
公
民
教
育
構
想
と
公
民
教
育

－
　
『
国
民
学
校
公
民
教
師
用
書
』
　
に
つ
い
て
の
研
究
ノ
ー
ト
ー
ー
1

木

　

村

　

勝

　

彦

1
．
は
じ
め
に

第
二
次
大
戦
後
の
社
会
科
の
成
立
に
関
し
て
は
、
す
で
に
一
九
五
〇
年
代
の
当
事
者
に
よ
る
証
言
に
は
じ
ま
り
、
諸
先
学

に
よ
っ
て
か
な
り
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
解
明
さ
れ
て
き
て
い
る
。
特
に
一
九
九
三
年
に
出
版
さ
れ
た
片
上
宗
二
の
『
日
本
社

会
科
成
立
史
研
究
』
は
日
本
側
の
資
料
は
も
と
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
側
の
資
料
も
最
大
限
に
駆
使
し
た
研
究
成
果
で
あ
り
、
社

会
科
成
立
過
程
研
究
の
一
つ
の
頂
点
で
あ
る
と
い
え
る
。

本
論
は
、
片
上
の
研
究
に
代
表
さ
れ
る
諸
研
究
の
成
果
の
上
に
立
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
公
民
教
育
構
想
の
中
の
特
に
初
等
段

階
の
部
分
、
具
体
的
に
は
公
民
教
育
の
教
師
用
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
あ
っ
た
『
国
民
学
校
公
民
教
師
用
書
』
に
焦
点
を
当
て
、

そ
の
責
任
者
で
あ
る
青
木
誠
四
郎
の
教
育
観
を
検
討
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
片
上
は
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二

五

二

も
と
よ
り
他
の
論
者
も
未
だ
十
分
に
触
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
の
問
題
意
識
か
ら

す
れ
ば
、
初
等
段
階
の
公
民
教
育
構
想
の
検
討
は
戦
前
の
公
民
教
育
と
の
関
係
を
探
る
上
で
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
公
民
教
育
構
想
は
、
終
戦
直
後
か
ら
始
ま
る
前
田
多
門
文
相
の
も
と
で
進
め
ら
れ
た
公
民
教
育
の
振
興
か
ら
始

ま
り
、
公
民
教
育
刷
新
委
員
会
の
成
立
と
そ
の
答
申
、
公
民
教
育
要
目
委
員
会
に
よ
る
公
民
科
教
材
配
当
表
の
作
成
を
経
て

『
国
民
学
校
公
民
教
師
用
書
』
及
び
『
中
等
学
校
青
年
学
校
公
民
教
師
用
書
』
　
の
成
立
を
以
て
一
応
、
歴
史
的
に
は
完
成
す

る
。
そ
し
て
現
場
で
は
公
民
科
の
授
業
が
　
『
公
民
教
師
用
書
』
が
出
さ
れ
る
数
ヶ
月
前
か
ら
開
始
さ
れ
る
一
方
、
一
九
四
六

年
秋
に
は
社
会
科
の
導
入
が
文
部
省
と
C
I
E
と
の
間
で
合
意
さ
れ
、
社
会
科
の
成
立
へ
と
向
か
っ
て
い
く
。
以
下
で
は
、

そ
う
し
た
過
程
を
踏
ま
え
て
、
特
に
公
民
教
育
刷
新
委
員
会
の
答
申
と
『
国
民
学
校
公
民
教
師
用
書
』
　
の
内
容
を
確
認
し
た

上
で
、
同
書
の
編
集
責
任
者
で
あ
っ
た
青
木
誠
四
郎
の
教
育
観
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

2
．
公
民
教
育
刷
新
委
員
会
答
申
に
つ
い
て

周
知
の
ご
と
く
公
民
教
育
刷
新
委
員
会
は
一
l
九
四
六
年
二
月
l
日
に
「
新
事
態
二
即
応
ス
ル
公
民
教
育
ノ
刷
新
改
善
ヲ

図
ル
為
」
東
京
帝
国
大
学
教
授
で
あ
っ
た
戸
田
貞
三
、
和
辻
哲
郎
ら
当
時
の
一
流
の
学
者
を
メ
ン
バ
ー
と
し
て
成
立
す
る
。

こ
の
委
員
会
は
当
時
の
文
相
で
あ
っ
た
「
前
田
や
総
司
令
部
の
要
請
の
結
果
と
し
て
刷
新
委
員
会
が
生
ま
れ
た
」
と
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
は
「
『
社
会
的
現
象
の
相
関
関
係
を
多
角
的
総
合
的
に
理
解
せ
し
め
る
』
　
（
第
二
号
答
申
）
教
科
、

つ
ま
り
は
総
合
的
な
社
会
認
識
を
め
ざ
す
教
科
、
と
い
う
方
向
性
を
も
っ
て
い
た
」
と
い
う
意
味
で
C
I
E
の
水
準
を
越
え



た
と
も
評
価
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

公
民
教
育
刷
新
委
員
会
答
申
は
次
の
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
号
答
申
は
「
公
民
教
育
の
目
標
」
の
も
と
「
学

校
教
育
に
お
け
る
公
民
教
育
」
と
「
社
会
教
育
に
於
け
る
公
民
教
育
」
と
に
分
か
れ
、
前
者
は
更
に
「
公
民
科
教
育
」
と
「
公

民
的
実
習
」
に
、
後
者
は
青
少
年
及
び
成
人
に
対
す
る
公
民
教
育
に
そ
れ
ぞ
れ
分
け
ら
れ
て
い
る
。
「
目
標
」
で
は
そ
の
趣
旨

が
社
食
と
個
人
が
相
互
に
有
機
的
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
、
共
同
生
活
の
よ
き
構
成
者
に
な
る
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
第
二
号
答
申
は
そ
の
題
目
「
学
校
教
育
に
お
け
る
公
民
教
育
の
具
体
的
方
策
」
に
あ
る
よ
う
に
、
第
一

号
答
申
の
「
学
校
教
育
に
お
け
る
公
民
教
育
」
の
部
分
を
更
に
詳
細
に
説
明
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
世

界
の
平
和
と
人
類
の
文
化
に
貢
献
す
る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
、
そ
の
為
に
国
家
体
制
を
民
主
主
養
化
す
る
こ
と
及
び
国
民
が

国
際
協
調
の
精
神
を
持
ち
、
生
活
を
合
理
化
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
国
家
の
方
向
を
基
礎
に
公
民
教

育
の
目
的
が
第
二
号
答
申
の
「
公
民
教
育
の
目
標
」
と
表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
目
的
に
そ
っ
て
、

公
民
教
育
の
根
本
方
向
が
七
つ
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
合
理
的
精
神
の
洒
巷
を
要
求
す
る
も
の
と
、
社
会
と
個
人
の
関

係
を
論
じ
た
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
合
理
的
精
神
の
落
着
は
究
極
的
に
は
公
民
教
育
の
目
的
と
「
理
解
」
を

通
し
て
、
又
、
社
会
と
個
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
「
共
同
生
活
二
於
ケ
ル
個
人
ノ
能
動
性
ノ
自
覚
」
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
「
共
同
生
活
の
よ
き
構
成
者
と
な
る
」
こ
と
へ
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
根
本
方
向
の
「
七
、
公
民
教
育
ノ
方
法
ニ

ッ
イ
テ
ノ
若
干
ノ
指
標
」
は
教
科
内
容
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
立
体
的
総
合
的
な
教
科
内
容
の
構
成
と
具
体
的
な
事
象
を

通
し
た
取
り
扱
い
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
答
申
に
記
さ
れ
た
公
民
教
育
は
方
法
的
に
は
「
共
同
生
活
の
よ
き
構
成
者
と
な
る
」
た
め
に
徳
目
的
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二

五

四

教
授
を
廃
し
て
、
「
生
活
卜
行
動
ト
ヲ
自
覚
的
二
社
会
化
ス
ル
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
学
習
者
の
生
活
に
沿
っ
た
教
育
を
行
う
こ

と
が
主
張
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

3
．
『
国
民
学
校
公
民
教
師
用
書
』
　
に
お
け
る
公
民
教
育
論

さ
て
、
公
民
教
育
刷
新
委
員
会
の
答
申
に
沿
っ
て
公
民
教
育
要
目
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
等
学
校
用
公

民
科
教
材
配
当
表
が
l
九
四
六
年
三
月
に
作
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
二
ケ
月
後
に
は
公
民
教
育
の
実
施
が
現
場
に
指
示
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
教
師
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
作
成
さ
れ
た
の
が
国
民
学
校
と
中
等
学
校
及
び
青
年
学
校

用
の
　
『
公
民
教
師
用
書
』
で
あ
っ
た
。

そ
の
う
ち
『
国
民
学
校
公
民
教
師
用
書
』
は
公
民
教
育
刷
新
委
員
会
の
答
申
を
受
け
る
形
で
青
木
誠
四
郎
と
井
坂
行
男
に

ょ
っ
て
作
成
さ
れ
、
l
九
四
六
年
九
月
に
出
版
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
直
前
に
は
い
く
つ
か
の
実
験
校
で
実

際
的
検
討
が
な
さ
れ
て
い
た
。
以
下
同
書
の
特
徴
を
お
お
よ
そ
見
て
い
こ
う
。

同
書
は
、
序
論
、
「
第
l
部
　
公
民
科
教
育
の
日
的
と
そ
の
一
般
指
導
方
針
お
よ
び
指
導
法
」
「
第
二
部
　
国
民
学
校
の
公

民
科
指
導
」
　
の
三
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

同
書
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
は
周
知
の
ご
と
く
国
民
学
校
の
初
等
科
四
年
ま
で
が
生
活
指
導
に
よ
る
公
民
教
育
と

な
っ
て
お
り
、
五
年
以
上
で
教
科
と
し
て
の
時
間
を
設
定
し
て
公
民
教
育
を
行
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
採
用
す
る
際
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
は
ま
ず
戦
前
の
教
育
、
と
り
わ
け
修
身
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
批
判
で
あ
る
。



「
こ
れ
ま
で
の
修
身
教
育
が
と
も
す
る
と
、
現
に
人
が
生
活
し
て
ゐ
る
社
会
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
、
そ
こ
で
正
し
く
行
動

す
る
こ
と
を
、
ゆ
る
が
せ
に
し
た
傾
き
の
あ
っ
た
こ
と
に
た
い
し
て
も
深
く
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
民
の
国
家

と
の
つ
な
が
り
は
も
ち
ろ
ん
重
く
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
現
に
身
の
ま
わ
り
に
あ
る
社
会
の
生
活
を
お
ろ
そ
か
に
し

て
、
国
家
国
家
と
い
っ
て
ゐ
る
と
、
む
し
ろ
そ
れ
は
空
な
る
も
の
に
な
る
恐
れ
が
多
い
。
新
し
い
公
民
科
教
育
は
、
こ
の

や
う
な
鮎
に
も
反
省
し
て
、
児
童
や
生
徒
が
社
会
生
活
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
正
し
い
行
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
や
う

に
す
る
こ
と
と
、
そ
の
社
会
生
活
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
理
解
さ
せ
る
こ
と
を
重
く
見
る
立
場
に
立
た
な
く
て
は
な
ら

ない。」
つ
ま
り
学
習
者
が
現
実
に
対
面
す
る
社
会
の
中
で
い
か
に
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
公
民
教
育
を
行
う

際
の
重
要
な
視
点
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
の
指
導
の
方
法
と
し
て
実
既
指
導
と
知
的
指
導
の
二
つ
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。
実
践
指
導
は
「
公
民
科
の
教
育
の
目
ざ
し
て
ゐ
る
公
民
と
し
て
の
良
識
、
公
民
と
し
て
の
り
つ
ば
な
性
格

を
育
て
て
ゆ
か
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
実
際
の
方
法
と
し
て
、
ま
づ
生
活
の
実
際
の
動
き
、
す
な
は
ち
実
践
を
指
導
し
て
そ
れ

に
よ
っ
て
公
民
と
し
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
生
活
の
し
方
を
形
作
る
一
方
、
ま
た
、
こ
れ
に
よ
っ
て
公
民
的
な
良
識
を
養

っ
て
ゆ
く
こ
と
を
考
へ
な
く
で
は
な
る
ま
い
。
そ
こ
で
こ
の
や
う
な
考
へ
方
か
ら
出
て
来
る
実
甥
の
指
導
の
方
法
と
し
て
、

児
童
や
生
徒
の
日
常
の
生
活
の
し
方
や
態
度
を
指
導
し
ょ
う
と
す
る
生
活
指
導
と
、
そ
の
l
つ
の
形
で
は
あ
る
が
、
と
く
に
、

と
り
あ
げ
て
み
る
こ
と
の
で
き
る
自
治
の
修
練
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
し
て
生
活
指
導
と
自
治
の
修
練
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
指
導
の
上
で
、
「
か
う
い
っ
た
事
（
筆
者
注
‥
実
践
指
導
）
は
、
そ
の
上
に
自
分
で
こ
れ
は
か
う
す
べ

き
だ
と
自
覚
さ
れ
、
知
識
と
し
て
し
っ
か
り
し
た
中
身
を
も
ち
、
し
か
も
そ
れ
が
廉
い
知
識
に
な
っ
て
、
社
会
生
活
を
し
て
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二

五

六

ゆ
く
の
に
役
立
つ
公
民
的
な
良
識
に
発
展
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
た
め
に
「
知
識
と
充
実
と
拡
大
を
日
ざ
す
知
的

指
導
が
、
公
民
教
育
の
方
法
と
し
て
大
切
に
な
る
。
」
す
な
わ
ち
、
実
既
指
導
の
上
に
立
っ
て
時
間
を
割
い
た
知
的
指
導
が

行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
指
導
の
方
法
と
し
て
は
二
つ
の
方
法
を
提
案
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
学
年
段
階
と
し
て
具
体
化
す
る

た
め
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
の
が
、
学
習
者
の
心
理
的
な
発
達
段
階
で
あ
る
。
・
「
第
二
部
　
国
民
学
校
の
公
民
科
指
導
」
で
は

（12）

冒
頭
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
い
ま
そ
の
方
針
　
（
筆
者
注
‥
そ
れ
ま
で
に
同
著
に
記
さ
れ
た
公
民
科
教
育
の
方
針
）
　
に
よ
っ
て
具
体
的
に
、
ど
ん
な
事

項
で
、
ど
ん
な
方
法
で
こ
れ
を
や
っ
て
ゆ
く
か
を
考
へ
よ
う
と
す
る
場
合
、
ま
づ
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
の
指
導
の
対
象

と
な
る
児
童
や
生
徒
の
心
理
的
性
質
の
如
何
で
あ
る
。
と
い
ふ
の
は
、
児
童
や
生
徒
の
現
実
の
生
活
を
見
定
め
て
そ
れ
を

理
解
す
る
に
も
、
ま
た
そ
の
日
常
の
生
活
に
即
す
る
た
め
に
も
、
あ
る
ひ
は
自
発
活
動
を
誘
っ
て
ゆ
く
に
も
、
そ
の
心
理

的
性
質
、
磨
く
は
そ
の
生
活
の
状
態
を
知
ら
な
い
で
、
そ
れ
に
ぴ
っ
た
り
合
ふ
や
う
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る。」
す
な
わ
ち
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
に
実
践
指
導
と
知
的
指
導
を
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
ま
ず
学
習
者
の
心
理
的
発
達
段
階
に
根

拠
を
置
こ
う
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
初
等
科
一
年
か
ら
四
年
ま
で
は
「
論
理
的
に
考
え
る
力
の
発
達
し
な
い
こ
と
、

行
動
に
よ
っ
て
物
事
を
知
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
は
、
共
通
に
考
へ
ら
れ
る
の
で
、
公
民
科
指
導
は
、
児
童
の
生
活
に
あ
ら
は

れ
る
行
動
そ
の
も
の
を
指
導
し
て
、
好
ま
し
い
形
を
つ
く
り
、
同
時
に
そ
の
行
動
を
通
じ
て
『
あ
あ
す
べ
き
だ
』
　
『
こ
う
す
べ

き
だ
』
と
い
ふ
こ
と
を
学
ば
せ
る
こ
と
を
中
心
と
し
て
ゆ
き
た
い
。
つ
ま
り
実
践
指
導
を
す
る
こ
と
で
公
民
的
性
格
の
基
を



形
作
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
公
民
的
良
識
の
発
達
す
る
基
礎
を
つ
く
る
意
味
で
、
生
活
指
導
を
し
た
い
の
で
あ
る
。
」
と
し
て

教
科
と
し
て
で
は
な
く
、
生
活
指
導
と
し
て
の
公
民
教
育
を
構
想
す
る
。
そ
し
て
初
等
科
五
六
年
に
な
る
と
「
そ
の
知
的
に

発
達
す
る
こ
と
を
考
へ
る
と
同
時
に
、
ま
だ
、
も
の
を
十
分
論
理
的
に
、
観
念
的
に
考
へ
る
こ
と
の
む
つ
か
し
い
こ
と
を
も

考
へ
合
せ
て
こ
れ
ま
で
の
生
活
指
導
を
つ
づ
け
る
一
万
、
四
年
ま
で
や
っ
て
来
た
生
活
指
導
の
い
ろ
い
ろ
な
事
項
を
も
と
に

（14）

し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
自
覚
を
導
き
、
公
民
生
活
の
原
理
を
と
ら
へ
さ
せ
る
こ
と
を
日
ざ
し
て
知
的
指
導
を
し
た
い
。
」

と
し
て
l
過
二
時
間
程
度
の
時
間
を
と
っ
て
教
科
と
し
て
の
指
導
を
行
う
こ
と
を
構
想
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
高
等
科
に
お

い
て
も
同
様
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
『
国
民
学
校
公
民
教
師
用
書
』
　
は
そ
れ
ま
で
の
修
身
教
育
に
対
す
る
批
判
か
ら
知
的
指
導
と
生
活
指
導
の
二
つ

の
方
法
に
よ
る
児
童
の
生
活
に
即
し
た
公
民
教
育
を
示
し
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作
成
に
際
し
て
学
習
者
の
心
理
的
発
達
段
階
が

そ
の
根
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
本
書
は
片
上
の
指
摘
す
る
よ
う
に
生
活
指
導
に

重
点
が
置
か
れ
た
た
め
、
国
民
学
校
全
体
を
通
し
た
一
貫
し
た
方
法
上
の
原
理
を
十
分
に
は
示
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
意

（15）

味
で
矛
盾
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

4
．
青
木
誠
四
郎
の
教
育
観

次
に
以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
『
国
民
学
校
公
民
教
師
用
書
』
作
成
の
担
当
責
任
者
で
あ
っ
た
青
木
誠
四
郎
が
教
育

に
対
し
て
如
何
な
る
考
え
方
を
保
持
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
昭
和
初
期
か
ら
終
戦
前
後
ま
で
の
い
く
つ
か
の
論
考
を

公

民

教

育

構

想

と

公

民

教

育

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

二

五

七



創
る

見
る
こ
と
に
よ
っ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
そ
の
特
徴
の
第
一
点
は
学
習
者
の
生
活
を
極
め
て
重
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
青
木
の
専
攻
が

心
理
学
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
一
九
二
八
年
に
『
教
育
研
究
』
誌
に
掲
載
さ
れ
た
「
今
後
の
教
育
」

（16）

と
い
う
論
考
で
は
「
教
育
は
被
教
育
者
の
価
値
実
現
を
助
成
す
る
企
図
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
教
育
を
か
く
考
へ
て
そ
の
出
発
す
る
と
こ
ろ
を
索
む
れ
ば
、
そ
は
人
の
現
存
的
な
る
生
活
に
あ
り
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、

そ
の
現
存
的
な
る
生
活
は
、
こ
れ
を
個
体
個
体
に
求
め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
」
し
た
が
っ
て
そ
の
た
め
に
は
、
「
児
童
の
日
常

生
活
に
で
き
る
だ
け
親
し
む
こ
と
」
「
児
童
の
知
能
の
如
何
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
十
分
な
方
法
を
以
て
こ
れ
を
検
出
す
る
こ

と
」
そ
し
て
「
こ
れ
ら
の
個
別
差
を
生
じ
る
条
件
と
な
る
児
童
の
生
育
史
、
環
境
の
状
態
、
或
は
そ
の
遺
伝
の
如
何
を
も
知

る
こ
と
」
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
学
習
者
の
心
理
的
状
態
を
把
握
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
に
教
育
が
必
要

で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

青
木
の
こ
の
考
え
方
は
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
も
基
本
的
に
は
変
化
し
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
一
九
三
九
年
に
　
『
学

習
研
究
』
託
に
書
か
れ
た
「
国
民
学
校
案
の
も
つ
問
題
」
　
の
中
で
も
国
民
学
校
案
で
は
「
即
生
活
の
教
育
」
と
い
う
こ
と
が

主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
結
果
と
し
て
総
合
教
授
の
場
合
の
教
科
書
、
教
科
課
程
、
分
科
教
授
と
の
円
滑
な
連
絡
が
い
か
に
企

（19）

て
ら
れ
る
べ
き
か
等
の
細
案
が
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
を
行
っ
て
い
る
し
、
戦
後
『
国
民
学
校
公
民
教
師
用
書
』
　
の

作
成
後
の
論
考
で
も
学
習
指
導
要
領
に
関
し
て
「
指
導
の
内
容
も
方
法
も
児
童
の
生
活
、
環
境
、
学
校
の
設
備
、
社
会
生
活

な
ど
の
相
異
に
従
っ
て
、
そ
の
場
に
即
し
て
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
児
童
の
生
活
を
重
視
す
べ
き
こ
と
が

主
張
さ
れ
て
い
る
。



そ
し
て
、
特
徴
の
第
二
点
は
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
児
童
の
生
活
の
重
視
が
指
導
の
方
法
に
限
定
さ
れ
た
こ
と
と
生
活
指

導
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
心
理
学
を
そ
の
土
台
と
し
、
学
習
者
の
生
活
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
か
ら
必
然

的
に
導
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
二
三
年
に
　
『
教
育
研
究
』
託
に
書
か
れ
た
「
生
活
指
導
と
学
習
指
導
」
で
は
当
時
の
学

習
指
導
に
お
け
る
知
識
が
　
「
今
日
に
於
て
あ
ま
り
に
知
識
そ
の
も
の
に
固
定
し
ゐ
て
其
の
身
に
体
せ
ら
れ
た
知
識
生
々
た
る

知
識
に
な
っ
て
ゐ
な
い
憾
が
多
い
。
」
と
し
、
「
生
活
に
即
し
て
学
習
を
指
導
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
生
活
を
指
導
す
る
と

は
、
学
習
の
指
導
に
あ
た
っ
て
億
へ
ら
れ
る
素
材
な
り
、
其
方
法
な
り
が
児
童
の
生
活
か
ら
導
か
れ
て
来
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
」
と
し
て
方
法
上
、
児
童
の
生
活
を
重
視
す
る
一
方
、
そ
の
児
童
の
生
活
に
対
し
て
は
「
児
童
の
生
活
を
価
値
あ
ら
し
め

る
た
め
に
、
児
童
の
生
活
を
指
導
す
る
に
は
、
ま
づ
児
童
そ
の
も
の
ゝ
現
在
の
生
活
を
完
全
な
も
の
に
導
く
こ
と
が
考
へ
ら

れ
な
く
で
は
な
る
ま
い
。
」
と
し
て
生
活
習
慣
の
獲
得
の
た
め
の
生
活
指
導
、
学
校
或
い
は
近
隣
の
社
会
生
活
に
生
活
指
導
を

（21）

充
分
に
行
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
青
木
の
教
育
に
対
す
る
把
握
は
児
童
の
生
活
を
重
視
し
、
指
導
の
方
法
上
に
そ
れ
を
生
か
す
こ
と
と
そ
の

児
童
の
生
活
そ
れ
自
体
を
指
導
す
る
こ
と
が
重
点
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

5
．
お
わ
り
に

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
公
民
教
育
構
想
の
結
論
的
位
置
を
占
め
る
両
『
用
書
』
　
の
中
で
『
国
民
学
校
公
民
教
師
用
書
』

は
公
民
教
育
刷
新
委
員
会
の
答
申
を
受
け
る
形
で
作
成
が
開
始
さ
れ
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
、
初
等
科
四
年
ま
で
は
生
活
指
導

公

民
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民
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二

六

〇

を
中
心
と
し
た
公
民
教
育
を
構
想
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
学
習
者
の
生
活
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
民
教
育
を

生
活
指
導
の
中
で
行
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
ほ
ぼ
戦
前
か
ら
戦
後
初
期
に
み
ら
れ
る
青
木
の
考
え
方
が
反
映
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
論
で
は
具
体
的
に
そ
う
し
た
青
木
の
考
え
方
に
基
づ
く
と
み
ら
れ
る
　
『
国
民
学
校
公
民
教
師
用
菩
』

の
内
容
が
ど
こ
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
未
だ
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ
の
用
書
は
青
木
一
人
が

作
成
し
た
も
の
で
は
な
く
、
井
坂
行
男
と
の
共
同
作
業
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
青
木
の
影
響
が
実
際
ど
の
程
度

反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
十
分
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
以
上
の
こ
と
に
関
し
て
は
さ

ら
に
事
実
関
係
を
含
め
た
調
査
が
必
要
で
あ
る
。

□
注
□

（
1
）
片
上
宗
二
　
『
日
本
社
会
科
成
立
史
研
究
』
一
九
九
三
年
、
風
間
萱
房
。

（
2
）
公
開
講
座
に
お
い
で
は
戦
前
の
公
民
教
育
と
戦
後
の
社
会
科
教
育
と
の
関
係
に
つ
い
て
概
説
的
に
説
明
し
た
が
、
本
論

は
そ
の
補
説
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
3
）
な
お
、
本
論
で
は
公
民
教
育
構
想
か
ら
社
会
科
成
立
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
は
片
上
宗
二
前
掲
書
を
参
考
に
し
た
。

（
4
）
「
公
民
教
育
刷
新
委
員
会
ノ
設
置
」
片
上
宗
二
編
著
『
敗
戦
直
後
の
公
民
教
育
構
想
』
　
（
一
九
八
四
年
、
教
育
史
料
出
版

会
）
所
収
。

（
5
）
ハ
リ
ー
・
レ
イ
「
民
主
教
育
を
め
ざ
す
公
民
科
創
設
に
払
っ
た
文
部
省
と
C
I
E
の
努
力
Ⅰ
一
九
四
五
年
～
一
九
四
六



年
l
『
社
会
科
教
育
研
究
』
N
O
∽
〕
－
一
九
八
五
年
、
四
頁
。

（
6
）
片
上
宗
二
　
『
日
本
社
会
科
成
立
史
研
究
』
一
七
八
東
－
一
七
九
貢
。

（
7
）
以
下
公
民
教
育
刷
新
委
員
会
の
答
申
に
つ
い
て
は
片
上
宗
二
編
著
『
敗
戦
直
後
の
公
民
教
育
構
想
』
　
に
よ
っ
た
。

（
8
）
片
上
前
掲
書
三
八
〇
首
T
l
三
八
七
貢
。

（
9
）
片
上
宗
二
編
著
『
敗
戦
直
後
の
公
民
教
育
構
想
』
三
四
首
ハ
ー
三
五
貢
。

（
1
0
）
同
着
、
四
三
貢
。

（
1
1
）
同
着
、
四
六
某
。

（
1
2
）
同
右
、
五
七
頁
。

（
1
3
）
同
着
、
六
二
頁
。

（
1
4
）
同
着
。

（
1
5
）
片
上
宗
二
　
『
日
本
社
会
科
成
立
史
研
究
』
四
〇
八
頁
－
由
〓
真
。

（
1
6
）
青
木
誠
四
郎
「
今
後
の
教
育
」
　
『
教
育
研
究
』
一
九
二
八
年
一
月
号
、
二
二
貢
。

（
1
7
）
同
上
、
二
三
頁
I
l
一
四
頁
。

（
1
8
）
青
木
誠
四
郎
「
国
民
学
校
案
の
も
つ
問
題
」
　
『
学
習
研
究
』
一
九
三
九
年
二
月
、
三
七
貢
。

（
1
9
）
同
上
、
四
〇
真
。

（
2
0
）
青
木
誠
四
郎
「
『
学
習
指
導
要
領
』
　
に
つ
い
て
」
『
日
本
教
育
』
　
l
九
四
七
年
四
・
五
月
合
併
号
、
l
七
貢
。

（
2
1
）
青
木
誠
四
郎
「
生
活
指
導
と
学
習
指
導
」
　
『
教
育
研
究
』
一
九
三
二
年
七
月
号
　
六
六
頁
1
六
九
貢
。

公
民
教
育
構
想
と
公
民
教
育




