
一
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
本
学
会
研
究
協
議
に
お
い
て
は
、
昨
年
度
か
ら
「
読
む
こ
と
」
の
領
域
が
シ

リ
ー
ズ
で
問
題
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
近
年
の
学
力
低
下
の

議
論
、
な
か
で
も
国
際
的
な
学
力
調
査
に
お
い
て
「
読
解
力
」
の
結
果
が
振
る

わ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
社
会
的
関
心
の
高
ま
り
が
一
つ
の
背
景
と
し
て
あ

る
。
二
〇
〇
五
年
度
協
議
に
お
け
る
「
読
解
力
」
概
念
の
と
ら
え
直
し
も
ふ
ま

え
な
が
ら
、
昨
年
度
は
小
説
教
材
と
り
わ
け
新
教
材
の
取
り
扱
い
に
焦
点
を
し

ぼ
っ
て
議
論
を
行
っ
た
。

　
今
年
度
は
、「
読
む
こ
と
」
の
領
域
の
中
で
も
説
明
的
文
章
教
材
の
学
習
指
導

を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ジ
ャ
ン
ル
特
定
以
上
の
特
別
な
課
題
の
焦
点

化
は
行
わ
な
か
っ
た
。
発
表
は
、
次
の
三
氏
に
お
願
い
し
た
。

・
黒
瀬
直
美
氏
（
広
島
大
学
附
属
中
・
高
等
学
校
）

・
重
永
和
馬
氏
（
広
島
大
学
附
属
福
山
中
・
高
等
学
校
）

・
矢
原
豊
祥
氏
（
広
島
県
広
島
中
・
高
等
学
校
）

　
ど
な
た
も
転
任
あ
る
い
は
配
属
替
え
の
初
年
度
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

発
表
を
お
引
き
受
け
く
だ
さ
り
、
本
誌
に
も
改
め
て
協
議
を
ふ
ま
え
た
実
践
報

告
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
三
氏
の
実
践
を
も
と
に
し
た

今
回
の
研
究
協
議
会
に
つ
い
て
、
当
日
（
二
〇
〇
八
年
八
月
一
二
日
）
の
進
行

役
を
務
め
た
者
と
し
て
若
干
の
ま
と
め
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

二
　
三
氏
の
実
践
報
告
の
特
徴
と
問
題
意
識

１
　
黒
瀬
氏
の
場
合

　
黒
瀬
氏
の
実
践
報
告
は
、
内
山
節
「
自
然
と
人
間
の
関
係
を
通
し
て
考
え
る
」

を
中
心
教
材
と
し
た
単
元
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
評
論
の
授
業
と
し
て
の

特
徴
は
、
次
の
よ
う
な
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

・
最
後
に
意
見
文
を
書
か
せ
る
こ
と
を
見
通
し
て
授
業
を
進
め
て
い
る
点
。

・
そ
の
た
め
に
、
導
入
段
階
で
、
ア
ル
ビ
ン
・
ト
フ
ラ
ー
の
「
第
三
の
波
」

に
つ
い
て
、
教
師
が
口
頭
の
説
明
に
よ
っ
て
概
要
を
説
明
し
、
聞
か
せ
て

い
る
点
。

・
教
材
に
つ
い
て
、
丹
念
な
読
み
取
り
を
行
っ
て
い
る
点
。

・
読
解
の
後
、
意
見
文
を
書
か
せ
る
段
階
で
、
教
師
が
口
頭
で
紹
介
し
た
ト
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フ
ラ
ー
の
近
代
化
に
対
す
る
考
え
方
と
、
読
解
を
行
っ
た
内
山
節
の
考
え

と
を
対
比
し
、
ど
ち
ら
の
立
場
に
立
つ
か
と
い
う
問
い
に
よ
っ
て
課
題
を

設
定
し
て
い
る
点
。

　
一
方
で
，
実
践
報
告
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
次
の
よ
う
な
点
に
特
徴

が
あ
る
。

・
学
習
者
の
実
態
や
特
徴
を
と
ら
え
、
意
味
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
点
。

・
他
の
授
業
者
の
実
践
と
比
較
し
て
い
る
点
。

　
な
お
、
他
の
授
業
者
の
実
践
は
、
次
の
よ
う
な
点
に
特
徴
の
あ
る
も
の
で

あ
っ
た
。

・
教
材
の
後
半
で
中
心
的
に
述
べ
ら
れ
る
「
時
間
」
と
い
う
問
題
を
取
り
上

げ
、
再
定
義
と
図
示
と
い
う
形
で
表
現
さ
せ
て
い
る
点
。

・
読
前
の
考
え
の
表
現
、
筆
者
の
考
え
と
自
分
の
考
え
と
の
比
較
、
読
解
、

同
一
筆
者
に
よ
る
発
展
教
材
（「
武
蔵
野
の
風
景
」
学
校
図
書
・
中
三
）
の

続
け
読
み
、
要
約
と
い
う
展
開
で
行
わ
れ
て
い
る
点
。

２
　
重
永
氏
の
場
合

　
重
永
氏
の
実
践
報
告
は
、
野
元
菊
夫
「
言
語
は
色
眼
鏡
で
あ
る
」
と
丸
山
圭

三
郎
「
言
語
と
記
号
」
と
で
教
材
編
成
を
行
っ
た
単
元
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ

る
。
評
論
の
授
業
と
し
て
の
特
徴
は
次
の
よ
う
な
点
に
認
め
ら
れ
る
。

・
学
習
者
に
、
既
有
知
識
と
は
異
な
る
見
方
や
考
え
方
と
対
峙
さ
せ
る
た
め
、

複
数
（
二
つ
）
の
教
材
で
単
元
を
構
成
し
て
い
る
点
。
具
体
的
に
は
、
丸

山
圭
三
郎
「
言
語
と
記
号
」
に
よ
っ
て
、
名
付
け
に
よ
る
世
界
の
分
節
化

と
い
う
言
語
の
は
た
ら
き
を
提
示
し
て
い
る
。

・
指
導
過
程
が
、
次
の
よ
う
に
モ
デ
ル
的
と
も
言
え
る
丁
寧
な
展
開
で
構
成

さ
れ
て
い
る
点
。

読
前
に
お
け
る
学
習
者
の
テ
ー
マ
に
対
す
る
考
え
の
表
現
と
交
流

主
教
材
の
文
章
読
解

読
後
の
感
想
文
と
交
流
（
紹
介
）

副
教
材
の
読
解
と
比
較

読
後
の
意
見
文
の
記
述
と
交
流

ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
学
習
の
成
果
の
ふ
り
か
え
り

・
表
現
に
つ
い
て
、
読
前
、
一
つ
め
の
教
材
の
読
後
、
二
つ
め
の
教
材
の
読

後
と
機
会
が
十
分
に
設
定
さ
れ
て
い
る
点
。

・
学
習
者
の
書
い
た
作
文
に
つ
い
て
、
教
師
が
分
類
を
行
い
、
考
え
方
や
立

場
の
違
い
を
明
確
に
し
な
が
ら
、
学
習
者
に
提
示
し
て
い
る
点
。

　
評
論
教
材
に
対
す
る
授
業
観
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
て
、
実
践
報
告
と
し

て
も
明
確
な
構
想
を
持
つ
。

３
　
矢
原
氏
の
場
合

　
矢
原
氏
の
実
践
報
告
は
、
鈴
木
孝
夫
「
も
の
と
こ
と
ば
」
を
扱
っ
た
単
元
の
、

昨
年
度
と
今
年
度
と
い
う
二
か
年
に
渡
る
授
業
改
善
の
過
程
を
提
示
す
る
も
の

で
あ
る
。
評
論
の
授
業
と
し
て
の
特
徴
は
、
次
の
よ
う
な
点
に
見
ら
れ
る
。

・
両
年
度
の
実
践
に
お
い
て
、
評
論
文
の
表
現
に
対
す
る
「
評
価
読
み
」
の

実
現
を
目
指
し
て
い
る
点
。

・
論
理
の
展
開
を
と
ら
え
さ
せ
る
た
め
、
段
落
の
順
序
を
ば
ら
ば
ら
に
し
て

教
材
を
提
示
し
て
い
る
点
。

・
学
習
課
題
の
解
決
を
、
個
人
学
習
→
グ
ル
ー
プ
活
動
→
全
体
協
議
と
い
う

展
開
で
行
っ
て
い
る
点
。
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・
教
材
に
つ
い
て
、
丹
念
な
読
み
取
り
を
行
っ
て
い
る
点
。

・
二
〇
〇
八
年
度
の
実
践
に
お
い
て
、「
評
価
読
み
」
を
実
現
す
る
手
立
て

と
し
て
、
第
三
段
落
の
例
示
と
ま
と
め
の
関
係
に
焦
点
化
し
、
読
後
に
意

見
文
を
書
か
せ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
授
業
改
善
を
行
っ
て
い
る
点
。

　
実
践
報
告
の
特
徴
と
し
て
は
、
先
に
述
べ
た
授
業
改
善
の
過
程
が
示
さ
れ
て

い
る
点
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
が
、
他
に
も
、
複
数
の
教
科
書
会
社
の
教
材
の
あ

り
様
を
比
較
す
る
な
ど
、「
評
価
読
み
」
の
た
め
の
教
材
分
析
が
示
さ
れ
て
い
る

点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

４
　
評
論
の
授
業
に
お
け
る
授
業
者
の
問
題
意
識

　
三
氏
の
実
践
報
告
か
ら
は
、
現
在
評
論
の
授
業
に
際
し
て
授
業
者
が
共
有
す

る
問
題
意
識
が
い
く
つ
か
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
授
業
展

開
の
順
に
挙
げ
て
み
た
い
。

　
一
つ
目
に
、
評
論
教
材
と
学
習
者
の
既
有
知
識
や
問
題
意
識
と
を
い
か
に
結

ぶ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
教
材
を
読
む
前
に
作
文
を
書
か
せ
る
と

い
う
学
習
活
動
と
し
て
、
詳
し
く
は
そ
こ
で
の
作
文
課
題
の
あ
り
方
、
教
師
の

語
り
か
け
と
い
う
教
授
行
為
と
し
て
現
れ
る
。

　
二
つ
目
に
、
評
論
教
材
に
お
け
る
論
理
の
展
開
を
い
か
に
確
実
に
と
ら
え
さ

せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
段
落
の
並
べ
替
え
と
い
う
よ
う
に
学
習

活
動
が
工
夫
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
導
入
に
続
く
展
開
部
で
の
発
問
と
板
書

と
い
う
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
形
で
お
さ
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
要
約
文
を
書

か
せ
る
と
い
う
方
法
も
見
ら
れ
る
。

　
三
つ
目
に
、
筆
者
の
認
識
内
容
や
論
展
開
を
含
め
た
文
章
表
現
を
い
か
に
相

対
的
に
と
ら
え
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
対
比
的
な
内
容
を
持
つ
教
材

や
、
類
似
教
材
、
同
一
の
筆
者
の
教
材
を
あ
わ
せ
て
読
む
こ
と
で
実
現
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
が
、
一
方
で
「
評
価
読
み
」「
批
判
的
読
み
」
と
い
う
読
み
の
構
え

を
持
た
せ
る
こ
と
で
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
四
つ
目
に
、
読
後
に
お
い
て
学
習
者
の
認
識
の
変
容
や
問
題
意
識
の
発
展
を

い
か
に
学
習
者
自
身
に
意
識
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
筆
者

の
考
え
に
対
す
る
自
分
の
立
場
を
明
確
に
し
た
作
文
を
書
か
せ
る
と
い
う
形
で

行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
と
き
に
は
デ
ィ
ベ
ー
ト
な
ど
へ
の
展
開
も
見
ら
れ
る
。

　
五
つ
目
に
、
以
上
全
て
に
関
わ
っ
て
、
評
論
あ
る
い
は
国
語
科
の
授
業
全
体

の
活
性
化
を
い
か
に
行
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
文
を
書
か
せ
る
こ
と
、

ま
た
そ
れ
を
読
み
会
い
交
流
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
そ
う
し
た
側
面
か
ら
再

び
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
話
し
合
い
や
グ
ル
ー
プ
活
動
の
導
入
な
ど
も

行
わ
れ
る
。

三
　
協
議
の
実
際

１
　
学
習
者
が
評
論
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
学
ぶ
も
の

　
当
日
の
協
議
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
実
践
報
告
を
元
に
さ
ら
な
る
探
究
が
な

さ
れ
た
。
前
項
の
問
題
意
識
と
重
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
論
点
を

と
り
あ
げ
て
紹
介
し
た
い
。

　
ま
ず
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
評
論
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
学
習
者
は
何
を
学

ぶ
の
か
、
学
ば
せ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

次
の
よ
う
な
発
言
が
見
ら
れ
た
。

・
あ
る
問
題
や
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
ど
う
い
う
問
い
を
立
て
る
の
か
。
問
い

の
立
て
方
や
、
問
題
意
識
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
。
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・
評
論
の
内
容
は
時
代
に
よ
っ
て
も
変
わ
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
、
そ
こ
に
表

現
さ
れ
た
筆
者
の
思
考
方
法
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。

・
文
章
を
読
む
こ
と
や
読
書
を
す
る
こ
と
で
生
徒
が
手
に
入
れ
る
の
は
、
内

容
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
思
考
の
フ
レ
ー
ム
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
。

生
徒
の
見
方
を
変
え
る
よ
う
な
も
の
を
読
ま
せ
る
と
、
書
く
と
き
に
も
そ

う
し
た
思
考
の
方
法
へ
と
焦
点
が
当
た
り
や
す
い
。

・
予
備
校
や
受
験
指
導
の
中
で
、
具
体
例
を
の
ぞ
い
て
読
む
と
い
う
評
論
の

読
み
方
が
身
に
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
来
の
学
力
で
は

な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
重
永
氏
は
、
評
論
の
学
習
と
意
見
文
を
「
書
く

こ
と
」
の
学
習
と
の
関
連
指
導
の
必
要
性
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
。
ま
た
、
黒

瀬
氏
は
、
前
任
校
で
の
実
践
で
、
山
崎
正
和
「
水
の
東
西
」
を
読
ん
だ
後
、「
○

○
の
東
西
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
作
文
を
書
か
せ
た
と
こ
ろ
、
筆
者
に
倣
っ
て

様
々
な
も
の
の
「
東
西
」
を
対
比
的
に
と
ら
え
る
思
考
が
現
れ
た
と
い
う
経
験

を
披
露
さ
れ
る
と
と
も
に
、
他
の
教
材
で
は
認
識
の
内
容
が
難
解
で
、
思
考
や

認
識
の
方
法
を
取
り
出
す
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
発
言
を
な
さ
っ
た
。
矢
原
氏

か
ら
は
、
中
高
一
貫
校
と
し
て
独
自
に
取
り
組
ん
で
い
る
「
こ
と
ば
の
教
育
」

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
、
主
張
文
、
弁
論
大
会
な
ど
の
学
習
と
の
つ
な
が
り
で
、

そ
こ
で
身
に
つ
け
た
論
展
開
と
い
う
観
点
で
評
論
を
読
む
こ
と
へ
の
生
徒
の
意

識
の
高
ま
り
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
発
言
を
い
た
だ
い
た
。

２
　
学
習
者
と
評
論
と
の
結
び
つ
き

　
こ
の
よ
う
な
議
論
の
中
で
、
評
論
と
学
習
者
の
内
面
や
生
活
、
状
況
と
の
結

び
つ
き
を
問
題
と
す
る
発
言
も
多
数
出
さ
れ
た
。

・
実
践
報
告
の
中
の
生
徒
の
作
文
に
は
、
抽
象
的
な
思
考
、
高
度
な
論
理
も

見
ら
れ
る
が
、
具
体
例
が
少
な
い
。

・
具
体
例
の
問
題
は
、
生
徒
に
と
っ
て
そ
の
こ
と
が
ど
れ
だ
け
リ
ア
リ
テ
ィ

が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
問
題
で
あ
る
。

・
重
永
実
践
に
お
い
て
、
生
徒
の
読
前
の
考
え
に
見
ら
れ
る
、
こ
と
ば
を
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
と
み
な
す
考
え
方
は
、
現
実
生
活
に
お
い
て

生
徒
が
引
き
起
こ
し
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
と
結
び
つ
い

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
中
に
は
、
こ
と
ば
を
道
具
と
み

な
す
考
え
方
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
、
こ
う
し
た
も
の
が

評
論
と
生
徒
を
深
い
部
分
で
結
び
つ
け
る
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
は
な
い

か
。

３
　
書
く
こ
と
を
通
し
た
交
流
・
伝
え
合
い

　
こ
れ
ら
二
つ
の
課
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
書
く
こ
と
の

可
能
性
、
必
要
性
は
、
参
加
者
の
共
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

・
生
徒
同
士
の
意
見
を
交
流
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
う
こ
と
が
育
つ
。
そ

の
た
め
に
は
、
書
い
た
も
の
を
読
み
合
う
だ
け
で
な
く
、
も
う
一
度
書
く

こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。
※
井
上
雅
彦
『
伝
え
合
い
を
重
視
し
た
高
等

学
校
国
語
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
実
践
的
研
究
』（
渓
水
社
、
二
〇
〇
八
年
）

に
言
及
し
な
が
ら
の
発
言
。

・
意
見
交
流
の
た
め
の
ツ
ー
ル
の
開
発
や
活
用
が
必
要
で
は
な
い
か
。

　
意
見
の
交
流
を
表
現
能
力
と
し
て
と
ら
え
直
す
発
言
も
見
ら
れ
た
。

・
生
徒
の
作
文
に
は
、
相
手
意
識
が
な
い
も
の
も
見
ら
れ
る
。
受
け
手
に
ど
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う
伝
え
る
か
と
い
う
意
識
を
持
た
せ
る
必
要
が
あ
る
。

・
一
方
で
伝
え
る
た
め
の
技
術
が
あ
る
。
自
分
の
実
践
を
ふ
り
か
え
る
と
、

欠
け
て
い
た
側
面
で
あ
る
。
言
語
技
術
の
部
分
が
弱
か
っ
た
。

４
　
評
論
の
授
業
は
何
を
目
指
す
の
か

　
協
議
会
の
終
盤
に
は
、
次
の
よ
う
な
根
源
的
な
問
い
も
出
さ
れ
た
。

・
評
論
を
読
ま
せ
る
こ
と
の
目
標
は
何
か
。
な
ぜ
難
解
な
も
の
を
読
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
の
目
標
を
授
業
の
中
で
ど
の
よ
う
に
設

定
す
る
か
。
高
等
学
校
に
な
る
と
と
た
ん
に
抽
象
的
に
な
る
。

・
説
明
的
文
章
を
読
ま
せ
る
こ
と
に
ど
う
い
う
価
値
が
あ
る
の
か
。
ど
こ
に

最
終
ゴ
ー
ル
を
持
っ
て
い
く
の
か
。

　
三
氏
は
、
こ
う
し
た
問
い
に
答
え
る
形
で
、
最
後
の
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
黒
瀬
氏
は
、
評
論
の
授
業
の
目
標
に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら
の
社

会
を
ど
う
生
き
て
い
く
の
か
、
最
終
ゴ
ー
ル
に
つ
い
て
、
問
い
続
け
る
人
間
を

育
て
る
こ
と
だ
と
述
べ
ら
れ
た
。
重
永
氏
は
、
評
論
を
読
む
こ
と
や
交
流
を
通

し
て
、
学
習
者
が
見
方
を
更
新
す
る
こ
と
が
現
在
の
と
こ
ろ
の
目
標
で
あ
る
と

し
た
。
矢
原
氏
は
、
様
々
な
文
章
を
読
ん
で
自
分
の
見
方
を
広
げ
た
り
深
め
た

り
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
う
え
で
、
今
回
の
協
議
を
ふ
ま
え
て
、
二
学
期
に

は
筆
者
の
本
当
に
い
い
た
か
っ
た
こ
と
は
何
か
と
い
う
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
を
追

求
す
る
こ
と
、
意
見
文
を
書
か
せ
る
こ
と
を
授
業
で
行
い
た
い
と
し
、
先
に
紹

介
し
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
実
際
の
授
業
改
善
の
結
果
を
本
誌
に
お

示
し
い
た
だ
い
た
。

四
　
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
説
明
的
文
章
の
読
み

の
授
業
の
探
究

　
今
回
の
協
議
会
を
通
し
て
強
く
感
じ
た
の
は
、
一
つ
に
は
、
実
践
報
告
を
通

し
て
、
日
常
の
説
明
的
文
章
の
授
業
に
お
い
て
様
々
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
の
実
感
で
あ
る
。
三
氏
に
は
、
本
会
事
務
局
か
ら
間
際
（
七
月
は

じ
め
）
に
ご
発
表
を
お
願
い
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
普
段
の
授
業

を
ご
提
案
い
た
だ
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
授
業
に
お
い
て
も
、

一
つ
の
教
材
を
線
条
的
に
読
ん
で
い
く
の
で
は
な
く
、
複
数
教
材
の
編
成
、
表

現
と
の
関
連
指
導
お
よ
び
意
見
交
流
、
教
材
の
与
え
方
な
ど
、
学
習
者
の
認
識

を
引
き
出
し
深
め
る
、
意
欲
を
高
め
る
、
論
理
を
探
究
さ
せ
る
と
い
っ
た
指
導

の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
に
は
、
協
議
を
通
し
て
、
評
論
教
材
の
学
習
の
現
実
性
を
ど
う
実

現
す
る
か
と
い
う
こ
と
の
問
題
の
重
要
性
で
あ
る
。
学
習
者
の
側
面
の
問
題
と

し
て
、
生
徒
の
生
活
や
問
題
意
識
と
評
論
教
材
の
内
容
や
論
展
開
と
を
ど
う
結

ぶ
か
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
に
日
常
的
に
腐
心
す
る
授
業
の
工
夫
だ
が
、
さ
ら

な
る
授
業
改
善
を
実
現
す
る
う
え
で
も
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
よ
う
で
あ
る
。
協
議

に
お
い
て
は
、
評
論
の
論
点
と
、
そ
れ
と
対
応
す
る
生
徒
の
経
験
や
関
連
す
る

知
識
な
ど
の
「
具
体
例
」
と
を
結
び
つ
け
て
実
感
的
に
評
論
を
理
解
さ
せ
、
考

え
さ
せ
、
表
現
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
具
体
的
な
あ
り
方
と
し
て
提
起
さ
れ
た
。

　
身
に
つ
け
さ
せ
る
国
語
学
力
と
い
う
側
面
か
ら
も
、
現
実
性
は
求
め
ら
れ
て

い
る
。
感
想
等
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
交
流
さ
せ
る
際
に
も
、
先
の
具
体
例
の

述
べ
方
や
相
手
意
識
を
持
つ
こ
と
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
発
言
は
、

作
文
の
内
容
ば
か
り
で
な
く
書
き
方
に
も
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
国
語
の
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学
習
指
導
の
本
来
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
調
査
や
言
語
技

術
の
教
育
と
い
う
社
会
的
な
関
心
や
要
請
に
応
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う

し
た
観
点
か
ら
は
、
今
回
の
協
議
で
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
中
学
校
の

説
明
的
文
章
教
材
と
の
関
連
、
あ
る
い
は
一
年
間
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
編
成
と

そ
の
中
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
説
明
的
文
章
教
材
の
位
置
と
い
う
こ
と
も
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
説
明
的
文
章
教
材
、
中
で
も
評
論
の
読
み
の

授
業
で
は
受
験
指
導
と
の
関
係
が
必
ず
問
題
と
な
る
。
そ
れ
が
最
も
影
響
の
大

き
い
現
実
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
的
・
社
会
的
な
言
語
能
力
と

い
う
も
う
一
方
の
現
実
性
が
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
現
在
、
評
論
の
授
業
は
さ
ら

な
る
探
究
が
求
め
ら
れ
る
。
本
会
お
よ
び
本
誌
を
そ
の
よ
う
な
場
と
し
続
け
て

い
き
た
い
。

（
広
島
大
学
）
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