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国
語
教
育
学
に
お
け
る
授
業
研
究
の
動
向

―
文
学
的
文
章
を
扱
っ
た
実
践
を
対
象
と
し
た
授
業
研
究
に
焦
点
を
当
て
て
―

武
　
田
　
裕
　
司

一　
問
題
の
所
在
と
研
究
の
方
法

本
稿
の
目
的
は
、
国
語
教
育
学
に
お
け
る
授
業
研
究
の
動
向
に
つ
い

て
、
成
果
と
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
国
語
教
育
学
領
域

に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
授
業
研
究
に
関
し
て
は
膨
大
な
蓄
積
（
藤
原
、

二
〇
〇
二
）
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、『
国
語
科
教
育
学
研
究
の

成
果
と
展
望
』『
国
語
科
教
育
学
研
究
の
成
果
と
展
望
Ⅱ
』
な
ど
を
は

じ
め
と
し
て
、
様
々
な
著
書
に
国
語
教
育
学
に
お
け
る
授
業
研
究
の
レ

ビ
ュ
ー
が
な
さ
れ
て
き
た
。

一
方
、教
育
方
法
学
の
領
域
に
お
い
て
も
「
レ
ッ
ス
ン
・
ス
タ
デ
ィ
」「
授

業
研
究
」
に
関
す
る
研
究
は
長
年
行
わ
れ
て
き
た
。
近
年
で
は
日
本
の

授
業
研
究
を
諸
外
国
に
発
信
し
た“

LESSO
N

 STU
D

Y IN
 JAPAN

”

が
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
日
本
の
「
授
業
研
究
」
と

諸
外
国
の“

LESSO
N

 STU
D

Y”

を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日

本
の
授
業
研
究
の
成
果
と
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、「
授
業
研

究
」
の
在
り
方
が
問
わ
れ
続
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
稿
に
お
い
て
は
日
本
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
授
業

研
究
の
起
源
と
発
展
の
概
観
を
捉
え
た
う
え
で
、
現
在
の
国
語
教
育
学
に

お
け
る
授
業
研
究
に
動
向
と
そ
の
課
題
を
、
文
学
的
文
章
を
扱
っ
た
実
践

を
対
象
と
し
た
授
業
研
究
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

二　
授
業
研
究
の
起
源
と
発
展

日
本
に
お
け
る
授
業
研
究
の
起
源
に
は
様
々
な
諸
説
が
あ
り
、

一
九
二
〇
年
代
に
求
め
る
豊
田
ひ
さ
き
や
、
一
九
〇
〇
年
〜
一
九
一
〇
年

代
に
と
す
る
臼
井
嘉
一
の
主
張
な
ど
が
存
在
す
る
（
的
場
、
二
〇
一
三
）。

そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
授
業
研
究
と
い
う
概
念
の
規
定
が
異
な

る
た
め
多
少
の
誤
差
は
あ
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は
古
く
か
ら
授
業
研
究

が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

明
治
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
主
義
の
教
授
法

の
普
及
や
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
授
法
が
日
本
全
国
に
普
及
し
、「
授
業
批
判
」

と
呼
ば
れ
る
授
業
研
究
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
的

場
、
二
〇
一
三
、二
八
三
頁
）。
し
か
し
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
授
業
研
究

は
「
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
授
業
研
究
は
、
今
日
の
視
点
か
ら
は
古
典

的
な
授
業
研
究
で
あ
り
、科
学
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
」（
須

田
、
一
九
九
七
、一
四
頁
）
と
須
田
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
授
業
研

究
の
萌
芽
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
な
活
動
が
土
壌
と
な
り
、
一
九
六
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
科

学
的
な
（
須
田
、
一
九
九
七
、一
三

－

一
四
頁
）
授
業
研
究
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
そ
の
際
の
理
論
的
基
礎
と
し
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
オ
コ
ン

の
『
教
授
過
程
』（
一
九
五
九
）
や
ソ
ビ
エ
ト
の
ザ
ン
コ
フ
の
『
授
業
分

析
』（
一
九
六
〇
）、
ア
メ
リ
カ
の
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
相
互
作
用
分
析
や
ベ

ラ
ッ
ク
の
分
析
方
法
の
紹
介
（
一
九
七
〇
）、
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
の
思
考
と

言
語
の
発
達
の
理
論
（
一
九
六
二
）、
ブ
ル
ー
ム
の
「
教
育
目
標
の
分
類

学
」
と
「
形
成
的
評
価
」
の
紹
介
（
一
九
七
三
）
な
ど
と
言
っ
た
、「
教

育
方
法
学
」
領
域
に
お
け
る
研
究
成
果
に
よ
る
も
の
が
大
き
か
っ
た
（
須

田
、
一
九
九
七
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
科
学
的
な
授
業
研
究
が
積
極
的
に
導
入
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
背
景
と
し
て
は
、
戦
後
の
経
験
主
義
に
基
づ
く
学
習
者
の
学
力
低

下
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
。
輿
水
実
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
昭
和
三
〇

年
〜
四
〇
年
代
に
お
い
て
は
教
育
の
科
学
化
・
近
代
化
が
目
指
さ
れ
（
須

田
、
一
九
九
七
、二
〇
頁
）
そ
れ
に
伴
っ
て
授
業
研
究
も
前
述
し
た
教
育

理
論
を
基
盤
と
し
な
が
ら
様
々
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の

理
論
的
背
景
を
持
っ
た
様
々
な
授
業
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が

戦
後
初
期
の
授
業
研
究
の
特
色
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

一
九
六
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
五
大
学
共
同
研
究
（
北
海
道
大
学
・

東
京
大
学
・
名
古
屋
大
学
・
神
戸
大
学
・
広
島
大
学
）
が
一
九
六
二
年

に
発
足
し
、
同
一
教
材
に
よ
る
授
業
の
比
較
研
究
が
な
さ
れ
た
（
的
場
、

二
〇
一
三
、二
八
六
頁
）。
ま
た
、
民
間
教
育
団
体
に
お
け
る
授
業
研
究

が
行
わ
れ
は
じ
め
た
の
も
同
時
期
で
あ
る
。「
三
読
法
」
と
言
わ
れ
る
読

み
方
指
導
過
程
論
を
提
唱
し
た
教
育
科
学
研
究
会
国
語
部
会
や
、「
一
読

総
合
法
」
を
提
唱
し
た
児
童
言
語
研
究
会
、「
法
則
化
運
動
」
と
呼
ば
れ

た
向
山
洋
一
ら
を
中
心
と
し
た
活
動
が
代
表
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
（
大
槻
、
二
〇
〇
九
、八
三

－

九
二
頁
）。
教
育
科
学
研
究
会
国
語
部
会

に
よ
る
研
究
は
読
み
の
過
程
を
思
考
の
過
程
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
に

お
い
て
、
ま
た
児
童
言
語
研
究
会
に
よ
る
研
究
も
ま
た
言
語
と
認
識
を

統
一
的
に
捉
え
て
い
る
点
に
お
い
て
高
く
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
（
大

槻
、
二
〇
〇
九
、九
二
頁
）。
し
か
し
そ
の
一
方
で
「
法
則
化
運
動
」
に

対
し
て
は
「
言
語
と
認
識
と
の
結
び
つ
き
に
は
十
分
な
配
慮
が
な
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」（
大
槻
、
二
〇
〇
九
、九
二
頁
）
や
「
教

師
の
力
量
が
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
た
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
」（
鶴
田
、

二
〇
〇
九
、四
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て

は
多
く
の
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
批
判
は
「
法

則
化
運
動
」の
み
に
向
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。鶴
田
清
司（
二
〇
〇
九
）

は
、「
科
学
化
」「
法
則
化
」「
一
般
化
」
を
志
向
し
た
一
九
六
〇
年
代
以

降
の
授
業
研
究
の
課
題
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
授
業
の
計
画
や
実
施
や
評
価
に
あ
た
っ
て
、「
教
師
の
実
践

的
見
識
に
基
づ
く
省
察
・
反
省
」
よ
り
も
「
科
学
的
技
術
の
合
理
的
適
用
」

の
ほ
う
に
関
心
が
向
い
て
、
授
業
の
「
複
雑
さ
」
や
「
豊
か
さ
」
に
つ
い

て
の
認
識
が
不
十
分
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
、「
１
１
方
式
」
に
代
表
さ
れ
る
科
学
的
・
体
系
的
な
理
論
モ
デ
ル

に
対
す
る
〈
信
仰
〉
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て
い
た
。（
中
略
：
稿
者
）
い

ず
れ
に
し
て
も
、授
業
の
「
科
学
化
」
や
「
法
則
化
」
は
、定
型
的
な
知
識
・

技
術
を
習
得
さ
せ
る
タ
イ
プ
の
授
業
を
中
心
に
、
あ
る
程
度
は
可
能
で
あ

る
が
、
そ
れ
以
外
の
多
く
の
部
分
に
つ
い
て
は
教
師
一
人
ひ
と
り
の
「
問

題
状
況
と
の
対
話
」
や
「
活
動
過
程
に
お
け
る
省
察
」
に
委
ね
ら
れ
て
い
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る
の
で
あ
る
。
斎
藤
喜
博
も
、
授
業
の
理
論
や
技
術
の
重
要
性
は
認
め
つ

つ
も
、
そ
の
性
急
な
「
科
学
化
」「
一
般
化
」
に
は
疑
問
を
投
げ
か
け
て

い
た
。（
鶴
田
、
二
〇
〇
九
、四
六

－

四
七
頁
）

こ
の
よ
う
に
、
授
業
研
究
の
目
的
で
あ
る
授
業
理
論
や
技
術
を
「
一
般

化
」す
る
こ
と
に
関
し
て
の
危
険
性
に
つ
い
て
鶴
田
は
指
摘
を
し
て
い
る
。

つ
ま
り
「
方
式
」
よ
り
も
、
優
れ
た
実
践
者
に
共
通
す
る
実
践
的
力
量
に

着
目
す
る
重
要
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
師

の
力
量
形
成
に
関
し
て
は
、
古
く
は
斎
藤
喜
博
が
島
小
学
校
に
お
い
て
武

田
常
夫
ら
と
積
み
重
ね
た
授
業
研
究
や
、
現
代
的
に
は
鶴
田
清
司
や
細
川

太
輔
、
丸
山
範
高
ら
に
よ
る
教
師
の
専
門
的
力
量
形
成
に
関
す
る
研
究
が

挙
げ
ら
れ
る
。

そ
の
後
の
授
業
研
究
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
お

い
て
、
認
知
・
構
成
主
義
的
な
立
場
か
ら
授
業
研
究
を
行
お
う
と
す
る
研

究
が
あ
ら
わ
れ
た
点
に
あ
る
。
国
語
教
育
学
に
お
い
て
い
う
な
ら
ば
、
佐

藤
公
治
（
一
九
九
六
）
に
よ
る
、
認
知
心
理
学
の
知
見
を
基
に
し
て
教
室

内
の
対
話
と
協
同
の
姿
を
描
き
出
し
た
研
究
が
そ
の
代
表
と
し
て
挙
げ
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
一
九
九
〇
年
代
は
、
授
業
研
究
に
エ
ス
ノ

メ
ソ
ト
ロ
ジ
ー
、質
的
研
究
法
、参
与
研
究
法
な
ど
の
研
究
法
、認
知
科
学
、

社
会
的
構
成
主
義
、
批
判
理
論
、
活
動
理
論
な
ど
が
導
入
さ
れ
、
多
様
な

ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
（
的
場
、
二
〇
一
三
、二
八
七

－

二
八
八
頁
）。
そ
し
て
、
現
在
で
は
「
子
ど
も
の
情
報
処
理
過
程
の
研
究

か
ら
意
味
生
成
に
研
究
へ
（
マ
マ
）
重
点
は
移
動
し
て
い
る
」（
的
場
、

二
〇
一
三
、二
八
八
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
学
習
者
と
そ
の
学
習

者
を
と
り
ま
く
文
化
的
状
況
へ
の
ま
な
ざ
し
を
強
め
、
学
習
者
が
意
味
を

作
り
出
す
過
程
へ
と
研
究
の
対
象
が
移
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

三　
授
業
研
究
の
目
的

授
業
研
究
の
目
的
の
主
た
る
も
の
と
し
て
、「
授
業
実
践
の
方
法
と
成

果
を
、
広
く
通
用
す
る
よ
う
に
、
一
般
化
、
普
遍
化
で
き
る
方
法
上
の
原

理
を
導
き
出
す
」（
浮
橋
、
一
九
九
三
、二
二
頁
）
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
の
鶴
田
（
二
〇
〇
九
）
の
指
摘
に
も
あ
る
よ

う
に
、
性
急
な
「
一
般
化
、
普
遍
化
」
に
は
批
判
が
向
け
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
今
一
度
授
業
研
究
の
目
的
を
整
理
・
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
。

現
在
に
至
る
ま
で
、
授
業
研
究
は
様
々
な
領
域
に
お
い
て
、
様
々
な
方

法
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
様
々
な
営
み
に
は
通
底
す

る
目
的
が
あ
る
。
教
育
学
者
の
村
井
実
（
一
九
七
六
）
は
、「
ど
う
教
育

す
る
か
」
と
「
そ
れ
は
教
育
か
」
と
い
う
大
き
な
二
つ
の
問
い
を
投
げ
か

け
て
い
る
。
こ
の
二
つ
に
問
い
に
こ
た
え
る
こ
と
が
授
業
研
究
の
目
的
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
教
育
論
や
教
育
思
想
、
具
体
的
な
教
育
方
法
を
問
う
こ

と
が
「
ど
う
教
育
す
る
か
」
で
あ
り
、
教
育
を
学
問
的
に
問
う
こ
と
や
科

学
的
に
追
及
す
る
こ
と
が
「
そ
れ
は
教
育
か
」
と
い
う
問
い
に
こ
た
え
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
問
い
に
こ
た
え
よ
う
と
し
続
け
る
こ
と
が
授

業
研
究
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
と
考
え
る
。

国
語
教
育
学
に
お
い
て
、
授
業
研
究
の
目
的
と
そ
の
対
象
を
藤
森
裕
治

（
二
〇
一
三
）
は
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

学
校
に
お
い
て
意
図
的
・
計
画
的
に
行
わ
れ
る
国
語
科
教
育
実
践
場

面
を
対
象
と
し
た
分
析
・
検
討
の
う
ち
、
以
下
の
目
的
・
対
象
の
そ
れ
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ぞ
れ
少
な
く
と
も
一
つ
を
満
た
す
も
の
。

目
的
：
教
師
の
個
別
的
実
践
に
お
け
る
力
量
形
成
／
教
授
及
び
学
習

に
お
け
る
一
般
法
則
・
規
範
の
解
明
／
教
育
事
実
の
認
識
と

記
述
等

対
象
：
授
業
者
、
学
習
者
、
教
材
等
、
授
業
の
成
立
面
／
目
標
、
内
容
、

方
法
、
評
価
等
、
授
業
の
構
造
面
／
教
育
課
程
、
教
育
設
備
等
、

授
業
の
環
境
面

こ
こ
で
も
、「
教
授
及
び
学
習
に
お
け
る
一
般
法
則
・
規
範
の
解
明
」

が
授
業
研
究
の
目
的
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
藤
森
は
二
〇
〇
〇
年
以

降
の
国
語
科
授
業
研
究
が
、「
量
的
研
究
を
重
視
し
た
調
査
研
究
か
ら
質

的
研
究
に
よ
る
実
践
研
究
へ
と
転
換
」
し
、「
知
見
の
一
般
化
か
ら
個
別

化
、
そ
し
て
典
型
化
」
へ
と
向
か
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
更

に
、
授
業
研
究
の
目
的
と
し
て
「
教
師
の
個
別
的
実
践
に
お
け
る
力
量
形

成
」
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
鶴
田
の
指
摘
し
た
よ
う
な
「
性
急
な

「
科
学
化
」「
一
般
化
」」
に
陥
る
こ
と
の
な
い
授
業
研
究
が
な
さ
れ
て
い

る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
藤
森
は
、
文
学
的
文
章
を
扱
っ

た
実
践
を
授
業
研
究
の
対
象
と
す
る
際
に
、「
個
別
事
例
か
ら
示
さ
れ
る

知
見
は
、
個
々
の
実
践
場
面
の
差
異
を
超
え
て
普
遍
的
に
観
察
さ
れ
る
事

実
法
則
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
学
の
読
み
に
か
か
わ
る
研
究
論

文
で
は
、
よ
り
一
般
化
さ
れ
た
知
見
を
示
す
も
の
が
少
な
く
な
い
。」
と
、

文
学
的
文
章
を
対
象
と
し
た
研
究
の
独
自
性
を
指
摘
し
、
文
学
的
文
章
を

対
象
と
す
る
際
の
問
題
点
と
し
て
以
下
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。

第
一
は
、
当
該
研
究
が
依
拠
す
る
文
芸
理
論
自
身
の
妥
当
性
に
疑
問

が
呈
さ
れ
た
場
合
は
、
典
型
化
に
よ
る
議
論
が
成
立
し
な
い
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
第
二
は
、
前
提
と
な
る
理
論
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
実
践

事
実
だ
け
を
選
ん
だ
り
、
自
ら
加
工
・
創
作
し
た
り
す
る
誘
惑
に
駆
ら

れ
た
り
す
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。（
藤
森
、
二
〇
一
三
、五
二
五
頁
）

こ
の
よ
う
に
、
文
学
的
文
章
を
扱
っ
た
実
践
を
対
象
と
す
る
授
業
研
究

に
お
い
て
は
、「
一
般
化
」「
典
型
化
」
と
い
う
授
業
研
究
の
目
的
を
果
た

そ
う
と
す
る
際
に
、
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
授
業
研
究
全
体
の
課
題
と
し
て
、
藤
森
は
①
デ
ー
タ
の
信
用
性
の

問
題
②
研
究
が
論
文
化
さ
れ
る
ま
で
の
時
間
の
問
題
③
質
的
な
研
究
課
題

を
ど
の
よ
う
に
創
発
す
る
か
と
い
う
問
題
、
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
。
一

点
目
に
関
し
て
は
、
先
に
挙
げ
た
文
学
的
文
章
を
対
象
と
す
る
際
の
二
つ

の
課
題
と
も
つ
な
が
る
問
題
で
あ
る
。
二
点
目
に
関
し
て
は
、
研
究
を
論

文
化
す
る
際
の
「
鮮
度
」
に
つ
い
て
問
題
と
し
て
い
る
。
三
点
目
に
関
し

て
は
、研
究
者
と
し
て
実
践
現
場
に
関
与
す
る
際
に
、ど
の
よ
う
に
関
わ
っ

て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
、
授
業
研
究
の
歴
史
を
概
観
し
、
授
業
研
究
の
目
的
と
い
う

面
か
ら
整
理
・
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
を
基
と
し
て
、
よ
り
詳
細

な
課
題
を
再
設
定
す
る
。
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

文
学
的
文
章
を
扱
う
実
践
を
対
象
と
し
た
授
業
研
究
の
在
り
方
を
探
る

研
究
者
と
し
て
実
践
の
場
に
関
与
す
る
際
の
研
究
者
の
在
り
方
を
探
る

一
点
目
に
関
し
て
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
文
学
的
文
章
を
扱
っ
た

実
践
を
授
業
研
究
の
対
象
と
す
る
際
に
は
、
そ
の
独
自
性
に
留
意
す
る
と

と
も
に
、「
一
般
化
」「
典
型
化
」
と
い
う
問
題
と
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
こ
で
、
文
学
的
文
章
を
扱
う
実
践
を
対
象
と
し
た
授
業
研
究
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の
在
り
方
を
探
る
た
め
に
、
二
〇
一
二
年
か
ら
二
〇
一
七
年
ま
で
＊
１
の

『
国
語
科
教
育
』
に
掲
載
さ
れ
た
原
著
論
文
の
内
、「
文
学
的
文
章
を
扱
っ

た
実
践
の
授
業
研
究
」
に
該
当
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
こ
と

と
す
る
。

二
点
目
に
関
し
て
、
研
究
者
が
実
践
の
場
に
関
与
す
る
際
の
困
難
に
つ

い
て
は
多
く
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
実
践
者
と
研
究
者
の
関

係
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
今
な
お
課
題
が
残
る
と
と
も
に
、
研
究
者
が
実

践
の
場
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
研
究
課
題
を
創
発
す
る
の
か
に
つ
い
て
検

討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
研
究
者
が
実
践
の
場
に
関
与
す
る

こ
と
の
困
難
さ
に
関
す
る
言
及
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
授
業
研
究
に
お

け
る
研
究
者
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
の
課
題
を
整
理
す
る
こ
と
と
す

る
。

四　
文
学
的
文
章
を
扱
う
実
践
を
対
象
と
し
た
授
業
研
究
の

在
り
方

藤
森
（
二
〇
一
三
）
は
、
実
践
場
面
を
対
象
と
し
た
授
業
研
究
の
方
法

論
と
し
て
、
①
調
査
研
究
②
実
践
研
究
③
理
論
研
究
の
三
つ
の
観
点
を
示

し
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
調
査
研
究
か
ら
実
践
研
究
へ
と
研
究
方
法
論
が

シ
フ
ト
し
、
実
在
の
個
と
の
か
か
わ
り
を
中
心
的
な
問
題
関
心
に
据
え

た
、
個
別
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
着
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
（
藤
森
、
二
〇
一
三
、五
二
四
頁
）。
こ
の
よ
う
な
個
別
の
質
的
観
察
へ

と
転
換
が
起
き
た
要
因
と
し
て
は
、
社
会
文
化
的
ア
プ
ロ
ー
チ
＊
２
が
取

り
入
れ
ら
れ
始
め
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

本
章
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
二
年
か
ら
二
〇
一
七
年
ま
で
の
『
国
語
科

教
育
』
に
掲
載
さ
れ
た
原
著
論
文
の
内
、「
文
学
的
文
章
を
扱
っ
た
実
践

の
授
業
研
究
」
に
該
当
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
、分
析
す
る
こ
と
と
す
る
。

分
析
の
際
の
枠
組
み
と
し
て
、
藤
森
が
挙
げ
る
三
つ
の
方
法
論
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
を
用
い
る
と
と
も
に
、
文
学
的
文
章
を
扱
っ
た
実
践
を
対
象
と
し
て

授
業
研
究
す
る
際
の
二
点
目
の
問
題
点
で
あ
っ
た
、
質
的
分
析
の
際
に
分

析
の
対
象
と
な
る
学
習
者
の
選
定
基
準
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
を
行
う
こ

と
と
す
る
。
二
〇
一
二
年
か
ら
二
〇
一
七
年
ま
で
の
『
国
語
科
教
育
』
に

掲
載
さ
れ
た
原
著
論
文
の
内
、「
文
学
的
文
章
を
扱
っ
た
実
践
の
授
業
研

究
」
に
該
当
す
る
も
の
は
以
下
の
四
編
で
あ
っ
た
。

【
一
】
佐
々
原
正
樹
（
二
〇
一
四
）「「
解
釈
の
偏
り
」
を
前
提
に
し
た

授
業
実
践
の
構
想
―
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
を
事
例
と
し
て
―
」『
国
語

科
教
育
』
第
七
五
集
、
五
六

－

六
三

【
二
】
勝
田
光
・
飯
田
和
明
（
二
〇
一
四
）「
生
徒
の
読
者
反
応
を
支

援
す
る
教
師
の
役
割
―
単
元
「
文
学
の
学
び
方
〜
『
走
れ
メ
ロ
ス
』

に
よ
る
〜
」
の
分
析
―
」『
国
語
科
教
育
』
第
七
六
集
、pp.15-22

＊
１　

二
〇
〇
〇
年
〜
二
〇
一
一
年
ま
で
の
『
国
語
科
教
育
』
に
掲
載
さ
れ
た
原
著
論
文
に
関
し
て
は
、
藤
森
（
二
〇
一
三
）
に
お
い
て
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
研
究
に

お
い
て
は
二
〇
一
二
年
〜
現
在
ま
で
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
対
象
と
す
る
。

＊
2　

社
会
文
化
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
、
社
会
的
・
歴
史
的
・
文
化
的
な
状
況
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
行
為
と
し
て
実
践
を
捉
え
る
方
法
。
授
業
実
践
を
、
共
同
体
の
参
加
者
が
言
葉
（
心

理
的
道
具
）
を
分
有
し
な
が
ら
使
用
し
、
そ
れ
を
発
達
さ
せ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
の
こ
と
。　
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【
三
】
住
田
勝
・
寺
田
守
・
田
中
智
生
・
砂
川
誠
司
・
中
西
淳
・
坂
東

智
子
（
二
〇
一
六
）「
社
会
文
化
的
相
互
作
用
を
通
し
て
構
成
さ
れ

る
文
学
の
学
び
―
「
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
ス
ペ
ー
ス
」
を
用
い
た
「
高

瀬
舟
」
の
授
業
分
析
―
」『
国
語
科
教
育
』
第
七
九
集
、pp.39-46

【
四
】
濵
田
秀
行
（
二
〇
一
六
）「
文
学
的
文
章
に
つ
い
て
の
読
み
が

教
室
に
お
い
て
深
ま
る
過
程
―
中
学
校
国
語
科
の
授
業
事
例
分
析

を
通
し
て
―
」『
国
語
科
教
育
』
第
八
〇
集
、pp.39-46

以
上
の
四
篇
は
い
ず
れ
も
実
践
研
究
で
あ
り
、
実
際
の
授
業
の
場
面
の

談
話
を
基
と
し
て
質
的
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
は
じ
め
に
、
各
論
文

の
概
要
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

研
究
の
目
的

研
究
の
方
法

【
一
】
（
一
）
三
つ
の
要
因
の
う
ち
、
個

人
と
し
て
の「
解
釈
の
偏
り
」（
人

間
特
有
の
情
報
処
理
の
特
徴
）

と
教
材
特
性
と
が
、
ど
の
よ
う

に
関
わ
り
、「
教
材
の
偏
り
」
が

形
成
さ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に

す
る
。

（
二
）（
一
）
の
考
察
を
も
と
に
、

「
解
釈
の
偏
り
」
前
提
に
し
た
文

学
教
材
の
「
読
み
」
の
授
業
を

構
想
す
る
。

は
じ
め
に
、「
解
釈
の
偏
り
」
が

形
成
さ
れ
る
し
く
み
を
、
教
材

の
特
質
や
情
報
処
理
の
特
徴
と

関
係
づ
け
て
明
ら
か
に
す
る
。

次
に
、
二
つ
の
学
級
で
の
「
ご

ん
ぎ
つ
ね
」実
践
を
も
と
に
、「
解

釈
の
偏
り
」
を
生
か
す
授
業
を

提
案
す
る
。

最
後
に
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た

「
解
釈
の
偏
り
を
前
提
に
し
た
授

業
」
を
構
想
す
る
た
め
の
知
見

を
示
す
。

【
二
】
本
研
究
の
目
的
は
、
文
学
の
授

業
に
お
け
る
生
徒
の
読
者
反
応

を
支
援
す
る
教
師
の
役
割
に
は

ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

観
察
し
た
授
業
に
つ
い
て
教
師

の
発
話
を
対
象
に
分
析
し
て
い

く
。

【
三
】
本
稿
で
は
、
先
に
述
べ
た
二
つ

の
主
題
（
教
室
内
の
他
の
読
者

と
教
室
内
に
集
積
さ
れ
て
き
た

「
読
み
方
」
の
こ
と
：
発
表
者

補
）
の
架
橋
の
試
み
と
し
て
、

こ
の
二
つ
の
系
が
、
一
人
一
人

の
読
者
（I

）
と
彼
ら
彼
女
ら

が
読
も
う
と
し
て
い
る
テ
ク
ス

ト
（TH

EY

）
の
間
を
取
り
持

つYO
U

と
し
て
、
ど
の
よ
う

に
関
わ
り
合
い
な
が
ら
振
る
舞

う
の
か
を
探
究
す
る
。

本
稿
で
は
、「
教
科
内
容
」
が
学

習
者
間
に
生
成
さ
れ
る
「
社
会

的
過
程
」
を
通
し
て
機
能
し
、

テ
ク
ス
ト
の
読
み
が
形
成
さ
れ

て
い
く
そ
の
様
相
を
、
こ
の
学

習
モ
デ
ル
を
一
つ
の
「
レ
ン
ズ
」

と
し
て
用
い
な
が
ら
捉
え
て
い

く
。

【
四
】
文
学
的
文
章
の
読
み
が
教
室
に

お
い
て
深
ま
る
過
程
に
つ
い
て

明
ら
か
に
す
る

本
研
究
で
は
文
学
的
文
章
に
対

す
る
生
徒
の
読
み
の
深
ま
り
を

実
際
の
授
業
の
分
脈
に
お
い
て

捉
え
る
た
め
に
、
話
題
と
な
っ

て
い
る
出
来
事
に
対
す
る
生
徒

の
意
識
の
あ
り
方
に
着
目
し
た

教
室
談
話
分
析
を
行
う
。
具
体

的
に
は
、
主
体
的
・
共
同
的
な

学
び
を
志
向
す
る
教
師
の
授
業

実
践
を
対
象
と
し
、
テ
キ
ス
ト

と
生
徒
、
そ
し
て
生
徒
間
の
相

互
作
用
を
考
慮
し
た
解
釈
的
分

析
と
そ
の
結
果
に
基
づ
く
考
察

を
行
う
。
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【
一
】
の
佐
々
原
論
文
に
関
し
て
は
、
学
習
者
の
作
品
に
対
す
る
解
釈

の
偏
り
を
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
た
う
え
で
、
学
習
者
間
の
交
流
を
ど
の
よ

う
に
仕
組
ん
で
い
く
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
認

知
心
理
学
の
知
見
を
用
い
な
が
ら
、「
解
釈
の
偏
り
」
を
生
か
す
こ
と
に

よ
っ
て
学
習
者
に
新
た
な
気
づ
き
や
修
正
を
促
し
て
い
る
点
に
価
値
が
あ

る
論
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
佐
々
原
自
身
も
課
題
と
し
て
挙
げ
て
い

る
よ
う
に
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
偏
り
が
学
習
者
の
読
み
に
生
ま
れ
る
の
か

と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
一
人
一
人

の
学
習
者
の
文
脈
を
踏
ま
え
た
学
習
者
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
く
問
題
で
あ
ろ
う
。

【
二
】
の
勝
田
・
飯
田
論
文
に
関
し
て
は
、
学
習
者
の
読
者
反
応
が
促

進
さ
れ
る
た
め
の
教
師
の
役
割
をR.Sipe
の
論
を
も
と
に
し
な
が
ら
枠

組
み
を
設
定
し
、
実
際
の
教
師
と
学
習
者
の
授
業
内
の
談
話
を
分
析
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
様
々
な
場
面
に
お
い
て
異
な
っ
た
役
割
を
用
い
て
学
習

者
の
読
者
反
応
を
支
援
す
る
教
師
の
姿
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
点
に
価
値
が

見
出
さ
れ
る
。
一
方
で
、
こ
の
枠
組
み
は
あ
く
ま
で
一
般
的
な
も
の
で
あ

り
、
教
師
そ
れ
ぞ
れ
の
授
業
ス
タ
イ
ル
や
、
学
習
者
の
個
に
応
じ
た
使
い

分
け
な
ど
個
別
の
ケ
ー
ス
を
完
全
に
は
説
明
し
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
点

が
課
題
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
教
師
の
専
門
的
力
量
形
成
の
問
題
と
も
か

か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

【
三
】
の
住
田
ら
に
よ
る
論
文
は
、
学
習
者
が
テ
ク
ス
ト
と
ど
の
よ
う

に
関
わ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
、
教
室
に
お
け
る
他
者
で
あ
る
他
の
学
習

者
や
「
読
み
方
」
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
と
の
か
か
わ
り
の
中
で

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。「
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
ス
ペ
ー
ス
」

と
い
う
理
論
を
「
レ
ン
ズ
」
と
し
て
用
い
な
が
ら
、
仲
間
と
と
も
に
「
読

み
方
」
と
い
う
認
知
的
道
具
を
「
適
用
」
す
る
姿
の
一
端
を
明
ら
か
に
し

た
点
に
価
値
が
あ
る
と
い
え
る
。
一
方
で
、
課
題
と
し
て
は
、「
読
み
方
」

と
い
う
認
知
的
道
具
を
「
適
用
」
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
か
え
っ
て
解
釈

を
消
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
残
さ
れ
た
点
に
あ
る
。「
分
析
」
の
方
法
を

手
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
学
習
者
の
解
釈
に
影
を
生
む
こ
と

の
な
い
よ
う
な
読
み
の
指
導
が
検
討
さ
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え

る
。【四

】
の
濵
田
論
文
に
関
し
て
は
、
文
学
的
文
章
の
読
み
の
学
習
に
お

い
て
、
学
習
者
た
ち
が
小
集
団
で
対
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に

読
み
が
深
ま
る
の
か
、
そ
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
「
出
来
事
」
に
対
す
る
学
習
者
の
意
識
の
あ
り
方
に
着
目

が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
課
題
と
し
て
学
習
者
個
人
に
対
す
る
ま
な

ざ
し
の
不
足
と
、
対
象
と
し
た
一
つ
の
小
グ
ル
ー
プ
以
外
の
九
つ
の
小
グ

ル
ー
プ
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
な
い
点
に
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
こ
ま
で
の
４
篇
は
い
ず
れ
も
実
践
研
究
で
あ
り
、
質
的
な
調
査
が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
【
三
】【
四
】
の
よ
う
な
社
会
文
化
的
ア
プ

ロ
ー
チ
を
取
り
入
れ
た
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
藤

森
（
二
〇
一
三
）
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
は
大
き
く
は
異
な

ら
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

一
方
で
、
四
篇
の
論
文
に
共
通
し
て
指
摘
で
き
る
こ
と
と
し
て
、
学
習

者
個
人
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
課
題
が
み
ら
れ
る
。
学
習
者
個
人
が
持

つ
生
活
経
験
や
文
脈
、
佐
々
原
論
文
で
言
う
な
ら
ば
「
偏
り
」
が
な
ぜ
生

ま
れ
る
の
か
と
い
う
ま
な
ざ
し
を
よ
り
重
視
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い

か
。さ

ら
に
言
う
な
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
い
ず
れ
も
研
究
者
の
仮
説
に
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そ
ぐ
う
よ
う
な
、「
成
功
」
し
た
学
習
者
の
例
を
取
り
上
げ
て
い
る
も
の

ば
か
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
読
み
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
の
も

と
で
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
取
り
上
げ
方
を
す
る
の

は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
課
題
と
し
て
挙
げ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、研
究
者
か
ら
見
て
「
成
功
し
な
か
っ
た
」

「
仮
説
と
は
異
な
る
結
果
と
な
っ
た
」
学
習
者
の
姿
の
な
か
に
も
、
同
様

の
研
究
的
価
値
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
実
際
の
姿

か
ら
、
基
盤
と
な
る
理
論
を
修
正
し
、
過
程
モ
デ
ル
や
学
習
方
法
を
改
善

す
る
こ
と
に
も
重
要
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、秋
田（
二
〇
〇
七
）は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

し
か
し
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
は
提
案
さ
れ
て
も
最
終
的
に
、
授
業
実
践

の
独
自
個
別
性
を
ど
の
よ
う
に
識
別
表
現
で
き
る
の
か
は
、
ワ
イ
ン
や

芸
術
作
品
を
目
利
き
が
み
き
わ
め
る
よ
う
に
、
研
究
者
の
教
育
的
鑑
識

眼
に
依
存
し
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
先
行
研
究
が
影
響
を
与
え
る
。

つ
ま
り
は
、
授
業
実
践
を
価
値
づ
け
る
際
の
研
究
者
に
よ
る
「
教
育
的

鑑
識
眼
」
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
今
ま
で
は
「
勘
」
や
「
経
験
」
と

い
う
言
葉
で
説
明
さ
れ
て
き
た
も
の
を
、「
教
育
的
鑑
識
眼
」
と
し
て
意

味
づ
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
教
育
的
鑑
識
眼
」
は
E.

ア
イ
ス
ナ
ー
に
よ
っ
て
、「
教
育
的
鑑
識
眼
と
教
育
批
評
」
と
い
う
形
で

一
九
八
〇
年
代
に
日
本
に
も
学
習
者
の
評
価
論
の
文
脈
で
紹
介
さ
れ
て
き

た
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
こ
の
E.
ア
イ
ス
ナ
ー
の
「
教
育
的
鑑
識
眼
と
教

育
批
評
」
を
質
的
研
究
法
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
（
桂
、

二
〇
〇
六
、五
七
頁
）。

ま
た
教
育
方
法
学
を
専
門
と
す
る
田
上
哲
に
よ
る
一
連
の
研
究
に
お
い

て
は
、
授
業
研
究
に
お
け
る
「
抽
出
児
」
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
の
授
業
研
究
に
お
い
て
は
、「
な
ぜ
そ
の
学
習
者
を
抽
出
す
る
の
か
」

と
い
う
理
由
が
明
確
な
形
で
は
示
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、

学
習
者
に
対
す
る
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
記
述
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抽
出

す
る
こ
と
の
価
値
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
必
要
性
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

国
語
教
育
学
に
お
い
て
は
、
藤
森
裕
治
（
二
〇
〇
九
）
に
よ
る
「
予
測

不
可
能
事
象
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
こ
の
こ
と
に
関
わ
る
。「
予
測
不
可
能

事
象
」
と
は
「
あ
る
特
定
の
構
造
や
秩
序
を
も
っ
た
社
会
的
行
為
が
営
ま

れ
る
過
程
に
お
い
て
、
主
体
の
予
期
・
予
想
・
期
待
等
の
範
囲
を
超
え
て

生
起
し
た
事
実
の
う
ち
、
主
体
に
認
知
的
葛
藤
を
も
た
ら
し
、
当
該
行
為

の
あ
り
方
に
対
す
る
省
察
や
見
直
し
を
促
す
事
象
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
学
習
者
に
と
っ
て
予
想
の
範
疇
を
超
え
た
、
も
し
く
は

研
究
者
に
と
っ
て
も
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
学
び
が
生
み
出
さ
れ
る
瞬
間

や
、
な
ぜ
そ
れ
が
生
み
出
さ
れ
た
の
か
を
追
究
す
る
こ
と
が
「
予
測
不
可

能
事
象
」
を
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、こ
こ
に
は
間
違
い
な
く
「
教

育
的
鑑
識
眼
」
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
理
論
に
沿
う
形
で

授
業
研
究
を
行
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
理
論
的
枠
組
み
か
ら
外
れ

た
も
の
の
中
に
研
究
者
が
ど
の
よ
う
な
価
値
を
見
い
だ
し
て
い
く
の
か
と

い
う
こ
と
が
こ
れ
か
ら
も
大
き
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
研
究
者
が
実
践
者
・
学
習
者
・
教
室
と
ど
の

よ
う
に
関
わ
っ
て
い
く
か
と
い
う
問
題
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
章

に
お
い
て
は
実
践
の
場
に
関
与
す
る
際
の
研
究
者
の
在
り
方
に
つ
い
て
検

討
す
る
。
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五　
研
究
者
と
し
て
実
践
の
場
に
関
与
す
る
際
の
研
究
者
の

在
り
方

上
田
薫
（
一
九
九
三
）
は
、
実
践
者
と
研
究
者
の
関
わ
り
方
に
お
け
る

問
題
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
日
諸
処
に
お
い
て
、
実
践
者
と
研
究
者
の
共
同
の
営
為
が
み
ら
れ

る
。
そ
れ
は
授
業
研
究
に
関
し
て
、
と
く
に
喜
ぶ
こ
と
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
在
そ
こ
で
か
ち
え
ら
れ
て
い
る
成
果
は
、
果

た
し
て
満
足
の
い
く
方
向
の
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
。
教
師
の
眼
は

依
然
し
て
、
い
や
前
よ
り
は
む
し
ろ
、
個
々
の
子
を
深
く
と
ら
え
る
こ

と
を
怠
り
が
ち
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。〝

ひ
と
り
ひ
と
り
を

た
い
せ
つ
に〞

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
は
裏
腹
に
、
個
性
的
な
生
き
た

子
の
姿
は
か
す
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
こ
う
し
て
お

け
ば
子
ど
も
の
こ
と
は
も
う
心
配
ご
無
用
」
と
自
称
研
究
者
た
ち
は
教

え
て
く
れ
る
。
教
師
は
う
か
う
か
と
そ
の
甘
言
に
の
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。

一
見
す
る
と
、
現
場
の
教
師
に
対
す
る
非
難
の
よ
う
に
も
と
れ
る
が
、

そ
こ
に
は
研
究
者
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
教
師
―
研
究
者
と
い
う
垂
直
的
関
係
の
も
つ
権
力
構
造
の
問
題
と
、

研
究
者
が
存
在
す
る
価
値
に
対
す
る
鋭
い
問
い
か
け
で
あ
る
。

上
田
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
は
、
教
師
自
身
が
研
究

者
で
あ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
重
要
で
あ
り
、
主
体
性
を
保
つ
こ
と
の
必
要

性
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
研
究
者
に
は
、
教
師
た
ち
を
人
間
的
に
し
ろ

う
と
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
先
ほ
ど
上

田
自
身
が
問
い
か
け
て
き
た
問
い
に
こ
た
え
る
に
は
十
分
で
は
な
い
。

松
崎
（
二
〇
〇
七
）
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
課
題
に
自
分
自
身
が

ぶ
つ
か
り
、
そ
の
葛
藤
の
末
に
実
践
の
場
と
の
か
か
わ
り
の
在
り
方
を
模

索
す
る
様
子
が
克
明
に
記
述
さ
れ
て
い
る
（
松
崎
、
二
〇
〇
七
、二
三
四

頁
）。研

究
職
に
就
い
た
後
の
一
九
九
〇
年
ご
ろ
、
民
間
教
育
団
体
の
雑
誌

で
、
実
践
記
録
を
検
討
し
た
。
そ
の
と
き
私
は
、
あ
る
若
い
女
性
教
師

の
文
学
の
実
践
記
録
に
関
し
て
、教
師
の
発
問
中
心
の
傾
向
が
あ
っ
て
、

子
ど
も
の
意
見
の
組
織
化
の
仕
方
が
不
十
分
だ
と
コ
メ
ン
ト
し
た
。
実

践
記
録
だ
け
を
基
に
し
て
、
一
般
化
さ
れ
た
授
業
の
法
則
に
照
ら
し
て

の
評
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
猛
然
と
抗
議
が
来
た
。
そ
の
若
い

教
師
を
職
場
で
「
育
て
て
い
る
」
と
い
う
先
輩
女
性
教
師
か
ら
で
あ
っ

た
。
実
践
の
背
景
や
、
そ
の
若
い
教
師
の
成
長
過
程
を
ま
っ
た
く
理
解

し
て
い
な
い
コ
メ
ン
ト
で
あ
っ
て
、
こ
の
教
師
の
成
長
を
台
無
し
に
し

た
と
い
う
猛
烈
な
抗
議
で
あ
っ
た
。
こ
の
件
に
よ
っ
て
、
私
は
こ
れ

ま
で
漠
然
と
感
じ
て
い
た
研
究
方
法
の
限
界
を
痛
烈
に
思
い
知
っ
た
。

何
ヵ
月
か
、
落
ち
込
む
ほ
ど
の
罪
悪
感
と
自
己
嫌
悪
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
課
題
に
ぶ
つ
か
っ
た
際
に
、
松
崎
は
小
中
学
校
の
校
内
研

究
会
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
下
の
よ
う
に

実
践
の
場
と
の
か
か
わ
り
方
を
変
化
さ
せ
て
い
く
。

そ
こ
で
私
は
、
授
業
の
法
則
や
教
育
の
あ
る
べ
き
論
を
語
る
こ
と
よ
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り
も
、
授
業
に
か
か
わ
っ
て
子
ど
も
た
ち
の
日
々
の
様
子
や
、
教
師
の

思
い
や
願
い
、
苦
悩
を
聞
き
出
す
こ
と
に
終
始
し
た
。
授
業
研
究
に
手

慣
れ
た
ベ
テ
ラ
ン
の
研
究
主
任
の
先
生
に
は
、
発
問
や
板
書
の
仕
方
、

指
導
案
の
書
き
方
な
ど
に
つ
い
て
、
話
し
合
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
が
、
私
は
そ
れ
よ
り
も
、
ま
ず
子
ど
も
の
こ
と
を
語
り
、

教
師
自
身
の
こ
と
を
語
り
、そ
れ
と
の
か
か
わ
り
で
教
科
内
容
や
教
材
、

授
業
構
成
に
つ
い
て
語
り
合
う
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
の
だ
。
最
初
は

思
う
よ
う
に
い
か
な
か
っ
た
が
、
ど
の
学
校
も
長
期
の
か
か
わ
り
が
多

か
っ
た
の
で
、
次
第
に
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
。

課
題
に
直
面
し
た
際
に
、
研
究
者
で
あ
る
松
崎
が
、
校
内
研
究
会
に
お

い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
具
体
的
な
指
導
方
法
に
関
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

子
ど
も
や
教
師
の
思
い
を
汲
み
取
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
こ
そ
が
先
の
上
田
の
述
べ
る
「
教
師
た
ち
を
人
間
的
に
知
ろ
う
」

と
す
る
営
み
の
具
体
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
松
崎
は
こ
の
よ
う
な
関
係
を

「
寄
り
添
う
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
を
築

く
に
は
長
期
間
関
わ
り
続
け
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

ま
た
難
波
博
孝
（
二
〇
一
二
）
は
、
研
究
者
と
教
員
と
の
か
か
わ
り
方

の
３
つ
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
〈
介
入
〉
／
〈
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
〉
／
〈
出

力
〉＊
３
を
示
し
、
そ
れ
ら
が
う
ま
く
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

そ
の
う
え
で
、「
小
中
高
の
教
員
の
抱
え
る
矛
盾
を
聞
き
、
自
ら
も
研
究

者
の
抱
え
る
矛
盾
を
話
し
、
互
い
に
聞
き
合
い
な
が
ら
、
互
い
の
実
践
を

高
め
る
活
動
」
を
行
う
研
究
会
を
立
ち
上
げ
、「
研
究
者
や
実
践
者
の
様
々

な
論
を
掲
載
」
す
る
雑
誌
を
発
行
す
る
と
と
も
に
、
研
究
大
会
を
開
催
し

て
い
る
（
難
波
、
二
〇
一
五
、一
八
五
頁
）。
こ
の
こ
と
は
、
松
崎
と
は
ま

た
異
な
っ
た
形
で
の
「
寄
り
添
う
」
こ
と
で
あ
る
。
教
員
と
研
究
者
が
お

互
い
を
人
間
的
に
知
り
合
う
機
会
を
設
け
、
さ
ら
に
そ
の
営
み
を
長
期

間
＊
４
に
わ
た
っ
て
継
続
す
る
と
い
う
営
み
は
、
実
践
者
と
研
究
者
と
の

新
た
な
か
か
わ
り
方
の
提
案
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
研
究
者
が
実
践
者
に
「
寄
り
添
う
」
こ
と
に
よ
っ
て
授
業
実

践
を
開
発
し
た
例
と
し
て
、
山
元
悦
子
（
二
〇
一
六
）
に
よ
る
「
編
み
上

げ
型
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
の
実
践
が
挙
げ
ら
れ
る
。
研
究
者
で
あ
る
山
元

は
、
実
践
の
場
に
長
期
間
継
続
的
に
観
察
参
与
し
、
教
育
的
信
念
を
共
に

す
る
実
践
家
と
と
も
に
学
習
者
の
実
態
に
即
し
た
実
践
を
検
討
し
た
。
こ

の
よ
う
な
研
究
者
と
実
践
者
と
の
か
か
わ
り
方
は
特
徴
的
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。

一
方
、
教
育
方
法
学
の
領
域
で
は
、
日
本
の
教
師
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

＊
３　
〈
介
入
〉
…
「
関
係
形
成
」「
観
察
」「
記
述
」「
分
析
」「
評
価
」

　
　
　
〈
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
〉
…
学
校
や
教
師
に
成
果
を
返
す
等

　
　
　
〈
出
力
〉
…
研
究
会
や
論
文
に
し
て
発
表
す
る
等

＊
４　
『
国
語
教
育
思
想
研
究
』
は
第
12
号
ま
で
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
も
長
期
的
で
継
続
的
な
取
り
組
み
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。　
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き
た
授
業
研
究
を
諸
外
国
の“

LESSO
N

 STU
D

Y”

と
比
較
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
研
究
者
の
授
業
研
究
に
対
す
る
課
題
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
し
て
い
る
。
ジ
ー
ン
・
ウ
ル
フ
／
秋
田
喜
代
美
（
二
〇
〇
八
）
は
、レ
ッ

ス
ン
ス
タ
デ
ィ
の
在
り
方
を
問
う
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
てRex

ら

の
言
及
を
基
に
し
な
が
ら
、
以
下
の
図
一
に
示
し
た
八
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
記
述
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
エ
ス
ノ
グ
ラ

フ
ィ
―
ア
プ
ロ
ー
チ
が
最
も
多
く
、
特
定
の
授
業
研
究
が
ど
の
よ
う
に
進

ん
だ
の
か
を
あ
る
学
校
の
事
例
と
し
て
描
く
タ
イ
プ
の
も
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
日
本
の
授
業
研
究
を
検
討
し
た
際
の
問

題
点
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
実
践
者
と
研
究
者
と
の
か
か
わ
り
方
に
つ

い
て
言
及
し
て
い
る
（
秋
田
他
、
二
〇
〇
八
、三
六
頁
）。

第
二
に
、
取
り
組
む
研
究
者
層
の
相
違
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
や
香
港

で
は
、
少
数
の
授
業
研
究
を
先
導
す
る
大
学
研
究
者
に
よ
っ
て
授
業
研

究
が
広
が
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
地
域
に
よ
る
ヴ
ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
が
見
ら
れ
、
様
々
な
理
論
的
背
景
を
持
っ
た
多
く
の
大
学

研
究
者
が
地
域
の
教
育
委
員
会
や
学
校
か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
授
業
研

究
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ア
ク
シ
ョ
ン
と

し
て
の
実
践
作
り
志
向
で
あ
り
、
そ
れ
が
優
先
さ
れ
る
の
で
そ
の
ノ
ウ

ハ
ウ
を
書
い
た
啓
蒙
書
に
と
ど
ま
り
学
術
書
は
少
な
い
。
学
校
で
教
師

た
ち
の
省
察
を
促
し
授
業
が
機
能
す
る
た
め
の
方
法
論
や
関
与
が
中
心

で
あ
り
、
批
判
的
、
メ
タ
的
に
授
業
研
究
の
シ
ス
テ
ム
を
問
い
直
し
た

り
、
そ
こ
か
ら
体
系
的
理
論
を
形
成
す
る
と
い
う
面
は
少
な
く
、
海
外

の
研
究
者
か
ら
見
る
と
、
日
本
に
は
伝
統
は
あ
る
が
授
業
研
究
の
説
明

理
論
が
弱
い
と
い
え
る
。
レ
ッ
ス
ン
ス
タ
デ
ィ
に
新
た
に
取
り
組
む
各

国
の
研
究
者
は
、
む
し
ろ
理
論
を
作
り
な
が
ら
そ
こ
か
ら
理
論
を
生
み

だ
そ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
相
違
が
あ
る
。

図
一
：
レ
ッ
ス
ン
・
ス
タ
デ
ィ
（LS

）
に
つ
い
て
各
ア
プ
ロ
ー
チ
が
解
明
し
よ
う
と
す
る
問
い

ア
プ
ロ
ー
チ

リ
サ
ー
チ
ク
エ
ッ
シ
ョ
ン

記
述
的
ア
プ
ロ
ー
チ

LS

と
は
何
で
あ
り
ど
の
よ
う
な
成
果
が
あ
る
の

か

過
程
―
結
果
ア
プ
ロ
ー
チ

LS

は
い
か
に
し
て
成
果
を
生
み
出
す
の
か
、
成

果
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
か

認
知
的
ア
プ
ロ
ー
チ

教
師
の
認
知
はLS

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与

え
る
の
か
、LS

は
教
師
の
認
知
に
つ
い
て
何
を

示
し
て
い
る
の
か

社
会
文
化
的
ア
プ
ロ
ー
チ

LS

に
お
け
る
相
互
作
用
は
個
々
の
教
師
の
学
習

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
、個
々

の
教
師
の
学
習
がLS

へ
の
関
わ
り
に
ど
の
よ

う
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か

社
会
言
語
学
的
談
話
分
析

ア
プ
ロ
ー
チ

LS

が
ど
の
よ
う
な
談
話
と
言
説
を
生
み
出
す
の

か
、
そ
し
て
そ
の
談
話
はLS

の
あ
り
方
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か

エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

ア
プ
ロ
ー
チ

LS

は
教
師
文
化
を
い
か
に
形
成
し
、
ま
た
い
か

な
る
教
師
文
化
の
実
践
で
あ
る
の
か
。
学
校
文

化
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
なLS

を
生
み
出
す
の

か
。

批
判
的
ア
プ
ロ
ー
チ

LS

が
ど
の
よ
う
な
力
関
係
を
組
織
に
生
み
出

し
、
ま
た
組
織
の
力
関
係
がLS

に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か

教
師
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ

あ
る
教
師
の
目
か
ら
見
て
ど
の
よ
う
に
そ
の
授

業
研
究
が
認
知
さ
れ
た
の
か
、そ
の
教
師
に
よ
っ

て
そ
の
授
業
研
究
が
認
知
さ
れ
た
の
か
、
そ
の

教
師
に
よ
っ
て
そ
の
授
業
研
究
は
ど
の
よ
う
に

捉
え
ら
れ
た
の
か
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こ
の
言
及
は
、
次
期
指
導
要
領
改
定
案
が
示
さ
れ
、「
主
体
的
・
対
話

的
で
深
い
学
び
」
つ
ま
り
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
打
ち
出
さ
れ

て
い
る
現
状
に
お
い
て
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。「
言
語
」

や
「
言
語
活
動
」
の
重
要
性
が
低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
全
国

大
学
国
語
教
育
学
会
は
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
に
対
し
て
以
下

の
よ
う
な
要
望
書
を
送
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
危
惧
さ
れ
る
の
は
、平
成
二
〇
年
中
教
審
答
申
と
比
べ
る
と
、

「
言
語
」
や
「
言
語
活
動
」
の
重
要
性
に
対
す
る
言
及
が
な
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
で
す
。
今
回
の
諮
問
文
で
は
、言
語
活
動
が
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
」
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
も
解
釈
で
き
ま

す
。
言
語
活
動
は
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
の
一
部
で
あ
る
と

い
う
考
え
方
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、「
言
語
」
と
い
う
言
葉
が
消
え
る

こ
と
で
、
活
動
だ
け
が
独
り
歩
き
し
て
、
言
語
の
も
つ
働
き
が
軽
視
さ

れ
る
懸
念
が
あ
り
ま
す
。
現
在
、
言
語
活
動
の
充
実
が
各
教
科
等
の
学

習
に
お
い
て
一
定
の
成
果
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
丁
寧
な
検
証

と
慎
重
な
対
応
を
望
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

言
語
活
動
を
重
視
し
た
こ
と
に
よ
る
成
果
の
検
討
が
不
十
分
で
あ
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
要
望
書
に
あ
る
通
り
、「
活
動
だ
け
が
独
り
歩

き
し
て
、
言
語
の
も
つ
働
き
が
軽
視
さ
れ
る
」
危
険
性
は
十
分
に
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
先
の
指
摘
に
も
あ
っ
た
通
り
、「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
」
と
冠
し
た
実
践
事
例
集
や
授
業
計
画
案
な
ど
が
書
籍
化
さ

れ
大
量
に
出
版
さ
れ
て
い
る
現
在
に
お
い
て
、何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
は
、

理
論
的
枠
組
み
自
体
を
問
い
直
す
よ
う
な
授
業
研
究
の
在
り
方
で
あ
る
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
教
師
同
士
の
協
同
的
で
対
話
的

な
学
び
と
い
う
視
点
か
ら
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
授
業
研
究
を
進

め
よ
う
と
す
る
石
井
英
真
ら
（
二
〇
一
七
）
に
よ
る
研
究
は
大
変
興
味
深

い
も
の
で
あ
る
。

前
述
し
た
村
井
実
の
「
ど
う
教
育
す
る
か
」
と
「
そ
れ
は
教
育
か
」
と

い
う
大
き
な
二
つ
の
問
い
は
こ
こ
で
も
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
。
ど
う
す

れ
ば
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
か
、と
い
う
問
い
だ
け
で
な
く
、「
ア

ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
と
は
教
育
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
授
業
研

究
は
常
に
問
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
「
主
体
的
・
対
話

的
で
深
い
学
び
」
と
は
な
に
か
、
と
い
う
問
い
を
常
に
持
ち
続
け
る
こ
と

で
あ
り
、「
ど
う
教
育
す
る
か
」
と
「
そ
れ
は
教
育
か
」
と
い
う
二
つ
の

問
い
を
往
還
し
な
が
ら
追
究
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
第
三
章
に
お
い

て
検
討
し
た
実
践
と
の
向
き
合
い
方
や
、第
５
章
に
お
い
て
検
討
し
た「
寄

り
添
う
」
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
授
業
研
究
は
真
に
価
値
あ
る
も
の

と
な
る
。

六　
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
文
学
的
文
章
を
扱
っ
た
実
践
を
対
象
と
し
た
授
業
研
究
に

焦
点
を
当
て
て
、
国
語
教
育
学
に
お
け
る
授
業
研
究
の
動
向
を
探
っ
た
。

最
後
に
述
べ
た
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
に
関
し
て
も
、
す
べ
て

は
子
ど
も
を
自
立
し
た
存
在
に
育
て
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
は
、
よ
り
学
習
者
ひ
と
り
ひ
と
り
へ
の
ま
な
ざ
し
を
持
ち
、「
そ
れ
は

教
育
か
」
と
い
う
問
い
も
抱
え
た
う
え
で
の
授
業
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
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ー
ニ
ン

グ
研
修
法
』
東
洋
館
出
版
社

上
田
薫
（
一
九
九
三
）「
授
業
研
究
に
お
け
る
実
践
者
と
研
究
者
の
立
場

―
い
か
な
る
授
業
研
究
を
め
ざ
す
べ
き
か
―
」
飛
田
多
喜
雄
・
野
地

潤
家
『
国
語
教
育
基
本
論
文
集
成　

第
28
巻
／
国
語
科
授
業
論
（
1
）　

授
業
研
究
論
』

浮
橋
康
彦
（
一
九
九
三
）「
国
語
科
授
業
研
究
に
欠
け
て
い
る
も
の
」
飛

田
多
喜
雄
・
野
地
潤
家
『
国
語
教
育
基
本
論
文
集
成　

第
28
巻
／
国
語

科
授
業
論
（
1
）　

授
業
研
究
論
』

大
槻
和
夫
（
二
〇
〇
九
）「
授
業
研
究
の
現
在
―
二
つ
の
視
座
か
ら
―
」

日
本
教
育
方
法
学
会
編
『LESSO

N
 STU

D
Y IN

 JAPAN

　

日
本

の
授
業
研
究　

上
・
下
巻
』
学
文
社

勝
田
光
・
飯
田
和
明
（
二
〇
一
四
）「
生
徒
の
読
者
反
応
を
支
援
す
る
教

師
の
役
割
―
単
元
「
文
学
の
学
び
方
〜
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
に
よ
る
〜
」

の
分
析
―
」『
国
語
科
教
育
』
第
76
集
、pp.15-22

桂
直
美
（
二
〇
〇
六
）「 

Ｅ
・
ア
イ
ス
ナ
ー
の
「
教
育
的
鑑
識
眼
と
教
育

批
評
」
の
方
法
論
：
質
的
研
究
法
と
し
て
の
特
徴
」『
教
育
方
法
学
研
究
』

pp.57-72

佐
々
原
正
樹
（
二
〇
一
四
）「「
解
釈
の
偏
り
」
を
前
提
に
し
た
授
業
実
践

の
構
想
―「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」を
事
例
と
し
て
―
」『
国
語
科
教
育
』第
75
集
、

pp.56-63

佐
藤
公
治
（
一
九
九
六
）『
認
知
心
理
学
か
ら
み
た
読
み
の
世
界　

―
対

話
と
共
同
的
学
習
を
め
ざ
し
て
―
』
北
大
路
書
房

須
田
実
（
一
九
九
七
）『
戦
後
国
語
授
業
研
究
論
史 

（
国
語
科
授
業
改
革

双
書
）』
明
治
図
書

住
田
勝
（
二
〇
〇
七
）「
5
章
3
節　

２
．
臨
床
国
語
教
育
学
の
授
業
論　

―
研
究
者
が
実
践
者
と
と
も
に
作
る
取
り
組
み
の
実
際
」
難
波
博
孝
編

『
臨
床
国
語
教
育
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想
社
、pp.271-287

住
田
勝
・
寺
田
守
・
田
中
智
生
・
砂
川
誠
司
・
中
西
淳
・
坂
東
智
子

（
二
〇
一
六
）「
社
会
文
化
的
相
互
作
用
を
通
し
て
構
成
さ
れ
る
文
学
の

学
び
―
「
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
ス
ペ
ー
ス
」
を
用
い
た
「
高
瀬
舟
」
の
授
業

分
析
―
」『
国
語
科
教
育
』
第
79
集
、pp.39-46

田
上
哲
（
二
〇
〇
六
）「
学
校
教
育
実
践
の
事
例
研
究
に
関
す
る
一
考
察

―
抽
出
児
の
機
能
に
焦
点
を
当
て
て
―
」『
香
川
大
学
教
育
実
践
総
合

研
究
』
第
13
号
、pp.23-32

田
上
哲
（
二
〇
〇
八
）「
授
業
研
究
に
お
け
る
抽
出
児
に
関
す
る
基
礎
的

考
察
：
対
象
児
と
の
比
較
を
中
心
に
」『
九
州
大
学
大
学
院
教
育
学
研

究
紀
要
』
第
11
号pp.111-123

田
上
哲
（
二
〇
一
一
）「
授
業
研
究
に
お
け
る
デ
ー
タ
の
様
相
的
処
理
に

関
す
る
研
究
―
事
例
に
基
づ
く
試
論
的
考
察
―
」『
九
州
大
学
大
学
院

教
育
学
研
究
紀
要
』
第
14
号
、pp.41-58
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鶴
田
清
司
（
一
九
九
六
）「
国
語
科
の
授
業
研
究
を
ど
う
進
め
る
か
」
田

近
洵
一
編
集
『
国
語
教
育
の
再
生
と
創
造
―
21
世
紀
へ
発
信
す
る
17
の

提
言
』
教
育
出
版
、pp.222-235

鶴
田
清
司
（
二
〇
〇
七
）「
5
章
3
節　

授
業
研
究
」
難
波
博
孝
編
『
臨

床
国
語
教
育
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想
社
、pp.255-270

鶴
田
清
司
（
二
〇
〇
九
）「
民
間
教
育
運
動
に
お
け
る
授
業
研
究
」
日
本

教
育
方
法
学
会
編
『LESSO

N
 STU

D
Y IN

 JAPAN

　

日
本
の
授

業
研
究　

上
・
下
巻
』
学
文
社

難
波
博
孝
（
二
〇
〇
八
）『
母
語
教
育
と
い
う
思
想　

国
語
科
解
体
／
再

構
築
に
向
け
て
』
世
界
思
想
社

難
波
博
孝
（
二
〇
一
二
）「
第
3
節 
異
な
る
共
同
体
に
属
す
る
は
ず
の
「
研

究
者
」
が
で
き
る
こ
と
は
何
か
（
第
2
章 
協
働
性
・
共
同
性
・
同
僚

性
の
視
点
か
ら
、
国
語
科
教
師
の
実
践
的
力
量
を
ど
う
育
む
か
）」「
国

語
科
教
育
」
第
71
集
、pp.107-111

難
波
博
孝
（
二
〇
一
五
）「
思
想
研
究
と
し
て
の
国
語
教
育
授
業
研
究
（
国

語
科
に
お
け
る
理
論
と
実
践
の
統
合
（
1
）、
研
究
す
る
組
織
と
し
て

の
学
校
の
あ
り
方
、
課
題
研
究
発
表
）」『
第
128
回
全
国
大
学
国
語
教
育

学
会
発
表
要
旨
集
』pp.185-186

日
本
教
育
方
法
学
会
編
（
二
〇
〇
九
）『LESSO

N
 STU

D
Y IN

 
JA

PA
N

　

日
本
の
授
業
研
究　

上
・
下
巻
』
学
文
社

濵
田
秀
行
（
二
〇
一
六
）「
文
学
的
文
章
に
つ
い
て
の
読
み
が
教
室
に
お

い
て
深
ま
る
過
程
―
中
学
校
国
語
科
の
授
業
事
例
分
析
を
通
し
て
―
」

『
国
語
科
教
育
』
第
80
集
、pp.39-46

藤
森
裕
治
（
二
〇
〇
九
）『
国
語
科
授
業
研
究
の
深
層　

―
予
測
不
可
能

事
象
と
授
業
シ
ス
テ
ム
―
』
東
洋
館
出
版
社

藤
森
裕
治
（
二
〇
一
三
）「
国
語
科
授
業
研
究
・
学
習
者
研
究
の
動
向
」

全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
編『
国
語
科
教
育
学
研
究
の
成
果
と
展
望
Ⅱ
』

学
芸
図
書
、pp.521-528

藤
原
顕
（
二
〇
〇
二
）「
国
語
科
授
業
研
究
の
方
法
論
」
全
国
大
学
国
語

教
育
学
会
編
『
国
語
科
教
育
学
研
究
の
成
果
と
展
望
』
明
治
図
書
、

pp.472-478

藤
原
顕
（
二
〇
一
三
）「
社
会
文
化
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
展
開
」
全
国
大
学

国
語
教
育
学
会
編
『
国
語
科
教
育
学
研
究
の
成
果
と
展
望
Ⅱ
』
学
芸
図

書
、pp.529-536

的
場
正
美
（
二
〇
一
三
）「
授
業
研
究
の
起
源
と
歴
史
」
的
場
正
美
・
柴

田
好
章
『
授
業
研
究
と
授
業
の
創
造
』
溪
水
社pp.279-293

松
崎
正
治
（
二
〇
〇
七
）「
研
究
者
が
実
践
に
寄
り
添
っ
て
研
究
を
行
う

こ
と
」
難
波
博
孝
編
『
臨
床
国
語
教
育
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思

想
社
、pp.230-238

村
井
実
（
一
九
六
七
）『
教
育
学
入
門
』
講
談
社
学
術
文
庫

山
元
悦
子
（
二
〇
一
六
）『
発
達
モ
デ
ル
に
依
拠
し
た
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
育
成
の
た
め
の
実
践
開
発
と
評
価
』
溪
水
社

渡
部
洋
一
郎
（
二
〇
一
三
）「
授
業
研
究
・
学
習
者
研
究
の
記
録
と
分
析
」

全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
編『
国
語
科
教
育
学
研
究
の
成
果
と
展
望
Ⅱ
』

学
芸
図
書
、pp.537-544

渡
部
洋
一
郎
（
二
〇
一
五
）「
31　

授
業
研
究
」
髙
木
ま
さ
き
・
寺
井
正
憲
・

中
村
敦
雄
・
山
元
隆
春
編
著『
国
語
科
重
要
用
語
事
典
』明
治
図
書
、p.42

全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
「
国
語
科
教
育
の
充
実
に
関
す
る
要
望
書
」
平
成 

二
七 
年 
六 

月 

一
〇 

日2017.02.16.
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（
富
山
大
学　

人
間
発
達
科
学
部　

特
命
講
師
）

研
究
発
表
及
び
学
会
誌
原
稿
応
募
規
定

◇
研
究
発
表

国
語
教
育
（
国
語
学
・
国
文
学
・
漢
文
学
・
書
道
を
含
む
）

に
関
す
る
研
究
、
実
践
報
告
、
教
材
分
析
、
そ
の
他
を
内
容
と

す
る
も
の
。

発
表
時
間
は
二
十
五
分
以
内
と
し
、
申
込
み
締
切
は
毎
年
度

八
月
末
日
（
発
表
題
目
決
定
は
九
月
末
日
）
と
す
る
。

◇
学
会
誌
原
稿

内
容
は
研
究
発
表
の
要
領
と
同
じ
。
所
定
の
原
稿
用
紙
（
28

×
25
行
）
二
十
枚
程
度
と
し
、
写
植
印
刷
の
都
合
上
、
難
字
や

複
雑
な
組
み
方
を
避
け
た
完
成
原
稿
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

採
否
は
編
集
委
員
会
に
一
任
す
る
。
別
刷
は
実
費
負
担
と
す

る
。申

込
み
締
切
は
毎
年
度
七
月
末
日（
原
稿
提
出
は
八
月
末
日
）

と
す
る
。

宛
先　

い
ず
れ
も
富
山
大
学
人
間
発
達
科
学
部
内
、
富
山
大
学
国

語
教
育
学
会
事
務
局
宛
と
す
る
。

◇
電
子
化
査
読
に
関
す
る
規
定

①　
『
富
山
大
学
国
語
教
育
』(

以
下
本
誌
と
す
る)

第
44
号
以

降
、
掲
載
に
あ
た
り
査
読
を
実
施
す
る
。

②　

本
誌
44
号
以
降
、
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
は
「
富
山
大

学
学
術
情
報
デ
ィ
ポ
ジ
ト
リ
」(https://toyam

a.repo.nii.
ac.jp)

に
収
録
し
て
一
般
に
無
償
公
開
す
る
。

③　

本
規
定
は
②
を
主
た
る
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

他
の
公
開
・
利
用
に
つ
い
て
は
運
営
委
員
会
で
協
議
し
て
決

定
す
る
。

④　

本
規
約
は
著
作
者
の
著
作
者
人
格
権
等
に
は
十
分
に
配
慮

し
、
制
限
し
な
い
。


