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一　

は
じ
め
に

　

近
年
、
知
識
習
得
型
学
習
に
加
え
、
段
階
的
・
発
展
的
に
生
涯
深
め
る
通
時

的
お
よ
び
共
時
的
な
学
び
の
力
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
て
い
る
。
具
体
的
に

は
、
各
校
種
の
「
卒
業
証
書
」
を
手
に
し
て
学
業
習
得
を
終
え
る
の
で
は
な

く
、
小
中
高
の
学
び
が
段
階
的
か
つ
発
展
的
で
あ
り
、
学
校
生
活
だ
け
で
な
く

生
涯
を
通
じ
た
通
時
的
な
力
と
な
る
必
要
性
で
あ
る
。
ま
た
、
現
代
社
会
で
取

得
し
う
る
膨
大
な
情
報
知
識
を
意
味
づ
け
す
る
共
時
的
な
力
と
な
る
必
要
性
で

あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
対
応
す
る
伸
び
ゆ
く
力
と
し
て
、
常

に
自
分
自
身
で
検
証
さ
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
既
存
の
知
識
に
対
す
る
疑

問
や
答
え
の
追
求
と
い
っ
た
、
情
報
を
意
味
づ
け
す
る
探
求
の
力
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

そ
の
た
め
、
共
同
学
習
（cooperative learning

）
や
協
働
学
習
（collaborative 

learning

）」
に
基
づ
く
探
求
学
習
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、

私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
学
校
と
い
う
現
場
に
お
い
て
一
面
的
な
学
力
の
み
保
証
し

て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
。
探
求
学
習
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
知
識
習
得
型
学
習
に

加
え
、
学
力
や
生
き
る
力
を
多
面
的
に
捉
え
直
す
取
り
組
み
と
言
っ
て
い
い
だ

ろ
う
。「
未
だ
ど
こ
に
も
答
の
な
い
問
い
」
を
想
定
す
る
力
。「
自
分
た
ち
で
導

き
出
す
以
外
に
答
え
が
な
い
」
こ
と
を
知
り
つ
つ
立
ち
向
か
う
意
志
。
現
代
と

い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
・
情
報
社
会
で
必
要
と
さ
れ
る
学
び
と
は
、
ア
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
は
な
く
、「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ナ
ー

と
し
て
の
力
を
育
む
」
取
り
組
み
だ
と
考
え
て
い
る
。

　

私
自
身
、
高
校
生
に
と
っ
て
確
か
な
学
力
と
「
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
び
続
け

る
力
、
主
体
的
に
考
え
る
力
」
を
養
お
う
と
、
話
し
合
い
活
動
や
プ
レ
ゼ
ン
と

い
っ
た
「
国
語
に
よ
る
主
体
的
な
表
現
等
」
を
授
業
に
多
く
取
り
入
れ
て
き

た
と
こ
ろ
、
昨
年
度
と
今
年
度
の
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
が
知
識
習
得
型
学
習
に
有
効
と
い
う
回
答
が
八
割
を
超
え
て
い

た
。
生
徒
の
肌
感
覚
を
活
か
し
つ
つ
、
高
校
生
と
し
て
の
確
か
な
学
力
と
「
生

涯
に
わ
た
っ
て
学
び
続
け
る
力
、
主
体
的
に
考
え
る
力
」
を
養
う
授
業
に
つ
い

て
考
え
た
い
。

植　

村　

和　

美

―
思
考
の
流
れ
を
導
く
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

―

「
国
語
教
育
研
究
」
第
五
十
八
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
刊
）

言
語
に
よ
る
世
界
の
概
念
化
と
特
殊
化
の
試
み
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二　

国
語
の
授
業
を
通
し
て
、
目
指
し
て
い
る
も
の

（
一
）�

概
念
化
（G

eneralize

）
と
特
殊
化
（S

pecify

）
に
基
づ
く
、
言
葉
の

力
の
発
展

　
「
国
語
」
に
お
け
る
学
び
の
発
展
に
は
、
小
学
校
で
の
周
辺
認
知
、
中
学
校

で
の
社
会
認
知
、
高
校
で
の
自
分
が
関
わ
る
社
会
、
す
な
わ
ち
世
界
へ
の
認
知

と
い
っ
た
言
語
概
念
の
高
度
化
が
必
要
で
あ
る
。
情
報
化
社
会
の
進
展
に
伴

い
、「
昨
年
度
の
世
界
の
Ｃ
Ｏ
2
排
出
量
」
と
い
っ
た
生
の
デ
ー
タ
は
、
言
語

と
し
て
の
説
得
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
高
校
で
の
学
び
は
、
言
葉
の
概
念
化
と

特
殊
化
に
よ
り
、
自
分
の
も
の
で
あ
る
言
葉
を
他
者
と
共
有
し
、
自
分
の
言
葉

に
説
得
力
を
持
た
せ
、
社
会
の
中
で
生
き
る
力
を
育
む
学
び
と
言
え
よ
う
。

　

例
え
ば
「
将
来
」「
未
来
」
と
い
う
言
語
が
あ
る
。
漢
文
で
言
う
と
こ
ろ
の

「
将
に
来
た
ら
ん
と
す
」
状
態
の
「
将
来
」
は
、
現
在
の
自
分
の
あ
り
よ
う
か

ら
予
測
が
可
能
だ
が
、「
未
だ
来
た
ら
ず
」
状
態
の
「
未
来
」
は
、
予
測
が
困

難
で
あ
る
。
し
か
し
、
過
去
や
現
在
・
遠
い
国
々
・
立
場
の
異
な
る
人
々
へ
の

思
い
を
巡
ら
し
、
因
果
関
係
を
確
か
め
、
個
々
の
「
将
来
」
が
向
か
う
全
体
的

な
一
つ
の
方
向
を
見
い
だ
す
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
「
未
来
」
に
限
り
な

く
近
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
ん
な
ふ
う
に
「
将
来
」「
未
来
」
と
い
っ
た

一
つ
一
つ
の
概
念
的
な
言
語
に
対
す
る
感
覚
を
、
特
殊
な
自
分
に
と
っ
て
個
別

の
も
の
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
く
。

　

そ
の
よ
う
な
言
語
の
概
念
化
と
特
殊
化
を
常
に
循
環
さ
せ
続
け
、
ク
リ
テ
ィ

カ
ル
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
や
ロ
ジ
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン
グ
と
い
っ
た
確
か
な
国
語
力

を
育
む
べ
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
協
働
学
習
を
取
り
入
れ
て
き
た
。

（
二
）
教
科
書
教
材
に
よ
る
「
自
我
」
へ
の
探
求

　

国
語
の
授
業
は
、
一
ク
ラ
ス
四
十
一
名
の
一
斉
授
業
で
行
っ
て
い
る
。
昨
年

度
、
高
校
一
年
生
の
現
代
文
1
単
位
・
古
文
2
単
位
を
担
当
し
、
今
年
度
は
高

校
二
年
生
の
現
代
文
2
単
位
・
高
校
三
年
生
の
精
読
古
典
2
単
位
を
担
当
し
て

い
る
。

　

求
め
る
学
び
は
、
教
科
書
教
材
を
用
い
た
「
物
語
」
か
ら
「
近
代
小
説
」

へ
の
移
行
、
す
な
わ
ち
「
社
会
で
共
有
さ
れ
る
人
物
」
か
ら
「
自
我
」
へ
の

移
行
の
考
察
で
あ
る
。
物
語
を
読
む
者
は
、
概
念
（G

enerality

）
と
特
殊

（Specification

）
を
正
し
く
識
別
す
る
と
言
わ
れ
る
。「
社
会
の
中
で
共
有
さ

れ
る
自
分
」
と
、
自
ら
の
中
に
し
か
見
い
だ
せ
な
い
「
自
我
」
の
識
別
が
確
か

で
あ
る
よ
う
、
授
業
で
次
の
表
の
よ
う
な
確
認
を
行
っ
た
。

時
期

教
材
本
文

考
察
ポ
イ
ン
ト

一
年

　

今
は
昔
、
比
叡
の
山
に
児
あ
り
け
り
。
僧
た
・
登
場
人
物
の

　

四
月

ち
、
宵
の
つ
れ
づ
れ
に
、「
い
ざ
、
か
い
も
ち

ひ
せ
む
。」
と
言
ひ
け
る
を
、
こ
の
児
、
心
寄

せ
に
聞
き
け
り
。
さ
り
と
て
、
し
出
さ
む
を

待
ち
て
寝
ざ
ら
む
も
わ
ろ
か
り
な
む
と
思
ひ
て
、

片
方
に
寄
り
て
、
寝
た
る
よ
し
に
て
、
出
で
来

る
を
待
ち
け
る
に
、
す
で
に
し
出
し
た
る
さ
ま

に
て
、
ひ
し
め
き
合
ひ
た
り
。

　

こ
の
児
、（
中
略
）
す
べ
な
く
て
、
無
期
の

の
ち
に
、「
え
い
。」
と
い
ら
へ
た
り
け
れ
ば
、

僧
た
ち
笑
ふ
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。

 
﹃
宇
治
拾
遺
物
語　

ち
ご
の
そ
ら
寝
﹄ 　

5
Ｗ
1
Ｈ

・
語
り
の
系
譜

　
「
け
り
」

・ 

最
終
文
末
の

現
在
形
に

よ
っ
て
、
今

に
語
り
伝
え

ら
れ
る
説
話
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六
月
　

今
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
者
あ
り
け
り
。

野
山
に
ま
じ
り
て
竹
を
と
り
つ
つ
よ
ろ
づ
の
こ

と
に
使
ひ
け
り
。
名
を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ

こ
と
な
む
い
ひ
け
る
。

 
﹃
竹
取
物
語　

か
ぐ
や
姫
の
誕
生
﹄

・
竹
取
の
翁
の

　

5
Ｗ
1
Ｈ

・ 

語
り
の
系
譜

「
け
り
」

・ 「
こ
と
な
り

給
ふ
べ
き
人
」

へ
の
言
問
い

　

九
月

・
あ
る
日
の
暮
方
の
事
で
あ
る
。
一
人
の
下
人

が
、
羅
生
門
の
下
で
雨
や
み
を
待
っ
て
い
た
。

「
た
だ
、
今
時
分
こ
の
門
の
上
で
、
何
を
し
て

居
た
の
だ
か
、
そ
れ
を
己
に
話
し
さ
え
す
れ
ば

い
い
の
だ
。」

・「
き
っ
と
、
そ
う
か
。」

老
婆
の
話
が
終
わ
る
と
、
下
人
は
あ
ざ
け
る
よ

う
な
声
で
念
を
押
し　

 

。
そ
う
し
て
、
一
足 

前
へ
出
る
と
不
意
に
右
の
手
を
に
き
び
か
ら
離

し
て
、
老
婆
の
襟
髪
を
つ
か
み
な
が
ら
、
か
み

付
く
よ
う
に
こ
う
言
っ
た
。

・
下
人
は
、
剥
ぎ
と
っ
た
檜
皮
色
の
着
物
を
わ

き
に
か
か
え
て
、
ま
た
た
く
間
に
急
な
梯
子
を

夜
の
底
へ
か
け
下
り
た
。

・
外
に
は
、
た
だ
、
黒
洞
々
た
る
夜
が
あ
る
ば

か
り
で
あ
る
。

・
下
人
の
行
方
は
、
だ
れ
も
知
ら
な
い
。

 

﹃
羅
生
門
﹄（
芥
川
龍
之
介
）

・
登
場
人
物
の

　

5
Ｗ
1
Ｈ

・ 

過
去
形
か
ら

の
開
始

・
語
ら
れ
る

　
「
老
婆
」

・
語
ら
れ
る

　
「
下
人
」

・
自
我
の
闇

・
自
我
の
闇

・ 「
物
語
」
か
ら

　

の
逸
脱

た

　

十
月

昔
、
男
あ
り
け
り
。
そ
の
男
、
身
を
え
う
な
き

も
の
に
思
ひ
な
し
て
、
京
に
は
あ
ら
じ
、
東
の

方
に
住
む
べ
き
国
求
め
に
と
て
行
き
け
り
。

 

﹃
伊
勢
物
語　

―
東
下
り
―
﹄

・
登
場
人
物
の

　

5
Ｗ
1
Ｈ

・
語
り
の
系
譜

　
「
け
り
」

二
年

　

予
定
　

い
づ
れ
の
御
時
に
か
、 

女
御
・
更
衣
あ
ま
た

侍
ひ
給
ひ
け
る
な
か
に
、
い
と
や
む
ご
と
な
き

際
に
は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ
て
時
め
き
給
ふ
、

あ
り
け
り
。

 

﹃
源
氏
物
語　

桐
壺
﹄

・
登
場
人
物
の

　

5
Ｗ
1
Ｈ

・
語
り
の
系
譜

　
「
け
り
」

二
年

　

六
月

・
隴
西
の
李
徴
は
博
学
才
穎
、
天
宝
の
末
年
、

若
く
し
て
名
を
虎
榜
に
連
ね
、
つ
い
で
江
南
尉

に
補
せ
ら
れ
た
が
、
性
、
狷
介
、
自
ら
恃
む
と

こ
ろ
頗
ぶ
る
厚
く
、
賤
吏
に
甘
ん
ず
る
を
潔
し

と
し
な
か
っ
た
。

・
或
る
夜
半
、
急
に
顔
色
を
変
え
て
寝
床
か
ら

起
上
る
と
、
何
か
訳
の
分
ら
ぬ
こ
と
を
叫
び
つ

つ
そ
の
ま
ま
下
に
と
び
下
り
て
、
闇
の
中
へ

駈
出
し
た
。
彼
は
二
度
と
戻
っ
て
来
な
か
っ
た
。

附
近
の
山
野
を
捜
索
し
て
も
、
何
の
手
掛
り
も

な
い
。
そ
の
後
李
徴
が
ど
う
な
っ
た
か
を
知
る

者
は
誰
も
な
か
っ
た
。

・
翌
年
、
監
察
御
史
、
陳
郡
の
袁
傪
と
い
う
者
、

勅
命
を
奉
じ
て
嶺
南
に
使
し
、
途
に
商
於
の
地

に
宿
っ
た
。

・
登
場
人
物
の

　

5
Ｗ
1
Ｈ

・ 

過
去
形
か
ら

の
開
始

・
自
我
の
闇

・ 「
物
語
」
か
ら

　

の
逸
脱

・
登
場
人
物
の

　

5
Ｗ
1
Ｈ

・ 

過
去
形
か
ら

の
開
始
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・「
ど
う
か
、
ほ
ん
の
暫
く
で
い
い
か
ら
、
我

が
醜
悪
な
今
の
外
形
を
厭
わ
ず
、
曾
て
君
の
友

李
徴
で
あ
っ
た
こ
の
自
分
と
話
を
交
し
て
く
れ

な
い
だ
ろ
う
か
。」

・
虎
は
、
既
に
白
く
光
を
失
っ
た
月
を
仰
い
で
、

二
声
三
声
咆
哮
し
た
か
と
思
う
と
、
ま
た
、
も

と
の
叢
に
躍
り
入
っ
て
、
再
び
そ
の
姿
を
見
な

か
っ
た
。

 
﹃
山
月
記
﹄（
中
島
敦
）

・
語
ら
れ
る

　
「
自
我
」

・ 「
物
語
」
か
ら

　

の
逸
脱

・
自
我
の
闇

　

一
月

始
め
は
あ
な
た
に
会
っ
て
話
を
す
る
気
で
い
た

の
で
す
が
、
書
い
て
み
る
と
、
か
え
っ
て
そ
の

方
が
自
分
を
判
然
描
き
出
す
事
が
で
き
た
よ
う

な
心
持
が
し
て
嬉
し
い
の
で
す
。

 

﹃
こ
こ
ろ　

先
生
の
遺
書
﹄（
夏
目
漱
石
）

・
語
ら
れ
る

　
「
自
我
」

三
年

　

予
定

今
宵
は
あ
た
り
に
人
も
無
し
、
房
奴
の
来
て
電

気
線
の
鍵
を
捩
る
に
は
猶
程
も
あ
る
べ
け
れ
ば
、

い
で
、
そ
の
概
略
を
文
に
綴
り
て
見
む
。

 

﹃
舞
姫
﹄（
森
鴎
外
）

・
語
ら
れ
る

　
「
自
我
」

　

着
目
す
る
の
は
、
5
Ｗ
1
Ｈ
・
過
去
形
・
語
り
に
よ
っ
て
始
ま
り
、
作
者
・

読
者
・
登
場
人
物
が
共
有
さ
れ
る
古
文
の
「
物
語
」
か
ら
、
登
場
人
物
同
士
の

語
り
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
現
代
文
の
「
自
我
」
へ
の
発
展
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、「
自
我
」
と
い
う
言
葉
の
概
念
化
と
特
殊
化
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

三　

思
考
の
流
れ
を
導
く
、
循
環
型
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー

ニ
ン
グ

　
「
教
育
課
程
企
画
特
別
部
会
に
お
け
る
論
点
整
理
に
つ
い
て
（
教
育
課
程
企

画
特
別
部
会
報
告
）」（
平
成
27
年
8
月
26
日
）
で
は
、「
育
成
す
べ
き
資
質
・

能
力
」
と
し
て
、「
個
別
の
知
識
・
技
能
」「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
」

「
学
び
に
向
か
う
力
、
人
間
性
等
」
の
三
点
そ
れ
ぞ
れ
に
「
子
供
一
人
一
人
の

個
性
に
応
じ
た
資
質
・
能
力
を
ど
の
よ
う
に
高
め
て
い
く
か
と
い
う
視
点
」
の

重
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
育
成
の
た
め
に
は
、「
料
理
教
室
」
型
・

「
バ
ス
ガ
イ
ド
」
型
と
い
っ
た
従
来
の
一
方
向
型
の
一
斉
教
授
法
で
は
な
く
、

各
々
が
行
動
す
る
中
で
問
題
を
見
い
だ
し
解
決
し
て
ゆ
く
「
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
ガ

イ
ド
」
型
・「
ネ
イ
チ
ャ
ー
ツ
ア
ー
」
型
と
い
っ
た
体
験
型
教
授
法
が
必
要
と

言
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
体
験
型
の
授
業
そ
の
も
の
が
学
び
の
目
的
化
し
、
教
師

が
生
徒
に
矢
の
よ
う
な
指
示
を
繰
り
出
し
、
生
徒
が
指
示
通
り
活
動
す
る
ア
ク

テ
ィ
ビ
テ
ィ
ー
な
ら
ば
、
そ
れ
は
従
来
の
一
方
向
型
学
習
と
何
ら
変
わ
り
は
な

い
。

　

目
的
と
し
て
の
学
び
で
は
な
く
、
人
生
を
生
き
る
過
程
と
し
て
確
か
な
知
識

を
身
に
つ
け
、
相
互
に
関
わ
り
な
が
ら
、
よ
り
望
ま
し
い
解
決
方
法
を
求
め
て

探
求
を
続
け
る
思
考
の
流
れ
を
導
く
た
め
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
学
習
や
グ
ル
ー
プ

学
習
を
取
り
入
れ
、
個
人
学
習
と
グ
ル
ー
プ
学
習
の
場
面
・
人
数
が
変
化
し
続

け
る
循
環
型
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
行
っ
て
き
た
。
具
体
的
な
取
り
組

み
を
、
次
に
あ
げ
る
。
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三
・
一　

ワ
ー
ク
カ
ー
ド

　

授
業
の
冒
頭
で
、
本
文
を
読
ん
で
「
感
じ
た
こ
と
」「
得
ら
れ
た
こ
と
」
に

つ
い
て
、
い
つ
で
も
記
入
で
き
る
ワ
ー
ク
カ
ー
ド
を
用
意
し
て
お
く
。
正
解
の

な
い
複
数
の
自
由
記
述
型
小
問
を
課
し
、
授
業
時
に
指
名
。
生
徒
は
自
分
の

ワ
ー
ク
カ
ー
ド
か
ら
任
意
に
一
問
以
上
を
選
択
し
、
他
者
と
共
有
し
た
い
内
容

を
自
分
で
選
び
発
表
す
る
も
の
と
す
る
。

三
・
一
・
一

【
課
題
1
】『
山
月
記
』
を
一
読
し
、
心
に
残
っ
た
場
面
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

︻
記
述
例
︼

孤
独

〇 「
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
台
詞
を
く
り
返
し
て
、
李
徵
が
自
分
の
、

苦
し
く
自
嘲
的
な
気
も
ち
を
話
す
場
面
。

〇 

李
徵
の
自
己
分
析
の
時
に
「
自
尊
心
」
と
「
羞
恥
心
」
と
い
う
言
葉
が
出
て

き
た
場
面
。
何
と
な
く
、
心
の
片
隅
が
切
り
取
ら
れ
る
感
覚
に
な
っ
た
。

友〇 

李
徵
が
旧
友
に
名
を
呼
ば
れ
、
自
分
で
あ
る
と
明
か
し
た
と
こ
ろ
。
う
れ
し

さ
や
な
つ
か
し
さ
と
悲
し
さ
、
つ
ら
さ
な
ど
が
入
り
交
じ
っ
て
い
る
。

〇 

最
後
の
最
後
で
振
り
返
っ
て
み
て
欲
し
い
と
言
っ
た
李
徵
の
心
も
十
分
に
察

せ
る
が
、
そ
れ
に
し
っ
か
り
と
答
え
た
袁
傪
も
ま
た
良
き
友
だ
っ
た
。

妻
子

〇 

お
別
れ
の
時
に
李
徵
が
妻
子
の
こ
と
を
頼
む
場
面
。「
本
当
は
、
ま
ず
、
こ

の
こ
と
を
お
願
い
す
べ
き
だ
っ
た
の
だ
。
俺
が
人
間
だ
っ
た
な
ら
。」
と
い

う
言
葉
が
印
象
的
だ
っ
た
。

別
れ

〇 

最
後
の
別
れ
の
シ
ー
ン
。
虎
に
な
っ
た
李
徵
と
袁
傪
が
丘
か
ら
見
下
ろ
す
と

き
の
二
人
の
も
ど
か
し
い
距
離
感
。

〇 

最
後
に
、
自
分
の
姿
を
見
せ
る
と
こ
ろ
で
2
度
3
度
ほ
え
た
と
こ
ろ
。
そ
の

声
に
は
悲
し
さ
、
悔
し
さ
、
怒
り
、
友
や
家
族
へ
の
愛
も
た
く
さ
ん
の
感
情

が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
。

そ
の
他

〇 「
理
由
も
分
か
ら
ず
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
者
を
お
と
な
し
く
受
け
取
っ
て
理

由
も
分
か
ら
ず
に
生
き
て
い
く
の
が
、
我
々
生
き
も
の
の
さ
だ
め
だ
。」

〇
「
人
間
は
み
ん
な
猛
獣
使
い
で
あ
る
」
と
い
う
感
じ
の
こ
と
を
李
徵
が
言

　

っ
て
い
た
場
面
が
印
象
的
だ
っ
た
。

→�　

生
徒
自
身
の
「
心
に
残
っ
た
場
面
」
を
生
か
し
て
読
み
解
い
て
い
く
こ
と

で
、
教
材
に
対
す
る
興
味
関
心
や
相
互
理
解
を
深
め
る
。

→�　

初
読
段
階
で
の
「
心
に
残
っ
た
場
面
」
を
抜
き
出
す
と
、『
山
月
記
』
の

テ
ー
マ
と
な
る
場
面
を
し
っ
か
り
捉
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

三
・
一
・
二

【
課
題
2
】『
山
月
記
』
を
読
ん
だ
最
初
の
感
想
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

︻
記
述
例
︼

叢
か
ら
の
声
の
正
体

〇�
虎
は
本
当
に
李
徵
な
の
だ
ろ
う
か
。
声
に
呼
ば
れ
て
外
へ
駆
け
だ
し
た
こ
ろ

に
は
本
当
は
死
ん
で
い
て
、
正
に
己
の
心
を
表
す
虎
と
い
う
形
を
持
っ
て
、

こ
の
世
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
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人
間
の
心

〇 
姿
は
虎
だ
が
、
友
と
会
っ
て
、
人
の
思
い
が
語
ら
れ
る
の
は
、
逆
に
嘘
の
な

い
本
当
の
人
の
気
も
ち
を
表
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
、
人
間
本
来
を
表
し
て

い
る
だ
ろ
う
。

〇 

最
初
は
自
分
の
身
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
た
だ
並
べ
て
話
し
て
い
た
が
、
話
が

進
む
に
つ
れ
て
過
去
へ
の
後
悔
や
自
分
自
身
へ
の
怒
り
な
ど
ス
ト
レ
ー
ト
に

伝
わ
っ
て
き
て
良
か
っ
た
。

な
ぜ
虎
に
な
っ
た
か

〇 

虎
に
な
っ
た
理
由
が
と
て
も
気
に
な
っ
て
い
た
が
理
由
が
明
記
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
の
で
、
理
由
が
と
て
も
気
に
な
り
ま
し
た
。

〇
李
徵
は
な
ぜ
虎
に
な
っ
た
の
か
。
他
の
動
物
で
は
い
け
な
か
っ
た
の
か
。

詩
人

〇 

な
ん
で
才
が
あ
る
の
に
袁
傪
は
李
徵
の
詩
に
な
に
か
足
り
な
い
と
思
っ
た
の

か
不
思
議
で
、
な
ん
で
足
り
な
い
の
か
な
と
思
っ
た
。

李
徵
と
袁
傪

〇 

李
徵
に
つ
い
て
は
た
く
さ
ん
書
か
れ
て
い
た
が
、
袁
傪
は
、
名
前
が
た
く
さ

ん
出
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
設
定
が
分
か
り
に
く
か
っ
た
。

〇 

二
人
の
男
性
の
構
図
が
、
い
い
な
と
思
っ
た
。
再
会
し
た
の
に
く
さ
む
ら
越

し
に
虎
と
人
が
話
し
て
い
て
、
で
も
、
お
互
い
必
要
な
こ
と
だ
け
を
話
し
て

い
て
か
っ
こ
よ
か
っ
た
。

〇 

李
徵
の
語
り
が
、
客
観
的
に
自
分
を
見
て
、
卓
越
し
て
い
る
と
感
じ
た
。
李

徵
の
自
嘲
的
な
話
し
方
と
、
袁
傪
の
優
し
さ
が
身
に
し
み
た
。

李
徵
へ
の
肯
定

〇 

と
て
も
切
な
い
と
思
っ
た
。
李
徵
を
人
間
に
戻
し
て
あ
げ
た
い
！
せ
っ
か
く

虎
に
な
っ
て
彼
自
身
の
人
間
と
し
て
の
人
生
を
冷
静
に
振
り
返
り
反
省
し
て

い
る
の
だ
か
ら
、
も
う
一
度
人
間
と
し
て
そ
の
悔
い
を
改
め
た
生
活
を
送
ら

せ
て
あ
げ
た
い
。

〇 

才
能
が
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
し
ま
う
の
が
怖
く
て
、
才
能
を
磨
く
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
の
は
す
ご
く
共
感
で
き
た
。
何
事
も
、
全
力
で
や
る
と
い

う
の
は
言
い
訳
が
で
き
な
い
ぶ
ん
す
ご
く
怖
く
て
難
し
い
こ
と
だ
。

李
徵
へ
の
否
定

〇 

李
徵
の
様
に
自
分
の
高
く
持
っ
て
生
ま
れ
た
能
力
に
頼
る
の
み
で
精
進
し
な

い
者
に
は
な
り
た
く
な
い
と
思
っ
た
。
少
し
「
う
さ
ぎ
と
か
め
」
の
童
話
を

思
い
出
し
た
。

〇 

李
徵
が
自
身
の
中
に
あ
る
俗
悪
な
心
に
よ
っ
て
虎
に
変
化
し
た
と
い
う
話

だ
っ
た
が
、
も
う
人
間
に
は
戻
れ
な
い
、
と
人
間
に
戻
る
こ
と
を
諦
め
て
い

る
と
こ
ろ
が
不
思
議
だ
っ
た
。

そ
の
他

〇 

自
分
が
も
し
李
徵
の
よ
う
に
突
然
一
夜
に
し
て
人
以
外
の
動
物
に
変
化
し
て

し
ま
っ
た
と
し
た
ら
、
一
体
何
に
成
り
果
て
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。

〇 

虎
に
な
る
ま
で
は
そ
こ
ま
で
過
程
が
な
く
て
、
虎
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
後
の

後
悔
を
語
る
の
で
、
悔
い
な
い
よ
う
一
日
を
過
ご
す
こ
と
な
ど
を
伝
え
た
い

の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

→�　

ゴ
シ
ッ
ク
体
は
、
生
徒
が
疑
問
を
抱
い
た
箇
所
で
あ
る
。
生
徒
自
身
が
初

読
段
階
で
抱
い
た
疑
問
点
を
も
と
に
、
授
業
を
展
開
し
た
。

→　

波
線
部
分
の
疑
問
を
と
り
あ
げ
、
探
究
学
習
を
行
っ
た
。
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三
・
二　

ワ
ー
ク
シ
ー
ト

　

空
欄
補
充
が
目
的
化
し
な
い
、
記
述
式
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
作
成
を
課
し
た
。

生
徒
自
身
に
自
己
を
客
観
的
に
測
ら
せ
る
と
と
も
に
、
教
師
が
教
材
に
触
れ
て

い
る
生
徒
像
を
明
確
に
把
握
す
る
。

三
・
二
・
一　

物
語
の
振
り
返
り　

自
我
の
確
認
―
自
分
を
生
き
る
―

　
「
も
し
自
分
が
下
人
だ
っ
た
ら
？
」「
も
し
自
分
が
老
婆
だ
っ
た
ら
？
」
と

い
っ
た
Ｉ
Ｆ
型
の
問
い
は
、
た
て
な
い
。
物
語
世
界
を
自
ら
に
引
き
つ
け
ら
れ

る
よ
う
、
生
徒
自
身
の
自
我
に
関
わ
る
問
い
を
た
て
る
。

︻
記
述
例
︼

自
分
に
で
き
る
こ
と
を
実
行
し
て
助
け
る

○
老
婆
に
対
し
て
服
を
あ
げ
る
。

○
亡
く
な
っ
た
人
の
た
め
に
僧
を
呼
ん
で
埋
葬
し
て
も
ら
う
。

悪
の
連
鎖
に
自
分
も
入
る

○ 

自
分
も
そ
の
羅
生
門
の
下
に
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
も
生
活
に
困
窮
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
私
な
ら
下
人
の
後
を
追
っ
て
好
き
を
見
せ
た

瞬
間
に
下
人
が
老
婆
か
ら
引
剥
ぎ
し
た
も
の
も
ろ
と
も
二
人
分
を
一
人
の
下

人
か
ら
引
剥
ぎ
し
て
生
き
る
。

【
問
】�

あ
な
た
は
、
羅
生
門
の
下
か
ら
羅
生
門
楼
上
ま
で
、
下
人
と
老
婆
の

や
り
と
り
を
、
す
べ
て
見
聞
き
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
下
人
が
去
っ

て
い
た
後
、
あ
な
た
は
ど
う
し
ま
す
か
？

何
も
し
な
い

○ 

何
も
し
な
い
の
が
良
い
と
思
う
。
何
か
関
与
を
し
て
、
羅
生
門
で
起
こ
っ
て

い
る
、
悪
の
連
鎖
に
自
分
ま
で
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
は
嫌
だ
か
ら
。

自
分
は
何
も
し
な
い
が
、
他
の
力
を
借
り
る

○ 

何
も
し
な
い
。
私
は
、
老
婆
や
下
人
の
気
持
ち
は
分
か
ら
な
い
か
ら
。
私
が

解
決
で
き
る
問
題
で
は
な
い
。
世
間
に
対
し
て
は
、
今
起
き
て
い
る
こ
と
を

伝
え
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
拡
散
。

○ 

世
間
に
対
し
て
、
こ
の
現
実
を
伝
え
、
上
流
階
級
の
人
た
ち
に
も
関
心
を

持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
は
た
ら
き
か
け
る
。

○ 

老
婆
に
対
し
て
は
、
有
罪
で
あ
る
の
で
警
察
に
対
処
し
て
も
ら
う
。
下
人
は

も
う
す
で
に
消
息
を
た
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
何
も
し
な
い
。
世
間

に
対
し
て
は
法
に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
う
。

探
求
す
る

○ 「
正
義
」
や
「
悪
」
と
は
何
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

思
案
し
、
本
な
ど
を
読
ん
で
、
世
の
中
に
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
が
あ
る
の

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
す
る
。

○ 

下
人
を
お
い
か
け
て
、
こ
の
後
の
行
動
を
ま
た
観
察
す
る
。
お
も
し
ろ
そ
う

な
の
と
、
気
に
な
る
か
ら
。

「
物
語
」
へ
の
解
釈

○ 「
羅
生
門
」
の
世
界
に
お
い
て
は
自
分
も
ま
た
世
間
の
一
部
で
あ
る
。
当
時

の
社
会
情
勢
に
呑
ま
れ
る
一
人
の
人
間
と
し
て
、
心
の
内
で
善
と
悪
が
葛
藤

し
な
が
ら
も
、
老
婆
に
対
し
て
下
人
と
似
た
態
度
で
追
い
討
ち
を
か
け
る
よ

う
な
こ
と
を
す
る
の
が
、
物
語
世
界
に
生
き
る
主
体
的
意
志
を
も
っ
て
描
か

れ
る
一
人
と
し
て
自
然
で
は
な
い
か
。
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三
・
二
・
二

物
語
の
語
り
手
と
し
て　

物
語
を
語
る
―
他
者
と
生
き
る
―�

　

社
会
の
中
で
、
他
者
と
共
有
さ
れ
る
自
己
を
確
認
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、
共
有

さ
れ
な
い
領
域
こ
そ
が
自
我
で
あ
る
こ
と
を
確
認
さ
せ
る
。

︻
記
述
例
︼

5
Ｗ
1
Ｈ
文

○ 

附
高
祭
間
近
、
２
―
４
の
会
計
委
員
□
□
は
、
訂
正
印
を
も
ら
う
た
め
に
学

校
中　

森
田
先
生
を
探
し
て
走
り
回
っ
て
い
た
。

客
観
描
写
と
主
観
の
混
在

○ 

僕
は
よ
く
ド
ー
ナ
ツ
屋
へ
行
く
。
黒
く
暑
く
そ
し
て
苦
い
コ
ー
ヒ
ー
を
片
手

に
甘
い
ド
ー
ナ
ツ
を
む
さ
ぼ
っ
て
い
る
と
心
が
落
ち
着
き
頭
も
よ
く
働
く
の

だ
。
今
も
こ
う
し
て
ド
ー
ナ
ツ
屋
で
一
人
ド
ー
ナ
ツ
を
食
べ
な
が
ら
物
語
を

書
い
て
い
る
。
ま
た
作
文
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
機
会
が
あ
れ
ば
そ
の
と

き
も
僕
は
ド
ー
ナ
ツ
屋
に
行
く
の
だ
ろ
う
か
。

自
己
紹
介
文

○ 

附
属
高
校
の
男
バ
ス
に
一
人
、
性
格
が
変
わ
る
や
つ
が
い
る
。
別
に
普
段
か

ら
怒
り
っ
ぽ
い
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
寒
い
や
つ
と
形
容
す
る
の
が

妥
当
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
い
つ
は
コ
ー
ト
に
立
つ
と
い
き
な
り
エ
ン

ジ
ン
を
か
け
ら
れ
た
バ
イ
ク
の
よ
う
に
叫
び
だ
す
の
だ
。
そ
う
、
背
番
号

3 

1
番
□
□
で
あ
る
。

【
問
】�

現
在
の
あ
な
た
の
物
語
を
、
5
Ｗ
1
Ｈ
を
ふ
ま
え
て
、
書
い
て
く
だ

さ
い
。

心
情
吐
露
文

○ 

自
分
は
生
ま
れ
て
こ
の
か
た
十
六
年
ご
く
普
通
の
人
生
を
送
っ
て
き
た
。
良

い
家
族
と
良
い
友
達
に
恵
ま
れ
、
幸
せ
な
毎
日
を
過
ご
し
て
い
る
。
い
よ
い

よ
夏
に
入
り
、
体
は
け
だ
る
く
、
授
業
に
飽
き
て
ふ
と
外
の
カ
ラ
ス
を
眺
め

な
が
ら
、
こ
う
思
う
。
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
何
を
し
て
生
き
る
の
か
分
か

ら
な
い
ま
ま
終
わ
る
そ
ん
な
の
は
嫌
だ
と
。
こ
れ
か
ら
の
日
々
、
た
と
え
胸

の
傷
が
痛
ん
で
も
恐
れ
な
い
で
生
き
る
喜
び
を
か
み
し
め
て
い
き
た
い
。

文
学
的
な
5
Ｗ
1
Ｈ
文

○ 

日
差
し
の
強
い
朝　

無
表
情
で
け
や
き
坂
を
登
る
十
七
歳
は
セ
ミ
の
声
を
か

き
け
す
よ
う
に
イ
ヤ
ホ
ン
の
音
量
を
上
げ
た

○ 

一
月
も
終
わ
り
に
近
い
と
あ
る
平
日
の
昼
下
が
り
、
買
い
物
袋
を
抱
え
て
歩

く
大
人
達
の
間
を
縫
う
よ
う
に
、
制
服
に
手
提
げ
か
ば
ん
と
い
う
い
で
た
ち

の
少
年
が
、
妙
に
し
ゃ
ち
ほ
こ
ば
っ
て
歩
い
て
い
た
。
少
年
の
名
は
□
□
と

い
う
。
仙
台
で
生
ま
れ
、
仕
事
の
忙
し
い
父
に
つ
い
て
家
族
で
各
地
を
転
々

と
し
た
の
ち
、
高
校
受
験
の
た
め
に
い
っ
た
ん
こ
の
宝
塚
に
落
ち
つ
き
、
そ

し
て
今
ま
さ
に
そ
の
高
校
の
出
願
に
行
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

○ 

附
高
祭
前
最
後
の
日
曜
日
、
食
堂
近
く
の
木
の
下
で
劇
で
使
う
背
景
の
塗
り

を
し
て
い
た
□
□
は
、
昼
下
が
り
の
肌
を
焼
く
よ
う
な
日
差
し
に
嫌
気
が
差

し
て
ご
ろ
ん
と
木
陰
に
寝
こ
ろ
ん
だ
。
あ
ま
り
の
ま
ぶ
し
さ
と
す
い
こ
ま
れ

る
よ
う
な
空
の
青
さ
に
思
わ
ず
ぎ
ゅ
っ
と
目
を
閉
じ
た
。

○ 
夏
の
暑
さ
に
ぬ
る
い
雨
の
午
に
、
西
宮
北
口
パ
ン
の
駅
前
で
ハ
ト
の
よ
く
肥

え
た
の
を
自
転
車
で
轢
き
そ
う
に
な
っ
た
が
、
濃
く
く
も
っ
た
日
の
光
り
を

ポ
テ
リ
と
吸
収
す
る
ま
ぬ
け
な
ハ
ト
の
か
し
ら
を
み
る
と
、
ど
う
も
可
哀
想

に
思
っ
た
に
違
い
な
い
、
自
転
車
も
、
よ
け
た
。
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→　

5
Ｗ
1
Ｈ
を
文
学
的
に
表
現
し
、
心
情
説
明
に
も
な
っ
て
い
る
。

→　

心
情
を
直
裁
的
で
な
く
、
読
み
手
に
ま
か
せ
る
書
き
方
と
な
っ
て
い
る
。

→�　

文
中
の
□
□
に
は
、
本
人
名
が
入
る
。
伏
せ
て
公
開
し
た
が
、
生
徒
た
ち

は
誰
の
文
章
か
分
か
っ
た
よ
う
だ
。
は
か
ら
ず
も
5
Ｗ
1
Ｈ
は
社
会
的
共
有

の
産
物
と
い
う
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

三
・
三　

定
期
考
査

　

定
期
考
査
で
は
、「
思
考
の
流
れ
を
確
認
す
る
記
述
型
の
問
い
」
を
7
～
8

問
設
定
し
、
生
徒
の
解
答
を
デ
ー
タ
化
し
、
考
査
後
、
全
員
に
配
布
、
探
求
学

習
の
素
材
と
す
る
。
根
拠
（
本
文
か
ら
の
参
照
）・
論
拠
（
本
文
以
外
の
経
験

や
引
用
文
）・
主
張
の
三
点
が
明
確
で
あ
り
、
文
章
表
現
が
整
っ
て
い
る
こ
と

を
採
点
基
準
と
す
る
。

三
・
三
・
一

二
年
前
期
期
末
考
査 

（
平
成
28
年
9
月
実
施
）

→�　

李
徵
が
と
び
こ
ん
だ
「
闇
」
を
「
自
我
」
と
定
義
し
つ
つ
も
、「
闇
」
を

未
来
に
対
す
る
「
希
望
」
も
し
く
は
「
絶
望
」
と
と
る
相
反
す
る
意
見
が
出

た
。
主
人
公
に
対
す
る
肯
定
感
・
否
定
感
と
あ
わ
せ
、「
自
我
」
の
確
立
は

「
希
望
」
か
、「
絶
望
」
か
、
深
め
た
い
。

【
問
】�

李
徵
が
駆
け
出
し
て
い
っ
た
「
闇
」
は
、
何
を
暗
示
し
て
い
る
と
考

え
ま
す
か
。
小
説
『
羅
生
門
』
の
結
末
部
分
を
ふ
ま
え
て
、
あ
な
た

の
考
え
を
述
べ
て
く
だ
さ
い
。

三
・
三
・
二

二
年
前
期
期
末
考
査 

（
平
成
28
年
9
月
実
施
）

→�　

採
点
要
素
と
し
て
、「
制
作
者
の
意
図
」「
詩
家
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に

遺
そ
う
と
し
た
」
と
い
っ
た
考
え
方
を
否
定
し
、「
運
命
」「
偶
然
」
に
よ
る

「
普
遍
性
」「
全
体
性
」
へ
の
到
達
を
あ
げ
、
通
時
的
・
共
時
的
共
感
や
感
情

の
共
有
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
。

三
・
三
・
三

二
年
後
期
中
間
考
査 

（
平
成
28
年
12
月
実
施
）

︻
解
答
例
︼

○ 

自
我
と
は
本
文
で
あ
る
よ
う
に
人
に
対
し
て
自
分
を
見
る
の
で
は
な
く
、

自
分
が
本
来
持
ち
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
、
自
己
規
定
の
文
章

【
問
】�

傍
線
部
中
で
、「
李
徴
（
の
声
）」
が
「
詩
人
」
と
評
さ
れ
た
の
は
、

な
ぜ
か
。
問
題
本
文
の
波
線
部
中
、
姿
が
人
間
だ
っ
た
頃
の
李
徴
が

詠
ん
だ
詩
に
対
し
て
、袁
傪
が
感
じ
た
「
欠
け
る
と
こ
ろ
」
と
は
何
か
、

�

ま
た
、前
教
材
『
ミ
ロ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
（
清
岡
卓
行
）』
で
考
え
た
「
芸

術
」
と
は
何
か
を
ふ
ま
え
て
、
理
由
を
述
べ
て
く
だ
さ
い
。

【
問
】�

傍
線
部
で
は
、「
闇
」
が
薄
れ
て
い
く
明
け
方
に
姿
を
示
し
た
一
匹

の
虎
が
「
叢
」
に
消
え
て
行
き
ま
す
。
こ
の
結
末
か
ら
、『
羅
生
門
』

の
後
日
譚
と
し
て
『
山
月
記
』
を
書
い
た
作
者
・
中
島
敦
に
と
っ
て
、

「
自
我
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
古
文

か
ら
の
日
本
文
学
の
流
れ
を
ふ
ま
え
、
明
確
に
論
じ
て
く
だ
さ
い
。
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（﹃
相
手
依
存
の
自
己
規
定
（
鈴
木
孝
夫
）﹄）
か
ら
も
、
そ
う
い
う
絶
対
的
自

己
規
定
が
本
物
の
自
我
だ
と
思
う
。

○ 

山
月
記
で
は
、
他
人
に
自
分
の
罪
を
話
す
こ
と
で
自
分
を
見
つ
め
直
す
よ
う

な
意
志
の
弱
い
自
我
だ
が
、
一
方
で
羅
生
門
で
は
他
人
に
自
分
を
投
影
す
る

こ
と
で
自
分
を
見
つ
め
直
し
強
い
決
意
の
主
が
担
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本

人
の
自
我
が
時
代
に
よ
り
う
す
れ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

○ 

か
つ
て
日
本
文
学
に
お
い
て
自
我
は
希
薄
な
も
の
で
、
そ
れ
が
闇
に
消
え
る

と
い
う
結
末
を
迎
え
る
羅
生
門
に
対
し
、
近
代
化
が
進
み
工
業
化
、
資
本
主

義
に
よ
り
生
ま
れ
た
新
種
の
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
た
自
我
が
、
消
え
る
の
で
は

な
く
叢
に
隠
れ
る
と
い
う
結
末
を
山
月
記
は
迎
え
た
。
よ
っ
て
、
作
者
に

と
っ
て
自
我
と
は
近
代
化
に
よ
り
、
何
か
に
同
化
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い

ほ
ど
濃
く
な
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

→�　

こ
れ
ま
で
授
業
で
扱
っ
て
き
た
評
論
も
ふ
ま
え
て
、
し
っ
か
り
考
察
し
て

い
た
。「
闇
」
と
「
叢
」
を
よ
く
概
念
化
・
特
殊
化
で
き
た
と
思
う
。

三
・
三
・
四

二
年
後
期
中
間
考
査 

 （
平
成
28
年
12
月
実
施
）

【
問
】�

傍
線
部
Ａ
～
Ｃ
で
、「
李
徴
」
お
よ
び
「
李
徴
の
声
」
は
、
繰
り
返
し

泣
き
ま
す
。「
悔
い
」「
悲
し
み
」「
悔
い
」を
背
負
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
「
李
徴
」
の
「
罪
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
、
あ
な
た
は

考
え
ま
す
か
。
ま
た
は
「
李
徴
」
に
は
「
罪
」
は
な
か
っ
た
と
考
え

ま
す
か
。
明
確
に
、
論
じ
て
く
だ
さ
い
。

︻
解
答
例
︼

《
有
罪　

G
uilty

》（
100
人
／
164
人
）

李
徴
自
身
（
の
声
）
の
発
言

○ 

私
は
李
徴
に
罪
は
あ
っ
た
と
思
う
。
罪
と
は
努
力
も
し
て
い
な
い
の
に
、
結

果
を
見
て
努
力
の
せ
い
に
す
る
こ
と
だ
か
ら
、
李
徴
は
自
分
が
も
う
少
し
努

力
を
す
れ
ば
名
を
残
せ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

自
分
の
限
界
ま
で
の
ぼ
り
つ
め
ず
、
さ
ら
な
る
高
み
を
見
も
せ
ず
目
指
さ
な

か
っ
た
。
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
で
頂
に
君
臨
す
る
羽
生
選
手
で
す
ら
悔
い

は
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
自
分
の
努
力
に
対
す
る
悲
し
み
は
な
い
。

社
会
や
他
者
と
の
関
わ
り
方

○ 

自
分
の
こ
と
を
自
分
自
身
で
過
大
評
価
し
、
ま
わ
り
の
人
を
見
下
す
こ
と
に

よ
り
、
家
族
や
同
僚
に
い
や
な
思
い
を
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
罪
だ
と
思
う
。

社
会
の
一
員
で
あ
る
以
上
は
他
人
を
思
い
や
る
心
を
持
た
な
け
れ
ば
、
社
会

が
う
ま
く
機
能
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

李
徴
の
性
情

○ 

一
般
的
に
考
え
て
虚
偽
の
功
を
誇
っ
て
他
者
に
対
す
る
優
越
感
を
得
よ
う
と

す
る
の
は
他
者
か
ら
疎
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
李
徴

は
、
他
者
に
対
し
て
虚
飾
を
施
し
た
自
分
を
見
せ
、
宥
和
の
機
を
自
ら
逃
し

た
罪
が
あ
る
。

○ 
李
徴
は
本
文
に
あ
る
よ
う
に
、
自
分
の
詩
の
才
能
を
専
一
に
磨
く
べ
き
だ
っ

た
と
後
悔
で
き
る
ほ
ど
冷
静
に
自
分
を
分
析
で
き
る
の
に
、
実
際
は
で
き
な

か
っ
た
い
わ
ゆ
る
あ
と
の
祭
り
の
典
型
で
あ
り
、
何
か
が
起
こ
っ
た
後
に
後

悔
し
な
い
よ
う
行
動
で
き
な
か
っ
た
李
徴
の
甘
さ
が
罪
で
あ
る
。
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増
し
続
け
て
い
る
罪

○ 
虎
に
変
わ
っ
た
今
で
も
、
人
々
の
こ
と
を
「
俗
物
」
や
「
俺
よ
り
は
る
か
に

乏
し
い
才
能
」
な
ど
、
も
は
や
更
生
し
よ
う
が
な
い
ほ
ど
し
み
つ
い
た
他
者

を
み
く
だ
す
心
だ
と
思
う
。
ま
た
、
人
間
で
あ
っ
た
自
分
の
過
ち
は
認
め
て

い
る
が
、
そ
の
時
の
他
者
の
気
持
ち
な
ど
一
切
省
み
て
お
ら
ず
、「
罪
」
は

ま
だ
積
も
る
よ
う
に
思
え
る
。

人
間
の
罪

○ 

本
文
に
あ
る
よ
う
に
人
間
は
誰
で
も
猛
獣
使
い
で
あ
り
、
獣
の
よ
う
な
性
情

は
誰
も
が
持
つ
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
れ
ば
、
人
は
皆
生
ま
れ

持
っ
て
罪
を
背
負
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
償
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
観

点
か
ら
は
、
李
徴
は
、
皮
肉
に
も
、
こ
の
普
遍
的
な
人
間
と
し
て
の
原
罪
に

よ
っ
て
虎
に
な
っ
た
の
だ
と
言
え
る
。

そ
の
他

○ 

徴
の
罪
は
妻
子
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
彼
が
も
し
詩
家

と
し
て
大
成
す
る
た
め
に
ひ
き
こ
も
っ
て
、
詩
作
に
ふ
け
り
、
生
活
が
苦
し

く
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
本
人
が
夢
を
追
い
、
本
人
の
み
に
責
任
を
負

う
こ
と
で
す
が
、
妻
子
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
自
分
の
こ
と
の
み
に

没
頭
す
る
姿
勢
が
崩
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。

→�　

他
者
と
和
し
て
生
き
な
か
っ
た
こ
と
、
社
会
の
中
で
自
分
の
生
き
様
を
貫

け
な
か
っ
た
こ
と
等
へ
の
倫
理
的
に
厳
し
い
批
判
が
見
ら
れ
た
。

《
無
罪　

N
ot�G
uilty

》（
64
人
／
164
人
）

法
的
に
犯
罪
を
犯
し
て
い
な
い

○ 

本
文
に
は
「
俺
は
努
め
て
人
と
の
交
わ
り
を
避
け
た
」
と
あ
る
の
み
で
、
虎

に
な
る
前
に
他
人
に
対
し
て
犯
罪
を
行
っ
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
ま

た
、
日
本
国
憲
法
に
あ
る
よ
う
に
、
考
え
る
だ
け
な
ら
何
を
考
え
て
も
い
い

思
想
の
自
由
が
あ
り
、
臆
病
な
自
尊
心
、
尊
大
な
羞
恥
心
に
も
問
題
は
な

く
、
罪
は
無
か
っ
た
と
考
え
る
。

人
間
は
、
み
な
李
徴
と
同
じ

○ 

人
は
誰
で
も
周
り
に
打
ち
明
け
た
く
な
い
こ
と
、
自
分
で
も
嫌
に
な
る
ほ
ど

の
自
尊
心
を
持
っ
て
い
る
も
の
。
私
も
好
き
な
人
に
「
好
き
」
と
言
え
な
い

あ
き
れ
る
く
ら
い
の
自
尊
心
が
あ
り
ま
す
。

自
我
＝
善

○ 

臆
病
な
自
尊
心
や
羞
恥
心
が
顕
著
に
表
れ
た
結
果
、
李
徴
は
虎
に
な
っ
た

が
、
そ
こ
に
は
意
図
は
存
在
せ
ず
偶
発
的
な
出
来
事
に
過
ぎ
な
い
。
自
ら
の

性
情
に
素
直
で
あ
る
こ
と
は
善
で
あ
り
、
李
徴
が
虎
に
な
っ
た
こ
と
は
素
直

さ
の
結
果
で
あ
る
の
で
罪
で
は
な
く
善
い
こ
と
で
あ
る
。

反
省
に
よ
る
罪
の
浄
化

○ 

た
し
か
に
人
間
だ
っ
た
頃
は
自
分
の
才
能
に
満
足
し
て
怠
慢
だ
っ
た
が
、
虎

の
姿
に
な
っ
た
時
は
、
自
分
の
過
去
の
行
い
を
し
っ
か
り
と
反
省
す
る
こ
と

が
で
き
て
い
た
か
ら
。

李
徴
だ
け
の
せ
い
で
は
な
い
・
周
囲
の
人
間
の
責
任

○ 

李
徴
は
人
間
だ
っ
た
頃
、
誰
に
も
自
分
の
こ
と
を
理
解
し
て
く
れ
る
人
が
い

な
か
っ
た
の
で
、
李
徴
だ
け
の
せ
い
で
虎
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
ら
李
徴

に
罪
は
な
い
と
思
う
。

○ 

妻
子
を
養
っ
て
い
く
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
現
代
の
よ
う
に
共
働
き
を
す

る
と
い
う
よ
う
に
、
妻
も
支
え
る
手
立
て
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

→�　

法
的
に
ル
ー
ル
を
破
り
罪
を
償
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
“C

rim
e

”
と
、
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人
間
と
し
て
の
倫
理
的
善
で
は
な
い
状
態
の
“G

uilty

”
を
区
別
し
た
。

→�　

誰
も
が
李
徴
と
同
じ
よ
う
に
考
え
行
動
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
、
周

囲
の
人
間
や
社
会
の
責
任
を
指
摘
す
る
意
見
が
見
ら
れ
た
。

→�　

犯
罪
か
否
か
、
と
い
う
視
点
も
含
め
、
李
徴
に
対
す
る
擁
護
的
か
つ
穏
や

か
な
意
見
が
見
ら
れ
た
。

三
・
四　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

　

現
在
、﹃
山
月
記
﹄
か
ら
導
き
出
し
た
六
つ
の
テ
ー
マ
に
対
し
、
三
～
四
人

に
よ
る
班
ワ
ー
ク
を
行
っ
て
い
る
。
班
で
の
考
察
と
資
料
作
成
後
、
全
体
発
表

を
考
え
て
い
る
。

→�　

李
徴
の
本
質
は
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
唯
一
、
自
分
を
語
る
と
言
う
点
で

大
き
く
変
化
し
た
と
捉
え
た
。

→�　

虎
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
や
や
固
定
的
で
あ
り
、
今
後
、
強
さ
や
美
し
さ

に
踏
み
込
み
た
い
。

→　

寓
話
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
小
説
と
し
て
の
読
解
に
踏
み
込
み
た
い
。

【
探
求
1
】�

李
徴
（
李
徴
の
声
）
は
、「
人
間
だ
っ
た
こ
ろ
の
李
徴
」
と
「
虎

に
な
っ
た
後
の
李
徴
」
を
、
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
客
体
化
し
、

捉
え
て
い
ま
す
か
？

【
探
求
2
】�

李
徴
は
、
な
ぜ
「
虎
」
以
外
の
人
を
食
う
動
物
で
は
な
く
「
虎
」

に
な
っ
た
の
で
す
か
？

【
探
求
3
】�「
李
徴
の
声
」
の
正
体
は
、
本
当
に
李
徴
で
す
か
？

→�　

比
較
を
ふ
ま
え
た
考
察
や
、
作
者
の
意
図
に
も
踏
み
込
み
た
い
。

→�　

下
人
が
明
確
に
生
き
る
こ
と
を
選
択
し
た
の
に
対
し
、
李
徴
は
反
省
の
み

で
自
分
の
生
き
方
を
選
べ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
絶
対
的
自
我
・

相
対
的
自
我
の
違
い
を
明
ら
か
に
、
そ
の
長
短
に
踏
み
込
み
た
い
。

→�　
「
闇
」
は
絶
対
的
な
存
在
で
あ
り
、
誰
が
見
て
も
闇
だ
が
、「
叢
」
は
相
対

的
な
存
在
で
あ
り
、
そ
の
大
小
や
堅
さ
柔
ら
か
さ
は
見
る
人
の
判
断
に
任
さ

れ
る
。
一
度
「
闇
」
に
消
え
た
李
徴
が
、
声
だ
け
の
存
在
と
し
て
再
登
場

し
、
最
後
は
「
叢
」
に
消
え
て
行
く
意
味
を
、
小
説
教
材
に
お
け
る
自
我
世

界
の
あ
り
か
た
と
し
て
読
み
深
め
た
い
。

→�　

下
人
の
行
っ
た
引
剥
ぎ
は
犯
罪
（C

rim
e

）
で
あ
る
。
し
か
し
、
駅
吏

か
ら
「
人
食
い
虎
」
と
定
義
さ
れ
た
虎
が
「
人
を
食
う
」
こ
と
は
犯
罪

（C
rim
e

）
で
は
な
い
。
で
は
、
人
間
の
心
を
持
つ
虎
が
「
人
を
食
う
」
こ

と
は
、
人
間
と
し
て
の
罪
（G

uilty

）
か
、
罪
で
は
な
い
（N

ot�G
uilty

）

か
？�

悔
恨
の
涙
を
流
す
李
徴
は
、
罪
人
（G

uilty

）
か
、
罪
人
で
は
な

【
探
求
4
】�『
山
月
記
』
と
『
人
虎
伝
』
の
違
い
は
、
ど
こ
で
す
か
？

【
探
求
5
】�『
山
月
記
』
の
「
李
徴
の
自
我
」
と
『
羅
生
門
』
の
「
下
人
の
自
我
」

は
、
ど
の
よ
う
に
異
な
り
ま
す
か
？

【
探
求
6
】�『
山
月
記
』に
用
い
ら
れ
る「
月
」「
叢
」と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
に
は
、

ど
の
よ
う
な
意
味
・
効
果
が
あ
り
ま
す
か
？

【
全
体
探
求
】
班
別
探
究
活
動
か
ら
、
統
一
テ
ー
マ
ワ
ー
ク
へ
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い
（N

ot�G
uilty

）
か
？�

「
自
我
」
は
人
間
の
原
罪
（G

uilty

）
か
、
原

罪
で
は
な
い
（N

ot�G
uilty

）
か
？�

生
徒
の
意
見
は
、
有
罪
（G

uilty

）

61
％
、
無
罪
（N

ot�G
uilty

）
39
％
で
あ
っ
た
。
た
だ
、「
芸
術
至
上
主

義
」
の
観
点
が
弱
く
、
詩
人
を
志
す
一
途
さ
や
詩
を
読
む
た
め
に
人
生
を
捧

げ
る
と
い
っ
た
生
き
方
へ
の
言
及
は
弱
か
っ
た
と
感
じ
る
。

　

�　

こ
の
考
察
を
深
め
、
次
の
小
説
教
材
﹃
こ
こ
ろ
（
夏
目
漱
石
）﹄
で
は
、

恋
人
で
あ
る
「
お
嬢
さ
ん
」
と
親
友
で
あ
る
「
Ｋ
」
に
か
か
わ
る
「
私
」
の

「
自
我
」
を
扱
う
。
さ
ら
に
、「
私
」「
Ｋ
」「
お
嬢
さ
ん
」
に
よ
っ
て
表
さ
れ

る
も
の
は
何
か
、
考
察
す
る
。

三
・
五　
「
私
の
物
語
」
作
成

→�　

小
論
文
指
導
で
は
構
成
や
接
続
詞
と
い
っ
た
技
術
的
な
指
導
に
か
た
よ
り

が
ち
だ
っ
た
が
、
生
徒
自
身
の
心
情
や
有
り
様
を
言
葉
に
し
、
社
会
の
中
で

他
者
と
生
き
る
自
分
を
自
ら
描
き
出
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
分
の
「
物
語
」

を
自
分
で
描
き
出
す
た
め
の
マ
イ
・
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
を
、
生
徒
に
課
し
た
い
。

四　

振
り
返
り
と
今
後
の
課
題

　

一
、
二
年
生
で
探
求
学
習
の
取
り
組
み
の
後
、
全
員
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ

た
。
Ⅰ
一
年
生
古
文
﹃
平
家
物
語
﹄・
Ⅱ
二
年
生
現
代
文
﹃
ミ
ロ
の
ヴ
ィ
ー
ナ

ス
﹄
教
材
に
お
け
る
「
大
変
そ
う
思
う
」「
そ
う
思
う
」
と
答
え
た
生
徒
は
、

【
課
題
】�「
私
の
物
語
」
を
書
き
な
さ
い
。
な
お
、
物
語
の
中
に
「
闇
」
ま

た
は
「
叢
」
を
入
れ
る
こ
と
。
字
数
は
八
百
字
以
上
と
す
る
。

次
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
協
働
学
習
で
、
新
し
い
知
識
を
得
た
」 

Ⅰ
85
％　

Ⅱ
73
％

　
「
協
働
で
考
え
る
こ
と
で
、
物
語
の
内
容
理
解
が
深
ま
っ
た
」

 

Ⅰ
84
％　

Ⅱ
81
％

　
「
評
論
の
構
成
に
対
す
る
理
解
が
深
ま
っ
た
」 

Ⅱ
81
％

　
「
協
働
で
行
う
こ
と
で
、
文
法
や
言
葉
の
意
味
へ
の
理
解
が
深
ま
っ
た
」

 

Ⅰ
83
％　

Ⅱ
83
％

　
「
協
働
で
学
習
す
る
こ
と
で
、
取
り
組
む
意
欲
が
高
ま
っ
た
」

 

Ⅰ
73
％　

Ⅱ
72
％

　
「
論
文
を
書
く
こ
と
で
自
分
の
考
え
が
確
か
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
か
？
」

 

Ⅱ
50
％

　
「
国
語
で
身
に
つ
け
た
い
力
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
？
」

 

Ⅱ
「
記
述
力
」
44
％

　

Ａ
Ｌ
は
、
生
徒
の
積
極
性
・
意
欲
・
関
心
に
結
び
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
注
目
す
べ
き
は
、
七
割
以
上
の
生
徒
が
作
品
の
文
法
理
解
・
内
容
理
解
・

知
識
の
習
得
に
役
立
っ
た
答
え
た
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
取
り
組
ん
だ
生
徒
の

多
く
が
、
Ａ
Ｌ
は
知
識
習
得
に
有
効
だ
っ
た
と
感
じ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
た
だ
、
二
年
生
現
代
文
で
の
実
感
よ
り
一
年
生
古
文
で
の
実
感
の
ほ
う
が

大
き
く
、
現
代
文
は
あ
く
ま
で
自
分
自
身
で
読
み
味
わ
い
、
理
解
・
納
得
す
る

も
の
と
い
っ
た
考
え
が
感
じ
ら
れ
た
。
ま
た
、
書
く
こ
と
の
有
用
性
へ
の
実
感

は
学
年
が
上
が
る
に
つ
れ
増
す
よ
う
だ
が
、
自
由
記
入
欄
を
見
る
と
「
考
え
れ

ば
考
え
る
ほ
ど
、
分
か
ら
な
く
な
る
」「
自
分
の
考
え
に
確
信
が
持
て
な
い
」

な
ど
、
正
解
を
求
め
る
傾
向
や
、
明
確
な
評
価
の
無
さ
に
対
す
る
不
安
感
が
う

か
が
え
る
。
論
述
を
多
く
課
し
て
い
る
が
、
書
く
こ
と
で
身
に
つ
く
力
に
つ
い
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て
の
客
観
的
な
考
察
が
必
要
だ
と
感
じ
た
。

　

探
求
学
習
活
動
の
適
切
な
評
価
方
法
に
つ
い
て
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
班
の
仲
間
評
価
」 

Ⅰ
45
％　

Ⅱ
23
％

　
「
自
己
評
価
」 

Ⅱ
41
％

　
「
教
師
評
価
」 

Ⅰ
18
％　

Ⅱ
35
％

　
「
第
三
者
か
ら
の
評
価
（
研
究
大
会
参
加
者
な
ど
）」 

 

Ⅱ
20
％

　

一
年
生
で
行
っ
た
班
別
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
ク
ラ
ス
評
価
で

は
、
全
ク
ラ
ス
で
、
八
班
中
、
最
初
に
発
表
し
た
班
の
評
価
が
七
位
か
八
位
に

終
わ
る
と
い
う
残
念
な
結
果
が
出
た
。
最
初
の
発
表
班
に
は
辛
め
に
点
を
つ
け

る
傾
向
が
う
か
が
え
、
相
互
評
価
を
取
り
入
れ
る
際
は
、
事
前
に
評
価
方
法
に

つ
い
て
も
し
っ
か
り
学
ば
せ
る
必
要
が
あ
る
と
感
じ
た
。
た
だ
、
探
求
学
習
に

お
い
て
は
、
結
果
よ
り
も
探
求
活
動
そ
の
も
の
を
し
っ
か
り
見
て
評
価
さ
れ
た

い
と
の
生
徒
の
思
い
が
強
く
、
教
師
評
価
に
対
す
る
信
頼
性
は
増
し
た
と
思
わ

れ
る
。
な
お
、
現
代
文
の
授
業
で
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
の
利
用
に
対
し
、
Ⅰ
で
49
％

の
生
徒
が
必
要
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
。
今
後
の
利
用
方
法
に
つ
い
て
、
し
っ

か
り
考
察
し
て
い
き
た
い
。

五　

お
わ
り
に

　

入
試
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
・
社
会
に
横
溢
す
る
情
報
・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
・
グ

ロ
ー
バ
ル
社
会
の
発
展
等
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
学
び
そ
の
も
の
を
マ
ニ
ュ
ア

ル
化
・
個
別
化
し
が
ち
で
あ
る
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
、
授
業
者
と

生
徒
に
よ
る
生
き
生
き
と
し
た
思
考
の
出
発
と
流
れ
、
目
指
す
着
地
点
へ
の
意

識
の
焦
点
化
で
あ
り
、
氾
濫
す
る
情
報
や
想
定
を
超
え
て
広
が
り
つ
つ
あ
る
現

代
社
会
に
お
い
て
、
学
び
を
自
分
た
ち
の
手
に
取
り
戻
し
、
教
育
の
多
様
性
を

保
証
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

生
徒
の
ま
な
ざ
し
や
疑
問
、
ひ
ら
め
き
や
思
考
を
取
り
上
げ
る
た
め
に
は
、

集
中
力
や
想
定
力
・
多
様
な
準
備
、
教
師
へ
の
信
頼
の
構
築
が
重
要
で
あ
り
、

教
師
自
身
の
通
時
的
・
共
時
的
な
研
鑽
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、

ま
ず
、
①
授
業
方
法
や
そ
の
内
容
に
つ
い
て
他
教
科
や
他
校
種
の
先
生
方
と
共

有
し
、
生
徒
の
思
考
の
流
れ
へ
の
想
定
力
を
高
め
て
お
く
こ
と
、
ま
た
、
②
担

当
教
科
の
み
で
な
く
総
合
学
習
や
部
活
動
と
い
っ
た
様
々
な
学
校
活
動
に
積
極

的
に
参
入
し
、
学
び
の
場
面
へ
の
適
応
力
を
養
っ
て
お
く
こ
と
、
さ
ら
に
、
③

多
様
な
場
と
り
わ
け
公
の
場
で
自
分
の
実
践
に
つ
い
て
発
表
・
報
告
し
、
主
観

に
偏
ら
な
い
客
観
的
思
考
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
欲

を
言
う
な
ら
、
④
さ
り
げ
な
い
ユ
ー
モ
ア
や
お
お
ら
か
さ
が
必
要
だ
と
思
わ
れ

る
。
私
自
身
、
常
に
生
徒
と
と
も
に
学
び
続
け
る
姿
勢
を
示
し
て
い
た
い
と
思

う
。

　

学
び
は
、
い
つ
の
時
代
も
常
に
ア
ク
テ
ィ
ブ
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
の
真
摯
な

ま
な
ざ
し
に
応
え
、「
主
体
的
」「
積
極
的
」「
興
味
」
に
導
か
れ
、
新
し
い
知

識
や
友
や
教
師
ひ
い
て
は
新
し
い
自
分
自
身
と
の
出
会
い
に
満
ち
た
学
び
を
構

築
し
て
い
き
た
い
。

　

研
究
大
会
お
よ
び
本
原
稿
の
取
り
ま
と
め
に
携
わ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
大
学
生

の
方
々
、
先
生
方
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 

（
大
阪
教
育
大
学
附
属
高
等
学
校
池
田
校
舎
）
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