
１．

自
分
で
問
題
を
考
え
、
自

分
で
問
題
を
見
つ
け
る
能
力

教
育
に
お
い
て
、
親
離
れ
し
て
一
人
で

逞
し
く
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
人
間

を
育
て
る
た
め
に
は
、
次
の
三
つ
の
ス
テ

ッ
プ
が
必
要
な
は
ず
で
あ
る
。

第
１
ス
テ
ッ
プ
は
「
知
識
を
詰
め
込
む
」

教
育
。
第
２
ス
テ
ッ
プ
は
、
問
題
に
対
し

て
自
分
で
答
え
を
考
え
る
教
育
。
第
３
ス

テ
ッ
プ
は
さ
ら
に
高
度
で
、
問
題
自
体
を

自
分
で
見
つ
け
出
し
、
そ
の
上
で
解
答
を

探
す
も
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
本
稿
で
繰

り
返
し
述
べ
た
。

親
離
れ
は
12
歳
く
ら
い
か
ら
始
ま
る
。

親
離
れ
し
、
一
人
で
生
き
て
い
く
た
め
に

は
、
中
学
、
高
校
時
代
に
、
考
え
、
議
論

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
訓
練
が
、
社
会

を
考
え
、
国
を
考
え
、
世
界
を
考
え
る
力

を
養
い
、
同
時
に
自
分
自
身
が
社
会
に
出

て
何
を
す
べ
き
か
を
考
え
る
力
を
養
う
こ

と
が
で
き
る
。

そ
の
時
、
時
事
問
題
、
社
会
問
題
な
ど

を
考
え
議
論
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、

同
時
に
重
要
な
の
は
歴
史
問
題
で
あ
る
。

こ
と
に
近
現
代
史
を
考
え
議
論
す
る
こ
と

は
、
今
の
国
の
あ
り
方
、
進
ん
で
い
く
方

向
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
重
要

な
材
料
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
は
１
８
９
０
年
の
教
育
勅
語
以

来
、
徹
底
し
て
第
１
ス
テ
ッ
プ
の
教
育
だ

け
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
戦
後
も
変
わ
ら
ず

引
き
継
が
れ
、「
教
育
勅
語
の
亡
霊
」
の

如
く
生
き
残
り
、
今
の
日
本
の
精
神
文
化

を
構
築
す
る
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
命
令
に
忠
実
で
指
示
を
待
つ
タ

イ
プ
の
人
間
を
養
成
す
る
た
め
の
教
育
で

あ
り
、
忠
実
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
増
産
す

る
に
は
最
も
適
し
た
教
育
で
あ
る
が
、
こ

れ
で
は
論
理
的
思
考
は
養
え
な
い
。
日
本

社
会
は
リ
ー
ダ
ー
不
足
に
悩
ま
さ
れ
、
ベ

ン
チ
ャ
ー
企
業
を
起
こ
そ
う
と
す
る
若
者

が
稀
で
あ
る
が
、
そ
の
原
因
は
こ
こ
に
あ

る
。

２．

議
論
の
答
え
は
一
つ
で
は

な
い教

育
の
場
で
議
論
を
さ
せ
る
時
大
事
な

こ
と
は
、
答
え
は
一
つ
で
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
完
結
し
た
答
え
も
無
い
と
い

う
こ
と
だ
。

各
人
の
抱
く
答
え
は
、
人
と
違
っ
て
も

よ
い
し
、
違
っ
て
当
た
り
前
で
あ
る
。
ま

た
、
完
結
す
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
議

論
は
、
自
分
と
人
と
の
考
え
の
違
い
を
確

認
し
、
自
分
の
考
え
を
自
ら
検
討
し
深
め

る
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
。
完
結
さ
せ

る
必
要
は
な
い
の
だ
。
卒
業
し
て
社
会
に

出
て
も
、
さ
ら
に
考
え
議
論
し
、
生
涯
そ

の
理
解
を
深
め
て
い
く
べ
き
も
の
な
の
で

あ
る
。

欧
米
の
学
会
に
出
て
い
る
と
、
彼
ら
が

如
何
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
大
事
に
し
て

い
る
か
が
わ
か
る
。
自
分
の
意
見
を
提
示

す
れ
ば
、
人
か
ら
必
ず
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

が
あ
る
。
そ
れ
を
分
析
・
検
討
し
、
自
分

の
意
見
を
深
め
て
さ
ら
に
発
信
す
る
。
こ

の
や
り
取
り
が
、
互
い
の
学
問
的
理
解
を

深
め
、
文
化
を
発
展
さ
せ
る
も
の
と
信
じ

て
い
る
よ
う
だ
。

こ
の
時
彼
ら
は
決
し
て
完
結
を
求
め
て

い
な
い
の
で
、
議
論
が
伯
仲
し
て
も
、
決

し
て
相
手
を
や
り
こ
め
よ
う
と
は
し
な

い
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
学
界
は
様
相
が
異

な
る
。
日
本
人
は
、
こ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
の
意
義
が
理
解
で
き
ず
、
議
論
は
避
け
、

発
表
の
後
、
簡
単
な
質
疑
応
答
で
終
わ
っ

て
し
ま
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
間
違
っ

て
議
論
を
す
る
と
、
相
手
を
や
り
こ
め
よ

う
と
し
て
、
無
用
な
し
こ
り
を
残
し
て
し

ま
う
の
だ
。

教
育
の
世
界
で
も
全
く
同
じ
で
あ
る
。

学
校
で
も
っ
と
議
論
を
さ
せ
よ
う
と
提
案

す
れ
ば
、
政
治
家
や
教
育
官
僚
は
、「
そ

ん
な
こ
と
を
し
た
ら
、
先
生
が
偏
っ
た
考

え
を
生
徒
に
押
し
付
け
る
よ
う
に
な
る
」

と
拒
絶
反
応
を
示
す
。

確
か
に
、
こ
の
危
惧
は
正
し
い
。
今
の

学
校
で
は
、
生
徒
に
議
論
さ
せ
て
も
、
最

後
は
自
分
の
安
っ
ぽ
い
世
界
観
を
押
し
つ

け
る
こ
と
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
先
生
が
大

部
分
で
あ
ろ
う
。
学
校
に
議
論
の
場
を
導

入
す
る
に
は
、
学
校
の
先
生
の
再
教
育
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
答

え
は
一
つ
で
な
く
、
完
結
す
る
必
要
は
な

い
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
も
ら
う
必
要

が
あ
る
の
だ
。

３．

若
者
に
は
び
こ
る
守
旧
派

の
思
想

本
年
の
２
月
９
日
、
都
知
事
選
が
行
わ

れ
た
。
そ
の
結
果
、
舛
添
要
一
氏
が
当
選

し
、
反
原
発
を
主
張
し
た
細
川
元
首
相
や

宇
都
宮
健
児
氏
が
落
選
し
た
の
は
残
念
で

あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
田
母
神
俊
雄
氏

の
善
戦
で
あ
る
。

田
母
神
氏
は
、
選
挙
戦
で
「
侵
略
戦
争
、

南
京
事
件
、
従
軍
慰
安
婦
は
な
か
っ
た
。

全
部
ウ
ソ
だ
」
と
繰
り
返
し
主
張
し
て
い

第50回　自民党の改正草案検証（その８）

高校生が議論するための歴史課題（その１）
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■ 随想　「甘え」が日本を滅ぼす

た
。「
靖
国
に
参
拝
し
誇
り
あ
る
歴
史
を

取
り
戻
す
」
と
も
言
っ
て
い
た
。
彼
は
、

平
成
20
年
、「
日
本
の
侵
略
は
濡
れ
衣
」

と
い
う
趣
旨
の
論
文
を
発
表
し
て
自
衛
隊

の
航
空
幕
僚
長
を
更
迭
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
彼
は
、
最
終
的
に
は
61
万
票
（
支

持
率
12
・
５
％
）
を
獲
得
し
た
。
田
母
神

陣
営
は
「
30
万
票
は
超
え
た
い
」
と
思
っ

て
い
た
よ
う
で
、
予
想
外
の
善
戦
で
あ
っ

た
。
こ
と
に
注
目
す
べ
き
は
、
若
者
に
圧

倒
的
に
支
持
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
20
代

で
は
、
舛
添
氏
の
支
持
率
36
％
に
対
し
、

田
母
神
氏
24
％
も
あ
っ
た
。
19
％
の
宇
都

宮
氏
、
11
％
の
細
川
氏
を
大
き
く
引
き
離

し
て
い
た
。

30
代
で
も
、
舛
添
氏
38
％
、
田
母
神
氏

17
％
、
宇
都
宮
氏
21
％
、
細
川
氏
15
％
と

第
３
位
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
代
の
支
持

率
は
、
40
代
14
％
、
50
代
11
％
、
60
代

７
％
、
70
歳
以
上
６
％
と
、
年
齢
と
と
も

に
急
減
し
て
い
る
（
支
持
率
は
朝
日
新
聞

２
月
10
日
朝
刊
）。

田
母
神
氏
の
よ
う
に
、「
侵
略
国
家
は

濡
れ
衣
」
と
主
張
す
る
人
た
ち
は
、
日
中

戦
争
を
「
侵
略
戦
争
」
と
み
る
考
え
を

「
自
虐
史
観
」
と
批
判
す
る
。
し
か
し
、

こ
の
様
な
史
観
が
若
者
に
強
く
ア
ピ
ー
ル

し
て
い
る
こ
と
が
歴
然
と
し
て
き
た
の
が

今
回
の
選
挙
で
あ
る
。

確
か
に
日
中
戦
争
と
太
平
洋
戦
争
の
結

果
を
み
る
と
、
損
し
た
の
は
、
国
を
滅
ぼ

し
た
日
本
と
、
中
国
を
統
一
で
き
ず
台
湾

に
追
い
落
と
さ
れ
た
蒋
介
石
の
国
民
党
で

あ
り
、
得
し
た
の
は
、
日
中
戦
争
で
勢
力

を
温
存
し
戦
後
中
国
を
統
一
し
た
中
国
共

産
党
と
、
さ
ら
に
ソ
連
で
あ
ろ
う
。

ソ
連
は
ナ
チ
ス
の
侵
攻
の
中
で
仮
に
東

か
ら
日
本
軍
に
攻
め
込
ま
れ
た
ら
間
違
い

な
く
敗
北
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
日
本
は
日

中
戦
争
で
中
国
大
陸
に
40
万
の
軍
隊
を
張

り
付
け
て
い
る
状
況
で
、
そ
れ
が
で
き
な

か
っ
た
。

こ
れ
を
と
ら
え
て
、「
日
中
戦
争
は
コ

ミ
ン
テ
ル
ン
や
中
国
共
産
党
や
ソ
連
に
嵌

め
ら
れ
た
も
の
で
、
日
本
は
悪
く
な
い
。

侵
略
で
な
い
」
と
い
う
の
が
、
田
母
神
氏

ら
の
史
観
で
あ
る
。

「
悪
い
の
は
、
は
め
込
ん
だ
相
手
だ
」

と
い
う
わ
け
だ
。
し
か
し
、
自
分
の
判
断

で
や
っ
て
お
き
な
が
ら
、
結
果
が
悪
い
と

人
の
せ
い
に
す
る
の
は
、
大
人
に
な
り
切

れ
な
い
「
甘
え
」
が
残
っ
て
い
る
も
の
の

発
想
と
し
か
思
え
な
い
。
だ
が
、
多
く
の

若
者
が
こ
れ
に
共
感
す
る
と
い
う
の
が
、

な
ん
と
も
心
配
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
私
は
、
昭
和
の
最
初
の
20
年

間
に
つ
い
て
、
高
校
生
が
自
分
で
研
究
し
、

で
き
れ
ば
仲
間
と
議
論
し
て
ほ
し
い
テ
ー

マ
と
、
考
え
る
べ
き
ポ
イ
ン
ト
を
、
こ
こ

で
整
理
す
る
こ
と
に
し
た
。
公
立
学
校
は

無
理
と
し
て
も
、
で
き
れ
ば
、
私
立
高
校

の
副
教
材
に
使
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ

て
い
る
（
13
問
用
意
し
て
い
る
）。

問
題
１：

田
中
義
一
内
閣
の
山
東
省
出
兵

（
昭
和
元
年
〜
）
は
い
か
な
る
意
義
が

あ
っ
た
の
か
。
蒋
介
石
に
よ
る
中
国
の

統
一
を
支
援
す
る
と
い
う
選
択
肢
は
無

か
っ
た
の
か
。

１
９
２
６
年
（
昭
和
元
年
）、
蒋
介
石

は
中
国
全
土
を
統
一
す
る
こ
と
を
目
指

し
、
国
民
党
軍
を
率
い
て
北
伐
を
開
始
し

た
。
こ
れ
に
対
し
、
政
友
会
の
田
中
義
一

内
閣
は
、
日
本
の
権
益
と
日
本
人
居
留
民

の
保
護
を
名
目
に
山
東
省
に
出
兵
し
、
蒋

介
石
軍
の
北
進
を
武
力
で
阻
止
し
よ
う
と

し
た
。
第
一
次
山
東
省
出
兵
で
あ
る
。
さ

ら
に
28
年
（
昭
和
３
年
）、
第
二
次
、
三

次
山
東
省
出
兵
が
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、

１
９
２
８
年
５
月
３
日
、
山
東
省
の
済
南

で
、
国
民
革
命
軍
と
日
本
軍
が
初
め
て
衝

突
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
が
済
南
事
件
で
あ
る
が
、
中
国
で

は
こ
の
日
を
「
５
・
３
国
恥
の
日
」
と
し

て
い
る
。
こ
れ
を
契
機
に
、
中
国
国
民
の

間
に
日
貨
排
斥
運
動
が
お
こ
る
こ
と
に
な

り
、
日
中
戦
争
の
序
曲
と
な
っ
た
。

大
正
10
年
代
は
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の

風
潮
の
も
と
、
外
交
は
民
政
党
の
幣
原
外

交
に
よ
り
、
軍
縮
、
平
和
志
向
の
時
代
で

あ
っ
た
。
軍
人
は
軍
服
を
着
て
外
出
す
る

こ
と
も
は
ば
か
れ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、

政
友
会
の
田
中
義
一
内
閣
は
民
政
党
の
協

調
外
交
を
放
棄
し
、
武
力
外
交
に
１
８
０

度
転
回
し
た
。

当
時
、
孫
文
も
蒋
介
石
も
、
日
本
を
頼

っ
て
い
た
。
日
本
の
支
援
の
も
と
、
中
国

を
統
一
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
の
だ
。

第
一
次
北
伐
後
、
蒋
介
石
は
徐
州
で
敗
北

し
下
野
し
た
が
、
そ
の
後
に
来
日
し
、
田

中
首
相
と
会
談
し
、
支
援
を
求
め
て
い
る
。

し
か
し
夢
破
れ
て
帰
国
し
、
北
伐
を
再
開

し
た
。

孫
文
も
蒋
介
石
も
日
本
と
縁
が
深
い
。

孫
文
は
日
清
戦
争
後
日
本
に
亡
命
し
、
日

本
を
拠
点
に
清
朝
を
打
倒
し
、
中
国
の
独

立
を
目
指
し
て
い
た
。
蒋
介
石
は
１
９
０

７
年
、
日
本
に
留
学
し
、
09
年
帝
国
陸
軍

13
師
団
の
高
田
連
隊
の
野
戦
砲
兵
隊
の
将

校
も
務
め
た
。
11
年
、
辛
亥
革
命
参
加
の

た
め
に
帰
国
し
た
が
、
13
年
、
第
二
革
命

に
失
敗
し
日
本
に
亡
命
し
た
。
孫
文
も
蒋

介
石
も
日
本
に
知
己
は
多
く
、
彼
ら
を
支

援
す
る
人
た
ち
も
多
か
っ
た
。
当
然
彼
ら

は
、
中
国
統
一
運
動
に
当
た
っ
て
は
日
本

が
真
っ
先
に
支
援
し
て
く
れ
る
と
信
じ
て

い
た
で
あ
ろ
う
。

も
し
、
田
中
内
閣
が
山
東
省
出
兵
で
な

く
、
逆
に
、
蒋
介
石
の
中
国
統
一
、
そ
の

後
の
中
国
の
近
代
化
を
支
援
し
た
と
し
た

の
な
ら
、
日
本
と
中
国
の
そ
の
後
は
ど
う

な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

日
本
は
中
国
で
最
優
先
の
権
益
を
確
保

し
、
中
国
を
巨
大
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
し
て

経
済
発
展
し
て
、
日
本
と
中
国
は
互
い
に

戦
争
を
す
る
こ
と
も
無
く
、
共
存
共
栄
が

で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

問
題
２：

満
州
事
変
を
起
こ
し
、
満
州
国

を
建
国
す
る
と
い
う
選
択
肢
は
ベ
ス
ト

の
も
の
だ
っ
た
か
。（
以
下
次
号
）

金
子
博
人

（
か
ね
こ
・
ひ
ろ
ひ
と
）

金
子
博
人
法
律
事
務
所
。
弁
護
士
。
早
稲
田
大
学
法

学
部
卒
業
、
同
大
学
院
修
士
課
程
（
商
法
）
終
了
。

１
９
７
７
年
４
月
弁
護
士
開
業
。
国
際
旅
行
法
学
会

（
Ｉ
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ａ
）
会
員
。
大
東
文
化
大
学
法
科
大
学

院
、
日
本
大
学
法
科
大
学
院
講
師
。
市
場
取
引
監
視

委
員
会
委
員
（
東
京
工
業
品
取
引
所
）。
日
本
プ
ラ

イ
ム
リ
ア
ル
テ
ィ
投
資
法
人
執
行
役
員
。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲載内容の無断転載・転用を固く禁じます。 

 

金子博人法律事務所 

〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目10番4号 和孝銀座8丁目ビル7階 

http://www.kaneko-law-office.jp 
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