
読

む

こ

と

の

学

習

環

境

論

-
　
山
　
路
　
兵
　
市
　
の
　
ば
　
あ

朋

　

ゼ

　

e

m

u

I
.
I
I
路
兵
市
は
、
明
治
三
九
年
二
九
〇
六
)
十
月
十
二
日
、
福
岡
瓜
師
範
学

校
卒
業
後
へ
同
年
十
月
二
三
日
福
岡
県
師
範
学
校
訓
導
と
し
て
教
壇
に
立
つ
。

大
正
七
年
二
九
二
八
)
十
二
月
二
八
日
'
奈
良
女
子
高
等
師
範
学
校
訓
導
に

任
ぜ
ら
れ
、
そ
の
実
践
研
究
は
'
「
活
水
の
算
術
に
対
し
て
山
路
の
国
語
'
学

習
本
山
の
双
壁
」
一
往
T
)
と
評
価
さ
れ
た
。

当
時
の
奈
良
女
子
高
等
師
範
学
校
附
属
小
学
校
に
は
'
今
日
へ
筆
者
想
定
法

i
 
-
-
-
-
'
i
_
!
・
∵
.
 
-
蝣
j
-
i
'
,
.
r
;
.
t
.
:
、
　
　
∵
止
　
/
'
;
'
し
・
∵
.
∵
=
研
究
1

(
奈
良
女
高
師
附
小
学
習
研
究
会
、
大
正
十
1
年
四
月
創
刊
)
の
主
幹
を
勤
め

た
河
野
伊
三
郎
(
注
三
)
等
が
活
躍
し
て
い
た
。

ま
た
'
当
時
の
奈
良
女
高
師
附
小
は
'
大
正
中
・
後
期
の
教
育
改
造
運
動
に

お
い
て
、
東
の
千
糞
師
範
附
属
小
学
校
王
事
手
塚
岸
衛
'
大
正
八
年
着
任
)

と
と
も
に
'
西
の
拠
点
校
と
し
て
、
主
事
木
下
竹
次
(
大
正
八
年
着
任
)
の
学

習
班
論
(
注
四
)
　
に
支
え
ら
れ
'
「
独
自
学
習
と
相
互
学
習
」
へ
「
合
科
学
習
」

な
ど
、
学
習
指
導
の
実
践
研
究
に
着
手
・
展
開
し
て
い
た
。

山
路
兵
市
の
所
論
は
'
現
在
の
読
む
こ
と
の
学
習
指
導
論
に
も
影
響
を
与
え

つ
つ
あ
滋
が
(
往
五
)
'
そ
の
〟
内
実
″
は
'
い
ま
だ
十
分
に
解
朋
r
u
れ
'
継
承

・
兜
促
さ
れ
て
い
え
と
は
い
え
な
い
。

小
　
　
森
　
　
　
　
茂

本
稿
で
は
、
山
路
兵
市
の
読
む
こ
と
の
教
育
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
'

「
即
瑠
崇
読
み
方
の
自
由
教
育
」
(
大
正
十
年
∧
1
九
≡
∨
五
月
、
目
黒
苔

店
)
に
み
ら
れ
る
r
学
習
環
境
論
L
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
特
質
や
今
日
的
意
義

に
つ
い
て
考
察
す
る
。

(
な
お
、
引
用
は
'
前
出
の
「
耶
謂
票
読
み
方
の
自
由
整
巳
に
よ
る
。

以
下
同
じ
。
)

L
.
読
む
l
J
と
の
教
育
論
と
学
習
環
境
論

山
路
兵
市
の
読
む
こ
と
の
教
育
論
の
根
底
に
は
'
「
読
書
創
造
」
と
い
う
考

え
方
が
あ
る
。
こ
の
「
読
書
創
造
」
か
ら
、
読
む
こ
と
の
学
習
環
境
論
も
必
然

的
に
導
か
れ
る
。

∵

'

!

*

;

'
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<

・
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i
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'

「
読
古
創
造
と
は
読
書
に
よ
っ
て
自
己
生
命
を
充
実
し
成
長
せ
し
む
る
こ
と
で

あ
る
。
仙
人
の
文
章
を
機
縁
と
し
て
自
己
生
命
の
完
全
体
に
ま
で
創
造
成
長
す

る
こ
と
で
あ
る
.
」
(
三
ペ
)
　
と
'
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
'
山
路
兵
市
の
読
む
こ
と
の
教
育
論
は
'
言
語
生
活
(
人
間
生

琶
に
み
ら
れ
る
読
む
こ
と
の
人
間
形
成
(
彫
蟹
・
感
化
)
の
事
実
'
実
態
を

凝
視
す
る
こ
と
か
ら
立
論
さ
れ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
教
科
書
を
含
め
文
章
・
作
品
を
読
む
態
度
に
は
'
「
受
動
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的
説
苫
態
度
」
と
・
「
創
造
的
説
讃
態
度
」
の
二
つ
が
あ
る
と
し
'
「
受
動
的
読

i
'
'
-
.
態
度
」
と
は
'
「
文
革
が
表
現
し
て
ゐ
る
思
想
を
存
在
共
の
ま
1
と
し
て
受

入
れ
る
の
み
の
態
度
」
(
四
ペ
)
　
で
あ
り
、
「
創
造
的
茄
詐
態
度
」
と
は
'
「
文

韓
を
た
ゞ
に
存
在
物
と
し
て
受
入
れ
る
の
み
に
止
ま
ら
ず
'
該
文
章
を
材
料
と

L
t
自
己
創
造
の
至
と
し
て
読
む
態
度
」
　
(
四
ペ
)
　
で
あ
る
。

山
路
兵
市
の
読
む
こ
と
の
教
育
論
は
'
〝
ど
う
し
た
ら
教
科
古
を
上
手
に
'

効
率
よ
-
読
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
″
と
い
う
発
想
で
は
な
く
汲
々
の
読

む
こ
と
の
生
活
に
み
ら
れ
る
'
人
間
形
成
の
機
能
を
含
む
「
創
造
的
読
書
態
度
」

の
育
成
か
ら
構
築
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
あ
る
文
章
・
作
品
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
未
知
の
郵
柄
に
で
あ

い
'
そ
れ
を
奥
機
(
き
っ
か
け
'
て
が
か
り
)
　
に
'
こ
れ
ま
で
の
未
熟
な
自
分
'

未
発
達
な
自
分
か
ら
'
そ
れ
を
踏
み
こ
え
乗
り
こ
え
'
新
た
な
自
分
を
ひ
き
だ
.

L
t
掘
り
さ
げ
る
自
己
確
立
'
自
己
創
造
と
し
て
の
(
「
創
造
的
読
書
態
度
」
に

よ
る
)
　
「
読
書
創
造
」
の
実
現
こ
そ
が
'
山
路
兵
市
の
読
む
こ
と
の
教
育
に
お

け
る
目
的
論
　
(
本
質
論
)
　
で
あ
る
3

つ
ぎ
に
'
こ
の
目
的
論
(
本
質
論
)
　
と
し
て
の
「
読
書
創
造
」
は
'
ど
の
よ

う
に
し
て
実
現
さ
れ
'
具
現
さ
れ
て
い
-
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
の
究
明

が
'
山
路
兵
市
の
「
独
自
自
由
学
習
」
・
「
相
互
学
習
」
と
し
て
の
読
む
こ
と
の

「
学
習
指
導
論
」
で
あ
る
㌣

ま
ず
、
山
路
兵
市
の
「
読
亭
創
造
」
を
根
底
に
す
え
た
読
む
こ
と
の
学
習
指

導
論
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
背
田
を
も
っ
て
誕
生
し
て
-
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
乱
川
叫
っ
用
い
ヨ
川
>
1
'
「
1
3
"
t
 
L
'
1
'
=

一
X
Z
2
L
t
-
i
~
~
:
.
'
」
I
.
'
'
-
i
'
*
*
‥
言
＼

縄
験
を
反
省
す
る
こ
と
の
出
来
る
ば
か
り
で
は
な
く
既
往
幾
十
年
か
の
問

に
'
か
の
先
餌
諸
大
家
が
私
に
教
へ
て
下
さ
っ
た
事
実
の
跡
を
総
合
し
て
も
'

私
は
い
ま
だ
従
来
の
教
育
班
が
生
ん
だ
結
果
に
対
し
て
'
こ
れ
ぞ
と
恩
ふ
も

の
を
見
当
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
私
は
私
の
先
達
の
垂
れ
残
し
給
ひ
し
経
験

と
、
私
自
身
が
嘗
め
た
経
験
と
か
ら
こ
れ
を
考
へ
来
る
時
へ
　
こ
の
自
由
学
習

の
法
が
'
た
と
へ
へ
大
な
る
努
力
を
費
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、

を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
即
に
自
分
自
身
に
於
て
の
み
こ
の
辛
い

こ
れ
が
私
の
行
-
べ
き
唯
1
の
道
で
は
な
い
か
と
恩
は
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な

叫
。
」
(
三
三
～
三
門
ペ
'
傍
線
は
引
川
者
へ
以
下
同
じ
)

こ
の
よ
う
に
'
山
路
兵
沖
の
「
白
山
学
習
の
は
」
は
'
〝
従
来
〃
の
画
T
的
'

二
K
的
学
習
指
導
を
'
自
覚
的
に
脱
皮
L
t
克
脱
し
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
出

r:-Jすろ'

な
お
'
〝
従
来
〃
と
い
う
場
合
へ
直
接
的
に
は
山
路
兵
市
が
実
践
を
開
始
し

た
明
治
三
九
年
か
ら
大
正
十
年
頃
ま
で
を
、
さ
ら
に
'
間
接
的
に
は
明
治
三
九

年
以
前
も
含
む
時
期
を
さ
す
と
孝
与
ら
れ
る
。
(
以
下
〝
従
来
〃
と
い
う
似
合

こ
れ
に
同
じ
。
)

こ
の
「
自
由
学
習
の
は
」
は
'
「
自
主
的
自
由
学
習
」
と
も
「
独
自
自
由
学

習
」
　
(
筆
者
注
、
以
下
こ
の
名
称
を
使
用
す
る
)
　
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
「
独

自
自
由
学
習
」
と
は
、
「
説
普
創
造
」
を
め
ざ
し
、
自
ら
思
考
・
思
索
し
'
自

ら
資
料
や
文
献
を
収
集
・
探
索
し
、
自
ら
教
師
の
助
言
・
把
導
を
求
め
る
な
ど

白
山
に
主
体
的
に
学
習
活
動
す
る
学
習
方
法
・
形
態
で
あ
る
。

こ
の
「
独
自
自
由
学
習
」
に
お
い
て
'
政
調
さ
れ
へ
再
試
さ
れ
て
い
る
こ
と

(

-

,

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

u

は
'
学
習
者
の
胸
中
か
ら
こ
み
あ
げ
'
挽
き
で
る
要
求
や
必
然
性
'
自
由
で
主

⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

休
的
な
学
習
活
動
、
教
科
朔
日
だ
け
で
な
-
多
資
料
・
多
文
献
、
さ
ら
に
教
師
と

の
榊
別
学
習
で
あ
る
。

2-43



と
-
に
'
「
独
自
自
由
学
習
」
で
は
、
学
習
者
が
自
分
の
頭
で
徹
底
的
に
考

え
'
思
う
存
分
自
ら
の
力
で
解
決
す
る
こ
と
が
竹
重
さ
れ
へ
教
師
の
仰
か
ら
は

従
来
の
教
師
の
一
斉
教
授
に
対
し
'
教
師
対
各
学
習
者
と
の
徹
底
し
た
個
別
指

導
に
'
禿
点
が
お
か
れ
て
い
る
.

さ
ら
に
、
こ
の
「
独
自
自
由
学
習
」
は
'
「
凡
そ
人
間
が
成
長
す
る
に
は
二

つ
の
方
面
の
力
を
要
す
る
.
T
は
自
己
独
自
の
力
'
1
は
仙
人
の
力
で
あ
る
。
」

二
四
1
ペ
)
と
し
、
「
独
自
自
由
学
習
」
を
確
か
に
ふ
ま
え
て
の
「
相
互
学

門
」
が
展
開
さ
れ
る
。

「
独
白
自
由
学
習
」
か
ら
「
相
互
学
習
」
へ
発
展
す
べ
き
m
山
は
'
要
約
す

・
る
と
'
次
の
よ
う
で
あ
る
。

e
t
　
「
独
自
自
由
学
習
」
は
'
学
習
本
来
の
姿
で
あ
る
が
'
主
観
的
に
流
れ
や

す
く
、
独
善
の
ま
ま
で
お
わ
り
や
す
い
。

◎
'
人
間
に
は
'
生
来
、
自
ら
発
見
'
理
解
'
創
造
し
た
こ
と
を
発
表
し
た
い
、

去
現
し
た
い
と
い
う
性
質
が
あ
る
.

③
'
人
間
に
は
'
お
た
が
い
の
学
び
え
た
こ
と
を
'
〟
切
放
球
鱗
〃
し
ょ
う
と

す
る
'
良
き
哉
争
心
が
あ
る
。

@
'
教
師
の
側
か
ら
す
る
と
、
学
習
者
全
員
に
個
別
指
導
の
み
で
終
始
す
る
こ

と
は
'
学
習
者
問
の
疑
問
点
が
数
個
の
疑
問
に
収
れ
ん
L
t
関
連
し
あ
う
こ
と

も
あ
る
の
で
、
時
間
的
'
労
働
的
に
も
不
経
済
で
あ
る
こ
と
3

そ
こ
で
、
山
路
兵
市
は
'
「
相
互
教
育
」
に
つ
い
て
、
「
こ
こ
に
仙
人
の
力

で
成
長
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
仙
人
に
よ
っ
て
刺
戟
さ
れ
、
省
察
さ
せ
ら
れ
'
確

信
を
与
へ
ら
れ
'
開
眼
せ
ら
れ
て
'
独
自
成
長
の
虫
'
自
己
研
磨
の
料
と
す
る

こ
と
で
あ
る
Q
所
謂
人
間
相
互
の
教
育
で
あ
る
。
」
二
四
二
ペ
)
と
'
そ
の
役

割
を
述
べ
て
い
る
C
L

山
路
兵
市
の
「
相
互
学
習
」
の
1
般
的
学
習
方
法
、
形
態
は
、
次
の
よ
う
で

あ
る
。「

か
の
独
自
の
力
の
み
に
よ
る
欠
肺
で
あ
る
と
こ
ろ
の
誤
っ
て
い
た
自
認
も

自
ら
訂
j
E
L
、
発
表
本
能
も
満
足
さ
れ
へ
名
誉
'
弟
争
の
心
も
活
足
さ
れ
て

学
習
の
動
機
は
い
よ
　
-
　
高
ま
り
、
か
つ
は
教
師
の
指
導
難
も
緩
和
さ
れ
る
。

か
れ
等
の
自
力
学
習
の
方
法
及
び
結
果
は
益
々
鍛
錬
さ
れ
'
開
眼
さ
れ
る
。

世
に
何
よ
り
も
刺
戟
L
t
発
脅
せ
し
む
る
も
の
は
こ
の
同
戟
相
互
の
討
究
に

如
く
も
の
は
な
い
。
」
二
三
八
ペ
)

こ
の
「
相
互
学
習
」
は
'
教
師
と
の
〝
棚
当
な
〃
個
別
指
導
を
含
む
「
独
白

白
山
学
習
」
を
ふ
尊
兄
'
さ
ら
に
'
み
が
き
、
ひ
ろ
め
'
ふ
か
め
る
た
め
の

〝
同
輩
相
互
の
討
究
〃
に
よ
る
'
集
団
学
習
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

近
年
み
ら
れ
る
(
小
)
集
団
学
習
に
は
'
や
や
も
す
る
と
へ
個
が
集
団
に
寄

り
か
か
り
'
埋
没
し
が
ち
な
傾
向
が
み
う
け
ら
れ
る
。
山
路
兵
市
の
「
相
互
学

習
は
'
む
し
ろ
'
ひ
と
り
ひ
と
り
の
学
習
内
容
を
ふ
か
め
る
た
め
の
一
小
)
　
集

団
学
習
と
い
え
よ
う
C
'

こ
う
し
て
'
山
路
兵
市
の
「
独
白
自
由
学
習
」
・
「
相
互
学
習
」
は
t
 
r
学
習

研
究
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
に
よ
れ
ば
　
(
注
六
)
'
大
正
七
年
(
1
九
1
八
)
の

第
三
学
期
に
誕
生
L
t
　
「
読
書
創
造
」
の
た
め
の
学
習
指
導
論
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
'
山
路
兵
市
の
読
む
こ
と
の
学
習
指
導
論
を
、
さ
ら
に
'
効
率
よ
-
'

有
効
に
実
現
す
る
た
め
求
め
ら
れ
た
の
が
読
む
こ
と
の
学
習
環
境
論
で
あ
る
。

読
む
こ
と
の
学
習
指
導
が
、
効
率
よ
-
・
有
効
に
営
ま
れ
る
た
め
に
は
'
「
第

1
と
し
て
は
何
物
を
獲
'
何
物
に
到
達
す
る
の
か
の
目
概
が
確
か
に
捉
へ
ら
れ

て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
　
(
三
三
一
ペ
一
'
「
第
二
の
要
件
と
し
て
は
'
共
の
目
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的
に
到
達
す
る
た
め
に
と
る
べ
き
手
段
が
各
自
の
生
に
適
応
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
」
　
c
m
三
二
ペ
一
と
し
て
'
第
三
の
要
件
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

I?3

「
第
三
の
要
件
と
し
て
は
'
児
童
の
生
を
退
憾
な
-
発
揮
し
柑
る
や
う
其
の

環
境
を
担
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
い
か
に
教
法
が
児
童
の
生
に
適
応
し
て

例
え
ば
、
我
々
は
'
あ
の
「
四
十
五
分
」
　
(
四
〇
分
～
五
〇
分
の
場
合
も
あ

ヽ

　

ヽ

ろ
う
が
)
　
の
学
習
指
導
の
時
間
に
つ
い
て
'
そ
の
長
さ
の
必
然
性
を
、
ど
れ
だ

け
考
慮
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

山
路
兵
市
は
、
こ
の
「
四
十
五
分
」
の
学
習
状
況
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
o

ゐ
る
と
い
っ
て
も
'
其
の
も
の
の
み
の
単
独
に
よ
っ
て
は
完
全
な
る
事
は
出

来
な
い
。
教
法
を
し
て
最
よ
く
生
に
適
応
し
得
る
や
う
に
学
習
四
囲
の
副
矧

「
従
来
は
今
の
時
間
に
は
こ
の
教
材
に
つ
い
て
'
こ
れ
だ
け
の
事
の
ま
と
め

を
つ
け
'
こ
れ
だ
け
の
事
を
完
結
し
よ
う
と
い
ふ
や
う
に
教
授
さ
れ
て
ゐ
た
。

を
磐
へ
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
学
習
上
に
不
便
を
感
ず
る
や
う
で
は
其

の
学
習
は
全
心
的
で
あ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
彼
等
を
し
て
自
力
を
十
二
分

に
光
抑
せ
し
め
ん
と
す
る
に
は
学
習
に
関
係
あ
る
す
べ
て
の
方
面
に
わ
た
っ

て
従
釆
の
伝
統
に
7
大
斧
朝
を
加
へ
更
に
大
に
建
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」

(
三
三
四
～
三
三
五
ペ
)

山
路
兵
市
は
'
読
む
こ
と
の
学
習
指
導
を
効
率
よ
-
'
有
効
に
す
る
た
め
に
'

-

,

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

"

j

f

r

u

「
あ
た
へ
ら
れ
た
る
時
間
、
与
へ
ら
れ
た
る
科
雷
、
其
の
他
'
不
文
律
の
や
う

に
な
っ
て
伝
は
り
来
っ
た
も
の
を
唯
一
の
守
本
尊
の
や
う
に
固
守
し
て
ゐ
て
は

改
造
も
能
率
も
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
」
(
三
三
五
ペ
)
　
と
し
て
、
読
む
こ
と

の
学
習
環
境
論
を
授
嘱
す
る
。

以
下
'
山
路
兵
市
の
読
む
こ
と
の
学
習
環
境
論
を
、
0
「
時
間
」
t
e
「
教
科

書
」
、
臼
「
設
備
」
の
三
点
か
ら
考
察
す
る
。

二
'
読
む
こ
と
の
学
習
環
境
論
・
「
時
間
」

こ
れ
ま
で
の
読
む
こ
と
の
学
習
指
導
は
'
そ
の
結
果
を
急
ぐ
あ
ま
り
'
教
師

と
学
習
者
と
の
直
接
交
渉
だ
け
に
工
夫
や
努
力
を
集
中
す
る
傾
向
が
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
か
C
'

し
か
も
'
教
師
の
予
定
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
'
児
童
の
欲
求
す
る
と
こ
ろ

の
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
へ
教
材
は
必
ず
確
実
に
何
時
聞
か
に
分
節

配
当
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
該
時
間
に
配
当
さ
れ
て
ゐ
る
教
材
'
事
項
は

必
ず
共
の
時
間
に
完
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
た

が
っ
て
、
其
の
取
扱
の
舶
序
な
る
も
の
は
首
比
が
整
然
と
1
糸
素
れ
な
い
や

う
に
出
来
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
'
T
時
限
　
-
　
に
ま
と
ま
り
が
キ
チ
ン

と
つ
け
ら
れ
る
。
　
-
　
中
略
　
-

そ
し
て
'
そ
れ
等
は
皆
、
教
師
が
勝
手
に
つ
-
つ
た
所
謂
整
然
た
る
帖
序

I
 
i
,
.
;
,
'
'
.
,
i
t
　
　
　
　
　
　
　
　
　
汗
・
蝣
:
:
v
"
>
'
'
-
-
∴
-
-
I
'
-
'
:
-
蝣

し

*

'

.

.

"

.

ォ

'

・

*

・

'

t

　

　

、

∵

・

=

・

・

・

r

∵

蝣

蝣

L

-

j

-

-

j

-

-

:

-

川
~
づ
~
甘
引
柑
矧
が
粛
凪
引
引
。
終
業
の
号
鐘
が
響
く
廊
下
や
運
動
場
に
は

地
紋
児
の
遊
び
戯
れ
る
声
が
か
ま
ぴ
す
し
い
、
児
童
は
そ
わ
　
-
　
し
て
心
は

甲
や
外
で
あ
る
3
し
か
し
予
定
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
教
師
は
一
泊

千
里
の
大
急
行
で
や
っ
て
の
け
る
。
」
二
七
三
～
1
七
田
ペ
)

こ
の
よ
う
に
'
従
来
の
「
四
十
五
分
」
の
学
習
指
導
時
問
は
'
教
師
中
心
に
'

教
師
が
教
師
の
た
め
に
準
備
し
、
順
序
立
て
た
学
習
指
導
過
程
で
あ
っ
た
と
指

摘
し
て
い
る
.
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し
か
し
へ
こ
の
「
四
十
五
分
」
で
完
結
す
る
学
習
は
'
学
習
者
の
側
か
ら

れ
ば
、
き
わ
め
て
不
自
然
で
'
「
外
観
は
い
か
に
も
黙
然
と
し
て
ゐ
る
や
う

見
え
る
か
も
知
れ
ぬ
が
児
童
の
活
力
は
実
は
邦
の
時
間
限
り
で
'
終
業
と
共
に

房
糾
し
て
し
ま
ふ
。
い
な
、
む
し
ろ
'
共
の
時
間
の
後
半
は
<
c
i
-
滅
殺
さ
れ
て

し
ま
っ
て
ゐ
る
。
」
二
七
六
ペ
)
と
'
批
判
し
て
い
る
。

こ
の
批
判
の
根
拠
は
、
山
路
兵
市
の
'
次
の
よ
う
な
文
章
観
に
韮
づ
-
も
の

と
い
え
よ
う
。

二
個
の
血
の
流
れ
た
文
革
を
四
時
間
に
も
五
時
間
に
も
分
即
し
て
'
~
d
u

'
,
-
.
'
‥
.
I
、
輔
'

J
.
*
¥
1
^
-
.
-
,
v
.
>
'
.
'
.
-
'
,
.
.
-
三
し
り
し
'
_
J

j
^
r
i
・
.
;
>
-
蝣
:

w
.
:
}
・
-
.
:
.
V
-
1
J
-
.
'
?
-
′
・
・
i
清
へ
り
‥
=
i
.
封
州
引
H
~
」

二
七
七
ペ
)

山
路
兵
市
の
ば
あ
い
、
読
む
こ
と
の
対
象
で
あ
る
文
革
(
鶴
)
に
つ
い
て
の

言
及
は
、
大
正
十
年
の
時
点
で
は
'
あ
ま
り
多
-
は
な
い
。
し
か
し
'
文
章
と

は
'
〟
血
の
流
れ
た
有
機
的
'
全
体
的
な
も
の
〃
で
あ
り
'
従
っ
て
へ
読
む
こ

と
の
指
導
は
、
こ
の
文
章
の
性
格
を
生
か
す
よ
う
に
と
の
指
摘
は
、
示
唆
深
い

も
の
と
い
え
る
.

い
つ
で
も
'
ど
ん
な
と
き
で
も
'
形
式
的
・
機
械
的
に
「
四
十
五
分
」
で
'

学
習
時
問
を
切
る
こ
と
は
'
学
習
者
の
意
欲
を
減
退
さ
せ
る
し
、
文
革
の
性
格

も
殺
す
こ
と
に
な
る
L
t
「
時
間
」
を
本
当
に
生
か
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い

し
て
い
る
。
.

つ
ぎ
に
、
山
路
兵
市
は
、
自
由
で
主
体
的
学
習
「
時
間
」
の
碓
保
に
つ
い
て

は
へ
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
C
'

「
し
か
ら
ば
こ
の
時
問
を
学
校
に
於
け
る
児
衆
の
生
活
中
の
F
い
つ
L
に

む
る
べ
き
か
t
的
芯
前
か
'
放
課
後
か
、
し
か
し
'
こ
れ
を
家
庭
に
む
か
つ

て
要
求
す
る
と
同
罪
で
あ
る
。
わ
れ
　
-
　
は
ど
う
し
て
も
規
定
の
授
業
時
間

即
ち
五
時
間
の
中
か
ら
こ
れ
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
-
中
略
-
0

矧
刊
面
魂
矧
判
矧
到
畑
劉
矧
到
盟
矧
叫
瑚
矧
劉
U
戚
割
判
思
川
可
吋
引
、

こ
の
五
時
間
五
時
限
を
間
守
し
て
ゐ
る
こ
と
に
越
す
も
の
は
あ
る
ま
い
.
」

(
三
六
三
～
三
六
四
ペ
)

そ
こ
で
、
「
独
白
自
由
学
習
」
の
「
時
間
」
の
確
保
の
考
え
方
、
方
法
に
つ

°

い
て
'
例
え
ば
'
一
日
の
五
時
間
は
'
工
夫
と
創
造
と
に
よ
っ
て
六
時
限
に
も

°

七
帖
隈
に
も
な
り
う
る
こ
と
を
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
試
み
に
時
間
の
計
算
を
し
て
み
る
。
五
時
間
は
三
百
分
で
あ
る
。
一
時
限

を
四
十
五
分
と
し
て
休
憩
を
十
五
分
と
す
れ
ば
五
時
限
に
な
る
.
こ
れ
が
従

来
か
ら
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
か
の
や
う
に
と
ら
れ
た
仕
方
で
あ
る
。
し

か
し
'
こ
の
教
授
時
間
と
休
憩
時
問
か
ら
各
五
分
づ
つ
を
械
ず
る
と
四
十

m
m
x

づ
つ
が
五
回
と
五
十
分
が
7
回
と
十
分
休
み
が
四
回
出
来
て
'
都
合
六
時
限

に
な
る
3
　
こ
の
四
十
分
の
五
時
限
を
普
通
の
時
間
と
す
る
と
五
十
分
の
1

眼
は
立
.
派
な
学
習
時
間
に
あ
て
ら
れ
る
。
」
　
(
三
六
四
ペ
)

そ
こ
で
'
山
路
兵
市
は
'
「
四
十
五
分
」
の
使
い
方
に
つ
い
て
も
'
「
独
自

白
山
学
習
」
の
意
欲
や
時
間
の
効
率
よ
い
運
用
の
た
め
に
へ
次
の
よ
う
な
考
え

方
を
提
案
し
て
い
る
。

「
仰
=
叫
可
7
引
付
叫
叫
ガ
コ
.
相
即
の
四
十
分
や
四
十
五
分
を
捉
非
今
日
の
中
に

246

使
用
し
尽
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
事
は
な
い
。
早
-
済
め
ば
二
十
分
で

も
十
五
分
で
で
も
切
り
上
げ
'
仕
叫
が
多
け
れ
ば
七
十
分
で
も
八
十
分
で
も

乃
至
は
そ
れ
以
上
で
も
続
け
る
。
学
習
の
都
合
で
長
-
も
短
-
も
さ
れ
る
。

1
週
間
　
(
又
は
1
学
期
)
　
の
総
計
分
数
が
規
定
さ
れ
た
も
の
と
合
致
す
れ
ば

よ
い
。
」
　
三
一
七
〇
ペ
)



こ
の
よ
う
に
、
山
路
兵
市
は
'
〝
学
習
の
都
(
=
〃
を
*
苅
し
て
、
「
四
十
五

分
」
の
効
率
よ
い
弾
力
的
な
使
い
方
(
可
動
式
の
時
間
割
)
を
挺
案
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
'
読
む
こ
と
の
学
習
環
境
と
し
て
の
「
時
間
」
は
'
「
読
書
創
造
」

の
た
め
に
'
形
式
的
運
用
か
ら
学
習
本
位
の
「
時
間
」
と
し
て
と
ら
え
な
お
さ

れ
て
い
-
の
で
あ
る
。

三
'
読
む
こ
と
の
学
習
環
境
論
・
「
教
科
書
」

S
.
む
こ
と
の
学
習
指
導
に
お
い
て
'
「
教
科
書
」
の
は
た
す
役
割
は
爪
要
で

あ
る
3
山
路
兵
相
は
'
「
教
科
F
.
=
」
の
役
割
に
つ
い
て
へ
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。「

教
材
は
其
の
は
た
ら
き
を
無
限
に
成
し
て
ゐ
る
。
従
っ
て
こ
れ
が
は
た
ら

か
せ
方
如
何
に
よ
っ
て
は
ど
ん
な
に
で
も
能
率
を
あ
げ
し
む
る
こ
と
が
出
来

る
。
吾
々
に
は
与
へ
ら
れ
た
る
科
吉
が
あ
る
。
吾
々
は
こ
れ
に
対
し
て
'
こ

の
与
へ
ら
れ
た
る
も
の
が
児
童
の
読
書
創
造
の
た
め
に
適
当
な
る
も
の
か
石

か
'
即
ち
完
全
な
る
も
の
か
.
A
:
か
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
-
完
全
な
も

の
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
否
々
は
こ
れ
が
間
口
を
拡
げ
'
奥
行
を
探
め
て
取
扱

う
こ
と
が
山
来
る
も
の
で
あ
る
。
五
の
も
の
を
五
の
も
の
だ
け
取
扱
っ
た
と

こ
ろ
で
'
そ
れ
は
能
率
を
あ
げ
た
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
。
五
の
も
の
を
十
の
も

の
'
二
十
の
も
の
と
し
て
始
め
て
そ
れ
が
活
用
さ
れ
た
と
い
ふ
も
の
'
し
た

が
っ
て
能
率
が
あ
げ
ら
れ
た
と
言
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
」
(
三
四
〇
～
三
四
T

a山
路
兵
市
は
'
教
科
古
の
位
i
j
・
役
割
を
、
た
だ
ひ
た
す
ら
教
科
吉
の
内
容

や
雄
柄
を
教
え
て
い
-
の
で
は
な
く
'
め
ざ
す
べ
き
学
力
や
'
日
的
・
目
標
の

た
め
に
　
(
こ
こ
で
は
自
己
創
i
:
B
と
し
て
の
「
読
湖
.
1
創
造
」
)
、
素
材
や
き
っ
か
け

・
て
か
か
り
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
C
'

こ
こ
で
は
、
「
読
古
創
造
」
の
た
め
に
'
現
行
の
国
語
読
本
一
往
七
)
　
を
中

心
素
材
に
、
効
率
よ
い
'
有
効
な
活
用
方
は
を
考
え
る
こ
と
が
、
学
習
環
境
を

考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
O

ま
ず
、
山
路
兵
市
は
、
学
習
者
と
国
語
読
本
と
教
師
と
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の

実
態
を
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
か
の
旺
盛
な
る
言
語
欲
と
'
そ
の
所
有
す
る
と
こ
ろ
の
言
語
数
か
ら
見
て

も
'
又
史
に
'
科
古
以
外
の
読
物
を
し
か
も
多
大
の
興
味
を
以
て
読
み
ふ
け

ら
う
と
す
る
児
賓
の
態
度
か
ら
見
て
も
'
臓
々
二
冊
の
し
か
も
分
量
の
少
い

科
古
の
み
で
は
'
い
か
に
そ
れ
を
取
扱
ふ
と
し
て
も
'
彼
等
の
生
を
満
足
せ

し
む
る
こ
と
が
出
来
よ
う
と
は
思
は
れ
な
い
。
」
　
(
三
四
七
ペ
一

そ
こ
で
'
山
路
兵
市
は
'
国
語
の
力
の
修
得
方
法
に
つ
い
て
'
「
元
来
、
国

語
は
他
の
科
学
の
や
う
に
其
の
基
礎
が
出
来
れ
ば
力
が
得
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と

に
は
な
ら
な
い
。
多
く
聞
か
せ
'
多
-
読
ま
せ
'
そ
し
て
多
-
使
用
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
血
と
も
な
り
肉
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
」
　
(
三
四
七
ペ
)
　
と
し
て
'

教
科
古
を
め
ぐ
っ
て
の
学
習
環
境
の
問
題
点
を
'
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
"
j
-
ト
∴
　
　
　
　
　
　
叶
・
h
l
i
i
'
l
T
j
-
'
,
'
.
-
ユ
ー
ふ
　
　
　
　
　
　
　
て
一
蝣
I
l
l

247

が
'
科
苫
以
外
の
国
語
教
材
と
い
ふ
こ
と
に
は
目
が
注
が
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
。

再
々
は
科
事
の
研
究
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
な
ら
な
い
と
同
時
に
大
い
に
科
吉

以
外
の
読
物
の
研
究
を
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
国
語
教
育
の
教
材
は
単
な
る
科

雷
の
み
で
は
な
い
。
弟
の
読
書
力
'
国
語
力
の
向
上
発
展
は
T
に
科
宙
以
外

:
,
 
,
‖
J
.
・
-
u
‥
.
 
"
・
;
蝣
"
-
 
'
-
V
ト
一
叫
^
o
i
u
:
.
.
^
-
-
蝣
方
・
肖
'
　
　
　
　
-

ふ
ほ
握
だ
し
き
誤
り
で
あ
る
。
」
　
三
五
7
-
三
五
二
ペ
)

①

こ
の
よ
う
に
'
山
路
兵
市
は
'
国
語
　
壬
完
L
 
。
)
　
は
'
「
多
-
開
か
せ
、
多
-



読
ま
せ
'
多
-
使
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
血
と
な
り
肉
と
も
な
る
」
と
い
う

⑧

言
'
:
;
日
。
い
組
'
児
巾
・
学
門
翁
は
'
水
火
肝
-
」
」
>
ろ
'
:
"
2
T
.
-
力
し
)
=
-
-
 
'
,
か
な
'
J
-
熊
の

①

括
ち
主
で
あ
る
こ
と
'
そ
れ
に
対
し
国
定
国
語
読
本
は
、
あ
ま
り
に
分
畳
が
少

な
い
こ
と
か
ら
、
〟
多
読
〃
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
素
材
の
開
拓
を
主
張
し
て

い
る
3
ま
た
'
〝
多
読
〃
こ
そ
が
'
教
科
書
を
素
材
に
し
て
'
読
む
こ
と
の
散

村
本
来
の
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
L
t
　
こ
れ
か
ら
は
、
教
科
書
を
本

質
的
に
生
か
す
た
め
の
教
材
研
究
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。

ま
た
へ
山
路
兵
市
は
、
〝
多
読
〃
の
た
め
の
学
習
素
材
へ
環
境
の
自
覚
・
開

拓
の
必
望
性
に
つ
い
て
'
~
「
~
相
割
瑚
仙
川
面
魂
叫
劉
仙
薗
判
じ
村
中
瑚
矧
朝
刊
州
甘

の
凹
語
教
育
を
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
」
二
二
四
三
ペ
)
へ
「
我
が
国
語
教
育
は

n
M
初
か
ら
多
読
の
必
要
を
自
覚
し
て
ゐ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ー
和
書
以
外
に
読

み
物
の
必
要
を
感
ず
る
教
師
は
'
其
の
国
語
教
育
者
で
あ
る
と
私
は
思
ふ
。
」

(
三
四
五
ペ
)
と
、
述
べ
て
い
る
.

読
む
こ
と
の
学
習
指
導
に
お
い
て
'
「
教
科
書
」
本
来
の
役
割
'
目
的
を
問

う
と
き
'
現
状
の
教
科
書
だ
け
の
教
材
研
究
に
没
頭
し
が
ち
な
状
況
を
考
え
る

と
き
'
山
路
兵
市
の
「
読
方
教
育
'
即
読
本
教
育
と
思
ふ
は
甚
だ
し
さ
誤
り
で

あ
る
」
　
(
前
出
)
'
「
大
い
に
科
古
以
外
の
読
物
の
研
究
を
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」

(
前
山
)
　
と
い
う
意
見
、
提
言
に
は
傾
聴
す
べ
き
も
の
が
あ
る
3

四
、
読
む
こ
と
の
学
習
環
境
論
・
「
設
備
」

山
路
兵
市
は
、
従
来
の
国
語
科
学
習
で
み
ら
れ
た
教
科
書
1
冊
と
せ
い
ぜ
い

凹
語
群
古
(
学
習
用
具
)
　
と
で
進
め
ら
れ
る
学
習
環
境
に
つ
い
て
'
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

「
設
蹄
の
整
っ
て
ゐ
る
場
所
に
入
れ
ば
'
強
い
ら
れ
ず
し
て
自
ら
学
習
が
し

た
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
　
-
　
は
児
我
が
こ
の
心
を
起
す
ま
で
に
彼
等

の
自
学
に
要
す
る
要
具
を
難
へ
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
要
具
な
し
に
自

学
を
強
ゆ
る
へ

こ
の
位
無
m
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
う
す
つ
ペ
ら
な
科
書
に

負
弱
な
辞
雷
の
一
冊
を
与
え
た
-
ら
ゐ
で
児
童
の
自
由
学
習
が
出
来
る
と
思

っ
て
ゐ
る
の
は
大
き
な
誤
で
あ
る
。
」
(
三
七
三
ペ
)

こ
の
よ
う
に
、
「
読
書
創
造
」
と
し
て
の
「
独
自
自
由
学
習
」
(
ひ
い
て
は
「
相

克
学
習
」
)
　
に
は
'
学
習
者
の
多
資
料
へ
　
多
文
献
の
主
体
的
活
用
を
必
要
と
す

る
こ
と
か
ら
、
「
時
間
」
'
「
教
科
書
」
と
と
も
に
、
「
設
備
」
の
充
実
が
必
要
と

な
っ
て
-
る
。

か
り
に
'
学
習
者
個
人
で
作
り
え
な
い
要
具
は
'
学
校
俳
が
準
肺
す
る
に
し

て
も
'
そ
れ
を
さ
が
L
t
活
用
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
'
山
路
兵

市
は
'
「
独
自
自
由
学
習
」
・
「
相
互
学
習
」
の
た
め
の
「
教
室
」
に
つ
い
て
'

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
教
育
の
能
率
を
あ
ぐ
る
に
は
分
科
教
室
の
制
を
採
る
が
よ
い
。
全
部
が
さ

う
さ
れ
な
い
な
ら
ば
少
-
と
も
邦
科
・
体
操
・
唱
歌
・
国
語
・
修
身
・
地
歴

・
図
画
手
工
・
裁
縫
・
家
事
・
算
術
の
各
室
と
'
外
に
特
別
室
と
し
て
児
童

岡
F
L
]
宗
、
児
式
博
物
館
を
設
け
な
-
て
ほ
な
ら
ぬ
。
学
級
専
用
教
室
は
同
学

年
学
級
の
数
多
き
学
校
で
は
学
習
具
の
供
給
上
に
不
便
が
あ
る
が
'
分
科
に

よ
っ
て
教
室
を
わ
け
る
と
学
習
具
は
陳
列
さ
れ
た
ま
ゝ
で
異
動
せ
し
む
る
必

2-18

要
が
な
い
か
ら
へ
児
童
は
其
の
教
室
に
入
る
と
そ
の
傍
へ
ら
れ
た
る
要
具
に

よ
っ
て
'
自
ら
其
の
科
の
気
分
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
.
つ
ま
り
'
其
の
科

の
教
室
に
は
'
其
の
科
の
気
分
が
敵
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
(
三
七
七
～
三

七
八
ペ
)

山
路
兵
市
に
よ
れ
ば
'
学
習
者
が
〝
や
る
気
〃
や
興
味
や
関
心
t
 
m
解
を
た



す
け
'
深
め
る
学
習
要
具
(
「
設
備
」
)
　
の
活
用
状
況
に
つ
い
て
、
「
従
来
は
絵

画
横
本
類
の
T
通
り
は
と
に
か
-
締
付
け
ら
れ
て
ゐ
た
け
れ
ど
も
'
児
丑
の
図

書
'
実
験
要
具
は
僻
へ
ら
れ
て
は
ゐ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
絵
画
標
本
の

提
供
の
仕
方
は
多
-
は
其
の
時
間
に
な
っ
て
初
め
て
教
室
に
飾
る
の
み
で
時
間

が
終
る
と
す
ぐ
引
き
こ
ま
せ
る
。
児
童
は
こ
れ
を
チ
ラ
と
見
た
ば
か
り
で
あ

る
。
」
　
(
三
七
四
ペ
)
　
と
述
べ
て
い
る
。

蝣
u
>
つ
し
た
学
習
用
具
の
活
用
状
況
か
ら
'
山
路
兵
市
は
、
学
習
者
が
自
由
に

主
体
的
に
'
思
う
存
分
学
習
要
具
を
活
用
し
う
る
よ
う
に
'
絵
画
標
本
は
も
と

よ
り
'
児
童
の
た
め
の
図
か
'
実
験
要
具
な
ど
の
充
実
・
整
僻
を
回
る
べ
き
こ

と
を
主
張
し
て
い
る
。

た
だ
し
へ
　
こ
の
こ
と
は
'
学
習
環
境
と
し
て
の
出
川
へ
設
僻
が
十
分
に
あ
れ

ば
、
自
由
で
主
体
的
学
習
が
可
能
に
な
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
目
的
は
、

学
習
者
が
必
要
に
応
じ
て
、
教
師
と
と
も
に
力
一
ば
い
工
夫
し
努
力
し
、
創
造

し
'
学
習
活
動
に
生
か
す
こ
と
で
あ
る
。

自
由
で
主
体
的
学
習
を
実
現
し
て
い
-
た
め
に
'
「
設
僻
」
と
し
て
の
「
教

室
」
に
つ
い
て
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
を
学
習
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
要
具
と
雰

囲
気
と
を
も
っ
た
「
分
科
式
教
室
」
　
(
各
教
科
ご
と
)
　
の
運
用
、
経
営
が
提
案

さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
へ
教
室
が
学
級
専
用
教
室
制
を
採
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科

に
通
し
た
自
由
で
主
体
的
学
習
の
た
め
に
は
'
足
非
と
も
児
虫
国
吉
室
と
児
童

博
物
館
の
設
置
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。

こ
の
「
独
白
自
由
学
習
」
・
「
相
互
学
習
」
の
機
会
と
場
と
し
て
の
児
登
国
憲

館
、
児
童
博
物
館
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
提
案
を
し
て
い
る
3

「
私
は
こ
れ
に
最
も
適
当
な
室
と
し
て
講
堂
を
利
用
し
た
い
。
講
堂
は
広
-

も
あ
り
常
に
あ
い
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
元
来
'
我
が
国
の
講
堂
は
ど
不
経

済
に
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
は
な
い
。
一
年
わ
づ
か
何
回
か
を
使
用
す
る
外

は
い
つ
も
か
ら
つ
ば
に
休
ま
せ
て
あ
る
。
こ
れ
を
反
対
に
い
っ
て
も
博
物
館

図
書
館
兼
自
習
室
と
し
て
使
用
し
て
、
7
年
何
回
か
の
式
日
だ
け
自
学
を
休

ま
せ
る
こ
と
に
し
た
ら
'
講
堂
の
能
率
も
亦
大
と
な
っ
て
、
児
童
の
学
習
上

に
貢
献
す
る
こ
と
が
け
だ
し
少
々
で
は
あ
る
ま
い
。
」
　
(
三
八
〇
ペ
)

山
路
兵
市
は
'
や
や
も
す
る
と
慣
習
的
に
利
用
し
が
ち
な
講
堂
に
つ
い
て
も
'

自
由
で
主
体
的
な
学
習
環
境
の
場
と
し
て
注
目
す
る
。
確
か
に
'
講
堂
と
い
え

ど
も
'
学
校
施
設
の
一
部
で
あ
り
'
立
派
な
学
習
環
境
で
あ
る
。

さ
ら
に
'
特
別
教
科
の
教
室
に
つ
い
て
'
「
教
室
に
つ
い
て
は
此
の
外
に
な

は
考
ふ
べ
き
余
地
が
あ
る
3
何
れ
の
学
校
に
て
も
別
科
'
図
画
手
工
'
耶
歌
'

家
事
'
裁
縫
等
の
特
別
室
が
あ
る
。
た
と
ひ
そ
の
全
部
で
な
-
と
も
こ
の
巾
の

二
三
は
必
ず
あ
る
べ
き
苦
で
あ
る
。
こ
れ
等
を
単
な
る
共
の
科
の
み
の
専
用
室

と
す
る
必
要
は
な
い
。
」
　
(
三
八
二
ペ
)
　
と
し
て
'
「
設
僻
」
と
し
て
の
学
習
環

境
か
ら
み
な
お
L
t
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
も
し
も
こ
れ
等
の
空
室
を
適
当
に
利
用
す
る
こ
と
に
す
れ
ば
不
足
と
思
っ

て
ゐ
た
教
室
も
か
へ
つ
て
大
い
に
余
裕
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
O
甜
剰
釧
魂

い
‥
"
*
蝣
-
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∵
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ゐ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
　
(
三
八
二
～
三
八
三
ペ
)

こ
の
よ
う
に
へ
山
路
兵
市
は
学
習
の
た
め
に
は
「
設
僻
」
の
本
質
的
充
尖
'

活
用
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
こ
と
は
、
尖
践
上
あ
ま
り
自
覚

的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

現
在
の
読
む
こ
と
の
学
習
指
導
を
考
え
る
と
き
'
我
々
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り

が
自
由
に
主
体
的
に
学
習
活
動
が
で
き
る
よ
う
に
'
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
「
設



僻
」
を
ど
れ
だ
け
・
ど
の
よ
う
に
工
夫
し
'
考
慮
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

今
後
'
1
時
限
'
1
教
室
で
の
・
r
設
備
」
に
限
ら
ず
'
そ
れ
を
つ
つ
む
学
校

全
体
と
し
て
の
「
設
備
」
の
機
能
と
意
義
と
を
'
学
習
の
本
質
に
か
え
っ
て
'

と
ら
え
な
お
す
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ま
　
　
と
　
　
め

'
「
　
　
　
∴
:
・
1
∴
蝣
・
"
-
"
J
|
<
-
;
'
主
上
　
　
1
1
J
t

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
教
'
児
直
接
の
交
渉
の
み
が
い
か
に
努
力
さ
れ
改
造
さ
れ
て
も
'
学
校
が

な
す
す
べ
て
の
施
設
経
営
、
そ
れ
ら
が
全
的
に
能
率
を
発
揮
す
る
で
な
か
つ

た
ら
、
収
め
得
ら
る
べ
き
も
の
で
な
い
。
」

こ
う
し
て
み
る
と
、
山
路
兵
市
の
読
む
こ
と
の
学
習
環
境
論
と
は
'
自
ら
欲

L
t
求
め
る
学
習
活
動
が
で
き
る
よ
う
な
、
し
た
-
な
る
よ
う
な
学
級
・
学
校

経
営
を
背
景
と
し
た
、
読
む
こ
と
の
学
習
指
導
論
の
1
部
で
あ
り
'
そ
れ
を
つ

つ
み
こ
む
全
体
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

山
路
兵
市
に
と
っ
て
'
「
説
古
創
造
」
と
し
て
の
読
む
こ
と
の
学
習
指
導

一
「
独
自
自
由
学
習
・
相
互
学
習
」
)
は
'
「
時
間
」
'
「
教
科
書
」
'
「
設
僻
」
等
の

学
習
環
境
の
本
質
的
理
解
と
'
そ
れ
ら
の
充
実
整
僻
が
あ
っ
て
こ
そ
'
は
じ
め

て
実
現
さ
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
T
(
注
八
)
0

現
在
の
読
む
こ
と
の
学
習
指
導
が
'
一
冊
の
教
科
書
と
'
「
四
十
五
分
」
の

ま
と
ま
り
の
な
か
で
'
し
か
も
、
教
師
が
学
習
者
に
直
接
は
た
ら
き
か
け
る
こ

ヽ

　

ヽ

と
に
、
工
夫
と
努
力
と
が
集
中
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
山
路
兵
市
の
自
由
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ヽ
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ヽ

　

ヽ

　

ヽ
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ヽ

　

ヽ

　

ヽ

に
主
体
的
に
学
習
活
軌
が
し
た
-
な
る
よ
う
な
'
で
き
る
よ
う
な
学
習
環
境
論

の
捉
旧
　
(
大
正
十
年
)
　
は
'
今
日
な
お
意
義
探
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
。

注
T
t
　
「
現
代
教
育
家
評
伝
」
為
藤
五
郎
著
'
昭
和
十
1
年
二
九
三
六
)

文
化
f
;
"
2
刊
　
二
　
1
ニ
ー
二
三
ペ
)

注
二
、
拙
梢
「
読
む
こ
と
の
学
習
指
導
論
　
-
　
筆
者
思
定
法
・
論
を
中
心

に
　
-
　
」
　
(
数
台
学
研
究
紀
要
'
中
国
四
国
教
育
学
会
へ
　
2
5
号
、
投
稿

3

M

!

岨

注
三
'
前
出
の
「
現
代
教
育
家
評
伝
」
に
よ
れ
ば
'
「
済
水
甚
吾
'
山
路
兵

1
君
等
と
弛
ん
で
奈
良
の
最
古
参
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

注
四
'
「
学
習
原
論
」
　
(
大
正
十
二
年
'
目
黒
書
店
)
'
「
学
習
各
論
」
　
(
上

巻
・
大
正
十
五
年
へ
中
巻
・
昭
和
三
年
'
下
巻
・
昭
和
四
年
'
日
招
州
苫

店
)
　
等
が
あ
る
。

注
五
、
「
筆
者
想
定
法
の
拙
論
と
実
践
」
　
(
倉
沢
栄
吉
・
百
国
研
若
、
昭
和

四
七
年
へ
共
文
祉
'
二
二
～
1
　
二
二
ペ
)
　
参
照
。

注
六
、
r
相
互
教
育
の
揺
藍
し
　
(
雑
誌
r
学
習
研
究
.
r
大
正
十
1
年
四
月
'

∧
創
刊
号
∨
'
八
九
～
九
七
ペ
)

注
七
'
引
用
さ
れ
る
教
材
か
ら
'
第
二
期
国
定
国
語
教
科
書
(
明
治
四
三
年

使
用
開
始
)
　
を
'
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
.

注
八
、
そ
の
他
'
「
組
織
」
の
環
境
論
が
あ
る
。
.
(
紙
面
の
都
合
上
'
剖
愛

し
た
。
)

ニ
尚
知
大
学
教
育
学
部
助
教
授
)
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