
∧

共

同

研

究

>

「
学
習
の
し
お
-
」
に
よ
る
国
語
学
習
指
導
に
つ
い
て

1
賀
茂
高
等
学
校
の
場
会
1

(
共
同
研
究
者
)

平
　
　
野

三萩童家音

n;i m　入

二三　八'・E　-S

?mM¥覇嗣

蝣;rf　土　石

ra /,'! l崎

ス
　
マ
　
子

五
　
　
秋

光
　
　
彦

27

l
、
は
じ
め
に

本
校
国
語
科
(
広
島
県
田
重
荷
等
学
校
)
で
は
'
個
人
的
な
随
時
作
戊
に
よ

る
課
題
プ
-
ン
-
を
利
用
し
て
の
学
習
指
導
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
三

十
八
年
度
の
教
育
課
程
改
訂
に
と
も
な
う
'
「
現
代
国
語
」
の
独
立
へ
教
材
の

多
様
化
に
よ
っ
て
、
い
ち
だ
ん
と
さ
か
ん
に
な
り
'
共
通
の
科
目
へ
単
花
に
は

教
師
相
互
に
利
用
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。

そ
し
て
、
昭
和
三
十
九
年
度
は
'
こ
れ
ら
の
集
成
・
整
理
(
従
来
の
資
料
記
録

な
ど
を
'
そ
の
段
階
で
ま
と
め
る
)
と
し
て
、
「
現
代
国
語
」
の
「
学
習
の
し

お
り
」
と
い
う
課
題
集
を
発
行
し
た
?
　
(
対
象
学
年
は
、
1
・
二
学
年
。
年
二

分
冊
。
約
六
十
百
。
)
そ
の
後
も
毎
年
実
践
記
録
を
も
と
に
し
て
改
訂
を
加
え

て
へ
現
在
(
甲
州
四
十
二
年
度
)
　
に
い
た
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
'
昭
和
四
十
年

度
に
は
、
「
古
典
乙
-
」
の
「
学
習
の
し
お
り
」
を
も
作
成
し
、
.
そ
れ
を
利
用

し
て
'
学
習
ハ
・
効
率
化
を
は
か
っ
て
い
る
o
な
お
、
昭
和
四
十
二
年
度
t
i
は
、

採
択
教
科
臼
を
変
災
L
t
新
し
-
「
学
習
の
し
お
り
」
を
作
成
し
た
。

こ
の
よ
う
に
本
校
国
語
科
に
お
い
て
、
「
学
習
の
し
お
り
」
に
よ
る
継
続
的

な
学
習
指
導
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
国
語
科
八
名
の
教
師
の
相
互
信
頼
と

協
力
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
と
思
わ
れ
る
.
八
名
中
の
教
師
の
年
齢
が
比
較
的
に

若
い
ほ
う
に
集
っ
て
い
る
こ
と
も
幸
い
し
た
と
田
心
う
.
現
在
で
も
毎
週
一
時
間



は
、
国
語
科
教
師
全
員
に
よ
る
研
修
座
談
会
が
も
た
れ
て
い
る
。

今
後
さ
ら
に
、
共
同
研
究
と
実
践
の
も
と
に
改
善
を
加
え
、
国
語
学
習
の
効

果
を
あ
げ
よ
う
と
思
う
。

な
お
へ
　
こ
の
レ
ポ
ー
ト
は
昭
和
四
十
年
十
二
月
第
十
三
回
広
島
県
国
語
教
育

研
究
大
会
高
校
部
会
で
資
料
と
し
た
も
の
へ
三
度
の
改
訂
へ
追
加
し
た
も
の
で

蝣
V
?
る
o

二
、
作
成
動
機
-
現
代
国
W
f
l
を
中
心
と
L
t
J
I

A
　
国
語
学
習
の
能
率
化

多
く
の
学
習
内
容
を
、
限
ら
れ
た
授
業
時
数
で
消
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
授

業
を
能
率
化
さ
せ
る
と
と
も
に
、
予
習
・
復
肘
U
を
活
発
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ

R
G

B
　
生
徒
の
学
習
活
動
(
特
に
予
習
)
　
の
活
発
化

生
徒
は
、
何
を
'
ど
の
よ
う
に
学
習
す
べ
き
か
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
'

十
分
な
学
習
意
欲
を
も
て
ず
低
調
な
学
習
を
続
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
O
そ

こ
で
へ
学
習
活
動
(
特
に
予
習
)
を
活
発
に
す
る
た
め
に
'
学
習
問
題
を
与
え

て
学
習
の
方
向
づ
け
を
L
へ
予
習
を
義
務
づ
け
よ
う
と
し
た
。

C
　
国
語
力
の
養
成

-
　
読
む
力
の
養
成

生
徒
は
'
学
習
の
目
標
が
わ
か
ら
ず
'
問
題
悲
誠
も
低
-
、
従
っ
て
へ
と
も

す
る
と
浸
然
と
文
章
を
読
み
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
学
習
の
目
標
を
明
確

に
し
、
そ
の
目
標
に
沿
っ
た
只
体
的
な
問
題
を
用
志
し
て
、
能
率
的
に
問
題
意

識
を
も
っ
て
読
む
態
蛙
を
藁
わ
せ
よ
う
と
し
た
.

2
　
書
く
力
の
養
成

学
習
問
題
を
と
い
て
、
そ
れ
を
ノ
1
-
に
書
か
せ
、
そ
の
ノ
I
ト
を
指
導
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
古
く
力
を
養
わ
せ
よ
う
と
し
た
O
　
(
思
考
の
段
階
で
ま
だ
不

明
確
で
あ
っ
た
も
の
を
古
く
こ
と
に
よ
っ
て
明
確
化
で
き
る
。
)

3
　
学
習
の
発
展

学
習
事
項
に
関
辿
の
あ
る
参
考
問
題
(
入
試
問
題
な
ど
)
を
用
志
し
た
り
'

参
考
文
献
を
紹
介
し
た
り
'
読
諮
指
導
を
行
な
っ
た
り
し
て
'
発
展
的
学
習
を

容
易
に
し
、
反
復
練
習
を
さ
せ
、
学
習
の
発
展
を
は
か
っ
た
。

D
　
個
人
差
の
解
決

従
来
の
問
答
法
で
は
'
学
力
の
低
い
生
徒
、
じ
つ
-
り
考
え
る
生
徒
な
ど

は
、
時
間
不
足
の
た
め
授
業
時
間
中
十
分
に
活
動
で
き
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
'
前
も
っ
て
問
題
を
示
し
て
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
生
徒
に
も
ゆ
と
り
を

も
っ
て
授
業
を
う
け
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
(
問
題
も
難
易
両
方
に
わ
た
っ
て
用

意
)

E
　
国
語
科
教
師
の
問
題

-
教
材
研
究
の
深
化
'
能
率
化

国
語
科
教
師
の
個
々
の
実
践
を
、
継
続
的
に
相
互
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
教
材
研
究
を
能
率
化
し
、
深
化
し
よ
う
と
し
た
。

2
　
共
同
研
究
の
体
制
'
丑
泊
の
統
一

3
　
共
通
評
佃

4
　
具
体
的
な
目
標
、
問
題
が
あ
る
た
め
'
指
導
事
項
の
、
、
、
ニ
マ
ム
が
お
さ
え

ら
れ
、
教
師
相
互
間
の
井
本
的
統
一
が
で
き
る
.
そ
の
た
め
、
か
え
っ
て
個
性

的
な
授
業
が
安
心
し
て
展
開
で
き
る
。

5
　
斗
J
・
-
;
-
-
の
仕
L
-
山
　
　
　
村
指

三
、
作
成
過
程
と
、
作
成
上
の
留
意
点

A
　
作
成
過
程
(
手
順
)

28



c b a　2　b tイ) ∽　エ　ウ　打)蝣&)イ　ア　a 1

学
習
目
標
の
設
定
と
分
担
者
の
決
定
(
共
同
)

学
習
目
標
の
設
定

教
材
お
よ
び
科
目
の
目
標
の
確
認

教
材
の
分
析
か
ら

教
科
村
全
体
の
中
で
の
、
洛
教
材
の
位
置
づ
け

各
教
材
の
重
点
的
指
導
事
項

過
去
の
学
　
指
導
の
反
省
か
ら

生
徒
の
実
態
調
査
か
ら

各
種
テ
ス
ト
の
分
析
に
よ
る
生
徒
学
力
の
把
握

生
徒
の
感
想
文
な
ど
に
よ
る
興
味
、
関
心
の
把
握

各
教
材
ご
と
の
分
担
者
の
決
定

学
H
問
題
の
瓜
案
作
成
(
分
担
者
中
心
)

学
習
目
標
の
確
認

¥
-
?
^
汁
山
の
思
定

学
習
問
題
の
作
成

ど
う
教
え
る
か
の
目
標
を
し
ぼ
っ
て
問
題
を
作
成
し
て
い
る
。

b
　
指
導
の
仏
系
化

読
解
指
導
を
例
に
と
る
と
、
読
解
力
を
こ
ま
か
く
分
け
て
考
え
、
さ
ら
に
そ

れ
を
系
統
的
に
練
習
さ
せ
よ
う
と
い
う
読
解
指
導
の
体
系
が
考
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
0
そ
し
て
,
そ
れ
に
応
じ
て
各
学
年
の
学
習
目
標
が
設
定
さ
れ
、
学
習
問

題
は
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
指
導
の
体
系
を
確
立
す
る
必

要
が
あ
る
。

2
　
生
徒
に
興
味
を
も
た
せ
る
設
問

re rl- '維-r;-決て蝣XI八.rl"̂
問

3
　
学
習
問
題
の
決
定
と
編
集
(
共
同
)

B
　
問
題
作
成
上
の
留
意
点

l
　
学
習
目
標
に
そ
っ
た
設
問

a
　
教
材
の
分
折

い
ま
ま
で
、
教
材
に
内
在
す
る
す
べ
て
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
ど
の
教
材
か

ら
も
す
べ
て
同
じ
よ
う
に
同
語
に
関
す
る
能
力
の
全
体
を
養
お
う
と
し
て
き

た
。
学
習
の
し
か
た
の
定
着
に
は
役
立
つ
も
の
の
へ
そ
の
た
め
に
へ
国
語
の
授

業
は
た
い
-
つ
と
な
り
へ
設
問
の
爪
音
多
く
な
っ
て
、
生
徒
へ
の
負
担
が
大
き

く
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
教
材
を
十
分
に
研
究
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
材
が

ど
の
よ
う
な
能
力
を
挙
っ
の
に
通
し
て
い
る
か
を
検
討
し
て
'
何
を
教
え
る
か
'

イ　ア　b　オ　エ　ウ　イ　ア

生
徒
の
能
力
に
即
し
た
設
問

題
意
の
わ
か
り
や
す
い
貝
休
的
な
設
問

ひ
と
り
よ
が
り
を
さ
け
る

論
班
的
に
考
え
る
と
、
正
確
に
解
答
の
で
る
設
問

ヒ
ン
-
'
着
眼
点

生
徒
が
,
何
の
た
め
に
、
何
を
学
習
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
設
問

各
設
問
ご
と
に
'
指
導
項
目
を
注
記
す
る
。

巨
視
的
な
設
問
で
全
休
を
と
ら
え
さ
せ
た
あ
と
'
微
視
的
な
設
問
で
そ
れ

29

を
確
認
す
る
と
い
う
よ
う
に
'
設
問
を
有
機
的
に
配
列
す
る
。

3
　
徒
の
能
力
差
に
応
じ
た
設
問

a
　
や
さ
し
い
(
あ
る
生
徒
に
は
つ
ま
ら
ぬ
)
設
問
も
用
意
す
る
。

b
　
平
易
な
も
の
か
ら
難
解
な
も
の
へ
と
配
列
す
る
O

c
　
予
習
必
須
設
問
を
指
示
す
る
な
ど
、
事
前
指
導
を
徹
底
す
る
。

4
　
設
問
の
有
機
的
な
配
列

論
理
的
な
文
章
で
は
、
ど
の
よ
う
に
段
落
を
設
定
し
'
ど
の
よ
う
に
要
点
を

つ
か
む
か
,
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
な
順
序
で
指
導
す
る
か
と
い
う
よ
う
な
指
導

の
体
系
を
も
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
応
じ
た
設
問
の
配
列
を
す
る
。
文
学
的
な
文



葦
で
は
、
人
物
・
構
成
・
主
題
な
ど
の
指
導
項
目
を
た
て
、
そ
れ
ら
に
せ
ま
る

よ
う
な
設
問
を
順
序
よ
-
配
列
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
設
問
を
有
機
的
に
配
列

す
る
の
が
の
ぞ
ま
し
い
。

四
へ
内
容
並
び
に
構
成

教
材
に
よ
っ
て
違
い
は
あ
る
が
、
現
代
同
語
の
学
習
問
題
の
内
容
、
構
成
は

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
な
お
へ
古
典
も
こ
れ
に
準
ず
る
。

-
E
r
九

<
c
i
;

B
導
入
的
問
題
等

-
展
開

A
全
文
通
読
に
よ
る
大
要
把
握
な

ど-
語
句

2
感
想
。
要
旨
主
題
等
の
想
定

B
各
段
落
ご
と
の
分
折
、
要
点
の

把
握
な
ど

○
要
点
把
捉
等
の
問
題
(
論
理
的

v
a
ご

・
中
心
文
、
中
心
語
句

・
文
と
文
と
の
関
係
(
指
示
語

・
接
続
語
)

・
照
応
へ
対
句
表
現

○
各
教
材
の
目
標

○
興
味
の
喚
起
等
'
読
み
の
姿

勢
を
つ
く
る

○
既
習
関
連
教
材
の
想
起

○
学
習
活
動
を
想
定
し
て
へ
　
そ

の
流
れ
に
そ
っ
て
配
列
す
る
。

○
巨
視
的
把
握
の
問
題

○
こ
ま
か
な
問
題
を
段
階
的
に

と
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
巨
視

的
把
捉
を
す
る
。

○
形
式
段
落
を
基
準
と
し
て
一

ま
と
め
に
問
題
を
配
列
す

る
。

・
強
調
表
現

・
文
末
表
現

・
事
実
と
意
見

・
文
章
桔
成
の
型
等
(
文
学
的

文'-:-)

・
背
景

・
人
物
・
心
理
・
思
想

・
人
物
相
互
の
関
係

・
事
件
や
そ
の
展
間

○
文
の
構
造
等
の
問
題

○
語
句
語
法
等
の
問
題

○
文
体
表
現
等
の
問
題

○
段
落
相
互
の
関
係
等
の
問
題

C
全
体
の
ま
と
め
、
確
認

○
要
旨
主
題
等
の
問
題

○
構
成
に
関
す
る
関
越

○
文
体
表
現
等
の
問
題

○
作
者
作
品
等
の
問
題

e
ォ
蛸

○
発
展
問
題

○
着
眼
点
や
、
問
題
の
ね
ら
い

な
ど
を
示
す
こ
と
も
あ
る
。

○
授
業
で
す
べ
て
の
問
題
を
あ

つ
か
う
と
は
限
ら
な
い
し
、

問
題
の
配
列
順
に
授
業
を
展

開
す
る
と
も
か
ぎ
ら
な
い

○
小
さ
な
問
題
を
数
多
く
つ
-

り
、
こ
ま
か
-
読
ま
せ
る

○
参
考
文
献

○
参
考
事
項

O
A
V
教
材
の
提
示

○
ド
-
ル
的
問
題

〇
人
試
問
題
で
'
学
習
事
項
に

関
連
の
あ
る
も
の

○
読
書
指
導

30



五
'
学
習
指
導
の
展
開
と
指
導
上
の
留
意
点

「
学
習
の
し
お
り
」
は
、
あ
ら
か
じ
め
生
徒
に
配
布
し
て
い
る
の
で
、
生
徒

は
そ
の
設
問
の
解
答
を
ノ
ー
ト
に
書
い
て
の
ぞ
む
の
で
あ
っ
て
、
教
室
で
生
徒

に
与
え
,
そ
の
場
で
解
決
さ
せ
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
予
習
を
基
礎

と
し
て
教
室
で
の
授
業
は
展
開
さ
れ
る
。
設
問
を
、
そ
の
配
列
の
ま
ま
に
と

き
さ
え
す
れ
ば
、
授
業
は
終
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
場
の
ふ
ん
い
き
に

従
っ
て
'
生
徒
の
読
み
の
心
理
に
従
っ
て
、
教
師
の
個
性
に
応
じ
て
、
発
問
の

順
序
を
か
え
、
設
問
を
取
捨
選
択
し
、
問
い
方
を
か
え
て
授
業
は
展
開
さ
れ

る
。と

こ
ろ
で
,
「
学
習
の
し
お
り
」
を
使
用
し
て
の
授
業
形
態
に
は
、
次
の
五

つ
が
考
え
ら
れ
る
。

5　4　3　2　1

試
;
<
-
蝣
蝣
中
心
-
・
・
J
p
八
方
汁
l

教
師
質
問
1
生
徒
応
答
を
中
心
と
す
る
方
法

生
徒
発
表
を
中
心
と
す
る
方
法

生
徒
質
問
I
・
教
師
解
答
を
中
心
と
す
る
方
法

グ
ル
ー
プ
学
習
を
中
心
と
す
る
方
法

実
際
の
授
業
に
際
し
て
は
、
生
徒
の
理
解
度
へ
教
材
の
難
易
度
へ
生
徒
の
予

習
の
程
度
'
授
業
の
進
虻
'
設
問
の
難
易
度
と
そ
の
配
列
状
況
等
に
応
じ
た
授

業
方
法
が
の
ぞ
ま
れ
る
。
以
下
こ
の
五
つ
の
方
法
に
つ
い
て
、
過
去
の
実
践
に

も
と
づ
い
て
反
省
し
て
み
た
。

A
　
講
義
を
中
心
と
す
る
方
法

解
答
、
と
き
方
を
教
師
が
説
明
す
る
方
法
で
あ
る
O
無
味
乾
燥
に
な
っ
て
生

徒
は
た
い
-
つ
し
、
m
ハ
味
を
失
い
が
ち
に
な
る
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。
し
か
も
へ

生
徒
の
予
習
状
況
を
点
検
し
に
く
い
の
で
、
生
徒
は
は
り
あ
い
を
な
く
し
、
予

習
を
し
な
く
な
る
と
い
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
1
方
設
問
が
適
切
で
な
い
時
や
、

設
問
の
配
列
が
有
機
的
で
な
い
時
に
は
、
そ
の
欠
点
を
柵
い
や
す
い
し
、
進
皮

を
は
や
く
で
き
る
と
い
う
長
所
が
あ
る
。
現
在
へ
難
解
な
教
材
、
特
に
論
理
的

文
章
な
ど
で
は
'
生
徒
の
「
学
習
の
し
お
り
」
に
よ
る
予
習
を
ふ
ま
え
な
が

ら
へ
解
答
や
解
き
方
を
教
師
が
説
明
し
て
い
る
.
ま
た
、
グ
ル
ー
プ
学
習
な
ど

生
徒
中
心
に
授
業
を
展
開
す
る
時
、
終
結
の
段
階
で
'
要
約
、
補
足
、
関
連
事

項
な
ど
の
講
義
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

B
　
教
師
質
問
1
生
徒
応
答
を
中
心
と
す
る
方
法

予
習
し
て
き
た
こ
と
を
'
授
業
の
流
れ
の
な
か
で
指
名
し
て
発
表
さ
せ
る
方

法
で
あ
る
。
設
問
に
従
っ
て
、
た
だ
そ
れ
を
と
き
さ
え
す
れ
ば
い
い
の
だ
と
い

う
よ
う
に
蔀
務
的
に
扱
う
の
で
は
な
く
、
授
業
の
流
れ
の
中
で
、
ク
ラ
ス
の
ふ

ん
い
き
の
中
で
'
発
問
の
順
序
を
か
え
、
問
い
方
を
か
え
て
教
材
を
読
解
し
て

い
-
O
そ
の
際
、
生
徒
に
指
名
し
て
発
表
さ
せ
'
予
習
を
授
業
に
い
か
す
の
で

MIJESKこ
の
方
法
で
は
、
単
に
生
徒
に
解
答
さ
せ
る
だ
け
だ
と
、
問
答
式
に
な
っ
て

授
業
は
単
調
に
な
っ
て
し
ま
う
0
そ
こ
で
生
徒
の
発
言
を
め
ぐ
っ
て
'
そ
れ
に

つ
い
て
討
議
さ
せ
る
よ
う
に
授
業
を
展
開
す
る
の
が
の
ぞ
ま
し
い
。
一
方
こ
の

方
法
だ
と
生
徒
の
予
習
も
点
検
で
き
る
L
t
ま
た
設
問
が
適
切
で
な
い
時
や
、

設
問
の
配
列
が
布
槻
的
で
な
い
時
に
は
'
授
業
中
に
そ
れ
を
い
い
か
え
た
り
、
配

列
し
な
お
し
た
り
し
て
授
業
を
進
め
ら
れ
る
し
、
進
度
を
も
調
節
で
き
る
と
い

う
長
所
が
あ
る
.
ど
ん
な
柁
期
の
教
材
で
も
、
ど
ん
な
難
解
度
の
教
材
で
も
、
こ

の
方
法
は
有
効
で
あ
る
。
従
っ
て
も
教
室
で
は
も
っ
と
も
多
-
使
わ
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
方
法
に
よ
る
場
合
へ
授
業
の
流
れ
を
板
書
し
て
設
問
と
の
関
係

を
確
認
さ
せ
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
読
解
図
(
枠
を
作
り
へ
そ
こ
に
解
答
を
か
き

こ
む
よ
う
設
問
の
番
号
を
つ
け
た
も
の
)
を
生
徒
ノ
に
わ
た
し
て
、
設
問
と
授
業

の
流
れ
を
関
係
づ
け
た
り
す
る
と
、
生
徒
の
理
解
は
ふ
か
ま
る
。
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C
　
生
徒
発
表
を
中
心
と
す
る
方
法

予
召
し
て
き
た
こ
と
を
生
徒
に
発
表
さ
せ
'
あ
る
い
は
板
古
さ
せ
て
、
そ
れ

を
も
と
に
し
て
生
徒
に
考
え
さ
せ
た
り
、
討
議
さ
せ
た
に
す
る
方
法
で
あ
る
。

教
材
が
平
易
で
'
設
問
の
配
列
が
有
機
的
で
あ
る
場
合
へ
生
徒
の
学
習
態
度
が

良
好
な
場
合
へ
　
こ
の
方
法
は
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
、
授

業
は
況
乱
し
、
進
度
は
遅
れ
る
。

現
在
へ
古
典
の
学
習
で
、
口
語
訳
を
板
書
さ
せ
て
そ
れ
を
添
削
す
る
場
合
、

現
代
国
語
で
、
文
学
的
事
項
を
訓
査
さ
せ
て
発
表
さ
せ
る
場
合
な
ど
に
'
特
に

こ
の
方
法
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。

D
　
生
徒
質
問
1
教
師
解
答
を
中
心
と
す
る
方
法

予
習
を
学
習
の
主
体
と
し
、
そ
の
助
け
と
し
て
「
学
習
の
し
お
り
」
が
あ

り
、
授
業
を
、
そ
の
質
問
の
場
、
整
理
の
場
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
で

は
'
予
習
し
て
-
る
生
徒
と
'
そ
う
で
は
な
い
生
徒
と
の
学
力
差
が
拡
大
す
る

と
い
う
欠
陥
が
あ
る
。
従
っ
て
へ
現
在
あ
ま
り
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

E
　
グ
ル
ー
プ
学
習
を
中
心
と
す
る
方
法

設
問
に
つ
い
て
各
自
予
習
し
て
き
た
解
答
を
も
ち
よ
り
、
グ
ル
ー
プ
で
、
定

見
を
交
換
し
、
討
議
し
、
解
決
し
て
い
-
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
そ
の
際
、
教

師
の
助
言
へ
授
業
を
進
行
さ
せ
る
た
め
の
司
会
は
必
要
で
あ
る
。

・
こ
の
方
法
こ
そ
'
課
題
学
習
で
は
、
も
っ
と
も
効
果
的
な
授
業
方
法
と
い
え

る
。
グ
ル
ー
プ
学
習
で
は
、
楽
し
-
解
放
的
な
気
分
で
学
習
し
'
そ
の
た
め
に

国
語
学
習
そ
の
も
の
に
興
味
を
も
つ
。
ま
た
へ
意
見
が
で
や
す
い
雰
囲
気
で
あ

る
の
で
'
授
業
は
活
発
に
な
り
、
そ
の
意
見
を
も
と
に
討
議
を
つ
づ
け
て
い
く

の
で
、
理
解
は
深
ま
る
。
そ
の
た
め
に
印
象
は
強
く
な
る
。
ま
た
'
自
分
た
ち

で
問
題
を
解
決
し
ょ
う
と
す
る
意
欲
が
強
-
な
っ
て
'
学
習
へ
の
取
り
組
み
が

真
剣
に
な
る
。
事
実
、
定
期
テ
ス
ト
の
成
約
を
み
て
も
'
グ
ル
ー
プ
学
習
を
し

た
ク
ラ
ス
と
教
師
質
問
1
生
徒
応
答
の
授
業
ク
ラ
ス
と
で
は
、
か
な
り
の
差
が

あ
る
0
ま
た
斑
も
印
象
に
残
る
教
材
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
グ
ル
ー
プ
学
習
を

し
た
教
材
が
E
.
E
も
印
象
に
或
る
と
い
う
結
果
が
で
た
。
そ
し
て
、
生
徒
の
希
望

す
る
授
業
方
法
を
調
査
す
る
と
、
グ
ル
ー
プ
学
習
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
。

文
学
的
文
事
で
も
、
論
理
的
文
章
で
も
、
こ
の
方
法
は
布
効
で
あ
る
0
時
に

難
解
な
教
材
で
は
'
あ
と
か
ら
'
整
理
の
た
め
の
講
義
を
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
ま
た
あ
-
ま
で
生
徒
中
心
の
学
習
で
あ
る
の
で
、
設
問
の
配
列
に
は
注

志
を
要
す
る
。
た
と
え
ば
へ
微
視
的
な
設
間
を
順
を
お
っ
て
と
い
て
い
る
う
ち

に
、
巨
視
的
な
把
握
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
有
機
的
な
設
問
の
配
列
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
時
間
配
当
を
よ
く
考
え
て
'
進
度
を
考
慮
し
て
問
題

を
作
成
し
な
け
れ
ば
い
た
ず
ら
に
時
間
を
浪
費
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

T
I
j
て
、
混
乱
を
さ
け
る
た
め
、
各
グ
ル
ー
プ
の
学
習
状
況
を
点
検
す
る
た
め

に
、
バ
ズ
セ
ッ
シ
ョ
ン
形
態
を
と
る
の
が
の
ぞ
ま
し
い
。
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六
　
効
果
・
問
題
点
と
'
今
後
の
課
月

<
　
r
T
i
品

「
学
習
の
し
お
り
」
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
全
学
年
に
わ
た
っ
て
と
っ
た

と
こ
ろ
、
「
学
習
の
し
お
り
」
を
使
用
し
て
効
果
が
あ
る
と
答
え
た
も
の
が
7
8

%
に
及
ん
だ
.
只
体
的
に
は
、
ど
う
い
う
点
に
効
果
を
認
め
て
い
る
か
を
次
に

ま
と
め
て
み
た
。

1
.
予
習
、
復
習
が
容
易
で
あ
る
。

2
　
授
業
が
よ
く
理
解
で
き
る
0

3
　
学
習
目
標
が
わ
か
り
'
ど
こ
に
重
点
を
お
い
て
学
習
す
べ
き
か
が
わ
か
る
。

4
　
読
み
が
ふ
か
-
な
る
。

5
　
学
門
の
方
法
が
わ
か
る
。
な
ど



B
　
問
題
点

1
　
自
主
性
に
つ
い
て

自
分
自
身
で
問
題
を
も
っ
て
、
自
主
的
に
学
習
し
よ
う
と
い
う
態
度
が
そ
こ

な
わ
れ
は
し
な
い
か
が
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。
学
習
の
し
か
た
の
把
握

の
で
き
た
生
徒
'
特
に
よ
く
で
き
る
生
徒
は
、
そ
こ
な
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
o
 
L
か
し
へ
自
分
で
間
道
を
も
っ
て
教
室
に
の
ぞ
む
生
徒
が
あ
ま
り
い
な
い

現
状
で
は
、
「
学
習
の
し
お
り
」
は
必
要
で
あ
る
o
む
し
ろ
'
そ
れ
に
よ
っ
て
'

何
を
'
ど
う
学
習
す
れ
ば
よ
い
か
が
わ
か
る
の
で
、
生
徒
は
能
動
的
に
学
習
す

る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
'
自
主
性
を
や
し
な
う
動
機
づ
け
に
な
る
と
も
い
え

る
.
な
お
、
自
主
性
に
間
述
し
て
、
生
徒
に
自
主
的
に
問
迫
を
作
成
さ
せ
、
そ

れ
を
解
決
さ
せ
る
試
み
も
な
さ
れ
、
成
功
し
て
い
る
。

2
　
興
味
に
つ
い
て

「
学
習
の
し
お
り
」
で
は
、
課
題
学
習
を
つ
づ
け
て
や
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

生
徒
の
学
凹
捕
動
は
相
調
に
な
り
t
 
m
ハ
味
を
失
い
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
が
'
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
設
問
が
生
徒
の

能
力
に
即
し
て
い
な
い
場
合
、
設
問
が
出
退
者
の
ひ
と
り
よ
が
り
で
論
理
的
必

然
的
に
と
け
な
い
場
合
、
そ
の
設
問
が
箇
条
か
的
で
あ
っ
て
、
布
機
的
系
統
的

に
配
列
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
そ
の
設
問
に
対
す
る
解
答
を
与
え
さ
え
す
れ
ば

い
い
と
い
う
単
調
な
授
業
形
態
を
と
っ
た
場
合
な
ど
に
'
生
徒
が
興
味
を
失
う

の
で
あ
っ
て
'
「
学
習
の
し
お
り
」
そ
の
も
の
に
刑
ハ
味
を
も
た
な
い
の
で
は
な

い
。

C
　
今
後
の
課
題

こ
こ
で
は
課
題
学
習
の
実
践
的
成
果
と
し
て
'
「
学
習
の
し
お
り
」
を
と
り

あ
げ
、
掘
り
さ
げ
て
み
た
。

そ
れ
は
'
も
と
も
と
わ
れ
わ
れ
な
り
の
、
ひ
と
つ
の
試
み
で
あ
り
、
あ
が
き

で
も
あ
っ
た
.
∧
指
導
V
と
い
う
こ
と
ば
が
許
さ
れ
る
な
ら
'
こ
れ
ら
の
努
力

は
、
あ
る
い
は
、
教
師
の
画
一
的
な
指
導
の
容
易
さ
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
は
、
自
主
的
な
生
徒
の
活
動
は
そ
こ
な
わ
れ
l、
伸

び
よ
う
と
す
る
生
徒
の
自
由
な
思
考
の
芽
を
欠
ぐ
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
と

い
う
こ
と
を
お
そ
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
が
自
己
評
価
と
し
て
'
た
え
ず
心
に
か
け

た
と
こ
ろ
は
、
実
は
こ
の
点
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
与
え
る
学

習
で
は
な
く
、
育
て
る
学
習
を
ね
ら
っ
て
い
る
本
来
的
な
目
的
に
逆
行
す
る
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
実
に
生
徒
が
苛
ん
で
使
用
し
'
生
徒
の
平
間
の
大
部
分
も
、
「
学

習
の
し
お
り
」
か
ら
派
生
的
に
出
て
き
て
い
る
現
状
か
ら
、
こ
の
冊
子
は
、
教

科
召
傍
用
の
プ
-
ン
ト
に
と
ど
ま
ら
ず
、
な
に
を
ど
う
学
び
'
ど
う
郡
解
す
る

か
の
'
ひ
と
つ
の
手
段
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ

る
。

前
述
の
よ
う
な
問
題
点
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
学
習
の
し
お
り
」
の
本
質

に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
-
'
実
は
、
そ
れ
を
い
か
に
活
用
す
る
か
の
働
き
か

け
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
は
'
同
語
教
育
を
椛
進
し
て
行
-
う
え
で
、
「
学
門

の
し
お
り
」
が
唯
一
絶
対
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
こ
の
小
さ
な
働
き
か
け
が
'
自
主
的
な
学
門
の
動
機
づ
け
と
な
る
と
い
う

過
程
を
大
切
に
し
た
い
の
だ
。

そ
こ
で
、
「
学
習
の
し
お
り
」
に
よ
る
同
語
指
導
を
い
っ
そ
う
効
果
的
に
す

る
た
め
、
内
容
の
再
検
討
を
中
心
と
し
た
、
問
題
の
あ
り
方
や
、
設
問
の
配
列

に
鋭
い
メ
ス
を
入
れ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
.
な
に
よ
り
も
「
指
導
の
体
系
化
」

を
め
ざ
し
た
相
互
間
の
研
修
を
現
在
進
め
て
い
る
。
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七
　
指
導
の
記
録
(
「
学
習
の
し
お
り
」
と
の
関
連
を
中
心
に
し
て
)

A
　
古
典
乙
I
。
第
1
学
年
普
通
科
。
伊
勢
物
語
「
筒
井
筒
」
　
(
尚
学
図
書
)
。
二
時
間
扱
い
O

目
標
　
1
、
歌
物
語
を
読
ん
で
、
そ
の
間
潔
な
表
現
の
美
し
さ
を
味
わ
い
と
る
0

2
、
い
つ
の
時
代
に
も
変
わ
ら
な
い
男
女
の
愛
惜
の
機
微
に
触
れ
て
、
物
語
の
世
界
の
お
も
し
ろ
さ
を
-
み
と
る
。

半
　
k
J

指

　

導

　

上

　

の

　

留

　

意

　

点

「

　

学

　

習

　

　

の

　

　

し

　

　

お

　

　

り

　

」

　

　

設

　

問

〔
導
入
〕

-
'
男
女
の
愛
惜

〔EtZ〕

-
'
読
み

2
、
簡
潔
な
表
現

3
、
構
成

川
手
場
人
物

脚
段
落

間
大
意

4
、
第
一
段
の
読
解
と

t:.‥I-I

川
構
成

は
贈
答
歌

川
心
情

川
表
現係

り
結
び

帆
蝣
.
<
」
"
・
作
品

i
-
;
^
防
げ

間
男
女
の
愛
惜
に
つ

O
「
み
や
び
」
の
追
求
の
準
構
。

○
近
代
文
学
へ
の
影
響
。

(
樋
口
一
票
「
た
け
く
ら
べ
」
)

○
歌
物
語
の
形
態
を
想
起
さ
せ
る
。

(
前
段
「
都
鳥
」
)

○
板
詔
に
つ
い
て
　
-
　
図
示
を
考
え
る
。

-
　
読
後
感
を
メ
モ
し
て
み
よ
う
。

・=EI
t
登
場
人
物
は
だ
れ
か
。
ま
た
全
文
中
で
は
ど
の
よ
う
な
言
い
方
が

さ
れ
て
い
る
か
。

2
、
い
く
つ
の
セ
ン
テ
ン
ス
か
ら
な
っ
て
い
る
か
。

3
、
全
休
を
二
つ
の
段
落
に
分
け
よ
。
(
手
が
か
り
に
な
る
も
の
は
な

い
か
)

4
'
そ
れ
ぞ
れ
の
段
の
あ
ら
す
じ
を
ま
と
め
よ
。

国
<
1
段
V

l
、
①
発
端
⑧
眉
間
③
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
④
終
結
に
分
け
て
説
明
し
て

み
よ
う
。

2
、
二
つ
の
和
歌
の
関
係
を
考
え
よ
う
。

a
t
　
「
た
け
」
が
「
過
ぎ
」
た
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う

か
。

b
t
　
「
妹
」
が
「
見
ざ
る
ま
に
」
と
い
う
こ
と
の
う
ら
に
は
、
ど
う

い
う
気
持
ち
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
O

c
t
　
「
く
ら
べ
こ
し
」
の
和
歌
で
a
と
似
た
気
持
ち
を
述
べ
た
の
は

ど
の
部
分
か
。

d
、
女
主
人
公
の
い
い
た
い
気
持
ち
は
何
か
。

m



い
て

5
'
罪
二
段
の
読
解
と

狩りJ-/
川
語
句

I
i
l
H
I
p
?
語

脚
二
人
の
愛
情
の
変

化
と
相
互
の
関
係

川
「
風
吹
け
ば
」

修
辞
法

心
情

脚
か
な
し
(
心
情
)

〔
整
理
〕

男
女
の
愛
惜
へ
　
「
み
や

び
」
の
美
意
識
に
つ
い

て
話
し
合
う
。

頂
一

-
う
べ
こ
し
振
り
分
け
髪
も
肩
過
ぎ
ぬ
君

∵
∴
・
.
.
÷
∴
ト
・
∴
∵
「
　
「

ノ
ヽ第

二
段
へ

↓

女
の
変
の
よ
り
深
さ
…

○
古
語
辞
典
で
必
ず
調
べ
さ
せ
る
。

○
男
女
そ
れ
ぞ
れ
の
心
理
と
行
動
を
対
比
的
に
。

O
「
都
鳥
」
で
学
ん
だ
序
詞
・
か
け
詞

○
中
央
図
書
「
古
文
解
釈
の
基
礎
」
を
読
ん
で

考
え
さ
せ
て
お
く
。

e
'
け
っ
き
ょ
-
、
二
つ
の
和
歌
に
共
通
す
る
気
持
ち
は
ど
う
い
う

も
の
で
、
そ
の
気
持
ち
が
端
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
地
の
文

の
う
ち
ど
こ
か
。

1
'
二
つ
の
歌
に
は
「
過
去
」
　
「
現
在
」
　
「
未
来
」

ら
が
よ
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
よ
。

味
も
考
え
る
)

3
、
係
り
結
び
を
ぬ
き
出
せ
。
(
二
段
に
つ
い
て
も
)

に
わ
た
る
事
が

(
助
動
詞
の
意

4
、
心
中
に
思
っ
て
い
る
こ
と
は
<
　
　
∨
で
く
-
れ
。

<
二
段
V

l
、
次
の
こ
と
ば
は
現
代
語
と
同
じ
窓
昧
か
ど
う
か
o

a
年
ご
ろ
　
　
b
た
よ
り
な
-
(
た
よ
り
な
し
)

d
か
か
る
　
　
e
前
栽
　
　
-
な
が
め
(
な
が
む
)

C
け
し
き

g
か
な
し

2
、
次
の
部
分
は
ど
う
い
う
意
味
か
o

a
、
「
も
ろ
と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
-
て
あ
ら
む
や
は
」

b
、
「
さ
り
け
れ
ど
」
　
(
「
さ
」
は
前
の
ど
の
部
分
を
う
け
て
い
る

か
、
は
っ
き
り
さ
せ
る
。
)

C
、
「
異
心
あ
り
て
か
か
る
に
ゃ
あ
ら
む
」
の
「
か
か
る
」
が
ど
の

部
分
を
受
け
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
す
る
。

3
、
「
風
吹
け
ば
」
の
修
辞
を
考
え
よ
。

4
、
二
人
の
愛
惜
は
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
。
男
女
の
行
動
を
対

比
し
て
考
え
よ
。

E
i
]
「
学
習
と
研
究
」
の
「
三
」
を
ノ
ー
ト
に
メ
モ
し
て
み
よ
う
。

Ⅲ
参
考
問
題
(
本
文
'
設
問
は
省
略
)

〔
〓
　
「
む
か
し
、
東
の
五
条
に
大
后
の
宮
お
は
し
ま
し
け
る
、
西
の

対
に
住
む
人
あ
り
け
り
。
」
　
(
四
段
)

〔
二
〕
　
「
む
か
し
男
あ
り
け
り
。
身
は
い
や
し
な
が
ら
へ
母
な
む
官
な

り
け
り
。
」
　
(
八
十
四
段
)
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B
、
現
代
国
語
　
二
年
普
通
科
(
理
科
コ
ー
ス
)
　
「
チ
ボ
ー
家
の
人
々
」
　
(
中
央
回
書
版
)
　
5
時
間
扱
い
の
う
ち
1
時
間

単
元
の
目
標
1
号
場
人
物
の
性
格
・
心
理
・
思
想
な
ど
を
言
動
の
中
か
ら
分
析
し
て
ま
と
め
る
。

2
青
年
期
の
心
理
の
特
質
に
つ
い
て
考
え
る
。

3
作
品
の
構
成
・
主
題
を
考
え
る
。

4
長
編
文
学
に
親
し
む
態
度
を
発
う
。

展
開
の
概
略
-
通
読
し
て
場
面
の
展
開
を
考
え
へ
段
落
を
設
定
し
'
主
題
へ
の
見
通
し
を
つ
け
る
.

(
1
時
間
)

屈
間
例

2
登
場
人
物
の
心
理
・
性
格
・
思
想
な
ど
を
、
そ
の
言
動
の
中
か
ら
分
析
し
'
ま
と
め
ろ
.
(
3
時
間
)

3
ジ
ャ
ッ
ク
の
中
に
め
ざ
め
て
い
る
愛
に
対
す
る
健
保
と
不
安
に
つ
い
て
話
し
あ
い
へ
主
題
を
ま
と
め
る
。
(
1
時
間
)

本
時
は
3
時
間
め
(
展
開
の
概
略
の
2
の
2
時
間
め
)

学
　
　
-
-
-
　
　
y
-
 
~
　
　
山

捕
　
和
　
上
　
　
　
　
蝣
:
蝣
,
=
'
-
 
'
-
!
　
点

「
学
習
の
し
お
り
」
　
の
　
設
問

-
部5

段

前
時
の
学
習
の
内
容
の
確
認

本
時
の
目
標
の
提
示

黙
読

尾
根
表
べ
や
で
の
ジ
ャ
ッ
ク
の
心
理
の

変
化
を
ま
と
め
よ
う
。

ノ
1
-
の
点
検
(
平
場
人
物
の
言
動
の
う
ち
そ

の
心
理
を
探
る
手
が
か
り
に
な
る
描
写
が
指
示

通
り
抜
き
出
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
。
)
　
は
ぼ

「
し
お
り
」
の
項
目
脱
に
、
そ
の
行
動
や
考
え

の
底
に
あ
る
も
の
を
考
え
へ
青
年
期
の
悩
み
に

も
触
れ
る
。

1
4
次
の
a
I
g
に
注
志
し
て
「
少
年
期
と
訣
別

し
、
青
年
期
に
は
い
っ
た
ジ
ャ
ッ
ク
」
の
心

理
に
つ
い
て
考
え
よ
。

a
つ
ん
と
く
ち
び
る
を
と
が
ら
せ
た
。

b
W
o
r
d
s
＼
W
o
r
d
s
＼
W
o
r
d
s
＼

C
栢
え
ら
れ
な
い
も
の
の
方
へ
脱
を
伸
ば
す
。

d
こ
れ
で
-
・
・
・
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
ん
だ

ろ
う
か
～

e
お
れ
は
い
っ
た
い
、
-
-
お
と
な
な
ん
だ

ろ
う
か
P

I
激
し
い
あ
こ
が
れ
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-
部

i
-
H
-
 
*
*

表
現
の
巧
み
な
と
こ
ろ
を
指
摘
し
よ
う
。

ジ
ャ
ッ
ク
の
ア
ン
ト
ワ
I
ヌ
に
対
す
る

態
度
を
考
え
よ
う
0

チ
ポ
ー
氏
の
人
が
ら
に
つ
い
て
確
認
し

よ
う
。

フ
ォ
ン
タ
ナ
ン
家
と
フ
ォ
ン
タ
ナ
ン
夫

人
に
つ
い
て
わ
か
る
こ
と
を
簡
単
に
ま

と
め
よ
う
。

ジ
ェ
ン
ニ
ー
の
態
度
と
そ
れ
に
対
す
る

ジ
ャ
ッ
ク
の
心
理
を
考
え
よ
う
。

心
理
拭
写
と
自
然
描
写
の
結
び
つ
き
の
巧
み
な
と

こ
ろ
の
指
摘
。

兄
へ
の
信
頼
と
そ
の
限
界
な
ど
に
つ
い
て
あ
ら

す
じ
を
参
考
に
し
な
が
ら
簡
単
に
ま
と
め
る
.

前
時
に
ふ
れ
た
こ
と
(
I
部
3
段
)
に
さ
ら
に

補
足
す
る
程
度
に
す
る
。

家
風
　
フ
ォ
ン
タ
ナ
ン
夫
人
の
主
人
が
家
庭

を
か
え
り
み
ず
行
方
も
し
れ
な
い
。

宗
教
　
旧
教
と
新
教
の
信
者
の
宗
教
意
識
の

対- '--:。

夫
人
に
対
す
る
ジ
ャ
ッ
ク
の
心
理
の
わ
か
る
と

こ
ろ
に
触
れ
る
。

ジ
ェ
ン
ニ
ー
の
無
関
心
と
そ
れ
に
つ
い
て
あ
れ

こ
れ
と
可
能
な
か
ざ
り
好
意
的
解
釈
を
試
み
よ

う
と
す
る
ジ
ャ
ッ
ク
の
心
理
と
を
対
比
さ
せ
る
。

g
<
生
き
る
ん
だ
∨
<
行
動
す
る
ん
だ
V

<
愛
す
る
ん
だ
V
の
自
己
へ
の
決
意
は
、

ジ
ャ
ッ
ク
の
人
生
に
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ

さ
れ
た
か
を
'
あ
ら
す
じ
な
ど
を
参
考
に

し
な
が
ら
調
べ
て
み
よ
う
。
こ
の
三
つ
の

こ
と
ば
の
相
互
関
係
は
。

1
6
「
フ
ォ
ン
タ
ナ
ン
」
が
な
ぜ
の
ろ
わ
し
い
名

ない. '-¥-:

1
7
西
欧
に
お
け
る
宗
教
(
宗
派
)
と
家
風
と
の

関
係
を
調
べ
よ
。

1
8
「
ジ
ャ
ッ
ク
は
身
動
き
も
し
な
か
っ
た
」
に

つ
い
て
。

a
そ
の
電
報
は
、
実
際
に
だ
れ
が
う
っ
た
も

の
か
。

b
ど
ん
な
意
図
で
う
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

C
こ
の
時
'
ジ
ャ
ッ
ク
は
ど
ん
な
気
持
ち
だ

っ
た
ろ
う
か
。

2
 
1
b
な
ぜ
ジ
ャ
ッ
ク
は
夫
人
の
祝
轟
を
す
な
お

に
う
け
と
れ
な
か
っ
た
の
か
。

2
 
1
ジ
ャ
ッ
ク
の
心
理
に
つ
い
て
考
え
よ

a
　
(
省
略
)

b
　
(
既
出
)
I

C
ジ
ェ
ン
ニ
ー
の
態
度
を
ジ
ャ
ッ
ク
は
ど
の
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次
時
予
告

引
き
続
き
'
し
お
り
を
参
考
に
し
て

同
様
な
作
業
を
し
て
く
る
よ
う
に
指

示
し
て
お
く
。

よ
う
に
解
釈
し
た
か
。

d
「
歯
を
-
い
し
ぼ
っ
た
」
と
は
ど
ん
な
気

持
ち
か
。

1
9
ジ
ャ
ッ
ク
を
迎
え
る
ジ
ェ
ン
ニ
ー
の
態
度
を
'

ジ
ゼ
-
ル
と
比
較
し
て
み
よ
.

2
0
ジ
ャ
ッ
ク
の
ジ
ェ
ン
ニ
ー
に
対
す
る
態
度
を
'

ジ
ゼ
-
ル
に
対
す
る
態
度
と
比
較
し
て
み
よ
O

(
広
島
県
立
賀
茂
高
等
学
校
教
諭
)




