
91拿 1M指導とはHか

生
活
指
尊
学
会
編
染
祁
か
ら
の
依
頼
は、
本
学
会
誌
r
生
活
指
導
研
究』
第
二
八
1
三
0
号
速
載
の
「『
生
活

指
群
事
典』
と
の
応
答」
に
寄
秘
さ
れ
て
い
る
六
氏
の
論
船
を
踏
ま
え
て、
『
事
典』
編
集
代
表
で
あ
っ
た
も
の

と
し
て
「
生
活
指
導
研
究
の
行
方
と
展
望｝
を
述
べ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た。

し
か
し、
私
が
r

編
災
代
表」
と
な
っ
た
の
は
こ
と
の
行
き
が
か
り
上
の
こ
と
で
あ
っ
て、
そ
れ
以
上
の
こ
と

で
は
な
い。
こ
の
出
版
企
画
が
理
事
会
に
提
案
さ
れ
た
と
き、
確
か
に
私
は
理
事
で
は
あ
っ
た
が、
基
礎
的•
原

理
的
な
「
辞
（
こ
と
ば）
典」
の
類
を
つ
く
る
こ
と
は、
私
た
ち
の
実
践
的
な
試
み
を
な
ん
と
名
づ
け
る
か
に
躾

論
が
あ
る
な
か
で
は
不
可
能
に
近
い
と
い
う
梢
極
的
な
船
皮
を
と
り、
現
時
点
で
可
能
な
こ
と
は
各
分
野
で
r
生

活
指
導」
的
な
実
践
と
思
想
が
ど
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
き
た
の
か
を
「
事
（
こ
と）
典」
形
式
で
ま
と
め
る
し

か
な
い
と
考
え
て
い
た。
そ
の
後、
私
は
任
期
滋
了
の
た
め
に
嬰
事
を
解
任
さ
れ
た
が、
刊
行
委
U
で
あ
る
と
い

ぅ
R
任
だ
け
が
な
ぜ
か
残
り、
や
む
な
く
ぷ
企
画
を
r
Q
&
A」
形
式
の
「
事
典」
と
し
て
具
体
化
す
る
破
目
に

な
っ
た。

そ
う
い
う
滸
極
的
な
立
ち
位
訊
か
ら
本
＞
典
の
編
災
に
関
わ
っ
た
の
だ
が、
私
は
r
は
じ
め
に」
と
い
う
巻
頭

(
1)
生
活
指
導
の
存
在
論
的
基
底

2
 

だ
か
ら、
私
た
ち
は
「
生
活
指
導
実
践
主
体
の
成
長

ー—
権
力
的
か
か
わ
り
か
ら
い
か
に
自
由
に
な
る
か」

r
生
活
指
打
に
お
け
る
ケ
ア
と
自
己
決
定」
「
支
え
あ
っ
て
生
き
る

ー
教
育・
援
助・
相
談・
ケ
アJ
「
生
活
指

荘
と
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト」
な
ど
を
学
会
の
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
き
た。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く、
そ
の
延
長
と
し
て

『
地
域
の
再
構
築
と
育
ち
あ
い」
「
住
民
主
体
の
生
活
指
導」
な
ど
を
テ
ー
マ
と
し
て
き
た
の
で
あ
る。

私
た
ち
の
学
会
は
二
0
i

0
年
で
二
八
年
目
を
迎
え
る
が、
そ
の
研
究
と
実
践
は
現
代
的
貧
困
の
ひ
ろ
が
り
の

な
か
で
ま
す
ま
す
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る。
こ
う
し
た
な
か
で、
そ
の
必
要
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
名
づ
け
る
か
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う。
本flt
3

が
そ
う
し

ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
り、

た
火
践
と
研
究
の．
里
塚
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
切
に
願
う
こ
と
で
も
っ
て

＊
足
に
な
っ
た
が、
編
染
委
U
会
を
代
表
し
て、
本
苫
に
寄
稿
し
て
い
た
だ
い
た
方
々
に
深
く
感
謝
す
る
と
と

も
に、
本
内
の
刊
行
に
尽
力
し
て
い
た
だ
い
た
エ
イ
デ
ル
研
究
所
と
熊
谷
耕
氏
に
感
謝
の
意
を
の
べ
さ
せ
て
く
だ

さ
い．二

01
0
年
七
月

「
苔
か
れ
な
か
っ
た
編
集
後
記」

編
染
委
貝
会
代
表

竹
内

常

r
ま
え
が
き」
と
し
た
い。
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つ
な
ぎ
あ
わ
せ 、
ひ
と
つ
の
も
の
に
し
て
い
る
も
の
は
な
に
か
を
取
り
だ
し
た

そ
う
し
た
存
在
状
況
は
具
体
的
に
は
ホ
ー

ム
レ
ス
や
難
民
の
な
か
に 、
虐
待
や
迫
害
（
い
じ
め）
の
な
か
で
自

死
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
子
ど
も
の
な
か
に 、
使
い
捨
て
ら
れ 、
棄
民
さ
れ
る
な
か
で
自•
他
殺
す
る
ほ
か
な
い
人

の
な
か
に 、
社
会
の
外
部
に
排
除
さ
れ 、
そ
の
周
辺
部
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
人
び
と
の
な
か
に
突
出
し
た
形
で

現
れ
て
い
る 。
し
か
し 、
そ
れ
は
い
ま
で
は
す
べ
て
の
人
の 、
そ
し
て一
人
ひ
と
り
の
r

生J
と
r

死J
を
取
り

巻
き 、
そ
の
「

き
と
r

在
に
た
ち
こ
め
て
い
る
も
の
で
あ
る 。

と
こ
ろ
で 、
こ
こ
で
閥
迎
と
し
て
い
る
「

人
間
の
存
在
論
的
な
募
底
の
崩
壊」
と
は 、
端
的
に
い
え
ば 、
r

居

場
所
が
な
い」
と
い
う
こ
と 、
つ
ま
り
「

世
界
の
な
か
に
自
分
が
r

生
き
て
あ
る』
こ
と
の
で
き
る
坦
所
が
な

）

と
い
う
こ
と
で
あ
る 。
別
言
す
れ
ば 暴
そ
れ
は
r

世
界
の
な
か
に
あ
り 、
世
界
と
と
も
に
あ
る
と
い
う
人
間

し」的
な
存
在
の
在
り
月」 ‘
r

他
者
と
と
も
に
世
界
の
な
か
に
あ
り 、
他
者
と
応
答
し
合
い
つ
つ
世
界
を
つ
く
り
だ
し

て
い
く
と
い
う
人
間
的
な
＃
在
の
在
5
加」
の
解
体
を
含
意
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う 。
そ
う
し
た
人
間

の
存
在
論
的
な
甚
胚
の
肌
壊
は 、
ア
ー
レ
ン
ト
に
し
た
が
っ
て
い
え
ば 、
こ

訴
権
利
を
持
つ
権
利」
の 、
ま
た
節

沼
弘
志
に
し
た
が
っ
て
い
え
ば 、
「

地
球
上
に
身
体
を
備
え
て
存
在
す
る」
こ
と
の
権
利 、
す
な
わ
ち
「

存
在
権」

の
刹
奪
状
態
を
示
し
て
い
る 。
つ
ま
り 、
人
閥
が
「

世
界
内
存
在」
で
あ
る
こ
と
を
拒
絶
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状

況
を
生
き
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る 。
私
が
「

は
じ
め
にJ
の
な
か
に
し
の
び
こ
ま
せ
た

こ
と
の
ひ
と
つ
は
こ
の
こ
と
の
確
詔
で
あ
っ
た 。

い
ま
ひ
と
つ
は 、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
存
在
論
的
な
甚
底
の
崩
壊
の
確
認
を
前
提
と
し
た
う
え
で 、
専
門
分

野
の
違
い
を
越
え
て
本
学
会
に
染
ま
っ
た
も
の
が
そ
の
仕
事
の
な
か
で
共
通
し
て
迫
求
し
て
い
る
も
の
が
な
に
か 、

そ
れ
ぞ
れ
の
仕
平
を
結
び
つ
け 、

い
と
い
う
願
い
で
あ
っ
た 。

だ
か
ら 、
「

は
じ
め
にJ
の
な
か
で 、
こ
れ
ら
の
仕
事
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
こ
と
は 、
r

ひ
と
り
の
人
間
的
に
生

き
て
あ
り
た
い
と
い
う
存
在
要
求
に
応
笞
し
て 、
そ
の
人
が
必
淡
と
し
要
求
し
て
い
る
生
活
と
生
き
方・
在
り
方

を
共
同
し
て
つ
く
っ
て
い
く
営
み」
で
あ
る
と
仮
定
的
に
述
ぺ
た 。
U
い
換
え
れ
ば 、
私
た
ち
が
実
践
と
研
究

を
つ
う
じ
て
追
求
し
て
い
る
こ
と
は 、
人
間
の
存
在
曲
的
な
基
底
が
解
体・
崩
壊
し
て
い
る
た
だ
な
か
に
あ
っ
て 、

9
r

他
者
と
と
も
に
世
界
の
な
か
に
あ
り 、
他
者
と
応
答
し
合
い
つ
つ
世
界
を
つ
く
り
だ
し
て
い
く」
と
い
う
こ
と 、

つ
ま
り
人
間
と
世
界
の
全
体
性
を
再
構
成 、
再
削
迭
し
て
い
く
こ
と
と
と
ら
え 、
そ
こ
に
r

生
き
て
あ
る」
こ
と

の
回
復
を
賭
け
た 。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
の
も
と
で
展
開
さ
れ
て
い
る
私
た
ち
の
「

営
みJ
を
捉
え
か
え
し
て 、

ぶ占
活
指
荘」
と
い
う
用
語
法
を
め
ぐ
る
よ
論
を
新
し
い
次
元
に
ひ
き
あ
げ
て
い
く
こ
と
が 、
い
ま
ひ
と
つ
の
私

と
が
で
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い 。

の
LI
本
語
を
使
っ
た
の
は 、
人
間
と
し
て

本
牛
会
が
結
成
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
を
確
聡
す
る
こ
と
で
あ
っ
た 。

「
あ
る」
（
存
在
す
る）
こ
と
が
で
き
な
い
な
か
で
は
r

生
き
る」
こ

き
て
あ
り
た
い』

そ
の
な
か
で
「

生
き
て
あ
る」
と
い
う
破
格

そ
の
ひ
と
つ
は 、と

す
る
r

存
在
要
求』
と
も
い
う
ぺ
き
も
の
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
っ
た」
時
代
状
況
の
な
か
で 、

「
生
き
づ
ら
さ」
が
年
ご
と
に
深
ま
り 、
「

人
び
と
の
あ
い
だ
に

の
短
文
の
な
か
で
ふ
た
つ
の
こ
と
を
こ
の
r

事
典』
に
託
し
た 。

『
人
間
的
な
存
在
と
し
て
生

21•9 
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ま
ず
「
2
ー
4

る
こ
と
に
し
よ
う。

在
を
指
摘
す
る
だ
け
に
留
め
て
お
く。

(

2

)

「
受
容」

と
「
指
導」

は
矛
盾
す
る
か

の
「
抱
負」

で
あ
っ
た。

ま
た
は
「
抱
負」

に
照
ら
し
て
み
る
と
き、

本
書

そ
こ
で、
『
事
典』

編
集
に
こ
め
た
私
の
二
つ
の
「
願
い
」

が
ど
う
い
う
問
阻
を
私
た
ち
に
提
起
し
て
い
る
か
を
若
干
の
問
題
に
し
ぼ
っ
て
「
編
集
後
記」

風
に
述
べ
る
こ
と

で
編
集
部
の
依
頼
に
応
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

＞
る
な
か
に
あ
っ
て
は、
「
生
活
指
甜」

と
か
「
対
人
援
助」

人
間
の
存
在
論
的
な
基
底
が
解
体
し
崩
壊
し
て
）

と
か
「
生
活
支
援」

と
か
と
い
わ
れ
る
仕
事
は、

私
た
ち
が
他
者
と
し
て
「
世
界
の
な
か
に
あ
っ
て、

世
界
と
と

も
に
生
き
て
あ
る」

こ
と
を
意
識
的、

無
意
識
的
に
求
め
て
い
る
人
び
と
の
試
み
に
閲
与
・

参
加
し
て
い
く
こ
と

で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う。

そ
の
人
の
か
た
わ
ら
に
い
て、

そ
の
人
と
と
も

そ
の
た
め
に
は、

私
た
ち
に
ま
ず
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は、

に
世
界
に
住
み
こ
む
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る。

私
が
あ
な
た
の
傍
に
い
て、

あ
な
た
の
呼
び
か
け
に
応
え
る
こ

そ
の
相
互
応
答
を
交
わ
す
な
か
で
そ
れ

と、

そ
の
私
の
応
答
に
あ
な
た
も
ま
た
「
私」

と
し
て
応
答
す
る
こ
と、

ぞ
れ
に
自
己
の
存
在
を
確
か
め、

生
き
る
に
値
す
る
世
界
を
構
成
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る。

に
い
る
』

こ
と
の
重
み
を
感
じ、

労
苦

岡
野
八
代
に
よ
れ
ば、

こ
の
よ
う
な
閲
係
性
と
は、
「
『
わ
た
し
が
こ
こ

自
分
の
存
在
が
確
か
な
も
の
に
な
る。

そ
う
し
た
ケ
ア
と
信

を
引
き
受
け
て
く
れ
る
他
者
の
存
在
に
よ
っ
て、

〈
注
3
〉

れ
て
い
る。

さ
ら
に
彼
女
は
ヘ
ル
ド
を
引
用
し
て、

そ
う
し
た
関
係

頼
と
葛
藤
か
ら
な
る
関
係
性
で
あ
る」

と
さ

性
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
「
ケ
ア
の
倫
理
は、

個
人
と
よ
り
広
い
社
会
の
レ
ベ
ル
の
双
方
に
お
い
て、

ケ
ア
と
配

慮
の
関
係
性
と、

ニ
ー
ズ
に
対
し
て
人
び
と
が
互
い
に
応
答
し
あ
う
関
係
性
を
築
き
あ
げ
る」

こ
と
で
あ
る
と
し、

「
わ
た
し
た
ち
が
見
失
っ
て
な
ら
な
い
の
は、

そ
の
よ
う
な
社
会
的
構
築
物
を
下
か
ら
支
え
あ
る
い
は
取
り
囲
ん

で
い
る
人
間
の
相
互
依
存
と
ケ
ア
関
係
の
必
要
性
と
い
う、

よ
り
根
源
的
な
現
実
で
あ
る」

と
し
て
い
る。

時
代
状
況
が
こ
れ
ほ
ど
に
「
ケ
ア
の
倫
理」

を
必
要
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、

本
『
事
典』

の
な
か
で

ケ
ア
を
主
頗
化
し
た
直
接
的
な
項
は
「
2
|
11

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た。

な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
編
集
関
係
者
と
し
て
問
う
必
要
が
あ
る
が、

い
ま
は
問
題
の
所

と
は
い
え、

こ
の
問
題
に
関
わ
る
項
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か、

こ
う
し
た
問

頗
関
心
は
多
く
の
項
の
な
か
に
み
る
こ
と
が
で
き
る。

そ
こ
で、

こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
問
題
に
さ
れ
て
き
た
「
受

容」

と
「
指
迎」

に
関
す
る
項
に
そ
く
し
て
ケ
ア
と
相
互
応
答
の
関
係
性
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
み

『
指
甜
す
る
』

こ
と
と
『
受
容
す
る
』

こ
と
」

を
み
る
と、

高
垣
忠
一

郎
は
「
自
主
性
を
喀

重
す
る
指
恋
は、

相
手
の
内
面
の
自
由
を
尊
重
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る」

と
述
べ
て

い
る。

そ
う
だ
と
す
れ
ば、
「
そ
の
内
面
の
自
由
を
保
障
し、

そ
の
回
復
を
援
助
す
る」

も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の

「
受
容」、
「
そ
れ
は
指
導
が
本
来
の
『
指
迎』

と
し
て
成
立
す
る
た
め
の
前
提
を
つ
く
り
出
す
働
き
か
け
だ
と
い

え
る」

と
述
べ
て、

受
容
と
指
迎
を
統
一

的
に
と
ら
え
る
可
能
性
を
提
起
し
て
い
る。

ケ
ア
か
ら
正
義
へ
」

に
と
ど
ま
り、

そ
れ
以
上
の
項
を
た
て
る

261 
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し＂’

の
と
な
っ
て
い
る。

1 91,9if導とは何か

し
て
い
る。

ヽ
，

こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
受
容」
と
は
r

自
分
の
あ
り
の
ま
ま
の
気
持
ち
を
表
現
し
て
も、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
拒
否
さ
れ
な
い
と
い
う
安
心
感
を
も
た
引
す
と
共
に、

自
己
決
定
の
主
体
と
し
て
尊
坦
さ
れ
て
い
る
と
い
う
信

頼
惑
を
も
た
ら
す
働
き
か
け
で
あ
る」
と
さ
れ
て
い
る。
こ
の
「
安
心
感」
な
ら
び
に
r

信
頼
舷J
を
も
た
ら
す

こ
と
と、

さ
き
の
「
内
面
の
自
由」
を
回
復
す
る
こ
と
と
が、
「
自
己
決
定
主
体」
の
莉
重
と
い
う
点
で
つ
な
げ

ら
れ
て
い
る
と
推
駄
さ
れ
る。

そ
う
即
解
す
る
と、
「
受
容」
は
相
手
の
存
在
の
現
れ
を
歓
待
す
る
ケ
ア
の
関
係
性
を
含
ん
で
い
る。

ま
た、

そ
れ
が
指
打
成
セ
の
前
提
で
あ
る
と
い
う
首
明
は、
ケ
ア
の
関
係
性
は
「
社
会
的
構
榮
物
を
下
か
ら
支
え
る
も
の」、

げ
い
換
え
れ
ば、

ケ
ア
と
相
互
依
存
の
関
係
は
社
会
的
諸
関
係
の
「
原
甚」
で
あ
る
と
す
る
と
ら
え
方
と
相
通
じ

て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う。

他
方、
r
2
1
1

化
活
指
芍
に
お
け
る
『
指
甜』
概
念J
の
碩
を
見
る
と、

竹
内
常ー
は
教
師
と
子
ど
も
の

関
係
に
絞
っ
て
r

指
刃
す
る」
も
の
と
「
指
建
さ
れ
る」
も
の
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る．

そ
の
な
か
で
「
生
活
指
甜
と
は、

子
ど
も
（
た
ち）
が
意
識
的
な
生
活
主
体
と
し
て
自
分
（
た
ち）
の
生
活
に

取
り
組
み、
そ
れ
を
よ
り
よ
げ
も
の
に
発
屎
さ
せ
て
い
く
過
程
に
（
教
師
が
ー
引
用
＃）

参
加
•
関
与
し
て
い
く

こ
と」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る。
つ
ま
り、

生
活
指
打
は
子
ど
も
とー
教
師
と
い
う
二
つ
の
主
体
か
ら
な
り、
そ
の

過
程
は
両
者
の
相
互
応
答
と
し
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る。

し
た
が
っ
て、
「
教
師
に
ま
ず
求
め
ら
れ
る
こ
と
は、
子
ど
も
と
生
活
を
と
も
に
し、
そ
の
な
か
で
子
ど
も
が

他
者
（
中
略）
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
と
り
結
び
な
が
ら、
ど
の
よ
う
な
生
活
を
営
ん
で
い
る
の
か
を
知
る
こ
と」

で
あ
る。
「
他
方、

子
ど
も
は
こ
の
よ
う
な
教
師
の
か
か
わ
り
に
支
え
ら
れ
て、
生
活
現
実
の
な
か
に
埋
没
し
て

い
た
自
分
を
取
り
戻
し、

自
分
を
包
み
こ
ん
で
き
た
生
活
現
実
を
意
識
化
し
は
じ
め
る」。
そ
の
な
か
で、
「
子
ど

も
は
自
分
の
抱
え
て
い
る
問
題
を•,
:'•
読
み
解
く
と
同
時
に、
・・・・・
自
分
の
要
求
を
読
み
淵
く
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り、

自
分
（
た
ち）
の
認
識・
表
現
や
必
淡・
要
求
を
対
収
し
て
教
師
と
討
論
で
き
る
よ
う
に
な
る」
と

.
,
 

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と、
「
指
翌
は、
教
師
が
子
ど
も
に
お
け
る
生
活
主
体
の
現
れ
を
感
受
し＂

子
ど
も
の
も
の
に
し
て
い
く
こ
と、

そ
れ
に
応
答
し
て
子
ど
も
が
意
識
的
な
生
活
主
体
と
し
て
自
己
を
確
立
し
て

い
く
こ
と
と
し
て
展
開
さ
れ
る。
そ
の
意
味
で
は、
r
指
導J
は
ケ
ア
を
前
提
と
し
て
い
る
と
問
時
に、

教
帥
と

子
ど
も
の
相
互
応
答
的
な
関
係
行
為
で
あ
る。
そ
う
し
た
点
か
ら
い
え
ば、
「
指
導J
は
子
ど
も
に
お
け
る
人
問

魯
の
現
れ
に
根
拠
を
も
ち、
そ
の
権
限
は
而
接
的
に
は
子
ど
も
に
よ
っ
て
授
権
さ
れ
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と、
「
受
容」
と
「
指
導」
は
オ
盾
す
る
も
の
で
は
な
く、
人
聞
の
存
在
論
的
な
基
絲

の
崩
壊
に
立
ち
向
か
い、
人
問
的
仔
在
を
回
復
す
る
大
き
な
試
み
を
構
成
す
る
も
の
と
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

し

そ
う
し
た
観
点
か
ら
み
れ
ば、
r
受
容」
と
『
指
刃J
を
め
ぐ
る
「
矛
盾」
と
い
わ
れ
る
も
の
は、

そ
れ
ら

‘。自
体
に
あ
る
の
で
は
な
く、
そ
れ
ら
を
社
会
的
に
成
立
さ
せ
て
き
た
外
部
か
ら
生
じ
て
い
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る。
そ
う
い
う
比
力
を
し
て
い
い
ほ
ど
に、
こ
れ
ら
の
試
み
は
日
的
を
協
同
し
て
追
求
す
る
も

一

そ
れ
を

26) 
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終章
生 括 指 導とは何か

「
エ
ン
パ
ワ
メ
ント
」
と
「
意
識
化」

と
い
う
こ
と
ば
を
こ
の
よ
う
に
つな

も
の
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
が、

い
で
い
い
か
に
つ
い
て
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る。

と
い
う
こ
と
ば
は、

デ
ィ
ス
エ
ン
パワ
ー
さ
れ
た
も
の
が
人
びと

そ
れ
は
と
も
か
く、
「
エ
ン
バ
ワ
メ
ン
ト」

し
て
い
く
こ
と
を
共
通
項と
し
て
い
ると
し
て
も、

この

と
の
つ
な
が
り
の
な
か
で
相
互
に
自
己
を
エ
ン
パ
ワーる

具
体
的
な
実
践
に
裏
打
ち
さ
れ
た
内
容
と
方
法
を
もっ
てい

こ
と
ば
を
立
ち
上
げ
た
各
地
域、

各
領
域
に
お
け

る
こ
と
が

見落
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
うか。

「
2
ー
2」

では

「
対
人
援
助
と
は．．．．．
 被
援
助
者
の
も
っ
て
い
る
力
を
引
き出
し、

だ
から、
『
事
典
』
は

ェ
ン
パ
ワー
し、

そ
の
成
長
や
自
己
実
現
の
過
程
を
促
進
する
こ
と
で
ある
」
と
し、
「
心
理的」

エ
ン
パ
ワメ

、
「2

ー3
」

では
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワー
ク
再
門
職は、

人
間
の福

ン
ト
に
焦
点
を
お
い
て
い
る
の
に
た
い
して

の
罹
進
を
めざ
して、

社
会
の
変
革
を
進め、

人
間
関
係
に
お
け
る

問題
解
決
を
図り、

人々

祉
(
w
ell'
b
ei
ng)

）

V
」
（
国
際
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
連
盟
の
定義
）と
し、
「
社
会的
」

の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
と
解
放
を
促し
て
＂

工

、
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
保
他
医
療
の
過
程
に
対
す
る
節
害
者
自
身
の
関
与
を実

また
、
「
5

ー6
」
では、

リ
ノ
゜、

ワ
リ
ン
グ
の
過
程
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
とし、

そ
れ
を
つ
うじ
て節

現
さ
せ
る
た
め
には
、
当
事
者
の
エ
ン
ノ

い
う
問
岨
を
提
起し
て
いる。

そ
の
意
味
では、

そ
れ
は
「
私
た
ち
ぬ
きでヽ

'

古
者
の
「
当
巾
行
主権
」
の
確
立
と

〈
注6〉

゜、

ヮ
メ
ン
ト
を
間
接
的
に
問
題
化し
て
い
る
と＂

私
た
ち
の
こ
と
は
何
も
決
め
るな
」
と
い
う
「
政
治的
」
エ
ン
ノ

う
こ
と
が
で
きる。

ン
バ
ワ
メ
ント
に
焦
点
を
お
い
て
いる。

育
学』

の
著
者
で
あ
るP
・
フ
レイ
レの
「
人
間
化」

私
は
庄
井
の
概
念
規
定
は、

〈
注
4
〉

ア
メ
リ
カ
の
公
民
権
運
動
に
発
する
「エ
ン
パ
ワ
メ
ント」
と
r
被
抑
圧
者
の教

「
良
心
化」
「
意
識
化」

を
ふま
え

た
総
括
的
で
意
欲
的な

な
っ
て
きた」

と
述べ
て
い
る。

は
人
生
に
お
け
る原
•
著
者性
（s
el
f,au
t

h
or
s
hip)

を
形
成
して
い
く
プロ
セス
と
理
念
を
意
味
す
るよ
うに

そ
れ
を
奪
遠
し、

あ
る
社
会や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
意
思
決
定
に
参加
しつ
つ、

社
会
に
お
け
る
主
権
性、
あ
る
い

な
か
で
権カ
・

権限
(po
w
er)

を
紅
恋さ
れて
い
る
人び
と
が、
そ
れ
に
気
づ
き、

学
び、

意
識化
し
な
がら

庄
井
良
信は
「
2
ー10

」

にお
い
て
「
今
日、
エ
ンバ
ワメ
ン
ト
と
い
う
概
念
は、

社
会、

文
化的
な
制
約の

を。・
は
表
す
も
のと
し
てm
い
ら
れ
て
い
る。

し
て
人
間
的
な
存
在
の
回
復、

また
は
奪
還
を
目
指
す
私
た
ち
の
試
み
の
目
的、
ま
た
はそ
の目
的
追
求
の
過程

こ
れ
ら
の
項
に
あ
っ
て
は、
「
エ
ン
パ
ワメ
ン
ト
」
と
い
うこ
とば
は、

人
間
の
存
在
論
的
基
底
の
崩
壊
に
抗

の
考
え
方」

の
五
項
で
あ
る
が、
J
れ
に
近
い
こ
と
を
間
接的
に
論
じて
い
る
項
が多
い。

ン
トと
は
な
に
か
」、

ーー

「
2

|

ケ
ア
か
ら
正
義
へ
」、
「
5ー

6

リ
ハ
ビ
リ
テー
シ
ョ
ン
と
エ
ン
バ
ワ
メ
ント

人
援
助』
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
」、
「
2
13

ソー
シ
ャ
ル
ワー
ク
と
は
な
に
か
」、
「
2
ー10

エ
ン
パ
ワ
メ

て
い
る
こ
と
の
な
か
に
も
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る。

そ
れ
に
直
接
的
に
言
及
し
て
い
る
項
は
「

2ー
2

『
対

ま
た、

私た
ち
の
試
み
の
共
通
性
は、
本
r

事
典』

の
項
に

(

3

)

「
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
」
を
ど
う
と
ら
え
る
か

「
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
」
と
い
う
こ
と
ば
が
頻
出
し

2“ 
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終迂 生活指導とは何か

な
「
生
徒
指
迎」
と
管
理
主
義
的
な
「
生
活
訓
練」
を
ど
の
よ
う
に
転
換
し
て、

民
主
的
な
政
治
的
訓
練
と
も
い

防
貧
対
策
と
し
て
の
「
生
活
訓
練」
を
ど
の
よ
う
に
転
換
し
て、

ま
た
戦
後
に
お
い
て
も
順
応
（
適
応）
主
義
的

そ
の
た
め
に
は、

学
校
教
育
に
お
け
る
生
活
指
芍
が
戦
前
に
お
い
て
反
省
主
義
的
な
「
生
活
指
迫」

る
と
い
う
仮
定
的
な
定
義
を
確
証
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か。

ワ
メ
ン
ト」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
応
じ
て
そ
の
力
点
を
変
え
る
が、
人
び
と
の
出
会

こ
の
よ
う
に
「
エ
ン
パ

ま
た、

な
ら
び
に

い
く
社
会
的
な
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
を
か
い
し
て、

い
と
つ
な
が
り
を
原
基
と
す
る
社
会
的
な
ち
か
ら
を
迎
き
出
し
て

ワ
メ
ン
ト
を
進
め、

他
方
で
自
分
た
ち
を
無
力
化
す
る
政

一
方
で
個
人
の
ち
か
ら
を
有
力
化
す
る
心
理
的
エ
ン
パ

ノ
ヮ
メ
ン
ト
を
進
め
る
構
造
を
と
る
と
す
る
J
.

治
的
支
配
に
抵
抗
し、

政
治
的
解
放
を
闘
い
と
る
政
治
的
エ
ン。ヽ

フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
全
体
的
な
構
想
に
注
目
し
5
因。ノ

ヮ
メ
ン
ト
は
相
互
応
答
を
つ
う
じ
て
人
と
人
が
出
会
い、

互

こ
う
し
た
構
想
が
な
い
と
き、
た
と
え
ば
エ
ン
。ヽ

い
う
こ
と
で
あ
っ
て、

な
ん
ら
か
の
力
を
つ
け
る
こ
と、

い
に
互
い
の
内
在
す
る
力
に
ど
う
働
き
か
け
合
う
か
と

持
た
せ
る
こ
と
で
は
な
い
と
断
定
す
る
こ
と
は
か
な
ら
ず
し
も
正
し
い
と
は
い
え
知
嗅。
な
ぜ
な
ら、

デ
ィ
ス
エ

ン
パ
ワ
ー
さ
れ
た
人
々
は
生
産
と
再
生
産
の
た
め
に
必
要
な
知
識、

俯
報、

技
術、

社
会
組
織、

経
済
的
な
資
源

こ
と
が
必
要
だ
か
ら
だ。

問
頌
は
そ
う
し
た
も
の
が
人
び
と
を
エ
ン
バ

に
ア
ク
セ
ス
す
る
ち
か
ら
を
つ
け、

持
つ

ス
エ
ン
パ
ワ
ー
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ。

ワ
ー
す
る
の
で
は
な
く、
か
え
っ
て
デ
ィ

ニ
ア
リ
ン
グ
が
現
場
の
従
業
員
の
自
主
的
な
意
思
決
定
と
ビ

ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
に
お
け
る
リ
エ
ン
ジ

ト
ロ
ー
ル
を
可
能
に
し
た
点
で、

従
業
員
の
エ
ン
バ
ワ
メ
ン
ト
を
促
進
す
る
も
の
で

ジ
ネ
ス
・
プ
ロ
セ
ス
の
コ
ン

と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か。
な
ぜ
な
ら、

そ
れ
は
他
方
に
お
い
て
労
働
者

あ
っ
た
と
拡
張
す
る
の
は
正
し
い

を
デ
ィ
ス
エ
ン
バ
ワ
ー
し、

労
働
者
を
労
働
そ
の
も
の
か
ら
排
除
す
る
も
の
で
も
あ
る
か

知辺。

だ
が、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と、

新
自
由
主
義
と
新
保
守
主
義
が
猛
威
を
ふ
る
い、

政
治
権
力
が
人
び
と

を
デ
ィ
ス
エ
ン
パ
ワ
ー
し
て
い
る
日
本
の
現
実
に
あ
っ
て
は、

私
た
ち
は
「
エ
ン
バ
ワ
メ
ン
ト」
の
中
核
を
構
成

し
て
い
る
「
パ
ワ
ー」
と
は
な
に
か、

そ
れ
は
具
体
的
に
は
な
に
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
手
触
り
の
あ

る
も
の
と
し
て
感
得
で
き
な
い
で
い
る
こ
と
が
大
き
な
問
題
と
な
る。

そ
う
し
た
問
題
状
況
を
越
え
て
い
く
た
め
に
は、

私
た
ち
は
私
た
ち
の
試
み
を
と
お
し
て、
「
権
力」
（
パ
ワ
ー）

と
は
他
者
と
の
相
互
応
答
を
つ
う
じ
て
世
界
を
構
築
す
る
私
た
ち
の
共
同
の
「
ち
か
ら」
で
あ
り、

そ
れ
ゆ
え
に

そ
れ
は
個
人
に
属
す
る
「
力」
で
は
な
く、

社
会
的
集
団
に
属
す
る
「
ち
か
ら」
で
あ
る
と
い
う
コ
モ
ン
セ
ン
ス

を
す
べ
て
の
人
た
ち
の
も
の
と
す
る
こ
と、
つ
ま
り
「
パ
ワ
ー」
と
い
う
こ
と
ば
を
日
本
人
の
共
通
の
こ
と
ば
に

〈

注

10
)

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る。
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば、

私
は
「
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト」
と
い
う
カ
タ
カ
ナ
こ
と

ば
は
い
つ
ま
で
も
「
専
門
家」
の
も
の
に
と
ど
ま
り、

普
通
の
人
た
ち
の
も
の
に
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る。

そ
う
だ
と
す
れ
ば、

私
た
ち
が
「
生
活
指
恋
の
行
方
と
展
望」
を
論
ず
る
た
め
に
は、

各
地
域、

各
分
野
に
お

い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
私
た
ち
の
実
践
的
な
試
み
が、
「
出
会
い
と
相
互
応
答
を
つ
う
じ
て
デ
ィ
ス
エ
ン
パ
ワ
ー

さ
れ
た
も
の
が
自
分
（
た
ち）
の
バ
ワ
ー
を
新
し
い
形
と
し
て
取
り
戻
す
こ
と
を
指
迎．
援
助
す
る
営
み」

(

4

)

私
た
ち
の
試
み
の
こ
れ
ま
で
と
現
在
|
|
「
生
活
指
導
の
行
方
と
展
望」

で
あ
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札a ti61ij囀とは何か

だ
け
で
い
い
と
私
は
思
っ
て
い
る。

う
べ
き
「
集
団
づ
く
り」

と
い
う
実
践
形
態
を
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
か
を
実
践
的
事
実
に
照
ら
し
て
検
討
す
る
必

要
が
あ
る。

お
な
じ
こ
と
は
社
会
福
祉
実
践
に
つ
い
て
も
い
う
こ
と
が
で
き
る。

戦
後
の
社
会
保
船
・
社
会
福
祉
の
碁
本
方

針
を
提
起
し
た
r
社
会
保
節
審
議
会
勧
もJ
（
一
九
五
0
年）

は、

生
＃
権
保
応
を
つ
う
じ
て
個
人
の
「
生
命、

自

山
及
び
じf
福
追
求
に
対
す
る
権
利」

を
尊
頂
し、

保
節
す
る
と
し
た
新
憲
法
の
理
念
に
応
え
る
も
の
と
し
て
社

会
協
祉
を
規
定
し、

そ
の
具
体
的
実
践
と
し
て
「
生
活
指
母、

更
生
補
刃、

援
護
育
成」

な
ど
を
あ
げ
て
い
た
が、

こ
の
な
か
で
「
生
活
指
導」

は
そ
の
概
念
内
容
を
真
に
転
換
し
た
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う。

そ
の
後、

社
会
糾
祉
実
践
は
r
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し、

被
保
護
者
が
公
的
扶
助
を
受
け
る
こ

と
に
CI
祁
磁
竹
を
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
な
く、

自
立
へ
の
権
利
と
し
て
扶
助
へ
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
実
感
し

て、

失
わ
れ
た
生
活
意
欲
を
取
り
戻
す
こ
と
を
指
淋
．
援
助
す
る
も
の
と
し
て
展
開
さ
れ
た。

し
か
し、
「
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク」

の
理
念
・
似
剌
が
福
祉
国
家
の
福
祉
行
政
の
ワ
ク
の
な
か
で
は
た
し
て
実
現
さ

れ
た
の
か。

ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
の
原
理
に
た
つ
社
会
福
祉
実
践
が
自
立
の
権
利
を
保
閃
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ

そ、

被
保
護
者
が
当
事
者
主
権
を
意
識
し
て、

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ア
ク
シ
ョ
ン
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ケ
ア
を
自
主
的

に
展
開
す
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
が、

そ
れ
ら
の
カ
タ
カ
ナ
こ
と
ば
で
表
さ
れ
て
い
る
社
会
福
祉
実
践
は
ど
う

い
う
社
会
的
事
実
を
つ
く
り
だ
し、

こ
れ
ま
で
の
堀
祉
国
家
を
ど
う
転
換
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
問
わ
れ
る

必
吸
が
あ
る
だ
ろ
う。

そ
う
し
た
私
た
ち
の
試
み
の
「
こ
れ
ま
で」

を
批
判
的
に
考
察
す
る
と
同
時
に、

そ
れ
が
た
ど
り
つ
い
た
私
た

．

 

ち
の
「
現
在」

が
私
た
ち
の
試
み
の
理
念
を
ど
れ
だ
け
実
現
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
か、

ま
た
ど
れ
だ
け
枠

づ
け
し
制
限
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
か
を
拙
頌
化
し、

そ
の
試
み
の
仮
定
的
な
定
義
が
ど
の
よ
う
な
事
実
に

裏
付
け
ら
れ、

ど
の
よ
う
な
事
実
に
よ
っ
て
修
正
を
も
と
め
ら
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て、

こ
の
定
義
を
普
通
の
人
た
ち
の
も
の
に
す
る
に
は、

ど
う
い
う
こ
と
ば
を
意
味
転
換
し
て
川
い
れ
ば
い
い
か
考
え

る
必
災
が
あ
る
だ
ろ
う。

そ
う
し
た
と
き、
「
生
活
指
尊」

と
い
う
こ
と
ば
は
な
っ
か
し
い
こ
と
ば
と
し
て
残
る

百
付
記】

本
内
（『
生
活
指
遵
r
典』）

刊
行
後、

説
者
か
ら
「
な
ぜ
r
事
典』

が
巣
団
づ
く
り
の
原
型
で
あ
る
大

西
忠
治
編・
香
川
煤
生
活
指
迅
研
究
会
著
『
班
・
核
・
討
議
つ
く
り』
（
明
治
図
害、
一
九
六
八
年）

に
関
す
る
項

ま
た
は
記
述
が
な
い
の
か」

と
い
う
批
判
が
省
せ
ら
れ
た。

編
巣
代
表
と
し
て
こ
の
こ
と
に
柑
任
を
感
じ
て
い
る

こ
と
を
付
記
し
て
お
く。

【
注】

l

p
・
フ
レ
イ
レ
『
日
山
の
た
め
の
文
化
行
動』
（
亜
紀
lff
房、
i
九
八
四
年）

五
九
頁。

2

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『^
た
体
主
汎
の
起
源
2』
（
み
す
ず
古
房、
．
九
七
二
年）、

笹
沼
弘
志
『
＊
ー
ム
レ
ス

と
自
立
／
排
除』
（
大
月
打
店、
．

5
0
八
年）．

3

岡
野
八
代
r
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
政
治
学』
（
み
す
ず
杓
房、
11
0―
二
年）
i
五
一
頁。

な
お、
ヘ
ル
ド

(
Held.
Vi
rginia.
T
he
 Ethics
 o
f

 

Care:
Per
sona/、
Poli
ti
8/,
G
lobal.
Ox
ford
University
 Pr
gs̀
2
0
06)

の

引
用
は、

岡
野
訳
に
よ
る。
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あ と が き

こ。t 本Itい
は、

教
育
基
本
法
の
改
正
を
批判

し
た
r
い
ま
な
ぜ
教
脊
基
本
法
か
』
（
桜
井
B店、

二
0
0
六
年
）

刊行

か
ら
数
え
て
一
0
年
後
の
久
し
ぶ
り
の
論
文
集
で
あ
る。

「
教
育
改
吊
」

の
急
展
閲
と
f
ど
も
・
若
者
の
「
宅
き
づ
らさ
」

え
て
い
な
い
と
感
じて、

そ
の
刊
行
を
断
念
し
た。

こ
の間、

私
は
い
く
度
か
論
文
集
を
出
そ
うと

し
たが、

そ
れ
ら
は
教
育
基
本
法
改
正
後
の
新
自
由
主
義
的な

の
深
刻
化
に
正
而
か
ら
対応

す
る
も
の
にな
り

し
かし、

こ
の間、

私は

二
つ
の
編
著
書
を
編
む
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
た。

そ
の
ひ
と
つは、

故
野
々
垣
務氏

（
元
・
科
生
研
・
教
科
研
会且
）

が
創
設
し
た
通
称
「
竹
内熟
」
（
二
0
0
二
年
結成
）
に
染
ま
っ
た
人
たち

と
編ん

だ
『
教
育
と
福
祉
の
出
会
うと
こ
ろー
ーー
子
ど
も
・
若
者
と
し
あ
わ
せ
を
ひら
く

』
（
佐
藤
洋
作
と
の
共編。
山

吹
書店
、

二
0
―

二年
）

そ
して
、
い
ま
ひ
と
つは
、

編
集
代
及
と
し
て
参
加
し
た
日
本
生
活
指
迎
学
会(
-
九
八
三
年
結成
）
編
のr生

活
指
迎
事
典ー

ー
生
活
指
迎
・
対
人
援
助
に
関
わ
る
人
の
た
めに
』
（
エ
イ
デ
ル
研
究所、

二
0
-
0年
）

で
あっ

私
は
『
い
ま
な
ぜ
教
育
基
本
法か
』
を
刊
行
す
る
ま
え
の
二
0
0
三
年
に
桜
井
書
店
か
ら
『
教
師
のし
ご
と
』

と
題
す
る
著
書
を
刊
行
す
る
予
定
で
あ
っ
たが
、

害
名
が
あ
ま
り
に
も
そ
つ
け
な
い
と
い
う
か
、
「
詩想
」

に欠

あ
と
がき

4

n
本
国
憲
法
第一
三
条
の
「
生
命、

自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対す
る
権
利
の
将
重」
と
いう

文
言
はア
メ
リ

カ

独
立
宣
言
か
ら
引
い
た
も
の
で
あ
る
が、

そ
の
権
利
は
独
立
宣
言
に
あ
っ
て
は
白
人
の
成
人
男
性
に
限ら

れ
た
も

の
で
あ
っ
た。
一

几
五
0
年
代
か
ら
始
ま
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
公
民
権
運
動
は
こ
の
権
利を
成
人
白
人
男
性
以
外
の

す
べ
て
の
者
に
承
認
す
る
こ
と
を
求
め
る
運
動
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
でき

る。

5

p
．
フ
レ
イ
レ
『
被
抑
圧
者
の
教
育
学』
（
亜
紀
書
房、
一
九
七
九
年）。

6

J
.
1
・
チ
ャー

ル
ト
ン
『
私た
ちぬ
き
で私
た
ち
の
こ
と
は
何
も
決め
る
なーー＇

節
苫を

も
つ
人
に
対する

抑
圧
と
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
』
（
明
石
書
店、

二
0
0
三
年）。

7

J
・

フリ
ード
マ
ン
『
市
民・

政
府・
N
G
01

カ
の
剥
布
か
ら
エ
ン
バ
ワ
ー
メ
ン
ト
ヘ
』
（
新評

論、

一

九
几
五
年）。

8

森
田
ゆり
『エ
ン
パ
ワメ
ン
ト
と
人
権』
（
解
放
出
版
社、
一
几
九
八
年）。

9

久
木
田純
「エ
ンパ

ワメ
ン
ト

と
は
なに
か」
（『
現
代の
エ
ス
プリ

37
6
』

至
文
堂、
一
九
九
八
年）。

10

アー
レ
ン

トは
「
権力
(po
wer)
」、
「
力
(
s

tren
g

t

h)

」、
「
強
制
力
(「o
rce
)J
、
「

総
力

(
vi

ole
nce)」

を
区
別
し
て、
「
権力
(po
wer)

は、

た
だ
た
ん
に
行
為
す
る
だ
け
では
な
<、
[
他者
と]
―

致
し
て
行
為す

る
人
間
の
能
力
に
対
応
す
る。

権
力
は
けっ
し
て
個
人
の
性
灯
では
な
い。

そ
れ
は
染
団
に
属
す
る

も
の
で
あり
、

梨
団
が
巣
団と
し
て
維
持
さ
れて
いる
か
ぎ
り
にお
い
て
の
み
に
存在
し
つ
づけ
る」
と
し
て
い
る
（『
暴力
に

つ
い
てーー

＇
共
和
国
の
危
機』（
み
す
ず
内
房、
二
0
0
0
年）
一
三
二
S一
三
三
頁）。

私は
こ
の「
他者
」
を「ひ
と
」

だ
け
で
な
く「
も
の」
に
も
拡
張
す
べ
き
で
ある
と
考
え
て
い
る。
そう
し
た
と
き、

人
間
の
存
在
権
は
も
の
の「自

然
権」

を
も
含
む
も
の
と
な
り、
エ

ン
パ
ワ
メン
ト

と
い
う
概
念は
人
間中

心
主
義か

ら
解
放さ
れ、

人
類
学的

な
実
質
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る。

で
あ
っ
た。

2 71 

2
70 




