
一
　
実
践
の
ね
ら
い

　
私
は
現
職
教
員
と
し
て
教
職
高
度
化
プ
ロ
グ
ラ 

に
在
籍
し
て
い
る
。
高
度

化
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
の
二
年
目
は
、
勤
務
校
で
の
勤
務
と
並
行
し
て
大
学
院
で
研

究
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
自
分
自
身
の
問
題
意
識
は
、
昨
年
か
ら
引
き

続
き
大
き
く
次
の
三
点
で
あ
る
。

　
一
点
目
は
、
学
習
者
が
意
欲
的
に
参
加
す
る
授
業
を
作
る
に
は
ど
う
す
れ
ば

よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
公
立
中
学
校
へ
の
地
域
保
護
者
の
期
待
と
し

て
、
全
て
の
子
ど
も
に
学
ぶ
こ
と
へ
の
喜
び
を
感
じ
取
ら
せ
て
も
ら
い
た
い
と

い
う
願
い
が
あ
る
。
学
校
の
荒
れ
の
根
底
に
存
在
す
る
も
の
の
一
つ
が
、
授
業

に
つ
い
て
い
け
な
い
こ
と
へ
の
学
習
者
の
不
満
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
学
校

は
学
習
者
の
わ
か
り
た
い
と
い
う
願
い
に
応
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
様
々
な

背
景
を
背
負
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が
、
そ
れ
で
も
頑
張
ろ
う
と
し
て
集
う
場

の
一
つ
が
学
校
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
授
業
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ

ン
と
し
て
ど
の
子
ど
も
も
授
業
に
参
加
で
き
、
学
ぶ
こ
と
が
楽
し
い
と
実
感
で
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き
る
授
業
を
創
造
し
て
い
き
た
い
。

　
学
ぶ
こ
と
が
楽
し
い
と
実
感
で
き
る
に
は
、
ま
ず
学
習
者
自
身
が
テ
ク
ス
ト

と
向
き
合
う
中
で
、
感
じ
た
驚
き
や
発
見
を
大
切
に
し
た
授
業
展
開
が
必
要
で

あ
る
。
自
ら
が
思
考
し
判
断
し
た
こ
と
を
自
分
の
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
で
、

学
び
を
確
か
な
も
の
と
す
る
実
感
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
例
え
ば
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
に
お
い
て
、
学
習
者
は
初
め
に
題
名
を
読
む

こ
と
で
内
容
に
つ
い
て
手
が
か
り
を
得
る
。
そ
し
て
本
文
の
一
読
後
に
は
、
何

ら
か
の
疑
問
や
感
じ
た
こ
と
を
内
面
に
抱
い
て
い
る
。
そ
の
場
面
を
学
習
者
が

テ
ク
ス
ト
と
向
き
合
お
う
と
す
る
場
面
で
あ
る
と
と
ら
え
、
疑
問
や
受
け
止
め

を
大
切
に
引
き
出
す
こ
と
で
学
習
へ
の
意
欲
を
向
上
さ
せ
て
い
き
た
い
。

　
二
点
目
は
、
双
方
向
型
の
授
業
展
開
を
行
う
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
者
の
言
葉
で
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
、
自
分
が

思
っ
た
こ
と
を
自
分
の
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
で
理
解
が
深
ま
る
。
そ
こ
か
ら
、

学
習
者
が
抱
い
た
疑
問
や
感
想
を
学
習
者
同
士
が
交
流
す
る
授
業
展
開
を
行
う

こ
と
で
、
テ
ク
ス
ト
と
向
き
合
い
、
同
時
に
他
の
学
習
者
と
も
対
話
す
る
場
面

を
構
想
す
る
。
学
習
が
お
互
い
を
生
か
し
合
う
も
の
と
し
て
実
感
で
き
る
よ
う
、
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授
業
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
、
授
業
者
が
学
習
者
に
一
斉
指
導

を
行
う
場
面
も
必
要
で
あ
る
が
、
授
業
者
も
ま
た
学
び
手
の
一
人
と
し
て
向
き

合
い
、
国
語
教
室
に
お
い
て
授
業
者
と
学
習
者
が
と
も
に
学
び
合
う
場
と
な
る

よ
う
授
業
を
構
想
し
て
い
き
た
い
。
そ
れ
は
同
時
に
、
自
分
と
は
異
な
る
も
の

の
見
方
や
考
え
方
か
ら
、
多
面
的
な
思
考
を
学
び
合
う
機
会
の
一
つ
と
も
な
る

だ
ろ
う
。
学
習
者
が
自
己
内
対
話
を
行
い
、
他
者
と
対
話
す
る
学
習
場
面
を
通

し
て
、
思
考
し
判
断
し
た
こ
と
が
表
現
に
ひ
ら
か
れ
、
学
び
は
よ
り
定
着
す
る

も
の
と
考
え
る
。

　
三
点
目
は
、
単
元
内
の
教
材
に
つ
い
て
関
連
指
導
の
充
実
を
図
っ
て
い
く
に

は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
科
書
単
元
は
、
読
む
こ
と
、

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
、
書
く
こ
と
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
目
標
を
達
成
す
る

た
め
の
教
材
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
実
践
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
教
材
を
用
い
た
学
習
が
、
主
に
読
解
中
心
に
な
っ
た
り
作
文
中
心
に
な
っ

た
り
と
い
っ
た
指
導
に
陥
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
実
践
で
は
、
既
習
事

項
が
次
の
学
習
内
容
へ
の
布
石
と
な
る
よ
う
関
連
性
を
図
り
、
学
び
が
螺
旋
的

な
も
の
と
な
る
よ
う
工
夫
し
て
い
き
た
い
。
単
元
内
で
の
教
材
間
の
関
連
を
図

る
上
で
、
単
元
を
貫
く
言
語
活
動
を
通
し
て
一
貫
し
た
学
習
指
導
を
行
っ
て
い

く
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
思
考
し
判
断
し
た
こ
と
を
単
元
を
貫
い
て
具
体
的
に

表
現
に
つ
な
い
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

二
　
学
習
者
が
課
題
意
識
を
持
っ
て
読
む
授
業
の
工
夫

⑴
　
学
習
指
導
の
工
夫

　
全
て
の
学
習
者
が
授
業
に
意
欲
的
に
参
加
し
お
互
い
に
学
び
合
う
た
め
に
、

本
実
践
で
は
、
学
習
者
が
課
題
意
識
を
持
っ
て
読
む
授
業
を
め
ざ
し
、
三
つ
の

工
夫
を
行
う
。

　
第
一
に
、
学
習
者
が
意
欲
的
に
授
業
に
参
加
で
き
る
工
夫
と
し
て
、
結
論
か

ら
逆
に
読
む
「
遡
行
型
学
習
過 

」
を
構
想
す
る
。

　
私
が
従
来
行
っ
て
き
た
、
教
材
文
を
第
一
段
落
か
ら
読
ん
で
い
く
手
法
で
は
、

因
果
律
的
思
考
を
と
り
に
く
か
っ
た
と
い
う
反
省
が
あ
る
。
そ
こ
で
白
石
範
孝

（
２
０
１
０
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
結
論
か
ら
な
ぜ
こ
う
な
っ
て
い
る
か
を
考

え
る
こ
と
で
、
学
習
者
の
思
考
を
深
め
さ
せ
て
い
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
ま

ず
題
名
と
の
出
会
い
を
通
し
て
筆
者
の
問
題
意
識
を
想
定
す
る
。
次
に
、
題
名

と
書
き
出
し
と
結
び
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
お
お
ま
か
に
内
容
を
と
ら
え
る
。

最
後
に
、
結
び
の
部
分
を
と
ら
え
て
か
ら
そ
の
根
拠
を
読
み
取
る
よ
う
意
識
づ

け
、
筆
者
が
立
て
た
問
い
と
答
え
の
関
係
を
整
理
し
て
と
ら
え
る
。
こ
う
す
る

こ
と
で
、
学
習
内
容
が
よ
り
整
理
さ
れ
学
習
者
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
く
受
け

止
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
学
習
者
一
人
一
人
が
「
問
い
を
立
て
て
解
決
す
る
活
動
」
を
構
想

す
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
学
習
者
一
人
一
人
が
自
ら
の
問
題
意
識
と
筆
者
の

問
題
意
識
を
比
較
し
や
す
く
な
る
と
考
え
る
。
学
習
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
感
じ

た
疑
問
や
感
想
を
も
と
に
し
た
問
い
を
解
決
し
な
が
ら
授
業
を
進
め
て
い
く
。

そ
の
際
、
価
値
あ
る
問
い
を
導
く
よ
う
「
学
習
の
て
び
き
」
を
用
い
て
指
導
を

工
夫
す
る
。
一
人
で
は
解
決
で
き
な
い
こ
と
も
、
知
恵
を
出
し
合
う
こ
と
で
解

決
さ
れ
て
い
く
こ
と
も
あ
る
。
学
び
を
開
き
合
う
こ
と
で
、
よ
り
学
び
を
深
め

あ
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
視
点
の
意
識
化
を
軸
と
し
て
「
単
元
内
の
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と

を
相
互
に
関
連
さ
せ
る
活
動
」
を
構
想
す
る
。
本
単
元
の
軸
と
は
「
他
者
の
視

程２
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点
に
立
っ
て
考
え
て
み
る
」
こ
と
を
中
心
と
す
る
。
そ
れ
を
生
か
し
な
が
ら
、

テ
ク
ス
ト
を
通
し
て
学
ん
だ
こ
と
を
別
の
文
体
等
に
書
き
換
え
て
い
く
。
具
体

的
に
は
「
物
語
を
シ
ョ
ー
ト
・
ス
ト
ー
リ
ー
に
」「
説
明
文
を
短
作
文
に
」
と
い

う
よ
う
に
、
読
む
こ
と
の
学
習
を
書
く
こ
と
に
関
連
づ
け
て
表
現
に
ひ
ら
い
て

い
く
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
軸
を
明
確
に
し
て
単
元
内
の
読
む
こ
と
を
書
く
こ

と
の
学
習
に
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

⑵
　
単
元
計
画
の
工
夫
と
言
語
活
動
の
工
夫

　
使
用
し
て
い
る
教
科
書
『
国
語
１
』（
光
村
図
書
　
平
成
　
年
版
）
で
は
、
第

２４

一
学
年
最
初
の
単
元
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
こ
の
二
つ
の
単
元
に
お
け
る
各
教
材
・
各
活
動
を
関
連
付
け
て
展
開
す
る
た

め
に
、
以
下
の
よ
う
な
工
夫
を
行
う
。

　
第
一
に
、
教
材
配
列
を
工
夫
し
て
指
導
す
る
。
具
体
的
に
は
、
説
明
的
文
章

第
一
教
材
「
ダ
イ
コ
ン
は
大
き
な
根
？
」
と
第
二
教
材
「
ち
ょ
っ
と
立
ち
止

ま
っ
て
」
の
学
習
順
序
を
入
れ
替
え
、
先
に
「
ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
」
を

押
さ
え
た
上
で
「
ダ
イ
コ
ン
は
大
き
な
根
？
」
を
学
習
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ

う
す
る
こ
と
で
発
想
の
転
換
が
よ
り
意
識
化
で
き
る
。

　
第
二
に
、
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
を
関
連
付
け
て
指
導
す
る
。
具
体
的
に
は

「
野
原
は
う
た
う
」
で
は
、
立
場
や
見
方
を
変
え
て
表
現
す
る
朗
読
を
行
う
。

「
に
じ
の
見
え
る
橋
」
で
は
、
見
馴
れ
た
風
景
を
別
の
視
点
で
と
ら
え
直
し
、
物

語
を
シ
ョ
ー
ト
・
ス
ト
ー
リ
ー
に
書
き
換
え
る
。「
ダ
イ
コ
ン
は
大
き
な
根
？
」

で
は
、
本
文
の
主
張
部
分
を
枠
組
み
と
し
て
用
い
な
が
ら
、
説
明
的
文
章
を
短

作
文
に
書
き
換
え
る
。「
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
よ
う
」
で
は
説
明
的
文
章
で
学

ん
だ
段
落
構
成
や
論
理
の
展
開
等
を
意
見
文
を
書
く
こ
と
に
つ
な
ぐ
。
こ
う
す

る
こ
と
で
、
学
習
指
導
要
領
に
示
す
指
導
事
項
を
効
果
的
に
指
導
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
次
は
、
読
む
こ
と
を
表
現
に
生
か
す
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
組
み
替

え
た
、
単
元
構
成
と
言
語
活
動
の
工
夫
の
具
体
で
あ
る
。

─　　─３４４
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す
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。
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浦
版
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目
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「
立
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表
現
す
る
。

本
教
材
の
原
典
で
あ
る
『
小

さ
な
町
の
風
景
』
に
表
現
さ

れ
て
い
る
、
視
点
の
転
換
に

よ
る
発
見
を
生
か
し
「
同
じ

風
景
で
も
別
の
見
方
で
と
ら



三
　
授
業
の
実
際

実
施
期
間
　
平
成
　
年
６
月
　
日
（
火
）
～
６
月
　
日
（
水
）
全
４
時
間

２６

１０

１８

対
象
　
　
　
１
年
３
組
　
名
（
男
子
　
名
　
女
子
　
名
）

３１

１４

１７

教
材
　
　
　
稲
垣
栄
洋
「
ダ
イ
コ
ン
は
大
き
な
根
？
」（『
国
語
１
』
光
村
図
書
）

単
元
目
標
　
①
　
図
表
の
役
割
に
注
意
し
な
が
ら
、
事
実
と
そ
れ
に
基
づ
く
筆

者
の
考
え
を
読
み
分
け
る
。

　
　
　
　
　
②
　
文
章
の
構
成
や
展
開
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
持
つ
。

⑴
　
概
　
要

ア
　
学
習
者
の
実
態
・
課
題

　
本
校
の
学
校
教
育
目
標
は
「
確
か
な
学
力
と
豊
か
な
心
を
持
ち
、
郷
土
を
愛

し
、
た
く
ま
し
く
生
き
る
生
徒
の
育
成
」
で
あ
る
。
め
ざ
す
生
徒
像
は
「
①
基

礎
基
本
を
身
に
つ
け
、
積
極
的
に
学
び
合
い
高
め
合
う
。
②
心
身
の
健
康
と
体

力
の
向
上
を
図
る
。
③
夢
と
希
望
を
抱
き
、
社
会
に
貢
献
す
る
気
概
を
も
つ
」

の
三
点
を
あ
げ
て
い
る
。

　
本
学
級
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
伸
長
を
図
る
必
要
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
生
徒
が
複
数
み
ら
れ
る
。
入
学
後
の
学
力
テ
ス
ト
に
よ
る
と
、
学
力

層
は
高
位
か
ら
低
位
ま
で
分
散
し
て
お
り
、
よ
り
個
に
応
じ
た
指
導
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
多
く
の
生
徒
は
学
習
に
対
し
て
前
向
き
な
姿
勢
で
臨
む
こ
と
が
で

き
て
い
る
が
、
学
ん
だ
こ
と
を
他
の
学
習
者
に
対
し
て
根
拠
を
も
と
に
説
明
す

る
こ
と
や
、
具
体
例
を
あ
げ
な
が
ら
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は

不
十
分
な
面
が
あ
る
。
言
語
活
動
を
通
し
て
双
方
向
型
の
授
業
展
開
を
仕
組
み
、

お
互
い
の
学
び
を
開
き
合
う
中
で
個
に
応
じ
た
伸
長
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ

る
と
考
え
る
。

イ
　
教
材
観

　
本
教
材
は
稲
垣
栄
洋
『
キ
ャ
ベ
ツ
に
だ
っ
て
花
が
咲 

』
を
書
き
改
め
た
も

の
で
あ
る
。
原
著
は
「
野
菜
に
咲
く
花
、
ど
ん
な
花
？
」「
植
物
の
ど
こ
を
食
べ

く３
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ち
ょ
っ
と
立

ち
止
ま
っ
て

ダ
イ
コ
ン
は

大
き
な
根
？

わ
か
り
や
す

く
説
明
し
よ

う

の
住
ん
で
い
る
町
を
別
の
視

点
で
と
ら
え
る
。〈
シ
ョ
ー

ト
・
ス
ト
ー
リ
ー
〉

朝
、
家
を
出
て
か
ら
学
校
に

来
る
ま
で
の
自
分
を
家
の
人

の
目
線
で
と
ら
え
直
し
、
物

語
に
書
き
換
え
る
。〈
な
り

き
り
作
文
〉

「
普
段
何
気
な
く
過
ご
し
て

い
る
三
原
の
町
も
別
の
見
方

で
観
察
し
て
み
る
と
興
味
深

い
発
見
が
あ
る
」
と
い
う

テ
ー
マ
で
書
き
換
え
る
。

〈
短
作
文
〉

〈
短
作
文
〉
の
「
普
段
何
気

な
く
過
ご
し
て
い
る
三
原
の

町
も
見
方
を
変
え
る
と
興
味

深
い
発
見
が
あ
る
」
を
生
か

し
て
三
原
の
町
の
良
さ
と
課

題
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
。

〈
意
見
文
〉

え
直
す
」
こ
と
で
新
し
く
見

つ
け
た
こ
と
を
表
現
す
る
。

「
同
じ
絵
で
も
見
方
の
違
い

に
よ
り
別
の
絵
と
受
け
止
め

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
」
と
い

う
観
点
か
ら
、
別
の
人
物
の

視
点
に
立
っ
て
自
分
を
見
つ

め
る
。

「
普
段
何
気
な
く
見
て
い
る

も
の
を
別
の
見
方
で
観
察
し

て
み
る
と
興
味
深
い
発
見
が

あ
る
」
と
い
う
主
張
を
生
か

す
。

「
見
方
を
変
え
て
み
る
」
こ

と
で
新
た
に
発
見
し
た
、
三

原
の
町
の
良
さ
と
課
題
に
つ

い
て
、
論
理
展
開
を
工
夫
し

て
述
べ
る
。



て
い
る
？
」「
野
菜
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
？
」「
ち
ゃ
ん
と
野
菜
を
食
べ
な
さ

い
！
」
の
四
章
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
本
教
材
は
そ
の
う
ち
の
第
二
章
に
あ
た

る
。「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
に
よ
る
と
著
者
は
「
私
た
ち
は
毎
日
、
口
に
し
て
い
る
野

菜
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
つ
も
り
で
い
ま
す
が
、
じ
つ
は
ま
だ
ま
だ
知
ら

な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
知
る
野
菜
の
姿

は
、
彼
ら
の
持
つ
魅
力
の
ご
く
わ
ず
か
な
部
分
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
」
と
述
べ

て
お
り
、
野
菜
の
新
た
な
側
面
に
触
れ
る
こ
と
で
関
心
を
高
め
る
こ
と
を
ね
ら

い
の
一
つ
に
あ
げ
、
農
学
者
と
し
て
野
菜
を
食
品
の
み
な
ら
ず
植
物
と
い
う
視

点
で
と
ら
え
直
し
て
い
る
。
本
教
材
は
、
農
学
者
で
あ
る
筆
者
の
植
物
に
対
す

る
造
詣
の
深
さ
や
観
察
眼
の
鋭
さ
を
通
し
て
、
感
じ
た
疑
問
か
ら
そ
の
理
由
を

導
き
出
す
過
程
の
楽
し
さ
が
伝
わ
る
文
章
で
あ
る
。

　
ま
た
、
考
え
る
こ
と
の
楽
し
さ
や
自
分
の
考
え
を
相
手
に
わ
か
り
や
す
く
伝

え
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
に
構
成
を
工
夫
す
る
こ
と
が
効
果
的
な
の
か
を
考

え
る
上
で
も
適
し
た
教
材
と
考
え
る
。
具
体
的
に
本
文
構
造
を
把
握
す
る
た
め

に
図
示
す
る
。

　
題
名
「
ダ
イ
コ
ン
は
大
き
な
根
？
」（
意
図
　
思
い
込
み
と
客
観
的
事
実
と
の

違
い
へ
の
問
い
か
け
）

　
序
論
　
１
　
私
た
ち
は
毎
日
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
野
菜
を
食
べ
て
い
る

　
本
論
　
　
２
　
で
は
ダ
イ
コ
ン
は
ど
の
器
官
を
食
べ
て
い
る
の
か
？

（
問
い
①
）

　
　
　
　
　
３
　
ダ
イ
コ
ン
の
場
合
、
上
の
部
分
と
下
の
部
分
で
違
う
器

官
を
食
べ
て
い
る
（
①
の
答
え
）

　
　
　
　
　
４
　
味
が
違
う
の
は
な
ぜ
か
？
（
問
い
②
）

　
　
　
　
　
５
　
胚
軸
は
甘
い
の
が
特
徴
。
そ
の
根
拠
。（
②
の
答
え
Ⅰ
）

　
　
　
　
　
６
　
根
は
辛
い
の
が
特
徴
。（
②
の
答
え
Ⅱ
ａ
）

　
　
　
　
　
７
　
根
が
辛
い
し
く
み
。（
②
の
答
え
Ⅱ
ｂ
）

　
　
　
　
　
８
　
様
々
な
ダ
イ
コ
ン
の
味
を
引
き
出
す
調
理
法
（
隠
れ
た

問
い
と
答
え
）

　
結
論
　
９
　
ダ
イ
コ
ン
も
植
物
と
し
て
観
察
し
て
み
る
と
興
味
深
い
発

見
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
他
の
野
菜
は
ど
う
か
？
（
提
案
）

　
本
文
は
九
つ
の
段
落
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
序
論
で
は
、
普
段
野
菜
と
し
て

意
識
し
て
い
る
も
の
を
植
物
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
、
と
い
う
話
題
の
提
示
が

な
さ
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
、
大
き
く
二
つ
の
問
い
と
そ
の
答
え
と
な
る
根
拠

が
示
さ
れ
て
い
る
。
結
論
部
の
第
九
段
落
で
は
「
何
気
な
く
食
べ
て
い
る
ダ
イ

コ
ン
も
、
植
物
と
し
て
観
察
し
て
み
る
と
興
味
深
い
発
見
が
あ
る
」
と
述
べ
、

植
物
と
し
て
見
る
場
合
と
普
段
の
野
菜
と
し
て
の
視
点
と
を
対
比
さ
せ
て
読
み

手
に
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
本
教
材
は
、
中
学
校
学
習
指
導
要
領
「
国
語
編
」「
Ｃ
読
む
こ

と
」（
２
）
内
容
①
指
導
事
項
「
イ
　
文
章
の
中
心
的
な
部
分
と
付
加
的
な
部
分
、

事
実
と
意
見
な
ど
と
を
読
み
分
け
、
目
的
や
必
要
に
応
じ
て
要
約
し
た
り
要
旨

を
と
ら
え
た
り
す
る
こ
と
」「
オ
　
文
章
に
表
れ
て
い
る
も
の
の
見
方
や
考
え
方

を
と
ら
え
、
自
分
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
広
く
す
る
こ
と
」
の
指
導
に
適

し
て
い
る
も
の
と
言
え
る
。
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⑵
　
仮
説
と
具
体
的
な
指
導
内
容

　
学
習
者
が
課
題
意
識
を
持
っ
て
読
む
授
業
の
工
夫
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
仮

説
を
設
定
し
指
導
す
る
こ
と
と
し
た
。

〈
仮
説
１
〉

　
結
論
か
ら
逆
に
読
む
こ
と
（
遡
行
型
学
習
過
程
）
に
よ
っ
て
、
問
い
と
答
え

と
理
由
付
け
の
対
応
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
関
係
を
説
明
さ
せ
る
こ

と
で
理
解
が
進
む
だ
ろ
う
。

〈
仮
説
２
〉

　「
私
の
問
い
」
を
立
て
て
解
決
す
る
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自

ら
の
問
題
意
識
と
筆
者
の
問
題
意
識
を
比
較
し
、
テ
ク
ス
ト
を
評
価
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

〈
仮
説
３
〉

　
筆
者
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
の
転
換
や
表
現
の
仕
方
（
擬
人
的
表
現
）
を

生
か
し
て
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
識
を
豊
か
な
も
の
に
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
具
体
的
な
指
導
内
容
と
し
て
、
次
の
三
つ
に
重
点
を
置
い
た
。

　
一
つ
に
は
、
題
名
と
書
き
出
し
と
結
び
に
着
目
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
テ
ク

ス
ト
と
学
習
者
の
最
初
の
出
会
い
は
題
名
で
あ
る
。
本
教
材
で
は
、
題
名
で
の

大
根
の
片
仮
名
表
記
と
疑
問
形
の
文
末
か
ら
、
読
者
に
問
い
か
け
て
い
る
筆
者

の
意
図
な
ど
を
予
想
さ
せ
る
こ
と
で
、
大
ま
か
に
筆
者
の
問
題
意
識
を
と
ら
え

さ
せ
た
。
そ
の
上
で
、
題
名
と
書
き
出
し
と
結
び
の
部
分
の
関
連
性
に
着
目
さ

せ
、
結
び
の
部
分
を
と
ら
え
て
か
ら
そ
の
根
拠
を
読
み
取
る
よ
う
意
識
づ
け
た
。

次
に
、
本
文
の
問
い
と
答
え
の
関
係
を
整
理
し
て
い
き
、
文
脈
に
埋
め
込
ま
れ

て
い
る
非
明
示
型
の
隠
れ
た
問 

等
の
構
造
に
気
づ
く
こ
と
で
論
理
的
思
考
力

の
育
成
を
図
っ
た
。
そ
し
て
、
構
造
図
を
作
成
し
、
テ
ク
ス
ト
を
構
造
的
に
と

ら
え
る
こ
と
で
段
落
相
互
の
関
係
性
に
つ
い
て
理
解
を
う
な
が
し
た
。

　
二
つ
に
は
、「
私
の
問
い
」
を
立
て
て
解
決
す
る
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
国
語
ノ
ー
ト
の
工
夫
を
指
導
し
た
。
年
間
を

通
し
て
学
習
に
対
す
る
自
分
な
り
の
問
い
を
持
っ
て
学
習
を
進
め
る
こ
と
で
、

学
習
主
体
と
し
て
の
活
動
を
う
な
が
し
て
い
き
た
い
。
具
体
的
に
は
国
語
ノ
ー

ト
の
一
部
に
「
私
の
問
い
」
と
い
う
欄
を
設
定
し
、
自
ら
問
い
を
立
て
て
課
題

を
解
決
し
て
い
く
活
動
を
構
想
し
た
。「
学
習
の
て
び
き
」
を
用
い
て
授
業
と
関

連
づ
け
、
文
学
的
文
章
の
場
合
と
説
明
的
文
章
の
場
合
に
分
け
て
思
考
を
整
理

し
て
い
く
。
本
教
材
は
説
明
的
文
章
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
説
明
的
文
章
の
場
合

の
「
学
習
の
て
び
き
」
を
用
い
る
。
学
習
過
程
で
は
、
単
元
計
画
の
第
一
次
に

お
い
て
問
い
を
立
て
る
筋
道
と
、
二
次
、
三
次
で
の
課
題
解
決
に
至
る
過
程
と

新
た
な
問
い
の
発
見
と
い
う
、
読
み
の
深
ま
り
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
学
習
の

全
体
を
構
想
し
た
。

　「
私
の
問
い
」
は
個
人
が
設
定
す
る
学
習
課
題
で
あ
る
が
、
価
値
あ
る
課
題
と

な
る
よ
う
「
学
習
の
て
び
き
」
を
用
い
て
指
導
を
工
夫
す
る
。「
学
習
の
て
び

き
」
に
示
す
「
私
の
問
い
」
作
成
の
視
点
は
、
次
の
五
点
で
あ
る
。
学
習
者
か

ら
出
た
学
習
課
題
は
、
こ
の
五
つ
の
視
点
を
中
心
に
分
類
す
る
。

　
　
１
　
題
に
注
目
（
な
ぜ
そ
の
題
名
に
し
た
の
か
）

　
　
２
　
論
理
展
開
に
注
目
（
文
章
の
中
に
ど
ん
な
問
い
や
答
え
が
あ
る
の
か
）

　
　
３
　
言
い
た
い
こ
と
に
注
目
（
ど
ん
な
判
断
や
主
張
を
し
て
い
る
か
根
拠

は
何
か
）

　
　
４
　
工
夫
に
注
目
（
ど
ん
な
書
き
方
の
工
夫
が
し
て
あ
る
か
）

い４
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５
　
筆
者
に
注
目
（
筆
者
は
ど
ん
な
思
い
で
書
い
た
の
か
）

　
三
つ
に
は
、
本
単
元
の
言
語
活
動
の
軸
で
あ
る
視
点
の
転
換
を
生
か
し
た
表

現
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
本
教
材
は
、
単
元
「
学
び
を
ひ
ら
く
」
の
中
で
説
明
的
文
章
の
第
一
教
材
で

あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
同
単
元
内
に
説
明
的
文
章
と
し
て
桑
原
茂
夫

「
ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
」
が
第
二
教
材
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
本
教

材
に
先
ん
じ
て
学
習
を
行
い
理
解
が
促
さ
れ
る
よ
う
に
工
夫
し
た
。「
ち
ょ
っ
と

立
ち
止
ま
っ
て
」
で
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
同
じ
も
の
で
も
別
の
感
じ
方
が
で

き
る
と
い
う
点
で
、
自
分
の
考
え
を
持
ち
、
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
広
げ
る

学
習
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
第
一
教
材
と
第
二
教
材
の
学

習
順
序
を
変
更
す
る
こ
と
で
、
よ
り
物
事
を
多
面
的
に
と
ら
え
る
こ
と
へ
の
理

解
が
促
さ
れ
る
よ
う
配
慮
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
野
菜
と
し
て
見
が
ち
な

大
根
で
あ
る
が
植
物
と
し
て
は
ど
う
な
の
か
、
と
い
う
別
の
面
に
も
視
野
を
広

げ
、
筆
者
の
主
張
を
把
握
さ
せ
な
が
ら
自
ら
の
考
え
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
を
意
図
し
た
。
そ
の
上
で
、
単
元
の
軸
で
あ
る
「
見
方
や
立
場
を
変
え
る

こ
と
で
新
し
い
発
見
が
あ
る
」
こ
と
を
生
か
す
言
語
活
動
を
設
定
し
、
読
む
こ

と
で
学
ん
だ
読
み
方
を
生
か
し
、
学
習
者
の
生
活
地
域
で
あ
る
三
原
の
町
の
再

発
見
を
短
作
文
と
し
て
表
現
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

四
　
授
業
仮
説
と
検
証

⑴
　〈
仮
説
１
〉
の
検
証

　〈
仮
説
１
〉「
遡
行
型
学
習
過
程
」
に
つ
い
て
は
、
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
と
ノ
ー

ト
の
記
述
を
中
心
に
分
析
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
は
次
の
通
り
。

　
学
習
者
の
回
答
に
よ
る
と
、
課
題
意
識
を
問
う
項
目
「
①
説
明
文
を
読
む
と

き
は
、
自
分
の
考
え
と
筆
者
の
考
え
を
比
べ
て
い
る
」
で
は
、
学
習
前
で
「
２

あ
ま
り
あ
て
は
ら
な
い
」「
１
全
く
あ
て
は
ま
ら
な
い
」
と
し
て
い
た
学
習
者

が
　
名
で
あ
っ
た
が
、
学
習
後
で
は
２
名
に
減
少
し
た
。
論
理
展
開
へ
の
意
識

１１
と
し
て
の
項
目
「
②
説
明
文
を
読
む
と
き
は
、
問
い
と
答
え
の
関
係
を
整
理
し

な
が
ら
読
ん
で
い
る
」
で
は
、「
３
や
や
あ
て
は
ま
る
」「
４
と
て
も
あ
て
は
ま

る
」
と
し
た
も
の
を
合
わ
せ
る
と
、
学
習
前
で
は
　
名
で
あ
っ
た
が
、
学
習
後

２１

で
は
ほ
ぼ
全
員
と
な
っ
た
。「
③
全
体
構
造
へ
の
意
識
」
で
も
、
学
習
前
が
「
３

や
や
あ
て
は
ま
る
」「
４
と
て
も
あ
て
は
ま
る
」
と
し
て
い
る
も
の
は
　
名
で

２５

あ
っ
た
が
、
学
習
後
は
ほ
ぼ
全
員
と
な
っ
た
。

　
ま
た
学
習
者
は
ア
ン
ケ
ー
ト
の
自
由
記
述
欄
に
次
の
よ
う
な
感
想
を
記
し
て

い
た
。 

─　　─３４８

（
枠
内
の
数
字
は
調
査
対
象
人
数
）

①②③

説
明
文
を
読
む
と
き
は
、
自
分

の
考
え
と
筆
者
の
考
え
を
比
べ

て
い
る
。

説
明
文
を
読
む
と
き
は
、
問
い

と
答
え
の
関
係
を
整
理
し
な
が

ら
読
ん
で
い
る
。

説
明
文
を
読
む
と
き
は
、
全
体

の
構
造
を
意
識
し
て
い
る
。

事
前

事
後

事
前

事
後

事
前

事
後

⒋３　１３８　１７８　２０

⒊　１６　１５　１３　１２　１７９

⒉９２６１４１

⒈２０３０１０

⒋とてもあてはまる　　　⒊ややあてはまる
⒉あまりあてはまらない　⒈全くあてはまらない



（
学
習
者
Ａ
）

　
今
回
の
授
業
、
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
！
問
い
を
み
ん
な
で
協
力
し

な
が
ら
解
決
し
た
り
意
見
を
出
し
た
り
共
に
考
え
た
り
。
そ
し
て
「
隠
れ

た
問
い
」
や
筆
者
の
主
張
か
ら
全
体
を
把
握
し
た
り
し
て
、
ど
う
す
れ
ば

解
決
す
る
の
か
初
め
て
求
め
方
を
習
っ
た
と
発
見
し
ま
し
た
。
と
て
も
た

め
に
な
っ
た
授
業
で
し
た
。

（
学
習
者
Ｂ
）

　
筆
者
の
稲
垣
さ
ん
は
、
隠
れ
た
問
い
を
出
し
た
り
ダ
イ
コ
ン
の
つ
く
り

を
調
べ
た
り
し
て
す
ご
い
人
だ
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。「
ダ
イ
コ
ン
は
大
き

な
根
？
」
の
学
習
を
し
て
、
違
う
学
習
で
も
問
い
や
答
え
を
見
つ
け
た
い

と
思
い
ま
し
た
。

　（
学
習
者
Ａ
）
で
は
、
筆
者
の
主
張
か
ら
全
体
を
把
握
す
る
方
法
を
学
ん
だ
こ

と
で
、
読
み
方
を
学
習
し
た
こ
と
を
発
見
と
と
ら
え
て
い
る
。（
学
習
者
Ｂ
）
で

は
、
読
み
方
を
学
習
し
た
こ
と
で
他
の
学
習
へ
も
応
用
し
て
み
た
い
と
述
べ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、〈
仮
説
１
〉
に
つ
い
て
一
定
の
成
果
が
あ
っ
た
と

言
え
る
。

　
遡
行
型
学
習
過
程
に
お
い
て
、
題
名
と
結
び
と
書
き
出
し
に
着
目
さ
せ
、
本

文
内
容
の
問
い
と
答
え
の
関
係
を
整
理
し
な
が
ら
読
む
こ
と
は
、
読
み
の
方
法

を
習
得
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
項
目
②
に
つ
い
て
「
あ
ま
り
あ
て
は
ま
ら
な
い
」
と
回
答
し
て
い
る

学
習
者
も
１
名
い
る
。
そ
の
授
業
後
の
感
想
か
ら
課
題
を
分
析
す
る
。 

（
学
習
者
Ｃ
）

　
隠
さ
れ
た
問
い
を
見
つ
け
て
、
私
は
そ
れ
は
問
い
に
は
見
え
な
い
と
思

う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
み
ん
な
の
意
見
を
聞
く
と
な
る
ほ
ど
と
思
い

ま
し
た
。

　
本
文
中
の
問
い
と
答
え
の
関
係
で
い
え
ば
、
明
示
さ
れ
て
い
る
問
い
と
答
え

の
関
係
は
比
較
的
把
握
し
や
す
い
と
考
え
る
。
し
か
し
暗
示
的
に
文
脈
に
埋
め

込
ま
れ
た
問
い
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
問
い
で
あ
る
と
い
う
実
感
を
受
け
に
く

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
教
材
で
筆
者
が
立
て
た
問
い
に
は
、
明
示
的
な
も
の

と
非
明
示
的
な
も
の
の
二
種
類
が
あ
る
。
前
者
で
は
一
定
の
理
解
が
構
築
さ
れ

て
い
る
が
、
後
者
は
不
十
分
な
理
解
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
学
習
者
が
い
た
。
話

題
が
転
換
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
に
は
、
問
い
の
形
を
あ
え
て
明
示
す
る
と

分
か
り
や
す
く
な
る
が
、（
学
習
者
Ｃ
）
は
問
い
の
形
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。

「
学
習
の
て
び
き
」
を
さ
ら
に
具
体
化
し
て
理
解
を
導
い
て
い
き
た
い
。

⑵
　〈
仮
説
２
〉
の
検
証

　〈
仮
説
２
〉「
私
の
問
い
」
を
立
て
る
活
動
に
つ
い
て
は
、
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト

と
ノ
ー
ト
の
記
述
を
中
心
に
分
析
し
た
。
授
業
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果

は
、
次
の
通
り
。

　
学
習
者
の
回
答
に
よ
る
と
、
学
習
課
題
設
定
の
項
目
「
⑤「
私
の
問
い
」
を
立

て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
」
に
お
い
て
、
全
て
の
学
習
者
が
問
い
を
立
て
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
回
答
し
て
い
る
。
課
題
解
決
の
項
目
「
⑥「
私
の
問
い
」

は
解
決
し
た
か
」
に
お
い
て
ほ
ぼ
全
員
が
解
決
し
た
と
回
答
し
て
い
る
。
関
心

意
欲
の
項
目
「
⑦「
私
の
問
い
」
を
立
て
る
こ
と
に
興
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た

─　　─３４９



か
」
で
は
多
数
が
肯
定
評
価
を
行
っ
て
い
る
。

　
学
習
者
が
立
て
た
問
い
と
答
え
の
事
例
を
以
下
に
あ
げ
る
。

　
右
表
の
配
列
は
、
着
眼
点
の
人
数
が
多
い
順
に
整
理
し
た
。
全
体
の
傾
向
と

し
て
、
ほ
ぼ
半
数
の
学
習
者
が
題
名
に
着
目
し
た
。
題
名
に
着
目
し
た
学
習
者

の
場
合
と
し
て
（
学
習
者
Ｄ
・
Ｅ
）
の
ノ
ー
ト
の
記
述
を
分
析
す
る
。

（
学
習
者
Ｄ
）

〈
私
の
問
い
〉
な
ぜ
筆
者
は
「
ダ
イ
コ
ン
」
と
片
仮
名
で
書
い
て
い
る
の
か
。

〈
答
え
〉
大
根
を
植
物
と
し
て
見
て
も
ら
い
た
か
っ
た
か
ら
。
植
物
の
名
前

は
片
仮
名
で
書
く
か
ら
。

　（
学
習
者
Ｄ
）
で
は
、
題
名
読
み
の
段
階
で
筆
者
が
大
根
を
片
仮
名
で
表
記
し

て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
た
こ
と
が
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、

普
段
自
分
は
大
根
を
野
菜
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
が
、
筆
者
は
そ
れ
の
み
で
は

な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
の
理
由
を
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
分
の
考
え
と

筆
者
の
意
図
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
テ
ク
ス
ト
と
向
き
合
お
う
と
す
る
こ
と

が
で
き
て
い
る
。
学
習
者
の
課
題
意
識
の
中
に
は
理
科
で
の
学
習
内
容
が
背
景

知
識
と
し
て
構
築
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
こ
と
も
活
用
し
な
が
ら
テ
ク
ス
ト

に
内
在
す
る
意
図
を
自
分
な
り
に
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
筆
者
が

大
根
を
別
の
見
方
で
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
課
題
意
識
を
も
っ
て
読
む

こ
と
で
、
テ
ク
ス
ト
と
向
き
合
い
理
解
を
深
め
る
中
で
評
価
し
よ
う
と
し
て
い

る
と
考
え
る
。

─　　─３５０

（
枠
内
の
数
字
は
調
査
対
象
人
数
）

⑤⑥⑦
「
私
の
問
い
」
を
立
て
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
か

「
私
の
問
い
」
は
解
決
し
ま
し

た
か

「
私
の
問
い
」
を
立
て
る
こ
と

に
興
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま

し
た
か

⒋　２１　２５　１１

⒊９４　１７

⒉０１２

⒈０００

⒋とてもあてはまる
⒊ややあてはまる
⒉あまりあてはまらない
⒈全くあてはまらない

５

内
容
に
着
目

２
例

ダ
イ
コ
ン
は
な
ぜ
上
の

部
分
と
下
の
部
分
で
味

が
違
う
の
だ
ろ
う
か

植
物
の
知
恵
な
ど
を
利

用
し
て
甘
味
や
辛
味
を

つ
く
っ
て
い
る
か
ら

１２３４

着
眼
点

題
名
に
着
目

　
例
１４筆

者
に
着
目

７
例

論
理
に
着
目

５
例

述
べ
方
に
着
目

２
例

問
い
の
一
部

な
ぜ
筆
者
は
「
ダ
イ
コ

ン
は
大
き
な
根
？
」

と
？
を
つ
け
た
の
か

筆
者
は
な
ぜ
ダ
イ
コ
ン

の
こ
と
に
つ
い
て
知
ろ

う
と
思
っ
た
の
か

な
ぜ
主
張
を
最
後
の
文

に
書
か
な
か
っ
た
の
か

筆
者
は
ど
の
よ
う
な
書

き
方
の
工
夫
を
し
た
の
か

答
え
の
一
部

読
む
人
に
興
味
を
持
た

せ
る
た
め

筆
者
が
農
学
者
だ
っ
た

か
ら

野
菜
の
新
し
い
魅
力
を

読
者
に
も
考
え
て
も
ら

い
た
い
か
ら

隠
れ
た
問
い
・
誘
い
・

提
案
を
し
て
い
る
か
ら



（
学
習
者
Ｅ
）

〈
私
の
問
い
１
〉
な
ぜ
筆
者
は
題
名
の
最
後
に
「
？
」
と
問
う
の
だ
ろ
う
か
。

〈
答
え
〉「
？
」
を
使
う
こ
と
で
読
ん
で
い
る
人
を
ひ
き
つ
け
る
た
め
。
題

名
を
面
白
く
す
る
こ
と
で
読
み
手
に
読
ん
で
ほ
し
か
っ
た
。

〈
私
の
問
い
２
〉
な
ぜ
筆
者
は
主
張
に
「
他
の
野
菜
は
ど
う
で
し
ょ
う
？
」

と
問
い
を
書
い
た
の
か
。

〈
答
え
〉
読
ん
で
い
る
人
に
考
え
て
も
ら
い
た
い
か
ら
。

　（
学
習
者
Ｅ
）
で
は
一
つ
の
問
い
が
解
決
す
る
と
、
ま
た
新
た
な
課
題
を
見
い

だ
し
て
解
決
す
る
過
程
が
う
か
が
え
る
。
最
初
に
抱
い
た
疑
問
か
ら
出
発
し
、

題
名
と
の
出
会
い
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
筆
者
の
抑
揚 

を
用
い
た
問
い

か
け
に
課
題
意
識
を
持
ち
、
筆
者
の
意
図
を
考
え
な
が
ら
読
み
解
こ
う
と
し
て

い
る
。
こ
の
場
合
の
抑
揚
法
は
、
筆
者
が
読
者
の
思
考
を
う
な
が
す
た
め
に
問

い
か
け
て
い
る
部
分
を
指
し
て
い
る
。

　
し
か
し
（
学
習
者
Ｄ
・
Ｅ
）
に
と
っ
て
の
課
題
は
、
国
語
ノ
ー
ト
の
記
述
が

メ
モ
書
き
の
よ
う
な
形
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。「
私
の
問
い
」
と
「
答

え
」
の
記
述
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
う
判
断
し
た
理
由
が
十
分
に
は
言
語
化
さ
れ

て
い
な
い
。
考
え
の
根
拠
と
な
る
部
分
を
言
語
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
思
考
が

よ
り
深
ま
る
と
考
え
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
（
学
習
者
Ｄ
・
Ｅ
）
だ
け
で
は
な

く
他
の
学
習
者
に
も
共
通
し
た
課
題
で
あ
る
。

⑶
　〈
仮
説
３
〉
の
検
証

　〈
仮
説
３
〉「
表
現
の
仕
方
（
擬
人
的
表
現
）
を
生
か
し
て
書
く
こ
と
」
の
活

動
に
つ
い
て
は
、
ノ
ー
ト
の
記
述
と
短
作
文
を
中
心
に
分
析
し
た
。

法５

　
短
作
文
の
枠
組
み
と
し
て
は
「
普
段
何
気
な
く
過
ご
し
て
い
る
三
原
の
町
も
、

見
方
を
変
え
て
み
る
と
興
味
深
い
発
見
が
あ
る
」
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

本
作
品
の
結
び
の
部
分
で
あ
る
「
普
段
何
気
な
く
食
べ
て
い
る
ダ
イ
コ
ン
も
、

見
方
を
変
え
て
み
る
と
興
味
深
い
発
見
が
あ
る
」
を
活
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

説
明
文
の
テ
ク
ス
ト
を
、
読
み
深
め
た
こ
と
を
用
い
て
短
作
文
と
し
て
書
き
換

え
る
こ
と
で
、
学
び
の
往
還
を
意
図
し
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
、
読
む
こ
と
の
学

習
で
学
ん
だ
表
現
の
仕
方
（
擬
人
的
表
現
）
を
生
か
し
て
表
現
す
る
こ
と
で
、

認
識
の
仕
方
を
豊
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　「
学
習
の
て
び
き
」
に
示
し
た
着
眼
点
の
例
を
参
考
に
し
て
、
あ
ら
た
め
て
三

原
の
町
を
見
つ
め
直
し
取
材
す
る
。
着
眼
点
の
具
体
を
絞
り
込
ん
だ
う
え
で
、

ど
の
よ
う
な
発
見
を
し
た
の
か
短
作
文
に
し
て
表
現
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

学
習
内
容
と
身
近
な
生
活
と
の
関
連
を
図
り
な
が
ら
と
ら
え
直
す
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

　
短
作
文
に
お
け
る
、
擬
人
的
表
現
の
全
体
に
つ
い
て
以
下
の
表
に
整
理
す
る
。
─　　─３５１

着
眼
点
の
例

１
三
原
の
道

２
三
原
の
川

３
三
原
の
町
並
み

４
三
原
の
商
店
街

着
眼
点
の
具
体
例
の
一
部

・
マ
ン
ホ
ー
ル
の
ふ
た
の
柄

・
自
販
機
の
絵
柄

・
橋
の
欄
干
の
柄
・
水
辺
の
貝

・
鳥
の
種
類
は
？

・
屋
根
の
デ
ザ
イ
ン
・
色
・
形

・
マ
リ
ン
ロ
ー
ド
の
鉄
柱
は
タ
コ
の
形
？

・
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
ダ
ル
マ
？

生
徒
が
用
い
た
数

　
　
例

１１７
　
例

５
　
例

３
　
例



　
全
体
的
に
は
学
習
者
の
約
三
分
の
一
が
三
原
の
道
に
着
目
し
、
次
い
で
三
原

の
川
、
町
並
み
の
順
に
な
っ
た
。
学
習
者
が
選
択
し
た
活
用
例
の
内
「
１
．
三

原
の
道
」
に
着
目
し
た
も
の
で
は
、
マ
ン
ホ
ー
ル
の
ヤ
ッ
サ
踊
り
の
柄
や
自
販

機
の
タ
コ
の
絵
柄
に
つ
い
て
記
述
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
全
体
的
な
記
述
内

容
で
は
、
普
段
は
気
に
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
あ
ら
た
め
て
見
る
と
町
の
中
に

タ
コ
や
ヤ
ッ
サ
踊
り
の
絵
が
象
徴
的
に
描
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
ら
が

ア
ピ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
と
い
う
も
の
が
多
か
っ
た
。

　
具
体
例
と
し
て
、
学
習
者
Ｆ
Ｇ
Ｈ
の
記
述
を
中
心
に
分
析
す
る
。

【
短
作
文
】（
学
習
者
Ｆ
）

　
毎
日
行
き
帰
り
で
通
る
マ
ン
ホ
ー
ル
。
何
気
な
く
い
つ
も
の
よ
う
に
通

る
道
。
見
方
を
変
え
て
よ
く
見
る
と
、
た
こ
の
絵
が
。
な
ぜ
こ
ん
な
所
に
。

そ
れ
は
た
こ
が
、
こ
の
三
原
で
有
名
な
食
べ
物
だ
か
ら
だ
。
こ
ん
な
場
所

で
有
名
な
文
化
や
食
べ
物
を
表
し
て
い
る
の
か
。
す
ご
い
ぞ
。
三
原
。

（
学
習
者
Ｆ
）
の
振
り
返
り

　
大
根
じ
ゃ
な
く
て
も
三
原
の
町
を
見
る
だ
け
で
、
自
分
が
知
ら
な
い
変

化
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

　（
学
習
者
Ｆ
）
は
、
短
作
文
の
枠
組
み
と
し
て
示
し
た
構
造
を
用
い
な
が
ら
、

新
た
な
発
見
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
成
果
と
し
て
、
ま
ず
、
題
材
と
し
て
学

習
者
が
住
ん
で
い
る
町
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
何
気
な
く
過
ご
し
て
い
る
も

の
も
、
見
方
を
変
え
る
と
新
し
い
発
見
が
あ
る
こ
と
を
、
日
常
生
活
と
関
連
さ

せ
実
感
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。「
ダ
イ
コ
ン
は
大
き
な
根
？
」

で
の
筆
者
の
述
べ
た
い
こ
と
と
学
習
者
に
と
っ
て
の
身
近
な
生
活
と
が
関
連
す

る
こ
と
で
、
よ
り
確
か
な
学
び
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
次
に
、
読

む
こ
と
の
学
習
で
学
ん
だ
内
容
で
あ
る
本
文
中
の
問
い
と
答
え
を
生
か
し
て
述

べ
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
最
後
に
、
述
べ
方
を
工
夫
し
て
読
み
手
を
意
識
し

て
主
張
を
ま
と
め
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
身
近
な
町
を
見
方
を
変
え
て

と
ら
え
て
考
え
る
こ
と
で
、
学
習
を
生
活
の
中
に
生
か
す
視
点
を
得
て
い
る
。

　
次
に
、（
学
習
者
Ｇ
）
の
記
述
を
中
心
に
分
析
す
る
。

【
短
作
文
】（
学
習
者
Ｇ
）

　
い
つ
も
見
て
い
る
家
々
の
屋
根
。
見
方
を
変
え
て
み
る
と
色
々
な
色
や

形
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
出
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

　
ピ
ン
ク
色
や
黄
緑
の
屋
根
は
元
気
な
感
じ
。
紺
や
黒
は
静
か
で
暗
い
感

じ
。
白
や
ベ
ー
ジ
ュ
は
お
し
ゃ
れ
な
感
じ
。
屋
根
に
飾
り
が
の
っ
て
い
る

の
は
豪
華
な
感
じ
。

─　　─３５２

５
三
原
の
駅

６
三
原
の
町

７
三
原
の
港

・
ホ
ー
ム
と
お
城
が
合
体
し
て
い
る
？

・
駅
付
近
に
植
え
ら
れ
て
い
る
木
は
？

・
町
名
プ
レ
ー
ト
の
デ
ザ
イ
ン

・
医
師
団
付
近
に
は
何
が
彫
っ
て
あ
る
？

・
出
迎
え
て
い
る
の
は
ヤ
ッ
サ
踊
り
の

人
形
？

・
そ
れ
と
も
タ
コ
の
人
形
？

３
　
例

１
　
例

０
　
例



　
ど
の
家
も
、
自
分
の
屋
根
を
誇
ら
し
く
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

（
学
習
者
Ｇ
）
の
振
り
返
り

　
今
ま
で
目
を
向
け
て
い
な
か
っ
た
も
の
に
目
を
向
け
て
、
新
し
い
発
見

を
し
た
い
。

　（
学
習
者
Ｇ
）
で
は
、
読
む
こ
と
の
学
習
で
学
ん
だ
表
現
の
仕
方
（
擬
人
的
表

現
）
が
生
か
さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
行
で
は
、
家
が
お
そ
ら
く
自
分
の
屋
根
を

誇
ら
し
く
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
新
た
な
見
方
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

見
方
を
変
え
て
み
る
こ
と
で
新
し
い
発
見
が
あ
る
と
い
う
言
語
活
動
の
意
図
を

理
解
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

　
し
か
し
、
全
体
と
し
て
ま
と
ま
り
の
あ
る
文
章
に
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た

も
の
は
、
全
体
の
約
９
割
で
あ
っ
た
。
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
（
学
習
者
Ｈ
）

の
短
作
文
を
考
察
す
る
。

【
短
作
文
】（
学
習
者
Ｈ
）

　
私
は
歩
い
て
い
た
。
三
原
駅
に
行
く
と
、
最
初
に
見
る
の
は
タ
コ
の
看

板
。
夜
光
っ
て
い
る
下
に
は
時
計
。
そ
う
い
え
ば
、
道
の
駅
に
は
Ｔ
Ｏ
Ｋ

Ｉ
Ｏ
が
来
た
。
普
段
何
気
な
く
過
ご
し
て
い
る
三
原
の
町
も
、
見
方
を
変

え
て
み
る
と
興
味
深
い
発
見
が
あ
る
。
三
原
は
か
っ
こ
い
い
！

　
書
き
出
し
で
は
三
原
駅
の
再
発
見
で
あ
っ
た
が
、
結
び
の
部
分
で
は
道
の
駅

に
タ
レ
ン
ト
が
来
た
こ
と
を
述
べ
て
か
っ
こ
い
い
と
し
て
い
る
。
も
の
の
見
方

や
考
え
方
の
転
換
に
も
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
書
き
出
し
と
結
び
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
つ
な
が
っ
て
い
な
い
。
事
例
も
並
べ
て
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
事
例
相
互
の

つ
な
が
り
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
分
か
り
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、

具
体
的
な
指
導
の
手
立
て
を
講
じ
て
い
く
の
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

五
　
ま
と
め

　
成
果
と
し
て
は
、
大
き
く
次
の
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
一
点
目
は
、
学
習

者
が
読
み
方
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
発
展
的
に
応
用
し
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
。
二
点
目
は
、
他
者
の
言
葉
で
書
か
れ
た
教
材
を
読
ん
で
、
今
度
は
自

分
の
言
葉
で
疑
問
や
感
想
を
述
べ
る
こ
と
で
、
学
習
者
の
思
考
を
深
め
表
現
を

よ
り
豊
か
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
。
三
点
目
は
、
単
元
内
の
題
材

相
互
の
関
連
を
図
っ
て
学
習
を
行
う
こ
と
で
、
理
解
の
深
ま
り
を
効
果
的
に
指

導
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。

　
学
習
者
の
内
面
に
お
い
て
筆
者
と
対
話
し
な
が
ら
読
む
こ
と
は
、
筆
者
の
立

場
に
立
っ
て
問
題
意
識
を
と
ら
え
た
り
、
自
分
の
考
え
と
比
較
し
た
り
し
な
が

ら
読
む
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
筆
者
の
意
図
を
読
み
解
い
て
い
く
過
程
で

は
、
学
習
者
の
発
想
を
広
げ
発
見
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
今
回
の
学
習
で
は
、
三
原
の
町
に
つ
い
て
見
方
を
変
え
て
考
え
た
が
、
こ
の

こ
と
が
社
会
科
課
題
で
あ
る
「
ふ
る
さ
と
レ
ポ
ー
ト
」
と
の
関
連
性
を
持
っ
て

学
習
者
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
つ
つ
あ
る
。
国
語
科
の
果
た
す
役
割
は
、
国
語
科

の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
言
語
の
教
科
と
し
て
大
き
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
を
実
感

し
た
。

　
今
後
の
課
題
を
整
理
す
る
。
は
じ
め
に
論
理
的
な
読
み
方
の
指
導
に
関
わ
る

─　　─３５３



部
分
で
あ
る
。
本
教
材
を
通
し
て
、
論
理
的
な
読
み
方
の
指
導
と
し
て
は
お
お

ま
か
に
次
の
３
点
に
整
理
し
て
い
る
。
①
本
文
中
の
問
い
と
答
え
と
理
由
づ
け

の
関
係
。
②
題
名
と
書
き
出
し
と
結
び
の
関
係
。
③
筆
者
の
述
べ
方
の
工
夫
と

し
て
の
擬
人
的
表
現
。
本
教
材
を
通
し
て
こ
れ
ら
の
論
理
的
な
読
み
方
に
つ
い

て
、
学
習
者
に
わ
か
り
や
す
く
理
解
で
き
る
よ
う
な
手
だ
て
に
不
十
分
な
部
分

が
あ
っ
た
と
受
け
止
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
論
理
的
な
読
み
方
は
、
今
後
論
理
的

な
文
章
を
書
く
こ
と
に
つ
な
が
る
部
分
で
あ
る
。
学
習
者
に
と
っ
て
指
導
事
項

が
あ
い
ま
い
に
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
今
後
の
学
習
に
つ
な
ぎ

た
い
。

　
今
回
の
実
践
で
は
こ
う
し
た
課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
が
、
読
み
を
深
め

る
た
め
の
工
夫
と
し
て
一
つ
の
改
善
を
模
索
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
後
は
、

筆
者
の
思
考
の
背
景
も
と
ら
え
、
主
張
を
よ
り
深
く
理
解
で
き
る
よ
う
指
導
方

法
を
工
夫
し
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
指
導
方
法
の
工
夫
改
善
を

通
し
て
、
さ
ら
に
読
み
の
指
導
が
改
善
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注１
教
職
高
度
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
平
成
二
十
一
年
に
教
育
学
研
究
科
に
開
設
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

（http://hom
e.hiroshim

a-u.ac.jp/higher

          
          
                ed/index.htm

l

            
 
）

２
結
論
部
か
ら
問
い
を
立
て
な
が
ら
読
み
進
め
る
学
習
過
程
。

　
白
石
範
孝
（
２
０
１
３
）『
国
語
授
業
の
技
術
』
東
洋
館
出
版
社p.

 
  18   

「
作
品
の
結
末
か
ら
最
初
に
向
か
っ
て
、
問
い
と
答
え
を
つ
く
り
自
問
自
答
し

な
が
ら
読
み
解
い
て
い
く
活
動
」
と
述
べ
、
結
論
か
ら
逆
に
読
み
な
が
ら
そ

う
な
っ
て
い
る
理
由
を
考
え
さ
せ
る
と
い
う
学
習
過
程
を
、「
逆
思
考
の
読

み
」
と
し
て
い
る
。
本
実
践
で
は
「
逆
思
考
」
と
い
う
言
葉
に
よ
り
、
思
考

が
逆
転
し
て
い
る
と
い
う
誤
解
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
の
で
、「
遡
行
型
学
習
過

程
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

３
稲
垣
栄
洋
（
２
０
０
８
）『
キ
ャ
ベ
ツ
に
だ
っ
て
花
が
咲
く
』
光
文
社p.

 
  5  

４
文
脈
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
た
非
明
示
型
の
問
い
を
指
す
。

５
藤
原
与
一
（
１
９
７
４
）『
私
の
国
語
教
育
学
』
新
光
閣
書
店p.

 
  47   

　「
諸
符
号
（
諸
記
号
）
は
、
み
な
、
表
記
者
（
表
現
者
）
の
心
を
あ
ら
わ
す
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
？
の
符
号
を
つ
け
、
！
を
つ
け
る
。
そ
こ
で
た
だ
ち

に
、
私
ど
も
は
、
一
個
の
表
現
意
図
を
あ
ら
わ
し
う
る
で
は
な
い
か
。」
と
第

三
章
「
抑
揚
論
」
の
中
で
述
べ
て
い
る
。

主
要
引
用
参
考
文
献

安
藤
修
平
（
１
９
８
６
）『
中
学
国
語
科
学
習
課
題
の
構
成
法
』
明
治
図
書

稲
垣
栄
洋
（
２
０
０
８
）『
キ
ャ
ベ
ツ
に
だ
っ
て
花
が
咲
く
』
光
文
社

岩
間
正
則
（
２
０
１
０
）『
中
学
生
の
「
記
述
力
」
を
育
て
る
６
つ
の
要
素
』
明

治
図
書

桂
聖
編
著
（
２
０
１
３
）『
教
材
に
「
し
か
け
」
を
つ
く
る
国
語
授
業
　
の
方

１０

法
』
東
洋
館
出
版
社

河
野
庸
介
・
岡
野
健
編
著
（
２
０
１
１
）『
中
学
校
国
語
科
新
授
業
モ
デ
ル
』
明

治
図
書

河
野
庸
介
（
２
０
１
２
）『
国
語
科
授
業
に
ス
リ
ル
と
サ
ス
ペ
ン
ス
を
』
教
育
出

版
白
石
範
孝
（
２
０
１
０
）『
国
語
授
業
の
つ
く
り
方
』
東
洋
館
出
版
社

白
石
範
孝
（
２
０
１
３
）『
国
語
授
業
の
技
術
』
東
洋
館
出
版
社
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杉
江
修
治
（
２
０
１
３
）『
協
同
学
習
入
門
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版

田
近
洵
一
編
著
（
２
０
０
２
）『
子
ど
も
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
意
識
』
学
文

社
筒
井
昌
博
編
著
（
１
９
９
９
）『
ジ
グ
ソ
ー
学
習
入
門
』
明
治
図
書

野
地
潤
家
（
１
９
７
６
）『
国
語
科
授
業
論
』
共
文
社

野
地
潤
家
（
２
０
０
３
）『
国
語
科
授
業
の
構
築
と
考
究
』
溪
水
社

浜
本
純
逸
（
１
９
９
６
）『
国
語
科
教
育
論
』
溪
水
社

藤
原
与
一
（
１
９
７
４
）『
私
の
国
語
教
育
学
』
新
光
閣
書
店

増
淵
恒
吉
（
１
９
８
１
）『
増
淵
恒
吉
国
語
教
育
論
集
　
中
巻
』
有
精
堂

森
田
信
義
（
２
０
１
１
）『「
評
価
読
み
」
に
よ
る
説
明
的
文
章
の
教
育
』
溪
水

社
吉
田
裕
久
（
２
０
１
０
）『
国
語
学
力
調
査
の
意
義
と
問
題
』
明
治
図
書

渡
辺
富
美
雄
・
八
田
洋
爾
編
（
１
９
８
３
）『
国
語
科
の
学
習
課
題
づ
く
り
と
授

業
展
開
』
明
治
図
書

（
三
原
市
立
宮
浦
中
学
校
）

─　　─３５５




