
増
淵
恒
書
国
語
教
室
に
お
け
る
説
明
的
文
章
の
指
導

－
　
都
立
日
比
谷
高
等
学
校
時
代
を
中
心
に
　
－

増
淵
恒
吉
氏
（
明
治
四
〇
年
二
月
～
昭
和
六
一
年
二
日
）
は
、
戦
後
、
新

し
い
高
で
学
校
国
語
科
教
育
の
創
造
を
目
指
し
て
意
欲
的
に
堰
り
組
み
、
堂
元

学
習
、
グ
ル
ー
フ
学
習
、
課
題
学
習
な
ど
数
々
の
指
導
法
を
間
拓
し
、
高
校
国

語
教
育
界
を
終
始
リ
ー
ド
し
て
き
た
実
践
・
研
究
者
で
あ
る
。
昭
利
五
六
年
に

刊
行
さ
れ
た
『
増
淵
恒
吉
国
語
教
育
論
集
雲
『
古
典
教
育
論
？
『
読
解
指
導
論
」
・

買
法
指
導
論
・
表
現
指
導
論
ヒ
全
三
巻
は
、
「
塑
前
・
戦
後
を
通
じ
て
、
わ
が

r
l
I
等
国
語
教
育
史
に
刻
ま
れ
た
日
柄
も
す
ぐ
れ
た
成
果
の
一
つ
で
あ
る
」
　
（
野
地

潤
家
博
士
）
と
、
甘
同
い
評
価
を
受
け
て
い
る
。

増
淵
垣
吉
国
語
教
室
の
実
際
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
戦
後
、
氏
が
は
な

ば
な
し
い
活
躍
を
始
め
る
都
立
日
比
谷
甘
同
等
学
校
時
代
（
昭
和
二
四
年
一
〇
月

～
昭
和
三
二
年
三
月
）
を
中
心
に
研
究
を
進
め
、
す
で
に
、
氏
の
国
語
科
単
元

学
習
、
文
学
教
材
の
指
導
、
古
典
指
導
、
文
法
指
導
な
ど
を
取
り
上
げ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
指
導
の
特
質
と
そ
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
を
受
け
て
、
増
淵
恒
吉
氏
が
、
昭
和
二
〇
年
代

か
ら
三
〇
年
代
の
初
め
に
か
け
て
　
ー
　
都
立
日
比
谷
高
等
学
校
時
代
を
中
心
に

し
て
　
ー
　
い
わ
ゆ
る
説
明
的
文
章
の
指
導
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
、
ど

世
　
羅
　
博
　
昭

の
よ
う
な
授
業
を
展
開
し
て
い
た
の
か
を
、
当
時
の
論
文
や
氏
の
同
語
科
授
業

を
記
録
し
た
　
「
図
譜
学
習
記
録
』
を
資
料
と
し
て
、
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。

な
お
、
氏
は
、
都
立
日
比
杢
‖
同
等
学
校
時
代
に
、
「
論
説
・
論
文
」
「
解
説
文

・
論
説
文
」
「
記
述
文
・
解
説
文
・
論
説
文
」
「
記
録
文
・
解
説
文
・
論
説
文
」

な
ど
と
い
う
文
相
名
を
挙
げ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
総
称
す
る
特
定
の
名
称

を
用
い
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
便
宜
上
、
「
文
学
作
目
巴
に
対
応
す
る
総
称
と

し
て
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
「
説
明
的
文
章
」
と
い
う
名
称
を
用
い
る
こ
と
と

す
る
。

二

増
淵
垣
吉
氏
は
、
昭
和
二
五
年
一
月
に
「
国
語
教
育
の
諸
問
題
」
と
い
う
論

考
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
、
氏
は
、
「
民
主
的
な
平
和
国
家
の
成
員
た

る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
間
を
形
成
す
る
た
め
、
小
学
校
や
中
学
校
の
国
語
学
習
の

基
礎
に
立
っ
て
、
口
営
生
活
に
必
要
な
囲
譜
を
正
し
く
理
解
し
、
ま
た
発
表
す

る
能
力
を
養
い
、
閉
譜
を
通
し
て
柏
操
や
思
想
を
豊
か
に
し
、
批
判
力
や
教
養

を
高
め
る
の
が
新
制
甘
同
校
悶
語
科
の
目
標
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
「
こ
の
国

語
科
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
埋
解
力
と
し
て
の
聞
く
力
と
読
む
力
、

発
表
力
と
し
て
の
話
す
力
と
」
て
＝
く
力
一
従
来
の
作
文
）
　
さ
ら
に
こ
の
力
を
効
果
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的
に
し
か
も
体
系
的
に
発
現
さ
せ
る
た
め
の
文
法
、
お
よ
び
文
学
が
、
学
習
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
／
要
約
す
れ
ば
、
新
制
音
同
校
の
国
語
科
に
お
い
て
は
、

聞
く
∴
話
す
・
読
む
・
書
く
お
よ
び
文
法
等
の
、
言
語
技
術
の
訓
練
と
、
文
学

教
育
と
が
、
行
な
わ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
止
と
述
べ
て
い
聖

こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
考
え
方
に
立
っ
て
、
氏
は
、
都
立
日
比
谷
高
等
学
校

時
代
の
前
期
に
は
、
「
教
科
に
か
か
わ
る
生
活
的
な
課
超
を
取
り
上
げ
て
」
、
後

期
に
は
、
「
教
科
書
教
材
を
一
つ
取
り
上
げ
て
、
課
題
を
設
定
し
て
」
、
そ
れ
ぞ

れ
課
題
解
決
を
目
指
し
て
、
聞
く
・
話
す
・
読
む
・
書
く
言
語
活
動
を
総
合
的

に
展
開
さ
せ
る
過
程
で
、
言
語
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
同
語
科
授
業
を
展
間

し
て
い
く
の
で
あ
る
。

氏
は
、
甘
l
U
J
等
字
校
の
読
む
こ
と
の
指
導
を
、
「
知
識
や
情
報
を
得
る
た
め
の
読

書
」
の
指
導
と
「
鑑
賞
や
娯
楽
の
た
め
の
読
書
」
の
指
導
と
に
分
け
、
い
わ
ゆ

る
説
明
的
文
章
の
指
導
は
、
「
知
識
や
情
報
を
得
る
た
め
の
読
朝
日
」
の
指
導
と
し

て
位
輿
つ
け
て
い
る
。
「
知
識
や
情
報
を
得
る
た
め
の
読
圭
＝
」
の
指
導
に
つ
い
て
、

氏
は
、
「
生
徒
は
、
中
学
校
で
、
一
般
の
新
聞
雑
誌
を
一
通
り
読
め
る
よ
う
に
な

っ
て
お
り
、
図
書
の
選
択
や
図
㌫
館
の
利
用
な
ど
に
つ
い
て
も
学
習
し
、
大
意

や
中
心
思
想
の
と
ら
え
方
の
練
習
も
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
高
等
学
校
で
は
、

こ
れ
ら
の
学
習
を
さ
ら
に
深
化
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
大
意
や
中
心

思
想
の
と
ら
え
方
で
も
、
合
理
的
に
科
学
的
に
探
索
で
き
る
よ
う
に
指
揮
者
は

工
夫
し
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
文
章
を
読
ん
だ
時
の
単
な
る
印
象
や
勘

だ
け
で
中
心
思
想
を
と
ら
え
る
よ
う
竺
行
き
方
で
は
、
生
徒
は
納
得
し
な
い
で

あ
ろ
う
し
、
ま
た
学
習
と
い
う
こ
と
に
も
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
止
と
述
べ
て
＼

l
印

象
や
勘
だ
け
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
「
合
理
的
」
「
科
学
的
」
な
読
み
方
が
で
き

る
よ
う
に
指
埠
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

三

増
淵
恒
書
氏
は
、
こ
の
よ
う
に
、
説
明
的
文
章
の
指
導
を
「
知
識
や
情
報
を

得
る
た
め
」
の
読
み
の
指
導
の
一
環
と
し
て
位
堅
つ
け
た
う
え
で
、
昭
利
二
八

年
の
論
考
で
は
、
説
明
的
文
章
の
読
解
力
と
し
て
、
八
つ
の
能
力
を
措
定
し
、

さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
能
力
の
下
位
の
能
力
に
つ
い
て
も
論
述
し
て
い
各
。
氏
の

挙
げ
て
い
る
読
解
力
を
、
整
理
し
て
紹
介
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

A
．
文
章
の
内
容
を
把
握
す
る
能
力

‖
　
文
章
の
内
容
を
だ
い
た
い
把
握
す
る
能
力
（
8
他
の
読
解
力
の
総
和
）

∽
　
こ
と
ば
を
発
音
し
た
り
、
そ
の
意
味
を
と
ら
え
た
り
す
る
能
力

（
8
こ
れ
を
、
語
い
能
力
と
と
ら
え
て
い
る
。
）

①
　
自
己
の
経
験
と
こ
と
ば
と
を
結
び
つ
け
る
能
力

②
　
辞
㌫
を
引
く
能
力

③
　
こ
と
ば
の
意
味
を
文
中
に
定
着
さ
せ
る
能
力

④
　
こ
と
ば
の
構
造
や
苗
字
の
構
造
よ
り
新
語
を
類
推
す
る
能
力

⑤
　
助
詞
・
助
動
詞
の
文
中
に
お
け
る
職
能
・
意
味
を
理
解
す
る
能
力

⑥
　
そ
れ
ぞ
れ
の
学
年
に
応
じ
て
相
当
数
の
語
い
を
所
有
す
る
能
力

⑦
　
こ
と
ば
を
文
に
使
用
で
き
る
能
力

84
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文
の
組
立
て
を
理
解
す
る
能
力

指
示
す
る
こ
と
ば
が
文
中
の
何
を
さ
し
て
い
る
か
を
指
摘
で
き
る
能
力

段
落
の
文
章
を
要
約
す
る
能
力

①
　
先
の
部
分
や
結
果
を
予
想
す
る
能
力

②
　
前
に
読
ん
だ
文
や
文
章
の
内
容
を
記
憶
す
る
能
力

③
　
段
落
の
中
に
㌫
か
れ
て
い
る
文
を
い
く
つ
か
の
星
川
∵
ブ
ロ
ッ
ク
）

に
わ
け
る
能
力



④
　
各
集
団
（
ブ
ロ
ッ
ク
）
内
の
中
心
と
な
る
要
点
を
見
出
す
能
力

⑤
　
何
が
重
要
で
何
が
重
要
で
な
い
か
を
識
別
・
判
断
で
き
る
能
力

⑥
　
長
い
文
章
を
で
き
る
だ
け
簡
単
左
文
章
に
要
約
で
き
る
能
力

㈲
　
い
く
つ
か
の
段
落
か
ら
出
来
て
い
る
長
い
文
章
の
構
想
の
展
間
を
把

握
し
、
そ
の
要
旨
を
把
握
す
る
能
力

日
．
文
章
を
主
体
的
に
読
む
能
力

肋
　
間
題
解
決
の
た
め
に
、
読
ま
れ
た
思
想
を
組
織
し
役
立
た
せ
る
能
力

㈲
　
読
ま
れ
た
も
の
を
識
別
し
批
判
す
る
能
力
（
丑
沈
船
力
の
究
極
の
力
一

声
の
仙
～
㈲
の
配
列
は
、
「
教
室
に
お
け
る
一
般
的
な
指
薄
の
手
順
を
予

想
上
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
実
践
に
即
し
て
読
解
力
の
体
系
化

を
図
ろ
う
と
す
る
、
氏
の
基
本
的
な
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。

氏
は
読
解
力
を
八
つ
に
分
け
て
論
述
し
て
い
る
が
、
す
で
に
表
に
示
し
た
よ

う
に
、
こ
れ
ら
の
読
解
力
は
、
内
容
面
か
ら
、
大
き
く
、
「
A
．
文
章
の
内
容
を

把
握
す
る
能
力
」
と
「
B
．
文
章
を
主
体
的
に
読
む
能
力
」
と
に
分
類
・
整
理

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
B
の
能
力
は
、
A
の
能
力
を
発
揮
し
て
、
文
章
の

内
容
を
正
し
く
把
握
し
た
後
、
読
み
手
が
そ
の
読
み
と
っ
た
内
容
を
自
ら
の
生

活
に
生
か
し
た
り
、
ま
た
、
読
み
と
っ
た
も
の
の
是
非
を
検
討
し
、
批
判
す
る

こ
と
の
で
き
る
能
力
を
育
て
よ
う
と
し
て
措
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

A
の
「
文
革
の
内
容
を
把
握
す
る
能
力
」
の
う
ち
で
、
「
糾
文
章
の
内
容
を
だ

い
た
い
把
握
す
る
能
力
」
は
、
「
口
常
の
読
再
‥
生
活
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
必
要

と
さ
れ
る
能
力
」
で
あ
り
、
「
多
く
の
読
解
力
の
総
和
」
と
な
っ
て
表
わ
れ
る
も

の
で
、
「
読
解
力
の
東
成
と
は
、
私
流
の
考
え
で
は
、
こ
の
一
読
明
春
を
と
ら
え

る
能
力
を
目
ぎ
し
て
行
く
こ
と
で
あ
る
」
と
、
氏
は
考
え
て
い
聖
こ
の
間
の

能
力
を
上
位
能
力
と
し
て
措
定
し
、
以
下
、
そ
れ
を
支
え
る
「
前
提
」
の
能
力

と
し
て
、
物
語
い
能
力
、
畑
文
の
構
造
把
捉
力
、
㈱
指
示
譜
の
指
示
内
容
把
握

力
、
㈲
段
落
の
内
容
把
握
力
、
㈲
文
章
の
構
想
把
握
力
お
よ
び
翌
日
把
握
力
が
、

語
レ
ベ
ル
1
文
レ
ベ
ル
1
段
落
レ
ベ
ル
上
蓋
早
レ
ベ
ル
と
い
う
よ
う
に
、
構
造

的
・
体
系
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

次
に
、
B
の
「
文
章
を
主
体
的
に
読
む
能
力
」
と
し
て
は
、
「
肋
間
題
解
決
の

た
め
に
、
読
ま
れ
た
思
想
を
組
織
し
役
立
た
せ
る
能
力
」
と
、
「
㈲
読
ま
れ
た

も
の
を
識
別
し
批
判
す
る
能
力
」
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
も
、

氏
は
、
と
く
に
、
㈲
の
能
力
を
「
読
解
力
走
戌
の
究
極
の
ね
ら
い
は
こ
の
能
力

で
あ
る
」
と
と
ら
え
た
う
え
で
、
「
読
ん
だ
も
の
に
対
す
る
i
E
し
い
識
別
力
、
ま

た
は
批
判
力
が
な
け
れ
ば
、
書
物
に
読
ま
れ
る
だ
け
で
、
㌫
物
を
読
ん
だ
こ
と

釦

に
は
な
ら
な
い
」
と
、
主
体
的
な
読
l
I
t
H
の
必
要
性
を
説
い
て
い
聖
こ
こ
に
は
、

た
と
え
情
報
を
正
し
く
読
み
と
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
情
報
の
是
非
を
識
別
し

批
判
す
る
能
力
が
箪
そ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
乍
ら
な
い
と
す
る
、
氏
の
考
え
方

を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
昭
和
二
六
年
度
版
『
中
学
校
∴
蕪
等
学
校
学
習
指
導
要
餓
」
で
は
、

甘
同
校
生
が
学
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
読
㌫
技
術
と
し
て
、
「
1
．
中
心
思
想

を
と
ら
え
る
こ
と
。
2
．
重
要
な
事
項
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
見
分
け
る
こ

と
。
3
．
概
観
を
得
る
た
め
、
特
殊
の
古
首
見
つ
け
る
に
拾
い
読
み
す
る
こ
と
。

4
．
速
く
読
む
こ
と
。
5
．
批
判
的
に
読
む
こ
と
止
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
読
㌫
技
術
の
五
項
目
と
比
較
す
る
と
、
増
淵
恒
告
氏
の
読
解
力
の
分
析
が
、

い
か
に
構
造
的
・
体
系
的
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、

増
淵
日
吉
氏
が
挙
げ
た
㈲
の
能
力
は
、
氏
の
論
考
よ
り
も
二
年
前
に
改
訂
さ
れ

た
、
前
掲
の
昭
和
二
六
年
度
版
「
中
学
校
÷
同
等
学
校
学
習
指
導
要
餓
」
の
五

占
T
i
と
重
な
る
能
力
で
あ
る
の
で
、
氏
独
自
の
考
え
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
が
、
こ
の
能
力
を
「
読
解
力
養
成
の
究
極
」
の
能
力
と
し
て
仕
出

づ
け
た
の
は
、
氏
独
自
の
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
「
読
ま
れ
た
も
の
を
識
別
し
批
判
す
る
能
力
」
を
育
て
る
た
め
に

は
、
文
章
の
何
に
着
日
す
べ
き
な
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
氏
は
、
次
の
三
古
州

を
挙
げ
て
い
る
。

①
　
表
現
上
の
特
色
に
対
し
て

〔
低
学
年
〕
1
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
‥
つ
ま
い
と
思
う
と
こ
ろ
・
好
き
な

と
こ
ろ

〔
㍍
学
年
〕
1
明
杵
で
あ
る
か
・
適
切
で
あ
る
か
・
巧
妙
で
あ
る
か

②
　
文
章
の
組
立
て
に
対
し
て

1
わ
か
り
や
す
く
来
日
か
れ
て
い
る
か
・
順
序
だ
て
て
衷
‥
か
れ
て
い
る
か
・

効
果
的
に
組
立
て
ら
れ
て
い
る
か

③
　
作
者
の
物
の
感
首
か
た
・
兄
か
た
・
考
え
か
た
に
対
し
て

1
こ
こ
の
ば
あ
い
あ
な
た
だ
っ
た
ら
ど
う
思
う
か
：
」
の
考
え
か
た
を
ど

う
思
う
か
・
こ
の
見
か
た
は
正
し
い
と
思
う
か

①
②
は
表
現
面
に
着
目
し
て
、
そ
の
よ
現
上
の
特
色
や
文
章
の
組
み
立
て
方

に
つ
い
て
、
ま
た
、
③
は
内
容
面
に
着
目
し
て
、
圭
‥
か
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い

て
検
討
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
を
識
別
・
批
判
す
る
能
力
を
準
え
よ
う
と
し
て

い
る
。
現
れ
、
「
説
得
の
論
法
を
読
む
」
と
か
、
「
述
べ
方
を
読
む
」
と
か
、
「
筆

者
の
工
夫
を
評
価
す
る
」
と
か
、
「
レ
ト
リ
ッ
ク
認
識
の
読
み
」
と
か
い
っ
た
よ

ぅ
に
、
表
現
の
仕
方
に
着
目
し
た
説
明
的
文
章
の
指
埠
が
叫
ば
れ
て
い
る
が
、

①
②
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
す
で
に
、
昭
和
二
〇
年
代
に
、
増
淵
恒
吉
氏
に
よ

っ
て
、
表
現
上
の
特
色
や
文
章
の
組
み
立
て
を
識
別
・
批
評
す
る
能
力
の
育
成

が
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、
説
明
的
文
章
の
読
解
力
に
関
す
る
増
淵
恒
書
氏
の
考
え
方
を
み
て
き

た
が
、
氏
の
読
解
力
持
正
の
特
色
は
、
「
文
章
の
内
容
を
正
し
く
読
み
と
る
」
レ

ベ
ル
の
能
力
と
「
文
章
を
主
体
的
に
読
む
」
レ
ベ
ル
の
能
力
と
を
、
教
室
に
む

け
る
読
み
の
一
般
的
な
手
順
を
も
ふ
ま
え
て
、
体
系
的
・
重
層
構
造
的
に
位
置

づ
け
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
現
在
か
ら
み
て
も
、
ま
こ
と
に
学
ぶ
　
き
．
点
の
多
い
、

読
解
力
の
分
析
の
仕
方
で
あ
る
。

四

こ
の
よ
う
に
、
増
淵
恒
吉
氏
は
、
説
明
的
文
章
の
読
解
力
と
し
て
、
「
文
章
の

内
容
を
正
し
く
把
握
す
る
読
み
の
能
力
」
と
「
文
章
を
主
体
的
に
読
む
能
力
」

と
を
挙
げ
て
い
た
が
、
昭
和
二
七
年
の
論
考
で
は
、
次
に
挙
げ
る
よ
う
に
、
「
文

章
の
内
容
を
正
し
く
把
握
す
る
能
力
」
を
育
て
る
た
め
の
指
導
す
べ
き
点
が
、

国
語
教
室
に
お
い
て
訓
練
す
べ
き
点
と
し
て
、
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。

（7日6）（5）（4）（3）（2）（1）

筆
者
の
立
場
に
立
っ
て
読
む

論
題
を
絶
え
ず
念
頭
に
お
い
て
読
む

読
む
速
度
を
内
容
に
応
じ
て
適
宜
変
え
て
読
む

川
語
に
注
意
し
て
読
む

各
段
落
の
大
意
や
要
旨
を
と
ら
え
る

構
想
の
㍍
間
に
注
意
す
る
。

論
R
を
i
E
L
く
読
み
と
る
。
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こ
の
う
ち
、
m
～
畑
は
、
文
童
の
内
容
を
正
し
く
読
み
と
る
た
め
の
心
構
え

や
態
度
、
読
む
速
度
を
適
宜
変
え
て
読
む
技
術
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
㈱
～
肋
は
、
語
い
能
力
や
、
各
段
落
の
大
意
や
要
旨
の
把
握
力
、

構
想
把
握
力
、
論
旨
把
握
力
と
い
っ
た
、
「
文
章
の
内
容
を
正
し
く
把
捉
す
る
能

力
」
そ
の
も
の
を
訓
練
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

㈲
～
肋
に
つ
い
て
は
、
増
淵
恒
吉
氏
が
、
合
理
的
・
科
学
的
な
読
み
方
を
求

め
て
、
特
に
力
を
入
れ
て
研
究
し
実
践
し
た
部
分
で
あ
る
の
で
、
そ
の
指
導
の



方
法
は
、
次
の
よ
う
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
少
し
長
い
が
、
引
用
す
る

こ
と
と
す
る
。
二
郎
、
箇
条
書
き
に
整
理
し
た
部
分
が
あ
る
。
）

㈲
　
各
段
落
の
大
意
や
要
旨
を
と
ら
え
る

①
　
や
さ
し
い
段
落
の
場
合

作
者
の
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
箇
所
に
線
を
引
い
て
お
く
だ
け
で

よ
い
。

②
　
内
容
の
高
度
な
段
落
や
構
造
の
神
経
な
段
落
の
場
合

ア
．
ま
ず
、
そ
の
段
落
の
文
章
を
一
通
り
讃
ん
で
、
そ
の
段
落
で
は
、

論
者
は
、
だ
い
た
い
何
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
つ
か
む
。
そ

の
際
、
そ
の
段
落
に
わ
い
て
何
回
も
出
て
く
る
よ
う
な
語
白
お
よ
び

封
立
語
・
反
射
語
な
ど
に
注
意
す
る
。

ィ
．
一
つ
一
つ
の
セ
ン
テ
ン
ス
の
主
語
・
述
語
・
修
飾
語
の
閻
係
を
明

ら
か
に
す
る
。

ウ
．
内
容
の
上
で
、
そ
の
段
落
が
、
い
く
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
か
を

考
え
、
段
落
を
く
ざ
る
。
そ
の
際
、
「
故
に
」
「
然
し
」
「
た
と
え
ば
」

「
ひ
る
が
え
つ
て
」
と
い
う
よ
う
な
、
文
と
文
と
の
間
に
は
い
る
こ

と
ば
や
、
文
の
句
訝
郡
に
注
意
し
、
さ
ら
に
、
「
こ
の
」
「
そ
の
」
「
こ

れ
」
「
そ
れ
」
と
い
う
よ
う
な
指
示
の
こ
と
ば
が
、
何
を
指
し
て
い
る

か
を
明
確
に
し
て
お
く
。

工
．
こ
う
し
て
H
ら
れ
た
各
部
分
の
要
鮎
を
考
え
る
。

こ
れ
ら
段
落
の
中
の
各
部
分
の
要
甑
を
、
文
章
の
筋
に
従
っ
て
、
連
絡

の
あ
る
よ
う
に
簡
明
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
が
、
こ
の
段
落
の
大
意
で

あ
る
。
こ
の
大
意
の
中
か
ら
、
そ
の
段
落
の
要
旨
を
と
ら
え
る
に
は
、
段

落
の
中
の
い
く
つ
か
の
部
分
の
要
餌
を
相
互
に
比
べ
み
て
、

7
．
段
落
の
な
か
の
い
く
つ
か
の
部
分
の
要
封
を
、
相
互
に
く
ら
べ
合

わ
せ
て
み
て
、
「
引
例
」
ま
た
は
「
誓
喩
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

部
分
を
除
外
す
る
。

ィ
．
「
前
置
き
」
ま
た
は
「
経
机
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
を

除
外
す
る
。

ウ
．
「
比
較
」
ま
た
は
「
対
照
」
の
た
め
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
を

除
外
す
る
。

モ
　
「
説
明
」
ま
た
は
「
詳
述
」
の
部
分
を
除
外
す
る
。

オ
．
以
上
の
よ
う
に
除
外
し
て
い
っ
て
、
後
に
残
っ
た
部
分
の
要
鮎
が
、

要
旨
で
あ
る
。

こ
う
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
婁
R
が
、
‥
最
初
通
讃
し
た
場
人
目
に
検
討
を
つ

け
て
お
い
た
中
心
思
想
と
一
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
吟
味
し
て
、
要
旨

を
碓
群
に
把
握
す
る
よ
う
に
す
る
。
（
中
略
）

段
落
の
中
に
要
旨
が
あ
ら
わ
れ
る
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
方
に
閃
通
り
あ
る
。

7
．
段
落
の
冒
頭
に
あ
ら
わ
れ
る
場
合

ィ
．
段
落
の
結
末
に
あ
ら
わ
れ
る
場
合

り
．
段
落
の
中
途
に
あ
ら
わ
れ
る
場
合

工
．
段
落
の
い
く
つ
か
の
箪
所
に
分
散
し
て
あ
ら
わ
れ
る
場
合
（
中
略
）

㈲
　
構
想
の
展
間
に
注
意
す
る

各
段
落
の
大
意
や
要
旨
が
把
握
で
き
た
な
ら
ば
、
一
中
略
）
各
段
落
相
互

の
関
係
を
、
段
落
間
の
接
縛
の
こ
と
ば
な
ど
に
よ
っ
て
、
見
き
わ
め
て
い

け
ば
、
そ
の
論
説
が
、
ど
の
よ
う
な
構
想
に
よ
っ
て
、
論
旨
が
展
開
さ
れ

て
い
る
か
、
把
捉
で
き
る
の
で
あ
る
。

の
　
論
R
を
正
し
く
読
み
と
る

段
落
相
互
の
裾
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の
論
文
の
組
立
て
が
は
っ
き

り
と
分
か
っ
て
く
れ
ば
、
各
段
落
の
要
旨
の
中
で
ど
の
要
旨
が
‖
根
も
主
要
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な
も
の
で
あ
る
か
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
論
説
全
把
の
論
旨
で
あ

る
。
同
時
に
、
そ
の
論
旨
を
さ
さ
え
る
い
く
つ
か
の
論
技
の
位
堅
つ
け
も

明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
ま
た
、
各
段
落
の
要
旨
を
、
文
章
の
順
序
に
従

っ
て
簡
明
に
ま
と
め
れ
ば
、
そ
れ
が
そ
の
論
説
の
大
意
と
な
る
の
で
あ
る
。

【
注
】
昭
和
二
八
年
の
論
考
で
は
、
各
段
落
の
場
合
に
も
、
文
章
全
体
の
場

合
に
も
、
「
要
旨
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
が
、
昭
和
二
七
年
の
論
考

で
は
、
文
章
全
体
の
場
合
に
は
、
「
論
旨
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
、
文
章
全
体
の
場
合
に
は
、
「
論
旨
」
と
い
う
語
を
用
い

る
こ
と
と
す
る
。

こ
こ
に
は
、
印
象
や
勘
に
頼
る
だ
け
で
な
く
、
合
理
的
・
科
学
的
な
方
法
を

用
い
て
、
着
実
に
読
み
と
る
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
の
訓
練
の
ポ
イ
ン
ト

が
示
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
、
各
段
落
の
大
意
や
要
旨
を
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ま
た
、
構
想
の
展
開
や
論
旨
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
、
そ
の
方
法
が
其
体
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
段
落
」
に
前
目
し
て
、
「
要
点
」
「
大
意
」
「
要
旨
」
「
論

旨
」
を
と
ら
え
て
い
く
読
解
法
は
、
昭
和
二
二
、
三
年
頃
に
、
ア
メ
リ
カ
の
作

文
指
導
の
理
論
で
あ
る
”
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
・
パ
ラ
グ
ラ
フ
（
B
u
i
－
d
i
コ
g
 
P
a
l

r
a
g
r
a
p
h
）
理
論
〝
と
出
会
っ
た
増
淵
桓
吉
氏
が
、
「
こ
の
学
習
は
、
作
文
の

学
習
で
あ
る
と
同
時
に
、
裏
返
せ
ば
皇
親
み
方
の
中
の
、
大
意
や
要
旨
の
把
握

の
学
習
に
も
な
っ
て
い
る
」
と
考
え
で
説
明
的
文
串
の
読
解
法
に
導
入
し
て

き
た
も
の
で
あ
る
。

昭
利
三
〇
年
代
に
入
る
と
、
氏
は
、
こ
の
”
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
・
パ
ラ
グ
ラ
フ

理
論
〃
を
応
用
し
た
、
説
明
的
文
章
の
読
解
法
を
、
国
語
教
育
の
専
門
書
や
高

校
生
の
受
験
雑
誌
な
ど
に
次
々
と
発
表
い
、
そ
の
読
解
法
は
「
増
淵
式
読
解
法
」

と
し
て
、
同
語
教
師
の
間
だ
け
で
な
く
、
†
同
校
生
の
間
に
も
、
読
解
力
養
成
の

た
め
の
方
法
と
し
て
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
現
在
、

説
明
的
文
章
の
読
解
指
導
に
む
い
て
、
㈲
投
藩
に
分
け
る
1
物
各
段
落
の
要
点

を
と
ら
え
る
1
畑
段
落
相
互
の
関
係
を
と
ら
え
る
1
射
文
章
全
体
の
要
旨
を
と

ら
え
る
、
と
い
う
学
習
指
導
過
程
を
と
る
の
が
一
般
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
増

淵
式
読
解
法
」
を
発
展
さ
せ
て
誕
生
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
コ
ー
‖
っ
て
も
よ
か
ろ

ぅ
。
増
淵
恒
吉
氏
は
、
説
明
的
文
章
の
読
解
指
導
法
の
発
展
に
対
し
て
、
ま
こ

と
に
大
き
な
功
錨
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
工
、
増
淵
恒
吉
氏
が
、
「
文
章
の
内
容
を
正
し
く
把
握
す
る
能
力
」
を
育
て

る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
古
値
を
‖
パ
体
的
に
訓
練
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た

か
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
「
文
章
を
主
体
的
に
読
む
」
方
法
に
つ
い
て
は
、

・
h

こ
の
論
考
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
か
だ
け
で
、
凡
ハ
体
的
な
訓
練
の
方
法

に
つ
い
て
は
、
何
も
触
れ
て
い
な
い
。

「
論
説
・
論
文
の
論
R
を
よ
み
と
り
、
作
者
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
た
上

で
、
は
じ
め
て
、
正
し
い
批
判
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
は
じ
め
に
作
者
の

意
図
を
く
み
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
い
っ
た
ん
理
解
し
た
以
上
は
、
‖
分

の
意
見
を
中
心
に
し
て
冷
静
な
批
判
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
し

た
自
主
的
立
場
を
つ
ね
に
持
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
論
説
・
論
文
を
い

く
ら
読
ん
で
も
生
命
の
糧
と
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
ピ

几
ハ
体
的
な
訓
練
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
何
も
は
‥
か
れ
て
い
な
い
。
説
明
的
文

章
の
読
解
力
の
分
析
に
お
い
て
は
、
「
肋
間
題
解
決
の
た
め
に
、
読
ま
れ
た
思
想

を
組
織
し
役
立
た
せ
る
能
力
」
と
「
㈲
読
ま
れ
た
も
の
を
識
別
し
批
判
す
る
能

力
」
と
を
挙
げ
て
い
た
の
に
、
な
ぜ
、
氏
は
、
そ
の
訓
練
す
べ
き
点
を
具
体
的

に
挙
げ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
氏
が
、
日
常
生
活
に
必
要
な
読
み
の
能
力
と
国
語
教
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室
で
準
え
る
べ
き
読
み
の
能
力
と
を
区
別
し
て
い
て
、
国
語
教
室
で
は
、
価
～

㈲
の
能
力
を
鍛
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
氏
は
、

「
日
常
の
読
4
t
‥
生
活
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
必
要
と
さ
れ
る
能
力
」
と
し
て
、

一
読
し
て
「
旧
文
章
の
内
容
を
だ
い
た
い
把
握
す
る
能
力
」
を
措
定
し
、
さ

ら
に
ま
た
、
「
読
解
力
菜
戌
の
究
極
の
能
力
」
と
し
て
、
「
㈲
読
ま
れ
た
も
の
を

識
別
し
批
判
す
る
能
力
」
を
措
定
し
て
い
る
。
似
～
㈲
の
能
力
は
、
糾
・
㈱
の

能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
の
「
前
提
」
の
能
力
、
下
位
の
能
力
と
し
て
位

輿
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
下
化
の
能
力
を
訓
練
す
る
こ
と
が
、
国
籍
教
室
の

仕
事
で
あ
る
と
、
氏
は
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
、
昭
和
三
九
年
の
論
考
の
な
か
で
は
、
「
国
語
教
室
は
基
礎
訓
練
、

基
本
訓
練
の
場
で
あ
る
。
（
中
略
）
読
解
指
導
に
お
け
る
、
読
み
の
目
的
と
社
会

生
活
に
む
け
る
読
み
の
目
的
と
は
、
お
の
ず
か
ら
異
な
っ
て
い
る
。
社
会
生
活

に
お
け
る
読
書
を
想
定
し
、
そ
れ
に
直
結
さ
せ
る
よ
う
な
読
解
指
導
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
が
、
教
室
に
お
い
て
は
、
読
書
の
基
本
練
習
と
し
て
の
、
特
殊
の

事
項
が
、
計
画
の
中
に
編
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
止
と
、
明
確
に
述
べ
て

い
が
。
昭
和
二
八
年
当
時
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
、
氏
の
頭
の
な
か
に

す
で
に
存
在
し
て
い
た
、
と
考
え
て
も
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
。

五

次
に
、
増
淵
恒
吉
氏
が
、
昭
和
二
〇
年
代
か
ら
昭
和
三
〇
年
代
の
初
め
、
な

か
で
も
、
都
立
日
比
空
目
同
等
学
校
時
代
を
中
心
に
、
ど
の
よ
う
な
説
明
的
文
章

の
指
導
を
実
際
に
し
て
い
た
の
か
を
塑
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

氏
は
、
す
で
に
、
都
立
日
比
谷
高
等
学
校
に
転
勤
す
る
直
前
の
、
昭
和
二
四

年
九
月
、
東
京
都
国
語
教
育
研
究
会
に
お
い
て
、
当
時
勤
務
し
て
い
た
都
立
新

制
第
五
（
現
小
石
川
）
高
等
学
校
の
一
年
生
を
対
象
に
、
単
元
「
要
点
の
と
ら

え
方
」
と
い
う
研
究
授
業
を
し
て
い
る
。
そ
の
授
業
は
、
「
教
科
書
教
材
と
、
新

聞
の
社
説
や
雑
誌
か
ら
」
複
数
の
資
料
を
取
り
上
げ
、
「
各
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
教

材
を
異
に
」
し
た
、
各
資
料
の
要
点
を
ま
と
め
る
授
業
で
あ
っ
た
。
こ
の
授
業

は
、
氏
が
「
ア
メ
リ
カ
の
い
く
つ
か
の
州
の
コ
ー
ス
・
オ
ブ
・
ス
タ
デ
ィ
を
読

み
、
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
・
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
概
略
を
学
ん
で
い
た
の
で
、
こ
れ
を
逆

川

に
読
解
学
習
に
切
り
賛
え
れ
ば
よ
い
と
思
」
　
っ
て
試
み
た
実
践
で
あ
る
。

都
立
H
比
谷
甘
同
等
学
校
時
代
に
入
る
と
、
前
期
（
昭
和
二
四
年
一
〇
月
～
昭

和
二
六
年
頃
）
に
は
、
氏
の
説
明
的
文
章
の
指
導
に
つ
い
て
来
日
か
れ
た
も
の
は
見

当
た
ら
な
い
が
、
後
期
　
（
昭
和
二
七
年
頃
～
昭
和
三
二
年
四
月
）
　
に
入
る
と
、

昭
和
二
八
年
度
か
ら
昭
利
三
一
年
度
ま
で
の
四
年
間
に
わ
た
っ
て
、
氏
が
自
ら

の
国
語
科
授
業
を
生
徒
に
記
録
さ
せ
た
r
国
語
学
㌣
記
録
J
が
、
現
在
、
二
三

冊
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
を
も
と
に
し
て
、
当
時
、
氏
が
ど
の
よ
う
な
説

明
的
文
章
の
指
導
を
展
開
し
て
い
た
の
か
を
型
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

当
時
の
氏
の
国
語
科
授
業
に
お
い
て
は
、
学
期
の
初
め
に
、
学
習
者
の
希
望

し
た
教
材
ご
と
に
、
各
教
材
の
担
当
虹
が
編
成
さ
れ
て
い
た
。
担
当
す
る
教
材

の
授
業
の
時
に
は
、
そ
の
担
当
班
が
、
授
業
の
司
会
・
進
行
、
調
べ
た
こ
と
の

発
表
お
よ
び
授
業
の
記
録
を
行
う
。
指
導
者
は
、
担
当
班
の
司
会
者
が
授
業
を

進
め
る
途
中
で
、
適
宜
、
割
り
込
む
形
で
、
発
問
し
た
り
、
指
示
を
出
し
た
り
、

ま
と
め
た
り
す
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
す
べ
て
、
指
導
者
が
司
会
し
て
授
業
を

展
開
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
当
時
の
氏
の
国
語
科
授
業
は
、
「
課
題
学
習
」

と
「
グ
ル
ー
プ
学
習
」
と
が
有
機
的
に
組
織
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
学
習

法
を
授
業
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
者
が
自
発
的
主
体
的
に
学
習
に

取
り
組
む
よ
う
に
さ
せ
、
そ
の
学
習
の
な
か
で
、
確
か
な
国
語
学
力
を
身
に
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
国
語
科
授
業
の
組
織
化
が
図
ら
れ
て
い
た
。

増
淵
慎
吉
氏
が
、
当
時
、
説
明
的
文
章
の
指
導
の
な
か
で
、
「
段
落
」
に
着
目
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し
て
、
「
要
旨
」
「
大
意
」
「
論
旨
」
を
と
ら
え
る
指
専
を
ど
の
よ
う
に
展
間
し
て

い
た
の
か
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

A
型
＝
山
〔
段
落
に
分
け
る
〕
1
㈲
各
段
落
の
「
項
目
（
題
目
）
」
を
付
け

る
。

B
型
＝
旧
〔
段
落
に
分
け
る
〕
1
物
各
技
落
の
「
項
目
（
題
目
）
」
を
付
け

る
1
㈲
各
段
落
の
「
要
旨
」
を
と
ら
え
る
。

C
型
＝
山
〔
段
落
に
分
け
る
〕
1
偽
各
段
落
の
「
要
旨
」
を
と
ら
え
る
。

D
型
＝
山
〔
段
落
に
分
け
る
〕
1
㈲
各
段
落
の
大
切
な
文
に
線
を
引
く
1

㈱
文
章
全
体
の
「
大
意
」
を
と
ら
え
る
。

E
型
＝
旧
〔
段
落
に
分
け
る
〕
1
蘭
各
段
落
の
「
要
旨
」
を
と
ら
え
る
1

刷
文
章
全
体
の
中
で
「
大
意
」
を
と
ら
え
る
。

F
型
＝
川
〔
段
落
に
分
け
る
〕
1
肋
各
段
落
の
「
要
旨
」
を
と
ら
え
る
1

畑
文
章
全
体
の
中
で
「
大
事
な
段
落
」
を
と
ら
え
る
。

G
型
＝
肘
文
章
全
体
の
中
で
「
大
意
」
を
と
ら
え
る
1
偽
段
落
に
分
け
て

各
段
落
の
「
項
目
（
題
目
）
」
を
付
け
る
1
畑
文
章
全
体
の
「
大
意
」

を
と
ら
え
る
。

H
型
＝
㈲
文
章
全
体
の
「
論
旨
」
を
と
ら
え
る
1
㈲
段
落
に
分
け
て
、
各

段
落
の
「
要
旨
」
を
と
ら
え
、
「
項
目
一
題
‖
）
」
を
付
け
る
1
①
文

章
全
体
の
　
「
論
旨
」
を
と
ら
え
る
。

こ
の
表
と
指
導
の
実
際
と
を
分
析
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。

山
　
氏
は
、
「
段
落
」
に
着
目
し
て
、
各
段
落
の
「
項
目
（
題
目
）
」
や
「
要
旨
」

を
と
ら
え
た
り
、
文
章
全
体
の
「
大
意
」
や
「
論
旨
」
を
と
ら
え
た
り
す
る
、

実
に
多
種
多
様
な
説
明
的
文
章
の
指
導
を
展
開
し
て
い
る
。

偽
　
現
存
の
説
明
的
文
章
の
指
導
で
は
、
仙
段
落
に
分
け
る
1
個
各
段
落
の
要

点
（
増
淵
氏
の
こ
と
ば
で
は
「
要
旨
」
）
を
ま
と
め
る
1
畑
段
落
相
互
の
関
係

を
と
ら
え
る
1
㈱
要
旨
（
増
淵
氏
の
こ
と
ば
で
は
「
論
旨
」
）
を
と
ら
え
る
、

と
い
う
一
連
の
授
業
展
開
を
図
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
氏
の
場
合
に
は
、

A
型
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
段
落
分
け
の
後
、
各
段
落
に
「
項
目
」
を
付
け
た

ら
、
そ
れ
で
終
わ
り
と
か
、
C
型
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
段
落
分
け
の
後
、
各

段
落
の
　
「
要
旨
」
を
と
ら
え
た
ら
、
そ
れ
で
終
わ
り
と
か
い
っ
た
、
授
業
展

開
を
図
る
。
そ
の
教
材
（
単
元
）
で
、
ど
の
よ
う
な
読
解
力
を
鍛
え
る
か
、
そ

の
ね
ら
い
が
琴
ら
れ
る
と
、
そ
の
読
解
力
を
鍛
え
る
こ
と
だ
け
に
焦
点
を
絞

っ
て
、
重
点
的
・
分
節
的
な
指
導
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

畑
　
A
型
～
H
型
の
新
型
の
う
ち
で
、
学
習
の
初
め
の
段
階
か
ら
、
「
要
旨
」
を

ま
と
め
さ
せ
る
H
型
の
授
業
は
、
三
年
の
実
践
例
し
か
な
い
。
読
解
の
レ
ベ

ル
が
音
同
い
の
で
、
こ
の
H
型
の
授
業
は
、
高
学
年
の
場
合
に
し
か
採
用
さ
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
初
め
の
段
階
か
ら
、
「
大
意
」
を
ま
と
め

さ
せ
る
C
型
の
授
業
は
、
二
年
生
の
六
月
か
ら
実
践
例
が
存
在
し
て
い
る
。

氏
自
身
が
、
学
習
者
の
発
連
投
階
を
見
通
し
て
、
ど
の
程
度
、
A
型
～
H
里

の
学
習
指
専
過
程
を
体
系
的
・
系
統
的
に
佗
畔
づ
け
て
い
た
か
は
、
今
の
と

こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

六

こ
の
時
期
に
お
け
る
増
淵
恒
書
氏
の
説
明
的
文
章
の
学
習
指
導
過
程
に
は
、

次
の
よ
う
窒
二
つ
の
類
型
が
あ
る
。

〔
第
－
類
型
の
学
習
指
導
過
程
）

＊
事
前
に
、
全
日
に
m
の
学
習
の
た
め
の
課
題
が
課
し
て
あ
る
。

1
．
本
文
を
音
読
す
る
。
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m
Ⅱ
．
担
当
班
が
、
雉
語
句
や
作
者
、
作
品
の
解
説
を
発
表
す
る
。
（
す
べ

て
、
プ
リ
ン
ト
を
川
音
さ
せ
て
い
る
。
）

m
．
〔
内
容
の
把
捉
I
〕
段
落
に
分
け
、
各
投
藩
の
項
目
（
題
目
「
要
旨
、

文
章
全
体
の
大
意
や
論
旨
を
読
み
と
る
。

Ⅳ
．
感
想
・
批
評
を
発
表
す
る
。

〔
第
＝
類
型
の
学
習
指
導
過
程
〕

＊
事
前
に
、
全
日
に
m
・
Ⅳ
の
学
習
の
た
め
の
課
題
が
課
し
て
あ
る
。

1
．
本
文
を
音
読
す
る
。

口
．
担
当
斑
が
、
難
語
句
や
作
者
、
作
品
の
解
説
を
発
表
す
る
。
（
す
べ

て
、
プ
リ
ン
ト
を
用
意
さ
せ
て
い
る
。
）

Ⅲ
．
〔
内
容
の
把
握
1
〕
段
落
に
分
け
、
各
段
落
の
項
目
一
雌
‖
「
要
旨
、

文
章
全
体
の
大
意
や
論
旨
を
読
み
と
る
。

Ⅳ
．
〔
内
容
の
把
握
I
＋
〕
学
習
の
手
引
き
の
「
研
究
」
一
間
題
）
を
活
用
す

る
な
ど
し
て
、
文
章
の
内
容
を
深
く
読
み
と
る
。
（
そ
の
中
に
、
語
句
の

意
味
の
把
握
や
文
法
的
説
明
も
合
ま
れ
る
。
）

V
．
感
想
・
批
評
を
発
表
す
る
。

〔
第
Ⅲ
類
型
の
学
習
指
導
過
程
〕

＊
事
前
に
、
全
日
に
Ⅲ
の
学
習
の
た
め
の
課
題
が
課
し
て
あ
る
。

I
．
本
文
を
音
読
す
る
。

H
．
担
当
址
が
、
雛
語
句
や
作
者
、
作
目
…
の
解
説
を
発
表
す
る
。
（
す
べ

て
、
プ
リ
ン
ト
を
用
意
さ
せ
て
い
る
。
）

Ⅲ
．
〔
内
容
の
把
捉
1
＋
内
容
の
把
捉
n
〕
段
落
に
分
け
、
各
段
落
の
項

目
（
題
目
）
　
や
要
旨
、
文
章
全
体
の
大
意
や
論
旨
を
読
み
と
る
。

な
お
、
各
段
落
の
項
目
（
題
目
）
や
要
旨
を
読
み
と
る
過
程
で
、
語

句
の
意
味
の
把
捉
や
文
法
の
説
明
、
部
分
的
内
容
の
深
い
読
み
と
り
な

ど
を
行
う
。
一
学
習
の
手
引
き
の
「
研
究
」
も
活
用
す
る
。
）

Ⅳ
．
感
想
・
批
評
を
発
表
す
る
。

こ
の
三
つ
の
類
型
と
実
際
の
授
業
例
と
を
分
析
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
ム
占
用

が
、
そ
の
特
色
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

㈲
　
氏
の
説
明
的
文
章
の
指
導
内
容
は
、
基
本
的
に
、
第
＝
類
型
に
挙
げ
た
、

1
～
V
の
五
つ
の
要
素
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
文
章
の
内
容
を
把

握
す
る
た
め
の
指
専
内
容
と
し
て
は
、
「
内
容
の
把
握
1
」
と
「
内
容
の
把
握

H
u
」
と
が
あ
る
。
な
お
、
先
に
挙
げ
た
A
型
～
H
型
の
授
業
展
開
法
は
、
こ

の
　
「
内
容
の
把
捉
I
」
の
多
様
な
展
開
法
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

㈲
　
氏
の
説
明
的
文
章
の
指
導
に
わ
い
て
は
、
「
内
容
の
把
握
I
」
は
、
二
親
し

て
、
文
章
の
内
容
の
だ
い
た
い
を
読
み
と
る
指
浬
で
あ
り
、
「
内
容
の
把
握
＝
」

は
、
文
章
の
内
容
を
深
く
読
み
と
る
指
埠
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
内
容
　
一

の
把
捉
1
」
は
〝
通
読
〟
と
し
て
、
ま
た
、
「
内
容
の
把
捉
＝
」
は
〝
精
読
〃
　
　
9
1

と
し
て
位
軍
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
　
　
　
　
一

畑
　
氏
の
説
明
的
文
章
の
指
専
に
わ
い
て
は
、
「
内
容
の
把
握
I
」
が
き
わ
め
て

重
視
さ
れ
て
い
て
、
「
段
…
色
に
語
目
し
て
、
「
項
目
一
題
‖
）
」
や
「
要
旨
」
「
大

普
ご
「
論
旨
」
を
と
ら
え
る
訓
練
が
、
多
枝
妄
方
法
に
よ
っ
て
、
得
底
し
て
実

践
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
、
「
日
常
生
活
で
最
も
必
要
と
さ
れ
る
能
力
」
で
あ
る
、

一
読
し
て
、
「
文
章
の
内
容
を
だ
い
た
い
把
握
す
る
能
力
」
を
身
に
つ
け
さ

せ
る
た
め
に
、
そ
の
「
前
提
」
の
能
力
で
あ
る
、
「
項
目
（
題
目
）
」
や
「
要

旨
」
「
大
意
」
「
論
旨
」
を
と
ら
え
る
能
力
を
徹
底
し
て
訓
練
す
る
授
業
を
展

開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈱
　
こ
の
「
内
容
の
把
握
I
」
の
訓
練
に
植
…
点
を
絞
っ
た
典
型
的
な
授
業
は
、

第
－
類
型
の
学
習
指
導
過
程
を
と
る
授
業
で
あ
る
。
第
H
l
∴
射
m
型
の
場
合

に
は
、
こ
の
　
「
内
容
の
把
握
I
」
の
訓
練
の
他
に
、
主
と
し
て
、
「
学
習
の
手



引
き
」
の
「
研
究
」
（
間
趨
）
な
ど
を
活
用
し
て
、
文
章
の
内
容
を
深
く
読
み

と
る
「
内
容
の
把
捉
‖
」
の
指
導
が
、
語
句
の
意
味
の
把
握
や
文
法
的
説
明

を
も
含
め
て
、
展
開
さ
れ
て
い
る
。

㈲
　
氏
が
「
読
解
力
養
成
の
究
極
」
の
能
力
と
し
て
挙
げ
た
「
読
ま
れ
た
も
の

を
識
別
し
批
判
す
る
能
力
」
を
育
て
る
指
導
に
つ
い
て
は
、
授
業
の
最
後
の

段
階
に
む
い
て
、
「
作
者
の
物
の
感
じ
か
た
・
兄
か
た
・
考
え
か
た
」
に
関
す

る
学
習
者
の
感
想
や
批
評
を
発
表
さ
せ
る
だ
け
で
、
「
表
現
」
や
「
文
章
の
組

立
て
」
に
関
す
る
感
想
や
批
評
を
発
表
さ
せ
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。

次
に
挙
げ
る
実
践
例
は
、
昭
和
二
九
年
六
月
、
二
年
生
を
対
象
に
、
「
き
ゅ
う

り
の
い
ぼ
」
（
腰
部
静
夫
・
説
明
文
）
を
取
り
上
げ
て
、
二
五
時
間
か
け
て
実

践
し
た
授
業
で
あ
る
。
こ
の
例
は
、
第
m
類
型
の
学
習
指
導
過
程
の
授
業
で
、

「
内
容
の
把
捉
1
」
は
、
D
型
の
授
業
展
開
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
当

時
、
氏
が
ど
の
よ
う
に
説
明
的
文
章
の
指
導
を
展
間
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
概

略
を
示
す
こ
と
と
す
る
。
（
な
お
、
当
時
の
郁
立
日
比
谷
高
等
学
校
の
一
単
位

時
間
は
、
一
〇
〇
分
で
あ
っ
た
。
）

①
　
こ
の
段
落
の
大
切
な
文
を
発
表
す
る
。
（
三
を

②
　
そ
の
検
討
を
す
る
。

③
　
指
導
者
が
ま
と
め
る
。

①
　
以
下
、
形
式
段
落
軍
一
段
⊥
弟
九
技
ま
で
、
各
技
登
」
と
に
、
㈲

と
同
じ
授
業
㍍
間
を
図
る
。

4
．
〔
内
容
の
把
握
1
〕
文
章
全
体
の
大
意
を
と
ら
え
る
。

糾
　
文
章
全
体
の
大
意
を
発
表
す
る
。

封
　
そ
の
検
討
を
す
る
。

畑
　
指
導
者
が
ま
と
め
る
。

〔
軍
一
時
〕

5
．
〔
内
容
の
把
握
Ⅲ
〕
文
章
の
内
容
を
深
く
読
み
と
る
。

仙
　
学
習
の
手
引
き
「
研
究
二
一
＝
n
然
科
学
で
答
え
る
べ
き
問
題

と
、
そ
う
で
な
い
問
題
と
の
区
別
は
何
か
。
）
を
解
決
す
る
。

①
　
各
自
の
考
え
を
発
表
す
る
。

②
　
そ
の
検
討
を
す
る
。

③
　
指
導
者
が
ま
と
め
る
。

似
　
以
下
、
学
習
の
手
引
き
「
研
究
二
～
四
」
を
解
決
す
る
。
（
授
業

の
展
開
は
、
5
－
肘
と
同
じ
。
）

6
．
「
き
ゅ
う
り
の
い
ぼ
」
の
読
後
感
想
を
発
表
す
る
。
〈
川
名
）

・
「
こ
こ
に
㌫
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
ピ

・
「
口
常
の
疑
問
の
持
ち
方
に
つ
い
て
奈
1
．
1
い
て
あ
る
が
、
も
っ
と
も
な

こ
と
で
、
大
い
に
参
考
と
な
っ
た
止

な
ど
、
内
容
に
関
す
る
感
想
ば
か
り
で
あ
る
。
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「
内
容
の
把
握
1
」
の
指
導
で
は
、
各
段
落
の
「
大
切
空
文
」
（
キ
ー
・
セ
ン



テ
ン
ス
）
を
指
摘
さ
せ
る
課
題
を
出
し
て
お
い
て
、
各
堕
璧
」
と
に
そ
れ
を
発

表
さ
せ
て
検
討
し
、
そ
の
後
で
、
こ
の
文
章
の
「
大
き
を
読
み
と
ら
せ
る
授

業
の
㍍
間
に
、
ま
た
、
「
内
容
の
把
捉
且
の
指
導
で
は
、
教
科
雨
‥
の
学
習
の
手

引
き
の
「
研
究
」
を
由
り
上
げ
て
、
文
章
の
内
容
を
深
く
読
み
と
る
授
業
展
開

に
な
っ
て
い
る
。
「
内
容
の
把
握
1
」
が
〝
通
読
″
の
形
で
、
文
章
の
大
意
を
読

み
と
り
、
「
内
容
の
把
握
‖
」
が
〝
相
談
″
の
形
で
、
文
章
の
内
容
を
深
く
読
み

と
る
と
い
う
よ
う
に
、
二
段
構
え
の
読
み
の
授
業
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

第
m
1
m
類
刑
比
の
授
業
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
授
業
展
開
を
み
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
氏
の
同
語
科
授
業
は
、

指
導
者
の
出
し
た
「
課
題
」
を
軸
に
し
て
、
学
習
者
が
読
み
と
っ
た
内
容
を
全

体
の
場
に
発
表
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
是
非
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
、
そ
の
課
題
の

解
決
を
図
る
と
い
う
授
業
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
∴
子
習
者
の
目
標

は
そ
の
課
題
の
解
決
に
あ
り
、
指
導
者
の
目
標
は
そ
の
課
題
の
解
決
を
図
る
こ

と
と
同
時
に
、
そ
の
話
し
合
い
の
過
程
で
、
学
習
者
の
読
解
力
を
箪
え
る
こ
と

に
あ
る
。
こ
の
、
指
導
者
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
文
中
の
表
現
を
押

さ
え
て
、
各
説
の
是
非
を
検
討
さ
せ
る
過
程
で
、
読
解
力
が
鍛
え
ら
れ
る
よ
う

に
授
業
を
仕
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
意
識
し
て
、
氏
が
ど
の
よ
う

に
授
業
を
仕
組
ん
で
い
た
の
か
は
、
学
習
者
の
記
録
し
た
r
国
語
学
習
記
録
」

か
ら
は
、
十
分
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

七

増
淵
恒
書
氏
が
、
都
立
日
比
谷
高
等
学
校
時
代
を
中
心
に
、
昭
和
二
〇
年
代

か
ら
昭
和
三
〇
年
代
の
初
め
に
か
け
て
、
ど
の
よ
う
な
説
明
的
文
章
の
指
導
観

を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
説
明
的
文
章
の
指
導
を
展
開
し
て
い
た
の
か
を
考
察
し

て
き
た
。
そ
の
概
要
は
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
同
時
代
の
理
論
家
・
実
践
家
と
比
較
し
て
、
氏
の

説
明
的
文
責
・
L
の
指
導
観
の
独
自
性
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
や
、
氏
が
提
案
し
た
説

明
的
文
章
の
学
習
指
導
過
程
が
、
説
明
的
文
章
の
指
導
史
の
上
で
、
ど
の
よ
う

な
意
義
を
持
つ
の
か
を
柏
討
す
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
注
㈲
教
育
問
題
調
査
所
編
『
高
校
教
育
」
第
三
巻
第
一
号
・
婁
業
教
科

坐
‖
会
社
・
昭
和
二
五
年
一
日
、
二
六
ペ
。

㈲
「
国
語
教
育
の
教
督
課
程
下
」
・
置
語
整
‖
講
懸
聖
一
巻
」
刀
江

㌫
杭
・
昭
利
二
五
年
一
一
月
、
一
〇
四
ペ
。

①
「
読
解
力
の
分
析
」
・
置
語
教
習
実
践
講
懸
射
二
巻
読
む
こ
と

の
学
習
指
導
し
牧
雷
雨
・
昭
和
二
八
年
七
月
、
一
〇
四
～
一
一
八
ペ
。

㈱
「
効
果
的
皇
鵡
解
指
導
の
た
め
に
」
・
買
践
講
庄
国
語
教
育
5
読

解
指
導
し
牧
㌫
店
・
昭
和
三
五
年
五
日
、
七
二
ペ
。

㈲
・
㈲
・
m
前
掲
吾
血
に
同
じ
。
一
〇
五
～
一
〇
六
ペ
。
二
八
ペ
。

㈲
「
論
説
・
論
文
の
読
解
力
を
増
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
」
・

『
解
膵
と
鑑
竺
至
文
堂
・
昭
和
二
七
年
七
月
、
三
七
～
四
〇
ペ
。

㈲
前
掲
吾
二
二
八
～
四
〇
ペ
。

㈹
「
国
語
科
の
単
元
計
画
上
同
窯
千
校
－
」
・
東
京
郡
『
教
育
じ
ほ

う
」
第
二
六
‥
字
昭
利
二
軍
隻
二
日
、
一
四
ペ
。

榔
「
論
説
文
の
読
み
方
糾
～
竺
・
〓
志
望
∴
ナ
燈
祉
・
昭
利
三
二

年
六
～
八
月
。

㈹
前
掲
坐
‥
㈱
に
同
じ
。
四
〇
ペ
。

個
「
口
的
・
形
態
に
応
じ
た
読
み
方
」
・
「
講
珪
現
代
語
3
読
解
と

鑑
賞
」
明
治
無
‥
院
・
昭
和
三
九
年
四
日
、
七
七
ペ
。

㈱
「
国
語
教
育
五
十
竺
・
頭
語
教
育
の
課
題
と
創
邑
有
精
堂
・

昭
和
五
九
年
二
月
、
二
九
五
～
二
九
六
ペ
。
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