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す
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I 

は
じ
め
に

「
生
き
る
力
」
・
「
人
間
力
」
・
「
学
士
力
」
等
々
、
初
等
・
中
等
・
高
等
教
育
の
あ
り
方
が
「

O
O力
」
の
育
成
を
め
ぐ
っ
て
議
論
さ
れ

て
き
て
い
る
。
松
下
佳
代
は
こ
う
し
た
概
念
を
〈
新
し
い
能
力
〉
と
し
て
捉
え
、
「
そ
れ
を
手
な
づ
け
飼
い
馴
ら
す
こ
と
」
の
必
要
性
を

提
起
し
た
。
こ
の
〈
新
し
い
能
力
〉
の
中
で
も
と
り
わ
け
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
授
業
構
成
の
視
点
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
の
が
、

旦
∞
〉
調
査
の
背
景
に
あ
る
「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
」
概
念
で
あ
る
。

知
識
・
技
能
の
「
習
得
」
と
そ
の
「
活
用
」
の
間
で
ゆ
れ
る
わ
が
国
の
授
業
改
革
状
況
に
照
ら
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
コ
ン
ビ
テ
ン

シ
l
志
向
の
授
業
構
成
の
批
判
的
考
察
は
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
苫
∞
〉
シ
ョ
ッ
ク
」
を
、
つ
け
て
、
急
速
に
教
育
改
革
を
進

め
て
き
て
い
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
学
校
制
度
改
革
や
教
員
養
成
制
度
改
革
と
合
わ
せ
て
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
授
業
改
革
が
と
り
わ
け

「
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l

（問。
B℃
2
2
Nこ
と
い
う
概
念
を
め
ぐ
っ
て
進
行
し
て
い
る
。
わ
が
国
の
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
国
∞
〉
型
読
解

力
と
い
っ
た
言
葉
に
比
し
て
、
「
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
」
と
い
う
概
念
が
定
着
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る

「
耳
∞
〉
シ
ョ
ッ
ク
」
を
経
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
」
は
教
育
・
授
業
改
革
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き

て
い
る
の
で
あ
る
。
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各
州
文
部
大
臣
会
議
（
同
E
E∞B
E
E
q
Eロ『
2
2
N一
同
冨
同
）
を
中
心
と
し
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
改
革
の
中
で
は
、

ロめ
F
h
c
に
お
け
る
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
概
念
の
提
起
を
担
当
し
た
ヴ
ア
イ
ネ
ル
ト
（
当

2
5昇
司
）
に
よ
る
コ
ン
ビ
テ
ン
シ

i
理
解
が
定

着
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
向
は
わ
が
国
の
教
育
学
研
究
の
中
で
も
た
び
た
び
取
り
あ
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
「
教
育
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
（
∞
E
5
m
g
g
E
R骨
）
」
導
入
後
の
教
育
改
革
に
つ
い
て
は
、
学
力
論
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
論
、
教
科
教
育
論
と
い
っ
た
広
範

な
レ
ベ
ル
で
議
論
さ
れ
て
き
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
教
育
文
脈
に
お
い
て
「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
」
と
は
何
を
指
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
二
疋
の
合
意
が

と
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
人
格
の
完
成
」
に
至
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
ー
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
子
ど
も
た
ち
・



学
習
者
に
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
教
育
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方
が
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
は
大
き
な
誤
解
を
は
ら
ん
で
い
る
。
コ
ン
ピ
テ

ン
シ
ー
は
そ
も
そ
も
「
構
成
概
念
行
。
日
守
口
門
広
）
」
で
あ
っ
て
「
実
体
概
念
（
開
E
E
g）
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

ロ
島
町
円
。
の
「
キ
l
・
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
」
は
、
そ
の
導
出
過
程
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
最
終
的
に
提
示
さ
れ
た
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
ー

を
実
態
と
し
て
学
習
者
の
中
に
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
教
育
の
営
み
で
は
な
い
。

本
稿
の
問
題
設
定
は
、
「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
」
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
授
業
構
成
の
主
要
概
念
と
な
り
え
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
本

稿
で
は
、
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
志
向
の
教
育
改
革
の
動
向
を
、
と
り
わ
け
「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ

1
志
向
の
授
業
」

を
め
ぐ
る
動
向
か
ら
整
理
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
一
般
教
授
学
研
究
の
提
示
す
る
授
業
構
成
視
点
に
着
目
し
つ
つ
、
ド

イ
ツ
に
お
け
る
総
合
制
学
校
の
数
学
の
授
業
実
践
の
検
討
を
と
お
し
て
、
授
業
構
成
に
お
け
る
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
1
志
向
の
意
義
と
課
題
に

つ
い
て
考
察
す
る
。

II 

コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
志
向
と
授
業
構
成
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コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
の
ル

l
ツ
を
ど
こ
に
求
め
る
の
か
は
、
多
様
な
解
釈
が
あ
り
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
定
義
も
論
者
に
よ
っ
て
多
様

で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
一
九
九
0
年
代
の
「
鍵
的
資
質
（
∞
号
店
∞
由
。

E
E－
－
芯
丹
）
」
を
巡
る
議
論
も
一
つ
の
背
景
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
。
貝
リ
ロ
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
の
定
義
を
担
当
し
た
ヴ
ア
イ
ネ
ル
ト
の
定
義
に
立
脚
し
て
い
る
。
マ
ク
レ
ラ

ン
ド
（
宮
内
（
い

E
－自己・ロ－

n・
）
は
ほ
と
ん
ど
参
照
さ
れ
ず
、
次
の
よ
う
な
ヴ
ア
イ
ネ
ル
ト
の
定
義
が
た
び
た
び
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。

そ
の
定
義
と
は
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
は
「
あ
る
特
定
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
、
個
々
人
の
自
由
意
志
に
よ
っ
て
操
作
可
能
な
、
あ
る

い
は
習
得
可
能
な
認
知
的
能
力
・
技
能
で
あ
り
、
（
中
略
）
認
知
的
能
力
・
技
能
と
結
び
つ
い
た
動
機
的
・
意
欲
的
・
社
会
的
構
え
や
能

力
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
彼
は
次
の
三
点
を
強
調
し
た
。
す
な
わ
ち
、
教
科
の
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l

問。
B
U
2
8
N）
、

（

片

山

内

F
C
σ
q
m円
2
貯
ロ
ユ
巾
問
。
B
H）

2
8
N）、

G
R
E
E
Hめ

教
科
横
断
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ

l

そ
し
て
行
為
コ
ン
ピ
テ
ン
シ

l



（
国
白
色

Em町田
W
C
B
H
E
B
N）
で
あ
る
。
こ
の
ヴ
ア
イ
ネ
ル
ト
の
提
起
を
、
つ
け
て
、
「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
1
」
は
連
邦
レ
ベ
ル
の
「
教
育
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
」
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

世
界
的
な
教
育
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
化
の
動
き
と
、
教
育
目
標
へ
の
「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
」
概
念
の
導
入
の
動
き
に
対
応
し
て
、
ド
イ
ツ

も
二

O
O
二
一
年
以
降
に
連
邦
レ
ベ
ル
の
「
教
育
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
を
導
入
し
た
。
こ
の
導
入
に
先
立
っ
て
二

O
O
三
年
に
出
さ
れ
た
の
が
、

通
称
「
ク
リ
l
メ
鑑
定
書
（
呂
町
E
中
の
三
月
宮

B
）
」
で
あ
る
。
同
鑑
定
書
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
改
革
を
大

き
く
万
向
づ
け
る
教
育
課
程
改
革
の
方
針
が
一
不
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
土
台
と
さ
れ
た
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
の
定
義
が
、
先
の
ヴ
ァ
イ
ネ
ル
ト

の
定
義
で
あ
る
。
さ
ら
に
同
鑑
定
書
に
お
い
て
、
教
育
目
標
を
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
ー
に
よ
っ
て
規
定
す
る
こ
と
や
、
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
が
課

題
設
定
（
〉
丘
宮

F
E
R
Eロ
ぬ
）
に
置
き
換
え
ら
れ
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
テ
ス
ト
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が
明
記
さ
れ

る。
「
教
育
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
の
導
入
後
、
各
州
文
部
大
臣
会
議
は
二

O
O
五
年
に
そ
の
解
説
を
著
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
ー

を
志
向
す
る
こ
と
（
忌
巾

οュg
r
E口
問
自
問
。
B℃
2
2
N
g）
」
は
、
次
の
三
点
に
帰
結
す
る
こ
と
が
提
起
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
徒

の
学
習
成
果
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
、
学
習
は
さ
し
あ
た
り
必
要
の
な
い
知
識
の
構
築
に
向
け
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
要
求
の
克

服
へ
と
向
け
ら
れ
る
こ
と
、
学
習
は
累
積
的
な
過
程
と
し
て
組
織
さ
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
何
を
教
え
た
か
で
は
な
く
、

何
が
学
習
さ
れ
た
の
か
に
焦
点
を
当
て
、
子
ど
も
の
未
来
に
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
知
識
の
学
習
だ
け
で
は
な
く
、
現
在
の
要
求
に
応
え
、

細
切
れ
で
は
な
く
積
み
重
な
っ
て
い
く
過
程
と
し
て
の
学
習
観
を
提
起
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
各
州
文
部
大
臣
会
議
は
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
志
向
の
授
業
の
あ
り
方
を
、
そ
の
後
す
ぐ
に
は
一
不
さ
な
か
っ
た
。
「
教
育

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
導
入
後
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
授
業
論
に
関
す
る
論
点
を
集
約
し
つ
つ
、
各
州
文
部
大
臣
会
議
は
二

O
一
O
年
に
コ
ン

ビ
テ
ン
シ
l
志
向
の
授
業
開
発
（
同
C
B習
H
B
N
2
5
E
2
8
ロロ
R
E
n
F
Z
S件
項
目
立
己

E
m）
に
つ
い
て
初
め
て
公
的
に
言
及
す
る
。
「
教
育

制
度
に
お
け
る
質
問
発
研
究
所
（

H
5
5
2
2円
hug－－
s
z
g
g
E
E
D
E
B
E
E
E官
名
2
8）
」
（
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
に
二

O
O
四
年
に

設
置
）
と
共
同
で
作
成
さ
れ
た
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
基
づ
く
授
業
の
開
発
自
己
豆
島
－

s
m
aロ
g
E
ω
E
E
R骨
。
門
戸
内
ロ
丘
町
ユ

g
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ロロ片
R
H
－5
3）
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
報
告
書
に
お
い
て
、
ま
ず
次
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
「
こ
の
こ
と
か
ら
（
レ
ル
シ
ユ
の
指
摘
か
ら

註
・
引
用
者
）
、
知
識
の
獲
得
と
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
1
志
向
は
対
立
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
相
互
に
関
連

し
合
っ
て
（
σ
包
E
m
g）
い
る
」
。
す
な
わ
ち
、
実
質
陶
冶
と
形
式
陶
冶
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
教
育
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
導
入
後
に
あ
ら
た
め

て
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
同
報
告
書
で
は
、
授
業
づ
く
り
の
核
と
な
る
点
と
し
て
次
の
八
つ
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

1
．
確
か
な
内
容
理
解
、

2
．

意
味
形
成
的
学
習
（

5
5
t
p。
E
B
Z
5
2）
の
促
進
、

3
．
知
的
好
奇
心
を
ひ
く
過
程
の
援
助
・
促
進
、

4
．
学
習
内
容
に
対
す
る

肯
定
的
な
態
度
の
支
援
、

5
．
個
々
の
認
知
的
前
提
と
領
域
特
有
な
既
知
に
基
づ
く
学
習
提
供
、

6
．
学
習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
と
自
己
調
整

学
習
（
出
巾
＝
）
印
可
品
ロ
ロ
2
H
B
F巾
5
8）
の
媒
介
、

7
．
自
信
の
向
上
と
価
値
思
考
の
媒
介
（
自
己
コ
ン
ピ
テ
ン
シ

l
f
q
g
D色
町

問。
B
胃
斥
日
）
）
、

8

社
会
的
コ
ン
ビ
テ
ン
シ

l
g
R
E巾
問
。
B
胃
符

E
B）
の
構
築
、
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
項
目
も
、
わ
が
国
の
授

業
づ
く
り
に
お
い
て
も
近
年
き
わ
め
て
強
調
さ
れ
て
き
て
い
る
点
と
符
合
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
点
を
指
摘
し
な
が
ら
各
州
文
部
大
臣
会
議
は
、
「
テ
ス
ト
の
た
め
の
教
育
」
に
向
か
う
授
業
構
成
を
牽
制
す
る
。
「
短
期
的
で

小
刻
み
な
練
習
段
階
に
よ
っ
て
授
業
構
成
が
テ
ス
ト
状
況
へ
と
棲
小
化
さ
れ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

i
い
く
つ
か
の
国
で
言
わ
れ
る
と
こ
ろ

の
『
テ
ス
ト
の
た
め
の
教
育
』
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
う
し
た
目
標
設
定
と
は
明
ら
か
に
食
い
違
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
実
際
に
は
「
教
育
制
度
に
お
け
る
質
問
発
研
究
所
」
な
ど
に
よ
っ
て
多
く
の
テ
ス
ト
の
開
発
や
課
題
事
例
の
蓄
積
が
な
さ
れ
て

き
て
い
る
事
実
も
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
志
向
の
授
業
を
模
索
し
て
、
い
く
つ
か
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。
研
究
の
タ
イ
プ

別
に
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
実
践
的
研
究
、
実
証
的
研
究
、
教
科
教
授
学
的
研
究
、
心

理
学
的
研
究
、
教
授
学
的
研
究
な
ど
で
あ
る
。
「
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
志
向
の
授
業
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
統
一
し
た
授
業
イ
メ
ー

ジ
を
共
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
志
向
を
授
業
論
と
結
び
つ
け
て
捉
え
た
際
に
、
共

通
し
て
見
え
て
く
る
今
日
の
授
業
論
の
課
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
以
下
で
は
、
三
人
の
一
般
教
授
学
者
に
よ
る
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
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志
向
の
授
業
構
想
を
取
り
上
げ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

田

コ
ン
ピ
テ
ン
シ

l
志
向
の
授
業
構
想
三
人
の
一
般
教
授
学
者
の
比
較
を
通
し
て
｜

1
．
レ
ル
シ
ュ
に
よ
る
「
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
促
進
の
授
業
」
構
想

内
容
（
イ
ン
プ
ッ
ト
）
重
視
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
授
業
構
成
論
と
、
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l

（
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
）
重
視
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・

授
業
構
成
論
と
の
関
係
性
を
論
じ
る
際
に
、
各
州
文
部
大
臣
会
議
と
教
育
制
度
に
お
け
る
質
問
発
研
究
所
が
拠
り
所
と
し
た
の
が
、
レ
ル

シ
ユ
（
Z
E門
戸
周
）
の
「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
1
促
進
の
授
業
（
E
E℃
2
3
N
B
E
2
E
2
口
互
角
ユ
円
買
こ
構
想
で
あ
る
。

レ
ル
シ
ユ
は
、
鍵
的
問
題
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
授
業
な
ど
、
そ
の
時
代
で
ト
ピ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
る
授
業
論
の
課
題
に
柔
軟
に
対
応
し
て

き
た
教
授
学
者
で
あ
る
が
、
彼
は
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
と
授
業
に
つ
い
て
、
ま
ず
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
「
「
い
か
に
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
を

教
授
す
る
の
か
？
」
と
い
う
現
実
的
に
か
な
り
議
論
を
呼
ん
で
い
る
教
授
学
的
問
い
に
対
す
る
実
践
に
役
立
つ
回
答
が
欠
け
て
い
る
」
o

そ
の
上
で
彼
は
次
の
よ
う
に
議
論
の
方
向
性
を
規
定
す
る
。
「
あ
る
人
が
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
ど
の

程
度
そ
れ
を
有
し
て
い
る
か
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
現
実
の
状
況
に
埋
め
込
ま
れ
た
要
求
に
い
か
に
応
答
し
た
か
と
い
う
、
生
み
出
さ
れ

た
成
果
（
F
2
2
5
m）（
H
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
（

FH暗号
B
E
N）
）
に
お
い
て
一
不
さ
れ
る
。
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
そ
れ
自
体
は
『
測
定
」
さ
れ

え
ず
、
要
求
を
ど
う
克
服
し
た
か
の
中
に
『
現
れ
る
（
宮
旬
。
自
己
与
）
』
の
み
で
あ
る
。
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
は
、
す

で
に
身
に
つ
け
て
い
る
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
へ
と
『
帰
納
的
に
推
理
（
芯
門

E
5
r
p
gこ
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
」
o

つ
ま
り
彼
の
ス
タ
ン

ス
は
、
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
の
「
測
定
可
能
性
」
そ
の
も
の
を
ま
ず
否
定
的
に
捉
え
つ
つ
、
そ
れ
で
も
積
極
的
に
実
践
に
と
っ
て
有
益
な
同

答
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
う
し
た
前
提
の
上
で
彼
が
主
張
す
る
の
は
、
「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
促
進
の
授
業
の
教
授
学
的
体
系
化
」
で
あ
る
。
ヴ
ア
イ
ネ
ル
ト
に
よ
っ

て
定
義
さ
れ
た
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
を
諸
能
力
司
笹
応
胃
芹
）
の
開
発
と
し
て
位
置
づ
け
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
レ
l
ア
プ
ラ
ン

（－
k
m
u
F円
七
］
出
口
）
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に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
内
容
の
獲
得
と
能
力
の
開
発
と
を
授
業
の
中
で
結
び
つ
け
る

た
め
に
、
彼
は
ク
リ
ン
グ
ベ
ル
ク
（
E
E
m
gお
「
）
の
教
授
学
的
基
礎
関
係
（
口
広
島
t
R
V
O

（却）

の
E
ロ
e・0rz品
。
ロ
）
を
援
用
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
図
を
提
示
す
る
（
図
1
参
照
）

0

こ
の
図
の
特
徴
は
二
点
あ
る
。
一
つ
は
、
「
提
供
｜
利
用
」
の
構
叫
ん
乞
教
授
と
学
習
の
そ
れ

ぞ
れ
に
配
置
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
「
内
容
｜
方
法
」
を
「
知
識
技
能
」

に
置
き
換
え
た
う
え
で
、
「
知
識
」
の
「
習
得
・
媒
介
・
応
用
」
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

先
に
見
た
ヴ
ア
イ
ネ
ル
ト
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
の
提
起
の
中
で
は
、
教
科
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
に

続
い
て
教
科
横
断
的
な
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
1
が
強
調
さ
れ
て
い
た
が
、
レ
ル
シ
ユ
は
こ
の
点
に
つ

い
て
次
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
を
と
る
。
「
教
科
横
断
的
な
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
1
は
、
教
科
の
教
授
ー

学
習
過
程
の
文
脈
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
教
科
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
に
追
加
さ
れ
る
形
で
身
に

つ
け
ら
れ
る
。
（
中
略
）
同
様
の
こ
と
は
、
他
の
形
式
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
、
例
え
ば
学
習
コ

ン
ピ
テ
ン
シ
I
（
『
学
ぶ
こ
と
を
学
ぶ
』
も
同
様
）
の
獲
得
に
も
当
て
は
ま
色
。
教
科
横
断
的

な
授
業
構
想
は
と
り
わ
け
一
九
九
0
年
代
か
ら
の
改
革
構
想
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
彼
が
強
調

す
る
の
は
、
教
科
の
授
業
の
重
要
性
で
あ
る
。
学
習
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
と
い
っ
た
形
式
的
コ
ン

ビ
テ
ン
シ
l
も
同
様
に
、
教
科
の
授
業
の
中
で
獲
得
さ
れ
る
側
面
が
強
調
さ
れ
る
。

さ
ら
に
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
こ
こ
で
描
い
た
よ
う
な
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
促
進
の
授

業
に
関
す
る
一
般
教
授
学
的
原
理
が
教
科
固
有
か
つ
学
校
固
有
に
具
体
化
さ
れ
う
る
た
め
に

は
、
こ
の
こ
と
（
教
育
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
導
入
｜
註
一
引
用
者
）
は
教
師
の
側
面
か
ら
見
れ
ば
、

教
科
砂
知
動
、
と
り
わ
け
教
科
教
授
争
蜘
な
按
怯
を
要
求
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ふ
ヂ

す
な
わ
ち
レ
ル
シ
ユ
は
、
教
科
固
有
の
知
識
と
教
科
教
授
学
的
な
技
能
を
、
教
師
が
い
か
に
し

：孟？＼

直E

利用（Nutzun2)
教養に富んだ知識の習得

コンピテンシー

要求状況のアレンジメント

提供（An2ebot)

図1：コンビテンシー促進の授業の教授学的体系化（21)
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て
子
ど
も
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
、
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
促
進
の
授
業
の
鍵
だ
と
捉
え
て
い
る
。

彼
に
と
っ
て
授
業
構
成
に
お
け
る
コ
ン
ビ
テ
ン
シ

l
志
向
と
は
、
「
要
求
状
況
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
」
を
媒
介
と
し
て
学
習
者
に
教
科

の
授
業
を
い
か
に
提
供
で
き
る
か
に
収
数
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ

l
獲
得
の
た
め
の
授
業
改
革
と
い
う
よ
り
も
、
教
科

の
授
業
を
見
直
す
た
め
の
一
つ
の
視
点
と
し
て
、
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
志
向
あ
る
い
は
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
促
進
を
一
般
教
授
学
の
議
論
の
坦

上
に
の
せ
て
い
る
と
い
え
る
。

2
．
H
・
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
「
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
志
向
の
授
業
」
構
想

二
O
一
O
年
の
各
州
文
部
大
臣
会
議
と
教
育
制
度
に
お
け
る
質
開
発
研
究
所
の
報
告
書
の
中
で
も
暗
に
一
不
さ
れ
た
「
よ
い
授
業
」
論
は
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
も
と
よ
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
H
・
マ
イ
ヤ
l

（
宮
司
2
・
出
・
）
の
名
で
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
著
作
は
累
計

一
O
O万
部
を
超
え
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
て
お
り
、
教
職
課
程
の
学
生
や
現
職
の
教
員
か
ら
強
い
支
持
を
、
つ
け
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
彼
に
と
っ
て
授
業
に
お
け
る
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
1
志
向
は
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「
授
業
に
お
け
る
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
志
向
の
核
と
な
る
考
え
方
は
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
同
様
に
と
り
わ
け
オ
リ
ジ

ナ
ル
な
も
の
で
も
な
い
。
（
中
略
）
重
要
と
な
る
の
は
、
特
定
の
教
科
知
（
司

R
F
3
m
g）
を
徹
底
的
に
と
り
扱
う
こ
と
で
は
な
く
、
す

で
に
習
得
し
た
知
識
を
つ
か
つ
て
現
実
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
現
実
に
近
い
応
用
場
面
に
お
い
て
活
動
す
る
こ
と

f

お）

（山岳
2
Zロ
）
で
あ
る
」

0

ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
」
と
い
う
発
想
は
、
何
も
国
∞
〉
以
降
に
初
め
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
東
ド
イ

ツ
に
お
い
て
は
ク
リ
ン
グ
ベ
ル
ク
が
、
ベ
ル
リ
ン
学
派
に
お
い
て
は
シ
ユ
ル
ツ
（
∞
与
己
N
－
ヨ
）
が
二
九
八

0
年
代
か
ら
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
ー

と
い
う
言
葉
を
教
授
学
に
お
い
て
用
い
て
き
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
文
脈
で
す
で
に
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
ー
と
い
う
用
語
は
目
ω〉
以
前

（部）

か
ら
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
す
で
に
ド
イ
ツ
で
は
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
き
た
点
で
あ
る
。

H
・
マ
イ
ヤ
ー
は
ま
ず
こ
の
点
を
改
め

て
確
認
し
つ
つ
、
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
1
志
向
の
授
業
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
教
科
知
の
習
得
で
は
な
く
、
そ
れ
を
も
ち
い
た
活
動
で
あ
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る
と
主
張
す
る
。

し
た
が
っ
て

H
・
マ
イ
ヤ
l
は、

次
の
よ
う
に
コ
ン
ビ
テ
ン
シ

l
志
向
の
授
業
を
定
義
す
る
。

一一一一五1
義

コ
ー／
ヒ
ア
ン

ン

志
向
の
授
業
は

オ
ー
プ
ン
な
授
業
で
あ
り
、
活
動
的
な
授
業
で
あ
る
。

ー
そ
の
授
業
で
は
、

教
師
は
授
業
の
計
画
・
実
施
・
評
価
を
教
科
コ
ン
ピ
テ
ン
シ

l
モ
デ
ル
お
よ
び
教
科
横
断
的
コ
ン
ビ
テ

シ
l
モ
デ
ル
へ
と
方
向
づ
け
る
。

ー
そ
の
授
業
で
は
、

生
徒
は
自
ら
の
知
識
と
技
能
を
体
系
的
か
つ
網
羅
的
に
構
築
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
有
し
て
い
る
。

そ
の
授
業
で
は
、

生
徒
は
自
ら
の
知
識
と
技
能
を
現
実
に
近
い
要
求
・
応
用
場
面
に
お
い
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

H
・
マ
イ
ヤ
l
の
特
徴
の
一
つ
は
、
教
科
固
有
性
や
教
科
知
を
強
調
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
段
階
を
モ
デ
ル
と
し
て

一
不
し
、
「
よ
い
授
業
」
論
へ
と
議
論
を
展
開
し
て
い
こ
う
と
す
る
点
に
あ
る
。

H
・
マ
イ
ヤ
l
は
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ

l
段
階
の
モ
デ
ル
を

（出）

次
の
よ
う
に
提
起
す
る
。

第

O
段
階
消
極
的
全
体
的
追
体
験

第

1
段
階
あ
た
え
ら
れ
た
規
準
に
そ
っ
た
追
体
験
と
行
為

第

2
段
階
洞
察
（
回
口
白
与
件
）
に
そ
っ
た
ふ
り
か
え
り
と
行
為

第

3
段
階
自
主
的
な
教
授
学
的
ふ
り
か
え
り
と
プ
ロ
セ
ス
管
理

こ
う
し
た

H
・
マ
イ
ヤ

1
の
授
業
構
想
は
、
わ
が
国
の
授
業
課
題
と
も
親
和
性
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
言
語
活
動
の
充
実
」
と
い
っ

た
活
動
の
意
義
を
強
調
し
な
が
ら
、
教
科
横
断
的
な
授
業
構
成
視
点
を
強
調
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
上
述
の
コ
ン
ビ
テ
ン
シ

l

段
階
は
、
実
践
の
見
通
し
を
た
て
や
す
く
す
る
。
目
の
前
の
子
ど
も
た
ち
が
、
い
ま
ど
の
段
階
に
到
達
し
て
い
る
の
か
を
刻
々
に
評
価
し

な
が
ら
、
自
己
活
動
的
に
学
習
を
進
め
る
よ
う
な
見
通
し
モ
デ
ル
と
し
て
教
室
の
中
で
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
彼
の

コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
志
向
の
授
業
構
想
に
お
い
て
は
留
意
し
て
お
く
べ
き
点
が
あ
る
。

-51一



H
－
マ
イ
ヤ
！
の
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
段
階
の
モ
デ
ル
は
、
自
己
責
任
を
も
っ
て
学
習
を
進
め
る
と
い
う
自
己
・
学
習
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l

の
段
階
が
モ
デ
ル
化
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
本
来
的
な
意
味
で
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ

1
（
段
階
）
モ
デ
ル
と
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
点

で
あ
る
。
む
し
ろ
彼
が
主
張
す
る
の
は
、
今
日
の
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
志
向
を
批
判
的
に
読
み
解
き
つ
つ
、
「
よ
い
授
業
」
を
構
成
す
る
た

め
の
授
業
構
成
視
点
を
教
師
に
提
供
す
る
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。
彼
の
授
業
構
想
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
ま
で
の
「
よ
い
授
業
」
論

に
収
数
さ
れ
る
か
た
ち
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
志
向
と
「
よ
い
授
業
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
志
向
そ
れ
自
体
は
、

よ
い
授
業
を
う
み
だ
す
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
空
想
豊
か
で
、
人
格
形
成
を
促
す
よ
う
な
授
業
構
成
が
付
け
加
え
ら
れ
る
必
要
が
あ

る」
o

上
述
の
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
志
向
の
授
業
の
定
義
お
よ
び
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
段
階
の
モ
デ
ル
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、

H
・
マ
イ
ヤ
l

の
立
場
か
ら
は
「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
志
向
」
そ
の
も
の
へ
の
積
極
的
評
価
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
彼
が
主
張
す
る
授
業
構
成
視
点
は
結

局
、
「
授
業
の
六
角
形
モ
デ
ル
」
と
よ
い
授
業
の
一

O
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
を
結
合
さ
せ
た
、
「
授
業
の
一

O
の
カ
タ
ロ
グ
」
や
「
授
業
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
（
d
E
Rユ
♀
Z
2
5
E
E出
）
」
に
収
数
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

52ー

3
．
キ
l
パ
ー
に
よ
る
「
学
習
の
基
礎
モ
デ
ル
」
に
基
づ
く
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
志
向
の
授
業
構
想

国
∞
〉
以
降
の
授
業
論
に
お
い
て
注
目
さ
れ
て
い
る
点
の
一
つ
に
、
授
業
に
お
け
る
学
習
過
程
の
深
層
構
造
の
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

授
業
に
お
け
る
発
言
の
や
り
と
り
や
目
に
見
え
る
子
ど
も
の
「
活
動
」
な
ど
は
、
授
業
の
表
層
構
造
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
深

部
で
進
行
す
る
子
ど
も
の
学
習
の
深
層
構
造
が
、
授
業
構
成
に
お
い
て
は
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

H
・
マ
イ

ヤ
l
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
根
本
的
な
問
題
は
、
コ
ン
ビ
テ
ン
シ

1
は
学
習
過
程
の
深
層
構
造

3
E
B∞
可
長
g
吋
）
と
関
連
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
測
定
さ
れ
る
も
の
は
常
に
、
表
面
上
観
察
さ
れ
う
る
も
の

i

い
わ
ゆ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
問
題
は
、
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
が
『
持
続
可
能
な
』
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
授
業
単
元
の
最
終
段
階
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
検
証
さ
れ
う
る
も
の
で
な
く
て
は



な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
」
o

彼
は
こ
こ
で
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
目
に
見
え
る
活
発
な
「
活
動
」
の
も
つ
教
授
学
的
な
限
界
を
適

切
に
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
学
習
過
程
に
お
け
る
深
層
構
造
と
は
、
授
業
論
の
中
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
関
わ
っ
て
「
学
習
の
基
礎
モ
デ
ル
宙
呂
田
白
色
色
］
巾
己

g
F
2
5
5）
」
を
提
案
し
な
が
ら
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
志
向
の
授
業
の

あ
り
方
を
模
索
し
て
い
る
の
が
キ
l
パ
l

（百七

R
E）
で
あ
る
。
彼
女
は
教
育
心
理
学
者
で
あ
り
、
彼
女
の
夫
で
も
あ
る
ミ
l
シ
ユ
ケ

（沼

zrき
と
と
も
に
『
一
般
教
授
学
入
門
」
（
二

O
O
四
ち
・
『
授
業
論
入
門
」
（
二

O
O
六
ち
・
『
授
業
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
」
（
二

O
O九

（部）

年
）
を
著
し
、
図
2
の
よ
う
な
「
授
業
の
構
造
理
論
」
を
提
起
す
る
。
こ
の
図
は
、
授
業
を
構
造
的
に
捉
え
る
た
め
の
図
で
あ
り
、
陶
冶

理
論
的
教
授
学
、
学
習
理
論
的
教
授
学
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
l

シ
ヨ
ン
的
教
授
学
の
成
果
を
ま
と
め
、
統
合
的
教
授
学

（同ロ円高

E
t
5
口
広
島
丘
町
）
の
中
核
と
し
て
提
起
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

キ
l
パ
l
は
、
授
業
の
計
画
可
能
性
を
強
調
し
な
が

ら
、
学
習
の
基
礎
モ
デ
ル
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。
「
そ
れ
（
統
合
的
教
授
学
の
研
究
成
果

l
註
一
引
用
者
）
は
、
教
科
内
容
の
構
造
を
熟
考
す
る

際
の
架
け
橋
と
な
り
、
学
習
の
基
礎
モ
デ
ル
に
立
ち
返

り
つ
つ
、
学
習
構
造
の
分
析
を
通
し
て
内
符
の
習
得
に

向
け
た
知
的
活
動
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
試
み
ら
れ

て
き
た
も
の
で
あ
る
」
。
す
な
わ
ち
、
教
科
内
容
の
構

造
分
析
と
、
そ
の
内
容
習
得
の
た
め
の
知
的
活
動
を
つ

社会理境
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図2：授業の構造理論



な
ぐ
も
の
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
の
が
図
2
の
構
造
理
論
で
あ
る
。
授
業
が
外
面
上
ど
の
よ
う
に
進
行
し
て
い
る
の
か
と
い
う
授
業
の

表
面
構
造

S
Z昆
符

Z
E可
岳
吉
円
）
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
深
層
構
造
H
学
習
過
程
を
捉
え
、
そ
れ
を
教
授
学
的
に
提
起
し

た
も
の
が
「
学
習
の
基
礎
モ
デ
ル
」
で
あ
る
。

（叩子

キ
l
パ
l
ら
は
、
「
学
習
の
基
礎
モ
デ
ル
」
と
し
て
以
下
の
七
つ
を
提
起
し
て
い
る
。

1
．
経
験
す
る
（
何
広
島

E
D腎
ロ

B
R
Eロ）、
2
．

知
識
を
獲
得
す
る
（
巧
抗
的

2
2当
q
Fロ）、

3
．
内
容
と
価
値
を
ふ
り
か
え
る
（
月
色

2
3ロ
5
2
宮町田－

R
E仏
当
巾
江
主
、

4
．
外
の

世
界
で
行
為
す
る
（
国
自
骨
E

E
巳

q
Eロ
2
2
4司巾－
H

）、

5
．
心
の
中
で
行
為
す
る
（
冨

g
E
g
司
自
己
巾
宮
）
、

6
．
問
題
を
解
決
し
、

発
見
す
る
（
E
C
E何
日
芯
由
自
己

E
F
H
R
r呉市ロ）、

7
．
議
論
と
討
議
の
際
に
根
拠
を
も
っ
て
主
張
す
る
（
〉
話
口
B
S
H
W
R口
百

口一回｝
2
3
5己
σ包
日
〉

5
F自
己
氏
ロ
）
、
で
あ
る
。
エ
ブ
リ
（
〉
与
E

・
E
・
）
の
モ
デ
ル
を
参
考
に
提
起
さ
れ
た
キ
l
パ
ー
ら
の
「
学
習
の
基

礎
モ
デ
ル
」
の
中
で
、
例
え
ば
、
「
経
験
す
る
」
に
お
い
て
は
「
レ
ポ
ー
タ
ー
遊
び
」
と
い
っ
た
方
法
が
具
体
的
に
一
不
さ
れ
て
い
る
。
レ
ポ
ー

タ
ー
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
1
が
相
互
の
経
験
を
交
流
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
た
だ
単
に
相
互
に
経
験
を
交
流
し

合
う
だ
け
で
は
な
く
、
「
主
観
的
認
識
に
共
通
す
る
要
素
の
分
析
を
通
し
て
、
並
旦
円
旭
化
の
可
能
性
を
模
索
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
「
他
者
の

一泊）

歴
史
や
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
同
じ
よ
う
な
経
験
の
省
察
が
行
わ
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ア
活
動
な
ど
で
様
々
な
言
語
活
動
が
わ
が
国
に

お
い
て
も
実
践
さ
れ
て
い
る
が
、
授
業
に
お
い
て
は
、
経
験
は
他
者
と
の
交
流
と
省
察
を
経
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
中
で
学
習
経
験

と
し
て
定
着
す
る
と
い
う
指
摘
は
示
唆
的
で
あ
る
。

彼
女
ら
の
「
学
習
の
基
礎
モ
デ
ル
」
は
授
業
計
画
の
中
に
も
盛
り
込
ま
れ
、
図
3
の
よ
う
な
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
の
た
め
の
枠
組
み
」

に
結
実
す
る
。
「
さ
し
あ
た
り
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
お
よ
び
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
レ
ベ
ル
が
提
示
さ
れ
た
う
え
で
、
獲
得
さ
れ
る
べ
き
コ
ン
ピ

テ
ン
シ
l
に
目
を
向
け
つ
つ
、
学
習
目
標
が
は
っ
き
り
と
一
不
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
、
内
容
あ
る
い
は
内
容
の
種
類

が
選
択
さ
れ
、
学
習
過
程
に
と
っ
て
重
要
な
学
習
の
基
礎
モ
デ
ル
が
考
慮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
検
証
課
題
が
明
示
さ
れ
、
必

要
な
時
聞
が
一
不
さ
れ
る
。
授
業
を
計
画
す
る
た
め
に
は
、
本
学
習
計
画
に
と
っ
て
の
学
習
者
の
前
提
条
件
あ
る
い
は
既
知
が
ど
の
よ
う
な

（叩〕

状
況
に
あ
る
の
か
を
し
っ
か
り
と
見
極
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
」
。
こ
う
し
た
提
起
も
、
今
日
の
わ
が
国
に
お
け
る
授
業
論
の
課
題
と
符
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合
す
る
点
は
多
い
。
教
授
目
標
と
は
区
別
す
る
形
で
学
習
目
標
が
提
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
最
終
的
に
ど
の
よ
う
な

検
証
課
題
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
が
子
ど
も
た
ち
に
獲
得
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
を
明
ら
か
に

し
て
お
く
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
だ
し
キ
l
パ
l
ら
は
、
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
ー
そ
の
も
の
や
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
志
向
の
授
業
そ
の
も
の
の
定
義
は
行
っ

て
い
な
い
。
彼
女
ら
の
関
心
は
む
し
ろ
、
授
業
の
深
層
構
造
に
お
い
て
進
行
す
る
学
習
過
程
を
、
授
業
を
行
う
教
師
が

あ
ら
か
じ
め
、
あ
る
い
は
授
業
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
に
・
ど
の
程
度
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
、
教
授
学
的

関
心
を
置
い
て
い
る
。
む
し
ろ
、
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
ー
そ
の
も
の
や
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
志
向
の
授
業
に
関
す
る
定
義
が

な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
教
授
学
的
に
は
重
要
で
あ
る
。
あ
え
て
定
義
す
る
と
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は

ヴ
ア
イ
ネ
ル
ト
に
よ
る
定
義
が
参
照
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
本
来
、
子
ど
も
た
ち
に
身
に
つ
け
ら
れ
る
べ
き
能
力
で

あ
る
コ
ン
ピ
テ
ン
シ

l
は
、
教
師
と
子
ど
も
た
ち
に
よ
っ
て
共
同
で
設
定
さ
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
志
向
の
授
業
」
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
定
義
は
、
実
践
を
良
く
も
悪
く
も

強
く
方
向
づ
け
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
実
践
を
硬
直
化
さ
せ
る
可
能
性
も
有
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
キ
l
パ
ー

ら
は
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
そ
の
も
の
の
定
義
に
は
禁
欲
的
な
姿
勢
を
示
し
つ
つ
、
授
業
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
子
ど
も

た
ち
の
学
習
過
程
に
着
目
し
た
授
業
モ
デ
ル
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
司
拐
〉
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
コ
ン
ピ
テ
ン
シ

l
志
向
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
授
業
改
革
に
お
い
て
、
ど

こ
に
教
授
学
的
新
規
性
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
次
の
三
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
教
科
横
断
的
コ

ン
ビ
テ
ン
シ

l
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
、
教
科
固
有
性
（
匂

R
E
5
r
E
に
基
づ
く
授
業
守
つ
く
り
の
意
義
が
逆

照
射
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
、
第
二
に
、
「
学
ぶ
こ
と
を
学
ぶ
（

Z
5
8巳
2
F
2
5
5）
」
や
社
会
的
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l

F
O
N
S庁
間
。

B
胃
お
ロ
N
）
と
い
っ
た
形
式
的
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
を
視
野
に
入
れ
た
授
業

e

つ
く
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
、

第
三
に
、
授
業
の
持
つ
「
目
標
指
向
性
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
レ
ル
シ
ユ
や
キ
l
パ
l
は
、
教
科

時間検証課題学習の基礎モデル内容目標コンビテンシー

図3：カリキュラム構成のための枠組みl4ll
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横
断
的
な
授
業
づ
く
り
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
も
、
む
し
ろ
教
科
固
有
な
授
業
の
あ
り
方
に
巴
∞
〉
後
の
教
授
学
的
課
題
を
見
い
だ
し
て
い

る
。
教
科
横
断
的
な
学
習
は
、
教
科
に
お
け
る
学
習
に
支
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
学
校
教
育
の
最
終
的
な
目
標
は
自

己
陶
冶
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
学
習
は
他
者
を
必
要
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
学
ぶ
こ
と
そ
の
も
の
を
学
ぶ

こ
と
や
、
社
会
的
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
の
獲
得
が
教
科
の
授
業
を
越
え
て
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
三
人
の
一
般
教
授
学
者
の
関

心
は
、
教
師
が
い
か
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
設
計
し
、
授
業
を
行
う
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
志
向
と
関

わ
っ
て
、
授
業
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
目
標
が
設
定
さ
れ
る
の
か
が
あ
ら
た
め
て
強
調
さ
れ
る
の
も
、
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。

町

ド
イ
ツ
に
お
け
る
コ
ン
ビ
テ
ン
シ

l
志
向
の
授
業

ド
イ
ツ
に
お
け
る
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
志
向
の
授
業
を
具
体
的
に
検
討
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
ニ

l
ダ

1
ザ
ク
セ
ン
州
オ
ル
デ
ン
ブ
ル

ク
に
位
置
す
る
総
合
制
学
校
「
ヘ
レ
l
ネ
・
ラ
ン
ゲ
・
シ
ュ

l
レ
（
固
め
E
5
I
F
g
m巾
e
p
E
E」
に
お
け
る
数
学
の
授
業
を
取
り
上
げ
る
。

筆
者
は
、
二

O
一
二
年
四
月
か
ら
七
月
の
期
間
中
、
同
校
を
延
べ
二

O
日
あ
ま
り
訪
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
多
く
の
教
師
や
子
ど
も
た
ち

と
交
流
す
る
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
六
年

c
組
（
男
子
一
七
名
、
女
子
一
四
名
）
の
チ
ェ
ス
ニ

l
G
R
gミ－

P
）
教
諭
の
授
業
は
、
そ
の
一
コ
マ
で
あ
る
。
チ
ェ
ス
ニ

l
教
諭
は
四
O
代
の
中
堅
教
師
で
あ
り
、
同
学
級
の
学
級
担
任
で
あ
る
と
と
も

に
学
年
担
任
も
っ
と
め
、
四
学
級
か
ら
な
る
第
六
学
年
の
行
事
や
教
育
課
程
全
体
を
統
括
し
て
い
る
。
彼
女
は
第
六
学
年
の
数
学
の
授
業

を
担
当
す
る
と
と
も
に
、
後
期
中
等
段
階
の
物
理
の
授
業
も
担
当
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
中
等
学
校
の
教
師
は
、
一
般
的
に
二
教
科
あ
る

い
は
コ
一
教
科
の
授
業
を
担
当
す
る
。
彼
女
は
、
同
校
の
中
で
は
数
学
部
会
に
属
し
て
い
る
。

本
稿
で
検
討
対
象
と
す
る
授
業
は
、
二

O
二
一
年
六
月
一
日
（
金
）
の
三
・
四
校
時
（
口
一
色
1
5一5
）
に
行
わ
れ
た
単
元
「
平
均
と
割

合
」
で
あ
る
。
使
用
さ
れ
て
い
る
教
科
書
は
、
ヨ
富
山
門
町
内
巳
〈
O
A
Y
（E
O芹
ぐ

2
g
m）
で
あ
る
。
同
学
級
の
座
席
表
は
図
4
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
同
校
で
は
班
学
習
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
四
人
1
五
人
の
班
の
形
で
授
業
を
う
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
班
は
係
活
動
も
担
当
し
て
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、
‘
》
0

・ν－d可凶
5
は
、
本
時
に
配
布
さ
れ
た
学
習
プ
リ
ン
ト
で
あ
る
。
凶

5
の
右
に
は
、
そ
の
日
本
語
訳
を
示
し
て
い
る
。

間
6
は
、
本
時
の
一
場
面
で
あ
る
。
観
音
開
き
の
黒
板
の
裏

は
、
練
習
問
題
の
答
え
合
わ
せ
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

本
時
で
は
、
「
個
別
学
習
」
の
答
え
合
わ
せ
の
際
に
利
用
さ
れ

た
。
以
下
の
発
一
一
H
記
録
は
、
班
学
習
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い

る
一
場
面
で
あ
る
。
図
6
の
と
お
り
、

O
H
P
で
子
ど
も
の
学

I『
L－＂盟，，，，＿＿ J

司P

図4:6年c組座席表

l 一広
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と
思
い
ま
す
。

表
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
課
題
は
で
き
て
い
ま
す
。

（
中
略
）

表
の
中
の
最
大
値
、
最
小
値
、
ス
パ
ン
と
中
央
値
に
つ
い
て
は
す
で
に
し
っ
か
り

考
え
て
き
て
い
ま
す
ね
。
そ
れ
で
は
二
つ
目
の
課
題
に
つ
い
て
、
多
様
な
論
拠
を

出
し
合
い
ま
し
ょ
う
。
一
つ
は
、
最
大
値
を
比
較
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
い
い

で
す
ね
。
そ
う
な
る
と
：
・
。
（
表
を
指
し
な
が
ら
）
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
班
で
も
う

見
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。
最
も
高
く
跳
ん
だ
数
字
で
い
け
ば
、
二
つ
目
の
班
が

負
け
て
し
ま
い
ま
す
。
で
も
、
他
に
も
多
く
の
主
張
の
仕
方
が
あ
り
ま
す
ね
。
誰
か
反
対
意
見
や
他
の
論
拠
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
か
。
（
挙
手
す
る
子
ど
も
た
ち
を
見
わ
た
し
な
が
ら
指
名
し
）

g
8
さ
ん
。

g
8
一
え
っ
と
、
も
う
一
つ
の
班
に
対
し
て
値
が
大
き
い
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
す
べ
て
の
項
目
に
依
存
す
る
と
思
い
ま
す
。

T
一
そ
の
と
お
り
。
そ
の
他
の
論
拠
は
？

習
成
果
を
一
不
し
な
が
ら
、
班
で
学
習
し
た
内
容
を
全
体
で
交
流
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

品
］
｛
一
品
∞

T
一
（
鐘
を
な
ら
し
て
、
班
学
習
課
題
へ
の
取
り
組
み
の
終
了
を
告
げ
る
）

い
い
で
す
か
。
こ
れ
か
ら
み
な
さ
ん
の
意
見
を
集
約
し
て
い
き
た
い

み
な
さ
ん
、

A
F
ω

一N
N

（
中
略
）

T
一
平
均
値
を
見
る
と
い
う
の
は
い
い
考
え
で
す
。

b
u
一
す
べ
て
の
数
値
を
比
べ
て
い
る
け
ど
、
・
：
重
要
な
こ
と
が
あ
っ
て
：
・

T
一
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
。
（
一
旦
教
室
の
外
に
出
る
）

一
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
E
H
B
で
す
ね
。

b
Uさ
ん
。

図6:6年c組の数学の授業の様子
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T
一
ご
め
ん
な
さ
い
。
さ
て
、

b
口
の
指
摘
は
と
て
も
重
要
で
す
。
す
べ
て
を
計
算
す
る
と
い
う
の
は
重
要
で
す
。
だ
け
れ

ル｝・・・。

b
打一

B
班
は
A
班
よ
り
も
人
数
が
多
い
。

本
授
業
の
特
徴
は
、
次
の
三
点
に
集
約
で
き
る
。
ま
ず
第
一
に
、
集
団
で
の
交
流
が
学
習
を
促
進
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
図
5
で
示
し
た
学
宵
プ
リ
ン
ト
に
は
、
学
習
対
象
と
す
る
班
は
「
A
」
と
記
入
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
の
班
に
は
、
「
A
」
と
記

入
さ
れ
た
プ
リ
ン
ト
と
、
「
B
」
と
記
入
さ
れ
た
プ
リ
ン
ト
の
二
種
類
が
配
布
さ
れ
、
個
別
学
習
課
題
↓
パ
ー
ト
ナ
ー
学
習
課
題
↓
班
学

習
課
題
↓
全
体
で
の
交
流
と
い
う
よ
う
に
、
集
団
で
の
交
流
に
よ
っ
て
学
習
が
進
展
す
る
こ
と
が
前
提
と
し
て
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
重
要

な
こ
と
は
、
集
団
で
交
流
す
る
と
い
っ
た
社
会
的
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
の
獲
得
に
あ
た
る
活
動
が
目
的
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
教
科

の
学
習
を
進
め
て
い
く
た
め
の
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

b
口
の
「
B
班
は
A
班
よ
り
も
人
数
が
多
い
」
と
い
う
指
摘
を
、
授
業
展
開
の
重
要
な
契
機
と
し
て
チ
ェ
ス
ニ

l
教
諭
は
位
置
づ
け
て

い
る
。

b
口
は
、
日
頃
の
授
業
の
中
で
も
、
授
業
展
開
の
鍵
と
な
る
重
要
な
発
言
を
「
つ
ぶ
や
く
」
存
在
で
あ
り
、
授
業
が
終
わ
っ
て
も

周
り
の
子
ど
も
と
授
業
内
容
に
つ
い
て
話
を
す
る
よ
う
な
子
ど
も
で
あ
る
。
チ
ェ
ス
ニ

l
教
諭
は
こ
の
授
業
の
中
で
、
彼
の
「
つ
ぶ
や
き
」

を
特
定
の
子
ど
も
た
ち
の
中
で
解
消
す
る
の
で
は
な
く
、
教
室
全
体
の
中
に
積
極
的
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
単
に
「
学
級
全
体
で
自
分
の

意
見
を
表
現
す
る
」
と
い
う
力
を
育
て
た
い
の
で
は
な
く
、
彼
の
意
見
が
数
学
の
学
習
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
場
面
で
発
言
を
促

し
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
偶
然
教
室
の
外
で
あ
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
に
対
応
す
る
た
め
に
一
旦
教
師
が
教
室
の
外
に
出
た
こ
と
も
、

彼
が
思
考
を
ま
と
め
る
時
間
を
得
る
こ
と
に
役
立
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
本
時
の
教
科
内
容
は
、
単
に
数
学
の
教
科
内
容
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
越
え
て
、
社
会
認
識
を
き
た
え
る
内
容
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
点
で
あ
る
。

A
班
と
B
班
の
「
ど
ち
ら
が
勝
っ
た
」
の
か
と
い
う
聞
い
に
対
し
て
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
多
様
な
解
釈
が
な
り

た
ち
う
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

g
8
の
発
三
一
円
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
教
師
の
問
い
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

b
口
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の
発
言
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
班
の
数
字
そ
の
も
の
も
直
接
的
に
は
比
較
・
対
照
で
き
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
の
発

一
百
に
は
「
ど
ち
ら
が
勝
っ
た
」
か
と
い
う
問
い
そ
の
も
の
を
相
対
化
す
る
意
味
が
あ
る
。
本
時
の
教
科
内
容
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
る
内

容
は
、
社
会
に
潜
む
「
競
争
主
義
」
を
相
対
化
す
る
よ
う
な
と
ら
え
方
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
時
は
金
曜
日
の
実
践
で
あ
り
、
日
曜
日
に
は
子
ど
も
た
ち
は
地
域
の
マ
ラ
ソ
ン
大
会
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
翌
週
の
授

業
で
は
、
学
級
の
班
ご
と
に
タ
イ
ム
を
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
班
ご
と
の
成
績
を
比
較
し
あ
っ
て
い
る
。
本
時
で
学
ん
だ
学
習
内
容
が
、
日

曜
日
の
マ
ラ
ソ
ン
大
会
と
い
う
子
ど
も
た
ち
の
日
常
文
脈
と
関
連
づ
け
ら
れ
な
が
ら
学
習
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
レ
ル

シ
ユ
が
指
摘
し
た
「
教
科
横
断
的
な
コ
ン
ピ
テ
ン
シ

l
は
教
科
授
業
の
文
脈
に
お
い
て
身
に
つ
く
」
と
い
う
点
や
、

H
・
マ
イ
ヤ
l
が
指

摘
し
た
「
活
動
」
の
意
義
、
キ
l
パ
l
の
指
摘
し
た
経
験
の
交
流
の
意
味
な
ど
、
教
授
学
的
な
知
見
が
多
様
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

第
三
に
、
同
校
の
授
業
に
お
い
て
は
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
モ
デ

ル
は
学
習
の
「
見
通
し
」
と
し
て
一
亦
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
同

校
の
数
学
の
授
業
で
は
、
単
一
冗
テ
ス
ト
（
同

E
E
E
R胃
昨
）
と
図

7
の
よ
う
な
評
価
シ

l
ト
（
∞
2
1
2
Eロ
mugぬ
の
ロ
）
が
使
用
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
学
校
内
の
数
学
部
会
で
作
成
さ
れ
、
コ
ン
ビ
テ

ン
シ

1
領
域
に
応
じ
た
コ
ン
ビ
テ
ン
シ

l
段
階
が
一
不
さ
れ
る
形
式

と
な
っ
て
い
る
。
六
年

c
組
の
授
業
で
も
、
こ
の
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
ー

の
評
価
シ

l
ト
に
照
ら
し
て
授
業
が
構
成
さ
れ
、
子
ど
も
た
ち
へ

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
授
業
成
果
が
数
学

部
会
で
の
シ

l
ト
作
成
へ
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、

ど
の
能
力
が
不
足
し
て
い
る
か
と
い
う
よ
り
も
、
ど
の
よ
う
な
学

" 3 
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習
を
進
め
て
い
っ
て
欲
し
い
の
か
の
「
見
通
し
」
を
一
不
す
た
め
の
シ
l
ト
で
あ
る
。

各
教
科
・
学
年
の
具
体
的
な
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
モ
デ
ル
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
公
的
に
は
一
不
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
各
学
校
・

教
師
が
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
「
実
体
概
念
」
と
し
て
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
を
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
教
師
同
士
の
議
論
、
教
師

と
子
ど
も
と
の
教
育
的
関
係
の
中
で
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
モ
デ
ル
が
作
成
・
改
訂
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
点
が
、
こ
う
し
た
授
業
実
践
に
お

い
て
は
重
要
で
あ
る
。
「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ

l
志
向
」
は
、
授
業
に
お
け
る
学
習
の
「
見
通
し
」
と
し
て
子
ど
も
た
ち
に
具
体
的
に
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
志
向
」
は
、
子
ど
も
の
能
力
「
不
足
」
を
前
提
と
す
る
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
へ

の
「
要
求
」
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

v 

お
わ
り
に

ド
イ
ツ
の
授
業
構
成
論
に
お
い
て
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
は
、
「
教
育
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
導
入
の
実
践
レ
ベ
ル
で
の
開
発
と
い
う
形
で
検
討

さ
れ
て
き
て
い
る
。
授
業
構
成
に
お
け
る
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
志
向
は
、
多
様
な
観
点
・
研
究
方
法
か
ら
追
究
さ
れ
て
き
て
い
る
。
一
般
教

授
学
の
応
答
と
し
て
は
、
取
り
あ
げ
た
三
人
の
一
般
教
授
学
者
の
主
張
を
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
強
調
す
る
点
に
こ
そ
違
い
は
あ
る
が
、

授
業
構
成
に
お
け
る
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
志
向
そ
の
も
の
は
、
古
く
て
新
し
い
教
授
学
・
授
業
理
論
を
構
想
す
る
た
め
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
検
討
し
た
数
学
「
平
均
と
割
合
」
の
授
業
に
お
い
て
は
、
日
常
文
脈
と
関
連
さ
せ
た
学
習
が
展
開
さ
れ
て
い
る
点
、
子
ど
も
た

ち
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
や
学
習
進
度
に
あ
わ
せ
た
授
業
が
構
想
・
展
開
さ
れ
て
い
る
点
、
個
別
学
習
と
グ
ル
ー
プ
・
班
学
宵
と
が
有
機
的
に

結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
授
業
者
は
、
個
々
の
子
ど
も
た
ち
の
関
心
や
能
力
に
合
わ
せ
て
指
導
を
行
い
な
が
ら
も
、

授
業
を
学
習
の
個
別
化
に
帰
結
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
班
や
グ
ル
ー
プ
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
越
え
た
応
答
を
重
視
し
て
い
る
。

以
上
の
考
察
を
経
て
得
ら
れ
る
結
論
は
、
「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ

l
」
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
授
業
改
革
に
と
っ
て
の
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
と
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な
り
う
る
が
、
「
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
」
そ
れ
自
体
が
固
定
的
な
学
力
像
・
能
力
観
を
規
定
し
、
そ
の
獲
得
に
向
け
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
授

業
構
成
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
教
授
学
理
論
や
教
育
実
践
の
な
か
に
「
コ
ン
ビ
テ

ン
シ
l
志
向
」
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
く
の
か
、
あ
る
い
は
「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ

1
志
向
」
と
い
っ
た
時
に
こ
れ
ま
で
の
教
授
学
議
論
や
教

育
実
践
が
ど
の
よ
う
に
見
直
さ
れ
る
の
か
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
コ
ン
ビ
テ
ン
シ
l
志
向
」
は
、
教
科
の
授
業
に
お

け
る
知
識
獲
得
と
教
科
を
越
え
た
行
為
能
力
の
形
成
に
あ
ら
た
め
て
焦
点
を
当
て
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
点
に
は
、
す
ぐ
れ
て
教
授
学
的

意
義
が
あ
る
。
こ
う
し
た
動
向
は
、
何
も
ド
イ
ツ
の
初
等
・
中
等
教
育
に
限
ら
れ
た
話
で
は
な
い
。
わ
が
国
の
初
等
・
中
等
・
高
等
教
育
、

幼
児
教
育
や
保
育
、
社
会
教
育
と
い
っ
た
各
分
野
に
も
様
々
に
波
及
し
て
き
て
い
る
。
「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
」
に
限
ら
ず
に
多
様
な
言
葉

で
語
ら
れ
る
能
力
観
の
動
向
に
批
判
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
つ
つ
、
具
体
的
な
教
育
実
践
を
構
想
し
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

【
謝
辞
】

本
稿
は
、
広
島
大
学
の
「
平
成
二
三
年
度
組
織
的
な
若
手
研
究
者
等
海
外
派
遣
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
（
日
本
学
術
振
興
会
）
（
研
究
テ
l
マ一

コ
ン
ピ
テ
ン
シ
l
志
向
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
デ
ザ
イ
ン
と
授
業
構
成

i
教
員
養
成
と
し
て
の
一
般
教
授
学
の
再
編
に
向
け
て

l
）
に
よ
っ
て

得
ら
れ
た
、
二

O
一
二
年
二
月
二

O
H
l八
月
二

O
日
ま
で
の
ド
イ
ツ
・
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
大
学
で
の
在
外
研
究
の
研
究
成
果
の
一
部
で

あ
る
。
貴
重
な
在
外
研
究
の
機
会
を
あ
た
え
て
く
だ
さ
っ
た
広
島
大
学
教
育
学
教
室
の
先
生
方
お
よ
び
関
係
す
る
方
々
に
、
こ
の
場
を
借

り
て
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
し
て
何
よ
り
、
ド
イ
ツ
語
も
英
語
も
満
足
に
扱
え
な
い
私
を
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
り
、
学
会
や
研

究
会
、
学
校
や
ご
自
宅
へ
と
多
方
面
に
私
を
連
れ
て
行
っ
て
く
だ
さ
っ
た
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
大
学
の
ハ
ン
ナ
・
キ
l
パ
l
教
授
に
心
よ
り

お
礼
申
し
上
げ
る
と
も
に
、
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
大
学
の
関
係
者
や
長
期
に
わ
た
る
授
業
参
観
を
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
っ
た
学
校
の
教
師
や

子
ど
も
た
ち
に
も
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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