
高
等
学
校
作
文
教
育
に
お
け
る
イ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
指
導

1
寺
田
寅
彦
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
利
用
し
て
書
く
I

「
　
問
題
の
所
在

イ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
は
'
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
発
達
し
た
古
典
修
辞
学
の
五
大

部
分
1
日
　
i
n
v
e
n
t
i
o
n
(
発
想
)
へ
惚
　
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
(
配
置
、
配
列
)
へ

矧
　
e
l
o
c
u
t
i
o
n
(
修
辞
)
へ
㈱
　
m
e
m
o
r
y
(
記
憶
)
へ
㈲
　
a
c
t
i
o
n
(
所

作
)
　
の
最
初
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
何
を
述
べ
る
か
」
と
い
う

「
何
」
に
あ
た
る
も
の
を
兄
い
だ
す
段
階
へ
述
べ
る
べ
き
思
想
を
創
出
す
る

段
階
へ
と
一
般
に
定
義
づ
け
ら
れ
る
。

今
回
へ
　
イ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
指
導
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
の
は
、

高
等
学
校
作
文
教
育
に
お
い
て
'
恩
想
の
創
出
が
ほ
と
ん
ど
指
導
の
対
象
と

な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
体
に
高
等
学
校
に
お
い
て
は
'
作
文
指
導

は
き
わ
め
て
低
調
で
あ
る
。
教
育
課
程
に
「
国
語
表
現
」
が
組
み
込
ま
れ
て

い
て
も
、
せ
い
ぜ
い
小
論
文
対
策
か
就
職
作
文
の
練
習
へ
　
さ
ら
に
現
代
文
や

古
典
の
問
題
演
習
に
切
り
替
え
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
ま
た
へ
か
ろ

う
じ
て
作
文
の
時
間
が
確
保
さ
れ
た
と
し
て
も
'
形
式
的
な
表
現
技
術
の
指

導
ば
か
り
が
先
行
し
が
ち
で
あ
る
。

田
　
　
中
　
　
宏
　
　
幸

私
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
私
の
実
践
を
反
省
す
る
時
、
強

く
そ
の
こ
と
を
思
う
。
例
え
ば
、
三
校
目
の
勤
務
先
で
あ
る
M
高
校
の
生
徒

た
ち
に
対
し
て
は
'
「
文
章
構
成
法
」
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
に
力
を
注
い

だ
。
M
高
校
の
生
徒
た
ち
は
'
学
習
意
欲
や
課
題
意
識
が
乏
し
く
'
論
理
的

に
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
苦
手
で
'
確
固
た
る
自
己
の
意
見
を
持
て
な
い
で

い
た
。
彼
ら
に
対
し
て
私
は
'
ま
ず
型
を
教
授
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

一
年
間
の
指
導
の
結
果
、
確
か
に
一
定
の
成
果
は
得
ら
れ
た
。
だ
が
そ
の
反

面
へ
生
徒
の
文
章
の
大
半
は
類
型
的
に
な
り
'
表
現
内
容
の
託
し
い
作
文
が

続
出
す
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
生
徒
の
側
か
ら
言
え
ば
'

苦
く
べ
き
内
容
を
見
出
せ
な
い
ま
ま
型
を
押
し
っ
け
ら
れ
'
か
ろ
う
じ
て
書

き
上
げ
た
文
章
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

作
文
指
導
の
問
題
は
こ
こ
に
あ
る
。
型
を
教
授
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
必

要
な
こ
と
で
は
あ
る
が
'
人
に
語
る
に
値
す
る
「
想
」
を
位
相
さ
せ
へ
確
た

る
意
見
を
持
た
せ
る
指
導
が
伴
わ
な
け
れ
ば
'
実
質
を
伴
っ
た
作
文
指
導
と

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
書
く
こ
と
が
な
い
」
と
苦
し
む
高
校

生
を
相
手
に
'
意
義
あ
る
作
文
指
導
を
展
開
す
る
た
め
に
は
、
容
-
べ
き
内



容
を
い
か
に
創
り
だ
さ
せ
る
か
と
い
う
問
湖
に
ま
ず
収
り
組
む
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
に
も
豊
か
な
発
想
を
育
て
る

授
業
を
試
み
た
実
践
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
'
寺
田
討
彦
の
随

筆
の
学
習
を
契
機
と
し
て
へ
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
を
創
出
さ
せ
'
そ
の
結
果
と
し

て
発
想
力
や
問
題
発
見
力
へ
ま
た
論
理
的
思
考
力
を
生
徒
の
身
に
つ
け
さ
せ

よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
教
材
の
イ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
と
レ
-
リ
ッ
ク
を
応

用
す
る
活
動
を
通
じ
て
生
徒
の
「
想
」
を
切
り
開
く
、
イ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
指

導
の
7
つ
の
試
み
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
.
イ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
は
学
習
者
の

内
部
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
だ
け
に
'
形
に
あ
ら
わ
れ
た
作
文
だ
け
で
は
判

断
し
に
-
い
部
分
も
多
い
が
へ
今
回
は
'
で
き
る
だ
け
丁
寧
に
生
徒
の
作
文

を
報
告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
「
想
」
を
発
見
さ
せ
る
指
導
方
法
を
解
明
し
て

み
た
い
。

二
、
教
材
に
つ
い
て
l
寺
田
寅
彦
「
柿
の
種
」

今
回
、
用
い
た
教
材
は
'
寺
田
寅
彦
の
随
筆
集
『
柿
の
種
』
(
岩
波
書
店
版

『
寺
田
寅
彦
全
集
第
十
一
巻
』
八
一
九
六
一
年
刊
)
所
収
)
の
短
章
二
編
で
あ

る
O
明
治
讃
院
版
「
現
代
文
」
の
教
科
召
(
l
九
八
四
年
発
行
)
に
採
録
さ

れ
て
い
る
。

短
章
I
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。
(
傍
線
引
用
者
)

無
地
の
う
ぐ
い
す
茶
色
の
ネ
ク
タ
イ
を
捜
し
て
歩
い
た
が
な
か
な
か
見

付
か
ら
な
い
。

1
万
へ
短
章
n
は
'
「
一
日
忙
し
-
東
京
中
を
駆
け
回
っ
て
夜
更
け
て
帰
っ

て
来
る
」
と
き
の
ふ
と
し
た
疑
念
へ
す
な
わ
ち
「
わ
が
家
の
存
在
の
必
然
性

に
関
す
る
疑
い
」
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

短
章
I
は
'
大
正
十
二
年
七
月
(
関
東
大
震
災
の
二
か
月
前
)
俳
句
雑
誌

『
渋
柿
』
の
巻
頭
に
指
載
さ
れ
た
'
短
章
E
=
は
'
昭
和
四
年
七
月
同
誌
に
掲

載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
章
は
'
直
接
的
な
関
連
性
を
持
た
な
い
随

筆
で
あ
る
が
'
教
科
書
採
録
に
あ
た
っ
て
は
'
ま
る
で
連
続
し
て
湘
L
j
か
れ
た

随
筆
で
あ
る
か
の
よ
う
に
並
㌍
さ
れ
て
い
る
o
こ
の
教
材
が
'
物
質
文
明
の

危
う
さ
や
人
間
存
在
の
不
確
実
さ
に
対
し
て
警
告
を
発
し
た
も
の
と
し
て
読

み
取
り
や
す
く
な
る
よ
う
に
と
の
配
慮
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
へ
　
い
ず
れ
も
平
明
な
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
'
か
え
っ

て
軽
-
読
み
す
ご
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
一
面
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
教
材
を
学
習
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
は
'
笥
者
の
さ
り
げ
な
い
表
現
技
巧

に
気
づ
か
せ
へ
読
み
深
め
を
さ
せ
る
工
夫
が
必
要
で
あ
る
.

と
り
わ
け
短
章
I
で
は
'
「
事
例
1
キ
ー
・
セ
ン
テ
ン
ス
1
事
例
1
キ
ー
・

セ
ン
テ
ン
ス
1
予
言
」
と
い
う
構
成
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
へ
係
助
詞
の
使
い



方
の
妙
味
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
最
初
の
キ
ー
・
セ
ン

テ
ン
ス
で
は
、
「
も
」
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
'
「
地
方
も
不
便
だ
が
'
東
京
ま

で
も
不
便
な
の
か
」
と
い
う
当
惑
の
思
い
を
表
現
す
る
と
と
も
に
へ
「
東
京
は

便
利
な
所
だ
」
と
い
う
常
識
に
対
す
る
先
議
を
唱
え
て
い
る
。
第
二
の
キ
ー

・
セ
ン
テ
ン
ス
で
は
'
「
は
」
を
用
い
る
こ
と
で
一
周
「
東
京
の
不
便
さ
」
を

強
調
し
'
物
質
文
明
に
安
住
す
る
人
々
に
対
す
る
警
告
と
し
て
の
意
味
を
持

た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
ず
か
一
七
〇
字
は
ど
の
短
音
で
あ
り
な
が
ら
へ
　
こ
の
文
章
が
生
き
生
き

と
し
て
お
り
へ
説
得
力
が
あ
り
へ
し
か
も
含
蓄
あ
ふ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
の
は
、
実
感
あ
ふ
れ
る
具
体
例
の
適
切
さ
と
、
こ
の
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク

の
見
事
さ
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
短
章
の
よ
う
な
、
自
然
科
学
者
の
持
つ
冷
静
な
観
察
力
・
分
析
力
と
'

俳
人
の
持
つ
鋭
い
直
感
力
・
詩
情
と
が
見
事
に
融
合
し
た
文
章
を
読
ま
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
へ
私
た
ち
の
日
常
生
活
を
振
り
返
ら
せ
、
日
ご
ろ
何
気
な
-

見
過
ご
し
て
い
る
も
の
に
新
た
な
る
認
識
を
持
た
せ
た
い
も
の
で
あ
る
。
彼

の
奇
抜
な
イ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
と
巧
み
な
レ
ト
リ
ッ
ク
は
'
我
々
の
既
成
の
常

識
を
問
い
直
し
て
く
れ
る
。
寅
彦
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
利
用
し
た
文
章
を
実
際

に
書
い
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
発
想
の
転
換
を
図
り
'
盟
か
な
「
想
」
を

桂
得
で
き
る
よ
う
に
導
き
た
い
も
の
で
あ
る
.

三
、
授
業
の
実
際

-
 
'
指
導
の
概
要

日
　
日
　
時

価
　
対
　
象

㈱
　
教
　
材

l
九
八
九
年
十
月
二
日
(
月
)
/
十
月
三
日
(
火
)

兵
庫
県
立
加
古
川
南
高
校
普
通
科
五
回
生

三
年
五
組
四
十
七
名
(
女
子
4
 
7
名
)

寺
田
寅
彦
「
柿
の
種
」
よ
り
短
章
二
編

(
所
出
=
明
治
E
=
院
『
現
代
文
』
　
l
九
八
四
年
発
行
)

*
教
材
を
与
え
る
に
あ
た
っ
て
は
'
短
章
I
の
二
つ
の
キ
ー
・
セ
ン
テ
ン

ス
の
係
助
詞
「
も
」
を
あ
ら
か
じ
め
空
欄
に
し
て
お
い
た
。

㈱
　
学
習
目
標

①
内
容
を
的
確
に
把
握
し
'
要
旨
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
筆
者
の
も
の
の
と
ら
え
方
の
特
徴
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
助
詞
「
は
」
と
「
も
」
の
使
い
分
け
に
気
づ
き
ち
文
脈
上
の
効
果
を
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
筆
者
の
イ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
と
レ
ト
リ
ッ
ク
を
利
用
し
た
文
章
を
討
-
こ

と
に
よ
っ
て
へ
　
日
常
生
活
を
新
た
な
視
点
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

脚
　
指
導
過
程
(
2
時
間
扱
い
)

【
第
一
時
】

①
筆
者
に
つ
い
て
予
備
知
識
を
持
た
せ
る
。

②
本
時
の
学
習
目
標
の
確
認
。

③
短
市
I
を
黙
読
さ
せ
、
そ
の
後
へ
範
読
す
る
o

④
時
代
背
景
等
を
補
足
説
明
す
る
。

⑤
空
欄
に
入
る
助
詞
を
予
想
さ
せ
'
「
は
」
と
「
も
」
を
使
い
分
け
る
微
妙

な
表
現
の
差
に
気
づ
か
せ
る
。

⑥
短
章
I
の
要
旨
を
ま
と
め
さ
せ
る
。

⑦
短
章
Ⅱ
を
指
名
音
読
さ
せ
る
。
そ
の
後
黙
読
さ
せ
る
。



⑧
短
章
H
の
「
妙
な
こ
と
」
の
内
容
を
理
解
さ
せ
る
。

⑨
短
章
I
・
Ⅱ
を
関
連
づ
け
'
二
つ
の
文
章
に
共
通
す
る
内
容
(
「
寺
田

寅
彦
が
問
い
か
け
て
い
る
も
の
」
)
を
自
分
の
言
糞
で
ま
と
め
さ
せ
る
o

⑲
手
引
き
「
『
柿
の
種
も
ど
き
』
を
書
こ
う
」
を
配
布
し
'
次
時
の
予
告

H
B
S
S
M

【
第
二
時
】

①
本
時
の
学
習
内
容
の
確
認
。

②
前
時
の
生
徒
の
表
現
活
動
を
整
理
し
た
プ
リ
ン
-
「
寺
田
寅
彦
が
問
い

か
け
て
い
る
も
の
」
を
配
布
し
'
前
時
の
学
習
内
容
を
復
習
す
る
。

③
短
章
I
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
利
用
し
た
パ
ロ
デ
ィ
「
柿
の
種
も
ど
き
」
を

書
か
せ
る
。
(
二
百
～
三
百
字
)

④
「
○
○
さ
ん
を
推
す
」
と
題
す
る
批
評
カ
ー
ド
を
用
い
て
'
互
い
の
作

品
の
感
想
を
書
き
あ
う
。

⑤
『
寺
田
寅
彦
随
筆
集
』
(
岩
波
文
庫
)
を
紹
介
し
'
読
書
を
す
す
め
る
。

㈲
　
板
　
書
(
第
一
時
)

石
油
ラ
ン
プ
=
実
用
口
甲
=
入
手
不
可
1
不
便
=
実
感

東
京
は
存
外
不
便

強
調

予
測(

予
言
)

(
常
識
に
対
す
る
懐
疑
)

(
物
質
文
明
に
対
す
る
祭
告
)

【
短
章
Ⅲ
】

ふ
と
笥
q
を
考
え
る
(
日
常
生
活
を
越
え
た
視
点
)

二

「
我
が
家
の
存
在
の
必
然
性
に
関
す
る
疑
い
」

-
Y
偶
然

(
日
常
性
に
対
す
る
懐
疑
)

(
人
間
存
在
に
対
す
る
根
源
的
疑
問
)

*
板
書
事
項
の
(
　
　
)
部
は
'
生
徒
の
発
言
に
と
も
な
い
'
口
頭
で
は

触
れ
た
が
'
実
際
に
は
板
書
し
な
か
っ
た
.

2
t
　
授
業
の
工
夫
と
実
頗

川
　
「
導
入
」
で
の
工
夫
-
《
空
欄
補
充
》

教
材
化
の
際
空
欄
に
し
て
お
い
た
部
分
に
、
通
語
を
補
わ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
へ
寺
田
寅
彦
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
気
づ
か
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

実
際
に
や
ら
せ
て
み
る
と
'
大
半
の
生
徒
は
'
苅
T
キ
ー
・
セ
ン
テ
ン
ス

の
空
欄
に
「
は
」
を
入
れ
て
し
ま
い
'
第
二
キ
ー
・
セ
ン
テ
ン
ス
の
空
柵
に



入
れ
る
助
詞
が
見
つ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
「
は
」
と
「
も
」
を

逆
に
入
れ
た
生
徒
が
十
名
O
原
文
通
り
正
し
-
入
れ
た
生
徒
は
1
名
し
か
い

な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
正
解
率
は
き
わ
め
て
低
か
っ
た
が
'
実
際
に
書
き

込
ま
せ
て
み
る
こ
と
は
'
文
章
を
探
-
読
ま
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
へ
そ
の

後
の
学
習
に
お
い
て
活
発
に
意
見
を
導
き
出
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

脚
　
「
展
開
」
で
の
工
夫
-
《
要
約
文
を
書
-
》

内
容
読
解
の
段
階
で
は
'
二
つ
の
短
章
を
関
連
づ
け
た
要
約
文
(
百
字
)

を
書
か
せ
る
こ
と
に
し
た
。
短
章
I
・
Ⅲ
そ
れ
ぞ
れ
の
要
約
は
簡
単
だ
が
'

二
つ
を
関
連
づ
け
、
共
通
点
を
発
見
し
ま
と
め
る
に
は
、
深
い
読
み
が
必
要

と
な
る
。
筆
者
の
言
葉
の
抜
き
出
し
で
は
要
約
に
な
ら
な
い
。
何
と
か
自
分

の
言
葉
で
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
際
に
は
t
と
ま
ど
う
生
徒
が
多
い
の
で
'
数
名
の
生
徒
に
意
見
を
言
わ

せ
て
か
ら
'
十
分
間
で
書
か
せ
た
。

白
紙
の
生
徒
は
い
な
か
っ
た
が
'
二
つ
の
短
章
を
結
び
つ
け
ら
れ
な
い
者

が
十
名
い
た
。
何
と
か
結
び
つ
け
て
書
い
た
も
の
を
分
校
す
る
と
、
四
種
頬

に
分
け
ら
れ
る
。

方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
私
自
身
は
B
の
読
み
が
最
も
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
が
、

そ
れ
を
生
徒
に
押
し
っ
け
る
こ
と
は
し
な
い
で
お
こ
う
と
考
え
た
。
こ
こ
は

多
様
な
読
み
が
許
容
さ
れ
て
い
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

仰
　
「
発
展
」
で
の
工
夫
I
《
創
作
活
動
》

短
章
I
の
構
成
と
レ
ト
リ
ッ
ク
を
利
用
し
た
パ
ロ
デ
ィ
作
り
で
あ
る
。
パ

ロ
デ
ィ
「
柿
の
種
も
ど
き
」
と
名
づ
け
た
。
つ
ま
り
'
二
つ
の
キ
ー
・
セ
ン

テ
ン
ス
「
○
○
と
い
う
所
も
(
は
)
存
外
な
△
△
な
所
で
あ
る
。
」
の
、
○

○
お
よ
び
△
△
の
部
分
に
別
の
適
当
な
語
を
あ
て
は
め
へ
　
日
常
生
活
の
あ
る

断
面
を
批
判
的
に
捉
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
所
」
に
限
定
し
な

く
と
も
よ
い
。
「
も
の
」
で
も
よ
い
。
要
す
る
に
、
自
分
の
身
近
な
事
物
の
意

外
な
一
面
を
発
見
さ
せ
'
意
識
的
に
も
の
を
見
る
目
を
琴
っ
こ
と
に
つ
な
げ

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
活
動
で
あ
る
。
「
存
外
～
で
あ
る
」
を
必
ず
使
う
よ
う

に
指
示
し
て
い
る
の
で
、
新
た
な
「
想
」
が
切
り
開
か
れ
る
と
期
待
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

次
の
よ
う
な
手
引
き
を
用
意
し
た
。

A
「
物
質
文
明
批
判
」
と
と
ら
え
た
も
の
　
　
　
<
N
l
名

B
「
日
常
性
へ
の
懐
疑
」
と
と
ら
え
た
も
の
-
-
2
 
0
名

C
　
「
都
市
化
批
判
」
と
と
ら
え
た
も
の
　
　
-
-
-
名

D
「
人
間
存
在
の
小
さ
さ
の
指
摘
」
と
と
ら
え
た
も
の
-
-
-
名

D
の
解
釈
は
短
章
Ⅲ
の
末
尾
の
一
文
に
捕
ら
わ
れ
す
ぎ
た
読
み
で
あ
り
'

そ
の
ま
ま
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
'
授
業
で
の
検
討
素
材
と
し
た
。

こ
こ
で
、
A
I
C
の
ど
れ
を
正
解
と
す
る
か
に
は
あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
な
い

「
柿
の
種
も
ど
き
」
を
吉
こ
う

「
柿
の
種
」
の
短
章
を
利
用
し
て
'
「
柿
の
種
も
ど
き
」
を
書
い
て
み
よ
う
。

日
ご
ろ
何
気
な
く
過
ご
し
て
い
る
私
た
ち
の
身
の
回
り
に
も
'
よ
-
観
察

し
て
み
れ
ば
へ
意
外
な
一
面
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
の
住
ん
で
い
る
町
へ
私
の
通
っ
て
い
る
南
高
、
私
た
ち
の
使
っ
て
い
る

物
-
-



「
○
○
と
い
う
所
も
(
は
)
存
外
△
△
な
所
で
あ
る
O
」
の
1
文
を
キ
ー

・
セ
ン
テ
ン
ス
に
し
て
'
随
筆
を
書
い
て
み
よ
う
。

《
構
成
パ
タ
ー
ン
》

(
エ
ピ
ソ
ー
ド
①
)
　
　
　
・
体
験
し
た
こ
と
。

・
実
感
し
た
こ
と
。

○
○
と
い
う
所
も
存
外
△
△
な
所
で
あ
る
。

(
エ
ピ
ソ
ー
ド
②
)
　
　
　
・
体
験
し
た
こ
と
。

・
実
感
し
た
こ
と
。

・
〇
〇
は
地
名
で

な
く
と
も
よ
い
。

・
△
△
は
'
便
利
へ

不
便
に
限
ら
な
い
。

○
○
と
い
う
所
は
存
外
△
△
な
所
で
あ
る
。

(
予
測
・
予
言
・
警
告
)

～
に
思
わ
れ
て
仕
方
が
な
い
。

・
体
験
を
基
に
へ

ま
だ
気
づ
い
て
い

な
い
人
に
警
告
す

5<S

4 3 2 1

○

○

荏
外
△
△

エ
ピ
ソ
ー
ド
①

エ
ピ
ソ
ー
ド
②

四
、
生
徒
の
作
品
に
つ
い
て

-
 
t
　
代
表
的
作
品
例

で
き
あ
が
っ
た
作
品
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
寺
田
寅
彦
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
イ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
を
応
用
し
'
社
会

問
題
に
目
を
向
け
る
こ
と
の
で
き
た
作
品
を
取
り
上
げ
る
。

作
品
例
①
は
'
地
球
温
暖
化
現
象
を
や
や
誇
張
し
て
取
り
上
げ
た
作
品
で

あ
る
。
目
新
し
い
指
摘
で
は
な
い
が
、
日
常
の
晴
雨
の
予
報
か
ら
異
常
気
象

へ
と
事
の
意
外
さ
の
レ
ベ
ル
を
上
げ
へ
結
び
で
地
球
温
暖
化
に
対
す
る
警
告

へ
と
つ
な
げ
て
い
る
。

作
品
例
②
は
'
機
械
文
明
と
自
然
破
壊
を
問
題
に
取
り
上
げ
た
o
や
や
貝

体
性
に
欠
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
あ
る
が
'
目
に
見
え
る
自
然
破
壊
か
ら
'

内
面
的
な
心
の
破
壊
へ
と
抽
象
度
の
レ
ベ
ル
を
あ
げ
へ
結
び
で
、
人
間
性
喪

失
の
危
機
を
訴
え
て
い
る
。

い
ず
れ
も
キ
ー
・
ワ
ー
ド
に
も
工
夫
を
凝
ら
し
'
視
野
の
広
が
り
を
控
得

し
た
と
言
え
る
。

作
品
例
①

の
う
天
気
予
報
で
'
今
日
は
晴
れ
る
と
言
っ
て
い
た
。
し
か
し
'
今

が近気
多　は　予
い、報

と
い
う
も
の
も
存
外
あ
て
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

異
常
気
象
で
、
人
々
が
予
測
し
て
い
な
か
っ
た
天
気
に
な
る

と
い
う
も
の
は
存
外
あ
て
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。



人
々
が
、
冬
に
な
っ
て
も
'
冷
房
器
具
を
買
い
求
め
て
い
る
光
景
を
、

町
の
あ
ち
こ
ち
で
見
ら
れ
る
日
が
'
近
々
や
っ
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
て

仕
方
が
な
い
。

て
へ
　
た
だ
た
だ
時
間
を
兜
や
す
ば
か
り
だ
o

車
と
い
う
も
の
は
存
外
不
便
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
ま
ま
で
は
、
ま
す
ま
す
車
が
増
加
し
'
い
つ
か
道
路
上
は
'
市
で

埋
め
尽
く
さ
れ
て
、
人
間
に
も
公
害
の
悪
影
幣
が
及
ぶ
よ
う
に
田
心
わ
れ
て

仕
方
が
な
い
。

次
の
二
つ
の
作
品
例
は
'
同
じ
よ
う
に
交
通
渋
滞
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、

一
方
は
車
社
会
の
批
判
へ
他
方
は
都
市
生
活
の
批
判
と
'
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分

の
「
想
」
を
発
展
さ
せ
た
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
全
体
と
し
て
は
'
寺
田
宏
彦
に
倣
い
'
そ
の
ま
ま
「
不
便
」

と
い
う
キ
ー
・
ワ
ー
ド
で
ま
と
め
た
も
の
が
多
か
っ
た
。

さ
ら
に
'
キ
ー
・
ワ
ー
ド
を
大
き
-
転
じ
る
と
'
意
外
な
作
品
が
出
て
-

る
。
次
の
作
品
例
は
、
社
会
的
な
広
が
り
に
は
欠
け
る
が
、
高
校
生
の
日
常

生
活
の
一
断
面
を
さ
ら
り
と
す
く
い
上
げ
た
点
で
は
、
魅
力
的
な
展
開
に

な
っ
て
い
る
。

作
品
例
③

作
品
例
⑤

い
物
に
出
か
け
て
'
ち
ょ
っ
と
駐
車
し
て
寄
り
た
い
と
思
っ
て
も
'

る
た
め
に
お
金
が
か
か
る
。

'
目
が
覚
め
る
と
'
た
い
て
い
十
時
を
過
ぎ
て
い
る
。
朝
と
も
昼
と

え
な
い
'
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
食
事
を
と
っ
て
'
く
つ
ろ
ぎ
に
も
な
ら

車
と
い
う
も
の
も
存
外
不
便
な
も
の
で
あ
る
。

高
速
道
路
や
大
道
路
で
は
'
渋
指
し
て
い
る
時
へ
身
動
き
が
と
れ
な
く

不
規
則
な
時
間
を
つ
い
つ
い
過
ご
し
て
し
ま
う

日
と
い
う
も
の
も
存
外
不
要
な
も
の
で
あ
る
。



こ
の
ほ
か
の
生
徒
た
ち
も
'
そ
れ
ぞ
れ
懸
命
に
「
想
」
を
練
り
へ
次
の
よ

ぅ
な
題
材
を
取
り
上
げ
た
。
女
子
ク
ラ
ス
で
あ
る
せ
い
か
'
身
近
な
素
材
を

取
り
上
げ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
・

題
材
一
覧

I H G F E D C

身
近
の
小
物
や
家
具
(
冷
蔵
庫
・
消
し
ゴ
ム
な
ど
)

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
　
(
電
話
・
言
葉
な
ど
)

現
代
杜
全
問
題
(
ビ
デ
オ
・
薬
・
消
費
税
・
占
い
な
ど
)

自
然
と
文
明
(
機
械
文
明
・
地
球
な
ど
)

高
校
生
活
(
古
典
の
授
業
・
部
活
動
・
ク
ラ
ス
)

生
き
方
(
女
性
な
ど
)

家
族
(
母
・
ペ
ッ
ト
な
ど
)

2
4
　
生
徒
の
つ
ま
ず
き

題
材
こ
そ
こ
の
よ
う
に
多
岐
に
わ
た
っ
た
が
'
右
の
よ
う
に
趣
旨
を
理
解

し
'
全
体
と
し
て
論
旨
の
1
訂
し
た
文
章
に
ま
で
仕
上
げ
る
こ
と
の
で
き
た

も
の
は
'
三
分
の
7
余
り
で
あ
っ
た
.

う
ま
-
い
か
な
か
っ
た
生
徒
た
ち
は
、
ど
こ
で
つ
ま
ず
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
o
そ
の
つ
ま
ず
き
に
は
四
つ
の
頓
型
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
o

類
型
-
　
常
識
を
-
つ
が
え
す
も
の
の
見
方
が
で
き
て
い
な
い
も
の
。

類
型
2
　
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
キ
ー
・
セ
ン
テ
ン
ス
と
が
つ
な
が
ら
な
い
も
の
。

類
型
3
　
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
結
び
と
が
論
理
的
に
つ
な
が
ら
な
い
も
の
.

類
型
4
　
キ
ー
・
セ
ン
テ
ン
ス
そ
の
も
の
が
使
え
な
か
っ
た
も
の
。

▼
類
型
-
　
常
識
を
-
つ
が
え
す
も
の
の
見
方
が
で
き
て
い
な
い
も
の
。

二
∴
∴

(
ロ
ー
カ
ル
線
・
車
・
自
転
車
な
ど
)

(
加
古
川
・
デ
パ
ー
ト
な
ど
)

作
文
例
⑦

の
市
場
は
'
新
鮮
な
食
物
を
'
大
量
に
軍
っ
こ
と
が
で
き
る
。

一
四
時
間
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
も
存
外
便
利
な
も
の
で
あ
る
。



l
つ
1
つ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
さ
れ
て
、
清
潔
で
あ
り
、
l
日
中
へ
静
か
に

な
る
こ
と
は
な
い
。

二
四
時
間
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ス
ト
ア
は
存
外
便
利
な
も
の
で
あ
る
。

い
つ
か
へ
　
日
本
だ
け
で
な
く
へ
世
界
中
の
市
場
的
な
も
の
が
'
全
て
へ

二
四
時
間
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ス
ト
ア
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い

と
思
う
の
は
誰
も
い
な
い
だ
ろ
う
か
o

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ス
ト
ア
を
取
り
上
げ
る
の
な
ら
ば
、
む
し
ろ
そ
の
意

外
な
「
不
便
さ
」
を
指
摘
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
へ
　
こ
の
生
徒
は
気
が
つ

い
て
い
な
い
。
主
語
の
ね
じ
れ
へ
結
び
の
文
に
お
け
る
反
語
表
現
の
誤
用
な

ど
多
く
の
問
題
点
を
抱
え
た
作
文
で
も
あ
る
。
「
存
外
」
と
い
う
言
柔
に
着
目

さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

▼
類
型
2
　
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
キ
ー
・
セ
ン
テ
ン
ス
と
が
つ
な
が
ら
な
い
も
の
.

こ
の
生
徒
は
'
最
初
は
「
加
古
川
線
(
ロ
ー
カ
ル
線
)
は
不
便
だ
」
と
い

う
趣
旨
の
文
章
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
。
「
加
古
川
線
は
不
便
だ
と
い
う
の
は

常
識
的
な
も
の
の
見
方
で
は
な
い
の
か
」
と
助
言
を
与
え
ら
れ
、
発
想
を
転

換
し
た
結
果
産
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
。
初
発
の
「
想
」
が
依
然
と
し
て
残
っ

た
せ
い
か
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
表
現
を
適
切
な
も
の
に
改
め
ら
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
へ
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
キ
ー
・
セ
ン
テ
ン
ス
と
が
論
理
的
に

つ
な
が
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
つ
ま
ず
き
は
'
心
に
も
な
い
こ
と
を
書
か
せ
よ
う
と
し
た
た
め
に
生

じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
発
想
を
転
換
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
新
し
い
角
度
か
ら
も
の
を
見
る
目
を
養
う
こ
と
の
方
を
大
事
に
し

た
い
。
常
識
的
で
皮
相
な
も
の
の
見
方
か
ら
い
っ
た
ん
離
れ
て
み
て
'
視
野

の
広
が
り
や
柔
軟
な
発
想
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
や
り
た
い
。
こ
う
し
た
つ

ま
ず
き
は
'
推
穀
の
時
間
を
与
え
て
や
れ
ば
'
自
分
で
克
服
で
き
る
も
の
で

あ
る
と
考
え
る
。

▼
類
型
3
　
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
結
び
と
が
論
理
的
に
は
つ
な
が
ら
な
い
も
の
o

9

作
文
例
⑨

道
に
迷
っ
た
時
、
お
な
か
が
す
い
た
時
へ
あ
ら
ゆ
る
困
っ
た
場
合
が
あ

る
。女

性
と
い
う
も
の
も
存
外
便
利
で
あ
る
。

道
に
迷
っ
た
時
は
愛
想
よ
く
し
て
男
の
人
に
聞
け
ば
い
い
。
た
い
て
い

の
人
は
す
ご
く
親
切
に
教
え
て
く
れ
る
。
お
な
か
が
す
い
た
時
だ
っ
て
'

た
い
て
い
は
男
の
人
が
払
う
。
他
へ
　
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
女
の
人
は
得
を

す
る
。
男
の
人
が
失
敗
し
て
許
さ
れ
な
い
場
合
で
も
'
女
の
人
な
ら
許
さ

れ
る
場
合
が
あ
る
。



女
性
と
い
う
も
の
は
存
外
便
利
で
あ
る
。

で
も
そ
れ
は
、
若
い
時
だ
け
な
の
だ
か
ら
へ
女
の
訂
春
は
短
い
と
思
わ

れ
て
も
仕
方
が
な
い
。

ま
う
だ
ろ
う
。

こ
の
作
品
例
は
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
①
に
r
r
-
1
'
.
体
性
が
な
い
た
め
に
へ
キ
ー
・
セ

ン
テ
ン
ス
「
女
性
と
い
う
も
の
も
存
外
便
利
で
あ
る
」
と
つ
な
が
ら
な
い
O

エ
ピ
ソ
ー
ド
②
と
し
て
書
か
れ
た
「
道
に
迷
っ
た
時
は
～
た
い
て
い
は
男
の

人
が
払
う
。
」
と
い
う
事
例
を
'
エ
ピ
ソ
ー
ド
①
に
ま
わ
し
た
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。最

大
の
欠
点
は
'
男
性
に
お
も
ね
る
女
性
の
郎
届
な
生
き
方
を
皮
肉
ろ
う

と
し
て
い
る
の
か
'
逆
に
肯
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
が
唆
昧
に
な
っ
た

点
で
あ
る
。
結
び
の
文
の
'
自
発
と
受
身
と
を
混
同
し
た
「
思
わ
れ
る
」
の

使
い
方
も
ま
ず
い
。
着
想
は
よ
い
の
に
'
結
び
が
適
切
で
な
か
っ
た
た
め
に
へ

論
理
的
l
買
性
の
な
い
文
章
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

類
型
2
お
よ
び
紙
型
3
の
両
方
の
つ
ま
ず
き
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
作
品

函
e
s
s
s

▼
類
型
4
　
キ
ー
・
セ
ン
テ
ン
ス
そ
の
も
の
が
使
え
な
か
っ
た
も
の
。

こ
の
生
徒
は
'
寺
田
寅
彦
の
「
は
」
と
「
も
」
の
使
い
分
け
も
理
解
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
エ
ピ
ソ
ー
ド
へ
キ
ー
・
セ
ン
テ
ン
ス
へ
結
び
が
い

ず
れ
も
論
押
的
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
O

彼
女
以
外
に
も
'
キ
ー
・
セ
ン
テ
ン
ス
を
二
回
使
用
す
る
と
い
う
今
回
の

条
件
す
ら
守
れ
な
い
生
徒
が
数
名
い
た
。

こ
う
い
う
状
況
に
あ
る
生
徒
の
「
想
」
を
切
り
開
く
指
導
を
今
後
探
究
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、
学
力
の
分
析
と
イ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
の
指
導
法

総
じ
て
、
こ
う
し
た
つ
ま
ず
き
は
、
次
の
四
つ
の
力
の
不
足
に
起
因
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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①
　
問
題
発
見
力

作
文
例
⑲

家
か
ら
窓
の
外
を
な
が
め
て
い
る
と
さ
み
し
か
っ
た
。

公
園
と
い
う
所
は
存
外
孤
独
な
所
で
あ
る
。

昼
の
問
は
子
供
達
が
わ
い
わ
い
へ
が
や
が
や
言
っ
て
い
る
け
ど
、
夜
へ

特
に
冬
へ
と
っ
て
も
静
か
で
昼
間
の
こ
と
が
う
そ
の
よ
う
。

公
園
と
い
う
所
も
存
外
孤
独
な
所
で
あ
る
。

公
園
と
い
う
所
が
い
つ
か
は
へ
い
や
近
い
将
来
き
っ
と
な
く
な
っ
て
し

日
常
の
さ
り
げ
な
い
出
来
事
に
l
つ
の
ロ
バ
実
を
発
見
し
た
り
'
常
識
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
の
中
に
新
し
い
意
味
を
発
見
し
た
り
す
る
こ
と
は
'
日
頃
か

ら
問
題
意
識
を
持
っ
て
生
き
て
い
な
い
と
出
来
る
こ
と
で
は
な
い
.
国
語
教

室
の
課
題
と
し
て
は
へ
そ
の
問
題
意
識
を
い
か
に
持
た
せ
る
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
取
材
指
導
に
も
っ
と
時
間
を
か
け
へ
生
活
を
見
る
目
を
華
っ
必
要

が
あ
る
。
「
想
」
の
発
見
・
熟
成
に
は
時
間
が
必
要
で
あ
る
。

②
　
柔
軟
な
発
想
力



こ
う
し
た
文
章
を
召
こ
う
と
す
れ
ば
'
発
想
の
柔
軟
性
が
必
要
で
あ
る
o

常
識
に
寄
り
か
か
っ
た
発
想
で
は
'
新
し
い
も
の
は
何
も
見
え
て
こ
な
い
。

「
○
○
と
い
う
所
は
存
外
△
△
な
所
だ
」
と
い
う
キ
ー
・
セ
ン
テ
ン
ス
の

「
○
○
」
と
「
△
△
」
と
を
ど
う
結
び
つ
け
る
か
。
そ
こ
に
「
柿
の
種
も
ど

き
」
が
成
功
す
る
か
ど
う
か
の
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
ブ

レ
ー
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
等
も
お
そ
ら
く
有
効
で
あ
ろ
う
。

③
　
豊
か
な
語
嚢
力

生
徒
の
語
史
の
不
足
も
'
今
回
の
実
践
を
通
し
て
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
点
で

あ
る
.
高
校
三
年
生
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
(
理
解
語
史
)
は
か
な
り
多
-

所
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
(
表
現
語
意
)
に
ま
で
高
ま
っ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
郡
例
を
取
り
上
げ
へ
共
同
で
キ
ー
ワ
ー
ド
探
し
を
し

て
み
る
な
ど
、
語
史
指
導
も
必
要
で
あ
る
.

今
回
で
も
「
便
利
」
「
不
便
」
と
い
う
言
葉
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
た
-
さ
ん
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
.
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
語

桑
を
探
さ
せ
る
こ
と
に
も
時
間
を
惜
し
ま
な
い
で
い
た
い
。

④
　
論
理
的
な
田
心
考
力

論
理
的
な
田
心
考
力
は
'
今
の
高
校
生
に
特
に
欠
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

も
の
ご
と
を
筋
道
立
て
て
考
え
へ
人
に
伝
え
て
い
-
こ
と
も
'
一
朝
l
夕
に

で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
型
を
教
え
る
と
と
も
に
へ
そ
れ
を
使
い
こ
な
す
練

習
を
実
際
に
反
復
経
験
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
'
本
稿
の
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
'
型
だ
け
が
優
先
さ
れ
て
は
な
る

ま
い
。
今
回
の
よ
う
に
文
章
構
成
の
型
を
与
え
へ
　
そ
の
型
を
模
倣
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
へ
生
徒
の
桝
在
的
な
能
力
を
引
き
出
し
て
い
-
.
つ
ま
り
'
型

の
応
用
に
よ
っ
て
新
た
な
「
想
」
を
切
り
開
い
て
い
く
と
い
う
ね
ら
い
が
そ

の
根
底
に
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
そ
し
て
生
徒
た
ち
は
、
こ
う
し
た
言
語
経

験
を
杭
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
論
理
的
な
思
考
力
を
体
得
し
て
い
-
の

で
あ
ろ
う
。

六
へ
　
お
わ
リ
に

以
上
の
四
つ
の
力
は
'
悪
く
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
身
に
つ
け
る
こ
と
の
で

き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
へ
　
や
み
く
も
に
吉
か
せ
る
と
い
う
の
で
は
能
が

な
い
。
そ
仇
l
つ
の
方
法
と
し
て
'
教
材
の
イ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
と
レ
ト
リ
ッ

ク
を
利
用
し
'
主
体
的
に
苫
-
こ
と
を
促
す
指
導
を
探
究
し
た
い
t
と
い
う

こ
と
を
述
べ
て
き
た
。

「
柿
の
種
」
(
短
章
I
)
　
に
即
し
て
言
え
ば
'
「
存
外
」
と
い
う
語
に
注
意
を

払
わ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
の
一
語
を
生
か
す
に
は
'
常
識
的
な
も

の
の
見
方
か
ら
一
旦
離
れ
て
、
日
常
的
な
も
の
を
見
つ
め
直
す
こ
と
が
必
要

に
な
る
。
ま
た
へ
「
柿
の
種
」
の
よ
う
に
異
質
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
二
つ
以
上
取

り
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
が
'
日
常
的
な
も
の
を
多
面
的
に
見
つ
め
直
す
こ
と

に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

寺
田
寅
彦
の
よ
う
な
刺
激
的
な
発
想
に
触
れ
へ
　
そ
の
教
材
の
イ
ン
ベ
ン

シ
n
1
ン
と
レ
ト
リ
ッ
ク
を
応
用
し
た
文
章
を
実
際
に
書
か
せ
る
こ
と
で
'
生

徒
の
発
想
力
や
問
題
発
見
力
を
育
て
て
い
-
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な

い
か
t
と
考
え
る
。

も
ち
ろ
ん
へ
　
イ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
の
指
導
は
も
っ
と
多
様
に
そ
の
方
法
が
探

ll



究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
歴
史
的
に
も
'
先
達
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う

に
取
り
組
ま
れ
'
研
究
さ
れ
て
き
た
の
か
も
へ
深
く
学
ん
で
お
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
今
回
の
実
践
を
出
発
点
と
し
て
'
高
等
学
校
作
文
教
育
に
お
け

る
イ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
指
導
の
あ
り
方
に
つ
い
て
さ
ら
に
研
究
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。

【
付
記
】

本
稿
は
、
1
九
八
九
年
十
1
月
の
第
三
十
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教

育
学
会
に
お
け
る
発
表
原
稿
に
手
を
加
え
へ
『
両
輪
』
第
三
号
(
一
九
九
〇
年

六
月
へ
神
戸
大
学
教
育
学
部
浜
本
純
逸
研
究
室
発
行
)
に
「
表
現
か
ら
理
解

へ
'
理
解
か
ら
表
現
へ
ー
主
体
的
に
書
-
こ
と
を
促
す
授
業
の
創
造
」
と
い

う
題
で
1
旦
発
表
し
た
が
へ
そ
の
後
へ
「
イ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
指
導
」
と
い
う
観

点
か
ら
改
題
し
、
再
度
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
兵
庫
県
立
加
古
川
南
高
等
学
校
教
諭
)
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