
１
　
は
じ
め
に

　
現
行
の
学
習
指
導
要
領
に
よ
り
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
の
育
成
が
学

校
現
場
で
大
き
な
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
に

関
し
、
学
習
指
導
要
領
解
説
で
は
「
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
能
力
を
は
ぐ
く 

と
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
に
、
各
教
科
等
を
連
携
さ
せ
な
が
ら
学
校
全
体
で
国
語
力
を
育
む
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
小
学
校
で
は
、
国
語
科
の
占
め
る
割
合
も
高
い
た
め
、
国

語
科
は
核
と
な
る
べ
き
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
の
う
ち
、
特
に
表
現
力

を
高
め
る
一
つ
の
手
段
と
し
て
、
稿
者
が
小
学
校
現
場
で
実
践
し
た
作
文
指
導

を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
後
述
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
学
習
者
の
実
態
で
も

触
れ
る
が
、
学
習
者
は
「
書
く
こ
と
」
に
対
し
て
意
欲
が
低
い
。
こ
の
よ
う
な

学
習
者
に
対
し
、
意
欲
を
喚
起
す
る
方
法
と
し
て
新
聞
掲
載
を
目
指
す
作
文
指

導
を
展
開
し
た
。
そ
の
作
文
指
導
の
中
で
、
自
ら
の
感
情
を
適
切
に
表
現
で
き

む
」
１

る
よ
う
指
導
し
た
。

　
本
稿
で
は
、
三
年
生
の
児
童
の
作
文
指
導
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。
作
文
指

導
は
、
国
語
科
の
授
業
時
数
の
中
だ
け
で
行
っ
た
指
導
だ
け
で
は
な
く
、
休
み

時
間
等
も
用
い
た
指
導
の
実
際
で
あ
る
。

　
な
お
、
個
人
情
報
の
観
点
か
ら
、
本
稿
に
出
て
く
る
学
習
者
は
仮
名
で
あ
る
。

２
　
学
習
者
の
実
態
調
査
か
ら

　
今
回
の
学
習
を
進
め
て
い
く
際
に
、
書
く
こ
と
に
関
し
、
日
記
と
作
文
と
に

分
け
て
学
習
者
の
実
態
調
査
を
行
っ
た
。
主
と
し
て
、
書
く
こ
と
に
対
す
る
思

い
、
楽
し
い
と
感
じ
る
点
、
困
難
さ
を
ど
の
よ
う
な
点
に
感
じ
て
い
る
の
か
を

知
る
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
あ
る
。
以
下
に
ア
ン
ケ
ー
ト
項
目
と
そ
の
結
果
を

ま
と
め
た
も
の
を
掲
載
す
る
。（
次
頁
、
資
料
一
）

　
資
料
一
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
見
て
み
る
と
、
日
記
に
関
し
て
は
、
好
き
だ
と
回

答
し
て
い
る
学
習
者
が
八
〇
％
い
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、「
気
持
ち
を
書
け

る
」
と
答
え
る
学
習
者
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
教
師
の
コ
メ
ン
ト
も
励
み
や
楽

し
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
、
日
記
に
対
し
「
好
き
だ
」
と
答
え
る
学
習
者
が
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多
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
好
き
な
理
由
と
し
て
は
、「
気
持
ち
を
伝
え
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
い
う
感
情
表
出
の
部
分
に
着
目
し
、
楽
し
い
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
友
だ
ち
や
担
任
、
将
来
の
自
分
に
「
伝
え
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
が
あ

り
、
日
記
に
対
す
る
意
欲
が
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
楽
し
い
と
思
う
部
分

も
同
様
に
、
感
情
表
出
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
学
習
者
が
難
し
い
と
感
じ
て
い
る
点
は
、「
書
く
こ
と
が
分
か
ら
な

い
」
と
い
う
内
容
に
関
す
る
こ
と
、「
ど
ん
な
こ
と
ば
を
使
う
か
」
と
い
う
表
現

に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

で
は
、
作
文
に
関
し
て
は
ど
の
よ
う
な
実
態
が
わ
か
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
記

と
同
様
の
質
問
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
。（
資
料
二
）

　
日
記
か
ら
作
文
に
変
わ
る
と
、「
好
き
」
だ
と
答
え
る
学
習
者
が
減
っ
て
い
る
。

そ
の
最
た
る
理
由
は
、「
め
ん
ど
く
さ
い
」
と
い
う
意
欲
面
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら

く
字
数
の
多
さ
か
ら
「
取
り
組
み
や
す
さ
」
と
い
う
点
で
日
記
よ
り
も
作
文
に

対
し
抵
抗
感
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
反
対
に
「
字
数
が
多
い
」
か

ら
こ
そ
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
書
け
る
と
い
う
よ
う
に
、
字
数
を
肯
定
的
に
と
ら

え
て
い
る
学
習
者
も
い
た
。

　
さ
て
、
難
し
い
と
感
じ
て
い
る
点
は
、
日
記
と
同
様
に
、
表
現
面
と
内
容
面
、

そ
れ
に
加
え
、
意
欲
面
で
あ
っ
た
。

　
現
在
担
任
し
て
い
る
学
級
の
学
習
者
の
実
態
調
査
の
結
果
を
見
て
み
る
と
、

「
書
く
こ
と
」
と
り
わ
け
作
文
に
対
し
て
大
き
な
抵
抗
感
を
抱
い
て
い
る
学
習
者

が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
実
態
調
査
を
行
っ
て
み
る
と
、
学
習
者
は
、
①
何
を
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資料一

資料二



書
い
た
ら
よ
い
の
か
が
分
か
ら
な
い
、
②
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
使
っ
て
い
い

の
か
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
大
き
く
二
つ
の
困
難
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。

　
こ
れ
に
関
連
し
て
、
米
田
は
、「
作
文
指
導
に
活
か
す
語
彙
指
導
試
論
─
感
情

表
現
の
場
合
─
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
生
徒
が
作
文
を
書
く
と
き
に
困
る
こ
と
の
一
つ
に
「
叙
述
の
段
階
に
な
っ

て
ど
の
よ
う
な
語
句
を
選
択
す
れ
ば
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
の
が
あ

る
。
こ
れ
に
は
二
つ
の
実
態
が
あ
り
、
一
つ
は
、
そ
の
部
分
を
表
現
す
る
語

句
が
思
い
つ
か
な
い
と
い
う
場
合
、
一
つ
は
、
そ
の
部
分
を
表
現
す
る
語
句

は
い
く
つ
も
あ
る
が
、
ど
れ
が
最
も
ぴ
っ
た
り
す
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う

場
合
で
あ 

　
米
田
の
指
摘
す
る
語
の
選
択
は
学
習
者
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
で
あ
る
。「
生

徒
が
」
と
述
べ
て
い
る
た
め
、
米
田
の
対
象
と
し
て
い
る
学
習
者
は
中
学
生
・

高
校
生
で
あ
る
。
本
稿
で
あ
げ
る
学
習
者
は
小
学
生
で
あ
る
た
め
、
必
ず
し
も

米
田
の
場
合
と
学
習
者
が
作
文
で
困
る
点
の
実
態
は
同
義
で
は
な
い
が
、
作
文

の
中
で
感
情
を
表
現
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ
て
お
り
、
そ
れ
が
作
文
の
際

に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
点
で
同
様
で
あ
り
、
課
題
で
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
れ
以
外
で
も
、
①
の
よ
う
に
、
何
を
書
い
た
ら
よ
い
の
か
が
分
か

ら
な
い
と
い
う
点
に
対
し
て
も
、
長
崎
秀
昭
は
、
実
践
か
ら
「
大
切
な
の
は
、

題
材
を
見
つ
け
る
目
、
す
な
わ
ち
児
童
の
認
識
の
深
層
に
位
置
す
る
直
感
力
な

の
で
あ 

」
と
述
べ
、
作
文
指
導
に
お
い
て
重
要
な
点
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

ま
た
、
渋
谷
孝
も
、
著
書
の
中
で
、「「
先
生
、
書
く
こ
と
が
な
い
」「
ど
う
書
い

る
。
２

る
。
３

た
ら
よ
い
か
分
か
ら
な
い
」
の
は
当
た
り
前
の
こ
と 

と
述
べ
、
学
習
者
に

と
っ
て
の
問
題
の
意
識
が
、
取
材
の
段
階
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
作
文
指
導
の
導
入
の
段
階
で
は
、
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
「
題

材
を
見
つ
け
る
目
」、
本
実
践
に
お
い
て
は
、「
自
分
を
見
つ
め
る
、
振
り
返
る
」

と
い
う
作
業
が
後
の
作
文
を
書
く
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
本
学
級
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
様
々
な
先
行
研
究
に
よ
る
指

摘
を
見
て
も
、「
取
材
・
構
成
・
記
述
」
の
段
階
で
学
習
者
は
つ
ま
ず
き
を
感
じ

る
の
で
あ
る
。

３
　
作
文
指
導
の
実
際

　
上
記
の
よ
う
な
実
態
の
学
習
者
に
対
し
、「
取
材
」
に
重
点
を
置
い
て
作
文
の

指
導
を
行
っ
た
。
今
回
行
っ
た
作
文
指
導
の
概
略
に
つ
い
て
次
に
述
べ
る
。

①
作
文
指
導
全
体
に
つ
い
て

　
今
回
の
作
文
指
導
全
体
に
お
い
て
、
意
欲
を
高
め
る
た
め
の
方
策
と
し
て
重

要
視
し
て
い
た
の
は
、「
相
手
意
識
」「
目
的
意
識
」
を
も
た
せ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
文
を
書
く
目
的
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
、
そ

し
て
、
作
文
を
読
む
相
手
は
誰
か
と
い
う
こ
と
を
常
に
意
識
さ
せ
な
が
ら
取
り

組
ま
せ
た
。
新
聞
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
を
「
目
的
」
と
し
、
掲
載
さ
れ
た
場
合

に
は
、
不
特
定
多
数
の
「
相
手
」
に
読
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
こ

と
は
、
結
果
的
に
学
習
者
の
意
欲
と
つ
な
が
っ
た
。

　
な
お
、
字
数
は
、
新
聞
投
稿
の
要
項
で
は
、
五
〇
〇
字
以
内
と
い
う
字
数
で

は
あ
る
が
、
学
習
者
の
発
達
段
階
や
実
態
を
考
慮
し
、
少
し
で
も
抵
抗
感
を
軽

だ
」
４
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減
さ
せ
る
上
で
、
四
〇
〇
字
以
内
と
し
た
。

②
学
習
者
の
実
態

　
次
に
、
学
習
者
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
本
学
級
は
三
十
三
名
で
あ
り
、
国

語
科
の
学
習
や
夏
休
み
の
課
題
に
お
い
て
作
文
指
導
を
繰
り
返
し
行
っ
て
き
て

い
る
。
そ
の
中
で
も
新
聞
投
稿
へ
の
意
欲
は
全
体
的
に
高
か
っ
た
。

　
本
稿
で
は
、
特
に
意
欲
面
で
変
容
が
見
ら
れ
た
学
習
者
「
な
お
き
」
を
取
り

上
げ
る
。
ま
ず
、
学
習
者
の
学
力
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
学
習
者
「
な
お
き
」
は
、
学
力
が
低
く
、
特
に
漢
字
・
計
算
を
苦
手
と
し
て

い
る
。
Ｌ
Ｄ
が
疑
わ
れ
る
児
童
で
あ
る
。
当
該
学
年
程
度
の
学
力
は
備
わ
っ
て

お
ら
ず
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
や
小
学
校
一
年
の
漢
字
を
間
違
っ
て
書
く
こ
と
が
あ

る
。
興
味
を
も
っ
た
こ
と
に
は
非
常
に
や
る
気
を
見
せ
る
が
、
興
味
の
な
い
物

事
に
は
全
く
手
を
つ
け
な
い
。

　
以
上
の
児
童
が
今
回
の
考
察
対
象
で
あ
る
。

③
作
文
指
導
に
お
け
る
主
な
留
意
点

　
で
は
、
そ
の
実
際
に
お
け
る
留
意
点
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。

　
ま
ず
、
今
回
最
た
る
目
標
と
し
た
の
が
、「
作
文
が
楽
し
い
」「
作
文
を
書
き

た
い
」
と
い
う
意
欲
を
高
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
感
情
表
出

を
大
切
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
感
情
表
出
は
、
書
く
こ
と
に

よ
る
も
の
で
は
な
く
、
教
師
と
「
話
す
こ
と
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う

し
た
、
教
師
と
の
や
り
と
り
の
中
で
、
最
終
的
に
「
作
文
」
と
し
て
ま
と
め
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
次
に
、
題
材
に
関
し
て
、
基
本
的
に
自
由
で
あ
る
と
伝
え
た
。
題
材
あ
り
き

の
作
文
指
導
で
は
な
く
、
学
習
者
本
人
が
「
書
き
た
い
」「
伝
え
た
い
」
と
思
う

内
容
を
教
師
と
の
や
り
と
り
に
よ
っ
て
表
出
さ
せ
、
そ
れ
を
作
文
と
し
て
し
あ

げ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
学
習
者
の
実
態
が
、「
書
き
た
い
」「
伝
え
た
い
」
と

い
う
意
識
が
希
薄
で
あ
る
と
い
う
点
、
作
文
に
対
す
る
抵
抗
感
が
あ
る
た
め
に
、

教
師
と
の
日
常
会
話
の
中
に
「
取
材
」
の
段
階
を
設
定
し
た
。

　
そ
し
て
、
新
聞
に
投
稿
す
る
と
い
う
最
終
的
な
目
標
を
設
定
し
、
学
習
者
の

継
続
的
な
意
欲
喚
起
に
努
め
た
。

４
　
感
情
表
出
を
中
心
に
お
い
た
作
文
指
導

　
で
は
、
実
際
に
指
導
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
今
回
の
考
察
対
象
で
あ
る
学
習

者
「
な
お
き
」
は
、
学
力
が
高
く
は
な
く
、
日
記
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
し
て

く
る
こ
と
は
な
い
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
学
習
者
が
、
新
聞
掲
載
を
め
ざ
す
作

文
指
導
の
中
で
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
の
か
。
以
下
で
は
、「
な
お
き
」
と
の
や

り
と
り
を
ボ
イ
ス
レ
コ
ー
ダ
で
録
音
し
た
も
の
を
参
考
に
し
な
が
ら
見
て
い
く

こ
と
と
す
る
。

（
１
）
作
文
へ
の
感
情

　
前
述
の
よ
う
に
、
な
お
き
は
学
力
が
低
く
Ｌ
Ｄ
が
疑
わ
れ
る
。
ま
た
、
作
文

に
対
す
る
意
欲
も
低
い
。
こ
の
学
習
者
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
ま
ず
は
、
取
材
の
段
階
に
至
る
ま
で
に
作
文
に
対
し
て
抵
抗
感
を
感
じ
て

お
り
、
そ
の
抵
抗
感
が
軽
減
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
瞬
間
の
や
り
と
り
を
見
て
い
く
。

教
師
）
な
お
き
さ
ん
、
作
文
き
ら
い
。
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な
お
き
）
う
ん
、
き
ら
い
。

教
師
）
ど
う
し
て
嫌
い
な
の
か
な
。

な
お
き
）
だ
っ
て
、
何
書
い
て
い
い
か
わ
か
ん
な
い
か
ら
。
め
ん
ど
く
さ
い

し
。

教
師
）
書
き
た
い
こ
と
が
な
い
。

な
お
き
）
う
ん
、
な
い
。
だ
っ
て
、
書
い
た
ら
先
生
に
だ
め
だ
っ
て
言
わ
れ

る
も
ん
。

教
師
）
な
ん
で
も
い
い
よ
。
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
、
か
な
し
か
っ
た
こ
と
、

楽
し
か
っ
た
こ
と
。
書
い
た
ら
だ
め
だ
っ
て
言
わ
な
い
よ
。

な
お
き
）
う
ー
ん
。　
　
　
　
　
そ
う
い
え
ば
、
こ
の
前
、
女
子
に
な
お
き
く

ん
や
さ
し
い
ね
っ
て
言
わ
れ
た
よ
。

教
師
）
そ
う
そ
う
。
そ
れ
で
い
い
ん
だ
よ
。
そ
れ
、
先
生
と
一
緒
に
書
い
て

み
よ
う
か
。

な
お
き
）
う
ん
。
で
も
書
け
る
か
な
あ
。

　
こ
の
よ
う
に
、
作
文
に
対
し
て
、「
何
書
い
て
い
い
か 
わ
か
ん
な
い 
」
と
あ
き

マ
　
　
　
　
　
マ

ら
め
て
い
る
。
後
に
聞
い
た
話
で
は
、
一
生
懸
命
考
え
て
書
い
た
作
文
を
以
前
、

教
師
に
も
っ
て
い
く
と
、「
こ
の
題
材
で
は
だ
め
だ
、
も
っ
と
ほ
か
の
題
材
は
な

い
の
か
」
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
、
教
師
の
評
価
を
こ
わ
が

り
、
作
文
を
書
く
こ
と
自
体
が
億
劫
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今

回
、「
こ
の
題
材
で
書
け
る
か
」
と
い
う
不
安
を
募
ら
せ
な
が
ら
も
、
作
文
に
対

し
て
取
り
組
も
う
と
す
る
姿
勢
を
見
い
だ
せ
た
。

（
２
）
取
材
、
題
材
の
決
定

　
作
文
に
取
り
組
も
う
と
決
心
し
た
次
に
は
、
す
ぐ
に
作
文
に
取
り
組
ま
せ
ず
、

取
材
の
段
階
を
設
定
し
、
教
師
と
「
話
す
」
こ
と
で
多
く
の
こ
と
ば
を
集
め
よ

う
と
し
た
。
こ
れ
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
な
お
き
は
Ｌ
Ｄ
が
疑
わ
れ
る
児
童
で

あ
り
、
特
に
「
書
く
」
こ
と
に
抵
抗
感
を
覚
え
て
い
る
。
で
き
る
だ
け
な
お
き

に
精
神
的
な
負
担
を
強
い
な
い
よ
う
に
、
教
師
と
の
や
り
と
り
の
中
で
、
教
師

が
こ
と
ば
を
拾
い
上
げ
て
い
く
と
い
う
方
法
を
用
い
た
。

教
師
）
こ
の
前
、
な
お
き
さ
ん
は
、
女
子
に
優
し
い
っ
て
言
わ
れ
た
ん
だ
よ

ね
。

な
お
き
）
う
ん
、
そ
う
だ
よ
。

教
師
）
な
ん
で
や
さ
し
い
っ
て
言
わ
れ
た
の
。
う
れ
し
か
っ
た
よ
。

な
お
き
）
な
ん
か
ね
、
三
年
生
に
な
っ
て
か
ら
、
優
し
く
な
っ
た
よ
ね
っ
て

言
わ
れ
た
の
。

教
師
）
先
生
の
お
手
伝
い
と
か
も
し
て
く
れ
る
か
ら
、
な
お
き
さ
ん
は
優
し

い
よ
ね
。

な
お
き
）
う
ん
。

教
師
）
女
子
は
、
な
ん
で
な
お
き
さ
ん
の
こ
と
を
優
し
い
っ
て
思
っ
た
の
か

な
。

な
お
き
）
な
ん
か
ね
、「
さ
ん
」
っ
て
つ
け
る
か
ら
だ
っ
て
。

教
師
）「
さ
ん
」。
あ
あ
、
な
ま
え
に
「
さ
ん
」
を
つ
け
て
呼
ぶ
や
つ
ね
。

な
お
き
）
そ
う
そ
う
。
ぼ
く
、
先
生
の
言
う
こ
と
守
っ
た
。

教
師
）
え
ら
い
ね
。
な
お
き
さ
ん
は
、
ど
う
思
っ
て
る
。

な
お
き
）
ぼ
く
は
、
…
…
。
な
ん
で
「
さ
ん
」
を
つ
け
な
い
と
い
け
な
い
か
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わ
か
ん
な
い
。

教
師
）
で
も
ち
ゃ
ん
と
「
さ
ん
」
付
け
し
て
い
る
ん
だ
よ
ね
。

な
お
き
）
だ
っ
て
、
先
生
が
言
っ
た
も
ん
。

教
師
）
そ
う
だ
ね
。

　
こ
の
や
り
と
り
は
、
休
み
時
間
に
行
わ
れ
た
も
の
で
、
学
習
者
な
お
き
に

と
っ
て
は
、
た
だ
の
会
話
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
や
り
と
り

の
中
で
の
な
お
き
の
こ
と
ば
を
、
教
師
が
メ
モ
を
と
っ
た
。
実
際
の
メ
モ
が
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
簡
単
な
メ
モ
で
あ
る
が
、
学
習
者
な
お
き
の
感
情
・
論
理
を
整
理
す
る
た
め

の
メ
モ
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
見
る
こ
と
で
、
何
を
ど
の
よ
う
に
書
け
ば
よ
い
の

か
、
学
習
者
は
参
考
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
ま
た
、
こ
れ
は
、
学
習
者
な
お
き
が
、
自
ら
の
生
活
を
振
り
返
る
糧
に
な
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
部
分
だ
け
で
は
作
文
は
書
け
な
い
。
そ
こ
で
、
メ
モ
を
見

せ
た
次
の
休
み
時
間
に
、
内
容
を
深
め
よ
う
と
、
も
う
一
度
話
を
し
た
。

教
師
）
な
お
き
さ
ん
、
さ
っ
き
の
話
な
ん
だ
け
ど
、
今
ま
で
は
ど
う
だ
っ
た

の
。

な
お
き
）
え
っ
と
…
…
、
け
ん
か
ば
っ
か
り
し
て
た
。

教
師
）
最
近
、
し
て
な
い
も
ん
ね
。
成
長
し
た
よ
ね
。
ど
う
し
て
け
ん
か
ば

か
り
し
て
い
た
の
。

な
お
き
）
だ
っ
て
、
い
や
な
こ
と
言
っ
て
く
る
か
ら
。

教
師
）
そ
う
か
。
な
お
き
さ
ん
は
、
い
や
な
こ
と
は
言
わ
な
か
っ
た
の
。

　
　
　（
中
略
、
生
徒
指
導
上
の
会
話
）

教
師
）
ど
う
し
て
三
年
生
に
な
っ
た
ら
け
ん
か
し
な
く
な
っ
た
と
思
う
。

な
お
き
）
こ
と
ば
づ
か
い
が
よ
く
な
っ
た
か
ら
？

教
師
）
自
分
を
振
り
返
っ
て
み
て
ど
う
か
な
。

な
お
き
）
少
し
は
よ
く
な
っ
た
か
も
。
で
も
ま
だ
、
よ
く
な
い
。

な
お
き
）
ぼ
く
が
「
さ
ん
」
付
け
す
る
か
ら
だ
。
で
し
ょ
、
先
生
。

教
師
）
そ
う
思
う
の
。

な
お
き
）
絶
対
、
そ
う
だ
。
ね
え
、
先
生
、
こ
の
こ
と
、
作
文
に
書
い
て
き

て
い
い
。

教
師
）
も
ち
ろ
ん
だ
よ
。
ど
ん
な
し
あ
が
り
に
な
る
か
、
先
生
、
楽
し
み
だ

な
。

　
教
師
と
の
や
り
と
り
の
中
で
、
な
お
き
は
、
自
ら
の
生
活
を
振
り
返
り
、
自
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分
の
ま
わ
り
で
起
こ
っ
た
出
来
事
を
見
つ
め
た
。
そ
の
中
で
、
い
く
つ
か
の
事

項
、
こ
こ
で
は
、「
や
さ
し
い
と
言
わ
れ
た
こ
と
」、「
以
前
は
け
ん
か
ば
か
り
し

て
い
た
自
分
」、「
さ
ん
」
付
け
を
関
連
づ
け
た
。
こ
の
関
連
づ
け
に
よ
り
、
作

文
の
内
容
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
。
ま
た
、
こ
の
関
連
付
け
を
メ
モ

に
付
け
加
え
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
学
習
者
「
な
お
き
」
は
、
教
師
と
の
会
話
の
中
で
、
過
去
の

自
分
を
振
り
返
り
、
そ
の
中
か
ら
印
象
深
か
っ
た
出
来
事
が
題
材
に
な
る
か
を

不
安
に
感
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
教
師
と
の
振
り
返
り
を
深
め
る
中
で
、
出
来

事
と
出
来
事
が
「
点
」
で
あ
っ
た
も
の
を
関
連
づ
け
、「
線
」
と
し
て
把
握
し
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、「
線
」
に
な
っ
た
出
来
事
が
、
題
材
と
し
て
位
置
づ
い
た
の

で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
や
り
と
り
を
行
っ
た
あ
と
、「
な
お
き
」
の
日
記
は
、
日

常
で
起
こ
っ
た
出
来
事
を
題
材
と
し
、
そ
の
説
明
、
そ
し
て
、
気
持
ち
を
一
言

書
く
よ
う
に
な
っ
た
。

（
３
）
作
文
指
導
の
実
際

　
題
材
が
決
定
し
た
後
に
、「
な
お
き
」
は
メ
モ
を
見
な
が
ら
、
実
際
に
作
文
を

書
い
て
き
た
。
ま
ず
は
、
実
際
に
書
い
て
き
た
最
初
の
作
文
を
見
て
み
る
。
な

お
、
本
稿
で
は
仮
名
を
で
あ
る
た
め
、
実
名
を
特
定
で
き
る
部
分
は
消
去
し
て

い
る
。

　
な
お
き
の
書
い
た
作
文
は
、
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
の
半
分
に
も
満
た
な

い
分
量
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
内
容
は
、
教
師
と
の
や
り
と
り
の
中
で
話
し

た
こ
と
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
な
お
き
」
の
感
情
は

十
分
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
三
年
生
に
な
っ
た
ら
、
ぜ
ん
ぜ
ん
し
な

く
な
っ
た
の
で
す
。（
中
略
）
女
の
子
に
ち
ゃ
ん
と
か
さ
ん 
ず  
け 
を
し
て
い
ま
し

マ
 
マ

た
。（
中
略
）
な
お
く
ん
や
さ
し
い
ね
と 
ゆ
わ  
れ
て 
う
れ
し
か
っ
た
。」
で
あ
る
。

マ
 

マ

こ
の
部
分
に
表
れ
る
「
う
れ
し
か
っ
た
」
に
は
、
な
お
き
の
感
情
全
て
が
表
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
出
来
事
の
関
連
づ
け
も
弱
く
、
読
者
に
は
伝
わ
り
づ
ら
い
。

　
そ
こ
で
、
出
来
事
の
関
連
づ
け
を
中
心
に
指
導
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
。
そ

の
一
部
の
や
り
と
り
を
次
に
示
す
。
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教
師
）
作
文
、
読
ん
だ
よ
。
と
て
も
気
持
ち
が
表
れ
て
い
た
ね
。

な
お
き
）
え
へ
へ
（
照
れ
な
が
ら
）
こ
れ
で
新
聞
に
載
る
か
な
。

教
師
）
気
持
ち
の
部
分
は
い
い
よ
。
で
も
、
こ
れ
を
読
ん
だ
人
は
、
な
お
き

さ
ん
に
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
か
が
わ
か
る
か
な
。

な
お
き
）
う
ん
。
わ
か
ら
な
い
か
も
。

教
師
）
じ
ゃ
あ
、
先
生
に
そ
の
こ
と
を
詳
し
く
教
え
て
よ
。
一
緒
に
文
を

作
っ
て
い
こ
う
。
こ
の
メ
モ
用
紙
に
メ
モ
し
て
い
こ
う
か
。

な
お
き
）
何
か
ら
話
せ
ば
い
い
。

教
師
）
じ
ゃ
あ
、
今
ま
で
ど
う
し
て
、
け
ん
か
を
し
て
き
た
の
。

な
お
き
）
い
や
な
こ
と
を
言
っ
て
く
る
か
ら
。（
メ
モ
す
る
）

教
師
）
じ
ゃ
あ
、「
い
や
な
こ
と
を
言
っ
て
く
る
か
ら
、
け
ん
か
を
し
て
き
ま

し
た
。」
と
書
け
る
ね
。

な
お
き
）
で
も
三
年
生
で
は
、
な
く
な
っ
た
。

教
師
）
ど
う
し
て
だ
っ
た
。

な
お
き
）
先
生
が
言
う
と
お
り
「
さ
ん
」
づ
け
し
て
、
こ
と
ば
づ
か
い
が
よ

く
な
っ
た
か
ら
。

教
師
）
じ
ゃ
あ
、
書
こ
う
。
ど
う
し
て
、「
さ
ん
」
づ
け
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
か
な
。

な
お
き
）
先
生
が
厳
し
い
か
ら
。
で
も
や
さ
し
い
よ
ね
。
こ
れ
も
書
い
て
い

い
。

教
師
）
う
ん
、
い
い
よ
。
今
は
作
文
の
材
料
集
め
だ
か
ら
、
な
ん
で
も
書
い

て
い
た
ら
い
い
よ
。

　
こ
の
よ
う
に
、
な
お
き
は
、
自
分
を
振
り
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
文
の
内

容
に
な
り
得
る
材
料
を
集
め
出
し
た
。

　
こ
の
や
り
と
り
の
最
中
、
教
師
と
話
し
た
こ
と
を
メ
モ
し
、
身
の
回
り
で
起

こ
っ
た
出
来
事
を
想
起
し
な
が
ら
、
関
連
づ
け
は
じ
め
た
。
つ
ま
り
、
や
り
と

り
の
中
の
、「
先
生
が
厳
し
い
か
ら
。
で
も
や
さ
し
い
よ
ね
。
こ
れ
も
書
い
て
い

い
。」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
自
ら
作
文
に
関
連
す
る
出
来
事
と
し
て
、「
自
身
の

気
持
ち
」
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
書
く
内
容
に

対
す
る
自
由
度
が
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
教
師
と
し
て
の
稿
者
も

「
何
で
も
書
い
て
い
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
学
習
者
の
自
由
な
発
想
・

自
由
な
表
現
を
大
切
に
し
て
い
た
。

　
こ
の
メ
モ
を
も
と
に
、
作
文
を
書
い
て
き
た
。
字
数
の
関
係
上
、
作
文
を
示

す
こ
と
は
別
の
機
会
に
す
る
が
、
メ
モ
を
羅
列
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
コ
ピ
ー
し
、
一
文
一
文
切
り
と
り
、
順
序
良
く
並
べ
さ
せ
、
そ
の
順
序

で
書
か
せ
た
。
ま
た
、
誤
字
脱
字
、
作
文
用
紙
の
使
い
方
、
常
体
・
敬
体
な
ど

作
文
に
関
す
る
基
本
的
な
技
能
は
、
教
師
が
見
届
け
な
が
ら
完
成
さ
せ
た
。
完

成
し
た
作
文
は
、
資
料
五
の
よ
う
な
も
の
と
な
り
、
地
方
紙
の
新
聞
に
掲
載
さ

れ
た
。５

　
お
わ
り
に
～
本
実
践
の
ま
と
め
～

　
本
実
践
で
は
、
学
習
者
は
、
な
お
き
だ
け
で
は
な
く
、
学
級
全
体
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
作
文
に
対
す
る
「
書
き
た
い
」
と
い
う
意
欲
が
向
上
し
、「
じ
ょ
う
ず

に
書
き
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
が
う
ま
れ
た
点
に
お
い
て
、
大
き
く
成
長
が
見

ら
れ
た
の
は
な
お
き
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
最
初
の
時
点
で
、
学
習
者
は
書
く
こ
と
に
対
し
大
き
な
抵
抗
感
を
抱
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い
て
い
た
。
教
師
と
の
や
り
と
り
を
通
し
て
、
自
分
の
生
活
を
見
つ
め
、
題
材

を
決
定
し
た
。
そ
し
て
、
実
際
に
書
き
、
感
情
を
表
出
さ
せ
る
こ
と
が
、
そ
の

後
の
意
欲
に
つ
な
が
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
感
情
を
込
め
た
作
文
を
伝
え
た
い

と
い
う
「
発
信
」
の
気
持
ち
も
育
っ
た
。

　
ま
た
、
最
終
的
に
は
、
新
聞
に
投
稿
し
、
掲
載
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
な
自
信

と
な
り
、
日
々
、
日
記
を
書
く
と
い
う
営
み
に
つ
な
が
っ
た
。
そ
の
日
記
の
内

容
は
、
日
常
の
も
の
で
あ
り
、
誤
字
脱
字
も
多
い
。
ま
た
、
当
該
学
年
の
漢
字

を
用
い
る
こ
と
も
し
て
い
な
い
。

　
し
か
し
、
な
お
き
は
、
書
く
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
感
を
感
じ
な
い
よ
う
に
な

り
、
新
聞
投
稿
の
た
め
の
作
文
指
導
の
前
後
に
お
い
て
、
大
き
な
変
化
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
文
を
書
く
と
い
う
営
み
へ
の
自
由
度
で
あ
る
。
あ
り

ふ
れ
た
日
常
の
中
に
あ
る
自
分
を
見
つ
め
、
そ
こ
に
あ
る
感
情
を
題
材
と
し
、

独
自
の
視
点
で
書
い
て
い
る
。
学
習
者
な
お
き
に
と
っ
て
は
、
伝
え
た
い
内
容

が
、「
感
情
」
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
作
文
用
紙
の
使
い
方
に
習
い
、
誤

字
脱
字
を
気
に
し
、
順
序
良
く
、
分
か
り
や
す
く
書
く
と
い
う
国
語
教
育
の
め

ざ
す
理
想
と
は
大
き
く
か
け
離
れ
た
次
元
の
作
文
指
導
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
次
元
に
到
達
す
る
以
前
の
問
題
と
し
て
、
書
く
こ
と
に
対
す
る
「
自
由
度
」

を
幅
広
く
と
る
こ
と
は
、
書
く
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
感
を
軽
減
す
る
役
割
を
果

た
す
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

　
国
分
一
太
郎
の
著
書
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　
な
ん
べ
ん
も
く
り
か
え
す
「
私
の
家
の
」
は
、
か
ん
た
ん
に
、
削
り
さ
っ

て
よ
い
、
よ
け
い
な
コ
ト
バ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）
か
つ
て
、
他
人

の
も
の
を
盗
み
、
ド
ロ
ボ
ウ
気
が
あ
る
と
、
う
た
が
わ
れ
て
い
る
菊
池
松
次

郎
の
心
理
状
態
を
知
っ
て
い
る
、
細
心
な
先
生
だ
け
が
、
こ
の
綴
り
方
の
深

い
意
味
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
か
ん
た
ん
に
、
こ
の
「
私
の
家

の
…
…
」
を
け
ず
り
さ
る
こ
と
を
し
な
い
だ
ろ 

こ
の
部
分
に
関
し
、
牧
戸
章
は
、「
現
象
と
し
て
の
文
章
表
現
に
あ
ら
わ
れ
な
い

か
ら
と
い
っ
て
、
そ
う
い
う
表
現
能
力
が
な
い
と
は
い
い
き
れ
な 

」
と
述
べ

て
い
る
。
学
習
者
な
お
き
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
学
力
も
低
く
、
学
習
へ
の
意

欲
も
低
い
。
前
掲
の
よ
う
に
、
平
仮
名
も
間
違
え
て
し
ま
う
。
牧
戸
の
述
べ
る

「
現
象
と
し
て
の
文
章
表
現
」
に
じ
ょ
う
ず
に
あ
ら
わ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
表
現
を
あ
き
ら
め
る
必
要
も
な
い
。
な
お
き
は
、
表
現
す
る

こ
と
に
対
し
て
一
種
の
「
あ
き
ら
め
」
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

表
現
し
た
い
こ
と
・
伝
え
た
い
こ
と
は
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
「
感
情
」
そ
の

も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
を
表
現
で
き
る
環
境
に
置
く
こ
と
、
そ
れ
が
、

「
自
由
度
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
な
お
き
の
場
合
、
求

め
て
い
た
自
由
は
、
題
材
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
実
践
は
あ
く
ま
で
、
当
該
学
年
の
学
力
に
達
し
て
い
な
い
学
習
者
と
向
き

合
っ
た
実
践
の
記
録
で
あ
る
。
学
力
向
上
に
向
け
、
個
々
の
学
習
者
と
向
き
合

う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
国
語
教
育
と
し
て
の
理
想
を
追
い
求
め
て
い
く
こ
と

も
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
一
方
で
、
個
の
学
力
に
応
じ
た
指
導
の
あ
り
か

た
も
深
く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注１
学
習
指
導
要
領
、
総
則
、
第
一
─
一

２
米
田
猛
「
作
文
指
導
に
活
か
す
語
彙
指
導
試
論
─
感
情
表
現
の
場
合
─
」、
一

九
九
五
年

３
長
崎
秀
昭
『
小
学
校
国
語
科
授
業
研
究
』
第
四
版
、「
五
　「
書
く
こ
と
」
の

う
。
５

い
。
６
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指
導
」、
二
〇
一
〇
年

４
渋
谷
孝
、『
国
語
科
教
育
は
な
ぜ
言
葉
の
教
育
に
な
り
切
れ
な
か
っ
た
の
か
』、

明
治
図
書
、
初
版
、
二
〇
〇
八
年

５
国
分
一
太
郎
『
新
し
い
綴
方
教
室
』
増
補
版
、
新
評
論
社
、
一
九
五
二
年

６
牧
戸
章
「
自
分
な
り
の
文
章
表
現
─
主
体
的
真
実
」、『
国
語
教
育
を
学
ぶ
人

の
た
め
に
』、
世
界
思
想
社
、
一
九
九
五
年

（
鹿
屋
市
立
野
里
小
学
校
教
諭
）
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