
１
　
は
じ
め
に

　
文
学
の
授
業
に
お
い
て
、
学
習
者
の
初
読
の
感
想
や
疑
問
を
出
発
点
と
し
て

学
習
を
構
想
す
る
「
課
題
探
究 

」
の
学
習
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
実
践
が
積

み
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
一
方
で
、
学
習
者
が
課
題
を
発
見
す
る
た
め
の
手
立
て

を
詳
細
に
論
じ
た
実
践
は
、
管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
あ
ま
り
多
く
見
ら
れ

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
単
元
で
は
ダ
ン
・
ロ
ス
ス
テ
イ
ン
、

ル
ー
ス
・
サ
ン
タ
ナ
著
、
吉
田
新
一
郎
訳
（
２
０
１
５
）『
た
っ
た
一
つ
を
変
え

る
だ
け
ク
ラ
ス
も
教
師
も
自
立
す
る
「
質
問
づ
く
り
」』
を
参
考
に
、
生
徒
が

「
問
い
」
を
も
つ
た
め
の
手
立
て
を
講
じ
た
。
本
書
は
「
す
べ
て
の
生
徒
は
、
自

分
で
質
問
が
つ
く
れ
る
よ
う
に
な
る
方
法
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
こ
と
」、「
す
べ

て
の
教
師
は
生
徒
の
質
問
づ
く
り
を
授
業
の
一
貫
と
し
て
教
え
ら
れ
る
よ
う
に

す
る
こ 

」
を
目
的
に
、
そ
の
た
め
の
方
法
が
示
さ
れ
て
お
り
、
稿
者
の
問
題

意
識
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
加
え
て
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
型
授
業
に
お
い
て
は
、
認
知
シ
ス
テ
ム

が
主
な
評
価
対
象
に
な
る
。
つ
ま
り
、
知
識
、
ス
キ
ル
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を

型１

と２

活
用
し
た
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
を
問
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
課
題
を
用
い

た
評
価
が
必
要
と
な
る
。
本
単
元
で
は
堀
（
２
０
１
３
）
の

O
ne
P
age

 
        

Portfolio
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ssessm

ent

           
      
   
（
一
枚
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
評
価
、
以
下O

PPA

 
   

）
理
論
に

着
目
し
た
。
堀
は
「
学
習
者
の
認
知
構
造
をB

B

 
 

（
稿
者
注
：B

lackB
ox

 
     
  
）
に
匹

敵
す
る
も
の
と
い
う
考
え
の
も
と
、
そ
の
中
身
を
知
ろ
う
と
す
る
試
み
の
一 

」

と
し
てO

PPA

 
   

を
提
唱
し
て
お
り
、
こ
れ
は
学
習
者
が
「
読
む
こ
と
」
の
授
業

に
お
い
て
読
み
を
深
め
て
い
く
際
の
内
的
思
考
プ
ロ
セ
ス
を
把
握
し
て
い
く
た

め
に
も
有
効
な
理
論
で
あ
る
。

２
　
学
習
者
が
「
問 

」
を
も
つ
た
め
の
手
立
て

　
本
単
元
に
お
け
る
「
問
い
」
を
も
つ
た
め
の
手
立
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【
質
問
づ
く
り
の
ル
ー
ル
確
認
】

質
問
作
り
の
ル
ー
ル
と
し
て
、
以
下
の
四
点
を
示
し
た
。

・
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
の
質
問
を
出
す
。

・
質
問
を
つ
く
る
際
に
は
、
そ
れ
ら
の
質
問
に
つ
い
て
、
話
し
合
っ
た
り
、
評

価
し
た
り
、
答
え
を
言
わ
な
い
。

つ３

い４

─　　─２５

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

　

中
学
校
国
語
科
に
お
け
る
課
題
探
究
型
学
習
指
導

─
─「
握
手
」（
中
３
）
を
用
い
て
─
─

西
　
村
　
尚
　
久



・
他
者
の
質
問
を
メ
モ
す
る
際
は
、
発
言
の
通
り
に
書
き
出
す
。

・
肯
定
文
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
は
、
疑
問
文
に
す
る
。

【
質
問
を
つ
く
る
】

「
握
手
」
を
深
く
読
ん
で
い
く
た
め
の
質
問
を
考
え
よ
う
と
い
う
課
題
を
提
示
し
た
。

個
人
で
質
問
を
出
し
、
そ
の
後
グ
ル
ー
プ
で
交
流
し
た
。

【
質
問
の
分
類
】

質
問
に
は
、
閉
じ
た
質
問
（Y

es
 
  
、N

o
 
 

も
し
く
は
一
つ
の
言
葉
で
解
答
で
き
る

も
の
）
と
、
開
い
た
質
問
（
解
答
が
説
明
に
な
る
も
の
）
の
二
種
類
が
あ
る
こ

と
を
伝
え
、
自
分
た
ち
の
つ
く
っ
た
質
問
が
ど
ち
ら
に
該
当
す
る
か
分
類
さ
せ

た
。
加
え
て
、
閉
じ
た
質
問
と
、
開
い
た
質
問
の
長
所
と
短
所
を
整
理
し
た
。

【
質
問
の
書
き
換
え
】

自
分
た
ち
が
つ
く
っ
た
質
問
を
一
つ
選
び
、
閉
じ
た
質
問
は
開
い
た
質
問
に
、

開
い
た
質
問
は
閉
じ
た
質
問
に
書
き
換
え
さ
せ
た
。

【
質
問
に
優
先
順
位
を
つ
け
る
】

グ
ル
ー
プ
で
自
分
た
ち
が
考
え
る
「
握
手
を
深
く
読
む
た
め
の
質
問
」
を
３
つ

選
び
記
述
さ
せ
た
。

３
　
学
習
者
の
読
み
を
把
握
す
る
た
め
の
手
立
て

　
本
単
元
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
、O

PPA

 
   

理
論
に
注
目
し
た
。O

PPA

 
   

と
は
、

「
教
師
の
ね
ら
い
と
す
る
授
業
の
成
果
を
、
学
習
者
が
一
枚
の
用
紙
の
中
に
授
業

前
・
中
・
後
の
学
習
履
歴
と
し
て
記
録
し
、
そ
の
全
体
を
学
習
者
自
身
に
自
己

評
価
さ
せ
る
方 

」
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
一
枚
の
用
紙
」
と
は
、

O
PP

 
 
 

シ
ー
ト
と
呼
ば
れ
る
。O

PP

 
  

シ
ー
ト
と
は
、「
学
習
者
の
認
知
構
造
の
中

法５

に
存
在
し
て
い
る
情
報
の
中
で
、
教
師
が
一
番
知
り
た
い
最
小
限
の
内
容
を
具

体
的
に
表
現
さ
せ
る
一
つ
の
道 

」
で
あ
り
、
以
下
に
示
す
四
つ
の
要
素
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
。

【
Ⅰ
．
単
元
名
タ
イ
ト
ル
】

あ
ら
か
じ
め
教
師
に
よ
っ
て
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
書
き
込
ま

れ
て
い
る
も
の
の
横
に
、
単
元
終
了
後
に
学
習
者
自
身
に
適
切
な
タ
イ
ト
ル
を

つ
け
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。

【
Ⅱ
．
学
習
前
・
後
の
本
質
的
な
問
い
】

教
師
が
学
習
者
に
ど
う
し
て
も
伝
え
た
い
、
わ
か
っ
て
ほ
し
い
、
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
ほ
し
い
こ
と
、
学
習
の
前
後
で
同
じ
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。

【
Ⅲ
．
学
習
履
歴
】

毎
時
間
学
習
後
に
学
習
者
が
「
授
業
の
一
番
大
切
な
こ
と
」
を
書
く
欄
で
あ
る
。

以
下
の
三
点
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
は
、
授
業
に
お
い
て
学
習
者
が

考
え
た
「
授
業
の
一
番
大
切
な
こ
と
」
を
書
か
せ
る
。
第
二
は
、
当
該
時
間
ご

と
に
、
授
業
終
了
直
後
に
書
か
せ
る
。
第
三
は
、
学
習
者
の
書
き
や
す
い
形
式

で
表
現
す
る
。

【
Ⅳ
．
学
習
後
の
自
己
評
価
】

学
習
全
体
を
通
し
た
自
己
評
価
で
あ
る
。

　
堀
の
理
論
で
は
メ
タ
認
知
能
力
の
伸
長
を
重
要
視
す
る
た
め
に
、「
Ⅱ
．
学
習

履
歴
」
に
は
、
当
該
時
間
ご
と
の
「
授
業
の
一
番
大
切
な
こ
と
」
を
自
由
に
記

述
さ
せ
て
い
る
。
本
単
元
で
は
、「
読
む
こ
と
」
の
授
業
に
お
け
る
学
習
者
の
内

的
思
考
プ
ロ
セ
ス
を
把
握
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
、「
Ⅱ
．
学
習
履
歴
」
に
は
、

学
習
者
が
読
み
を
深
め
る
た
め
の
課
題
と
そ
れ
に
対
す
る
解
答
を
記
述
す
る
欄

を
設
け
る
。
本
単
元
に
お
け
るO

PP

 
  

シ
ー
ト
は
以
下
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
。

具６
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図２　作成した OPPシート裏面（二つ折りにして使用）

図１　作成した OPPシート表面（二つ折りにして使用）



【
Ⅰ
．
単
元
名
タ
イ
ト
ル
】

あ
ら
か
じ
め
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

本
単
元
で
は
教
材
名
か
ら
、「
握
手
」
と
し
た
。

【
Ⅱ
．
学
習
前
・
後
の
本
質
的
な
問
い
】

あ
な
た
は
こ
の
作
品
の
作
者
が
伝
え
た
い
こ
と
は
何
だ
と
考
え
ま
す
か
？

【
Ⅲ
．
学
習
履
歴
】

毎
時
間
学
習
中
に
学
習
者
が
「
読
み
を
深
め
る
た
め
の
課
題
」
へ
の
解
答
を
記

述
す
る
欄
で
あ
り
、
以
下
の
三
点
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
は
、
授
業

に
お
い
て
学
習
者
の
読
み
を
書
か
せ
る
。
第
二
は
、
当
該
時
間
ご
と
に
、
授
業

中
に
書
か
せ
る
。
第
三
は
、
学
習
者
の
書
き
や
す
い
形
式
で
表
現
す
る
。
ま
た
、

「
今
日
の
発
見
」
と
い
う
形
で
他
者
と
の
交
流
の
結
果
発
見
し
た
こ
と
や
、
学
習

の
中
で
新
た
に
で
き
た
「
問
い
」
を
自
由
に
記
述
さ
せ
る
。

【
Ⅳ
．
学
習
後
の
自
己
評
価
】

学
習
全
体
を
通
し
た
自
己
評
価
で
あ
る
。

４
　
授
業
の
構
想

教
材
観

　
井
上
ひ
さ
し
「
握
手
」
は
、
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
が
恩
師
で
あ
る
「
ル
ロ

イ
修
道
士
」
と
の
思
い
出
を
回
想
し
て
い
る
小
説
で
あ
る
。

　
描
写
に
注
目
す
る
と
、「
握
手
」「
指
言
葉
」
と
い
う
二
つ
の
象
徴
的
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
が
用
い
ら
れ
る
。
作
中
に
は
三
回
「
握
手
」
が
描
か

れ
、
そ
れ
ら
は
作
中
の
時
間
が
別
の
時
間
に
移
行
す
る
部
分
に
配
置
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
特
徴
的
な
四
種
類
の
「
指
言
葉
」
は
カ
ッ
ト
バ
ッ
ク
手
法
的
に
場

面
を
切
り
替
え
る
効
果
を
担
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
手
段
に
は
登
場
人
物
の
心
情
や
関
係
が
暗
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
き
っ

か
け
に
作
品
を
読
み
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
作
品
の
主
題
は
「
幾
多
の
苦
難
に
遭
遇
し
な
が
ら
も
、
次
の
世
代
を
育
て

る
た
め
に
献
身
的
に
生
き
た
指
導
者
と
そ
の
生
き
方
を
受
け
継
い
で
生
き
て
い

く
教
え
子
の
心
の
つ
な
が
り
」
で
あ
る
。
本
作
品
を
読
む
こ
と
で
、
人
間
の
心

の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
事
が
で
き
る
と
い
う
点
が
本
作
品
の
教
材

と
し
て
の
価
値
で
あ
る
。

生
徒
観

　「
読
む
こ
と
」
の
授
業
に
関
し
て
は
、
事
前
調
査
に
よ
る
と
、「
本
を
読
む
こ

と
は
好
き
で
す
か
」
と
い
う
問
い
に
三
十
八
名
中
三
十
五
名
が
肯
定
的
回
答
を

す
る
一
方
で
、「
国
語
の
学
習
が
好
き
で
す
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
肯
定
的

回
答
は
二
十
七
名
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
本
を
読
む
こ
と
に
は
親
し
ん
で

い
る
一
方
で
、
授
業
の
中
で
他
者
と
と
も
に
読
み
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
面
白

さ
を
見
い
だ
せ
て
い
な
い
学
習
者
の
姿
が
想
定
さ
れ
る
。
本
単
元
の
導
入
と
し

て
「
質
問
づ
く
り
」
の
指
導
を
行
う
。
質
問
を
つ
く
る
力
を
身
に
つ
け
た
上
で

学
習
課
題
を
設
定
し
、
読
み
を
深
め
て
い
く
こ
と
で
、
課
題
発
見
・
探
究
の
サ

イ
ク
ル
を
確
立
し
、
文
学
を
他
者
と
と
も
に
読
み
深
め
る
お
も
し
ろ
さ
に
気
づ

か
せ
た
い
。

集
団
観

　
自
分
た
ち
が
持
つ
学
習
課
題
を
明
確
に
し
、
そ
の
課
題
に
協
働
し
て
取
り
組

む
こ
と
で
、
新
た
な
読
み
を
作
り
出
す
授
業
集
団
を
め
ざ
す
。
文
章
を
読
み
深

─　　─２８



め
て
い
く
際
、
教
室
内
で
生
ま
れ
た
他
者
の
読
み
を
聞
き
、
そ
の
読
み
に
つ
い

て
話
し
合
う
こ
と
で
新
た
な
読
み
が
生
ま
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
学
習
の
中
で
は
、

そ
の
よ
う
な
過
程
を
通
し
て
教
室
内
で
文
学
を
読
み
深
め
る
こ
と
を
意
識
し
な

が
ら
授
業
を
構
想
し
て
き
た
が
、
実
際
に
は
、
意
見
を
求
め
ら
れ
た
際
、
自
ら

の
意
見
を
積
極
的
に
発
言
で
き
な
い
生
徒
の
姿
が
目
立
つ
。
そ
こ
で
、
本
単
元

で
は
、
自
ら
の
読
み
を
積
極
的
に
交
流
し
、
他
者
の
読
み
か
ら
学
ん
だ
内
容
を

記
述
さ
せ
る
こ
と
で
、
読
み
を
交
流
さ
せ
る
こ
と
の
楽
し
さ
や
意
義
を
発
見
さ

せ
、
協
働
し
て
読
み
を
深
め
て
い
く
集
団
を
育
て
て
い
き
た
い
。

指
導
観

　
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、O

PP

 
  

シ
ー
ト
を
活
用
し
、
各
時
間
に
自
分
の
読
み
を

記
述
し
て
い
く
。
加
え
て
、
各
時
間
に
他
者
と
交
流
し
て
発
見
し
た
内
容
を

「
今
日
の
な
る
ほ
ど
」
と
い
う
形
で
記
述
し
て
い
く
。O
PP

 
  

シ
ー
ト
は
毎
時
間
授

業
後
に
回
収
し
、
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
返
す
こ
と
で
、
各
学
習
者
が
読
み
を
深

め
る
き
っ
か
け
を
与
え
る
。
ま
た
、
教
室
内
でO

PP

 
  

シ
ー
ト
を
回
し
読
み
す
る

こ
と
で
他
者
と
読
み
を
交
流
し
て
い
く
。
授
業
で
の
学
び
を
一
枚
のO

PP

 
  

シ
ー

ト
に
記
述
し
続
け
る
こ
と
で
、
単
元
に
よ
っ
て
変
化
し
た
自
己
の
認
識
を
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

５
　
単
元
の
目
標
及
び
計
画

単
元
の
目
標

　「
握
手
」
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
小
説
の
仕
掛
け
に
気
づ
き
、
人
間
の
心
の

つ
な
が
り
に
つ
い
て
自
ら
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
深
化
・
拡
充
す
る
。

単
元
の
計
画
（
全
８
時
間
）

第
１
次
　「
質
問
」
の
作
り
方
を
学
ぶ  
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１
時
間

第
２
次
　「
握
手
」
を
読
み
「
質
問
」
を
設
定
す
る  
…
…
…
…
…
…
…
１
時
間

第
３
次
　
設
定
さ
れ
た
学
習
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
で
「
握
手
」
を

読
み
深
め
る 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５
時
間

第
４
次
　
本
作
品
の
主
題
に
つ
い
て
ま
と
め
交
流
す
る 
…
…
…
…
…
…
１
時
間

６
　
各
時
間
の
詳
細

第
一
時
の
詳
細

　
単
元
の
導
入
と
し
て
、
前
述
の
質
問
づ
く
り
に
関
す
る
授
業
を
行
っ
た
。
学

習
者
は
、
こ
れ
ま
で
、「
問
い
を
つ
く
る
」
た
め
の
学
習
を
し
た
こ
と
は
な
い
よ

う
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
「
握
手
」
を
通
読
し
、
初
読
の
感
想
を
記
述
さ
せ
た
。

第
二
時
の
詳
細

　
第
二
時
で
は
、
前
時
に
学
ん
だ
質
問
づ
く
り
に
関
す
る
方
法
を
活
用
し
な
が

ら
、「『
握
手
』
を
深
く
読
ん
で
い
く
た
め
の
質
問
を
考
え
よ
う
」
と
い
う
学
習

課
題
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
の
課
題
を
通
し
て
、
教
室
内
に
は
様
々
な
「
問
い
」

が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
の
「
問
い
」
は
、
登
場
人
物
で
あ
る
「
ル
ロ
イ
修
道
士
」

に
関
す
る
も
の
（
例
：
な
ぜ
ル
ロ
イ
修
道
士
は
病
気
を
隠
し
て
い
た
の
か
）、

「
私
」
に
関
す
る
も
の
（
例
：
私
が
指
を
せ
わ
し
く
打
ち
つ
け
て
い
た
時
の
心
情

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
）、「
握
手
」
に
関
す
る
も
の
（
例
：
そ
れ
ぞ
れ
の
握
手

は
ど
の
よ
う
な
登
場
人
物
の
心
情
を
表
し
て
い
る
の
か
）
が
挙
げ
ら
れ
た
が
、

特
に
多
く
見
ら
れ
た
の
は
「
作
者
の
意
図
」
を
問
う
よ
う
な
「
問
い
」
で
あ
っ
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た
。
こ
こ
か
ら
は
、「
深
く
読
む
」
た
め
の
課
題
を
生
徒
た
ち
が
「
作
者
の
意

図
」
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
読
み
の
傾
向
を

看
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
、
本
単
元
に
お
け
るO
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シ
ー
ト
の
学
習

前
後
の
本
質
的
な
問
い
を
「
作
者
が
伝
え
た
い
こ
と
は
何
か
」
と
い
う
も
の
に

設
定
し
た
。

　
本
単
元
で
の
「
質
問
づ
く
り
」
が
今
ま
で
の
疑
問
を
挙
げ
る
も
の
と
、
ど
の

よ
う
に
異
な
る
の
か
を
分
析
さ
せ
た
所
、
以
下
の
よ
う
な
意
見
が
見
ら
れ
た
。

　
質
問
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
今
ま
で
自
分
が
勝
手
に
こ
う
で
あ
る
と
解

釈
し
て
い
た
固
定
概
念
が
一
気
に
く
ず
れ
た
な
と
思
い
ま
す
。
質
問
を
つ
く

る
こ
と
は
視
野
を
広
げ
る
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

ま
た
、
質
問
づ
く
り
を
通
し
て
文
学
作
品
の
読
み
方
を
学
ん
だ
生
徒
も
い
た
。

　
会
話
文
に
着
目
し
て
み
る
。
会
話
は
会
話
し
て
い
る
人
同
士
の
間
で
理
解

で
き
れ
ば
い
い
内
容
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
当
時
の
人
物
の
本
当
の

心
情
な
ど
は
く
わ
し
く
分
か
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
質
問
を
つ
く
り
や
す
い
。

第
三
時
の
詳
細

　
学
習
者
の
多
く
が
最
後
の
指
言
葉
に
つ
い
て
疑
問
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
た
め
、
本
時
の
学
習
課
題
は
、「
私
の
最
後
の
指
言
葉
は
『
誰
の
』『
何

に
』
対
す
る
『
ど
の
よ
う
な
思
い
』
を
表
し
た
も
の
な
の
か
」
と
し
た
。

　
第
三
時
終
了
後
、O

PP

 
  

シ
ー
ト
を
回
収
し
た
と
こ
ろ
、
指
言
葉
に
込
め
ら
れ

た
思
い
が
誰
に
向
け
ら
れ
た
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
「
誰
の
」
と
い
う
部

分
に
つ
い
て
、
教
室
内
の
大
部
分
は
、「
ル
ロ
イ
修
道
士
」、「
私
」
の
片
方
も
し

く
は
両
方
を
挙
げ
る
学
習
者
に
分
か
れ
て
い
た
。
こ
の
部
分
は
、「
ル
ロ
イ
修
道

士
」、「
私
」
だ
け
で
な
く
「
神
・
運
命
・
腫
瘍
」
と
い
っ
た
も
の
が
考
え
ら
れ

る
は
ず
で
あ
る
。
学
習
者
Ａ
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
は
唯
一
「
悪
い
腫
瘍
の
巣
」

と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
、
後
日
こ
の
読
み
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
教
室
内
で
読

み
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

第
四
時
の
詳
細

　
第
四
時
の
学
習
課
題
は
、「
三
回
目
の
握
手
に
お
け
る
ル
ロ
イ
の
反
応
は
ど
ん

な
心
情
を
示
す
も
の
な
の
か
、
ま
た
、
そ
こ
か
ら
何
が
読
み
取
れ
る
の
か
」
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
学
習
者
た
ち
は
三
回
の
握
手
が
そ
れ
ぞ
れ
、「
出
会
い
」、

「
再
会
」、「
別
れ
」
を
象
徴
し
て
い
る
と
読
み
取
り
、
加
え
て
、
授
業
者
の
板
書

に
よ
っ
て
、「
出
会
い
」
と
「
別
れ
」
の
場
面
に
お
い
て
「
私
」
と
「
ル
ロ
イ
修

道
士
」
の
関
係
が
逆
転
し
て
い
る
と
い
う
事
を
確
認
し
た
。
以
下
が
、
本
時
の

学
習
課
題
に
対
す
る
学
習
者
Ｂ
の
記
述
で
あ
る
。

　
一
回
目
の
握
手
と
状
況
と
立
場
が
逆
に
な
っ
た
の
で
、
一
回
目
の
握
手
の

時
の
私
の
表
情
を
ル
ロ
イ
修
道
士
は
再
現
し
た
。（
私
が
病
気
だ
と
感
づ
い
た

こ
と
を
知
っ
た
上
で
）
ル
ロ
イ
修
道
士
の
人
と
し
て
の
大
き
さ
が
わ
か
る
。

ま
た
、
顔
を
し
か
め
て
「
み
せ
た
」
と
い
う
本
文
の
表
現
に
注
目
し
た
学
習
者

Ｃ
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

　「
み
せ
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
意
図
的
に
行
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ル
ロ
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イ
修
道
士
が
表
情
で
表
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、「
わ
ざ
と
顔
を
し
か
め
て
い

る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
言
葉
で
は
表
せ
な
い
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

学
習
者
Ｃ
の
記
述
に
対
し
て
は
、「
言
葉
で
は
表
せ
な
い
こ
と
」
と
記
述
し
て
い

る
内
容
に
関
し
て
さ
ら
に
読
み
を
深
め
る
こ
と
を
意
図
し
て
「
言
葉
で
表
せ
な

い
こ
と
と
は
ど
ん
な
こ
と
だ
ろ
う
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
し
た
。

第
五
時
の
詳
細

　
第
五
時
は
前
時
の
課
題
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ル
ロ
イ
修
道
士
の
人
物
像
を
考
察

す
る
た
め
に
「
本
文
の
表
現
か
ら
、
ル
ロ
イ
修
道
士
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ

る
と
読
み
取
れ
る
か
」
と
い
う
も
の
を
設
定
し
た
。
多
く
の
学
習
者
が
、
ル
ロ

イ
修
道
士
が
病
を
隠
し
な
が
ら
教
え
子
た
ち
に
会
っ
て
い
た
と
い
う
描
写
か
ら
、

「
他
人
に
心
配
を
か
け
ま
い
と
す
る
優
し
さ
」
や
、
敗
戦
国
の
子
ど
も
た
ち
を
救

お
う
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
弱
者
を
い
た
わ
る
優
し
さ
」
と
い
っ
た
内
容
が

挙
げ
ら
れ
た
。
一
部
の
学
習
者
は
、
ル
ロ
イ
修
道
士
の
「
そ
う
怖
く
は
あ
り
ま

せ
ん
よ
」
天
国
は
あ
る
か
と
問
わ
れ
た
時
の
「
あ
る
と
信
じ
る
ほ
う
が
楽
し
い

で
し
ょ
う
が
。」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
ル
ロ
イ
修
道
士
が
修
道
士
と
い
う
立
場
で

あ
り
な
が
ら
死
を
恐
れ
て
い
る
こ
と
や
天
国
が
存
在
す
る
と
断
言
で
き
な
い
「
人

間
的
な
弱
さ
」
を
持
っ
た
人
間
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
た
。
そ
こ
か
ら
人
物
像
を

捉
え
る
た
め
、
本
文
中
の
表
現
に
着
目
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
学
ば
せ
る
こ
と

が
で
き
た
。
こ
れ
は
、O
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シ
ー
ト
に
設
け
た
「
今
日
の
な
る
ほ
ど
」
に
多
く

の
学
習
者
が
こ
の
発
見
を
記
述
し
て
い
る
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
そ
の

後
、
教
室
内
で
読
み
取
っ
た
ル
ロ
イ
修
道
士
の
人
物
像
を
板
書
に
ま
と
め
た
。

─　　─３１
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第
六
時
の
詳
細

　
第
六
時
で
は
、
こ
れ
ま
で
考
え
て
来
た
「
ル
ロ
イ
修
道
士
」
に
つ
い
て
だ
け

で
な
く
、「
私
」
の
側
面
か
ら
も
読
み
を
深
め
る
こ
と
を
意
図
し
、「
ル
ロ
イ
修

道
士
が
指
言
葉
を
使
う
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
、『
私
』
が
指
言
葉
を
使
う
よ
う
に

な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
」
と
い
う
学
習
課
題
を
設
定
し
た
。
以
下
が
課
題
に
対
す

る
学
習
者
Ｄ
、
Ｅ
の
記
述
で
あ
る
。

　
ル
ロ
イ
修
道
士
は
カ
ナ
ダ
人
。
で
も
「
私
」
た
ち
は
日
本
人
。
使
っ
て
い

る
言
葉
が
違
う
中
で
簡
単
に
や
り
取
り
す
る
に
は
指
言
葉
が
便
利
だ
っ
た
か

ら
。
ま
た
、
み
ん
な
も
真
似
し
や
す
い
の
で
子
供
の
こ
ろ
か
ら
そ
れ
を
見
て

い
た
私
に
定
着
し
た
た
め
。（
憧
れ
の
人
の
言
動
な
ど
は
真
似
て
み
た
く
な
る

も
の
…
）

　
ル
ロ
イ
修
道
士
は
、
元
々
外
国
の
人
だ
っ
た
し
、
天
使
園
は
子
供
た
ち
が

多
い
の
で
、
気
持
ち
を
伝
え
る
最
も
良
い
方
法
だ
と
思
っ
た
。「
私
」
は
、

「
ル
ロ
イ
修
道
士
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
は
忘
れ
ま
せ
ん
よ
。」
と
い
う

気
持
ち
を
込
め
て
使
っ
て
い
た
と
思
う
。

こ
の
よ
う
に
、「
ル
ロ
イ
修
道
士
」
は
子
供
た
ち
と
の
意
思
疎
通
を
円
滑
に
す
る

た
め
に
、「
私
」
は
恩
師
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
た
め
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
多

く
を
占
め
た
。

第
七
時
の
詳
細

　
第
七
時
は
、
前
時
に
「
私
」
が
指
言
葉
を
用
い
た
こ
と
は
「
私
」
と
「
ル
ロ
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イ
修
道
士
」
と
の
つ
な
が
り
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
に
、「
本
作
品

の
題
名
は
な
ぜ
『
指
言
葉
』
で
は
な
く
『
握
手
』
な
の
か
」
と
い
う
学
習
課
題

を
設
定
し
た
。
こ
れ
は
、
第
二
時
に
設
定
し
た
「
問
い
」
と
し
て
最
も
多
く
の

学
習
者
が
設
定
し
た
「
な
ぜ
本
作
品
の
題
名
は
『
握
手
』
な
の
か
」
と
い
う

「
問
い
」
を
学
習
課
題
と
し
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
学
習
課
題
に
取
り

組
む
前
に
、
第
三
時
の
学
習
課
題
に
も
う
一
度
取
り
組
み
、
板
書
に
ま
と
め
る

形
で
整
理
し
た
。
そ
の
際
、
第
三
時
で
対
象
を
「
悪
い
腫
瘍
の
巣
」
と
記
述
し

た
学
習
者
Ａ
を
指
名
し
、
教
室
内
で
説
明
を
求
め
た
。
説
明
を
求
め
た
理
由
は
、

前
述
し
た
よ
う
に
教
室
内
で
「
ル
ロ
イ
修
道
士
」、「
私
」
の
片
方
も
し
く
は
両

方
に
分
か
れ
て
い
た
読
み
に
対
し
て
、「
神
・
運
命
・
腫
瘍
」
と
い
う
、
も
う
一

つ
の
観
点
を
学
習
者
自
身
の
中
か
ら
教
室
内
に
提
示
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
後
「「
指
言
葉
」
と
「
握
手
」
の
違
い
に
つ
い
て
」
考
え
さ
せ
、
本
時
の
課

題
に
取
り
組
ま
せ
た
。
前
時
に
「
私
」
が
指
言
葉
を
用
い
る
理
由
を
「
憧
れ
の

人
の
言
動
を
真
似
る
」、「
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
忘
れ
な
い
」
と
記
述
し
た

学
習
者
Ｄ
、
Ｅ
は
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
た
。

　
握
手
と
い
う
行
為
を
経
て
物
語
に
変
化
が
起
こ
る
か
ら
。（
こ
の
物
語
の

タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
は
握
手
…
？
）
２
人
は
握
手
で
始
ま
っ
て
握
手
で
終

わ
っ
た
か
ら
。
指
言
葉
は
ル
ロ
イ
修
道
士
が
１
人
で
す
る
も
の
で
あ
っ
て
合

わ
な
く
て
も
反
芻
す
る
こ
と
が
で
き
る
け
ど
、
握
手
は
実
際
会
っ
て
行
う
こ

と
に
よ
っ
て
た
く
さ
ん
の
も
の
、
こ
と
を
感
じ
ら
れ
る
か
ら
。

　
握
手
は
指
言
葉
以
上
に
思
い
が
伝
わ
る
し
、
一
人
一
人
の
感
情
の
込
め
方

や
仕
方
が
違
う
→
深
い
意
味
を
持
つ
。「
ル
ロ
イ
」
と
「
私
」
も
、
深
い
関
わ

り
だ
か
ら
、「
握
手
」
と
い
う
題
名
に
し
て
、
２
人
の
関
係
を
暗
示
し
て
い

る
？

第
八
時
の
詳
細

　
第
八
時
は
、
第
二
時
に
お
い
て
各
班
が
設
定
し
た
「
握
手
」
を
深
く
読
む
た

め
の
質
問
に
そ
れ
ぞ
れ
取
り
組
む
と
い
う
時
間
を
設
け
た
。
こ
こ
ま
で
の
学
習

を
踏
ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
が
最
初
に
設
定
し
た
質
問
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
。

そ
の
後
、
各
学
習
者
が
、
個
々
で
本
時
の
課
題
で
あ
る
「
こ
れ
ま
で
の
授
業
を

通
し
て
、
作
者
が
伝
え
た
い
こ
と
は
何
だ
と
考
え
ま
し
た
か
」
と
い
う
学
習
課

題
に
解
答
し
た
。
教
室
内
で
は
様
々
な
学
習
者
の
意
見
が
出
た
が
、
学
習
者
Ｂ
、

Ｆ
の
記
述
の
一
部
を
紹
介
す
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
授
業
を
通
し
て
、
私
は
こ
の
物
語
の
主
題
、
作
者
の
伝
え
た

い
こ
と
は
供
無
償
の
愛
僑
だ
と
思
い
ま
し
た
。
ル
ロ
イ
修
道
士
は
利
益
を
求

め
た
行
動
を
し
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
兵
に
人
差
し
指
を
潰
さ
れ
た

の
に
、
日
本
人
を
憎
む
こ
と
す
ら
せ
ず
、
む
し
ろ
天
使
園
の
子
ど
も
た
ち
の

た
め
に
野
菜
を
つ
く
っ
た
り
、
鶏
を
育
て
た
り
と
、
深
い
愛
情
を
注
い
で
い

ま
し
た
。
ま
た
、「
一
人
一
人
の
人
間
が
い
る
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
す
か

ら
」
と
語
っ
て
い
て
、
ル
ロ
イ
は
個
人
を
し
っ
か
り
み
て
人
種
な
ど
関
係
な

く
人
を
愛
す
人
間
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
ル
ロ
イ
修
道
士
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
人
間
で
も
い
つ
か
死
に
ま
す
。
し

か
し
、
生
き
て
い
る
間
に
善
い
行
い
を
す
る
と
、
死
ん
だ
後
も
た
く
さ
ん
の

人
の
中
で
生
き
続
け
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
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ル
ロ
イ
と
い
う
自
分
の
人
生
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
れ
た
人
物
を
世
の
中

の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
。
ル
ロ
イ
の
生
き
方
を
世
の
中
の
人
に

知
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
。

　
だ
か
ら
、
回
想
で
は
「
私
」
で
は
な
く
「
ル
ロ
イ
」
の
行
動
が
主
で
あ
っ

た
。
ル
ロ
イ
の
「
少
し
赤
く
な
っ
て
頭
を
か
い
た
。」
な
ど
普
通
な
ら
書
か
な

く
て
も
良
い
よ
う
な
ル
ロ
イ
の
行
動
ま
で
細
か
く
書
い
て
い
た
。「
私
」
が
指

言
葉
を
使
っ
た
こ
と
や
自
分
か
ら
ル
ロ
イ
の
手
を
取
っ
た
こ
と
か
ら
「
私
」

に
と
っ
て
ル
ロ
イ
は
特
別
な
人
で
は
な
い
か
と
い
う
予
想
が
つ
く
。
修
道
士

と
い
う
立
場
で
あ
り
な
が
ら
死
を
恐
れ
て
い
た
ル
ロ
イ
は
、「
私
」
か
ら
す
る

と
軽
蔑
の
対
象
で
は
な
く
、
人
間
味
の
あ
る
、
心
か
ら
尊
敬
す
る
師
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

７
　
お
わ
り
に

　
本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
度
に
広
島
大
学
附
属
三
原
学
校
園
で
行
わ
れ
た
第

二
十
回
幼
小
中
一
貫
教
育
研
究
会
で
公
開
し
た
授
業
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

本
学
校
園
の
国
語
科
教
員
が
共
通
し
て
め
ざ
し
た
、
学
習
者
自
身
が
問
い
を

も
っ
て
読
み
を
深
め
る
授
業
の
一
案
と
し
て
構
想
し
た
も
の
で
あ
る
。
稿
者
自

身
、
手
探
り
の
中
で
の
実
践
で
あ
っ
た
が
、
学
習
者
に
「
問
い
」
を
持
た
せ
る

手
立
て
及
び
、
学
習
者
の
読
み
を
把
握
す
る
た
め
の
手
立
て
に
関
し
て
、
得
ら

れ
た
成
果
と
課
題
を
整
理
す
る
こ
と
で
本
稿
の
ま
と
め
と
す
る
。

　
学
習
者
に
「
問
い
」
を
持
た
せ
る
た
め
の
手
立
て
に
関
し
て
、
す
べ
て
の
学

習
者
が
、
読
み
を
深
め
る
た
め
の
「
問
い
」
を
つ
く
る
と
い
う
取
り
組
み
の
成

果
は
、
以
下
の
学
習
者
の
記
述
か
ら
看
取
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
自
分
で
読
む
だ
け
で
は
分
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
多
く
の
「
問
い
」
を

立
て
、
そ
れ
に
答
え
る
た
め
に
文
章
を
熟
読
し
た
り
、
人
の
意
見
を
聞
い
た

り
す
る
こ
と
で
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
多
く
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は

け
っ
こ
ー
楽
し
か
っ
た
で
す
。
そ
し
て
、
人
の
意
見
を
聞
く
中
で
、
自
分
一

人
で
は
、
こ
ん
な
考
え
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
な
と
思
い
ま
し
た
。

こ
の
学
習
者
は
、「
問
い
」
を
立
て
る
こ
と
の
重
要
性
に
言
及
し
つ
つ
、
さ
ら
に

本
単
元
を
通
し
て
め
ざ
し
た
、
読
み
を
交
流
さ
せ
る
こ
と
の
楽
し
さ
や
、
意
義

に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
一
方
で
、
課
題
と
し
て
は
、
教
室
内
で
立
て

た
全
て
の
「
問
い
」
が
読
み
を
深
め
る
き
っ
か
け
と
し
て
は
機
能
し
な
か
っ
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
学
習
者
が
最
初
に
抱
い
た
も
の
を
「
疑
問
」、

読
み
を
深
め
る
た
め
に
設
定
し
た
も
の
を
「
問
い
」、「
質
問
」、
実
際
に
授
業
で

設
定
し
た
も
の
を
「
学
習
課
題
」
と
し
て
記
述
し
て
い
る
が
、
こ
れ
か
ら
、「
問

い
」
を
設
定
す
る
こ
と
を
続
け
て
い
く
中
で
、
ど
の
よ
う
な
「
問
い
」
が
「
学

習
課
題
」
に
成
り
得
る
の
か
と
い
う
点
を
考
え
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
学
習
者
の
読
み
を
把
握
す
る
た
め
の
手
立
て
と
し
てO

PP

 
  

シ
ー
ト
は
有
効
に

機
能
し
た
。
例
え
ば
、
先
に
紹
介
し
た
学
習
者
Ｆ
は
、
第
八
時
の
課
題
に
お
い

て
、「
修
道
士
と
い
う
立
場
で
あ
り
な
が
ら
死
を
恐
れ
て
い
た
ル
ロ
イ
」
は

「
私
」
に
と
っ
て
「
人
間
味
の
あ
る
心
か
ら
尊
敬
す
る
師
で
あ
っ
た
」
と
捉
え
て

い
る
が
、
第
七
時
で
は
「
私
」
の
最
後
の
指
言
葉
の
思
い
が
「
神
」
に
対
し
て

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
対
し
、「
今
日
の
発
見
」
欄
に
、「
自
分
は
ル
ロ
イ
が

ず
っ
と
信
じ
て
き
た
存
在
に
対
し
て
怒
り
を
も
つ
こ
と
は
、
ル
ロ
イ
の
信
じ
て

い
た
も
の
を
『
私
』
が
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
」
と

記
述
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
稿
者
は
「
ル
ロ
イ
は
本
当
に
神
を
信
じ
き
れ
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て
い
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
コ
メ
ン
ト
を
し
た
。
そ
の
結
果
、
前
述
の
よ
う
な
読

み
を
導
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、O

PP

 
  

シ
ー
ト
で
は
、
従
来
の

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
は
表
出
し
な
か
っ
た
よ
う
な
学
習
者
の
素
朴
な
疑
問
を
教
師

が
取
り
上
げ
る
き
っ
か
け
が
生
ま
れ
る
。
加
え
て
、
こ
の
過
程
が
一
枚
の
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
疑
問
を
抱
い
た
学
習
者
と
教
師
の
一

対
一
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
回
し
読
み
を
す
れ
ば
、
他
の
学
習
者
を
巻
き
込
ん

だ
読
み
の
交
流
を
促
す
ツ
ー
ル
に
成
り
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
課
題
と
し

て
は
、
こ
れ
ら
の
疑
問
全
て
に
答
え
る
時
間
的
余
裕
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
課
題
に
対
し
て
は
、
教
室
内
で
取
り

立
て
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
記
述
を
中
心
に
返
答
し
て
い
く
と
い

う
事
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

注１
　「
読
む
こ
と
」
の
授
業
に
お
け
る
課
題
は
、
解
釈
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
必

ず
し
も
解
決
に
至
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
考
え
か
ら
「
課
題
探
究
型
」
と

い
う
文
言
を
用
い
て
い
る
。

２
　
ダ
ン
・
ロ
ス
ス
テ
イ
ン
、
ル
ー
ス
・
サ
ン
タ
ナ
著
、
吉
田
新
一
郎
訳
（
２

０
１
５
）『
た
っ
た
一
つ
を
変
え
る
だ
け
ク
ラ
ス
も
教
師
も
自
立
す
る
「
質
問

づ
く
り
」』
新
評
論
、p.4

 
   .  

３
　
堀
哲
夫
（
２
０
１
３
）『
教
育
評
価
の
本
質
を
問
う
一
枚
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ

評
価O
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一
枚
の
用
紙
の
可
能
性
』
東
洋
館
出
版
、p.8

 
   .  

４
　
本
稿
で
は
、
学
習
者
が
最
初
に
抱
い
た
も
の
を
「
疑
問
」、
読
み
を
深
め
る

た
め
に
設
定
し
た
も
の
を
「
問
い
」、「
質
問
」、
実
際
に
授
業
で
設
定
し
た
も

の
を
「
学
習
課
題
」
と
し
て
記
述
し
て
い
る
。

５
　
前
掲
書
、p.8

 
   .  

６
　
前
掲
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、p.15

 
    .  
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