
害
も
帰
結
し
た
。
こ
の
よ
う
な
戦
後
教
育
学
に
お
け
る
啓
蒙
主
義
的
言
説
の
問
題
機
制
に
つ
い
て
は
、

山
村
（2016

）
で
検
討
し
て
い
る
。
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あ
る
。
後
者
に
お
い
て
は
、「
対
話
」
の
要
素
は
と
う
ぜ
ん
薄
ま
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
不
都
合
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
質
の
悪
い
授
業

だ
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。「
非
対
話
（
Ｚ
タ
イ
プ
）」
の
授
業
は
、
そ
れ
じ
た
い
、
ひ
と
つ
の
選
択
肢
で
あ
り
つ
づ
け
る
。
授
業
に
お
い
て
、「
対
話
」
は
必
須

項
目
で
は
な
い
の
だ
。

　

そ
の
う
え
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、「
対
話
的
（
Ｙ
タ
イ
プ
）」
に
お
い
て
も
、「
対
話
に
向
け
た
萌
芽
」
を
見
出
し
う
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
あ
る
い
は
、

こ
の
知
見
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
わ
れ
わ
れ
は
「
非
対
話
（
Ｚ
タ
イ
プ
）」
に
お
い
て
も
、「
対
話
に
向
け
た
萌
芽
」
を
積
極
的
に
見
て
と
る
べ
き
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
斉
型
授
業
で
、
生
徒
が
ひ
と
こ
と
も
発
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
「
他
者
の
変
容
を
と
も
な
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が

生
ま
れ
、
相
互
性
が
成
立
す
る
こ
と
は
、
十
分
に
想
定
し
う
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、「
対
話
（
Ｘ
タ
イ
プ
）
／
対
話
的
（
Ｙ
タ
イ
プ
）
／
非
対
話
（
Ｚ
タ
イ
プ
）」
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
区
分
は
理
念
型
で
あ
り
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン

の
も
と
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
非
対
話
（
Ｚ
タ
イ
プ
）」
で
あ
っ
て
も
、
対
話
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
実
現
さ
れ
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

お
な
じ
理
屈
は
、
ま
っ
た
く
逆
方
向
に
適
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

こ
こ
で
、「
対
話
（
Ｘ
タ
イ
プ
）」
の
授
業
は
、
ほ
ん
と
う
に
「
対
話
」
に
成
功
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
念
を
差
し
向
け
て
み
る
こ
と
は
、
案
外
、
重
要
で

あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
教
師
が
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
に
徹
し
て
、
生
徒
が
お
た
が
い
を
「
他
者
」
と
し
て
尊
重
し
、
教
室
内
に
「
対
話
」
が
実
現
し
て
い
る

よ
う
な
状
況
を
考
え
て
み
よ
う
。
し
か
し
、
あ
ま
の
じ
ゃ
く
的
な
見
方
を
す
れ
ば
、「
完
全
な
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
し
て
の
教
師
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
つ

ね
に
欺
瞞
的
な
も
の
で
あ
り
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
生
徒
た
ち
が
、「
答
え
が
一
つ
で
な
い
問
い
」
を
め
ぐ
っ
て
議
論
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
「
答
え

が
一
つ
で
な
い
問
い
」
が
討
議
さ
れ
る
教
室
空
間
を
設
定
し
て
い
る
主
体
は
、
教
師
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。〈
教
師
の
指
導
性
／
生
徒
の
自
律
性
〉

の
ジ
レ
ン
マ
図
式
は
、
原
理
的
な
初
期
条
件
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
う
簡
単
に
脱
出
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
と
い
う
題
目
は
、
け
っ
し
て
表
面
的
に
受
け
止
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
複
雑
な
様
相
が
絡
み
あ
っ
た

目
標
と
し
て
あ
る
。
教
師
の
日
々
の
指
導
実
践
、
お
よ
び
教
室
空
間
に
お
け
る
対
話
性
の
あ
り
よ
う
は
、
こ
の
よ
う
な
視
座
の
も
と
に
、
は
じ
め
て
よ
く
省
察
し

う
る
の
だ
。
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４
　

教
室
空
間
を
「
対
話
的
」
に
す
る

４
―
１
　

中
３
公
民
に
お
け
る
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
試
み

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
型
学
習
の
導
入

　

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
本
節
で
は
、
２
０
２
４
年
度
１
学
期
の
中
学
３
年
生
の
「
公
民
」
に
お
い
て
本
稿
執
筆
者
が
取
り
組
ん
だ
グ
ル
ー
プ

ワ
ー
ク
の
実
践
に
つ
い
て
、
報
告
し
て
い
く
。

　

中
学
「
公
民
」
は
、
週
２
コ
マ
の
授
業
で
、
憲
法
、
政
治
、
経
済
な
ど
に
つ
い
て
学
習
す
る
。
１
学
期
は
、
憲
法
や
政
治
を
中
心
に
学
び
、
２
０
２
４
年
度
は

全
19
回
の
授
業
回
数
で
あ
っ
た
。
具
体
的
な
授
業
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
頁
の
図
表
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

こ
の
う
ち
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
実
施
し
た
の
は
、
合
計
10
回
（
表
中
の
①
～
⑩
）
で
あ
り
、
全
授
業
回
数
の
半
分
以
上
に
お
よ
ん
だ
。
内
容
は
、
憲
法
条
文

の
一
節
や
写
真
な
ど
、
短
い
資
料
を
提
示
し
た
う
え
で
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
４
～
５
人
の
グ
ル
ー
プ
で
自
由
に
意
見
を
ま
と
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
約
10

～
15
分
程
度
を
使
っ
て
各
グ
ル
ー
プ
で
ま
と
め
ら
れ
た
意
見
は
、
生
徒
が
所
有
す
るipad

に
搭
載
さ
れ
た
授
業
支
援
ア
プ
リ
「
ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
」
を
通
じ
て
全

体
で
共
有
し
、
黒
板
に
投
影
し
て
、
教
員
が
そ
の
内
容
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
す
る
、
と
い
う
方
式
が
と
ら
れ
た
（
左
掲
資
料
は
、
各
グ
ル
ー
プ
の
ま
と
め
ペ
ー
ジ

を
抜
粋
し
た
も
の
）。

グループワークNo. ②（憲法と法律の違い）

グループワークNo. ⑦（明治憲法の特徴）

グループワークNo. ⑨（吉田ドクトリン）

グループワークNo. ⑩（９条は護憲？改憲？）
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2024 年度１学期「中３公民」：授業とグループワークのスケジュール
No. 授業実施日 授業テーマ No. グループワークのテーマ 提示資料
1 4 月 12 日 イントロダクション ① 身近な政治ニュースを挙げてみる
2 4 月 17 日 政治と支配

3 4 月 19 日 法の支配 ②
憲法 13 条がなぜ大事か
そもそも憲法とは何か考えてみる

日本国憲法前文
日本国憲法 13 条

4 4 月 24 日 立憲主義の歴史 ③
フランス革命にいたるまでのヨーロ
ッパ史について、写真などからあれ
これまとめる

フランス人権宣言１条
ピューリタン革命・ヴェ
ルサイユ宮殿・ボストン
茶会事件（写真および絵）

5 4 月 26 日 社会契約論 ④
「人類の多年にわたる自由獲得の努
力」ってなに？
アメリカ独立宣言（英文）を解読し
てみる

日本国憲法 97 条
アメリカ独立宣言の冒頭

6 5 月 1 日 英仏の市民革命

7 5 月 10 日 ワイマール憲法
世界人権宣言 ⑤

ワイマール憲法の「現代的進化」っ
てなに？
世界人権宣言（1948）はなぜ宣言さ
れた？

ワイマール憲法 151 条
世界人権宣言（前文）

8 5 月 15 日 自由民権運動 ⑥
「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」って
どう思う？
植木枝盛から「抵抗権」を思い出す

大日本帝国憲法１条
東洋大日本国国権按

9 5 月 17 日 明治憲法
（外見的立憲主義）

中間試験

10 5 月 29 日 明治憲法（天皇主権）
11 5 月 31 日 大正デモクラシー

12 6 月 5 日 日本国憲法の成立 ⑦
大日本帝国憲法と日本国憲法の違い
をまとめる
「憲法と法律はどこが違うか」まと
める

大日本帝国憲法３条
日本国憲法１条・81 条・
98 条

13 6 月 7 日 憲法９条 ⑧
憲法９条はどう受け止められた？ 
その国際的な文脈とは？

日本国憲法前文・９条
パリ不戦条約・国際連合
憲章

14 6 月 14 日 ９条と国際法

15 6 月 19 日 ９条と日米関係 ⑨
くっくと笑う吉田茂
軽武装・経済重視について考える

小熊英二『民主と愛国』
p.457

16 6 月 21 日 日米安保
17 6 月 26 日 安保改定（1960）
18 6 月 28 日 冷戦後の日米関係
19 7 月 3 日 護憲 vs 改憲？ ⑩ 憲法９条は守るべき？ 変えるべき？ 日本国憲法９条

期末試験



― 13 ―

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
は
楽
し
か
っ
た
か
？

　

１
学
期
の
授
業
最
終
回
（
７
月
３
日
）
で
は
、Google Form

に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
質
問
項
目
で
ア
ン
ケ
ー
ト
を

実
施
し
た
（
本
稿
執
筆
者
の
担
当
２
ク
ラ
ス
分
：
回
答
者
総
数
69
名
）。「
Ｑ
１
：
公
民
の
授
業
に
対
す
る
興
味
」、
お
よ
び
、

「
Ｑ
２
：
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
楽
し
さ
」
に
つ
い
て
聞
い
た
と
こ
ろ
、
下
の
円
グ
ラ
フ
の
よ
う
な
回
答
を
得
た
。

　

ま
ず
、「
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
が
楽
し
か
っ
た
」
と
回
答
し
た
割
合
は
５
割
を
超
え
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
自
由
記
述
ア

ン
ケ
ー
ト
で
は
、
次
の
よ
う
な
回
答
が
寄
せ
ら
れ
た
。

・
最
初
は
社
会
科
で
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
す
る
こ
と
じ
た
い
が
珍
し
く
不
安
な
点
が
あ
っ
た
が
、
楽
し
く
で
き
た
。

た
ま
〜
に
で
る
ギ
ャ
グ
が
く
だ
ら
な
す
ぎ
て
面
白
か
っ
た
で
す
。

・
社
会
科
で
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
と
て
も
新
鮮
で
楽
し
か
っ
た
で
す
。

・
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
は
よ
く
考
え
る
の
で
テ
ス
ト
範
囲
の
こ
と
を
理
解
で
き
る
な
と
思
い
ま
し
た
。
先
生
の
ギ
ャ
グ

が
ま
あ
ま
あ
面
白
か
っ
た
の
で
楽
し
く
取
り
く
め
ま
し
た
。

・
憲
法
９
条
論
争
に
興
味
が
あ
っ
た
の
で
、
後
半
は
と
て
も
楽
し
く
、
学
習
が
深
ま
っ
た
。

　

他
方
、「
あ
ま
り
楽
し
く
は
な
い
／
む
し
ろ
苦
痛
で
あ
る
」
と
回
答
し
た
割
合
は
11
％
で
あ
っ
た
。
自
由
記
述
ア
ン
ケ
ー

ト
で
は
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
否
定
的
感
想
も
聞
か
れ
た
。

・
結
構
問
い
が
難
し
く
、
あ
ま
り
議
論
が
発
展
し
な
か
っ
た
。

・
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
が
苦
手
な
私
か
ら
す
る
と
す
こ
し
（
涙
）
で
し
た
。

　

中
学
１
年
次
・
２
年
次
ま
で
「
歴
史
」
や
「
地
理
」
を
中
心
に
学
ん
で
き
た
中
学
生
に
と
っ
て
、「
公
民
」
分
野
が
と
っ

つ
き
に
く
い
と
感
じ
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
、
こ
の
感
想
も
自
然
な
も
の
と
い
え
る
。

あまり興味がもてなかった
7％

まあまあ
興味がもてる
内容だった

52％ とても興味が
もてる

内容だった
41％

とても楽しい
13％

まあまあ楽しい
38％普通かな……

38％

あまり楽しくない 10％

むしろ苦痛である  1％

Q1．公民の授業は？Q2．グループワークは楽しかった？ 苦痛だった？
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グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
は
役
に
立
っ
た
か
？

　

さ
ら
に
、「
Ｑ
３
：
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
頻
度
」
と
「
Ｑ
４
：
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
授
業
（
講
義
部
分
）
の
理
解
は
深
ま
っ

た
か
？
」
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
よ
う
な
回
答
分
布
と
な
っ
た
。

　

「
Ｑ
３
」
に
つ
い
て
は
、「
回
数
は
ち
ょ
う
ど
良
か
っ
た
／
も
っ
と
回
数
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
」
と
積
極
的
評
価
を
す
る

回
答
は
74
％
で
あ
り
、「
回
数
が
多
す
ぎ
た
／
な
く
て
も
良
か
っ
た
」
と
す
る
回
答
が
26
％
で
あ
っ
た
。「
Ｑ
４
」
に
つ
い
て

は
、
肯
定
的
評
価
が
86
％
と
多
数
を
占
め
た
。

　

自
由
記
述
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
次
の
よ
う
な
意
見
や
感
想
が
寄
せ
ら
れ
た
。

・
公
民
は
難
し
い
内
容
が
多
か
っ
た
の
で
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
問
わ
れ
て
い
る
内
容
も
難
し
か
っ
た
け
れ
ど
、
理

解
す
る
の
に
と
て
も
役
立
っ
た
と
思
い
ま
す
。

・
自
分
た
ち
が
快
適
に
充
実
し
た
生
活
を
送
れ
て
い
る
の
は
、
法
律
や
憲
法
に
よ
っ
て
秩
序
が
保
た
れ
、
権
利
や
自

由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
共
に
、
先
人
達
や
多
く
の
人
々
の
お
か
げ
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
っ
た
。
グ
ル
ー

プ
ワ
ー
ク
で
は
、自
分
と
は
違
う
視
点
か
ら
の
意
見
を
た
く
さ
ん
吸
収
で
き
た
の
で
、と
て
も
有
意
義
な
時
間
だ
っ

た
と
思
う
。

・
前
々
か
ら
ほ
ん
の
少
し
法
律
や
憲
法
に
つ
い
て
興
味
が
あ
っ
た
け
れ
ど
調
べ
て
詳
し
く
な
ろ
う
と
ま
で
は
い
か
な

い
程
度
だ
っ
た
の
が
公
民
の
授
業
で
知
る
こ
と
が
で
き
て
、
さ
ら
に
興
味
が
湧
き
ま
し
た
。
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
も

い
ろ
ん
な
人
の
意
見
が
聞
け
て
楽
し
か
っ
た
で
す
。

・
友
達
と
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を
言
い
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
を
深
め
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
数
値
デ
ー
タ
か
ら
は
、「
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
回
数
は
多
す
ぎ
た
け
れ
ど
も
、
授
業
の
理
解
に
は
役
に
立
っ
た
」

と
両
義
的
な
評
価
を
し
て
い
る
層
が
一
部
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
読
み
と
れ
る
。

なくてもよかった
（講義形式だけでよい）

13％

回数が
多すぎたと思う

13％

毎回でもいいし、一回当たりの時間も
増やしてほしかった 6％

回数がもっとあった
ほうがよい　 6％

回数はちょうど
よかった

62％

かなり深まった
（とても効果的）

15％

まあまあ深まった
（効果はあった）

71％

講義だけで
いいんじゃないかな

（効果なし）
  14％

Q3．グループワークの頻度についてどう思いましたか？Q4．グループワークで授業（講義部分）の理解は深まった？
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４
―
２
　

実
際
に
、
ど
の
よ
う
な
対
話
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
た
か
？

憲
法
９
条
は
変
え
る
べ
き
か
／
守
る
べ
き
か

　

で
は
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
取
り
入
れ
た
授
業
に
お
い
て
、
生
徒
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
学
習
活
動
を
お
こ
な
っ
た
の
か
、
特
定
の
授
業
回
を
取
り
上
げ
る
か
た

ち
で
、
具
体
的
に
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

　

１
学
期
最
後
（
19
回
目
）
の
授
業
で
は
、
憲
法
９
条
を
め
ぐ
っ
て
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
お
こ
な
っ
た
（
⑩
回
目
）。
生
徒
に
提
示
し
た
プ
リ
ン
ト
資
料
は
、

左
の
枠
内
に
掲
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

生
徒
は
こ
れ
ま
で
の
授
業
の
な
か
で
、（
１
）「
法
の
支
配
」
を
実
現
す
る
立
憲
主
義
の
考
え
方
か
ら
近
代
的
憲
法
が
生
ま
れ
た
こ
と
、（
２
）
日
本
で
は
大
日

本
帝
国
憲
法
（
明
治
憲
法
）
が
成
立
し
た
が
、
そ
れ
は
外
見
的
立
憲
主
義
と
い
う
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、（
３
）
近
代
立
憲
主
義
を
実
現
し
た
日
本

国
憲
法
へ
の
転
換
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
占
領
と
い
う
特
殊
状
況
下
に
お
い
て
進
め
ら
れ
た
こ
と
、
な
ど
に
つ
い
て
学
ん
で
い
る
。

　

そ
の
う
え
で
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
実
施
前
の
授
業
に
お
い
て
は
、
憲
法
９
条
を
め
ぐ
る
「
解
釈
改
憲
」
の
問
題
に
つ
い
て
学
習
し
た
。（
４
）
東
西
冷
戦

の
深
ま
り
と
と
も
に
、
独
立
後
の
米
軍
に
よ
る
日
本
駐
留
が
決
ま
り
、
さ
ら
に
は
、（
５
）
自
衛
隊
が
創
設
さ
れ
る
な
か
で
、「
戦
争
放
棄
」
を
う
た
う
憲
法
９
条

が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
政
府
の
行
動
を
し
ば
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
浮
上
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
国
憲
法
の
も
と
で
近
代
立
憲
主
義
は
実

現
で
き
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
意
識
が
、
す
で
に
生
徒
に
対
し
て
示
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
⑩
回
目
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
は
進
め
ら
れ
た
。

ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
で
の
提
出
意
見

15 
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２ 

実
際
に
︑
ど
の
よ
う
な
対
話
的
コ
ミ
�
ニ
ケ
�
シ
�
ン
が
⽣
ま
れ
た
か
？ 

憲
法
９
条
は
変
え
る
べ
き
か
／
守
る
べ
き
か 

 
で
は
︑
グ
ル
�
プ
ワ
�
ク
を
取
り
⼊
れ
た
授
業
に
お
い
て
︑
⽣
徒
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
学
習
活
動
を
お
こ
な
�
た
の
か
︑
特
定
の
授
業
回
を
取
り
上
げ

る
か
た
ち
で
︑
具
体
的
に
振
り
返
�
て
み
よ
う
︒ 

 

１
学
期
最
後
︵
１
９
回
目
︶
の
授
業
で
は
︑
憲
法
９
条
を
め
ぐ
�
て
の
グ
ル
�
プ
ワ
�
ク
を
お
こ
な
�
た
︵
⑩
回
目
︶︒
⽣
徒
に
提
⽰
し
た
プ
リ
ン
ト
資

料
は
︑
左
の
枠
内
に
掲
⽰
し
た
と
お
り
で
あ
る
︒ 

 

⽣
徒
は
こ
れ
ま
で
の
授
業
の
な
か
で
︑︵
１
︶﹁
法
の
⽀
配
﹂
を
実
現
す
る
⽴
憲
主
義
の
考
え
⽅
か
ら
近
代
的
憲
法
が
⽣
ま
れ
た
こ
と
︑︵
２
︶
⽇
本
で
は

⼤
⽇
本
帝
国
憲
法
︵
明
治
憲
法
︶
が
成
⽴
し
た
が
︑
そ
れ
は
外
⾒
的
⽴
憲
主
義
と
い
う
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
�
た
こ
と
︑︵
３
︶
近
代
⽴
憲
主
義
を
実
現

し
た
⽇
本
国
憲
法
へ
の
転
換
は
︑
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
占
領
と
い
う
特
殊
状
況
下
に
お
い
て
進
め
ら
れ
た
こ
と
︑
な
ど
に
つ
い
て
学
ん
で
い
る
︒ 

 

そ
の
う
え
で
︑
こ
の
グ
ル
�
プ
ワ
�
ク
実
施
前
の
授
業
に
お
い
て
は
︑
憲
法
９
条
を
め
ぐ
る
﹁
解
釈
改
憲
﹂
の
問
題
︑
に
つ
い
て
学
習
し
た
︒︵
４
︶
東

⻄
冷
戦
の
深
ま
り
と
と
も
に
︑
独
⽴
後
の
⽶
軍
に
よ
る
⽇
本
駐
留
が
決
ま
り
︑
さ
ら
に
は
︑︵
５
︶
⾃
衛
隊
が
創
設
さ
れ
る
な
か
で
︑﹁
戦
争
放
棄
﹂
を
う

た
う
憲
法
９
条
が
じ
�
う
ぶ
ん
に
政
府
の
⾏
動
を
し
ば
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
か
︑
と
い
う
問
題
が
浮
上
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
⽇
本
国
憲
法
の
も
と

で
近
代
⽴
憲
主
義
は
実
現
で
き
て
い
る
の
か
︑
と
い
う
問
題
意
識
が
︑
す
で
に
⽣
徒
に
対
し
て
⽰
さ
れ
る
か
た
ち
で
︑ 

回
目
の
グ
ル
�
プ
ワ
�
ク
は
進
め
ら
れ
た
︒ 

        

NO.⑩：7 月 3 ⽇の 
グループワーク課題資料 

 

★日本国憲法第９条★  

①日本国民は、正義と秩序を基

調とする国際平和を誠実に希求

し、国権の発動たる戦争と、武力

による威嚇又は武力の行使は、

国際紛争を解決する手段として

は、永久にこれを放棄する。 

②前項の目的を達するため、陸

海空軍その他の戦力は、これを

保持しない。国の交戦権は、これ

を認めない。 
 

⇒憲法９条は、変えるべき？（＝
改憲）守るべき？（＝護憲） 

⇒変えるべき理由、あるいは、
守るべき理由を、それぞれ思
いつく限り、挙げてみよう！ 

あるグループの提出意⾒ 
（ロイロノート） 

 

〈変えるべき理由〉 

・矛盾が無くなる。 

・自衛隊の基準（＝戦争しない）

を明らかにする 
 

〈守るべき理由〉……班の意見 

・社会が混乱する 

・自衛隊員がただでさえ不足

しているのに変えることでも

っと不足するのでは 

・改憲して緩くなると防衛費が

増えるのでは 

・無理に変える必要がない 

グループワーク No.⑩の課題資料 

ロイロノートでの提出意見 

グループワークNo. ⑩の課題資料

ロイロノートでの提出意見
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改憲）守るべき？（＝護憲） 

⇒変えるべき理由、あるいは、
守るべき理由を、それぞれ思
いつく限り、挙げてみよう！ 

あるグループの提出意⾒ 
（ロイロノート） 

 

〈変えるべき理由〉 

・矛盾が無くなる。 

・自衛隊の基準（＝戦争しない）

を明らかにする 
 

〈守るべき理由〉……班の意見 

・社会が混乱する 

・自衛隊員がただでさえ不足

しているのに変えることでも

っと不足するのでは 

・改憲して緩くなると防衛費が

増えるのでは 

・無理に変える必要がない 

グループワーク No.⑩の課題資料 

ロイロノートでの提出意見 
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あ
る
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
例

　

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
記
録
し
た
映
像
・
音
声
デ
ー
タ
か
ら
、
生
徒
の
あ
い
だ
で
実
際
に
ど
の
よ
う
な
対
話
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
じ
た
か
に
つ

い
て
確
認
し
て
い
こ
う
。

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
音
声
デ
ー
タ
の
書
き
起
こ
し
は
、
あ
る
ク
ラ
ス
の
４
人
グ
ル
ー
プ
（
男
子
２
人
、
女
子
２
人
）
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
約

20
分
弱
の
や
り
と
り
を
経
て
、
前
頁
に
示
し
た
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
意
見
を
提
出
し
た
。
憲
法
９
条
を
「
変
え
る
べ
き
理
由
」、「
守
る
べ
き
理
由
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
で
出
た
意
見
を
箇
条
書
き
し
た
上
で
、
グ
ル
ー
プ
と
し
て
は
「
憲
法
９
条
は
守
る
べ
き
」
と
い
う
意
見
を
ま
と
め
て
い
る
。

　

次
の
「
や
り
と
り
①
」
は
、
憲
法
９
条
を
変
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
立
場
か
ら
の
意
見
で
あ
る
（
会
話
中
の
Ａ
は
男
子
生
徒
、
Ｂ
は
女
子
生
徒
）。

【
や
り
と
り
①
：
戦
争
し
な
い
方
向
で
、
憲
法
９
条
の
条
文
を
書
き
変
え
る
べ
き
だ
】

Ａ
：�「
自
衛
隊
が
戦
争
を
し
な
い
よ
」
っ
て
、
言
っ
て
お
く
べ
き
じ
ゃ
な
い
？�

最
高
法
規
だ
か
ら
。
先
に
戦
争
を
し
な
い
よ
っ
て
、
憲
法
で
言
っ
と
け
ば
、

法
律
が
変
わ
っ
て
も
戦
争
は
で
き
な
い
じ
ゃ
ん
。

Ｂ
：�

あ
ー
。

Ａ
：
あ
い
ま
い
な
基
準
を
正
確
に
し
た
ほ
う
が
い
い
。

Ｂ
：
は
い
は
い
。

　

こ
こ
で
生
徒
Ａ
は
、
憲
法
９
条
が
「
戦
争
の
放
棄
、
戦
力
及
び
交
戦
権
の
否
認
」
を
規
定
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
衛
隊
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
で
生
じ
た
矛

盾
に
つ
い
て
、
授
業
で
の
学
習
内
容
を
も
と
に
指
摘
し
て
い
る
。
政
府
が
「
最
小
限
度
の
実
力
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、「
解
釈
改
憲
」
が
な
さ
れ
て
い
る
状

態
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
の
「
最
高
法
規
性
」
の
性
格
を
ふ
ま
え
て
、
む
し
ろ
自
衛
隊
が
軍
事
行
動
を
起
こ
す
こ
と
を
抑
制
す
る
方
向
の
も
と
に
、「
憲

法
を
書
き
変
え
る
」
道
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
主
張
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
つ
づ
く
「
や
り
と
り
②
」
は
、
反
対
に
、「
憲
法
を
変
え
る
べ
き
で
は
な
い
（
＝
守
る
べ
き
）
理
由
」
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
生
徒
Ａ
は
、「
憲
法
を

変
え
る
」
こ
と
が
、「
解
釈
改
憲
」
に
よ
っ
て
す
で
に
憲
法
解
釈
が
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
「
追
認
」
と
な
る
問
題
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。
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【
や
り
と
り
②
：
解
釈
改
憲
を
追
認
す
る
よ
う
な
憲
法
改
正
は
、
ル
ー
ル
の
形
骸
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
】

Ａ
：
あ
と
、
ど
う
で
し
ょ
う
？

Ｂ
：（
憲
法
９
条
を
）
守
る
べ
き
理
由
は
何
ぞ
や
…
…
。

Ａ
：
自
衛
隊
が
９
条
に
違
反
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
ル
ー
ル
破
っ
た
か
ら
、
ル
ー
ル
変
え
ま
し
ょ
う
」
は
、
だ
め
じ
ゃ
な
い
？

Ｂ
：（
Ａ
を
復
唱
し
て
）
ル
ー
ル
破
っ
た
か
ら
、
ル
ー
ル
変
え
ま
し
ょ
う
？

Ａ
：
ス
マ
ホ
使
っ
て
い
る
人
が
多
い
か
ら
、
じ
ゃ
あ
、
ち
ょ
っ
と
ス
マ
ホ
使
え
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
、
っ
て
ち
ょ
っ
と
違
う
じ
ゃ
ん
。

Ｂ
：（
笑
）

要
す
る
に
、
生
徒
Ａ
は
、
憲
法
の
解
釈
を
現
実
に
合
わ
せ
て
捻
じ
曲
げ
た
う
え
で
、
そ
の
捻
じ
曲
が
っ
た
現
実
に
合
わ
せ
て
、
だ
か
ら
憲
法
を
変
え
る
と
い

う
の
で
は
、「
法
の
支
配
」
を
実
現
す
る
た
め
の
憲
法
の
最
高
法
規
性
が
、
ど
ん
ど
ん
形
骸
化
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。「
ス
マ
ホ
使
っ
て

い
る
人
が
多
い
か
ら
、
じ
ゃ
あ
、
ち
ょ
っ
と
ス
マ
ホ
使
え
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
比
喩
は
卓
抜
な
も
の
で
あ
り
、
生
徒
Ｂ
は
お
も
わ
ず
吹
き
出
し
て
笑

っ
て
い
る
。

こ
の
や
り
と
り
を
う
け
て
の
生
徒
Ｂ
の
意
見
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（「
や
り
と
り
③
」）。

【
や
り
と
り
③
：
憲
法
改
正
は
、
国
民
世
論
の
混
乱
を
惹
起
す
る
】

Ｂ
：（
笑
）。
た
し
か
に
。
憲
法
を
変
え
る
ん
だ
と
し
た
ら
、
国
民
の
何
割
の
…
…
。

Ａ
：
半
数
以
上
…
…
。

Ｂ
：�

半
数
以
上
。過
半
数
の
賛
成
と
、国
会
の
３
分
の
２
以
上
の
賛
成
と
、み
た
い
な
の
が
必
要
だ
か
ら
、そ
れ
の
と
き
に「
え
っ
？�

日
本
、戦
争
す
ん
の
？
」

み
た
い
な
？�

め
ん
ど
く
さ
そ
う
。

Ａ
：
あ
ー
。
混
乱
し
そ
う
。

Ｂ
：
そ
う
そ
う
、
混
乱
し
そ
う
。
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生
徒
Ｂ
の
発
話
は
、
実
際
に
憲
法
を
変
え
た
と
き
の
国
民
感
情
の
動
揺
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
憲
法
を
変
え
る
こ
と
じ
た
い
、
そ
れ
が
戦
争
に
向
か
う
動

き
で
あ
る
と
感
じ
る
国
民
が
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
が
社
会
を
二
分
し
か
ね
な
い
混
乱
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
意
を
尽
く
し
た
表

現
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、「
め
ん
ど
く
さ
そ
う
」
と
い
う
表
現
で
、
自
分
な
り
に
受
け
と
め
て
表
明
し
て
い
る
。

　

生
徒
Ａ
は
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
憲
法
で
示
さ
れ
た
平
和
主
義
の
原
理
は
、
そ
れ
が
「
原
理
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
安
易
な
変
更
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
趣
旨
で
、

「
や
り
と
り
④
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

【
や
り
と
り
④
：
近
代
立
憲
主
義
の
根
本
に
立
ち
返
る
べ
き
だ
】

Ａ
：
憲
法
じ
た
い
、
変
え
る
こ
と
を
な
ん
か
前
提
に
し
て
な
く
な
い
？

Ｂ
：
た
し
か
に
。

Ａ
：
変
え
な
い
と
思
っ
て
作
っ
て
い
る
…
…
よ
う
な
気
が
す
る
。

Ｂ
：
変
わ
っ
て
な
い
し
ね
。

Ａ
：
そ
う
。

つ
づ
い
て
、
こ
れ
ま
で
や
り
と
り
をipad

で
記
録
す
る
た
め
、
書
記
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
生
徒
Ｃ
（
女
子
生
徒
）
が
、
次
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
た

（「
や
り
と
り
⑤
」）。

【
や
り
と
り
⑤
：
憲
法
９
条
の
改
憲
に
よ
っ
て
、
防
衛
費
が
肥
大
す
る
】

Ｃ
：
あ
の
防
衛
費
に
割
く
お
金
が
、
増
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
は
思
っ
て
い
る
。

Ｂ
：
何
を
割
く
？

Ｃ
：
防
衛
費
。
防
衛
費
の
お
金
が
増
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
は
思
う
。

Ａ
：
ど
っ
ち
の
と
き
？�（
憲
法
９
条
を
）
変
え
た
ら
？

Ｃ
：（
憲
法
９
条
を
）
変
え
た
ら
。
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生
徒
Ｃ
は
、
憲
法
９
条
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
防
衛
費
が
増
え
る
と
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
改
憲
に
よ
っ
て
、
自
衛
隊
が
よ
り
積
極
的
な
対
外
活
動

を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
、
防
衛
費
が
増
え
る
と
の
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
徒
Ａ
お
よ
び
生
徒
Ｂ
は
こ
の
発
言
を
す
ぐ
に
は
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
ず
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
若
干
の
齟
齬
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

次
の
「
や
り
と
り
⑥
」
は
、こ
の
齟
齬
を
解
消
す
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
生
徒
Ｂ
は
、「
な
ぜ
、憲
法
を
変
え
た
ら
防
衛
費
が
増
え
る
の
か
」

と
尋
ね
て
い
る
が
、
生
徒
Ｃ
は
こ
れ
に
上
手
く
答
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
若
干
、
宙
を
浮
い
た
よ
う
な
や
り
と
り
が
つ
づ
く
。

【
や
り
と
り
⑥
：（
齟
齬
の
解
消
を
め
ざ
す
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）】

Ｂ
：（
憲
法
９
条
を
）
変
え
た
ら
、
防
衛
費
増
え
る
の
？

Ｃ
：
こ
れ
以
上
増
え
た
ら
、
な
ん
か
、
い
ろ
い
ろ
、
な
ん
か
み
た
い
な
。

Ｂ
：
ど
う
変
え
た
ら
？

Ｃ
：
あ
の
、
な
ん
か
、
ち
ょ
っ
と
活
動
し
や
す
く
な
る
か
ら
、
う
ー
ん
、
ま
、
そ
れ
で
な
ん
か
、
も
っ
と
必
要
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。

Ｂ
：
え
ぇ
と
、
戦
争
で
き
る
よ
う
に
す
る
っ
て
こ
と
？

Ｃ
：
な
ん
か
今
ま
で
最
低
限
、
な
感
じ
？

Ｂ
：
う
ん
。

Ｃ
：
が
、
ま
、
ち
ょ
っ
と
緩
く
な
っ
た
か
ら
。

　

生
徒
Ｃ
は
、「
緩
く
な
っ
た
」
と
い
う
表
現
で
、憲
法
９
条
の
文
言
が
自
衛
隊
の
活
動
に
制
約
を
か
け
て
い
る
「
し

ば
り
」
が
緩
ま
る
こ
と
の
危
惧
を
表
明
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
お
そ
ら
く
生
徒
Ｂ
は
「
憲
法
９
条
を
、
逆
に
、
自

衛
隊
の
活
動
に
さ
ら
な
る
制
約
を
か
け
る
方
向
で
変
え
る
」
と
い
う
可
能
性
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
た
め
に
、
そ

の
こ
と
が
う
ま
く
伝
わ
ら
な
い
。
困
っ
て
い
る
様
子
の
生
徒
Ｂ
に
対
し
て
、
生
徒
Ａ
が
次
の
よ
う
に
助
け
船
を
出

す
か
た
ち
で
、「
や
り
と
り
⑦
」
に
お
い
て
問
題
を
整
理
す
る
。

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に
取
り
組
む
生
徒
の
様
子

グループワークに取り組む生徒の様子
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【
や
り
と
り
⑦
：（
齟
齬
を
整
理
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）】

Ｂ
：
緩
く
な
る
の
？�

緩
く
な
る
か
。

Ａ
：
う
ー
ん
、
変
え
方
に
よ
る
よ
ね
。

Ｂ
：
ど
う
変
え
た
ら
？

Ａ
：
そ
う
。
例
え
ば
さ
、「
自
衛
隊
は
、
最
小
限
度
の
実
力
で
、
戦
争
し
ま
せ
ん
」
っ
て
書
い
た
ら
…
…
。

Ｂ
：
な
ん
だ
け
ど
。

Ａ
：（
そ
れ
は
）
制
限
じ
ゃ
な
い
じ
ゃ
ん
。

Ｂ
：
う
ん
。

Ａ
：
制
限
と
い
う
か
、
緩
く
は
な
っ
て
な
い
じ
ゃ
ん
？

Ｂ
：
う
ん
。

Ａ
：�

だ
け
ど
、
な
ん
て
い
う
の
？　

集
団
的
自
衛
権
と
か
、
も
う
ち
ょ
っ
と
な
ん
て
い
う
の
？　

外
国
と
、
戦
争
に
近
い
状
態
の
こ
と
を
、
許
し
そ
う
な

文
脈
に
な
っ
て
た
ら
そ
の
可
能
性
あ
る
よ
ね
。

　

以
上
の
「
や
り
と
り
①
～
や
り
と
り
⑦
」
は
、こ
の
グ
ル
ー
プ
の
中
で
の
連
続
的
な
発
話
を
そ
の
ま
ま
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、も
う
一
人
の
メ
ン
バ
ー

で
あ
る
生
徒
Ｄ
（
男
子
生
徒
）
の
発
言
機
会
は
な
か
っ
た
。

４
―
３
　

ア
ン
ケ
ー
ト
デ
ー
タ
か
ら
実
践
を
ふ
り
か
え
る

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
へ
の
参
加
度
デ
ー
タ

　

す
で
に
み
た
よ
う
に
今
回
の
実
践
で
は
、「
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
が
楽
し
か
っ
た
」
と
回
答
し
た
割
合
は
５
割
を
超
え
て
い
た
。
ま
た
、「
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
頻

度
」
に
つ
い
て
も
、
今
回
の
取
り
組
み
以
上
の
回
数
を
求
め
る
割
合
は
74
％
で
あ
っ
た
。
教
室
を
対
話
的
に
す
る
試
み
は
、
お
お
む
ね
好
意
的
に
受
け
と
め
ら
れ

る
状
況
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

と
は
い
え
、
半
数
近
く
の
生
徒
が
、「
普
通
か
な
…
…
」「
あ
ま
り
楽
し
く
な
い
」
と
回
答
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。「
Ｑ
５
：
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
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ク
で
の
貢
献
度
」
を
た
ず
ね
た
質
問
に
つ
い
て
も
、「
率
先
し
て
リ
ー
ド
し
た
」「
二
番
手
く
ら
い
の
貢
献
度
」
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
た
生
徒
が
29
％
と

３
割
近
く
で
あ
っ
た
一
方
、
か
れ
ら
に
追
随
す
る
フ
ォ
ロ
ワ
ー
層
は
７
割
程
度
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
全
10
回
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
な
か
で
、
参
加
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
各
回
で
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
次
頁
の
デ
ー
タ
は
、「
Ｑ
６
：

以
下
の
う
ち
、「
わ
り
と
盛
り
上
が
っ
た
な
…
」
と
思
え
る
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
が
あ
れ
ば
、
そ
の
回
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
（
複
数
選
択
可
）」、「
Ｑ
７
：
以
下
の

う
ち
、「
こ
れ
は
授
業
の
理
解
に
役
立
っ
た
な
…
」
と
思
え
る
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
が
あ
れ
ば
、
そ
の
回
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
（
複
数
選
択
可
）」
と
い
う
質
問
項

目
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
次
の
４
象
限
図
式
の
よ
う
に
、「
盛
り
上
が
る
／
盛
り
上
が
ら
な
い
」「
役
に
立
つ
／
役
に
立
た
な
い
」
の
ふ
た
つ
の
軸
で
こ
れ
を

整
理
す
る
と
、
今
回
の
実
践
に
お
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
想
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
析
的
に
読
み
と
れ
る
。

自分が率先してリードした
6％

平均的な貢献度だった
39％

二番手くらいの貢献度
だったと思う

23％

意見も言ったが、他人
まかせだったと思う

  32％

完全に人まかせを貫いた
  0％

Q5．グループワーク（議論や意見のまとめ）での貢献度は？

グループワーク（GW）の４象限図式

盛り上がる

盛り上がらない

役に立つ役に立たない

〈第１象限〉

盛り上がり、
役にも立つ

GW

〈第2象限〉

盛り上がるが、
役には立たない

GW

〈第3象限〉

盛り上がらず、
役にも立たない

GW

〈第4象限〉

盛り上らないが、
役には立つ

GW

グループワーク（GW）の４象限図式

Q5：「グループワークでの貢献度」
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Q6.「これは盛り上がったな…」と思えるグループワーク

アンケート結果：「盛り上がった／役に立った」グループワーク
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「
盛
り
上
が
り
、
役
に
も
立
っ
た
」
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
実
践

　

そ
の
な
か
で
、「
盛
り
上
が
り
、
役
に
も
立
っ
た
」
と
評
価
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
実
践
が
、
最
終
回
の
「
憲
法
９
条
は
変
え
る
べ
き
か
／
守
る
べ
き
か
」

の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
の
や
り
と
り
の
一
部
は
、
前
節
で
紹
介
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
授
業
全
体
の
感
想
（
自
由
回
答
）
の
な
か
で
も
、
こ
の

授
業
回
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
は
多
く
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
ふ
た
つ
の
感
想
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

・
改
憲
、
護
憲
派
の
意
見
を
し
っ
か
り
理
解
で
き
た
の
が
良
か
っ
た
。
先
生
が
ど
ち
ら
の
意
見
も
受
け
入
れ
て
く
れ
た
の
で
、
自
分
の
考
え
と
相
手
の
考

え
を
し
っ
か
り
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
２
学
期
も
同
じ
よ
う
な
形
式
に
な
っ
た
ら
い
い
な
と
思
っ
た
。

・
憲
法
９
条
が
ど
う
と
か
、
今
ま
で
ニ
ュ
ー
ス
で
か
な
り
見
て
き
ま
し
た
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
何
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
ど
こ
に
揉
め
て
い
る

の
か
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
公
民
の
授
業
を
通
し
て
一
つ
一
つ
の
何
が
問
題
な
の
か
、
今
（
ま
た
は
過
去
）
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の

か
に
つ
い
て
、
教
科
書
に
書
い
て
い
な
い
こ
と
も
含
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
、
今
ま
で
よ
り
も
ニ
ュ
ー
ス
や
新
聞
、
ネ
ッ
ト
記
事
な
ど
が
分
か
り
や
す

く
な
り
ま
し
た
。
憲
法
９
条
は
改
憲
す
べ
き
か
、護
憲
す
べ
き
か
。
こ
れ
は
、恐
ら
く
残
り
数
年
で
結
論
が
出
る
内
容
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

日
本
国
民
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
大
人
に
な
る
身
と
し
て
、
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
情
報
で
あ
り
、
真
面
目
に
向
き
合
わ
な
い
と
い
け
な
い
問
題
な
の

で
、
こ
れ
か
ら
も
新
た
な
情
報
を
知
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

１
学
期
全
19
回
の
授
業
内
容
を
確
認
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
憲
法
９
条
を
め
ぐ
る
こ
の
授
業
回
は
、
そ
も
そ
も
憲
法
と
は
何
か
、
社
会
契
約
論
お
よ
び
立
憲

主
義
と
い
っ
た
、
そ
れ
ま
で
授
業
で
あ
つ
か
っ
た
学
習
内
容
を
、
総
動
員
し
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
集
大
成
的
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
の

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
が
「
盛
り
上
が
り
、
役
に
も
立
っ
た
」
と
受
け
と
め
ら
れ
た
の
は
、
あ
る
意
味
で
、
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

な
お
、「
盛
り
上
が
ら
ず
、
役
に
も
立
た
な
い
」
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
実
践
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
テ
ー
マ
も
、
そ
れ
じ
た
い
、
興
味
深
い
も

の
で
あ
り
う
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
付
言
し
て
お
き
た
い
。
生
徒
が
「
盛
り
上
が
ら
ず
、
役
に
も
立
た
な
い
」
と
感
じ
た
内
容
で
あ
っ
て
も
、
教
師
が
独
自
の
教
育

的
意
義
を
認
め
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
全
体
構
成
の
な
か
に
配
置
す
る
こ
と
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
理
に
か
な
っ
た
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
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５　

「
対
話
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
観
点
か
ら
省
察
す
る

真
正
な
「
対
話
」
に
は
い
た
ら
な
い

　

さ
て
、第
３
章
に
お
い
て
、対
話
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
概
念
図
式
を
整
理
し
た
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、「
対
話
」と
い
う
観
点
か
ら
、今
回
の
グ
ル
ー

プ
ワ
ー
ク
実
践
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
は
４
―
２
節
で
み
た
生
徒
ど
う
し
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
真
正
な

4

4

4

「4●

対
話

4

4

」4
●

の
条
件
を
み
た
さ
な
い
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、２
章
で
と
り
あ
げ
た
、納
富
の
５
つ
の
基
準
を
ふ
り
か
え
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。た
し
か
に
、「
Ⅳ 

一
つ
の
主
題
を
共
有
」す
る
か
た
ち
で
、コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
進
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
「
Ⅱ 

相
互
の
や
り
と
り
」
は
希
薄
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
「
や
り
と
り
」
も
、
だ
れ
か
に
よ
っ

て
提
起
さ
れ
た
観
点
を
、
た
が
い
に
理
解
し
て
、
確
認
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
意
見
が
対
立
す
る
な
か
か
ら
、
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
論
点
が
見
出
さ
れ
る
、

と
い
う
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
見
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、「
理
解
し
て
、確
認
す
る
」
シ
ー
ン
に
お
い
て
も
、共
感
や
以
心
伝
心
に
近
い
、非
言
語
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
優
位
と
な
っ
て
い
る
や
り
と
り
も
散
見
さ
れ
る
（e.g.

「
や
り
と
り
⑥
」
に
お
け
る
、
生
徒
Ｃ
の
発
言
：「
こ
れ
以
上
増
え
た
ら
、
な
ん
か
、
い

ろ
い
ろ
、
な
ん
か
み
た
い
な
」）。

　

本
稿
が
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
な
か
で
生
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
「
対
話
」
で
は
な
く
、「
対
話
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
表
現
し
て
い
る
の
も
、

こ
う
し
た
理
由
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
は
、
３
―
３
節
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
討
議
テ
ー
マ
の
設
定
主
体
は
、
あ
く
ま
で
教
師
だ
と
い
う
根
本
的
な
制
約
条
件
も
あ
る
。
生
徒
の
あ
い
だ
で
、

い
く
ら
対
話
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
深
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
見
か
け
上
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。「
教
師
の
指
導
性
」
と
い
う
条

件
は
、
け
っ
し
て
消
去
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
の
こ
と
は
、「
対
話
」
に
お
い
て
、
対
話
者
に
要
求
さ
れ
る
「
自
律
性
」
の
契
機
を
そ
こ
な
う
方
向
に
働

く
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
今
回
の
「
憲
法
９
条
を
、
立
憲
主
義
の
観
点
か
ら
評
価
す
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
設
定
じ
た
い
、
対
話
的
理
性
と
し
て
の
言
葉
の
交
換
に

よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
「
真
理
Ｂ
（
対
話
型
）」
と
い
う
よ
り
は
、
教
師
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
た
「
真
理
Ａ
（
イ
デ
ア
型
）」
に
近
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
は
、今
回
の
実
践
は
、「
対
話
（
Ｘ
タ
イ
プ
）
／
対
話
的
（
Ｙ
タ
イ
プ
）
／
非
対
話
（
Ｚ
タ
イ
プ
）」
の
理
念
型
図
式
で
い
え
ば
、「
対
話
（
Ｘ
タ
イ
プ
）」

と
い
う
よ
り
は
、「
対
話
的
（
Ｙ
タ
イ
プ
）」
に
位
置
づ
け
る
の
が
自
然
な
よ
う
に
、
本
稿
執
筆
者
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
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「
対
話
へ
の
萌
芽
」
を
含
ん
だ
、
対
話
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
あ
る

　

た
だ
し
、そ
の
う
え
で
な
お
、３
―
３
節
で
み
た
生
徒
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
は
、「
対
話
に
向
け
た
萌
芽
」を
確
実
に
見
出
し
う
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
や
り
と
り
⑥
：（
齟
齬
の
解
消
を
め
ざ
す
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）」、
お
よ
び
、「
や
り
と
り
⑦
：（
齟
齬
を
整
理
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）」

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
真
正
な
「
対
話
」
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、こ
こ
で
の
や
り
と
り
は
冗
長
性
を
と
も
な
っ
た
も
の
で
し
か
な
く
、非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
近
い
も
の
で
す
ら
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
に
お
け
る
言
い
よ
ど
み
や
混
乱
は
、「
憲
法
」
や
「
政
治
」
を
め
ぐ
る
新
た
な
言
語
を
身
に
つ
け
る
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
生

じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
語
ゲ
ー
ム
論
を
ふ
た
た
び
想
起
す
れ
ば
、
そ
の
言
い
よ
ど
み
は
、
新
た
に
「
一
つ
の
生
活
の
形
を

想
像
す
る
」た
め
の
ふ
る
ま
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
。こ
の
よ
う
な
、
他
者
の
変
容
を
う
な
が
す
、
知
的
な
働
き
か
け
の
作
用
を
、
わ
れ
わ
れ
は
本
稿
に
お
い
て
、「
対

話
へ
の
萌
芽
」
あ
る
い
は
「
対
話
的
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）」
と
表
現
し
て
き
た
。

　

そ
う
し
た
観
点
か
ら
は
、「
や
り
と
り
②
」
も
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
な
か
で
生
徒
Ａ
は
、「
解
釈
改
憲
」
と
い
う
ゆ
が
ん
だ
事
態
が
、
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
追

認
さ
れ
る
こ
と
を
、「
ス
マ
ホ
使
っ
て
い
る
人
が
多
い
か
ら
、じ
ゃ
あ
、ち
ょ
っ
と
ス
マ
ホ
使
え
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
」と
い
う
比
喩
を
も
ち
い
て
批
判
し
て
い
る
。

こ
れ
を
聞
い
た
生
徒
Ｂ
は
、そ
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
比
喩
に
反
応
し
て
笑
っ
て
い
る
。そ
も
そ
も「
解
釈
改
憲
を
追
認
す
る
た
め
の
憲
法
改
正
」な
ど
と
い
っ
た
ボ
キ
ャ

ブ
ラ
リ
ー
は
、ふ
だ
ん
の
生
活
の
な
か
で
、日
常
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
学
術
的
な
言
葉
づ
か
い
が
、「
比
喩
」と
い
う
か
た
ち
で
、

い
ま
ま
で
の
生
活
や
経
験
に
な
じ
ん
だ
表
現
と
た
く
み
に
ブ
リ
ッ
ジ
さ
れ
、
相
互
理
解
を
促
進
し
て
い
る
こ
と
が
、
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

４
―
１
節
に
お
い
て
、
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
の
な
か
か
ら
、「
公
民
は
難
し
い
内
容
が
多
か
っ
た
の
で
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
問
わ
れ
て
い
る
内
容
も
難
し
か
っ

た
け
れ
ど
、
理
解
す
る
の
に
と
て
も
役
立
っ
た
」
と
い
う
感
想
を
紹
介
し
た
。
そ
れ
は
、
齟
齬
も
含
ん
だ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
、
友
人

や
自
分
が
生
み
出
し
た
比
喩
に
よ
る
理
解
を
通
じ
て
、
新
し
い
言
語
体
系
を
習
得
す
る
「
対
話
的
」
な
体
験
に
根
差
し
た
も
の
だ
っ
た
と
、
こ
こ
で
評
価
し
て
お

く
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
教
室
空
間
と
い
う
場
に
お
い
て
、「
修レ

ト
リ
ッ
ク

辞
学
に
対
す
る
論ロ

ジ
ッ
ク
理
学
の
優
位
」
を
説
く
プ
ラ
ト
ン
の
主
張
は
、
少
し
ば
か
り
の
修
正

を
要
す
る
も
の
な
の
だ
。
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６　

ふ
た
た
び
、
デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス dialogos 

と
は
？

パ
レ
ー
シ
ア
に
つ
い
て

　

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
め
ぐ
っ
て
、
も
し
か
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
―
―
本
稿
に
お
け
る
議
論
は
、「
対
話
」
の
ハ
ー
ド
ル
を
高
く

設
定
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
教
室
で
は
実
際
に
「
一
つ
の
主
題
」
を
め
ぐ
っ
て
、
意
見
の
交
換
が
な
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。「
憲
法
９
条
の
改
憲

／
護
憲
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、「
対
話
（
Ｘ
タ
イ
プ
）」
の
授
業
と
し
て
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
成
立
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
批
判
で
あ
る
。

し
か
も
、こ
こ
で
の
論
題
は
「
答
え
が
一
つ
で
は
な
い
問
い
」
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
て
、論
題
じ
た
い
は
「
真
理
Ｂ
（
対
話
型
）」
に
属
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ほ
ん
ら
い
の
「
対
話
」
と
は
、
自
分
の
心
身
、
あ
る
い
は
他
人
の
心
身
を
危
険
に
さ
ら
す
も
の
で
も
あ
り
う
る
、
と
い
う
厳
し
い
認
識

に
立
ち
戻
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
「
対
話
」
を
お
こ
な
っ
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ア
テ
ナ
イ
で
は
、（
お
な
じ
ポ
リ
ス
の
ス
パ
ル
タ
と
は
対
照
的
に
）
イ
セ
ー
ゴ
リ
ア
、イ
ソ
ノ
ミ
ア
、

パ
レ
ー
シ
ア
の
３
つ
の
理
念
が
、民
主
政
体
を
支
え
て
い
た
（
中
山2008

：51

）。
直
接
民
主
政
を
支
え
る
ア
テ
ナ
イ
市
民
は
、法
の
下
の
平
等
（
＝
イ
ソ
ノ
ミ
ア
）

の
も
と
で
、
平
等
な
発
言
権
（
＝
イ
セ
ー
ゴ
リ
ア
）
を
保
障
さ
れ
、
そ
し
て
、
自
分
の
考
え
る
こ
と
を
率
直
に
語
る
（
＝
パ
レ
ー
シ
ア
）
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

　

こ
の
う
ち
、
パ
レ
ー
シ
アparrhesia

は
、
５
世
紀
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
、
変
転
の
歴
史
を
た
ど
る
。
と
い
う
の
も
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
に
よ
る
国

土
の
荒
廃
を
背
景
と
し
て
、政
治
を
扇
動
的
に
語
る
デ
マ
ゴ
ー
グ
た
ち
が
登
場
し
、彼
ら
の
語
り
（
こ
れ
も
も
う
一
つ
の
「
パ
レ
ー
シ
ア
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
）
が
、

今
度
は
ポ
リ
ス
の
危
機
を
招
来
す
る
に
い
た
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
悪
し
き
パ
レ
ー
シ
ア
」
に
よ
っ
て
ポ
リ
ス
が
危
殆
に
瀕
す
る
な
か
、
パ
レ
ー
シ
ア
を

あ
る
べ
き
仕
方
で
行
使
し
た
の
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
あ
っ
た
。

　

『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
に
お
い
て
、ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ア
テ
ナ
イ
を
「
ノ
ロ
マ
な
馬
」
と
形
容
し
、み
ず
か
ら
を
ノ
ロ
マ
な
馬
を
目
覚
め
さ
せ
る
た
め
の
「
ア
ブ
」

だ
と
へ
り
く
だ
っ
て
み
せ
て
、
こ
の
よ
う
に
語
る
。

　
　
　

ソ
ク
ラ
テ
ス
　

 

　

さ
て
今
、
ア
テ
ナ
イ
の
皆
さ
ん
、
私
は
自
分
の
た
め
に
弁
明
す
る
こ
と
か
ら
―
―
そ
う
し
て
い
る
と
お
思
い
で
し
ょ
う
が
―
―
そ
ん
な

こ
と
か
ら
は
程
遠
い
状
態
に
あ
り
、
む
し
ろ
皆
さ
ん
の
た
め
に
、
私
に
有
罪
投
票
す
る
こ
と
で
あ
な
た
方
へ
の
神
の
贈
り
物
に
対
し
て
過

ち
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
と
、
弁
明
し
て
い
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

も
し
私
を
死
刑
に
し
た
ら
、
も
う
簡
単
に
は
こ
ん
な
人
物
を
見
出
す
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
。
実
際
、
可お

か笑
し
な
言
い
方
か
も
し
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れ
ま
せ
ん
が
、私
は
神
に
よ
っ
て
ポ
リ
ス
に
く
っ
付
け
ら
れ
た
存
在
な
の
で
す
。
大
き
く
て
血
統
は
よ
い
が
、そ
の
大
き
さ
ゆ
え
に
ち
ょ
っ

と
ノ
ロ
マ
で
、
ア
ブ
の
よ
う
な
存
在
に
目
を
覚
ま
さ
せ
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
馬
、
そ
ん
な
こ
の
ポ
リ
ス
に
、
神
は
私
を
く
っ
付
け
ら
れ

た
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
私
と
は
、
あ
な
た
方
一
人
ひ
と
り
を
目
覚
め
さ
せ
、
説
得
し
、
非
難
し
な
が
ら
、
一
日
中
ど
こ
で
も
つ
き
ま
と

う
の
を
や
め
な
い
存
在
な
の
で
す
。

（
プ
ラ
ト
ンb.c.4C

：30D
-31A

→2012

：65

）

　

そ
の
う
え
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
道
徳
的
か
つ
政
治
的
な
パ
レ
ー
シ
ア
を
貫
徹
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
ポ
リ
ス
の
決
定
に
よ
っ
て
刑
死
に
追
い
や
ら
れ
た
こ
と
を

知
っ
て
い
る
。
ア
テ
ナ
イ
市
民
は
、
ア
ブ
の
よ
う
に
つ
き
ま
と
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
嫌
悪
し
、「
若
者
た
ち
を
堕
落
さ
せ
、
か
つ
、
ポ
リ
ス
が
信
ず
る
神
々
を
信
ぜ
ず
、

別
の
新
奇
な
神

ダ
イ
モ
ー
ン霊の
よ
う
な
も
の
を
信
ず
る
」
不
正
を
犯
し
た
と
糾
弾
し
た
（
プ
ラ
ト
ンb.c.4C

：24BC

→2012

：41

）。
真
理
を
率
直
に
語
る
（
＝
パ
レ
ー
シ
ア
）

こ
と
は
、
他
人
を
動
揺
さ
せ
る
と
と
も
に
、
み
ず
か
ら
を
危
険
に
さ
ら
す
ふ
る
ま
い
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
「
対
話
」
と
は
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
は
ら
ん
だ
営
み

と
し
て
、
捉
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、
教
師
が
課
題
を
あ
ら
か
じ
め
設
定
す
る
教
室
空
間
に
お
い
て
、
本
来
的
な
意
味
で
の
「
対
話
」
が
成
立
し
が
た
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

さ
ら
に
は
、
そ
も
そ
も
「
対
話
」
が
な
じ
ま
な
い
よ
う
な
学
習
課
題
も
設
定
さ
れ
う
る
し
、
そ
れ
は
む
し
ろ
通
常
の
こ
と
で
あ
る
と
も
述
べ
た
。
こ
れ
ら
に
加
え

て
、
こ
こ
で
は
、
も
し
教
室
空
間
に
「
対
話
」
が
成
立
す
る
と
し
て
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
重
た
い
リ
ス
ク
を
生
徒
に
負
わ
せ
る
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
は
教
育

的
な
ふ
る
ま
い
で
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
自
問
の
必
要
性
も
強
調
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
も
、「
対
話
の
ハ
ー
ド
ル
」
は
、
低
く
設
定

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ア
ナ
ム
ネ
ー
シ
ス
を
め
ぐ
っ
て

　

一
方
、
わ
れ
わ
れ
は
一
貫
し
て
、「
対
話
的
で
あ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
追
い
求
め
る
べ
き
教
育
課
題
で
あ
る
と
も
主
張
し
て
き
た
。
こ
こ
ま
で
の
議

論
の
理
論
的
な
補
強
と
し
て
、
あ
る
い
は
、「
知
的
な
感
銘
と
は
い
か
な
る
体
験
で
あ
る
か
」
に
つ
い
て
論
じ
残
し
た
点
を
み
じ
か
く
述
べ
て
、
本
稿
の
結
論
を

準
備
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

『
メ
ノ
ン
』
に
お
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
メ
ノ
ン
が
主
題
と
し
た
の
は
「
徳

エ
レ
テ
ー」

を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、「
徳
が
何
で
あ
る
か
、
知
ら
な
い
」
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と
述
べ
る
の
に
対
し
て
、
メ
ノ
ン
は
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
あ
な
た
は
ど
ん
な
ふ
う
に
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
自
分
で
も
ま
っ
た
く
知
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
な
「
当
の
も
の
」

を
探
究
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？
」
と
問
い
か
け
る
（
プ
ラ
ト
ンb.c.4C

：80D

→2012

：66

）。

　

こ
れ
が
有
名
な
「
探
究
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
で
あ
る
。
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、「
人
間
は
、
知
ら
な
い
こ
と
も
、
知
っ
て
い
る
こ
と
も
、
探
究
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
知
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
探
究
す
る
必
要
が
な
い
。
知
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
そ
れ
を
探
究
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
」
と
い
う

命
題
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
。

　

し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
こ
の
「
探
究
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
は
道
理
に
合
わ
な
い
と
批
判
し
て
、「
人
間
の
魂
の
不
死
」
に
つ
い
て
こ
う
語
り
は
じ
め
る
。

　
　
　

ソ
ク
ラ
テ
ス
　

 

こ
の
よ
う
に
魂
は
不
死
で
あ
り
、
す
で
に
何
度
も
生
ま
れ
て
き
て
お
り
、
こ
の
世
の
こ
と
で
も
冥
府
の
こ
と
で
も
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
を

す
で
に
見
て
き
た
の
で
、
魂
が
学
び
知
っ
て
い
な
い
こ
と
は
何
も
な
い
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
徳

エ
レ
テ
ーに

つ
い
て
も
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

に
つ
い
て
も
、
な
に
し
ろ
魂
が
以
前
に
も
う

0

0

0

0

0

知
っ
て
い
た
こ
と
な
の
で
、
魂
が
こ
れ
ら
を
想
起
で
き
る
こ
と
に
は
何
の
不
思
議
も
な
い
。

（
プ
ラ
ト
ンb.c.4C

：81C

→2012

：70

）

　

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
、
魂
を
め
ぐ
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
世
界
観
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
脇
に
お
い
て
お
こ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
こ
で
、「
知
的
で

あ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
の
本
質
的
な
洞
察
を
語
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
、「
探
究
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
を
越
え
出
て
、
わ
れ
わ
れ
が
知
的
な
探
究
に
乗
り
出
し
て
い
け
る
の
は
、
そ
の
探
究
対
象
が
ま
っ
た
く
未
知
で
も
な
く
、

ま
っ
た
く
既
知
で
も
な
い
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
洞
察
で
あ
る（
５
）。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
メ
ノ
ン
の
召
使
に
対
し
て
幾
何
学
の
論
証
を
し
て

み
せ
た
の
は
、
こ
の
「
想
起
説 anam

nēsis

」
を
例
証
す
る
た
め
に
こ
そ
で
あ
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
本
当
に
知
り
た
い
こ
と
を
、
す
で
に
う
す
う
す
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
い
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
対
象
と
し
て
、
う
す
う

4

4

4

す
知
っ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

に
す
ぎ
な
い
状
態
の
も
の
が
、
言
語
化
な
り
理
論
化
な
り
実
証
化
な
り
に
よ
っ
て
、
明
確
化
さ
れ
、
体
系
的
に
拡
張
さ
れ
る
こ
と
で
、
知
的
な
感

銘
が
わ
れ
わ
れ
に
も
た
ら
さ
れ
る
。

　

知
に
関
す
る
こ
の
洞
察
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、「
対
話
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
意
義
に
も
、
新
た
な
角
度
か
ら
光
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、
第
３
章
で
み
た
生
徒
の
や
り
と
り
を
、
齟
齬
も
含
ん
だ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
、
友
人
や
自
分
が
生
み
出
し
た
比
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喩
に
よ
る
理
解
を
通
じ
て
、
新
し
い
言
語
体
系
を
習
得
す
る
「
対
話
的
」
な
体
験
と
し
て
理
解
し
た
。
そ
の
齟
齬
の
整
理
や
比
喩
の
創
出
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
ま
さ

に
、
う
す
う
す
知
っ
て
い
る
未
知
の
も
の
を
明
確
な
も
の
へ
と
拡
張
す
る
過
程
に
ほ
か
な
ら
ず
、
探
究
に
お
い
て
本
質
的
な
営
み
を
な
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
今
回
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
実
践
に
お
い
て
、「
Ｑ
４
：
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
授
業
（
講
義
部
分
）
の
理
解
は
深
ま
っ
た
か
？
」
の
回
答
は
、

「
か
な
り
深
ま
っ
た
（
と
て
も
効
果
的
）」
が
15
％
、「
ま
あ
ま
あ
深
ま
っ
た
（
効
果
は
あ
っ
た
）」
が
71
％
で
あ
り
、
９
割
近
く
の
生
徒
が
効
果
を
実
感
す
る
結
果

と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
自
由
回
答
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
前
々
か
ら
ほ
ん
の
少
し
法
律
や
憲
法
に
つ
い
て
興
味
が
あ
っ
た
け
れ
ど
調
べ
て
詳
し
く
な
ろ
う
と
ま

で
は
い
か
な
い
程
度
だ
っ
た
の
が
公
民
の
授
業
で
知
る
こ
と
が
で
き
て
、
さ
ら
に
興
味
が
湧
き
ま
し
た
」
と
い
っ
た
生
徒
の
感
想
も
見
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
デ
ー

タ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
に
開
か
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
ア
ナ
ム
ネ
ー
シ
ス
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
有
力
な
解
釈
の
ひ
と
つ
と
な
る
だ
ろ
う
。

７　

結
論

　

全
体
の
議
論
を
ふ
ま
え
て
、
本
稿
の
結
論
を
ま
と
め
て
お
く
。

　

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
と
い
う
題
目
の
も
と
で
あ
っ
て
も
、
教
室
空
間
に
「
対
話
」
を
も
た
ら
す
こ
と
は
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
し
、
そ
れ
が

安
易
に
め
ざ
さ
れ
る
べ
き
で
も
な
い
―
―
こ
れ
が
第
一
の
結
論
と
な
る
こ
と
は
、
す
で
に
あ
き
ら
か
だ
ろ
う
。

　

そ
の
う
え
で
、
他
者
の
変
容
を
と
も
な
う
萌
芽
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
あ
る
い
は
探
究
の
本
質
を
な
す
営
み
と
し
て
、
知
的
な
誘
惑
を
も
た
ら

す
「
対
話
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
じ
た
い
は
、
積
極
的
に
め
ざ
さ
れ
る
べ
き
目
標
だ
、
と
い
う
の
が
第
二
の
結
論
で
あ
る
。

　

念
の
た
め
、
注
釈
も
施
し
て
お
く
。

（
５
）  “W

e can know
 m
ore than w

e can tell.”

と
い
う
言
葉
は
、「
暗
黙
知
」
の
概
念
を
提
唱
し
た
マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
語
れ
る
以
上
の
こ
と
を
知
っ

て
い
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
哲
学
に
お
け
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
サ
ン
ダ
ー
ス
・
パ
ー
ス
の
「
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」
と
も
通
底
す
る
、
こ
の
「
暗
黙
知
」
の
概
念
は
、
経
営
学
の
文
脈
な

ど
で
も
注
目
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
経
営
学
者
の
野
中
郁
次
郎
は
、
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、「
現
実
の
個
別
の
事
象
の
か
す
か
な
徴
候
に
も
驚
き
や
変
化
（
細
目
）
を
察
知
し
、

関
係
す
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
知
見
を
統
合
し
て
飛
躍
し
た
仮
説
を
創
り
、
試
行
錯
誤
的
に
検
証
し
な
が
ら
新
た
な
発
見
に
至
る
」
と
説
明
し
た
う
え
で
、「
暗
黙
的
統
合
」
が
知
的
機
動

力
を
生
む
と
す
る
、知
識
創
造
理
論
（SECI

モ
デ
ル
）
を
提
唱
し
て
い
る
（
野
中2017

：109

）。
こ
れ
ら
の
洞
察
は
す
べ
て
、ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
想
起
説
」
を
源
流
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
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「
対
話
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
は
、表
面
上
の
授
業
形
態
（「
対
話
（
Ｘ
タ
イ
プ
）
／
対
話
的
（
Ｙ
タ
イ
プ
）
／
非
対
話
（
Ｚ
タ
イ
プ
）」）
に
か
か
わ
ら
ず
、

ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
も
実
現
し
う
る
し
、
あ
る
い
は
そ
の
ど
れ
に
お
い
て
も
実
現
し
な
い
こ
と
も
あ
る（
６
）。
大
人
数
に
向
け
て
語
り
か
け
る
一
斉
講
義
で
あ
っ

て
も
、「
う
す
う
す
知
っ
て
い
る
こ
と
」
に
あ
ざ
や
か
な
補
助
線
が
ひ
か
れ
る
知
的
感
銘
に
よ
っ
て
、
た
ん
な
る
論
証
の
チ
ェ
ッ
ク
を
こ
え
た
他
者
の
変
容
は
生

じ
う
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
逆
に
、
教
室
空
間
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
発
言
量
が
確
保
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
探
究
的
な
学
び
と
い
さ
さ
か

も
切
り
結
ば
な
い
実
践
も
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
想
像
で
き
る
。

　

そ
れ
ら
の
タ
イ
プ
分
け
は
、
思
考
を
整
理
す
る
た
め
の
理
念
型
と
し
て
、
有
益
な
役
割
を
果
た
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。〈
教
え
る
―
学
ぶ
〉
関
係
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
な
授
業
ス
タ
イ
ル
が
選
択
さ
れ
る
か
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
た
か
だ
か
外
形
的
な
差
異
を
示
す
も
の
で
し
か
な
い
。
知
的
な
感
銘
を
も
た
ら
す
対
話
的

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
都
度
の
賭
け
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
教
室
空
間
に
「
主
体
的
な
学
び
」
を
導
き
入
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
ち

が
い
な
い
。
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（
６
）  「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
が
提
唱
さ
れ
る
な
か
、授
業
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
対
話
的
手
法
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
主
張
（Claim

）、事
実
・
デ
ー
タ
（D

ata

）、論
拠
・

理
由
付
け
（W
arrant

）」
の
三
角
ロ
ジ
ッ
ク
に
肉
付
け
す
る
か
た
ち
で
、
対
話
型
論
証
の
モ
デ
ル
を
授
業
実
践
に
導
入
す
る
、
い
わ
ゆ
る
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
・
モ
デ
ル
を
活
用
し
た
試
み

が
あ
る
（
松
下 2021

）。
あ
る
い
は
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
異
な
っ
た
資
料
を
検
討
す
る
「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
活
動
」、
そ
れ
ら
の
知
見
を
持
ち
寄
り
対
話
す
る
「
ジ
グ
ソ
ー
活
動
」、
さ
ま
ざ

ま
な
知
見
を
め
ぐ
る
「
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
」
等
の
諸
段
階
を
通
じ
て
授
業
を
構
成
す
る
「
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
」
な
ど
も
、
他
者
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
協
調
学
習
を
す
す
め
て
い
く

手
法
と
し
て
注
目
さ
れ
る
（
東
京
大
学CoREF 　

2019

）。
さ
ら
に
は
、
社
会
科
授
業
を
め
ぐ
っ
て
、
Ｍ
Ｑ
（M

ain Q
uestion

）
と
Ｓ
Ｑ
（Sub Q

uestion

）
等
に
も
と
づ
き
階
層
的

に
整
序
さ
れ
た
複
数
資
料
を
、
体
系
的
・
構
造
的
に
配
置
す
る
こ
と
で
、「
指
導
さ
れ
た
討
論
」
の
理
念
の
も
と
に
探
究
活
動
を
活
性
化
さ
せ
る
「
問
い
の
構
造
図
」
の
方
法
論
な
ど
も
、

実
践
的
に
試
行
さ
れ
て
い
る
（
星 2020

）。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
試
み
に
つ
い
て
も
、
本
稿
の
結
論
で
述
べ
た
こ
と
は
す
べ
て
当
て
は
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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