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二
〇
二
三
年
五
月
）
へ

と
舵
取
り
を
す
る
現
代
に
お
い
て
、

戦
後
日
本
が
戦
争
の
絶
対
悪
を
根

拠
と
し
て
永
久
の
戦
争
放
棄
を
憲

法
に
刻
み
込
ん
だ
と
い
う
事
実
が

忘
れ
ら
れ
、
歪
め
ら
れ
な
い
た
め

に
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
意
義
深

い
も
の
で
す
。

　
さ
ら
に
淺
野
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・

リ
ー
ダ
ー
を
務
め
る
「
ユ
ダ
ヤ
人
も

ギ
リ
シ
ア
人
も
―
越
境
す
る
聖
書
理

解
を
求
め
て
」
と
い
う
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
、
現
代
に
も
続
く
ユ
ダ
ヤ
教

と
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
差
別
意
識
を
、

原
始
教
会
発
生
当
時
の
理
念
と
は
裏

腹
に
宗
教
母
体
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
教
か

ら
離
脱
し
て
〈
キ
リ
ス
ト
教
〉
が
誕

生
し
た
状
況
と
リ
ン
ク
さ
せ
て
、
ロ
ー

マ
帝
国
の
拡
大
主
義
と
連
動
す
る
仕

方
で
い
か
に
そ
の
差
別
意
識
が
醸
成

さ
れ
た
か
を
確
認
し
ま
す
。
こ
れ
は

ユ
ダ
ヤ
人
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
人

種
差
別
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の

聖
典
が
い
か
に
否
を
突
き
つ
け
る
こ

と
が
で
き
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。
ち
ま
た
に
人

種
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
根
拠
と
し
た
ヘ

イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が
溢
れ
、
異
質
な
他

者
を
受
容
し
て
多
様
性
溢
れ
る
社
会

を
創
造
す
る
市
民
の
試
み
を
為
政
者

ら
が
拒
み
阻
み
続
け
る
今
日
に
お
い

て
、
こ
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
意

義
深
い
も
の
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
そ
し
て
「
キ
リ
ス
ト
教
主
義
教

育
の
可
能
性
と
実
践
」
と
い
う
研

究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
社
会
に
関

わ
り
奉
仕
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
精

神
が
教
育
活
動
を
と
お
し
て
い
か

に
継
承
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
に

つ
い
て
、〈
マ
ス
タ
リ
ー
・
フ
ォ
ー
・

サ
ー
ビ
ス
〉
と
い
う
本
学
の
ス
ク
ー

ル
モ
ッ
ト
ー
が
い
か
に
表
現
さ
れ

て
い
る
か
を
手
が
か
り
と
し
て
、
見

極
め
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
非

常
に
意
義
深
い
試
み
で
す
。

　
こ
れ
ら
三
つ
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
柱
と
し
た
今
後
二
年
間
の

キ
リ
ス
ト
教
と
文
化
研
究
セ
ン

タ
ー
に
お
け
る
活
動
が
、
本
学
の

教
育
活
動
の
み
な
ら
ず
運
営
全
般

に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
と

精
神
が
深
化
す
る
一
助
と
な
る
こ

と
を
心
か
ら
願
い
ま
す
。
上
の
研

究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
趣
旨
に
沿
っ

た
講
演
会
等
も
予
定
さ
れ
て
お
り
、

随
時
お
知
ら
せ
を
す
る
予
定
で
お

り
ま
す
。
皆
様
の
ご
参
加
を
心
か

ら
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　
二
〇
二
三
―
二
四
年
度
に
キ
リ

ス
ト
教
と
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の

セ
ン
タ
ー
長
を
拝
命
し
た
、
神
学

部
の
淺
野
淳
博
と
申
し
ま
す
。
ご

存
知
の
と
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
と

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
キ
リ

ス
ト
教
の
思
想
と
精
神
が
い
か
に

社
会
に
対
し
て
建
設
的
に
貢
献
し

う
る
か
を
模
索
し
、
提
案
し
、
そ

し
て
実
践
す
る
こ
と
を
意
図
し
て

お
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
二
年
間
は
、

以
下
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
三
つ
の
研

究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
て
、

そ
れ
ら
を
セ
ン
タ
ー
の
中
心
的
な
活

動
と
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
最
近
の
社
会
状
況
を
見
わ
た
す

な
ら
、
現
政
権
与
党
は
軍
備
予
算

を
大
幅
に
引
き
上
げ
て
、
専
守
防

衛
の
理
念
に
反
す
る
仕
方
で
戦
争

の
で
き
る
国
家
体
制
を
築
こ
う
と

し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
国
連
か
ら

の
改
善
勧
告
を
無
視
し
て
、
あ
か

ら
さ
ま
に
難
民
条
約
の
規
定
に
違

反
す
る
よ
う
な
仕
方
で
、
入
国
管

理
法
の
改
悪
案
の
提
出
準
備
を
し

て
い
ま
す
。
国
民
と
在
留
外
国
人

の
安
寧
が
脅
か
さ
れ
る
現
在
の
状

況
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
い

か
に
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
国
の
在

り
方
と
市
民
の
生
き
方
を
提
案
で

き
る
か
が
、
今
問
わ
れ
て
い
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
中
で
、
今
回
の
三

つ
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
非

常
に
意
義
深
い
主
題
を
扱
っ
て
い

ま
す
。
小
田
部
氏
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
・
リ
ー
ダ
ー
を
務
め
る
「
戦
争

の
記
憶
と
想
起
―
平
和
へ
の
警
告

と
そ
の
継
承
」
と
い
う
研
究
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
は
、
戦
争
の
脅
威
と
そ

の
根
本
に
あ
る
悪
を
記
憶
に
留
め
、

記
憶
が
薄
れ
る
世
代
に
お
い
て
い

か
に
継
承
す
る
か
を
模
索
し
ま
す
。

戦
争
体
験
の
な
い
為
政
者
ら
が
安

易
に
戦
争
を
口
に
し
つ
つ
、「
平
和

主
義
か
ら
軍
国
主
義
へ
」（Tim

e 

現
代
社
会
に
直
接
か
か
わ
る
研
究
セ
ン
タ
ー

R
C
C
セ
ン
タ
ー
長
　
淺
野
　
淳
博
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的
、
理
論
的
、
実
践
的
に
考
察
し
、

次
の
世
代
へ
何
を
ど
の
よ
う
に
継

承
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

そ
の
将
来
的
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て

探
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

　
戦
争
の
記
憶
は
、
記
念
日
の
セ

レ
モ
ニ
ー
、
記
念
日
の
公
式
な
語

り
や
当
事
者
の
証
言
、記
念
碑
（
警

告
碑
）、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
展
示
等
、

様
々
な
メ
デ
ィ
ア
（
媒
体
）
を
通

じ
て
想
起
さ
れ
、
継
承
さ
れ
て
い

き
ま
す
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
加
害

者
の
視
点
と
被
害
者
の
視
点
を
め

ぐ
る
問
題
も
含
ま
れ
ま
す
。
こ
れ

ら
の
問
題
は
、
戦
争
の
記
憶
と
想

起
の
多
様
性
を
認
め
、
対
話
的
な

想
起
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識

さ
せ
ま
す
。
本
研
究
会
で
は
、
キ

リ
ス
ト
教
主
義
学
校
の
平
和
教
育

に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
記
憶
が

い
か
な
る
仕
方
で
想
起
さ
れ
、
継

承
さ
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
も
着

目
し
ま
す
。
本
研
究
会
は
、
公
開

研
究
会
や
公
開
講
演
会
を
開
催
し
、

R
C
C
が
戦
争
の
記
憶
を
継
承

し
、
平
和
の
構
築
に
参
与
す
る
一

つ
の
拠
点
と
な
る
こ
と
を
目
指
し

ま
す
。

（
報
告
者 

主
任
研
究
員 

小
田
部 

進
一
）

す
」
と
語
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
演
説
の
中
で
、

ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
大
統
領
は
、
出

エ
ジ
プ
ト
記
の
荒
れ
野
の
四
〇
年

に
言
及
し
、
四
〇
年
を
迎
え
る
時

期
が
責
任
あ
る
立
場
の
世
代
交
代

と
そ
れ
に
並
行
し
て
心
に
刻
ん
で

き
た
こ
と
が
忘
却
さ
れ
る
こ
と
に

注
意
を
向
け
て
い
ま
す
。
こ
の
演

説
か
ら
四
〇
年
後
の
二
〇
二
五
年

に
、
日
本
は
終
戦
か
ら
八
〇
周
年

を
迎
え
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
記

憶
を
当
事
者
と
し
て
語
れ
る
人
々

は
ま
す
ま
す
少
な
く
な
り
、
新
た

な
世
代
交
代
の
時
を
迎
え
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。

　
本
研
究
会
は
、
こ
の
よ
う
な
時

代
状
況
の
中
で
、
今
一
度
「
戦
争

の
記
憶
と
想
起
」
の
主
題
に
つ
い

て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
視
点
か
ら
、

国
内
外
の
事
例
を
通
し
て
、
歴
史

　
世
界
の
各
地
で
は
、
今
な
お
紛

争
や
戦
争
が
絶
え
ま
せ
ん
。
ど
の

よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
れ
、
戦
争

は
そ
の
暴
力
に
よ
り
人
間
と
そ
の

社
会
、
さ
ら
に
は
自
然
環
境
に
も

甚
大
な
被
害
と
悲
惨
な
結
果
を
も

た
ら
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
か

け
が
え
の
な
い
命
に
満
ち
た
こ
の

世
界
が
そ
れ
に
相
応
し
く
生
き
ら

れ
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
戦
争
を

起
こ
さ
な
い
た
め
の
努
力
、
平
和

を
創
り
出
す
た
め
の
努
力
を
絶
え

ず
必
要
と
し
ま
す
。「
戦
争
の
記
憶

と
想
起
」
は
、
そ
の
た
め
に
必
要

な
知
恵
と
勇
気
を
私
た
ち
に
与
え

て
く
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

　
一
九
八
五
年
に
当
時
の
ド
イ
ツ

の
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
大
統
領
が

終
戦
か
ら
四
〇
周
年
の
演
説
で
、

「
過
去
に
目
を
閉
ざ
す
者
は
結
局
の

と
こ
ろ
現
在
に
も
盲
目
と
な
り
ま

（
一
九
七
七
年
出
版
）
の
成
果
に
依

拠
し
て
い
ま
す
。
こ
の
著
書
は
、〈
ユ

ダ
ヤ
教
が
行
為
義
認
の
形
骸
化
し
た

宗
教
で
あ
り
、
信
仰
義
認
を
説
く
キ

リ
ス
ト
教
が
こ
れ
を
淘
汰
し
た
〉
と

い
う
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の

関
係
性
に
関
す
る
理
解
が
、
テ
ク
ス

ト
の
証
拠
を
欠
く
ま
っ
た
く
の
誤
解

で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
ま
し
た
。
し

か
し
こ
の
よ
う
な
誤
解
は
今
で
も
教

会
の
み
な
ら
ず
、
中
学
・
高
等
学
校

の
歴
史
や
宗
教
教
育
に
お
い
て
再
生

産
さ
れ
続
け
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ

れ
が
、
特
定
の
宗
教
と
民
族
に
対
す

る
偏
見
を
持
続
さ
せ
増
長
さ
せ
る
結

果
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
本
研
究
で

は
、
原
始
教
会
が
開
始
し
て
、
そ
れ

が
個
別
の
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教

へ
と
展
開
す
る
最
初
の
二
世
紀
に
お

け
る
ユ
ダ
ヤ
教
と
教
会
と
の
関
係
性

を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
実
際
に
ど

の
よ
う
な
仕
方
で
ユ
ダ
ヤ
教
と
ユ
ダ

ヤ
民
族
に
対
す
る
差
別
意
識
を
継
承

し
た
か
を
確
認
し
ま
す
。そ
の
上
で
、

　
本
研
究
の
目
的
は
、（
一
）
長
い

あ
い
だ
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
を
支
配

し
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
教
に
対
す
る
偏
見

と
そ
れ
に
付
随
す
る
差
別
的
思
考
の

構
造
を
、
と
く
に
教
会
の
開
始
当
時

か
ら
後
二
世
紀
に
焦
点
を
お
い
て
繙

き
、（
二
）
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
へ
の
反

省
か
ら
動
機
を
え
て
本
格
的
に
始

ま
っ
た
新
約
聖
書
解
釈
の
新
た
な
動

き—

い
わ
ゆ
る
〈
パ
ウ
ロ
に
関
す

る
新
た
な
視
点
〉—

が
何
で
あ
り
、

こ
の
解
釈
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が
現
代

の
聖
書
学
と
キ
リ
ス
ト
教
に
い
か
な

る
影
響
を
与
え
て
い
る
か
を
確
か
め

る
こ
と
で
す
。
こ
の
研
究
を
と
お
し

て
、
キ
リ
ス
ト
教
会
が
ユ
ダ
ヤ
人
に

対
す
る
の
み
な
ら
ず
す
べ
て
の
人
種

差
別
を
放
棄
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
差
別

に
抗
う
試
み
に
寄
与
す
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
本
研
究
は
、
イ
エ
ス
の
時
代
の
ユ

ダ
ヤ
教
を
再
構
築
す
る
試
み
で
あ

る
、
E
・
P
・
サ
ン
ダ
ー
ス
著
『
パ

ウ
ロ
と
パ
レ
ス
チ
ナ
・
ユ
ダ
ヤ
教
』

■ 
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
紹
介

■ 
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
戦
争
の
記
憶
と
想
起—

平
和
へ
の
警
告
と
そ
の
継
承

■ 
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
ユ
ダ
ヤ
人
も
ギ
リ
シ
ア
人
も—

越
境
す
る
聖
書
理
解
を
求
め
て
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苦
し
め
ら
れ
て
い
た
人
々
の
た
め
に

心
を
痛
め
た
イ
エ
ス
の
姿
を
描
い
て

い
ま
す
（
九
・
三
六
）。
ま
さ
に
イ
エ

ス
は
、
神
の
御
心
そ
の
も
の
と
言
え

る
存
在
で
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
世
の
権
力
者
た

ち
は
、
暴
力
に
よ
っ
て
イ
エ
ス
を
迫

害
し
た
の
で
す
。
多
く
の
人
は
、
そ

の
出
来
事
を
表
す
し
る
し
と
し
て
十

字
架
を
思
い
起
こ
す
こ
と
で
し
ょ

う
。
し
か
し
福
音
書
は
、
彼
ら
が
イ

エ
ス
を
偽
り
の
王
と
見
な
し
て
侮
辱

し
た
こ
と
も
示
し
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
茨
の
冠
は
、
イ
エ
ス
が
与
え
ら
れ

た
精
神
的
な
苦
し
み
の
し
る
し
な
の

で
す
（
二
七
・
二
九
）。

　
神
の
愛
を
も
拒
む
こ
の
世
界
に

は
、"Thy W

ill Be D
one"

の
祈
り

が
必
要
で
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

そ
し
て
私
た
ち
に
は
、
イ
エ
ス
が

人
々
に
示
し
た
神
の
愛
の
実
現
の
た

め
に
働
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。

　
商
学
部
チ
ャ
ペ
ル
の
バ
ナ
ー
を
見

て
、
建
学
の
精
神
で
あ
る
「
マ
ス
タ

リ
ー
・
フ
ォ
ー
・
サ
ー
ビ
ス
（
奉
仕

の
た
め
の
練
達
）」
の
目
標
に
心
を

留
め
て
頂
け
た
ら
幸
い
で
す
。

（
報
告
者 

主
任
研
究
員 

木
原 

桂
二
）

共
同
訳
）
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
語
ら

れ
た
「
山
上
の
説
教
」（
マ
タ
イ
五—

七
章
）
の
中
に
あ
る
、
通
称
「
主
の

祈
り
」（
六
・
九
b—

一
三
）
の
一

節
で
す
。

　
こ
の
祈
り
の
言
葉
に
続
い
て
「
天

に
お
け
る
よ
う
に
地
の
上
に
も
」
と

添
え
ら
れ
て
お
り
、
天
の
神
様
の
思

い
（Thy W

ill

）
が
、
わ
た
し
た
ち

人
間
の
世
界
に
お
い
て
も
実
現
す
る

よ
う
に
（Be D

one

）
と
の
願
い
が

込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人

が
生
き
る
地
上
の
世
界
に
は
神
の
御

心
で
あ
る
愛
が
必
要
で
あ
る
と
理
解

で
き
ま
す
。

　
そ
の
上
で
、
こ
の
祈
り
の
言
葉
を

囲
む
よ
う
に
し
て
描
か
れ
て
い
る

「
茨
の
冠
」
の
意

味
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
し
ょ

う
。
マ
タ
イ
に

よ
る
福
音
書
は
、

重
い
病
や
貧
困
、

差
別
に
よ
っ
て

　
今
回
は
、
商
学
部
チ
ャ
ペ
ル
の
講

壇
の
背
後
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
バ

ナ
ー
（
写
真
参
照
）
を
紹
介
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。

　
こ
の
バ
ナ
ー
は
二
〇
〇
九
年
頃

（
正
確
な
時
期
は
不
明
で
す
）、当
時
、

商
学
部
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
J
・
ス
テ
ィ

ン
ソ
ン
宣
教
師
を
派
遣
し
て
下
さ
っ

た
ア
メ
リ
カ
の
合
同
メ
ソ
ジ
ス
ト
教

会
の
信
徒
グ
ル
ー
プ
の
寄
贈
に
よ
る

も
の
で
す
。

　
最
初
に
、
バ
ナ
ー
中
央
に
記
さ
れ

て
い
る
言
葉
に
つ
い
て
説
明
し
ま

し
ょ
う
。"Thy W

ill Be D
one"

は

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
六
章
一
〇
節

後
半
の
欽
定
訳
（
一
六
一
一
年
）
の

一
部
で
、新
し
い
日
本
語
訳
で
は「
御

心
が
行
わ
れ
ま
す
よ
う
に
」（
協
会

二
〇
二
三
年
翻
訳
）
で
あ
る
津
田

謙
治
氏
（
京
都
大
学
）、
本
研
究
主

題
と
関
わ
る
『
ユ
ダ
ヤ
人
も
異
邦

人
も
な
く
』（
二
〇
二
三
年
）
を
刊

行
し
た
山
口
希
生
氏
（
日
本
同
盟

基
督
教
団
中
原
キ
リ
ス
ト
教
会
牧

師
・
東
京
基
督
教
大
学
）、
ま
た
ル

カ
文
書
に
お
け
る
教
会
と
ユ
ダ
ヤ

教
と
の
関
係
を
研
究
す
る
木
原
桂

二
氏
（
商
学
部
）
か
ら
な
り
ま
す
。

（
報
告
者 

セ
ン
タ
ー
長 

淺
野 

淳
博
）

こ
の
偏
見
の
上
に
成
り
立
っ
た
既
述

の
誤
解
が
、
現
代
の
新
約
聖
書
解
釈

学
に
お
い
て
い
か
に
解
消
さ
れ
つ
つ

あ
る
か
、
今
後
い
か
に
し
て
解
消
さ

れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ

い
て
分
析
を
し
ま
す
。

　
本
研
究
の
構
成
員
は
、
上
述
の

サ
ン
ダ
ー
ス
の
著
書
を
翻
訳
中
の

淺
野
（
神
学
部
）、
二
世
紀
の
反
ユ

ダ
ヤ
主
義
者
マ
ル
キ
オ
ン
の
研
究

者
（
ハ
ル
ナ
ッ
ク
著
『
マ
ル
キ
オ
ン
』

し
か
で
き
な
い
こ
と
は
何
な
の
で

し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
の
も

と
に
、
学
生
や
子
ど
も
た
ち
に
向

き
合
う
働
き
を
し
て
お
ら
れ
る
実

践
家
な
い
し
研
究
者
を
講
師
と
し

て
お
招
き
し
、
複
数
回
の
講
演
会

を
持
つ
こ
と
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
と
並
行
し
て
、
関
西

学
院
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
教
育

の
確
認
と
検
討
に
結
び
つ
け
る
べ

く
、『
建
学
の
精
神
考
』
発
行
に
向

け
て
の
準
備
を
お
こ
な
い
ま
す
。

（
報
告
者 

セ
ン
タ
ー
副
長 

梶
原 

直
美
）

　
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
キ
リ

ス
ト
教
主
義
の
も
と
に
実
践
さ
れ

て
い
る
教
育
に
お
け
る
可
能
性
や

実
践
に
つ
い
て
、
幅
広
い
分
野
か

ら
探
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。
世
界
が
急
速
に
変
化
す

る
現
代
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
価

値
観
も
ま
た
大
き
く
問
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
学
生
、
生
徒
、

児
童
た
ち
は
何
に
出
会
い
、
何
を

考
え
、
何
を
感
じ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。
こ
の
ひ
と
り
ひ
と
り
に
対

し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
に

■ 
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
キ
リ
ス
ト
教
主
義
教
育
の
可
能
性
と
実
践

キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
の
キ
リ
ス
ト
教
シ
ン
ボ
ル
（
16
）


