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6月号⊂

は

じ
め
に

「
指
導
と
評
価
」
と
い
う
脈
絡
の
中
に
、
「
知
識
」

と

「
理
解
」
の
問
題
を
位
置
づ
け
、
明
ら
か
に
す

る
こ
と
、
こ
れ
が
こ
の
小
論
の
課
題
で
あ
る
。

「
知
識
」
と

「
理
解
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に

「
　
」
が

っ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
知

識
」
「
理
解
」
「
態

度
」
と
い
う
学
力
論

（板
野
登
編
著

『
能
力

・
学

力

。
人
格
』
日
本
標
準
、　
一
九
七
九
年
参
照
）
の

脈
絡
や
、
「
知

識
」
「
理
解
」
「
応

用
」
「
分

析
」

「
総
〈こ

一‐評
価
」
と
い
う
教
育
目
標

の
分

類

学

（Ｄ

・
Ｐ

・
オ
ー
ス
ベ
ル
、
Ｆ

・
Ｇ

。
ロ
ビ

ン

ソ

ン
著
、
吉
田
章
宏

。
松
田
弥
生
訳

『
教
室
学
習
の

心
理
学
』
黎
明
書
房
、　
一
九
八
四
年

参

昭
じ
、
も

し
く
は
教
育
評
価
論
の
脈
絡
で
考
え
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ

こ
で
は
そ
れ
は
し
な
い
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
ま

で
数
多
く
為
さ
れ
て
き
た
そ
う
し
た
仕
事
に
、
わ

た
く
し
自
身
、
あ
ま
り
適
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ

２
０

。

こ
こ
で
は
、
む
し
ろ
わ
た
く
し
な
り
に
、
上
記

の
意
味
で
の

一‐　
」
の
枠
を
取
り
払

っ
て
、
知
識

と
理
解
に
つ
い
て
自
由
に
考
え
る
と

こ
ろ

を

述

べ
、
読
者
の
い
さ
さ
か
の
ご
参
考
に
供
す
る
努
力

を
試
み
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

「
知
識
」
と
い
う

こ
と
ば
と

「
理
解
」
と
い
う

こ
と
ば

知
識
と
理
解
に
つ
い
て
考
え
る
手
初
め
に
、
先

ず
、
類
語
辞
典

（大
野
晋

・
浜
西
正
人
著

『類
語

新
辞
典
』
角
川
書
店
、　
一
九
六
一
年
）
で
、
こ
れ

ら
二
つ
の
言
葉

の
意
味

の
関
係
を
調
べ
て
み
る
こ

と
に
し
よ
う
。

図
書
分
類
法
に
倣

っ
た
十
進
分
類
方
式

に
よ
る

「
語
彙
分
類
体
系
表
」

に

お

い

て
、
「
知

識
」
と

「
理
解
」
は
恐
ら
く
同
じ
大
分
類
に
属
し
て

い

る

で
あ
ろ
う
と
思
う
人
が
多

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
が
調
べ
て
み
る
と
、
そ
う
は
な

っ
て

い

な

い
。
「
知
識
」
は
、
大
分
類

「
性
向
」

（
６
）

の
下

で
、
中
分
類

「
才
能
」
（
６７
）
ヽ
小
分
類

「
学
識
」

（
網
）
の
な
か
の

一
項
目
に
な

っ
て
い
る
の
に
た
い

し
て
、
「
理
解
」
は
、
大
分
類

「
心
情
」
（
４
）
の

下
で
、
中
分
類

留
い
考
」
（
４．
）
、
小
分
類

「
認
識
」

（
偶
）
の
な
か
の
項
目
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
違
い
は
、
も
ち
論
、
分
類
体
系
作
成
に
お
け

る
考
え
か
た
に
よ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
言

っ
て

し
ま
え
ば
確
か
に
そ
れ
ま
で
で
あ

る

が
、
し

か

し
、
興
味
ぶ
か
い
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
る
こ
と
に

気
が

つ
く
。
「
知
識
」
に
は
、
「
知
る
こ
と
、
知

っ

て
い
る
内
容
」

と
の
意
味
の
解
説
が
あ
り
、

「
知

「知識」と「理解J
~磯 日る」 ことと「ゎかる」 こと―__
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性
が
認
識
と
い
う
作
用
を
成
り
立
た
せ
る
。
そ
の

認
識
の
結
果
得
ら
れ
た
沼
実
ｄ
剌
制
り
‐ヽみ

る‐
薯
欄

が

『
知
識
』
で
あ
る
。」
（傍
線
引
用
者
）
と
注
記

さ
れ
て
い
る
。
最
も
近
い
類
語
と
し

て

は
、
「
知

見
、
良
識
、
常
識
、
学
識
、
教
養
」
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
「
理
解
」
に
は
、
「
物
事
の
道
理
を

の
み
込
む
こ
と
」
の
意
味
が
与
え
ら
れ
、
数
多
く

挙
げ
ら
れ
て
い
る
類
語
の
中
で

は
、
「
解

釈
、
把

握
、
理
会
、
会
得
、　
了
解
、

納
得
、　
体
得
、

感

得
」
な
ど
が
目
に
つ
く
。

「
知
識
」
は
、
単
な
る

「
知
」
で
は

な

い
。
「
知

識
」
は
認
識
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
る
べ
き
目
標
と

な
る

「
知
」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が

つ
て
、
個
人

の
持

つ

「
知
」
の
す
べ
て
が
、
「
確
実
で
根

拠

の

あ
る
事
柄
」
と
し
て
の

「
知
識
」
で
あ
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
、
知
識
に
は
、
浅
い
知
識
、
狭

い
知
識
、
貧
し
い
知
識
も
あ
る
で
は
な
い
か
、
そ

れ
ら
は
、
果
た
し
て

「
確
実
で
根
拠
の
あ
る
」
と

言
え
る
か
、
と
の
疑
間
も
生
ず
る
。
が
、
そ
れ
ら

は
、
深
い
知
識
、
広
い
知
識
、
豊
か
な
知
識
と
の

対
比
に
お
い
て
相
対
的
に
、
そ
の
よ
う
に
性
格
づ

け
ら
れ
る
の
で
あ

つ
て
、
あ
る
特
定
の
時
代

。
文

化

。
社
会
の
特
定
の
知
識
が
、
た
と
え
浅
く
狭
く

貧
し
く
と
も
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
や
は
り

「
知

識
」
の
性
格
を
持

つ
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
考

え
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
で
は
、
「
知
る
」

は
何
処
に
分
類
さ
れ
て
い
る
か
。
「
知
る
」
と

「
分

か
る
（判
る
、
解
る
と
は
、
と
も
に
、
「理
解
」

の
類
語
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る

の

で

あ

る
。
我

々

は
、
「
知
る
」
は

「
知
識
」
と
近
く
、

フ
わ
か

フ２

は

「
理

解
」
と
近
い
、
と
考
え
が
ち

で
あ
る
。
し
か

る

に
、
「
知
る
」
も

「
わ
か
る
」

も
、
「
理
解
」

の
下
に

含

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。

英
証
中
で

は
、　
Ｆ
●
ｏ
ヨ

と

庁
・
ｏ
ヨ
お
Ｑ
∞
ｐ
　
・
・
α
①
や

∽ご

Ｑ
と

Ｅ

鮎
①
【静

塾

認

、

ド

イ

ツ

語

で

は

く́
い∽∽ｏ
●
　
」
ｃ　
Ｑ
”
∽　
ダ
ユ
∽∽①
３
）
Ｆ
①
●
●
①
●
　
レ
ｃ　
鮎
い①
　
Ｆ
ｏ
●
〓

●
一●
一∽∽①
　ヽ
く
①【∽けの
Ｆ
①
●
レ
ｃ
住
”
∽
く
ｏ
【∽↑”
０
●
Ｑ
●
い∽、
　
フ

ラ
ン
ス
語
で
は
、
８
一】Ξ
〓
０
と

ｏ
（）卜）Ξ
】∽∽３
８
）

ｏ
ｏ
日
も
お
口
α
Ｌｏ
と

ｏ
ｏ
ヨ
υ
【①
Ｆ
①
●
∽ざ
コ
、　
ロ
シ
ヤ
三
中
で

け
い
、
∞
〓
“
弓
げ
レ
⊂
ω
〓
“
工
〓
の
　ヽ
コ
〇
工
〓
〓
”↓
げ
レ
ｃ
コ
〇
〓
〓
〓
“
工
国
の

で
あ
る
。
な
ぜ
日
本
語
で

は
、
「
知

る
」
と

「
知

識
」
、
「
解
る
」
と

「
理
解
」
と
い
う
対
応
で
な
い

の
か
。
「
理
解
」
も

「
知
識
」
も
そ
れ

ぞ

れ

「
…

…
を
獲
得
す
る
」
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か

し
、
「
理
解
す
る
」
と
言
え
る

の

に
、
「
知

識

す

る
」
と
は
通
常
言
え
な
い
。

つ
ま

り
、
「
知
識
」

は
上
記

の
性
格
づ
け
に
対
応
し

て
、
「
知

る
」

の

目
標
あ
る
い
は
結
果

で
あ
る
の
に
対
し
、
「
理
解
」

は

「
わ
か
る
」

の
目
標
あ
る
い
は
結

果

と

と

も

に
、
そ
の
過
程
あ
る
い
は
働
き
も
意
味
す
る
こ
と

の
で
き
る
言
葉
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
「
理
解
」

は
、
「
知
識
」
よ
り

も

「
認

識
」
に
近

い
。
「
知

る
」
は
、
「
領

（
し
）
る
」
と
同
源
で
、
「
あ
る
現

象

・
状
態
を
広
く
隅
々
ま
で
自
分
の
も

の
と

す

る
」
と
い
う
意
味
だ
と
い
う
。
他
方
、
「
わ
か
る
」

は
物
事
の
筋
道
や
成
り
立
ち
が
は

つ
き
り
す
る
こ

と
、
で
あ
る
。
「
わ
か
る
」
が

「
分
」
や

「
解
」
や

「
判
」
の
よ
う
な
字
で
表
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
「
わ

け
る
」
こ
と
で
、

つ
ま
り
、
分
解
し
た
り
分
析
し

た
り
判
別
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
物
事
の
筋
道
を

と
ら
え
る
と
い
う
意
味
が
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
。

「
知
識
と
理
解
」
の
知
識
と
理
解

で
は
、
我
々
が
こ
こ
で
求
め
て

い

る

の

は
、

「
知
識
と
理
解
」
の
何
な
の
だ
ろ
う
か
、
そ

の
知

識
な
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
の
理
解
な
の

だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
、
極
め
て
難
し
い

こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
求
め
て
い
る

の
は

「
そ
の
知
識
だ
」
と
か

「
そ
の
理
解
だ
」
と

か
答
え
る
こ
と
が
も
し
で
き
た

と

す

る

と
、
既

に
、
我
々
は

「
知
識
」
と
か

「
理
解
」
と
か
が
何

で
あ
る
か
を

「
知

っ
て
い
る
」
あ
る
い
は

「
わ
か

っ
て
い
る
」
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、

―
 。 
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―

       す

―

―

ヽ
そ
も
そ
も
本
当
の
意
味
で
―
「

「
知
識
と
理
解
と

は
何
か
」
と
問
う
こ
と
に
よ

っ
て
―
―

こ
こ
で
求

め
て
い
る
も
の
は
実
は
何
も
無
い
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
逆
に
、
も

し
求
め
て
い
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
が

「
わ
か
ら

な
い
」
な
ら
ば
―
―
あ
る
い
は

「
知
ら
な
い
」
な

ら
ば
―
―
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
は
ず

だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
ま
た
、
「
知
識

や

理

解
」
の
知
識
や
理
解
を
獲
得
し
た
と
き
に
、
そ
れ

を
獲
得
し
た
と
い
う
こ
と

を

「
知

る
」
こ
と

も

「
わ
か
る
」
こ
と
も
で
き
な
い
は
ず
だ
と
い
う

こ

と
に
も
な
る
。
こ
こ
に
は
、
「
知
る
」
を
知

る

と

か

「
わ
か
る
」
を
わ
か
る
と
い
う
こ
と
に
内
在
す

る
循
環
構
造
が
あ
ら
わ
に
な

っ
て
き
て
い
る
。

我

々
は
、
「
知
る
」
と
は
何
か
、
「
わ
か
る
」
と

は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
知

っ
た
り
わ
か
っ
た

り
す
る
以
前
に
、
実
は

「
知
る
こ
と
」
や

「
わ
か

る
こ
と
」
が
で
き
る
の
だ
し
、
ま
た
実
際
、
既
に

し
て
し
ま

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
我
々
は
そ
れ
ぞ

れ
な
り
に
、
既
に
、
「
知
る
」
や

「
わ

か

る
」
を

知

っ
た
り
わ
か

っ
た
り
し
て
い
る
の
だ
。
子
ど
も

で
も
、
「
知

っ
て
い
る
？
」
と
か

「
わ
か

つ
た
？
」

と
か
聞
け
ば
、
「
知

っ
て
る
よ
」
と
か

「
わ

か

つ

た
ょ
」
と
答
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

言
葉
や
概
念
に
表
せ
な
い
―
―
あ
る
い
は
、
表

資
群
洋
メ
糎
穐
押
童
‐「副

る
。
こ
う
し
た
表
現
を
使
う
と
す
れ
ば
、
こ
う
言

っ
て
も
ょ
い
。
我
々
は
だ
れ
で
も
、
常

に
既

に

「
知
識
と
理
解
」
の

「
暗
黙
知
」
や

「
前

理

解
」

を
持

っ
て
い
る
、
と
。
更
に
ま
た

「
暗
黙
知
」
や

「
前
理
解
」
の

一‘暗
黙
知
」
や

翌
則
理

解
」
さ

え

も
、
常
に
既
に
持

っ
て
い
る
、
と
。

そ
ぅ
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
以
上
、
何
を
す
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
「
知
識
」
と
は
何
か
、
「
理

解
」
と
は
何
か
、
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
が
我
々

に
何
を
も
た
ら
す
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

「
理
解
」
か
ら

一‐知
識
」
へ
、

「
知
識
」
か
ら

「
理
解
」
へ
の
循
環
構
造

我
々
は
、
何
事
に
つ
い
て
も
、
常
に
既
に

「
暗

黙
知
」
あ
る
い
は

「
前
理
解
」
を
持

っ
て
い
る
ｃ

そ
れ
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
「
理
解
す
る

こ
と
」

「
知
り
、
わ
か
る
」
こ
と
を
通
し
て
、
「
確
実
で
根

拠
の
あ
る
事
柄
」
と
し
て
の

「
知
識
」
を
獲
得
す

る
。
そ
つ
「知
識
」
は
次
の
「理
解
す
る
こ
と
」

の
前
提
と
な
り
、
更
に
よ
り

「
確
実
で
根
拠
の
あ

る
事
柄
」
と
し
て
の

「
知
識
」
を
獲
得
さ
せ
て
く

れ
る
。
こ
の
過
程
は
限
り
な
く
続
く
循
環
構
造
を

な
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
も
し
、
こ
の
過
程
を
総
て

一
人
の

個
人
が
、
全
く
単
独
で
独
立
に
為
す
の
で
あ
る
と

考
え
れ
ば
、
話
は
極
め
て
単
純
な
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
考

え

る

こ
と

は
、
教
育
と
か
文
化
と
か
、
社
会
や
歴
史
を
考
慮

に
入
れ
な
い
、
あ
る
い
は
無
視
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
だ
ろ
う
ｃ
言
う
ま
で
も
な
く
、
現
実
の
人
間

は
教
育
の
授
受
の
中
で
生
き
、
文
化

・
社
会

・
歴

史
の
情
況
の
中
に
生
き
て
い
る
。

暗
黙
知

。
前
理
解
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
情
況
の

中
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
し
て
、
個
人
が
持

つ

知
識
の
ほ
と
ん
ど
は
、
そ
の
個
人
自
ら
が
自
ら
の

「
理
解
」
の
過
程
を
通
じ
て

「
確
実
で
根
拠
の
あ

る
事
柄
」
と
し
て
獲
得
し
た
も
の
で
は
な
パ

の
で

あ
る
。
多
く
の
他
者
に
よ
る

「
理
解
」
の
過
程
を

通
じ
て

「
知
識
」
と
成

っ
た
知
識
を
、
既
製
の
知

識
と
し
て
受
容
し
獲
得
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

文
化
は
そ
う
し
た

「
知
識
」
の
表
現
の
蓄
積
と
し

て
伝
承
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
、
あ
る
事
柄

に
つ
い
て
の
―
―
教
科
書
に
与
え
ら

れ

て

い

る

―
―

「
知
識
」
の

「
表
現
」
を
学
ん
で
、
子
ど
も

が
そ
れ
を

「
知
識
」
と
し
て
獲
得
す
る
時
、
子
ど

も
が
獲
得
し
た
と
さ
れ
る
そ
の
知
識
は
、
子
ど
も

が
そ
の
事
柄
そ
の
も
の
に
自
ら
接
し
て
確
か
め
て

０

ぐ
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得
た

「
理
解
」
に
よ
る

「
知
識
」
で
は
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
借

り
物

の
知

識
」

の
問

題

そ
こ
で
、　
一
つ
の
問
題
が
生
ず
る
。
そ
れ
は
、

■
百
で
い
え
ば

「
借
り
物
の
知
識
」
の
問
題
で
あ

る
。
自
ら
の
理
解
を
通
し
て
得
た
の

で

は

な

い

「
知
識
」
の
問
題
で
あ
る
。

現
象
学
者

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
問
題
に
関
連
し

て
、
「
表
現
の
受
動
的
理
解
と
、
意
味
を
再

活

性

化
し
つ
つ
そ
の
表
現
を
明
証
化
す
る
こ
と
と
は
区

別
さ
れ
る
」
と
書
い
て
い

る

（Ｅ

・
フ

ツ
サ

ー

ル
、
Ｊ

・
デ
リ
ダ
著
、
田
島
節
夫
監
訳

『
幾
何
学

の
起
源
』
青
土
社
、　
一
九
七
六
年
、
Ｅ

。
フ
ッ
サ

ー
ル
著
、
細
谷
恒
夫

・
木
田
元
訳

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象

学
』
中

央

公

論

社
、　
一
九
七
四
年
）。

つ
ま
り
、
既
製
の

「
知
識
」

の

「
表
現
」
か
ら
学
ぶ
場
合
に
も
、
少
な
く
と
も

二
つ
の
場
合
が
あ
る
と
い
う

の

で
あ

る
。
第

一

は
、
「
表
現
の
受
動
的
理
解
」
で
、
た
と

え

い
わ

ゆ
る

「
丸
暗
記
」
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て

も
、
理
解
さ
れ
た
も
の
を

「
問
題
な
し
に
」
妥
当

し
て
い
る
も
の
と
し
て
そ
の
ま
ま
に
受
け
容
れ
て

し
ま
う
理
解
で
あ
り
、
第
二
は
、
そ
の
知
識
の
表

現
を
産
出
し
た
人
に
お
い
て
い
か
つ
て
そ
の
表
現

が
持

っ
て
い
た
意
味
、
そ
れ
に
明
証
性
、
前
述
の

言
葉
を
使
え
ば

「
確
実
で
根
拠
の
あ
る
」
と
い
う

性
格
、
そ
れ
ら
を
再
び
甦
え
ら
せ
つ
つ
為
す
理
解

で
あ
る
ｃ
「
明
証
を
再
活
性
化
す
る
」
と

い
う
言

葉
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
こ
と
を
表

現

し

て

い

る
。
他
者
か
ら
学
ぶ
知
識
で
あ
れ
ば
常
に

「‘借
り

物
の
知
識
」
に
堕
す
る
、
と
い
う
わ

け

で

は

な

い
。
そ
う
な
る
の
は

「
受
動
的
理
解
」
に
よ
る
場

合
で
あ

っ
て
、
も
し

「
明
証
を
再
活
性
化
す
る
」

理
解
が
確
保
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
知
識
は
、
か
つ

て
の
真
正
の
理
解
に
お
け
る
の
と
等
し
い
、
あ
る

い
は
そ
れ
に
近
い
、
意
味
と
明
証
性
を
保
持
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

も

の

・
ひ

と

。
作

品

の
知

識

と

理
解

知
識
と
理
解
を
、
「
何
の
」
知
識
と
理
解

な

の

か
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
理
解
し
よ
う
と
す

る
と
、
そ
れ
は
全
く

一
面
的
で
貧
し
い
理
解
に
な

っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

「
自
然
を
我
々
は
説
明
し
、
心
的
生
を
我
々
は
理

解
す
る
」
と
い
う
、
デ

ィ
ル
タ
イ
の
有
名
な
言
葉

が
直
ぐ
思
い
起
こ
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
我
々
の
言
葉
遣
い
を

一
貫
さ
せ
る

と
す
れ
ば
、
自
然
を
理
解
す
る

「
説
明
」
と
い
う

仕
方
と
、
心
的
生
を
理
解
す
る
デ

ィ
ル
タ
イ
の
言

う

「
理
解
」
と
い
う
仕
方
と
は
、
区
別
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
「
説

明
」
の

表
現
か
ら

「
知
識
」
を
学
ぶ
時
と
、
「
理
解
」
（デ

ィ
ル
タ
イ
）
の
表
現
か
ら

「
知
識
」
を
学
ぶ
時
と

で
は
、
そ
れ
が
同
じ

「
知
識
」
と
い
う
言
葉
で
あ

っ
て
も
根
本
的
な
性
格
を
異
に
す
る
。

で
は
、
ど
こ
が
違
う
の
か
。
ヴ
ァ
ン
・
ゴ

ツ
ホ

の
描
い
た
百
姓
靴
の
絵
が
あ
る
。
そ
の
絵
を
次
の

よ
う
に

「
理
解
」
し
た
人
物
が
い
る
。

「
こ
の
靴
と
い
う
道
具
の
く
り
抜
か
れ
た
内
部
の

暗
い
穴
か
ら
目
を
こ
ら
し
て
み
つ
め

て

い

る

の

は
、
労
働
の
歩
み
の
つ
ら
さ
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

靴
の
が

っ
し
り
し
た
重
み
の
中
に
、
風
が
す
さ
ぶ

畑
の
ひ
ろ
く
の
び
て
単
調
な
あ
ゼ
を
の
ろ
の
ろ
と

歩
い
た
あ
ゆ
み
の
根
気
が
こ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

革
に
は
土
の
し
め
り
と
飽
和
が
あ
り
ま
す
。
踵
の

下
に
は
暮
れ
か
か
る
夕
べ
の
野
教
ち
の
寂
莫
が
足

招
り
を
し
て
い
ま
す
。
靴
の
な
か
に
は
、
大
地
の

ひ
び
き
の
と
ま

っ
た
呼
び
ご
え
が
、
熟
れ
る
麦
の

贈
与
を
つ
た
え
る
大
地
の
静
寂
が
、
冬
の
野
ず
ら

の
荒
れ
た
体
耕
地
に
み
な
ぎ
る
大
地
の
わ
け
し
ら

ぬ
拒
絶
が
揺
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
靴
を
く
ぐ
り

と
お
る
の
は
、
パ
ン
の
確
保
の
た
め
の
嘆
声
を
あ

げ
な
い
心
労
、
ふ
た
た
び
苦
難
を
克
服
す
る
こ
と

が
で
き
た
と
い
う
こ
と
ば
に
で
な
い
よ
ろ
こ
び
、
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生
誕
の
到
来
に
よ
る
武
者
ぶ
る
い
、
死
の
威
嚇
に

よ
る
戦
慄
が
揺
れ
て
お
り
ま
す
。」
（Ｍ

・
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
著
、
菊
地
栄

一
訳

『
芸
術
作
品
の
は
じ
ま

り
』
理
想
社
、　
一
九
六

一
年
）

一
枚
の
絵
の
こ
の
理
解
、
そ
れ
は
こ
の
絵
を
ゴ

ッ
ホ
と
い
う
画
家
に
よ
る
芸
術
作
品
と
し
て
と
ら

え
て
為
さ
れ
た
理
解
で
あ
る
。
こ
の
理
解
は

「
も

の
」
と
し
て
の
こ
の
絵
の
理
解
、
例
え
ば
、
そ
の

サ
イ
ズ
、
重
量
、
絵
の
具
の
種
類
や
質
、
カ
ン
バ

ス
の
材
質
、
製
作
年
、
製
作
の
場
所
、
価
格
あ
る

い
は
こ
の
絵
に
ま
つ
わ
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
を
調

べ
て
説
明
す
る
理
解
と
は
、
全
く
異
質
の
理
解
で

あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
理
解
し
、
そ
の
よ
う
な
違

い
が
あ
る
と
い
う
知
識
を
持

っ
た
今
、
「
知

識
」

も

「
理
解
」
も

「
何
の
」
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に

し
て
考
え
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で

き
よ
う
。

こ
の
危
険
性
に
無
知
な
時
、
例
え
ば
、

自
然
科
学
主
義
の
よ
う
な
立
場
が
生
ま
れ
て
く
る

（
Ａ

・
ジ
オ
ル
ジ
著
、
早
坂
泰
次
郎
監

訳

『
現

象

学
的
心
理
学
の
系
譜
』
勁
草
書
房
、　
一
九
八

一
年

参
照
）
。
物
質
的
自
然
、
動
物
的
自
然
、
精

神

的

世
界
と
い
う
領
域
的
存
在
論
を
考
え
た
フ
ッ
サ
ー

ル
に
し
て
も
、
前
在
存
在
、
用

在

存

在
、
現

存

在
、
と
い
う
解
釈
学
的
存
在
論
を
考
え
た

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
に
し
て
も
、
「
何
の
」
と
い
う
こ
と

に

よ

り
生
ま
れ
る

「
理
解
」
の
違

い
―
―
し

た
が

っ

イ、

「
知
識
」
の
違
い
―
―
を
探
究
し
た
の
ギ
に
と

も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
子
ど
も

・
老
人

・
障
害
者
を
理
解

す

る
」
一‐自

分
を
理
解
す
る
一
「
動
物

・
昆
虫
を
理
解

す

る
」

「
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ｏ
自
動
車
を
理
解
す
る
」
翌
日
楽

・
絵
画
を
理
解
す
る
」
一‐文
学

。
歴
史
を
理
解

す

る
」
「
金
属

・
海
を
理
解
す
る
」
「
数
学

。
物
理
学

を
理
解
す
る
」
、
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
知
識
、

こ
れ
ら
の
間
の
違
い
を
無
視
し
て
総
て
同
じ

「
理

解
」
と
し
て

「
理
解
」
す
る
な
ら
そ
れ
は
、
あ
ま

り
に
も

一
面
的
な

一
理
解
の
理
解
」
に
堕
し
て
し

ま
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

自
我
と
世
界
に
お
け
る
知
識
と
理
解

子
ど
も
を
教
え
る
と
は
、
「
子
ど
も
の
自
我

と

世
界
に
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ

る
」
（拙
著

「
学
ぶ
と
教
え
る
」
『
講
座
　
現
代
の
心
理
学
―
学

習
と
環
境
』
小
学
館
、　
一
九
八
三
年
参

昭
じ
。
子

ど
も
を

「
指
導
」
す
る
こ
と
も

「
評
価
」
す
る
こ

と
も

「教
え
る
」
の
一
環
で
あ
る
。
そ
し
て
、
子

ど
も
の

「
知
識
」
と

「
理
解
」
は
子
ど
も
の
自
我

と
世
界
を
構
成
す
る
。
我
々
が
教
え

る
者

と

し

て
、
子
ど
も
の

「
知
識
と
理
解
」
を
指
導
し
評
価

す
る
た
め
に
、
「
知
識
と
理
解
」
に
つ
い
て
理
解

し
そ
の
知
識
を
持
と
う
と
す
る
時
、
以
上
の
考
察

か
ら
い
く

つ
か
問
題
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
。

い
ま
問
題
と
し
て
い
る
、
子
ど
も
の

「
知
識
と

理
解
」
は

「
何
の
」
で
あ
る
か
、
そ
れ
は

「
借
り

物
‐一
で
な
い
か
ど
う
か
、
そ
の

「暗

黙

知
」
「
前

理
解
」
は
何
で
あ
り
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ

て
き
た
か
、
そ
れ
は
子
ど
も
の
自
我
と
世
界
に
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
き
ど
の
よ
う
に
生
き
て
働
い
て

い
る
か
。
だ
が
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
明
ら

か
に
で
き
る
た
め
に
は
、
教
え
る
者
で
あ
る

「
わ

た
く
し
」
自
身
の

「
知

識

と

理

解
」
、

つ
ま

り

「
子
ど
も
の

『
知
識
と
理
解
」
の
知
識
と

理
解
」

に
つ
い
て
、
全
く
同
様
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
必
要
と
な

っ
て
く
る
。
わ
た
く
し
の

「
知

識
と
理
解
」
は

「
い
か
な
る
存
在
の
」
で
あ
る
か

―
―

「
知
識
と
理
解
」
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
る

な
―
―
、
そ
れ
は

「
借
り
物
」
で
は
な
い
か
、
そ

の

「暗
黙
知
」
「
前
理
解
」
は
何
で
あ
り
ど

う

形

成
さ
れ
て
き
た
か
、
そ
れ
は
わ
た
く
し
の
自
我
と

世
界
に
お
い
て
ど
う
生
き
て
い
る
か
。

子
ど
も
の

「
知
識
と
理
解
」
を
考

え

る

こ
と

は
、
直
ち
に
そ
れ
を
考
え
て
い
る
わ

た

く

し

の

「
知
識
と
理
解
」
を
考
え
る
こ
ど
を
促
さ

れ

る
、

そ
の
こ
と
だ
け
は
、
や

っ
と
明
ら
か
に
な

っ
て
き

た
よ
う
で
あ
る
。
　
　
　
　
（筆
者
。
東
京
大
学
教
授
）
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