
１
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
高
等
学
校
に
お
け
る
新
学
習
指
導
要
領
（
平
成
二
十
一
年
三
月
）
が
示
さ
れ

た
。
改
訂
の
方
針
の
一
つ
に
、「
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
及
び
技
能
を
確
実
に

習
得
さ
せ
、
こ
れ
ら
を
活
用
し
て
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
思
考
力
、

判
断
力
、
表
現
力
そ
の
他
の
能
力
を
は
ぐ
く
む
」
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を

踏
ま
え
、
新
教
育
課
程
で
は
、
各
教
科
等
に
お
け
る
言
語
活
動
の
充
実
を
図
る

こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
国
語
科
に
お
い
て
は
、「
言
語
に
関
す
る
能
力
を
育

成
す
る
中
核
を
担
う
教
科
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
社
会
人
と
し
て
、
ま
た
各

教
科
等
に
お
け
る
学
習
に
必
要
な
能
力
を
身
に
付
け
る
た
め
、
討
論
、
説
明
、

創
作
、
批
評
、
編
集
な
ど
の
言
語
活
動
を
充
実
」
さ
せ
る
こ
と
を
図
っ
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
新
学
習
指
導
要
領
の
特
色
を
整
理
し
、
そ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い

る
学
力
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
学
力
の
習
得
を
目
指
す
た
め
に
、
新
学

習
指
導
要
領
の
特
色
で
あ
る
「
言
語
活
動
」
を
活
か
し
た
授
業
の
在
り
方
に
つ

い
て
提
案
し
た
い
。
ま
た
、
本
校
で
は
、
高
等
学
校
第
一
学
年
【
国
語
総
合
】

現
代
文
分
野
に
お
け
る
「
羅
生
門
」（
芥
川
龍
之
介
）
を
取
り
上
げ
て
構
想
・
計

画
・
実
践
・
考
察
を
行
っ
た
。
本
単
元
は
「
比
較
」
を
通
し
た
「
批
評
的
な
読

み
」
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。

　「
比
較
」
と
い
う
活
動
を
通
し
て
学
習
者
の
読
み
に
ど
の
よ
う
な
地
平
が
拓
け

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」
に
、
原
典
「
今
昔
物
語
」
と
の

比
較
と
い
う
第
一
の
「
装
置
」
を
仕
掛
け
、
学
習
者
の
視
点
を
「
羅
生
門
」
の

結
末
部
分
の
表
現
へ
と
焦
点
化
さ
せ
る
。「
羅
生
門
」
の
結
末
部
分
の
表
現
に
関

わ
る
初
稿
と
改
稿
の
比
較
と
い
う
第
二
の
「
装
置
」
に
よ
り
、
芥
川
龍
之
介
が

何
を
残
し
、
何
を
創
り
あ
げ
た
の
か
と
い
う
、「
新
た
な
読
み
の
地
平
」
を
拓
か

せ
た
い
。「
自
立
し
た
読
者
」
の
育
成
に
向
け
た
第
一
歩
と
し
て
、
批
評
レ
ベ
ル

の
読
み
の
目
標
達
成
に
向
け
て
、
新
学
習
指
導
要
領
の
特
色
を
活
か
し
た
授
業

モ
デ
ル
と
し
て
の
提
案
と
し
た
い
。

２
　
学
習
指
導
要
領
の
検
討
～
【
国
語
総
合
】「
読
む
こ

と
」
～

　
新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
【
国
語
総
合
】
の
「
読
む
こ
と
」
に
関
す
る
指

　

学
習
指
導
要
領
の
特
色
を
活
か
し
た
小
説
教
材
の
学
習
指
導
の
工
夫

―
―
小
説
「
羅
生
門
」（
芥
川
龍
之
介
）
の
場
合
―
―

矢
　
原
　
豊
　
祥

―　　―３２



導
事
項
を
現
行
の
学
習
指
導
要
領
と
比
較
す
る
と
、
表
１
（
傍
線
部
筆
者
）
の

よ
う
に
な
る
。
傍
線
部
は
新
た
に
追
加
変
更
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
一
目
見
た
だ

け
で
、
今
回
の
改
訂
で
学
習
指
導
要
領
が
い
か
に
色
濃
く
な
っ
た
か
が
伺
え
る
。

指
導
事
項
に
つ
い
て
は
、「
文
章
の
内
容
や
形
態
に
応
じ
た
表
現
の
特
色
に
注
意

し
て
読
む
こ
と
。」「
詳
述
」「
文
章
の
構
成
や
展
開
を
確
か
め
、
内
容
や
表
現
の

仕
方
に
つ
い
て
評
価
し
た
り
、
書
き
手
の
意
図
を
と
ら
え
た
り
す
る
こ
と
。」「
幅

広
く
本
や
文
章
を
読
み
、
情
報
を
得
て
用
い
た
り
、
…
…
豊
か
に
し
た
り
」
等

が
追
加
変
更
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
言
語
活
動
例
が
、「
内
容
の
取
り
扱
い
」
か

ら
「
内
容
」
に
移
動
さ
れ
、
具
体
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
追
加
変
更

の
記
述
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
「
論
理
」
の
重
視
、「
評
価
・
批
評
読
み
」
の

重
要
性
、「
実
の
場
」
に
向
け
た
学
力
の
育
成
等
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
自
立
し

た
読
者
」
と
い
う
最
終
的
な
学
習
者
像
を
目
標
と
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

　
そ
の
背
景
に
は
、
二
十
一
世
紀
が
「
知
識
基
盤
社
会
」「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
社

会
」
の
時
代
で
あ
り
、
そ
の
中
で
「
確
か
な
学
力
」「
豊
か
な
心
」「
健
や
か
な

体
」
の
調
和
を
重
視
す
る
「
生
き
る
力
」
を
は
ぐ
く
む
こ
と
が
ま
す
ま
す
重
要

に
な
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
一
方
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
の

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
な
ど
各
種
の
調
査
か
ら
見
ら
れ
る
課
題
（
思
考
力
・
判
断
力
・

表
現
力
等
を
問
う
読
解
力
や
記
述
式
問
題
、
知
識
・
技
能
を
活
用
す
る
問
題
に

課
題
が
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
）
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。

―　　―３３

新　学　習　指　導　要　領現行学習指導要領

と
。

イ
　
文
章
の
内
容
を
叙
述
に
即
し
て
的
確
に
読
み
取
っ
た
り
、
必
要
に

応
じ
て
要
約
や
詳
述
を
し
た
り
す
る
こ
と
。

ウ
　
文
章
に
描
か
れ
た
人
物
、
情
景
、
心
情
な
ど
を
表
現
に
即
し
て
読

み
味
わ
う
こ
と
。

エ
　
文
章
の
構
成
や
展
開
を
確
か
め
、
内
容
や
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て

評
価
し
た
り
、
書
き
手
の
意
図
を
と
ら
え
た
り
す
る
こ
と
。

オ
　
幅
広
く
本
や
文
章
を
読
み
、
情
報
を
得
て
用
い
た
り
、
も
の
の
見

方
、
感
じ
方
、
考
え
方
を
豊
か
に
し
た
り
す
る
こ
と
。

２
　
１
に
示
す
事
項
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
言
語
活
動

を
通
し
て
指
導
す
る
も
の
と
す
る
。

ア
　
文
章
を
読
ん
で
脚
本
に
し
た
り
、
古
典
を
現
代
の
物
語
に
書
き
換

え
た
り
す
る
こ
と
。

イ
　
文
字
、
音
声
、
画
像
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
情

報
を
、
課
題
に
応
じ
て
読
み
取
り
、
取
捨
選
択
し
て
ま
と
め
る
こ
と
。

ウ
　
現
代
の
社
会
生
活
で
必
要
と
さ
れ
て
い
る
実
用
的
な
文
章
を
読
ん

で
内
容
を
理
解
し
、
自
分
の
考
え
を
も
っ
て
話
し
合
う
こ
と
。

エ
　
様
々
な
文
章
を
読
み
比
べ
、
内
容
や
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
、
感

想
を
述
べ
た
り
批
評
す
る
文
章
を
書
い
た
り
す
る
こ
と
。

　
次
の
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
。

ア  
文
章
の
内
容
を
叙
述
に
即
し
て
的
確
に
読
み
取
っ
た
り
、
必
要
に
応

じ
て
要
約
し
た
り
す
る
こ
と
。

イ  
文
章
を
読
ん
で
、
構
成
を
確
か
め
た
り
表
現
の
特
色
を
と
ら
え
た
り

す
る
こ
と
。

ウ  
文
章
に
描
か
れ
た
人
物
、
情
景
、
心
情
な
ど
を
表
現
に
即
し
て
読
み

味
わ
う
こ
と
。

エ  
様
々
な
文
章
を
読
ん
で
、
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
を
広
げ

た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
。

表
１
　【
国
語
総
合
】「
読
む
こ
と
」
に
関
す
る
指
導
事
項
の
比
較

１
　
次
の
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
。

ア
　
文
章
の
内
容
や
形
態
に
応
じ
た
表
現
の
特
色
に
注
意
し
て
読
む
こ



３
　
教
材
に
つ
い
て
～
「
羅
生
門
」（
芥
川
龍
之
介
）
～

（
１
）　
高
等
学
校
第
一
学
年
　
国
語
総
合
：
現
代
文
分
野

（
２
）　
教
材
名
「
羅
生
門
」（
芥
川
龍
之
介
）

（
３
）　
教
材
に
つ
い
て

　
本
単
元
は
高
等
学
校
に
お
け
る
初
め
て
の
小
説
単
元
で
あ
る
。
教
材
と
し
て

は
、
芥
川
龍
之
介
の
「
羅
生
門
」
を
用
い
る
。
登
場
人
物
の
心
情
の
変
化
を
読

み
取
る
方
略
を
教
え
る
う
え
で
は
、「
羅
生
門
」
は
適
切
な
教
材
と
い
え
る
。

「
羅
生
門
」
で
は
主
人
公
「
下
人
」
が
盗
み
を
働
く
ま
で
の
心
情
の
変
化
が
詳
述

さ
れ
て
い
る
。
本
教
材
に
お
け
る
「
下
人
」
の
心
情
の
変
化
を
本
文
の
記
述
を

も
と
に
読
み
取
ら
せ
て
い
く
活
動
は
重
要
な
意
義
が
あ
る
。

　「
羅
生
門
」
は
「
今
昔
物
語
」
巻
二
十
九
の
第
十
八
「
羅
城
門
登
上
層
見
死
人

盗
人
語
」（
資
料
１
）
を
主
な
原
典
と
す
る
作
品
で
あ
る
。「
羅
生
門
」
と
原
典

の
骨
格
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。（
共
通
点
と
相
違
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
資
料
２

を
参
照
。）
比
較
を
す
る
中
で
見
え
て
く
る
も
の
は
、
芥
川
が
「
羅
生
門
」
に
お

い
て
描
き
た
か
っ
た
「
人
間
」
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

原
典
「
今
昔
物
語
」
は
生
徒
に
「
羅
生
門
」
を
創
り
あ
げ
た
芥
川
の
存
在
を
大

き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
る
媒
介
と
な
る
。

　
ま
た
、「
羅
生
門
」
の
本
文
に
つ
い
て
、
芥
川
自
身
に
よ
る
結
末
の
書
き
換
え

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。（
詳
細
は
資
料
３
を
参
照
）
主
人
公
「
下
人
」
の
そ
の

後
を
考
え
て
い
く
活
動
の
中
で
、
結
末
の
書
き
換
え
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
、

効
果
的
な
表
現
の
在
り
方
を
学
ぶ
だ
け
で
な
く
、
芥
川
龍
之
介
の
描
き
た
か
っ

た
作
品
世
界
に
触
れ
る
契
機
と
な
る
と
考
え
た
。

４
　
授
　
業
　
構
　
想

　
新
学
習
指
導
要
領
で
求
め
ら
れ
て
い
る
学
力
は
、「
自
立
し
た
読
者
」
を
目
指

す
方
向
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
「
批
評
的
な
読
み
」
が
あ
る
。
関

連
す
る
主
な
指
導
事
項
と
し
て
は
「
エ 
文
章
の
構
成
や
展
開
を
確
か
め
、
内
容

や
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
評
価
し
た
り
、
書
き
手
の
意
図
を
と
ら
え
た
り
す
る

こ
と
。」
で
あ
る
。

　「
批
評
的
な
読
み
」
を
目
指
し
た
「
羅
生
門
」
の
先
行
実
践
と
し
て
は
、
例
え

ば
、
松
本
誠
司
（
２
０
０
６
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
松
本
氏
は
、「
羅
生
門
」
を
通

し
た
学
習
者
の
対
話
的
交
流
を
目
指
し
、
個
人
内
の
読
み
を
集
団
の
読
み
に
関

わ
ら
せ
て
い
く
活
動
を
設
定
し
て
い
る
。
松
本
氏
は
、
実
践
を
通
し
、「『
作
者
』

に
注
目
す
る
こ
と
で
物
語
内
容
へ
の
批
評
意
識
の
読
み
取
り
に
近
づ
け
る
」
と

い
う
観
点
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
も
自
覚
的
な
教
師
（
実
践
者
）
は
松
本

氏
の
よ
う
に
既
に
「
自
立
し
た
読
者
」
を
目
指
す
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
学
習
指
導
要
領
と
い
う
公
教
育
の
規
準
に
示
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で

は
、
自
覚
的
な
教
師
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
教
師
に
広
く
意
識
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
一
つ
の
方
略
と
し
て
、
言
語
活
動
を
そ
の
学
習
過
程
に
位

置
づ
け
た
い
と
考
え
る
。

　
新
学
習
指
導
要
領
の
特
色
で
あ
る
言
語
活
動
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
。
言
語

活
動
は
、
授
業
に
お
け
る
指
導
目
標
（
身
に
付
け
た
い
言
語
能
力
）
の
実
現
の

た
め
に
、
生
徒
の
そ
れ
ま
で
の
学
習
歴
や
言
語
能
力
の
実
態
を
踏
ま
え
、
意
図

的
・
計
画
的
に
設
定
す
る
学
習
活
動
で
あ
る
。
効
果
的
な
言
語
活
動
が
行
わ
れ

る
た
め
に
は
、
領
域
を
超
え
て
総
合
的
に
設
定
し
、
言
語
活
動
が
関
連
的
に
行

―　　―３４



わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
関
連
す
る
主
な
言
語
活
動
例
と
し

て
は
「
エ
　
様
々
な
文
章
を
読
み
比
べ
、
内
容
や
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
、
感

想
を
述
べ
た
り
批
評
す
る
文
章
を
書
い
た
り
す
る
こ
と
。」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
本
単
元
で
は
、「
批
評
的
な
読
み
」
の
育
成
の
充
実
を
図
る
こ
と
と
読
む
こ
と

の
方
略
を
身
に
付
け
る
た
め
に
、
小
グ
ル
ー
プ
や
ペ
ア
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
等
の
言
語
活
動
を
学
習
過
程
に
位
置
づ
け
た
〔
学
習
過
程
モ
デ
ル
〕
を

構
想
し
た
。
こ
こ
で
は
、「
確
認
的
な
読
み
」
と
「
批
評
的
な
読
み
」
の
２
種
類

の
「
読
み
」
の
存
在
を
明
記
し
て
い
る
。「
確
認
的
な
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
。
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
的
確
に
読
み
取
る
学
習
が
中
心
と
な
る
前
半
で
は

「
確
認
的
な
読
み
」
が
大
部
分
を
占
め
る
。
一
方
、「
批
評
的
な
読
み
」
は
初
発

の
感
想
に
わ
ず
か
な
が
ら
見
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
第
３
次
の
「
比
較
」
の
活

動
を
機
会
と
し
、
そ
の
「
批
評
的
な
読
み
」
が
増
幅
し
、
批
評
意
識
が
高
ま
っ

て
い
く
と
想
定
し
、
図
１
の
よ
う
な
〔
学
習
指
導
要
領
の
特
色
を
活
か
し
た
学

習
過
程
モ
デ
ル
〕
を
作
成
し
た
。

　
第
１
次
で
は
、
小
説
の
舞
台
設
定
を
確
認
さ
せ
る
。
こ
こ
は
分
析
の
視
点
を

し
っ
か
り
教
え
て
、
考
え
さ
せ
て
い
く
授
業
で
あ
る
。
第
２
次
は
、
登
場
人
物

の
心
情
の
推
移
を
場
面
ご
と
に
と
ら
え
て
い
く
学
習
で
あ
る
。
こ
の
第
２
次
ま

で
は
、
初
発
の
感
想
に
見
ら
れ
た
「
批
評
的
な
読
み
」
に
関
す
る
疑
問
点
等
を

踏
ま
え
な
が
ら
も
「
確
認
的
な
読
み
」
が
中
心
と
な
る
。

　
第
３
次
で
は
表
現
や
構
成
の
工
夫
に
着
目
す
る
。
下
人
の
「
に
き
び
」
の
描

写
に
触
れ
た
り
、
比
喩
表
現
の
効
果
に
つ
い
て
協
議
し
た
り
す
る
。
こ
こ
で
は

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
多
く
取
り
入
れ
る
。
ま
た
、
原
典
と
な
る
「
今
昔
物
語
」

と
読
み
比
べ
、
内
容
・
表
現
・
構
造
の
在
り
方
に
つ
い
て
整
理
す
る
こ
と
を
通

し
、
芥
川
龍
之
介
が
「
羅
生
門
」
を
描
く
う
え
で
「
残
し
た
も
の
」
と
「
創
り

あ
げ
た
も
の
」
を
見
つ
め
さ
せ
る
。
そ
の
中
で
、
結
末
の
一
文
に
注
目
さ
せ
、

「
下
人
の
行
方
」
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
な
が
ら
、
結
末
の
書
き
換
え
に
つ
い
て
触

れ
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
さ
せ
る
。
作
者
の
仕
掛
け
（
工
夫
）
に

気
付
き
、
小
説
の
お
も
し
ろ
さ
を
味
わ
わ
せ
る
と
と
も
に
想
像
力
・
感
受
性
を

豊
か
に
さ
せ
た
い
と
し
た
。

　
第
４
次
で
は
、
自
由
な
テ
ー
マ
で
課
題
レ
ポ
ー
ト
を
書
か
せ
、
そ
の
レ
ポ
ー

ト
を
通
し
て
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
う
。「
羅
生
門
」
を
様
々
な
視
点
で
捉
え

直
し
、
自
ら
の
読
み
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
た
い
と
考
え
た
。

　
指
導
に
お
い
て
は
、「
自
立
し
た
読
者
」
の
育
成
に
向
け
、
教
え
る
べ
き
と
こ

ろ
を
明
確
に
し
、
し
っ
か
り
考
え
さ
せ
、
課
題
の
追
究
に
向
け
た
積
極
的
な
伝

―　　―３５

図
１
　〔
学
習
指
導
要
領
の
特
色
を
活
か
し
た
学
習
過
程
モ
デ
ル
〕

１次２次３次４次※
　（
　
）
内
は
言
語
活
動

初
発
の
感
想
、
小
説
の
舞
台
設
定
の
確
認

場
面
ご
と
の
登
場
人
物
の
心
情
の
推
移
を
確
認

（
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
）

今
昔
物
語
集
と
の
比
較
、
末
尾
の
一
文
の
改
稿
を
比
較

（
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
）

課
題
を
設
定
し
、
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
る
　（
レ
ポ
ー
ト
）

レ
ポ
ー
ト
を
交
流
し
、
学
習
を
振
り
返
る

（
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
）

確
認
的

な
読
み

批
評
的

な
読
み



え
合
い
の
中
で
深
め
さ
せ
る
授
業
を
目
指
し
た
。「
確
認
的
な
読
み
」
が
中
心
と

な
る
前
半
は
、
教
師
が
中
心
的
に
な
っ
て
「
読
み
」
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
が
、

後
半
の
「
批
評
的
な
読
み
」
が
増
幅
す
る
中
で
は
学
習
者
が
自
ら
の
読
み
を
更

新
し
て
い
く
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
教
師
か
ら
学
習
者
へ
と
読
み
の
権
限
が

移
っ
て
い
く
モ
デ
ル
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

５
　
授
業
の
実
際

（
１
）　
実
施
時
期
：
二
〇
〇
九
年
五
～
六
月
、
対
象
：
広
島
高
校
第
一
学
年

（
２
）　
単
元
の
目
標

　
①
　
小
説
の
お
も
し
ろ
さ
を
味
わ
い
、
批
評
的
な
読
み
方
を
身
に
付
け
る
。

【
関
心
・
意
欲
・
態
度
／
読
む
能
力
】

　
②
　
場
面
や
人
物
の
心
情
を
的
確
に
読
み
取
り
、
内
容
及
び
主
題
の
把
握

に
つ
な
げ
て
い
く
過
程
で
、
す
ぐ
れ
た
描
写
、
効
果
的
な
表
現
に
つ
い

て
学
び
、
言
語
感
覚
を
磨
く
と
と
も
に
、
想
像
力
・
感
受
性
を
豊
か
に

す
る
。【
読
む
能
力
】

（
３
）　
単
元
の
指
導
計
画
（
八
時
間
）

　
※
　
第
３
次
後
に
レ
ポ
ー
ト
課
題
を
与
え
、
三
週
間
後
の
六
月
末
に
第
４
次

の
授
業
を
行
っ
た
。

　
※
　
特
徴
的
な
授
業
と
し
て
、
第
３
次
・
第
７
時
を
次
に
示
す
。

（
４
）　
学
習
の
展
開
（
第
３
次
・
第
７
時
）

―　　―３６

２３４

３４５６７８

を
整
理
し
、
物
語
の
舞
台
設
定
に

つ
い
て
理
解
す
る
。

下
人
が
羅
生
門
の
下
に
到
る
ま
で

の
経
緯
を
整
理
し
、
門
の
下
で
の

下
人
の
心
情
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

羅
生
門
の
楼
上
に
お
け
る
下
人
の

心
理
の
推
移
を
整
理
す
る
。

老
婆
の
語
り
の
論
理
を
整
理
す
る
。

下
人
の
心
理
の
推
移
を
確
認
す
る
。

下
人
の
「
に
き
び
」
の
描
写
、
多

用
さ
れ
る
動
物
を
用
い
た
比
喩
な

ど
に
つ
い
て
考
え
る
。

「
今
昔
物
語
集
」
と
の
比
較
、
末

尾
の
一
文
の
比
較
を
通
し
て
、
作

品
に
お
け
る
特
徴
的
な
表
現
に
つ

い
て
の
意
味
や
効
果
に
つ
い
て
考

え
る
。

学
習
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
し
、
そ
の

内
容
を
交
流
す
る
。

【
関
心
・
意
欲
・
態
度
】

場
面
や
人
物
の
心
情
を
的
確

に
読
み
取
り
、
内
容
及
び
主

題
の
把
握
に
つ
な
げ
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
。

【
読
む
能
力
】

芥
川
龍
之
介
の
小
説
に
お
け

る
す
ぐ
れ
た
描
写
、
効
果
的

な
表
現
、
物
語
の
構
造
に
つ

い
て
の
意
味
や
効
果
に
つ
い

て
学
び
、
批
評
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
他
の
作
品

を
読
も
う
と
し
て
い
る
。

【
関
心
・
意
欲
・
態
度
／
読

む
能
力
】

次１

時１２

学
　
習
　
内
　
容

全
文
を
通
読
し
、
初
発
の
感
想
を

ま
と
め
る
。
難
語
句
な
ど
の

チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
。

作
品
の
舞
台
設
定
に
関
わ
る
描
写

評
　
価
　
規
　
準

作
品
の
舞
台
、
概
要
を
整
理

し
、
読
み
方
を
身
に
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
。「
羅
生
門
」

の
作
品
世
界
に
関
心
を
持
と

う
と
し
て
い
る
。



６
　
考
察
～
学
習
者
の
反
応
～

（
１
）　
初
読
の
反
応

　
初
読
の
感
想
に
よ
る
と
、
作
品
の
舞
台
設
定
（
時
代
背
景
や
社
会
状
況
）
に

つ
い
て
理
解
に
苦
し
み
な
が
ら
も
、
多
く
の
生
徒
が
下
人
の
心
情
の
変
化
に
つ

い
て
触
れ
て
い
る
。
そ
の
生
徒
の
反
応
の
中
で
特
筆
す
べ
き
は
、
次
の
①
～
③

の
よ
う
に
、
作
者
の
「
仕
掛
け
」
や
「
物
語
の
構
造
」
に
関
わ
る
疑
問
等
が
二

割
前
後
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
批
評
的
な
読
み
」
の
存
在
と

も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

―　　―３７

導　入展　開　１展　開　２

学
　習
　活
　動

１
　
前
時
の
振
り
返
り

○
前
時
の
学
習
内
容
と

予
習
の
課
題
を
確
認

す
る
。

２
　
本
時
の
学
習
内
容

○
本
時
の
目
標
を
知
る
。

３
　
作
品
の
構
造
・
構

成
の
把
握

○
原
典
と
の
比
較
を
お

こ
な
い
共
通
点
と
相

違
点
を
整
理
す
る
。

１
舞
台
設
定
や
内
容
に

つ
い
て

２
表
現
の
仕
方
に
つ
い

て
３
登
場
人
物
の
心
理
に

つ
い
て

評
価
【
読
む
能
力
】

○
「
羅
生
門
」
と
そ
の
原
典
の
共
通
点
と
相
違
点
を
整
理
し
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
交
流
、
発
表
等
の
様
子
）

４
　
作
品
に
お
け
る
特

徴
的
な
表
現
に
つ
い

て
の
読
み
深
め

○
末
尾
の
一
文
の
表
現

効
果
に
つ
い
て
考
え

指
導
上
の
留
意
点

○
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
振
り
返
ら
せ
る
。

○
予
習
課
題
を
確
認
す
る
。

◎
予
習
と
し
て
、
今
昔
物
語
の
原
典
と
の
比

較
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
し
て
く
る
よ
う
に

指
示
し
て
お
く
。

○
本
時
の
学
習
内
容
と
目
標
を
説
明
。

問
　
芥
川
は
何
を
残
し
、
何
を
創
っ
た
の

か
？

○
二
つ
の
作
品
を
（
例
「
Ａ
は
～
で
あ
る
が
、

一
方
Ｂ
は
…
で
あ
る
。」）
の
よ
う
に
比
較

し
て
意
見
を
ま
と
め
る
な
ど
発
表
に
つ
な

が
る
よ
う
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
。

○
複
数
の
根
拠
も
と
に
し
た
り
、
比
較
し
た

り
し
て
意
見
を
述
べ
て
い
る
か
ど
う
か
、

根
拠
と
な
る
情
報
に
偏
り
が
な
く
述
べ
ら

れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
指
摘
す
る
。

○
発
言
さ
れ
た
答
え
と
そ
の
根
拠
の
整
合
性

や
是
非
を
評
価
す
る
。

問
　
芥
川
の
末
尾
の
表
現
は
ど
の
よ
う
な
効

果
を
も
た
ら
せ
る
だ
ろ
う
か
？

○
芥
川
龍
之
介
に
よ
る
末
尾
の
一
文
の
書
き

換
え
の
事
実
を
紹
介
し
、
そ
の
意
図
に
つ

い
て
考
え
さ
せ
る
。

展　開　２ま　と　め

る
。

評
価
【
読
む
能
力
】

○
「
羅
生
門
」
の
結
末
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。（
交

流
、
発
表
等
の
様
子
）

５
　
学
習
の
ま
と
め

○
自
己
評
価
を
行
う
。

○
学
習
成
果
の
確
認
。

○
次
時
の
学
習
内
容
を

確
認
す
る
。

評
価
【
関
心
・
意
欲
・
態
度
】【
読
む
能
力
】

○
芥
川
龍
之
介
の
「
描
き
方
」「
物
語
の
構
造
」
に
対
す
る
関
心
を
深
め
、

小
説
の
お
も
し
ろ
さ
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。（
交
流
、
発
表
、
感

想
文
の
様
子
）

○
「
下
人
」
の
そ
の
後
を
考
え
る
中
で
多
様

な
意
見
が
出
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
考

え
を
ま
と
め
さ
せ
る
。

○
本
時
の
目
標
に
つ
い
て
振
り
返
ら
せ
、
自

己
評
価
を
記
入
さ
せ
る
。

○
感
想
文
を
書
か
せ
る
。

○
本
時
の
成
果
と
課
題
を
評
価
す
る
。

※
　
レ
ポ
ー
ト
課
題
を
後
日
指
示
す
る
。

識
竺

鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫



　
①
　 
語
り
手
の
存
在
に
触
れ
て
い
る
も
の
。
→
９
名
（
　
人
中
）

４０

　
②
　
下
人
の
「
に
き
び
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
も
の
。
→
　
名
（
　
人
中
）

１０

４０

　
③
　
結
末
の
表
現
に
触
れ
て
い
る
も
の
。
→
７
名
（
　
人
中
）

４０

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
記
述
は
、「
批
評
的
な
読
み
」
の
傾
向
で
あ
る
。

　
○「
旧
記
に
よ
る
と
」「
作
者
は
さ
っ
き
」
な
ど
、
物
語
の
外
の
メ
タ
的
な
視

点
や
作
者
が
顔
を
出
す
と
こ
ろ
が
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
。

　
○「
下
人
の
行
方
は
だ
れ
も
知
ら
な
い
」
と
あ
る
が
、
下
人
の
行
方
が
気
に
な

る
。

　
○
な
ぜ
「
に
き
び
」
を
強
調
さ
せ
る
の
か
。

（
２
）　
第
３
次
第
７
時 
「
今
昔
物
語
」
と
の
比
較
や
結
末
に
つ
い
て
の
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
後
の
反
応

　
あ
ら
か
じ
め
原
典
（
資
料
１
）
を
渡
し
、
比
較
し
た
こ
と
を
ま
と
め
さ
せ
て

い
た
こ
と
も
あ
り
、
小
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
活
発
に
行

わ
れ
て
い
た
。
授
業
の
前
半
で
は
、
古
典
「
今
昔
物
語
」
と
読
み
比
べ
、
内

容
・
表
現
・
構
造
の
在
り
方
に
つ
い
て
整
理
す
る
こ
と
を
通
し
、
芥
川
龍
之
介

が
「
羅
生
門
」
を
描
く
う
え
で
「
残
し
た
も
の
」
と
「
創
り
あ
げ
た
も
の
」
を

見
つ
め
さ
せ
た
。
そ
の
中
で
、
結
末
の
一
文
に
注
目
さ
せ
、「
下
人
の
行
方
」
に

つ
い
て
考
え
さ
せ
な
が
ら
、
結
末
の
書
き
換
え
に
つ
い
て
触
れ
、
そ
の
効
果
に

つ
い
て
考
え
さ
せ
た
。
以
下
の
よ
う
に
、
作
者
の
仕
掛
け
（
工
夫
）
に
気
付
き
、

小
説
の
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
て
い
る
反
応
が
多
く
見
ら
れ
た
。

　
○
も
と
に
な
っ
た
作
品
と
比
べ
る
こ
と
で
、
芥
川
龍
之
介
の
こ
だ
わ
り
み
た

い
な
の
が
見
ら
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ま
た
、「
行
方
は
知
ら
な
い
」
と

い
う
効
果
や
、
自
分
た
ち
で
行
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
て
良
か
っ
た
と

思
う
。

　
○
結
末
を
は
っ
き
り
書
く
の
で
は
な
く
、
行
方
を
知
ら
な
い
と
い
う
言
葉
で

終
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
を
よ
り
こ
の
小
説
に
引
き
込
ま
せ
る
効
果

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

（
３
）　
レ
ポ
ー
ト
の
反
応

　
第
３
次
後
に
、
課
題
レ
ポ
ー
ト
を
与
え
た
。
内
容
は
、「
羅
生
門
」（
芥
川
龍

之
介
）
の
学
習
を
振
り
返
り
、
各
自
で
テ
ー
マ
（
課
題
）
を
設
定
し
、
レ
ポ
ー

ト
（
Ａ
４
）
用
紙
に
ま
と
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
テ
ー
マ
設
定
は
自
由
に

し
、
２
週
間
の
期
間
を
与
え
て
提
出
さ
せ
た
。

　
レ
ポ
ー
ト
は
様
々
な
テ
ー
マ
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
が
、「
今
昔
物
語
」
と
の

比
較
を
ま
と
め
た
も
の
（
　
名
）、
末
尾
の
一
文
の
効
果
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も

１３

の
（
６
名
）
な
ど
、
第
３
次
で
扱
っ
た
内
容
に
関
す
る
も
の
も
少
な
く
な
か
っ

た
。
学
習
者
が
設
定
し
た
テ
ー
マ
の
一
部
を
以
下
に
示
す
。

　
授
業
で
扱
っ
た
内
容
を
深
め
て
み
よ
う
と
い
う
も
の
、
授
業
で
は
扱
わ
な

か
っ
た
内
容
に
取
り
組
ん
だ
も
の
な
ど
様
々
で
あ
っ
た
が
、
す
べ
て
の
生
徒
が

「
批
評
的
な
読
み
」
を
行
っ
て
い
た
。
原
典
「
今
昔
物
語
」
は
生
徒
に
「
羅
生

門
」
を
創
り
あ
げ
た
芥
川
龍
之
介
の
存
在
を
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
る

媒
介
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
結
末
の
書
き
換
え
に
つ
い
て
触
れ
た
こ

と
を
は
じ
め
と
し
て
、
効
果
的
な
表
現
の
在
り
方
を
学
ぶ
こ
と
が
、
芥
川
龍
之

介
の
描
き
た
か
っ
た
作
品
世
界
に
触
れ
る
契
機
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

［
課
題
レ
ポ
ー
ト
の
テ
ー
マ
］

　
○
　「
羅
生
門
」
の
終
わ
り
方
に
つ
い
て

　
○
　「
今
昔
物
語
集
」
と
芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」
の
違
い

　
○
　
芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」
と
「
今
昔
物
語
」
の
内
容
が
時
々
違
う
理
由

　
○
　
芥
川
龍
之
介
が
あ
ら
わ
し
た
男
～
「
今
昔
物
語
」
と
の
比
較
よ
り
～
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○
　
芥
川
龍
之
介
が
「
今
昔
物
語
集
」
か
ら
「
羅
生
門
」
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
得
た
効
果

　
○
　
芥
川
龍
之
介
は
な
ぜ
「
羅
城
門
」
を
「
羅
生
門
」
と
し
た
の
か

　
○
　
芥
川
龍
之
介
の
表
現
技
法
に
よ
る
効
果
と
は
何
か

　
○
　「
羅
生
門
」
に
出
て
く
る
動
物
の
描
写
と
そ
の
効
果

　
○
　
老
婆
の
視
点
で
物
語
を
と
ら
え
直
す

　
○
　「
下
人
の
に
き
び
」
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て

　
○
　
青
年
期
の
視
点
で
見
た
下
人
の
心
情
変
化

（
４
）　
レ
ポ
ー
ト
交
流
後
の
反
応

　
レ
ポ
ー
ト
交
流
で
は
、
四
人
程
度
の
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
レ

ポ
ー
ト
を
報
告
し
あ
い
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
。
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
は
グ
ル
ー
プ
を
変
え
て
二
回
行
っ
た
の
で
一
人
が
六
人
程
度
の
報
告
を
聞
く

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
超
え
た

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
後
の
感
想
に
現
れ
て
い
た
。

　
ま
た
、
生
徒
た
ち
と
の
日
常
会
話
の
中
や
個
人
面
談
な
ど
で
は
、「
小
説
の
読

み
方
が
わ
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。」「
小
説
の
授
業
が
好
き
で
す
。」「
芥
川

龍
之
介
の
小
説
を
読
も
う
と
思
い
ま
す
。」
等
の
コ
メ
ン
ト
を
得
た
。「
批
評
的

な
読
み
」
を
目
指
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
作
者
の
表
現
や
構
成
な
ど
の
工
夫
を

細
部
ま
で
こ
だ
わ
っ
て
読
も
う
と
す
る
方
略
、
ま
た
は
姿
勢
と
し
て
身
に
付
い

て
い
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
以
下
に
生
徒
の
感
想
の
一
部
を
示
す
。

　
○
レ
ポ
ー
ト
交
流
を
し
て
み
て
、
印
象
に
残
っ
た
レ
ポ
ー
ト
が
い
く
つ
か
あ

り
ま
し
た
。
ま
ず
、「
今
昔
物
語
と
の
比
較
」
の
な
か
で
、
老
婆
の
言
い
訳

が
改
変
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
悪
を
認
め
た
う
え
で
正
当
化
」
し

た
の
は
、
読
者
に
「
悪
」
に
つ
い
て
考
え
て
ほ
し
い
と
い
う
問
題
を
提
起

し
て
い
る
と
い
う
の
は
納
得
し
ま
し
た
。

　
○
た
く
さ
ん
の
人
の
意
見
を
聞
い
て
、
同
じ
物
語
を
読
む
と
い
う
こ
と
で
も

い
ろ
い
ろ
な
読
み
方
が
あ
る
と
思
っ
た
。
さ
ら
っ
と
読
ん
で
い
っ
た
と
き
、

「
羅
生
門
」
で
は
特
に
何
も
感
じ
ず
、
た
だ
怖
い
話
と
い
う
印
象
し
か
受
け

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
じ
っ
く
り
と
読
ん
で
い
く
と
感

じ
る
こ
と
も
多
く
て
驚
い
た
。

　
○
説
明
文
と
違
い
、
小
説
は
作
者
の
主
張
を
書
い
て
あ
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
け
れ
ど
も
、
作
者
の
作
り
出
し
た
世
界
に
は
、
必
ず
な
ぜ
そ
う
し
た

の
か
と
い
う
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
し
、
そ
の
小
説
を
通
し
て
伝
え
た
い

こ
と
を
こ
っ
そ
り
隠
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
明
確
に
主
張

が
書
か
れ
て
い
な
い
分
、
小
説
を
「
た
だ
楽
し
む
読
み
方
」
で
な
い
読
み

方
で
読
む
と
き
は
、
説
明
文
よ
り
難
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
○
も
し
か
す
る
と
、
一
つ
の
小
説
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に
長
い
時
間
を
か
け

て
熟
読
す
る
と
い
う
こ
と
は
初
め
て
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
文
一

文
を
注
意
深
く
、
落
と
し
た
コ
ン
タ
ク
ト
を
見
つ
け
る
か
の
よ
う
に
読
ん

で
い
く
の
は
小
説
を
「
読
む
」
と
い
う
よ
り
も
暗
号
を
「
解
読
す
る
」
と

い
う
感
じ
で
し
た
。

　
○
普
段
の
私
の
小
説
を
「
読
む
」
と
い
う
行
為
は
娯
楽
に
近
い
も
の
な
の
で
、

今
回
の
授
業
の
よ
う
な
行
為
は
、
私
の
中
で
は
あ
ま
り
「
読
む
」
と
い
う

感
じ
は
し
な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
を
機
に
普
段
の
私
の
「
読
む
」
も
た
ま

に
は
今
回
の
授
業
の
「
読
む
」
に
近
づ
け
て
み
る
の
も
大
切
な
の
で
は
と

思
い
ま
し
た
。

（
５
）　
ま
と
め

　
単
元
を
通
し
て
、
生
徒
た
ち
に
は
た
く
さ
ん
の
記
述
を
さ
せ
た
。
そ
れ
ら
の
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傾
向
か
ら
、
次
の
よ
う
な
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
①
　
小
説
「
羅
生
門
」
の
お
も
し
ろ
さ
を
味
わ
い
、
こ
の
作
品
に
対
し
て

「
批
評
的
な
読
み
方
」
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
②
　
場
面
や
人
物
の
心
情
を
的
確
に
読
み
取
り
、
内
容
及
び
主
題
の
把
握
に

つ
な
げ
て
い
く
過
程
で
、
す
ぐ
れ
た
描
写
、
効
果
的
な
表
現
に
つ
い
て
学

ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

　
③
　
言
語
感
覚
を
磨
く
と
と
も
に
、
想
像
力
・
感
受
性
を
豊
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
た
。

　
今
後
の
課
題
点
は
、
今
回
の
授
業
で
培
っ
た
力
が
次
の
学
習
に
ど
う
つ
な

が
っ
て
い
く
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
指
導
に
お
い
て
は
、
言
語
活
動
を
ど
う
指

導
過
程
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
今
回

は
有
機
的
に
働
い
て
い
た
と
思
う
が
、
言
語
活
動
そ
の
も
の
が
目
的
と
な
っ
て

終
わ
る
危
険
性
も
考
え
ら
れ
る
。

７
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
新
学
習
指
導
要
領
に
見
ら
れ
る
「
批
評
的
な
読
み
」
の
レ
ベ
ル
を
明
ら
か
に

し
、
そ
の
育
成
を
目
指
し
て
、
新
学
習
指
導
要
領
の
特
色
で
あ
る
言
語
活
動
を

ど
う
位
置
づ
け
る
か
を
工
夫
し
て
き
た
。
そ
れ
は
授
業
に
お
け
る
指
導
目
標
（
身

に
付
け
た
い
言
語
能
力
）
の
実
現
の
た
め
に
、
生
徒
の
そ
れ
ま
で
の
学
習
歴
や

言
語
能
力
の
実
態
を
踏
ま
え
、
意
図
的
・
計
画
的
に
設
定
す
る
学
習
活
動
で
あ

る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　「
自
立
し
た
読
者
」
と
い
う
最
終
的
な
学
習
者
像
を
目
標
に
し
、
そ
の
た
め
に

教
師
が
ど
れ
だ
け
「
指
導
」
と
い
う
介
入
を
し
、
し
だ
い
に
そ
の
「
指
導
」
と

い
う
介
入
を
少
な
く
し
て
い
く
か
が
明
確
に
さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
後
、
本
稿
で
考
察
し
た
内
容
に
加
え
て
、「
自
立
し
た
読
者
」
に
必
要
な
「
読

解
力
」
を
育
て
る
学
習
指
導
シ
ス
テ
ム
作
り
の
基
礎
と
な
る
考
察
を
展
開
し
て

い
き
た
い
と
考
え
る
。

（
広
島
県
立
広
島
中
・
高
等
学
校
）

参
考
文
献

○
　
山
元
隆
春
「
文
学
教
育
基
礎
論
の
構
築
―
読
者
反
応
を
核
と
し
た
リ
テ
ラ

シ
ー
実
践
に
向
け
て
―
」（
渓
水
社
　
２
０
０
５
）

○
　
林
廣
親
「『
羅
生
門
』
私
考
～
楼
上
の
〈
舞
台
〉
と
下
人
の
〈
気
分
〉
を
め

ぐ
る
視
点
か
ら
」（「〈
新
し
い
作
品
論
〉
へ
、〈
新
し
い
教
材
論
〉
へ
―
文
学

研
究
と
国
語
教
育
研
究
の
交
差
」
田
中
実
・
須
貝
千
里
編
著
　
右
文
書
院
　

２
０
０
３
）

○
　
田
近
洵
一
「『
羅
生
門
』
研
究
―
そ
の
教
材
価
値
論
へ
の
視
点
」（「〈
新
し

い
作
品
論
〉
へ
、〈
新
し
い
教
材
論
〉
へ
―
文
学
研
究
と
国
語
教
育
研
究
の
交

差
」
田
中
実
・
須
貝
千
里
編
著
　
右
文
書
院
　
２
０
０
３
）

○
　
松
本
誠
司
「
読
む
こ
と
の
対
話
的
交
流
を
目
指
す
授
業
―
芥
川
龍
之
介

『
羅
生
門
』
に
よ
る
学
習
者
の
読
み
の
交
流
―
」（
国
語
教
育
研
究
　
第
四
七

号
　
広
島
大
学
国
語
教
育
会
　
２
０
０
６
）

○
　
大
高
知
児
「『
羅
生
門
』
と
い
う
物
語
と
二
つ
の
『
旧
記
』」（
三
省
堂
指
導

書
　
作
品
解
説
　
２
０
０
８
）

○
　
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
「
国
語
」（
文
部
科
学
省
　
２
０
０
９
）
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資
料
　
１

「
今
昔
物
語
」
巻
二
十
九
の
第
十
八
「
羅
城
門
登
上
層
見
死
人
盗
人
語
」

　
今
は
昔
、
摂
津
の
国
辺
よ
り
、
盗
み
せ
む
が
た
め
に
京
に
上
り
け
る
男
の
、

日
の
い
ま
だ
暮
れ
ざ
り
け
れ
ば
、
羅
城
門
の
下
に
立
ち
隠
れ
て
立
て
り
け
る

に
、
朱
雀
の
方
に
人
し
げ
く
あ
る
き
け
れ
ば
、
人
の
静
ま
る
ま
で
と
思
ひ
て
、

門
の
下
に
待
ち
立
ち
て
け
る
に
、
山
城
の
方
よ
り
人
ど
も
の
あ
ま
た
来
た
る

音
の
し
け
れ
ば
、
そ
れ
に
見
え
じ
と
思
ひ
て
、
門
の
上
層
に
や
は
ら
掻
き
つ

き
登
り
た
り
け
る
に
、
見
れ
ば
、
火
ほ
の
か
に
と
も
し
た
り
。

　
盗
人
、
怪
し
と
思
ひ
て
、
連
子
よ
り
の
ぞ
き
け
れ
ば
、
若
き
女
の
死
に
て

臥
し
た
る
あ
り
。
そ
の
枕
上
に
火
を
と
も
し
て
、
年
い
み
じ
く
老
い
た
る
嫗

の
白
髪
白
き
が
、
そ
の
死
人
の
枕
上
に
ゐ
て
、
死
人
の
髪
を
か
な
ぐ
り
抜
き

取
る
な
り
け
り
。

　
盗
人
こ
れ
を
見
る
に
、
心
も
得
ね
ば
、
こ
れ
は
も
し
鬼
に
や
あ
ら
む
と
思

ひ
て
恐
ろ
し
け
れ
ど
も
、
も
し
死
人
に
て
も
ぞ
あ
る
、
お
ど
し
て
試
み
む
と

思
ひ
て
、
や
は
ら
戸
を
開
け
て
、
刀
を
抜
き
て
、「
お
の
れ
は
」
と
言
ひ
て
走

り
寄
り
け
れ
ば
、
嫗
、
手
ま
ど
ひ
を
し
て
手
を
す
り
て
ま
ど
へ
ば
、
盗
人
、

「
こ
は
何
ぞ
の
嫗
の
か
く
は
し
ゐ
た
る
ぞ
」
と
問
ひ
け
れ
ば
、
嫗
、「
お
の
れ

が
主
に
て
お
は
し
ま
し
つ
る
人
の
失
せ
た
ま
へ
る
を
、
あ
つ
か
ふ
人
の
な
け

れ
ば
、
か
く
て
置
き
た
て
ま
つ
り
た
る
な
り
。
そ
の
御
髪
の
長
に
余
り
て
長

け
れ
ば
、
そ
れ
を
抜
き
取
り
て
鬘
に
せ
む
と
て
抜
く
な
り
。
助
け
た
ま
へ
」

と
言
ひ
け
れ
ば
、
盗
人
、
死
人
の
着
た
る
衣
と
嫗
の
着
た
る
衣
と
、
抜
き
取

り
て
あ
る
髪
と
を
奪
ひ
取
り
て
、
下
り
走
り
て
逃
げ
て
い
に
け
り
。

　
さ
て
、
そ
の
上
の
層
に
は
死
人
の
骸
ぞ
多
か
り
け
る
。
死
に
た
る
人
の
葬

り
な
ど
え
せ
ぬ
を
ば
、
こ
の
門
の
上
に
ぞ
置
き
け
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の

盗
人
の
人
に
語
り
け
る
を
聞
き
継
ぎ
て
、
か
く
語
り
伝
へ
た
る
と
や
。

【
現
代
語
訳
】

　
今
と
な
っ
て
は
昔
の
こ
と
だ
が
、
摂
津
の
国
の
あ
た
り
か
ら
、
盗
み
を
し

よ
う
と
す
る
た
め
に
京
に
上
っ
た
男
が
、
日
が
ま
だ
暮
れ
な
か
っ
た
の
で
、

羅
城
門
の
下
に
隠
れ
て
立
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
朱
雀
大
路
の
方
で
人
が
た
く

さ
ん
歩
い
て
い
た
の
で
、
人
気
が
静
ま
る
ま
で
と
思
っ
て
、
門
の
下
で
立
っ

て
待
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
山
城
の
方
か
ら
人
々
が
た
く
さ
ん
来
て
い
る
音
が

し
た
の
で
、
そ
の
人
た
ち
に
（
姿
を
）
見
ら
れ
ま
い
と
思
っ
て
、
門
の
二
階

に
そ
っ
と
よ
じ
登
っ
た
と
こ
ろ
、（
そ
こ
を
）
見
る
と
、
火
が
ほ
の
か
に
灯
っ

て
い
た
。

　
盗
人
が
奇
妙
だ
と
思
っ
て
、
連
子
窓
か
ら
の
ぞ
い
た
と
こ
ろ
、
若
い
女
で

死
ん
で
倒
れ
て
い
る
の
が
い
た
。
そ
の
枕
元
で
火
を
灯
し
て
、
年
が
た
い
そ

う
老
い
て
い
る
老
婆
で
白
髪
な
の
が
、
そ
の
死
人
の
枕
元
に
座
っ
て
、
死
人

の
髪
の
毛
を
手
荒
く
抜
き
取
る
の
で
あ
っ
た
。

　
盗
人
は
こ
れ
を
見
る
と
、
訳
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
は
も
し
か
し
た

ら
鬼
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
恐
ろ
し
く
思
っ
た
が
、
万
が
一
死
人
だ
っ
た
ら
困

る
な
あ
、
試
し
に
脅
し
て
み
よ
う
と
思
っ
て
、
そ
ろ
り
と
戸
を
開
け
て
、
刀

を
抜
い
て
、「
お
前
は
」
と
言
っ
て
走
り
寄
っ
た
と
こ
ろ
、
老
婆
は
あ
わ
て
て

手
を
す
っ
て
う
ろ
た
え
る
の
で
、
盗
人
は
、「
こ
れ
は
ど
う
い
う
ば
あ
さ
ん
が

こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
か
」
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
老
婆
は
、「
私
の
主
人

で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
方
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
の
を
、（
死
後
の
）
世
話
を

す
る
人
が
い
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
に
置
き
申
し
上
げ
て
い
る
の
で
す
。
そ

の
髪
の
毛
が
背
丈
に
余
る
ほ
ど
長
い
の
で
、
そ
れ
を
抜
き
取
っ
て
か
つ
ら
に

し
よ
う
と
し
て
抜
く
の
で
す
。
助
け
て
く
だ
さ
い
。」
と
言
っ
た
の
で
、
盗
人

は
、
死
人
の
着
て
い
る
服
と
、
老
婆
の
着
て
い
る
服
と
、
抜
き
取
っ
て
あ
る

髪
を
奪
い
取
っ
て
、（
門
の
方
へ
）
走
り
下
り
て
逃
げ
て
い
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
門
の
二
階
に
は
死
人
の
亡
骸
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と

だ
。
死
ん
で
い
る
人
で
弔
い
の
で
き
な
い
死
人
を
、
こ
の
門
の
上
に
置
い
た

と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
話
は
、
そ
の
盗
人
が
人
に
語
っ
た
の
を
聞
き
継
い
で
、

こ
の
よ
う
に
語
り
伝
え
て
い
る
と
か
い
う
こ
と
だ
。
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「
今
昔
物
語
」
と
「
羅
生
門
」
の
比
較

共
通
点

（
１
）
固
有
名
詞
や
風
物
・
世
俗
に
よ
っ
て
表
彰
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
京
に
都
が

お
か
れ
て
い
た
と
い
う
〈
時
代
〉

（
２
）
怪
し
げ
な
も
の
が
立
ち
寄
り
、
死
体
が
置
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
羅
城

門
／
羅
生
門
と
い
う
〈
場
所
〉

（
３
）
既
に
楼
に
上
っ
て
い
た
老
婆
・
楼
に
上
っ
て
き
た
男
・
死
体
の
女
と
い

う
〈
人
物
〉

（
４
）
老
婆
は
鬘
に
す
る
た
め
に
死
体
の
女
か
ら
髪
の
毛
を
抜
く
、
男
は
老
婆

の
振
る
舞
い
を
目
撃
し
→
取
り
押
さ
え
→
話
を
聞
き
→
引
矧
を
し
て
→

逃
走
す
る
と
い
う
〈
行
為
〉

相
違
点

①
男
の
境
遇

②
そ
の
日
の
天
候

③
男
が
門
の
下
に

到
着
し
た
時
刻

④
門
の
下
で
の
男

の
思
い

⑤
門
の
楼
に
登
る

こ
と
の
理
由

「
今
昔
物
語
」

・
摂
津
の
国
か
ら
盗
み
を

働
く
た
め
に
京
へ
上
っ

て
き
た
男

・
記
述
無
し

・
日
暮
れ
前
で
、
ま
だ
明

る
い
こ
ろ

・
人
通
り
が
あ
る
の
で
、

そ
れ
が
静
ま
る
ま
で

待
っ
て
い
た

・
人
に
姿
を
見
ら
れ
て
は

都
合
が
悪
い
か
ら

「
羅
生
門
」

・
４
、
５
日
前
に
主
人
か

ら
暇
を
出
さ
れ
た
下
人

・
申
の
刻
下
が
り
か
ら
雨

が
降
り
始
め
た

・
暮
れ
方
で
、
夕
や
み
が

空
に
立
ち
込
め
る
こ
と

・
こ
れ
か
ら
の
身
の
振
り

方
に
つ
い
て
思
案
し
て

い
た

・
今
夜
は
楼
の
上
で
寝
よ

う
と
思
っ
た
か
ら
・

⑥
男
が
目
撃
し
た

も
の
と
そ
の
位

置
⑦
男
が
老
婆
の
前

に
飛
び
出
し
た

理
由

⑧
男
の
老
婆
へ
の

迫
り
方

⑨
老
婆
の
反
応
・

態
度

⑩
髪
を
抜
か
れ
た

女
の
境
遇
と
、

そ
の
女
と
老
婆

と
の
接
点

⑪
老
婆
が
髪
を
抜

く
理
由

⑫
男
が
奪
い
去
っ

た
も
の

⑬
男
の
行
方

・
死
ん
だ
若
い
女
の
髪
の

毛
を
手
荒
く
抜
き
取
る

老
婆
を
、
連
子
窓
ご
し

に
の
ぞ
き
見
る

・
老
婆
が
鬼
か
死
人
か
試

そ
う
と
し
た

・
そ
っ
と
戸
を
開
け
て
か

ら
、
声
を
上
げ
て
、
刀

を
抜
い
て
走
り
寄
っ
た

・
あ
わ
て
ふ
た
め
き
な
が

ら
、
手
を
す
り
あ
わ
せ

て
狼
狽
す
る

・
老
婆
の
主
人
だ
っ
た
女

で
、
死
ん
だ
後
に
弔
い

を
し
て
く
れ
る
人
が
い

な
い
の
で
老
婆
が
こ
の

楼
に
置
い
た

・
髪
の
毛
が
非
常
に
長
い

の
で
鬘
に
し
よ
う
と

思
っ
た
。

・
死
人
と
老
婆
の
着
衣
・

老
婆
が
抜
い
た
髪
の
毛

・
逃
げ
去
っ
て
、
後
に
こ

の
話
を
人
に
語
る

・
女
の
死
体
か
ら
髪
の
毛

を
一
本
ず
つ
抜
き
取
る

老
婆
を
、
は
し
ご
の
口

の
所
か
ら
実
を
低
く
し

て
の
ぞ
き
見
る

・
老
婆
の
行
為
を
許
し
難

い
と
思
っ
た
か
ら

・
突
然
飛
び
上
が
り
、
逃

す
ま
い
と
し
て
ね
じ
倒

し
て
、
太
刀
を
突
き
つ

け
た

・
抵
抗
し
た
後
、
目
を
見

開
い
た
ま
ま
執
拗
く

黙
っ
て
い
る

・
蛇
を
干
し
魚
だ
と
偽
っ

て
売
っ
て
い
た
女
（
老

婆
の
知
人
）
で
、
老
婆

が
楼
で
死
体
を
物
色
中

に
遭
遇
し
た

・
生
活
の
糧
と
す
る
た
め

の
鬘
の
素
材
を
集
め
て

い
た

・
老
婆
の
着
衣

・
だ
れ
も
知
ら
な
い
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　「
羅
生
門
」　
芥
川
龍
之
介
に
よ
る
結
末
の
一
文
の
書
き
換
え
に
つ
い
て

初
出
　「
下
人
は
、
既
に
、
雨
を
冒
し
て
、
京
都
の
町
へ
強
盗
を
働
き
に
急
ぎ

つ
つ
あ
っ
た
。」

初
版
　「
下
人
は
、
既
に
、
雨
を
冒
し
て
、
京
都
の
町
へ
強
盗
を
働
き
に
急
い

で
い
た
。」

改
稿
　「
下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
。」


