
１
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
学
会
で
の
研
究
協
議
を
通
し
て
多
く
の
示
唆
を
得
た
。
本
稿
は
、
研
究
協
議

会
で
提
案
し
た
も
の
を
も
と
に
、
そ
の
示
唆
を
ふ
ま
え
て
再
構
成
し
た
も
の
で

あ
る
。
提
案
者
は
、
二
〇
〇
七
年
度
に
中
学
部
か
ら
高
等
部
に
配
置
転
換
と
な

り
、
初
め
て
本
格
的
に
高
校
の
授
業
を
始
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
中
学
校
の
説

明
的
文
章
教
材
と
比
べ
る
と
、
高
等
学
校
に
お
け
る
教
材
（
評
論
文
等
）
は

「
中
学
校
と
比
べ
て
高
等
学
校
の
評
論
文
は
急
に
難
易
度
が
高
く
な
っ
た
」
と
い

う
の
が
、
生
徒
の
感
想
で
あ
る
。
自
身
、
中
学
校
で
指
導
し
て
い
た
頃
と
比
べ

る
と
、
教
材
研
究
や
指
導
方
法
に
つ
い
て
の
迷
い
も
多
い
。
こ
こ
で
は
、
指
導

方
法
・
指
導
過
程
に
着
目
し
、
授
業
改
善
を
目
指
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

２
　
説
明
的
文
章
の
指
導
過
程
に
つ
い
て

　
河
野
庸
介
（
２
０ 

は
、
こ
れ
ま
で
の
説
明
的
文
章
の
一
般
的
な
指
導

０
８
）
※
１

過
程
を
「
臼
通
読
、
渦
語
句
・
語
彙
指
導
、
嘘
形
式
段
落
指
導
、
唄
意
味
段
落

分
け
、
欝
各
意
味
段
落
の
要
点
の
確
認
、
蔚
文
章
の
要
旨
の
把
握
、
鰻
感
想
の

発
表
等
の
ま
と
め
と
い
う
指
導
過
程
」
で
あ
っ
た
と
整
理
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
指
導
過
程
が
、「
各
意
味
段
落
（
則
ち
『
部
分
』）
の
内
容
を
理
解
し
、
文

章
（
則
ち
『
全
体
』）
の
要
旨
を
把
握
す
る
と
い
う
『
部
分
』
か
ら
『
全
体
』
へ

と
い
う
指
導
」
で
あ
っ
た
と
し
、「
こ
の
指
導
方
法
に
よ
る
従
来
の
授
業
は
、
文

章
の
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
を
詳
細
に
読
解
し
て
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
る
こ
と
に
は
成
果
を
上
げ
た
が
、
そ
の
文
章
の
表
現
（
展
開
や
構
成
）

に
関
す
る
理
解
が
軽
く
扱
わ
れ
が
ち
に
な
る
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
」
と
指
摘

し
て
い
る
。

  
河
野
（
２
０
０
８
）
は
、
こ
の
整
理
を
ふ
ま
え
、「
全
体
か
ら
部
分
へ
」
と
い

う
意
識
を
持
っ
て
指
導
す
る
こ
と
が
文
章
の
内
容
と
表
現
の
双
方
に
つ
い
て
の

学
習
を
充
実
さ
せ
る
有
効
な
方
法
で
あ
る
と
提
唱
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
全
体

か
ら
部
分
へ
」
と
い
う
指
導
に
お
い
て
は
、「『
表
現
内
容
』
と
文
章
の
『
展
開

や
構
成
』
の
両
方
を
重
視
す
る
」
こ
と
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
河
野
（
２

０
０
８
）
の
提
唱
す
る
「
全
体
か
ら
部
分
へ
」
と
い
う
指
導
過
程
で
は
、
全
体

【
第
　
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】
３

４９

高
等
学
校
に
お
け
る
説
明
的
文
章
教
材
の
学
習
指
導
の
工
夫

―
―
評
論
文
「
も
の
と
こ
と
ば
」（
鈴
木
孝
夫
）
の
場
合
―
―

矢
　
原
　
豊
　
祥

―　　―１００



→
部
分
と
い
う
方
向
性
だ
け
で
な
く
、
内
容
面
と
筆
者
の
論
じ
方
に
つ
い
て
学

習
者
同
士
の
「
相
互
交
流
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
ろ
う
。

　
同
じ
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
た
実
践
研
究
を
、
提
案
者
は
、
矢
原
豊
祥
（
２
０

 

矢
原
豊
祥
（
２
０ 

に
お
い
て
提
案
し
て
い
る
。
そ
の
実
践
は
森

田
信
義
（
１
９ 

の
「
評
価
読
み
」
理
論
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
森
田
信
義
（
１
９
８
９
）
は
、
説
明
的
文
章
の
「
読
み
」
に
は
、「
確
認
読

み
」
系
列
の
読
み
と
「
評
価
読
み
」
系
列
の
読
み
が
あ
る
と
し
て
い
る
。「
確
認

読
み
」
と
は
、
何
が
、
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か
を
文
章
に
即
し
て
理
解

し
、
確
認
す
る
読
み
で
あ
る
。「
評
価
読
み
」
と
は
、
筆
者
の
工
夫
ま
で
問
い
、

読
み
の
過
程
で
生
じ
た
疑
問
、
問
題
を
解
決
す
る
読
み
で
あ
る
。
こ
の
「
確
認

読
み
」
と
「
評
価
読
み
」
は
通
常
の
読
み
に
は
同
時
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
レ

ベ
ル
の
違
う
も
の
で 

　 「
評
価
読
み
」
で
は
価
値
的
な
面
、
技
能
的
な
面
の
両
方
と
も
重
視
し
て
い
る

こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。「
基
礎
・
基
本
」
の
徹
底
が
叫
ば
れ
、
知
識
面
や
技
能
面

ば
か
り
が
重
視
さ
れ
が
ち
な
傾
向
さ
え
見
ら
れ
る
中
で
、
価
値
的
な
面
も
技
能

的
な
面
も
視
野
に
入
れ
る
学
習
指
導
の
必
要
性
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　「
価
値
付
け
」
す
る
力
は
、
ま
ず
、
学
習
者
の
主
体
的
な
読
み
な
し
に
は
発
揮

さ
れ
な
い
。
森
田
（
１
９ 

の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、「『
あ
る
が
ま
ま
』

に
と
ら
え
る
過
程
や
と
ら
え
た
結
果
に
、
自
ら
の
価
値
観
、
論
理
感
覚
、
方
法

観
等
を
基
準
に
し
て
吟
味
・
評
価
を
加
え
る
過
程
に
機
能
す
る
能
力
」
こ
そ
が

「
評
価
読
み
」
の
能
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
教
材
の
内
容
、
表
現
、
形
式
が
、

『
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
選
ば
れ
た
の
か
、
創
造
さ
れ
た
の
か
。
そ

れ
ら
は
読
み
手
と
し
て
納
得
が
い
く
も
の
で
あ
る
の
か
』
と
い
う
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
学
習
者
自
身
の
価
値
基
準
に
照
ら
し
合

０
４
）
※
２

０
６
）
※
３

８
９
）
※
４

あ
る
。
※
５

９
８
）
※
６

わ
せ
た
「
価
値
付
け
」
を
教
材
に
対
し
て
行
っ
て
い
く
読
み
が
「
評
価
読
み
」

な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
説
明
的
文
章
指
導
に
お
け
る
学
習
者
の
主
体
的
な
読
み
を

活
か
す
指
導
過
程
を
ど
う
仕
組
ん
で
い
く
か
、
授
業
者
に
よ
る
深
い
教
材
研
究

の
重
要
性
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

３
　
教
材
分
析
・
授
業
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

～
「
も
の
と
こ
と
ば
」（
鈴
木
孝
夫
）

　
こ
こ
で
は
、
三
省
堂
の
国
語
総
合
・
評
論
文
教
材
「
も
の
と
こ
と
ば
」（
鈴
木

孝
夫
）
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
葛
原
昌
子
・
森
田
信
義

（
２
０ 

を
参
考
に
し
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
七
年
の
授
業
を
考
察
し
、
授
業

構
想
の
糧
と
す
る
。

（
１
）　
高
等
学
校
第
１
学
年
　
国
語
総
合
：
現
代
文
分
野

（
２
）　
教
材
名
「
も
の
と
こ
と
ば
」（
鈴
木
孝
夫
）

（
３
）　
筆
者
　
鈴
木
孝
夫
（
す
ず
き
た
か
お
）　
言
語
学
者
。
専
攻
は
社
会
言
語

学
、
意
味
論
。
主
著
「
こ
と
ば
と
文
化
」（
１
９
７
３
岩
波
新
書
）、「
日
本
語

と
外
国
語
」（
１
９
９
０
岩
波
新
書
）
な
ど
。

（
４
）　
出
典
「
こ
と
ば
と
文
化
」（
岩
波
新
書
１
９
７
３
初
版
）
の
第
２
章
「
も

の
と
こ
と
ば
」
に
よ
る
。

（
５
）　
文
章
の
要
旨

　
も
の
と
こ
と
ば
の
対
応
関
係
は
、
こ
と
ば
が
も
の
を
あ
ら
し
め
て
い
る
と
考

え
る
の
が
正
当
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
と
ば
は
、
世
界
に
人
間
の
視
点
か
ら

の
切
れ
目
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
世
界
認
識
の
違
い
が
こ
と
ば
の
違
い
に
反

映
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

０
５
）
※
７

―　　―１０１



（
６
）　
文
章
の
構
成

　
本
文
全
体
は
、
５
つ
の
意
味
段
落
に
分
け
ら
れ
る
。
各
段
落
の
要
旨
は
次
の

表
の
通
り
で
あ
る
。

　
Ⅰ
段
落
で
は
、
言
語
に
つ
い
て
の
従
来
の
考
え
方
（
一
般
的
な
見
方
）
を
提

示
し
て
い
る
。
Ⅱ
段
落
で
は
、
言
語
に
つ
い
て
の
言
語
学
・
哲
学
的
な
考
え
方

を
Ⅰ
段
落
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
提
示
し
、
筆
者
の
立
場
が
言
語
学
・
哲
学
的
な

考
え
方
「
こ
と
ば
が
も
の
を
あ
ら
し
め
る
」「（
異
言
語
間
の
）
異
な
っ
た
名
称

は
、
か
な
り
違
っ
た
も
の
を
提
示
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

Ⅲ
・
Ⅳ
段
落
で
は
Ⅱ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
考
え
方
の
例
を
、
人
工
的
制
作
物
の

「
机
」
と
自
然
界
に
存
在
す
る
事
物
の
「
氷
」「
水
」「
湯
」
な
ど
を
用
い
て
説
明

し
て
い
る
。
Ⅴ
段
落
で
は
、
事
例
を
ふ
ま
え
た
総
括
を
行
っ
て
い
る
。

（
７
）　
本
教
材
の
表
現
・
構
成
な
ど
に
つ
い
て

　
本
教
材
の
表
現
や
構
成
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
評
価
し
た
。

　
① 
　
難
し
い
言
語
学
の
テ
ー
マ
を
平
易
な
言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
工
夫
さ
れ

て
い
る
。
一
方
で
、「
も
の
」
と
類
似
し
た
「
事
物
」「
物
質
」、「
こ
と
ば
」

と
類
似
し
た
「
言
語
」
な
ど
の
よ
う
に
、
混
乱
を
避
け
て
統
一
し
た
方
が

よ
い
言
葉
も
あ
る
。

　
②
　
２
つ
の
考
え
方
（
実
念
論
的
な
考
え
と
唯
名
論
的
な
考
え
）
を
対
比
さ

せ
な
が
ら
、
筆
者
の
考
え
（
唯
名
論
的
な
考
え
に
基
づ
く
）
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
二
項
対
立
的
な
図
式
が
描
き
や
す
い
。

　
③
　
序
論
部
分
に
お
け
る
第
Ⅰ
段
落
の
具
体
例
は
帰
納
法
的
な
述
べ
方
で
あ

る
。
本
論
部
分
の
第
Ⅲ
段
落
の
具
体
例
は
演
繹
法
的
な
述
べ
方
で
あ
る
。

具
体
例
は
高
校
生
に
と
っ
て
も
身
近
な
例
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
④
　
Ⅲ
段
落
の
末
尾
は
、
一
見
す
る
と
全
体
的
な
ま
と
め
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
他
社
の
教
科
書
に
は
、
こ
こ
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
教
材
も
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
を
全
体
の
ま
と
め
と
す
る
と
、
Ⅱ
段
落
に
あ
る
片

方
の
考
え
方
し
か
取
り
上
げ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
ま
と
め
と
し

て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

　
⑤
　
教
科
書
会
社
に
よ
っ
て
は
、
引
用
箇
所
が
さ
ら
に
増
え
る
。
引
用
箇
所

が
さ
ら
に
加
わ
る
こ
と
で
わ
か
り
や
す
さ
と
わ
か
り
に
く
さ
の
両
面
が
考

え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
比
較
検
討
は
し
な
い
。

―　　―１０２

ⅠⅡⅢⅣⅤ

意
味
段
落
ご
と
の
要
旨

　
私
た
ち
の
身
の
回
り
に
は
無
数
の
も
の
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
「
も
の
」

と
「
こ
と
ば
」
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
は
「
も
の
が
あ
れ
ば
必

ず
そ
れ
を
呼
ぶ
名
と
し
て
の
こ
と
ば
が
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
第
Ⅰ
段
に
述
べ
ら
れ
た
の
と
は
逆
に
、「
こ
と
ば
が
も
の
を
あ
ら
し
め
る
」

と
い
う
見
方
の
ほ
う
が
、
言
語
の
仕
組
み
を
正
し
く
と
ら
え
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　
机
を
ど
う
定
義
す
る
か
を
考
え
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
と
ば

は
、「
連
続
的
で
切
れ
目
の
な
い
素
材
の
世
界
」
に
、「
人
間
の
見
地
」
か
ら
、

「
虚
構
の
分
析
を
与
え
」「
分
類
す
る
」
働
き
を
担
っ
て
い
る
。

　
日
本
語
で
「
氷
」「
水
」「
湯
」
と
区
別
す
る
の
に
対
し
て
、
英
語
で
「
ア

イ
ス
」
と
「
ウ
ォ
ー
タ
ー
」、
マ
レ
ー
語
で
「
ア
イ
ェ
ル
」
と
し
か
区
別
し

な
い
よ
う
に
、
言
語
間
で
差
異
が
あ
る
の
は
、
こ
と
ば
が
対
象
の
世
界
を
特

定
の
角
度
か
ら
か
っ
て
に
切
り
取
る
仕
組
み
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
結
局
、「
こ
と
ば
が
も
の
を
あ
ら
し
め
る
」
と
考
え
る
ほ
う
が
、
妥
当
で
あ

る
。



（
８
）　
二
〇
〇
七
年
度
の
実
践
を
振
り
返
っ
て

　
こ
こ
で
は
、
二
〇
〇
七
年
度
の
第
一
学
習
社
・
国
語
総
合
「
も
の
と
こ
と
ば
」

（
鈴
木
孝
夫
）
を
扱
っ
た
説
明
的
文
章
の
指
導
過
程
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

［
学
習
目
標
］

　
①
　
例
示
（
具
体
）
と
そ
れ
に
対
す
る
意
見
（
抽
象
）
の
関
係
を
整
理
さ
せ
、

文
章
全
体
の
論
理
構
成
を
把
握
さ
せ
る
。

　
②
　「
も
の
」
と
「
こ
と
ば
」
の
関
係
を
従
来
の
言
語
観
と
筆
者
の
主
張
を
対

比
さ
せ
、
言
語
の
持
つ
「
虚
構
性
」
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。

［
指
導
過
程
］（
四
時
間
）

［
学
習
後
の
生
徒
の
反
応
］

　
○
　
最
初
は
意
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
学
習
を
終
え
て
筆
者
の
言
い
た

い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
○
　
具
体
と
抽
象
の
関
係
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
の
役
割
と
段
落

同
士
の
関
係
が
つ
か
め
た
。

　
○
　
評
論
文
の
読
み
方
が
少
し
わ
か
っ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。

（
９
）　
授
業
の
様
子
（
成
果
と
課
題
）

　
指
導
に
お
い
て
は
、「
例
示
（
具
体
）
と
そ
れ
に
対
す
る
意
見
（
抽
象
）
の
関

係
を
整
理
さ
せ
、
文
章
全
体
の
論
理
構
成
を
把
握
さ
せ
る
」
と
い
う
学
習
目
標

を
達
成
す
る
た
め
に
、
段
落
の
役
割
や
段
落
相
互
の
関
係
に
学
習
者
の
意
識
が

向
か
う
よ
う
に
、
第
１
時
に
形
式
段
落
の
操
作
活
動
を
取
り
入
れ
た
。
そ
れ
は
、

第
Ⅰ
段
落
（
意
味
段
落
）
内
の
形
式
段
落
の
順
序
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
、
順
序
を

考
え
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
学
習
者
に
対
し
、
初
め
は
個
人
で
解
決

に
取
り
組
み
、
そ
の
後
４
人
程
度
の
グ
ル
ー
プ
で
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
な

が
ら
解
決
を
す
る
よ
う
に
指
示
を
出
し
た
。
白
熱
し
た
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の

中
で
、
学
習
者
は
そ
の
根
拠
を
述
べ
合
っ
て
い
た
。

　
こ
の
活
動
を
取
り
入
れ
た
効
果
で
あ
ろ
う
か
、
学
習
後
の
反
応
の
中
に
「
具

体
と
抽
象
の
関
係
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
の
役
割
と
段
落
同
士
の
関

係
が
つ
か
め
た
。」
と
い
う
意
見
が
多
く
見
ら
れ
た
。

　
目
標
達
成
に
近
づ
い
た
と
感
じ
る
反
応
は
多
か
っ
た
反
面
、「
評
価
読
み
」
能

力
の
育
成
と
い
う
視
点
で
の
反
応
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、「
教

材
の
内
容
、
表
現
、
形
式
が
、『
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
選
ば
れ
た
の

―　　―１０３

１２３４

学
習
活
動
及
び
学
習
内
容

①
　
第
Ⅰ
段
落
（
意
味
段
落
）
内
の
形
式
段
落
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
、
正
し
い

順
序
に
並
べ
替
え
さ
せ
る
。（
個
人
→
グ
ル
ー
プ
討
議
→
全
体
協
議
）

②
　
第
Ⅰ
段
落
の
順
序
を
確
認
し
、
部
分
（
段
落
相
互
の
関
係
）
と
全
体

（
第
Ⅰ
段
落
の
要
旨
）
を
確
認
さ
せ
る
。

①
　
接
続
の
語
句
、
言
い
換
え
の
語
句
に
注
意
さ
せ
、
実
念
論
的
な
考
え
が

第
Ⅰ
段
落
の
要
旨
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
筆
者
の
立
場
が
唯
名
論
的
な

考
え
で
あ
る
と
い
う
二
項
対
立
的
な
図
式
を
と
ら
え
さ
せ
る
。

②
　
第
Ⅱ
段
落
に
お
け
る
唯
名
論
的
な
筆
者
の
考
え
を
理
解
さ
せ
る
。

①
　
第
Ⅰ
・
Ⅱ
段
落
を
振
り
返
り
、
従
来
の
言
語
観
で
あ
る
実
念
論
的
な
考

え
と
筆
者
の
主
張
す
る
唯
名
論
的
な
考
え
の
対
比
構
造
を
確
認
さ
せ
る
。

②
　
第
Ⅲ
段
落
の
例
示
（
具
体
）
と
そ
れ
に
対
す
る
意
見
（
抽
象
）
の
関
係

を
と
ら
え
さ
せ
る
。

①
　
Ⅰ
～
Ⅲ
の
意
味
段
落
の
関
係
を
つ
か
ま
せ
、
筆
者
の
主
張
と
論
じ
方

（
文
章
構
成
等
）
に
つ
い
て
確
認
さ
せ
る
。

②
　
全
体
を
通
し
て
振
り
返
る
。



か
、
創
造
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
ら
は
読
み
手
と
し
て
納
得
が
い
く
も
の
で
あ
る

の
か
』
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
「
価
値
付
け
」
レ
ベ
ル
の

「
読
み
」
に
は
課
題
が
あ
る
と
い
え
る
。

４
　
授
業
構
想
と
実
践

　
１
に
お
い
て
は
、
指
導
過
程
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
。
３
に
お
け
る
指
導
過

程
は
「
評
価
読
み
」「
全
体
か
ら
部
分
へ
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
十
分
と

は
い
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
学
習
目
標
の
達
成
に
向
け
た
取
り
組
み
と
し

て
は
、
学
習
後
の
反
応
か
ら
も
手
応
え
は
あ
っ
た
。
段
落
の
順
序
を
考
え
る
と

い
う
活
動
に
よ
り
、
学
習
者
の
意
識
が
筆
者
の
述
べ
方
に
向
か
い
、
筆
者
に
近

い
ス
タ
ン
ス
で
教
材
に
立
ち
向
か
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
二
〇
〇
七

度
の
成
果
と
課
題
を
ふ
ま
え
、
二
〇
〇
八
年
度
の
授
業
を
構
想
し
実
践
し
た
。

（
１
）　
授
業
計
画
（
五
時
間
扱
い
）

［
学
習
目
標
］

　
①
　
例
示
（
具
体
）
と
そ
れ
に
対
す
る
意
見
（
抽
象
）
の
関
係
を
整
理
さ
せ
、

文
章
全
体
の
論
理
構
成
を
把
握
さ
せ
る
。

　
②
　「
も
の
」
と
「
こ
と
ば
」
の
関
係
を
従
来
の
言
語
観
と
筆
者
の
主
張
を
対

比
さ
せ
、
言
語
の
持
つ
「
虚
構
性
」
や
「
恣
意
性
」
に
つ
い
て
、
具
体
例

を
通
し
て
考
察
す
る
。
ま
た
、
そ
の
考
察
を
も
と
に
自
分
の
考
え
を
ま
と

め
る
。

［
指
導
過
程
］（
五
時
間
）

―　　―１０４

１２３

学
習
活
動
及
び
学
習
内
容
（
※
生
徒
の
反
応
）

①
　
第
Ⅰ
段
落
内
の
形
式
段
落
バ
ラ
バ
ラ
に
し
、
正
し
い
順
序
に
並
べ
替
え

さ
せ
る
。（
個
人
→
グ
ル
ー
プ
討
議
→
全
体
協
議
）

②
　
第
Ⅰ
段
落
の
順
序
を
確
認
し
、
部
分
（
段
落
相
互
の
関
係
）
と
全
体

（
第
Ⅰ
段
落
の
要
旨
）
の
関
係
を
理
解
さ
せ
、
自
分
の
考
え
を
書
か
せ
る
。

※
こ
こ
で
は
、
言
語
に
つ
い
て
の
従
来
の
一
般
的
な
考
え
方
に
ほ
と
ん

ど
の
生
徒
が
賛
成
し
て
い
た
。

①
　
接
続
の
語
句
、
言
い
換
え
の
語
句
に
注
意
さ
せ
、
実
念
論
的
な
考
え
が

第
Ⅰ
段
落
の
要
旨
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
筆
者
の
立
場
が
唯
名
論
的
な

考
え
で
あ
る
と
い
う
二
項
対
立
的
な
図
式
を
と
ら
え
さ
せ
る
。

※
こ
こ
で
は
、
前
時
の
考
え
方
を
筆
者
が
否
定
し
て
い
る
こ
と
で
、
生

徒
自
身
の
考
え
方
に
揺
さ
ぶ
り
が
か
け
ら
れ
た
。

②
　
第
Ⅱ
段
落
に
お
け
る
唯
名
論
的
な
筆
者
の
考
え
を
理
解
さ
せ
る
。

※
抽
象
的
に
は
理
解
出
来
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
説
明
し
に
く
い
状

態
で
あ
る
。

③
　
第
Ⅲ
段
落
の
具
体
例
を
通
し
て
考
え
る
こ
と
を
告
げ
る
。

①
　
第
Ⅰ
・
Ⅱ
段
落
を
振
り
返
り
、
従
来
の
言
語
観
で
あ
る
実
念
論
的
な
考

え
と
筆
者
の
主
張
す
る
唯
名
論
的
な
考
え
の
対
比
構
造
を
確
認
さ
せ
る
。

②
　
第
Ⅲ
段
落
の
例
示
（
具
体
）
と
そ
れ
に
対
す
る
末
尾
の
ま
と
め
の
意
見

（
抽
象
）
の
関
係
を
と
ら
え
さ
せ
る
。

※
こ
の
具
体
例
と
ま
と
め
の
意
見
で
理
解
出
来
た
か
を
問
う
と
、
理
解

出
来
た
と
い
う
生
徒
が
い
る
反
面
、
違
和
感
を
感
じ
て
い
る
生
徒
が

出
て
く
る
。
そ
の
生
徒
に
理
由
を
問
う
と
、「
片
方
の
意
見
の
具
体
例

が
詳
し
く
、
も
う
一
方
の
意
見
に
つ
い
て
の
説
明
が
少
な
い
の
で
は

な
い
か
」
と
述
べ
た
。



（
２
）　
学
習
者
の
反
応

［
意
見
文
の
一
部
］

　
筆
者
は
も
の
と
こ
と
ば
の
関
係
に
つ
い
て
、「
こ
と
ば
が
も
の
を
あ
ら
し

め
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
私
た
ち
が
世
界
を
認
識
出
来
る
の
は
、
事

物
が
そ
こ
に
存
在
す
る
と
思
わ
せ
る
こ
と
ば
が
あ
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ

て
、
こ
と
ば
は
連
続
的
な
世
界
を
人
間
の
都
合
に
よ
り
切
れ
目
を
入
れ
、

分
類
し
て
い
る
の
だ
。
ま
た
、
こ
と
ば
が
も
の
を
あ
ら
し
め
て
い
る
の
な

ら
、
言
語
が
違
え
ば
認
識
さ
れ
る
対
象
も
あ
る
程
度
変
化
す
る
は
ず
だ
。

こ
れ
は
、
言
語
に
よ
っ
て
世
界
の
切
り
取
り
方
が
違
い
、
世
界
観
も
異
な

る
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。

　
私
は
、
筆
者
の
考
え
に
賛
成
で
あ
る
。

　
ま
ず
、「
こ
と
ば
が
も
の
を
あ
ら
し
め
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え

て
み
る
。
今
、
新
種
の
キ
ノ
コ
を
発
見
し
た
と
す
る
。
こ
の
キ
ノ
コ
に
は
、

当
然
名
前
が
つ
け
ら
れ
る
。
新
し
い
も
の
を
見
つ
け
て
そ
れ
に
名
前
を
つ

け
る
と
い
う
過
程
は
、
も
の
が
先
に
あ
り
、
あ
と
で
名
前
を
つ
け
る
と
い

う
こ
と
で
、
筆
者
の
意
見
と
矛
盾
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
新
種
の
キ
ノ
コ

を
発
見
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、「
は
じ
め
に
こ
と
ば
あ
り
き
」
と
い
う

こ
と
な
の
だ
と
筆
者
は
述
べ
て
い
る
の
だ
。
例
え
ば
、
夜
空
を
見
上
げ
る

と
無
数
の
星
が
あ
る
。
ど
れ
も
同
じ
よ
う
に
輝
い
て
い
る
が
、
私
た
ち
は

そ
の
中
か
ら
金
星
を
、
火
星
を
、
オ
リ
オ
ン
座
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
。

そ
の
他
の
名
の
わ
か
ら
な
い
星
に
は
注
目
し
な
い
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、

キ
ノ
コ
と
名
が
あ
る
か
ら
新
種
の
キ
ノ
コ
を
発
見
し
た
の
で
あ
り
、
名
が

な
け
れ
ば
目
に
入
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
よ
っ
て
、「
こ
と
ば
が
も
の
を
あ
ら

し
め
て
い
る
」
と
言
え
る
。

　
次
に
、「
言
語
が
違
え
ば
認
識
さ
れ
る
対
象
も
変
化
す
る
」
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
私
た
ち
が
会
話
で
あ
ま
り
気
に
し
な
い
数
量
を
、

英
語
で
は
必
ず
単
数
な
ら
ａ
を
つ
け
、
複
数
な
ら
ｓ
を
つ
け
る
。
数
え
ら

れ
る
名
詞
、
数
え
ら
れ
な
い
名
詞
と
い
う
の
も
あ
る
。
言
語
に
よ
っ
て
注

目
す
る
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
も
の
の
見
方
や
角
度
が
違
う
の
だ
。
よ
っ
て
、

こ
と
ば
が
違
え
ば
認
識
さ
れ
る
対
象
も
違
う
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
私
は
筆
者
の
意
見
に
賛
成
す
る
。

　
こ
の
生
徒
の
意
見
文
は
、
全
体
で
発
表
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
身
近
な
具
体

―　　―１０５

４５

③
　
第
Ⅳ
段
落
の
必
要
性
に
つ
い
て
次
の
時
間
に
扱
う
こ
と
を
予
告
す
る
。 

①
　
第
Ⅳ
段
落
の
具
体
例
に
つ
い
て
順
に
理
解
さ
せ
る
。
具
体
例
に
つ
い
て

話
し
合
い
を
通
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
な
が
ら
、
ま
と
め
る
。

 
②
　
第
Ⅴ
段
落
の
ま
と
め
の
意
見
を
と
ら
え
さ
せ
、
本
文
の
具
体
例
を
用
い

て
グ
ル
ー
プ
で
説
明
を
さ
せ
あ
う
。

※
二
つ
の
考
え
方
の
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
例
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
確
認
し

な
が
ら
、
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
を
深
め
て
い
っ
た
。 

③
　
本
文
を
二
〇
〇
字
ぐ
ら
い
に
要
約
し
、
そ
れ
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を

八
〇
〇
字
以
内
の
原
稿
用
紙
に
書
い
て
く
る
よ
う
に
指
示
す
る
。
そ
の
際
、

意
見
に
は
必
ず
身
近
な
具
体
例
を
入
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
。

①
　
意
見
文
を
グ
ル
ー
プ
内
で
交
流
さ
せ
る
。

②
　
要
約
文
を
確
認
さ
せ
る
。

③
　
各
グ
ル
ー
プ
の
中
か
ら
、
特
徴
的
な
意
見
文
を
全
体
へ
発
表
さ
せ
る
。

④
　
学
習
の
深
ま
り
に
つ
い
て
振
り
か
え
ら
せ
る
。



例
が
出
さ
れ
て
い
る
う
え
に
、
構
成
も
し
っ
か
り
し
て
い
る
。
筆
者
が
述
べ
て

い
る
二
つ
の
考
え
方
に
沿
っ
た
例
を
順
序
立
て
て
述
べ
て
い
る
。
他
の
生
徒
か

ら
も
、
わ
か
り
や
す
い
例
で
あ
っ
た
と
い
う
感
想
が
多
く
見
ら
れ
た
。

［
学
習
後
の
生
徒
の
反
応
］

　〈
言
語
に
つ
い
て
の
関
心
〉

　
○
　
言
語
論
に
つ
い
て
学
習
し
て
み
て
、
言
語
は
何
気
な
く
使
っ
て
い
る
も

の
だ
け
ど
、
こ
だ
わ
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
文
化
や
習
慣
な
ど
様
々
な
要

因
が
絡
ん
で
い
る
と
思
っ
た
。
こ
れ
か
ら
も
少
し
ず
つ
考
え
を
深
め
て
い

き
た
い
。

　
○
　
他
の
人
の
意
見
文
を
聞
い
て
み
る
と
、
筆
者
の
考
え
を
再
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
い
ろ
い
ろ
な
例
が
あ
り
、
身
近
な
も
の
で
も
他
言
語
と
日

本
語
の
表
し
方
が
違
う
例
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

　〈
書
く
こ
と
に
よ
る
深
ま
り
〉

　
○
　
小
論
文
形
式
で
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
て
み
て
、
す
っ
き
り
と
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
さ
ら
に
理
解
が
深
ま
っ
た
よ
う
に
思
う
。
文
章
に

す
る
こ
と
で
、
言
語
に
つ
い
て
の
意
識
が
高
ま
っ
た
と
思
う
。

　
○
　
本
文
を
初
め
て
読
ん
だ
と
き
は
全
く
手
が
つ
か
ず
困
っ
て
い
た
が
、
授

業
を
受
け
た
り
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
後
の
意
見
文
は

予
想
以
上
に
簡
単
に
書
く
こ
と
が
で
き
た
。
自
分
の
考
え
も
上
手
く
ま
と

め
ら
れ
て
、
納
得
が
い
く
も
の
が
で
き
た
。

　〈
論
理
的
な
読
み
方
の
深
ま
り
〉

　
○
　
具
体
例
と
筆
者
の
意
見
の
つ
な
ぎ
合
わ
せ
方
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。

具
体
例
が
出
て
く
る
と
、
そ
の
つ
ど
、
そ
れ
が
ど
の
意
見
か
を
確
認
し
て

い
け
ば
よ
く
わ
か
る
。
み
ん
な
が
書
い
た
意
見
文
は
具
体
例
の
使
い
方
が

上
手
く
て
、
と
て
も
わ
か
り
や
す
か
っ
た
。
自
分
の
中
の
あ
い
ま
い
な
形

の
意
見
を
相
手
に
伝
え
た
い
と
き
に
、
上
手
く
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
ど
ん

な
に
大
切
か
わ
か
っ
た
気
が
す
る
。

（
３
）　
授
業
の
様
子
（
成
果
と
課
題
）

　
今
回
の
授
業
で
は
、
前
回
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
第
一
時
の
導
入
は
同
じ
よ
う

に
行
っ
た
。
指
導
に
お
い
て
は
、「
例
示
（
具
体
）
と
そ
れ
に
対
す
る
意
見
（
抽

象
）
の
関
係
を
整
理
さ
せ
、
文
章
全
体
の
論
理
構
成
を
把
握
さ
せ
る
」
と
い
う

点
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
生
徒
が
書
い
た
意
見
文
の
書
き
方
に
も

少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
、
生
徒
の
学
習
後
の
反
応
に
も
そ
の

点
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

　
今
回
、
特
に
「
評
価
読
み
」
の
視
点
を
用
い
た
場
面
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
第

三
時
の
②
第
Ⅲ
段
落
の
例
示
（
具
体
）
と
そ
れ
に
対
す
る
末
尾
の
ま
と
め
の
意

見
（
抽
象
）
の
関
係
を
と
ら
え
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
こ
こ
で
事
例
（
具

体
）
と
意
見
（
抽
象
）
の
関
係
を
吟
味
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
、
筆
者
の
論
理
を

と
ら
え
さ
せ
る
場
面
で
あ
っ
た
。
既
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
Ⅲ
段
落
の
末
尾

は
、
一
見
す
る
と
全
体
的
な
ま
と
め
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
他
社
の
教
科
書

に
は
、
こ
こ
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
教
材
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
を

全
体
の
ま
と
め
と
す
る
と
、
Ⅱ
段
落
に
あ
る
片
方
の
考
え
方
し
か
取
り
上
げ
て

い
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
ま
と
め
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
筆
者
の
考
え
を
要
約
さ
せ
、
自
分
の
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
と
い
う

書
く
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
筆
者
の
論
理
に
近
づ
い
て
い
っ
た
。
本
校

で
は
国
語
の
授
業
以
外
で
も
「
こ
と
ば
の
教
育
」
に
取
り
組
ん
で 

そ
の

こ
と
も
、
こ
こ
で
生
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
生
徒
の
言
語
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
は
、
学
習
後
の
生
徒
の
反
応
に
見
ら

い
る
。
※
８

―　　―１０６



れ
る
よ
う
に
、
深
ま
り
が
確
認
さ
れ
る
。
抽
象
と
具
体
を
い
っ
た
り
来
た
り
し

な
が
ら
学
習
を
進
め
た
こ
と
と
、
話
し
合
い
活
動
や
書
く
活
動
を
学
習
過
程
に

位
置
づ
け
た
こ
と
が
効
果
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

５
　
お
　
わ
　
り
　
に
　

　
学
会
で
の
研
究
協
議
で
は
、
授
業
構
想
が
具
体
的
に
は
示
せ
ず
に
終
わ
っ
て

い
た
。
研
究
協
議
の
中
で
、
多
く
の
示
唆
を
得
て
、
稚
拙
な
が
ら
授
業
を
構
想

し
、
実
践
し
た
。
十
分
な
考
察
が
で
き
て
は
い
な
い
が
、
今
後
の
皆
様
の
ア
ド

バ
イ
ス
を
得
る
た
め
に
ま
と
め
た
。「
評
価
読
み
」
の
レ
ベ
ル
ま
で
到
達
し
て
い

る
と
は
い
い
き
れ
な
い
が
、
そ
の
視
点
を
も
っ
て
取
り
組
ん
だ
。
諸
先
生
方
の

貴
重
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
お
願
い
し
た
い
。

注
（
※
）

１
　「
説
明
的
な
文
章
で
指
導
す
べ
き
言
語
能
力
」
河
野
庸
介
／
国
語
科
指
導
開

発
辞
典
　
月
刊
国
語
教
育
２
０
０
８
別
冊
／
東
京
法
令
出
版
／
２
０
０
８
・

５
２
　「
説
明
的
文
章
指
導
に
お
け
る
『
評
価
読
み
』
能
力
の
育
成
と
そ
の
評
価
に

関
す
る
考
察
～
『
ホ
タ
ル
の
里
づ
く
り
』（
中
学
校
第
二
学
年
）
の
場
合
～
」

矢
原
豊
祥
／
第
　
回
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
千
葉
大
会 
自
由
研
究
発
表
資

１０６

料
／
２
０
０
４
・
５

３
　「『
読
解
力
』
を
ど
う
捉
え
、
ど
う
育
て
る
か
―『
評
価
読
み
』
の
有
効
性
―
」

（
国
語
教
育
研
究
第
四
十
七
号
）
広
島
大
学
国
語
教
育
会
／
矢
原
豊
祥
／
２
０

０
６
年
３
月

４
　 「
筆
者
の
工
夫
を
評
価
す
る
説
明
的
文
章
の
指
導
」
森
田
信
義
／
明
治
図
書

／
１
９
８
９

５
　
こ
の
「
確
認
読
み
」
は
説
明
的
文
章
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
そ

れ
を
説
明
的
文
章
の
み
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
な
い
も
の
と
考
え
て

い
る
。
つ
ま
り
、
文
学
的
文
章
指
導
に
お
け
る
「
創
造
的
読
み
」
も
こ
の

「
評
価
読
み
」
系
列
に
な
る
と
考
え
る
。

６
　「
説
明
的
文
章
教
育
の
目
標
と
内
容
―
何
を
、
な
ぜ
教
え
る
の
か
―
」
森
田

信
義
／
渓
水
社
／
１
９
９
８

７
　「
読
む
こ
と
の
能
力
育
成
―
高
等
学
校
国
語
科
の
場
合
―
」
葛
原
昌
子
・
森

田
信
義
／
学
校
教
育
実
践
学
研
究
第
　
巻
／
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究

１１

科
附
属
教
育
実
践
総
合
セ
ン
タ
ー
／
２
０
０
５
年
３
月

８
　「『
論
理
的
な
思
考
力
・
表
現
力
』
を
高
め
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
―
選
択

教
科
『
こ
と
ば
』
の
展
開
―
」（
国
語
教
育
研
究
第
四
十
八
号
）
広
島
大
学
国

語
教
育
会
／
矢
原
豊
祥
／
２
０
０
７
年
３
月

　「『
論
理
的
な
思
考
力
・
表
現
力
』
を
高
め
る
授
業
づ
く
り
―
論
理
を
組
　

み
立
て
る
（
主
張
文
の
作
成
を
通
し
て
）―
」（
国
語
教
育
研
究
第
四
十
九
号
）

広
島
大
学
国
語
教
育
会
／
矢
原
豊
祥
／
２
０
０
８
年
３
月

　（
広
島
県
立
広
島
中
・
高
等
学
校
）
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