
一
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
新
学
習
指
導
要
領
が
告
示
さ
れ
、
い
よ
い
よ
「
読
解
力
」
に
つ
い
て
論
議
さ

れ
る
機
会
も
多
い
。
周
知
の
よ
う
に
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
」
は
こ
れ
ま
で
の

読
解
力
の
概
念
を
越
え
た
広
義
の
読
解
力
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
対

象
は
広
く
、
読
み
手
の
評
価
や
表
現
ま
で
範
疇
に
入
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
ま
で
言
わ
ば
認
識
力
と
呼
ば
れ
て
き
た
力
に
も
む
し
ろ
近
い
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
は
実
の
場
に
お
け
る
生
き
る
た
め
の
力
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
も

こ
れ
か
ら
も
重
要
な
力
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
力
を
育
成
す
る
に
は

「
読
み
手
と
し
て
の
主
体
」
の
育
成
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
テ
キ
ス
ト

に
読
み
込
ま
れ
な
い
何
か
を
読
み
手
自
身
の
中
に
持
ち
う
る
こ
と
が
重
要
だ
と

考
え
る
。

　
そ
こ
で
筆
者
が
重
視
し
た
の
は
読
み
手
と
し
て
の
主
体
者
の
中
に
さ
ら
に
一

歩
進
ん
だ
「
表
現
者
（
書
き
手
）」
と
し
て
の
力
量
を
養
う
こ
と
が
重
要
で
は
な

い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
表
現
者
（
書
き
手
）」
と
し
て
自
ら
の
中
に
表

現
す
る
こ
と
（
書
く
こ
と
）
の
力
（
文
章
構
造
の
ス
キ
ー
マ
／
テ
ン
プ
レ
ー
ト
）

を
有
す
る
も
の
は
力
強
い
。
情
報
を
発
す
る
側
の
意
図
、
構
成
、
表
現
を
自
ら

の
ス
キ
ー
マ
／
テ
ン
プ
レ
ー
ト
と
比
較
し
な
が
ら
、
そ
の
真
偽
や
価
値
に
つ
い

て
も
評
価
で
き
る
と
考
え
る
。

　
筆
者
は
こ
れ
ま
で
「
物
語
の
創
作
／
お
話
づ
く
り
」
の
教
育
力
や
魅
力
に
つ

い
て
、
実
践
や
考
察
を
行
い
、
機
会
を
頂
き
報
告
し
て
き
た
。

　
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
「
書
く
こ
と
」
と
い
う
表
現
教
育
の
視
点
か
ら
の
考
察

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
度
は
「
読
解
」
と
い
う
理
解
の
側
面
か
ら
こ
れ
ま
で

の
内
容
を
再
度
考
察
し
、「
読
解
力
」
の
育
成
と
「
表
現
力
」
の
育
成
の
関
係
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
　「
物
語
の
創
作
／
お
話
づ
く
り
」
の
魅
力
・
有
用
性

　
児
童
が
「
国
語
」
や
「
こ
と
ば
」
に
興
味
を
抱
く
こ
と
、
好
き
に
な
る
こ
と

は
高
い
国
語
力
の
基
盤
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
学
習
指
導
要
領
（
解

説
書
）
で
も
、
そ
の
よ
う
な
関
心
や
態
度
こ
そ
が
「
国
語
科
の
究
極
的
な
ね
ら

い
」
で
あ
る
と
謳
っ
て
い
る
。

　
筆
者
の
勤
務
校
で
は
○
六
年
度
～
○
八
年
度
に
お
い
て
、
全
校
的
に
「
物
語

　

「
読
解
力
」
を
培
う
た
め
の
発
想
の
転
換

―
―
表
現
者
の
立
場
か
ら
読
み
解
く
テ
キ
ス
ト
―
―

三
　
藤
　
恭
　
弘

―　　―４１



の
創
作
／
お
話
づ
く
り
」
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

　
○
八
年
二
月
の
こ
の
取
り
組
み
に
対
す
る
児
童
の
意
識
調
査
の
結
果
が
あ
る

が
、
中
で
も
五
年
生
は
八
七
％
も
の
児
童
が
「
と
て
も
楽
し
か
っ
た
」「
楽
し

か
っ
た
」
と
答
え
て
い
る
。

　
な
ぜ
、
こ
ん
な
に
も
児
童
は
「
物
語
の
創
作
／
お
話
づ
く
り
」
を
好
む
の
で

あ
ろ
う
か
。

　
森
田
信
義
は
述
べ 

「
わ
た
し
た
ち
は
、
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
表
現
す
る
存
在
で
あ
り
、
生
き
て

い
る
証
と
し
て
表
現
し
続
け
る
の
で
あ
る
。」

　
児
童
（
人
間
）
は
本
来
「
表
現
を
し
た
い
も
の
」
だ
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て

そ
の
原
理
が
ス
ム
ー
ズ
に
「
学
び
」
に
応
用
さ
れ
る
の
が
「
物
語
の
創
作
／
お

話
づ
く
り
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
は
述
べ
て
い
る
。

「
文
学
的
創
造
が
、
自
分
の
創
造
的
意
欲
と
習
熟
を
練
習
し
な
が
ら
人
間
の

思
考
、
人
間
的
感
情
、
人
間
の
内
面
的
世
界
を
形
成
し
伝
え
る
た
め
の
最

も
詳
細
に
し
て
複
雑
な
武
器
、
つ
ま
り
人
間
の
こ
と
ば
を
子
ど
も
に
獲
得

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」 

（
＊
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。）

　
物
語
の
創
作
は
け
し
て
易
し
い
行
為
と
は
言
い
に
く
い
。
無
か
ら
ひ
と
つ
の

完
成
形
と
呼
べ
る
も
の
に
ま
で
創
り
あ
げ
る
の
は
そ
れ
相
応
の
労
力
を
要
す
る
。

そ
れ
は
あ
る
意
味
言
語
の
基
礎
的
基
本
的
事
項
を
総
合
的
に
活
用
す
る
行
為
で

あ
る
と
も
言
え
る
し
、
ま
た
こ
の
行
為
の
さ
な
か
に
基
礎
的
基
本
的
事
項
が
鍛

え
ら
れ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
学
び
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
行
為
・
活
動
に
児
童
が
好
ん
で
取
り
組
む
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

（
１
）
る
。

（
２
）
と
。

こ
れ
は
指
導
者
に
と
っ
て
大
変
有
用
性
の
高
い
学
習
活
動
と
言
う
こ
と
が
可
能

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
内
田
伸
子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
既
成
の
も
の
を
乗
り
越
え
る
よ
う
な
新
し
い
も
の
を
創
る
た
め
に
は
こ
の

想
像
力
の
働
き
が
不
可
欠
に
な 

」

　
学
習
指
導
要
領
の
国
語
の
目
標
に
も
掲
げ
ら
れ
な
が
ら
、「
想
像
力
」
に
つ
い

て
は
こ
れ
ま
で
二
次
的
な
扱
い
で
あ
っ
た
よ
う
な
印
象
を
抱
い
て
い
る
。
だ
が
、

先
の
読
め
な
い
二
十
一
世
紀
を
切
り
拓
い
て
い
く
に
は
、
こ
の
「
想
像
力
」
や

「
創
造
力
」
と
い
っ
た
力
が
重
要
な
鍵
に
な
っ
て
く
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

三
　
表
現
者
の
立
場
か
ら
読
み
解
く
テ
キ
ス
ト
～
レ
ト

リ
ッ
ク
を
学
ぶ

　「
物
語
の
創
作
／
お
話
づ
く
り
」
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
で
「
表
現
と
理
解
の

表
裏
一
体
性
」
を
強
く
再
認
識
す
る
こ
と
と
な
っ
た
単
元
に
「
情
景
描
写
の
レ

ト
リ
ッ
ク
」「
心
情
描
写
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」
が
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
単
元
は
児
童
に
情
景
や
心
情
の
描
写
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
学
ば
せ
た

い
と
考
え
て
行
っ
た
単
元
で
、
そ
れ
ら
を
学
ば
せ
る
に
は
読
み
書
き
を
関
連
づ

け
「
良
い
作
品
に
出
会
わ
せ
、
そ
れ
ら
か
ら
表
現
の
素
晴
ら
し
さ
を
学
び
と
ら

せ
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
単
元
の
指
導
案
を
考
察
し
て
み
た
い
。

（
一
）
情
景
描
写
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
学
習
指
導
案
（
略
案
）

１
　
単
元
名
　
情
景
描
写
の
レ
ト
リ
ッ
ク

２
　
目
　
標

○
情
景
の
描
写
に
つ
い
て
「
き
れ
い
」
等
の
形
容
詞
を
で
き
る
だ
け
使
わ
ず
、

（
３
）
る
。

―　　―４２



情
景
を
よ
く
観
察
し
て
本
質
に
迫
り
、
て
い
ね
い
に
事
実
を
描
い
た
り
、

比
喩
を
用
い
た
り
し
て
情
景
を
描
写
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
学
ぶ
。

３
　
学
習
の
展
開
（
省
略
し
て
掲
載
）

　
こ
の
後
児
童
の
中
に
は
「
書
き
方
を
学
ぶ
」
と
は
＝
「
読
む
こ
と
」
で
も
あ

る
、
と
い
う
意
識
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
「
書
く
こ
と
」
の
向
こ
う
に
は
「
読
む
こ
と
」
が
控
え
、「
読
む

こ
と
」
の
向
こ
う
に
は
「
書
く
こ
と
」
が
控
え
る
と
い
う
「
ス
パ
イ
ラ
ル
」
な

読
み
書
き
関
連
指
導
が
ス
ム
ー
ズ
に
成
り
立
つ
と
こ
ろ
に
「
物
語
の
創
作
／
お

話
づ
く
り
」
の
魅
力
が
あ
る
。

四
　
表
現
者
の
立
場
か
ら
読
み
解
く
テ
キ
ス
ト
～
評
価
の

力

　「
表
現
と
理
解
の
表
裏
一
体
性
」
を
強
く
再
認
識
す
る
こ
と
と
な
っ
た
別
の
単

元
に
「
物
語
の
評
価
」
の
単
元
が
あ
る
。

　
次
の
資
料
は
児
童
が
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
「
雪
の
女
王
」
を
読
ん
で
「
作
品
を

四
つ
の
項
目
（
テ
ー
マ
・
材
料
・
構
成
・
表
現
）
に
分
け
て
評
価
し
た
時
の

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
あ
る
。（
♡
は
自
分
の
思
っ
た
こ
と
・
評
価
を
。
◆
は
自
分
な

ら
ど
う
書
く
か
と
い
う
提
案
を
書
い
て
い
る
。）

　
注
目
し
た
い
こ
と
ば
を
抜
き
出
し
て
み
る
。

―　　―４３

導入展　　　　　開

学
習
活
動
（
○
教
師
の
発
問 
・
予
想
さ
れ
る
児
童
の
反
応
）

１
　
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
虫
食
い
に
な
っ
た
「
む
ぎ
ば
た
け
」（
ア
リ
ス
ン
・
ア
ト

リ
ー
）
の
テ
キ
ス
ト
を
教
師
が
読
む
。 

２
　
め
あ
て
を
確
認
す
る
。

 ３
　「
む
ぎ
ば
た
け
」
を
題
材
に
し
て
学
ぶ
。

○
本
文
の
一
、
二
行
目
を
読
ん
で
み
ま
す
。

「
あ
た
た
か
い
、
か
ぐ
わ
し
い
夏
の
ゆ
う
べ
。
空
に
は
お
月
さ
ま
。
星
が

二
つ
、
三
つ
。
そ
の
光
に
丘
の
原
っ
ぱ
は
一
面
（
　
　
　
　
①
　
　
　
　

　
　
　
）
で
し
た
。」

○
さ
て
み
な
さ
ん
な
ら
（
　
　
①
　
　
　
）
の
中
に
ど
ん
な
文
章
を
入
れ

ま
す
か
？

・
な
ん
だ
ろ
う
・
海
の
よ
う
な

○
ア
リ
ス
ン
の
原
文
は
こ
う
で
し
た
。

「
そ
の
光
の
原
っ
ぱ
は
一
面
青
白
い
銀
の
シ
ー
ツ
を
ひ
ろ
げ
た
み
た
い
で

し
た
。」

○
ど
う
で
す
か
？

・
と
て
も
き
れ
い
な
感
じ
・
う
っ
と
り
す
る

○「
銀
の
シ
ー
ツ
」
の
よ
う
な
言
い
方
を
な
ん
と
言
っ
た
で
し
ょ
う
？

・「
比
喩
」

○
こ
の
「
銀
の
シ
ー
ツ
」
と
い
う
比
喩
の
お
か
げ
で
こ
の
丘
の
原
っ
ぱ
は

「
き
れ
い
」
と
言
わ
な
く
て
も
「
き
れ
い
な
様
子
」
が
と
て
も
よ
く
伝

わ
っ
て
き
ま
す
ね
。

（
以
後
省
略
。
同
様
に
表
現
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
学
ぶ
。）

「
き
れ
い
な
情
景
」
を
人
に
伝
え
る
に
は
、
ど
う
表
現
し
た
ら
よ
い
か

学
ぶ
。

ま　と　め

４
　
学
習
の
ま
と
め
を
す
る
。

○
今
日
の
ま
と
め
を
し
ま
す
。

 
「
き
れ
い
だ
な
」
と
思
う
こ
と
を
伝
え
た
い
時
、「
き
れ
い
」
と
か

「
美
し
い
」
と
か
い
う
言
葉
を
す
ぐ
に
使
わ
ず
、
様
子
や
も
の
ご
と
を

よ
く
見
て
、
見
た
ま
ま
を
「
言
葉
で
ス
ケ
ッ
チ
」
し
ま
し
ょ
う
。
そ

れ
ら
を
「
比
喩
」
で
表
現
す
る
の
も
い
い
で
す
ね
。



（
一
）
テ
ー
マ
に
つ
い
て

「
♡
友
達
を
助
け
た
い
と
思
っ
た
り
、
あ
き
ら
め
ず
に
探
し
て
い
る
二
人
の

『
き
ず
な
』
が
よ
か
っ
た
。」

　
こ
の
話
の
テ
ー
マ
を
「
き
ず
な
」
と
い
う
一
言
に
集
約
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

な
か
な
か
鋭
い
。

（
二
）
材
料
（
話
の
ネ
タ
）
に
つ
い
て

「
♡
雪
の
女
王
が
氷
の
よ
う
な
キ
ス
を
し
た
時
、
カ
イ
が
楽
し
か
っ
た
事
や

ゲ
ル
ダ
の
こ
と
を
わ
す
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
が
い
い
と

思
っ
た
。」

「
♡
話
の
ほ
と
ん
ど
が
す
ご
く
不
思
議
な
感
じ
で
『
鏡
の
か
け
ら
が
と
け
た

り
す
る
』
と
い
う
よ
う
な
所
が
あ
っ
て
す
ご
く
良
か
っ
た
。」

「
◆
鏡
の
か
け
ら
が
宝
石
に
か
わ
る
よ
う
な
、
も
う
少
し
不
思
議
な
話
に
し

た
い
。」

　
様
々
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
話
の
要
素
（
材
料
）
と
と
ら
え
、
そ
れ
ら
の
ア
イ

デ
ィ
ア
が
話
の
「
不
思
議
感
」
を
醸
し
出
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
。

自
分
な
ら
さ
ら
に
不
思
議
な
話
に
し
た
い
と
、「
宝
石
」
に
か
わ
る
よ
う
に
し
た

い
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
も
優
れ
て
い
る
。

（
三
）
構
成
に
つ
い
て

「
♡
場
面
ご
と
に
変
わ
っ
た
人
物
や
物
、
出
来
事
な
ど
が
あ
っ
て
、
楽
し
い

し
、
ゲ
ル
ダ
の
『
見
つ
け
て
会
い
た
い
』
と
い
う
心
の
思
い
が
す
ご
く
伝

わ
っ
て
き
た
。（
ど
の
場
面
も
）」

「
◆
『
金
の
馬
車
の
中
に
、
ビ
ス
ケ
ッ
ト
や
お
か
し
も
つ
め
て
あ
っ
た
』
と

い
う
所
は
こ
の
話
に
全
然
関
係
な
い
と
思
う
か
ら
、
私
だ
っ
た
ら
書
か
な

い
。」

　
構
成
に
関
し
て
は
、
場
面
ご
と
の
人
物
配
置
や
出
来
事
が
い
か
に
効
果
的
に

ゲ
ル
ダ
の
「
会
い
た
い
」
思
い
を
表
現
し
て
い
る
か
を
高
く
評
価
し
て
い
る
の

―　　―４４



が
よ
く
わ
か
る
。
ま
た
、「
金
の
馬
車
の
中
に
ビ
ス
ケ
ッ
ト
や
お
か
し
が
つ
め
て

あ
っ
た
」
と
い
う
場
面
に
つ
い
て
は
、
全
体
の
話
の
流
れ
の
中
で
「
全
然
関
係

な
い
」
と
評
価
し
、「
私
だ
っ
た
ら
書
か
な
い
」
と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
。
こ

の
部
分
か
ら
も
、
こ
の
児
童
の
中
に
「
表
現
者
」
と
し
て
の
「
自
信
」
や
「
評

価
の
力
」
が
か
な
り
育
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ま
さ
に
「
表
現

す
る
力
」
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
ワ
ン
ラ
ン
ク
上
の
読
み
の
力
を
手
に
入
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
資
料
で
あ
る
。

（
四
）
表
　
　
現

「
♡
美
し
い
と
感
じ
た
物
を
そ
の
ま
ま
『
美
し
い
』
と
書
か
ず
に
、「『
咲
き

香
る
』
や
『
き
ら
め
き
』
な
ど
の
言
葉
を
使
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
よ
か
っ

た
。」

　
こ
こ
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
中
の
「
情
景
描
写
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」
の
学
習
が
生
き

て
い
る
。「
美
し
さ
」
を
読
者
に
伝
え
る
た
め
に
は
「
美
し
い
」
と
書
く
の
で
は

な
く
、
そ
の
情
景
の
美
し
さ
を
描
写
す
る
こ
と
で
伝
え
る
、
と
い
う
レ
ト
リ
ッ

ク
を
自
分
の
も
の
に
し
て
い
る
。

「
♡
『
永
遠
』
と
い
う
言
葉
を
書
く
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。」

「
◆
も
う
少
し
わ
か
り
や
す
い
言
葉
を
入
れ
て
物
語
が
よ
く
わ
か
る
よ
う
に

し
た
い
。」

　
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
物
語
に
さ
え
、「
読
ま
れ
る
」
の
で
は
な
く
自
分
の
感
性
に

よ
っ
て
主
体
的
に
読
み
、
評
価
し
て
い
る
。
確
か
に
こ
の
「
永
遠
」
の
こ
と
ば

は
評
価
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
、「
永
遠
」
と
い
う
言
葉
を
「
か
っ
こ
い
い
」
と

評
価
し
た
者
と
、「
な
ぜ
『
永
遠
』
で
あ
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
そ
こ
に
必
然
性

が
あ
る
の
か
」
と
考
え
た
者
が
い
た
。
こ
の
児
童
は
後
者
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
い
と
い
う
元
来
人
が
も
っ
て
い
る
欲
求
を
学
習
に
応

用
す
る
こ
と
で
、
主
体
性
を
も
っ
た
「
こ
と
ば
の
力
」
が
児
童
の
中
に
育
ち
、

ま
た
「
表
現
者
」
と
し
て
の
力
量
が
「
読
者
」
と
し
て
の
力
量
を
さ
ら
に
一
歩

押
し
上
げ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

五
　
ま
　
　
と
　
　
め

　
青
木
幹
勇
は
著
書
「
子
ど
も
が
甦
る
詩
と
作
文－

自
由
な
想
像
＝
虚
構
＝
表

現
」
で
、

「
虚
構
の
作
文
は
、
子
ど
も
た
ち
を
新
し
い
表
現
の
世
界
へ
導
く
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。」

「
わ
た
し
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
文
を
書
く
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
想
像
力

の
育
成
を
強
調
し
ま
し
た
が
、
も
う
一
つ
大
切
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
こ
の
作
文
が
読
む
こ
と
と
、
書
く
こ
と
を
つ
な
ぐ
、
つ
ま
り
理
解
と

表
現
の
一
体
化
に
と
っ
て
大
き
く
機
能
す
る
と
い
う
こ
と
で 

」

と
述
べ
て
い
る
。

　
筆
者
は
一
連
の
学
習
に
お
い
て
、「
読
む
こ
と
」
の
指
導
の
最
中
、「
書
く
こ

と
」
が
こ
の
先
に
め
あ
て
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
児
童
（
つ
ま
り
「
表
現
者
」

で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
児
童
）
の
学
ぶ
意
欲
、
吸
収
し
て
い
く
力
、
そ

の
効
率
の
良
さ
に
つ
い
て
着
目
し
た
。

　「
物
語
の
創
作
／
お
話
づ
く
り
」
は
テ
キ
ス
ト
の
ス
キ
ー
マ
や
レ
ト
リ
ッ
ク
を

学
ぶ
こ
と
を
求
め
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
「
読
解
の
力
を
自
ら
培
う
」
と
い
う
読

み
書
き
関
連
学
習
を
自
然
に
形
成
し
て
い
く
。

　「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
を
「
表
現
者
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
結
び

（
４
）

す
。

―　　―４５



つ
け
て
い
く
こ
と
は
、
現
在
求
め
ら
れ
る
読
解
の
力
を
効
果
的
に
養
っ
て
い
く

ひ
と
つ
の
方
法
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
今
後
と
も
研
究
を
深
め
て
い
き
た
い
。
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