
１
．「
深
い
学
び
」
と
は

　
こ
こ
数
年
、「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
と
い
う
言
葉
が
注
目
を
集
め
た
。

た
だ
し
、
こ
の
視
点
で
の
授
業
改
革
は
決
し
て
目
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
現

場
で
も
、
そ
の
重
要
性
は
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
冷
静
な
視
線
で
捉
え
ら
れ
て

い
た
よ
う
に
感
じ
る
。
中
教
審
の
答
申
や
多
く
の
論
者
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
の
導
入
が
い
わ
ゆ
る
「
は
い
ま
わ
る
活
動

主
義
」
の
再
来
と
な
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
た
結
果
、
そ
れ
は
「
主
体
的
・
対
話

的
で
深
い
学
び
」
と
読
み
替
え
ら
れ
、
と
り
わ
け
「
学
び
の
深
さ
」
の
重
要
性

が
強
調
さ
れ
た
。

　
で
は
、「
深
い
学
び
」
と
は
何
か
。
こ
れ
ま
で
の
国
語
科
教
育
学
の
歴
史
を
遡

る
と
、「
深
い
学
び
」
に
つ
い
て
様
々
な
立
場
か
ら
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
き
た
。

本
稿
で
は
そ
れ
ら
全
て
を
網
羅
で
き
な
い
が
、
そ
の
中
で
常
に
議
論
の
一
端
と

な
っ
て
き
た
の
は
、「
他
者
と
の
対
話
」
に
価
値
を
見
出
そ
う
と
す
る
国
語
教
育

観
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
髙
木
ま
さ
き
（
二
〇
〇
一
）
に
よ
れ
ば
、

「
他
者
と
の
対
話
」
と
は
、
私
た
ち
の
認
識
の
枠
組
み
で
は
捉
え
き
れ
な
い
「
他

者
」
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
自
己
の
認
識
の
枠
組
み
を
解
体
し
、
新
た
な
認
識

の
枠
組
み
を
再
構
築
す
る
営
み
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
こ
で
言
う
「
他
者
」
と

は
、
現
実
の
他
者
だ
け
で
は
な
く
テ
ク
ス
ト
な
ど
の
対
象
も
含
む
概
念
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
ら
と
は
異
質
な
「
他
者
」
と
出
会
い
、
自
己
を
変
革
し
て
い

く
こ
と
の
中
に
こ
そ
「
深
い
学
び
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
私
た
ち
教
師
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
学
習
者
が
他
者
を

「
他
者
」
と
し
て
認
識
で
き
る
よ
う
な
学
習
活
動
に
導
く
こ
と
で
あ
る
。
安
易
に

他
者
を
自
己
の
理
解
可
能
な
枠
組
み
で
認
識
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
そ
の

異
質
性
に
目
を
向
け
な
が
ら
、
自
己
を
相
対
化
し
て
い
く
契
機
と
し
て
「
他
者
」

と
向
き
合
う
授
業
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
様
々
な
情
報
が
高
速
で
行
き
交
い
、
資
本
主
義
が
蔓
延
す

る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
感
覚
を
徐
々
に
失
っ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
る
。
私
た
ち
は
目
の
前
を
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
通
り
過
ぎ
て
ゆ
く
数

多
の
情
報
に
「
ゆ
っ
く
り
と
」
意
味
を
見
い
だ
す
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
一
方
で

「
実
用
性
」
と
い
う
尺
度
で
様
々
な
情
報
を
表
面
的
に
意
味
づ
け
る
こ
と
を
求
め

ら
れ
る
社
会
を
生
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
で
は
、「
ゆ
っ
く
り
と
」
時
間

を
か
け
ね
ば
そ
の
意
味
や
価
値
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
、「
実
用
性
」
の
な
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い
知
性
は
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
。
確
か
に
、
教
室
の
中
で
さ
え
、
自
分
が
や
っ

て
い
る
学
習
に
何
の
意
味
が
あ
る
か
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
そ
れ
を
す
る
中
で
、

学
習
者
た
ち
が
「
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
や
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と

疑
念
を
抱
く
気
持
ち
は
分
か
る
気
が
す
る
。
し
か
し
、
鷲
田
清
一
（
二
〇
一
〇
）

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
ほ
ん
と
う
に
大
事
な
こ
と
は
、
わ
か
ら
な
い
も
の
に

囲
ま
れ
た
と
き
に
、
答
え
が
な
い
ま
ま
そ
れ
に
ど
う
正
確
に
処
す
る
か
の
智
恵
」

で
あ
る
。
現
実
の
社
会
は
多
種
多
様
な
〈
わ
か
ら
な
さ
〉
に
満
ち
て
い
る
。「
目

標
」
を
ど
う
立
て
て
よ
い
か
わ
か
ら
ず
、
先
行
き
不
安
な
中
で
歩
ん
で
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
現
実
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
私
た
ち
は
、
そ
の
〈
わ
か
ら
な
さ
〉

の
中
で
生
き
て
ゆ
く
し
か
な
い
。
そ
の
と
き
に
大
切
な
の
は
、〈
わ
か
ら
な
さ
〉

の
中
で
生
き
抜
く
た
め
の
（
認
知
的
な
）
忍
耐
力
で
あ
る
。

　
だ
が
、
そ
れ
は
「
苦
痛
な
こ
と
」
だ
。
た
だ
し
、「
苦
痛
」
で
あ
る
は
ず
の

〈
わ
か
ら
な
さ
〉
が
、
私
た
ち
に
と
っ
て
大
き
な
「
楽
し
み
」
と
な
る
瞬
間
が
あ

る
。
難
波
健
悟
（
二
〇
一
五
）
が
行
っ
た
授
業
に
お
い
て
は
、
学
習
者
に
よ
る

学
習
記
録
の
中
で
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
っ
た
。

　
初
め
に
２
～
４
の
文
を
読
ん
だ
と
き
と
授
業
で
学
ん
だ
後
に
読
ん
だ
の

と
で
は
全
然
と
ら
え
方
が
違
う
！
言
語
が
な
い
と
生
活
で
き
な
い
し
私
た

ち
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
は
言
語
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
言
語
に

締
め
付
け
ら
れ
す
ぎ
る
の
は
良
く
な
い
け
ど
、
あ
る
程
度
は
言
語
に
依
存

し
て
生
き
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。
少
し
複
雑
に
な
っ
た
、
よ
う
な
。。。

グ
ル
ー
プ
で
の
活
動
は
理
解
が
深
ま
っ
てgood

 
   
！
で
す
。

　
そ
れ
ま
で
は
教
師
主
導
型
の
授
業
を
受
け
て
い
た
学
習
者
に
、
ジ
グ
ソ
ー
学

習
や
複
数
学
習
材
の
比
べ
読
み
に
よ
っ
て
協
同
的
な
学
習
を
実
施
し
た
際
の
記

録
で
あ
る
。
前
後
の
文
脈
が
分
か
り
に
く
い
が
、
こ
の
学
習
者
は
学
習
活
動
を

通
し
て
、
結
果
的
に
自
ら
の
思
考
の
枠
組
み
で
は
そ
の
問
題
（
こ
こ
で
は
言
語

論
）
が
捉
え
き
れ
な
い
こ
と
に
気
付
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
「
理
解
の
深

ま
り
」
と
し
て
捉
え
、「
！
」
と
と
も
に
「
楽
し
み
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
学
習
者
の
言
葉
に
触
れ
た
と
き
、〈
わ
か
ら
な
い
〉
問
題
に
気
づ

き
思
考
を
重
ね
る
こ
と
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
「
学
ぶ
喜
び
」
を
感
じ
る
こ
と
の

で
き
る
重
要
な
要
素
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
別
の
単
元
に

お
い
て
「
若
者
は
な
ぜ
政
治
的
行
動
を
起
こ
さ
な
い
の
か
？
」
と
問
い
か
け
た

際
の
学
習
者
の
反
応
を
見
る
と
、
彼
ら
が
彼
ら
の
認
識
の
枠
組
み
で
捉
え
き
れ

な
い
社
会
的
な
問
題
に
対
し
て
強
く
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ

れ
な
ら
ば
私
た
ち
の
仕
事
は
、
学
習
者
に
と
っ
て
〈
わ
か
ら
な
い
〉
問
題
領
域
、

す
な
わ
ち
「
他
者
」
と
出
会
え
る
よ
う
な
授
業
を
構
想
し
実
施
し
て
い
く
こ
と

で
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
、〈
わ
か
ら
な
さ
〉
と
は
苦
痛
な

も
の
だ
。
そ
れ
な
ら
ば
、
私
た
ち
教
師
に
重
ね
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
先
ほ

ど
の
学
習
者
の
言
葉
の
よ
う
に
、〈
わ
か
ら
な
さ
〉
を
〈
わ
か
り
た
い
も
の
〉
へ

と
転
換
さ
せ
て
い
く
授
業
過
程
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、〈
わ
か
ら
な

さ
〉
と
い
う
「
他
者
」
を
〈
わ
か
り
た
い
も
の
〉
へ
と
紡
い
で
い
く
授
業
を
分

析
の
対
象
と
し
て
、
そ
う
し
た
授
業
に
求
め
ら
れ
る
要
素
を
明
ら
か
に
し
て
い

く
こ
と
と
す
る
。
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２
．〈
わ
か
ら
な
さ
〉
を
〈
わ
か
り
た
い
も
の
〉
へ
と
紡
い

で
い
く
授
業

（
一
）
単
元
の
概
要

学
年
：
津
山
東
高
校
三
年
生

時
期
：
二
〇
一
六
年
一
〇
～
一
一
月

単
元
名
：「『
学
ぶ
』
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」（
全
七
時
間
）

学
習
材
：
①「
独
学
す
る
心
」
前
田
英
樹
（『
何
の
た
め
に
「
学
ぶ
」
の
か
』）

　
　
　
　
②「
師
説
」
韓
愈
（『
古
文
真
法
』）

　
　
　
　
③「
兼
好
法
師
へ
の
批
判
」
本
居
宣
長
（『
玉
勝
間
』）

　
　
　
　
④「
学
校
を
糾
弾
す
る
前
に
」
宮
沢
康
人
（
東
京
大
学
過
去
問
）

　
　
　
　
⑤『
日
本
辺
境
論
』
内
田
樹

全
体
の
指
導
計
画
：

　
第
一
次
・
学
習
材
①
を
読
む
。

　
第
二
次
・
学
習
材
②
・
③
を
読
む
。

　
　
　
　
・
学
習
材
④
の
問
題
を
解
き
、
解
答
を
協
働
で
確
認
す
る
。

　
第
三
次
・
学
習
材
①
～
④
の
関
連
性
と
独
自
性
を
協
働
で
考
察
し
、
学
習
材

⑤
前
半
と
合
わ
せ
て
自
己
の
学
び
観
を
ま
と
め
る
。

　
　
　
　
・
学
習
材
⑤
後
半
を
読
み
学
び
観
を
交
流
し
た
上
で
、
自
己
の
学
び

を
振
り
返
る
。

　
本
単
元
は
、
進
学
や
就
職
な
ど
で
次
の
ス
テ
ー
ジ
に
進
む
こ
と
に
な
る
三
年

生
を
対
象
に
、
学
び
手
と
し
て
の
自
己
を
振
り
返
り
、
今
後
も
優
れ
た
学
び
手

と
し
て
生
き
て
い
く
た
め
に
、「
学
ぶ
こ
と
の
意
味
」
や
自
ら
に
必
要
な
「
学
び

の
姿
勢
」
に
つ
い
て
思
考
す
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
学
ぶ

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
と
い
う
大
き
な
問
い
を
設
定
し
、
古
典
や
入
試
問
題

を
含
め
て
複
数
の
テ
ク
ス
ト
を
読
ま
せ
る
こ
と
に
し
た
。
学
習
材
①
～
⑤
は

様
々
な
「
学
び
」
の
あ
り
方
を
問
い
か
け
て
く
る
筆
者
と
対
話
し
て
い
き
な
が

ら
、
徐
々
に
「
学
び
」
に
つ
い
て
の
思
考
を
深
化
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
配
置
し
た
。

具
体
的
に
は
、
①
学
習
者
に
身
近
な
徒
弟
制
の
よ
う
な
身
体
的
な
学
び
、
②
身

分
や
年
齢
を
問
わ
ず
道
を
示
し
て
く
れ
る
師
に
就
く
学
び
、
③
先
哲
の
論
を
検

討
し
議
論
す
る
中
で
成
立
す
る
学
び
、
④
現
代
に
お
け
る
学
び
が
身
体
的
な
要

素
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
背
景
、
⑤
様
々
な
無
意
味
さ
の
中
に
意
味
を
見
出
そ
う

と
す
る
学
び
の
姿
勢
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
「
学
び
観
」
に
つ
い
て
教
師
が
主
導
す
る
の
で
は
な
く

自
分
た
ち
で
解
釈
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
や

ワ
ー
ル
ド
カ
フ
ェ
、
思
考
マ
ッ
プ
を
使
い
な
が
ら
協
働
で
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
、

学
習
者
ど
う
し
の
つ
な
が
り
や
、
テ
ク
ス
ト
ど
う
し
の
つ
な
が
り
を
感
じ
さ
せ
、

「
学
び
」
が
テ
ク
ス
ト
だ
け
で
な
く
様
々
な
他
者
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
成
立
す

る
こ
と
を
体
験
的
に
考
え
さ
せ
た
。
な
お
、
学
習
時
間
の
制
約
上
、
漢
文
や
古

文
は
原
文
を
音
読
し
た
後
、
現
代
語
訳
を
提
示
し
た
。

（
二
）「
本
質
的
な
問
い
」
と
筆
者
と
の
対
話
　
～
第
一
・
二
次
～

　
難
波
博
孝
（
二
〇
〇
八
）
は
国
語
科
教
育
学
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う

な
自
己
の
認
識
を
揺
さ
ぶ
り
衝
撃
を
与
え
る
「
他
者
」
と
は
、
全
く
の
外
部
の

者
で
は
な
く
、
情
緒
的
な
つ
な
が
り
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
学
習
者
に
「
他
者
と
の
対
話
」
を
も
た
ら
し
て
い
く
た
め
に
必
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要
な
の
は
、
学
習
の
対
象
に
対
し
て
自
ら
と
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
抱

か
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
そ
の
た
め
に
重
要
な
の
が
、「
問
い
」
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例

え
ば
、
西
岡
加
名
恵
（
二
〇
一
六
）
は
教
科
の
本
質
を
見
極
め
さ
せ
る
よ
う
な

「
本
質
的
な
問
い
」
を
提
示
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。「
本
質
的
な

問
い
」
と
は
、
一
問
一
答
で
は
答
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
問
い
で
あ
り
、
学
年
が

上
が
る
中
で
繰
り
返
し
問
わ
れ
る
よ
う
な
教
科
全
体
を
貫
く
問
い
で
あ
る
。
こ

の
種
の
問
い
に
は
、
知
識
の
量
が
少
な
く
て
も
、
あ
る
程
度
、
経
験
知
や
生
活

知
を
使
っ
て
判
断
し
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
学
習
内
容
と
自
分
の
生

活
と
の
つ
な
が
り
を
感
じ
や
す
い
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
こ
の
利
点
を
持
つ
「
本

質
的
な
問
い
」
は
、
様
々
な
「
他
者
」
と
学
習
者
と
の
間
に
つ
な
が
り
を
作
る

上
で
有
効
に
機
能
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
本
単
元
に
お
い
て
設
定
し

た
「
学
ぶ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
と
い
う
問
い
は
こ
れ
に
当
た
る
。

　
で
は
、
こ
の
問
い
を
持
ち
な
が
ら
学
習
者
は
ど
の
よ
う
に
読
み
を
形
成
し
て

い
っ
た
の
か
。
単
元
の
始
め
に
は
、
こ
の
問
い
に
つ
い
て
の
学
習
者
の
判
断
を

記
述
さ
せ
て
読
み
の
構
え
を
作
り
、
学
習
者
が
学
習
内
容
と
自
分
と
を
結
び
つ

け
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。
文
章
を
読
ん
で
い
く
際
に
は
、
具
体
例
を
用
い
た
筆

者
の
意
図
を
推
論
し
た
り
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
と
協
働
で
要
約
し
た
り
す
る
こ
と

で
、
筆
者
や
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
と
対
話
し
な
が
ら
理
解
を
深
め
た
う
え
で
、「
学
ぶ

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
に
つ
い
て
の
各
自
の
考
え
を
表
出
す
る
こ
と
を
求
め

た
。
学
習
材
①
で
は
「
知
識
を
得
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
対
象
に
つ
い
て
自
ら

疑
問
を
持
ち
、
ま
た
手
本
と
な
る
人
か
ら
導
き
出
し
て
考
え
て
、
自
分
の
も
の

に
し
て
い
く
こ
と
」
と
い
っ
た
考
え
を
、
学
習
材
②
で
は
「
自
分
が
『
分
か
ら

な
い
』
と
思
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
年
齢
や
身
分
に
関
わ
ら
ず
、
そ
の
答
え

や
真
理
を
知
っ
て
い
る
人
か
ら
学
び
、
疑
問
を
解
い
て
い
く
こ
と
。」
と
い
っ
た

考
え
を
表
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
記
述
を
見
て
み
る
と
、「
自
ら
考
え
る
」
の
内
実

を
具
体
化
し
、「
師
」
と
い
う
概
念
を
新
た
に
得
な
が
ら
も
、
既
有
知
識
の
範
囲

を
大
き
く
は
越
え
ず
理
解
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
学
習
者
は
筆
者
や

ク
ラ
ス
メ
イ
ト
と
対
話
し
な
が
ら
、
自
ら
の
「
学
び
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
が

そ
れ
ら
他
者
と
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
を
確
か
め
、「
学
ぶ
と
は
ど
う
い
う

こ
と
か
」
に
関
す
る
自
ら
の
立
場
・
判
断
を
形
成
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
学
習
材
③
へ
の
反
応
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
学
習
材
③
は
、

徒
然
草
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
花
は
盛
り
に
」
章
段
に
表
れ
た
兼
好
法
師
の
考

え
方
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
「
つ
く
り
み
や
び
」
と
し
て
異
議
を
唱
え
た
う
え
で
、

「
ま
こ
と
の
み
や
び
」
と
し
て
自
ら
の
考
え
方
を
示
そ
う
と
す
る
テ
ク
ス
ト
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
要
約
の
後
、「
宣
長
の
学
び
観
」
に
つ
い
て
協
働
で
考
え
さ
せ

た
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
の
学
習
者
は
考
え
あ
ぐ
ね
て
い
た
。
兼
好
法
師
の
考
え

方
に
反
論
し
て
い
る
宣
長
の
語
り
が
、「
学
び
」
で
あ
る
と
思
え
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
じ
く
『
玉
勝
間
』
所
収
の
い
わ
ゆ
る
「
師
の
説
に
な
づ

ま
ざ
る
こ
と
」
と
重
ね
て
学
習
材
③
を
読
ん
だ
と
き
、
宣
長
が
兼
好
法
師
を

「
師
」
と
捉
え
、
兼
好
法
師
へ
の
批
判
を
「
師
と
の
対
話
」
の
一
つ
の
形
と
捉
え

て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
こ
で
本
時
で
は
、
学
習
材
②
で
得
た
「
師
」

と
い
う
概
念
を
呼
び
起
こ
し
な
が
ら
、「
学
習
材
③
の
中
で
『
師
』
と
は
だ
れ

か
」
と
い
う
問
い
か
け
や
、「
宣
長
の
考
え
方
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
」、「
宣
長

が
敢
え
て
批
判
的
に
語
っ
た
の
は
な
ぜ
か
」
な
ど
の
問
い
か
け
に
よ
っ
て
、
学

習
者
に
語
ら
せ
た
り
筆
者
の
語
り
に
着
目
さ
せ
た
り
し
な
が
ら
、
学
習
材
③
が

持
つ
学
び
観
を
捉
え
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
学
習
者
は
次
の
よ
う
に
学

習
材
③
を
「
学
び
」
と
い
う
視
点
で
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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○
一
つ
の
物
事
の
中
で
、
あ
る
一
つ
の
正
し
さ
、
正
解
に
つ
い
て
目
を
向

け
て
、
他
の
こ
と
が
ら
を
軽
視
す
る
こ
と
は
、
そ
の
一
つ
の
正
し
さ
が
他

の
こ
と
が
ら
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
で
き
て
い

な
い
薄
っ
ぺ
ら
な
も
の
に
な
る
の
で
、
真
に
「
学
ぶ
」
こ
と
は
、
あ
る
一

方
の
正
し
さ
と
同
じ
く
ら
い
反
対
の
正
し
さ
を
理
解
す
る
こ
と
だ
と
思
っ

た
。（
男
子
Ｓ
・
Ｎ
）

○
宣
長
の
考
え
る
「
学
ぶ
」
は
議
論
す
る
こ
と
だ
と
思
っ
た
。
他
人
と
議

論
す
る
こ
と
で
自
分
が
思
い
も
し
な
か
っ
た
考
え
や
、
様
々
な
意
見
を
聞

く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、「
学
ぶ
」
と
は
議
論
す
る
こ
と
で
も
あ
る
と
思
っ

た
。（
男
子
Ｈ
・
Ｙ
）

　
学
習
者
は
本
時
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
対
話
を
行
っ
た
。
一
見
、

「
学
び
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
に
関
わ
り
の
無
い
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
や
、
そ

れ
を
「
学
び
」
と
い
う
視
点
で
捉
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
教
師
に
戸
惑
い
な
が
ら

も
、
学
習
者
は
筆
者
の
持
つ
「
学
び
観
」
を
問
う
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
こ
れ
ま

で
の
時
間
と
異
な
り
、
自
ら
の
立
場
・
判
断
を
揺
ら
が
せ
る
よ
う
な
場
で
あ
っ

た
と
い
う
点
で
、
本
質
的
な
「
他
者
」
と
の
対
話
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
教
師

か
ら
の
問
い
を
信
じ
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
と
協
働
し
な
が
ら
、
筆
者
と
の
対
話
の

中
で
自
ら
の
判
断
・
立
場
を
問
い
直
し
て
（
変
容
さ
せ
て
）
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
読
ん
だ
学
習
材
④
で
は
、
学
習
者
は
入
試
問
題
と
い
う
他
者
と
出
会
っ

た
。
入
試
問
題
の
解
答
と
採
点
基
準
を
協
働
で
作
っ
て
い
く
中
で
、
現
代
の
学

び
を
批
評
す
る
筆
者
と
だ
け
で
な
く
採
点
者
と
も
対
話
し
な
が
ら
理
解
を
深
め

て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
出
版
社
や
予
備
校
が
作
成
し
た
解
答
例
と
比
べ
て
遜

色
な
い
（
む
し
ろ
そ
れ
を
補
う
よ
う
な
）
優
れ
た
解
答
例
を
作
成
し
た
。

　
こ
こ
ま
で
の
学
習
過
程
の
中
で
、
本
質
的
な
問
い
は
、
学
習
者
に
自
ら
の
生

活
知
に
よ
る
判
断
を
求
め
る
こ
と
で
、
学
習
者
と
テ
ク
ス
ト
と
の
つ
な
が
り
を

形
成
す
る
た
め
の
重
要
な
足
が
か
り
と
し
て
機
能
し
た
。
さ
ら
に
、
学
習
者
に

と
っ
て
〈
わ
か
ら
な
さ
〉
を
感
じ
さ
せ
る
テ
ク
ス
ト
と
向
き
合
う
際
に
は
、
筆

者
に
問
い
か
け
て
ゆ
く
観
点
と
し
て
、
さ
ら
に
は
自
ら
の
立
場
・
判
断
を
問
い

直
す
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
質
的
な
問
い

は
、
学
習
者
を
様
々
な
形
で
存
在
す
る
「
他
者
」
と
の
対
話
に
誘
い
、
そ
れ
を

自
分
な
り
に
判
断
し
意
味
づ
け
て
い
こ
う
と
す
る
批
評
者
の
立
場
に
立
た
せ
る

媒
材
と
な
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
三
）
批
評
者
と
し
て
学
習
材
間
を
紡
ぐ
　
～
第
三
次
①
～

　
基
本
と
な
る
学
習
材
①
～
④
を
読
み
終
え
た
後
は
、
学
習
材
ど
う
し
の
関
連

性
と
独
自
性
に
つ
い
て
ジ
グ
ソ
ー
法
を
用
い
て
協
働
で
考
察
し
た
。
考
察
に
当

た
っ
て
は
思
考
マ
ッ
プ
と
し
て
、
関
連
性
と
独
自
性
を
俯
瞰
で
き
る
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
を
使
わ
せ
た
。
そ
の
後
、
学
習
者
に
は
学
習
材
⑤
の
前
半
部
分
に
あ
た

る
次
の
文
章
を
読
ま
せ
た
。

　
張
良
と
い
う
の
は
劉
邦
の
股
肱
の
臣
と
し
て
漢
の
建
国
に
功
績
の
あ
っ

た
武
人
で
す
。
秦
の
始
皇
帝
の
暗
殺
に
失
敗
し
て
亡
命
中
に
、
黄
石
公
と

い
う
老
人
に
出
会
い
、
太
公
望
の
兵
法
を
教
授
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
老
人
は
何
も
教
え
て
く
れ
な
い
。
あ
る
日
、
路
上
で

出
会
う
と
、
馬
上
の
黄
石
公
が
左
足
に
履
い
て
い
た
沓
を
落
と
す
。「
い
か

に
張
良
、
あ
の
沓
を
取
っ
て
履
か
せ
よ
」
と
言
わ
れ
て
張
良
は
し
ぶ
し
ぶ

沓
を
拾
っ
て
履
か
せ
る
。
ま
た
別
の
日
に
路
上
で
出
会
う
。
今
度
は
両
足
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の
沓
を
ば
ら
ば
ら
と
落
と
す
。「
取
っ
て
履
か
せ
よ
」
と
言
わ
れ
て
、
張
良

ま
た
も
む
っ
と
す
る
の
で
す
が
、
沓
を
拾
っ
て
履
か
せ
た
瞬
間
に
「
心
解

け
て
」
兵
法
奥
義
を
会
得
す
る
、
と
い
う
お
話
で
す
。
そ
れ
だ
け
、
不
思

議
な
話
で
す
。
け
れ
ど
も
、
古
人
は
こ
こ
に
学
び
の
原
理
が
凝
縮
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ま
し
た
。

　
こ
の
文
章
に
対
し
て
、「
内
田
樹
氏
の
述
べ
る
『
学
び
の
原
理
』
と
は
何

か
？
」
と
い
う
問
い
を
提
示
し
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
含
め
な

が
ら
、
学
習
材
①
～
④
に
基
づ
い
て
「『
学
ぶ
』
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
に
つ

い
て
考
え
を
記
述
さ
せ
た
。
こ
こ
で
は
、
張
良
の
逸
話
に
込
め
ら
れ
た
筆
者
の

意
図
を
課
題
と
し
て
学
習
者
に
提
示
す
る
こ
と
で
、
学
習
材
⑤
の
筆
者
と
対
話

さ
せ
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
学
習
者
が
形
成
し
て
き
た
「
学
び
」
に
つ
い
て
の
情

報
を
構
造
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
つ
く
り
出
そ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。

●
①
や
張
良
の
こ
と
ば
な
ど
か
ら
口
で
教
え
る
よ
り
は
実
際
に
何
も
言
わ

ず
、
そ
の
生
き
様
全
て
を
尊
敬
し
学
ば
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。「
学
び
の
原

理
」
の
一
つ
の
要
因
は
自
ら
学
ぼ
う
と
す
る
積
極
性
だ
と
思
う
。
受
け
身

に
な
っ
て
い
て
は
い
く
ら
教
え
て
も
ら
っ
て
も
無
駄
に
な
っ
て
し
ま
う
の

だ
と
感
じ
た
。
ま
た
、
そ
の
主
体
性
を
習
得
し
た
人
達
が
集
ま
れ
ば
新
し

い
学
び
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
が
「
学
び
の
原
理
」
の
二
つ
目
の
要
因
、「
価

値
観
が
違
う
人
々
と
意
見
を
交
わ
す
こ
と
」
だ
と
思
う
。
全
く
正
反
対
の

意
見
も
中
に
は
出
て
く
る
し
、
③
の
よ
う
な
普
段
当
た
り
前
に
考
え
て
い

る
先
人
の
教
え
を
否
定
す
る
者
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
自
分
と
異
な
っ
た

考
え
を
認
め
、
そ
れ
を
取
り
入
れ
さ
ら
に
考
え
を
深
め
て
い
く
力
を
養
う

こ
と
が
第
二
の
学
び
だ
と
私
は
思
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
私
の
考
え

る
「
学
び
の
原
理
」
は
、「
主
体
性
ま
た
は
積
極
性
を
持
つ
」「
相
手
の
意

見
を
取
り
入
れ
る
協
調
性
」
だ
と
思
う
。（
女
子
Ｏ
・
Ｙ
）

●
学
ぶ
と
は
一
人
で
は
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
、
他
の
誰
か
を
師

と
し
て
そ
の
人
か
ら
知
識
な
ど
を
一
方
的
に
教
え
て
も
ら
う
も
の
と
も
違

う
も
の
。
師
と
し
た
人
の
物
事
に
対
す
る
姿
勢
を
見
て
、
自
分
が
い
い
と

思
っ
た
も
の
や
こ
う
し
た
方
が
い
い
と
発
見
す
る
こ
と
が
学
ぶ
こ
と
。 
自

分
の
意
見
を
持
ち
、
他
の
人
と
話
し
な
が
ら
互
い
に
意
見
を
深
め
て
い
く

こ
と
な
ど
も
、
自
分
が
行
動
す
る
か
ら
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
さ
さ

い
な
行
動
で
も
学
び
の
中
で
な
ら
ば
、
他
の
何
か
と
つ
な
げ
る
こ
と
も
で

き
る
。（
女
子
Ｓ
・
Ｉ
）

　
い
ず
れ
の
学
習
者
も
、
張
良
の
逸
話
に
お
け
る
「
学
び
の
原
理
」
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
学
習
材
を
読
ん
で
形
成
し
て
き
た
情
報
を
結
び
つ
け
て
解
釈
し
な
が

ら
、「
学
ぶ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
対
す
る
自
ら
の
考
え

を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
一
人
目
の
学
習
者
は
情
報
源
と
し
た
学
習
材

を
示
し
な
が
ら
語
っ
て
お
り
、
二
人
目
の
学
習
者
も
学
習
材
①
・
②
や
③
を
情

報
源
と
し
た
こ
と
を
見
取
る
こ
と
が
で
き
、
い
ず
れ
も
情
報
が
精
緻
に
構
造
化

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
ま
た
、
こ
の
引
用
に
は
表
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
関
連
性
と
独
自
性
の
考

察
に
用
い
ら
れ
た
思
考
マ
ッ
プ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト
が
持
つ
語
り
の

構
造
が
「
す
べ
て
昔
を
否
定
し
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て

い
た
。
こ
れ
は
情
報
を
構
造
化
す
る
中
で
、
こ
れ
ま
で
蓄
積
し
て
き
た
語
り
に

関
す
る
学
習
知
を
自
発
的
に
駆
動
さ
せ
て
読
み
を
行
っ
た
産
物
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
あ
る
主
題
に
関
す
る
複
数
の
テ
ク
ス
ト
の
情
報
を
結
び
つ
け

て
い
く
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
間
の
関
係
性
を
自
ら
の
言
葉
を
用
い
て
意
味
づ
け

る
こ
と
も
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
学
習
者
を
批
評
者
の
位
置
に
立
た
せ
て
い
く

学
習
と
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
テ
ク
ス
ト
の
語
り
方
に
着
目
さ
せ
る
読
み
を

誘
発
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
に
、
言
葉
に
着
目
し
た
読
み
を
引
き
出
す
こ
と
に
も

な
っ
た
。

（
四
）「〈
学
び
〉」
を
振
り
返
る
こ
と
の
価
値
　
～
第
三
次
②
～

　
前
時
ま
で
に
学
習
者
が
形
成
し
た
考
え
を
さ
ら
に
深
め
る
た
め
、
最
後
の
時

間
は
、
学
習
材
⑤
の
後
半
部
分
の
内
容
を
全
体
で
確
認
し
た
う
え
で
、「
現
代
を

生
き
る
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
る
『
学
び
』
と
は
何
か
？
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、

ワ
ー
ル
ド
カ
フ
ェ
の
手
法
を
用
い
て
話
し
合
い
を
さ
せ
た
。
学
習
者
は
学
習
材

⑤
に
反
応
し
な
が
ら
次
の
よ
う
な
考
え
を
表
出
し
た
。

●
教
え
ら
れ
る
側
が
教
え
る
側
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
に
自
分
だ
け
の
意

味
を
見
つ
け
出
し
て
、
考
え
方
を
変
え
る
こ
と
。
無
意
味
な
こ
と
か
ら
意

味
を
見
つ
け
る
。
学
ぶ
側
の
マ
ナ
ー
の
欠
如
。
学
ぶ
側
は
教
え
を
す
ぐ
に

求
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
。
今
は
知
識
を
教
え
る

が
、
昔
は
智
恵
を
教
え
る
。
師
を
尊
敬
す
る
こ
と
。
師
に
身
分
や
年
齢
は

関
係
な
し
。
相
手
の
意
見
な
ど
、
他
の
意
見
を
認
め
る
態
度
。
教
え
る
側

が
意
味
を
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
教
え
る
（
教
師
も
変
わ
る
）。（
男
子
Ｉ
・

Ｉ
）

●
何
に
意
味
が
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
、
分
か
ら
な
い
か
ら
こ
そ
考
え
る
。

沓
を
履
か
す
な
ど
さ
さ
い
な
こ
と
で
も
学
ぼ
う
と
す
る
こ
と
が
大
切
。
他

人
を
理
解
で
き
な
い
と
き
、
他
人
を
変
え
よ
う
と
せ
ず
自
分
が
変
わ
ろ
う

と
す
る
。
役
に
立
つ
だ
け
で
は
な
く
学
び
た
い
と
い
う
思
い
。
素
直
に
受

け
止
め
い
ろ
い
ろ
な
視
点
か
ら
物
事
を
考
え
、
昔
の
書
物
な
ど
を
読
ん
で

討
論
す
る
こ
と
。
教
わ
る
の
は
公
式
よ
り
前
の
前
提
。
無
知
の
知
。（
男
子

Ｍ
・
Ｋ
）

●
・
昔
：
自
分
が
劣
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
無
意
味
を
合
理
化
す
る
。

今
：
知
識
を
先
に
求
め
る
。
無
意
味
な
こ
と
は
し
な
い
。
学
力
で
人
間
を

決
め
る
。
師
と
の
尊
敬
関
係
は
な
い
。
生
き
て
い
く
上
で
自
分
に
必
要
な

こ
と
し
か
学
ぼ
う
と
し
な
い
。

・
昔
：
す
べ
て
の
情
報
に
興
味
→
追
求
。
今
：
答
え
も
意
義
も
教
え
ら
れ

る
→
強
制
。
与
え
ら
れ
た
も
の
を
こ
な
し
て
い
る
だ
け
。（
女
子
Ｙ
・
Ｙ
）

　
こ
の
話
し
合
い
の
メ
モ
に
は
、
学
習
材
⑤
を
読
み
、「
現
代
」
に
お
け
る
学
び

を
問
う
た
こ
と
に
よ
り
、
学
習
材
①
～
④
を
基
に
し
て
形
成
し
て
い
た
「
学
び
」

に
つ
い
て
の
思
考
を
今
一
度
捉
え
直
し
、
考
え
が
深
ま
っ
て
い
る
痕
跡
が
残
さ

れ
て
い
る
。
傍
線
部
を
付
し
た
箇
所
に
あ
る
よ
う
に
、
と
り
わ
け
こ
こ
で
は
、

「
師
」
や
「
自
ら
学
ぶ
こ
と
」
に
つ
い
て
の
概
念
が
「
無
意
味
さ
を
問
う
こ
と
に

価
値
が
あ
る
」
と
い
う
形
で
変
容
し
、
現
代
に
お
け
る
「
学
び
」
の
問
題
点
と

し
て
「
役
に
立
つ
こ
と
し
か
学
ば
な
い
」
こ
と
が
学
習
材
④
と
紡
が
れ
つ
つ
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
学
習
材
⑤
は
「
他
者
」
と
し
て
学
習
者
の
前
に
現

れ
、
認
識
の
変
容
を
も
た
ら
す
対
話
を
引
き
起
こ
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
後
、
単
元
の
締
め
く
く
り
に
「
張
良
っ
て
す
ご
い
と
思
う
？
」
と
学
習

者
に
問
い
か
け
た
。
学
習
者
は
皆
、
口
を
揃
え
て
「
す
ご
い
と
思
う
。」
と
答
え
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た
。
そ
こ
で
授
業
者
は
「
こ
れ
ま
で
の
〈
学
び
〉
を
振
り
返
っ
て
み
た
と
き
、

み
ん
な
も
張
良
と
同
じ
優
れ
た
学
び
手
で
は
な
い
の
か
？
」
と
さ
ら
に
問
い
か

け
た
。
そ
の
後
、
単
元
全
体
の
〈
学
び
の
過
程
〉
を
振
り
返
ら
せ
な
が
ら
、
自

己
の
認
識
の
枠
組
み
で
は
意
味
を
見
い
だ
す
こ
と
が
困
難
な
「
他
者
」
と
し
て

の
「
師
」
を
問
い
続
け
た
張
良
と
、
評
論
、
古
典
、
入
試
問
題
な
ど
の
テ
ク
ス

ト
の
筆
者
や
テ
ク
ス
ト
間
の
結
び
つ
き
、
さ
ら
に
は
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
や
教
師
と

い
う
「
他
者
」
を
問
い
続
け
て
き
た
学
習
者
と
の
重
な
り
を
明
ら
か
に
し
て

い
っ
た
。
最
後
は
、「
様
々
な
文
章
や
隣
に
い
る
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
こ
そ
が
、
一
人

ひ
と
り
に
と
っ
て
の
『
師
』
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
？
」
と
指
摘
し
た
う
え

で
、
単
元
の
ま
と
め
と
し
て
「『
学
び
』
に
つ
い
て
の
一
連
の
学
習
を
通
し
て
学

ん
だ
こ
と
は
？
」
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
考
え
を
記
述
さ
せ
た
。

●
師
か
ら
何
か
を
学
び
と
ろ
う
と
自
分
に
と
っ
て
無
意
味
に
も
感
じ
ら
れ

る
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
ど
う
に
か
意
味
を
見
つ
け
よ
う
と
意
欲
的
に
も
が

き
続
け
る
こ
と
自
体
が
学
び
で
あ
り
、
学
び
に
は
必
ず
し
も
答
え
が
あ
る

と
は
限
ら
な
い
。（
男
子
Ｈ
・
Ｙ
）

●
師
の
す
べ
て
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
学
ん
で
も
学
び
き
れ

な
い
こ
と
を
学
ぼ
う
と
す
る
こ
と
が
本
当
の
「
学
び
」
な
の
で
は
な
い
か

と
考
え
た
。（
女
子
Ｙ
・
Ｓ
）

●「
学
ぶ
」
と
い
う
と
大
き
な
事
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
授
業
で
の
自

分
で
考
え
て
意
見
交
換
を
し
、
価
値
観
や
考
え
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
と

い
う
過
程
で
、
す
で
に
「
学
び
」
が
成
立
し
て
い
る
ん
だ
な
と
思
っ
た
。

思
っ
て
い
る
よ
り
も
「
学
び
」
は
い
つ
も
身
近
に
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ

気
づ
い
た
り
意
識
し
た
り
し
に
く
い
も
の
だ
と
思
っ
た
。「
学
び
」
を
学
ぶ

こ
と
が
ど
ん
な
こ
と
で
も
最
初
の
一
歩
に
な
る
と
思
っ
た
。（
女
子
Ｔ
・

Ａ
）

●
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
問
い
を
持
ち
、
考
え
、
意
味
や
答
え

を
見
い
だ
し
て
い
く
こ
と
が
「
学
び
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
自
分
は
教

師
を
目
指
し
て
い
る
け
れ
ど
、
生
徒
に
す
べ
て
の
意
味
を
伝
え
て
い
く
の

で
は
な
く
、
生
徒
が
自
ら
問
い
か
け
て
追
求
し
て
い
く
場
を
作
る
こ
と
が

大
切
だ
と
感
じ
た
。（
女
子
Ｙ
・
Ｙ
）

　
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
者
が
こ
れ
ま
で
の
〈
学
び
〉
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
私
た

ち
が
形
成
し
て
い
く
べ
き
「
学
び
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
自
ら
の
言
葉
で
語
る

こ
と
が
で
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
三
番
目
の
学
習
者
は
、
自
ら
の
言
葉
で
自
ら

の
〈
学
び
〉
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
認
知
で
き
て
い
な
か
っ
た
学
び
の
ス
タ
イ

ル
を
意
義
あ
る
も
の
と
し
て
認
知
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
四
番
目
の
学
習
者
は
、

こ
れ
ま
で
の
「
学
び
」
を
基
に
し
て
、
自
ら
の
進
路
を
よ
り
よ
い
も
の
に
し
て

い
く
た
め
の
〈
学
び
〉
の
あ
り
方
に
つ
い
て
模
索
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

後
に
、
授
業
を
観
察
し
た
他
の
教
員
か
ら
、
授
業
者
が
「
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
こ
そ

が
師
で
あ
る
の
で
は
」
と
指
摘
し
た
際
に
、
学
習
者
た
ち
が
顔
を
見
合
わ
せ
な

が
ら
誇
ら
し
そ
う
な
顔
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
学

習
者
は
「
学
ぶ
喜
び
」
を
感
じ
て
く
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
学
習
者
は
、
こ
れ
ま
で
「
優
れ
た
学
び
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
語
り

な
が
ら
、
実
は
自
分
自
身
が
そ
の
〈
優
れ
た
学
び
を
実
践
し
て
い
た
〉
こ
と
に

気
づ
い
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
「
学
習
内
容
」
の
視
点
で
自
ら
の
〈
学
習
過
程
〉

を
振
り
返
る
こ
と
に
よ
り
、〈
学
習
過
程
〉
こ
そ
が
「
学
習
内
容
」
で
も
あ
っ
た

こ
と
を
メ
タ
認
知
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
経
験
は
、「
学
ん
だ
内
容
」
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が
即
時
的
に
活
用
さ
れ
る
驚
き
を
伴
っ
た
経
験
と
し
て
、
さ
ら
に
は
〈
学
び
の

過
程
〉
の
意
義
を
認
知
す
る
発
見
を
伴
っ
た
経
験
と
し
て
、
学
習
者
に
「〈
学

び
〉」
が
報
わ
れ
た
感
覚
を
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
感
覚
は
、

翻
っ
て
〈
わ
か
ら
な
さ
〉
を
伴
っ
た
「
学
習
内
容
」
を
〈
わ
か
り
た
か
っ
た
も

の
〉
と
し
て
捉
え
直
さ
せ
（
あ
る
意
味
誤
解
さ
せ
）、
学
び
に
対
す
る
信
頼
感
を

形
成
す
る
き
っ
か
け
と
も
な
っ
て
ゆ
く
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
た
、「
他
者
」
と
い
う
観
点
で
見
れ
ば
、「
今
学
習
し
て
い
る
こ
と
が
自
分

に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
？
」
と
い
う
自
問
が
投
げ
か
け
ら
れ

た
瞬
間
、
学
習
者
に
と
っ
て
の
〈
学
習
過
程
〉
は
「
他
者
」
と
な
る
。
だ
と
す

れ
ば
、
本
時
に
お
い
て
、
学
習
者
は
様
々
な
「
他
者
」
と
の
対
話
を
通
し
て
、

〈
学
習
過
程
〉
と
い
う
「
他
者
」
と
も
対
話
し
意
味
づ
け
て
い
っ
た
と
言
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
、
自
ら
の
〈
学
習
過
程
〉
を
対
話
の
対
象

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
学
習
者
が
批
評
者
の
立
ち
位
置
に

立
ち
な
が
ら
、
自
ら
の
立
ち
位
置
を
メ
タ
的
に
批
評
の
対
象
と
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
ら
の
実
践
を
反
省
的
に
批
評
す
る
反
省
的
批
評
家
（
実

践
家
）
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

３
．〈
わ
か
り
た
い
〉
を
駆
動
さ
せ
る
も
の

　「
知
識
を
得
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
対
象
に
つ
い
て
自
ら
疑
問
を
持
つ
」「『
学

ぶ
』
は
議
論
す
る
こ
と
だ
」「
役
に
立
つ
こ
と
だ
け
が
学
び
で
は
な
い
」「
ど
う

に
か
意
味
を
見
つ
け
よ
う
と
も
が
き
続
け
る
」「
生
徒
が
自
ら
問
い
か
け
て
追

求
し
て
い
く
場
を
作
る
こ
と
が
大
切
だ
」。
こ
れ
ら
の
学
習
者
の
言
葉
は
、
平
成

二
九
年
に
施
行
さ
れ
た
、
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
に
あ
る
文
言
と

も
重
な
る
も
の
で
あ
り
、
現
代
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
「〈
学
び
〉」
の
本
質
を

指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
学
習
者
は
こ
の
よ
う
に
、
極
め
て
現
代
的
で
あ
り
、

「〈
学
び
〉」
の
本
質
に
迫
る
よ
う
な
「
深
い
学
び
」
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
「
深
い
学
び
」
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
、〈
わ
か
ら
な
さ
〉
を
〈
わ
か
り
た
い

も
の
〉
へ
と
転
換
さ
せ
る
授
業
を
捉
え
る
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
対
話
」
と

「
主
体
性
」
で
あ
る
。
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
基
づ
い
て
、〈
わ
か
り
た
い
〉
を
駆

動
さ
せ
る
要
因
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
二
点
に
分
け
て
整
理
す
る
。

　
一
つ
目
は
、
学
習
者
に
自
ら
の
判
断
を
表
出
さ
せ
る
こ
と
を
学
習
活
動
の
軸

に
据
え
た
こ
と
で
あ
る
。
自
ら
が
判
断
す
る
こ
と
は
、
批
評
者
と
し
て
一
人
ひ

と
り
の
筆
者
や
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
、
教
師
な
ど
の
様
々
な
レ
ベ
ル
の
他
者
と
対

話
す
る
た
め
の
ス
タ
ン
ス
を
形
成
す
る
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
他
者
と
対
話
し

意
味
づ
け
て
い
く
こ
と
は
、〈
わ
か
ら
な
さ
〉
を
持
つ
対
象
と
つ
な
が
っ
て
い
く

行
為
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
対
象
と
自
己
と
の
関
わ
り
を
発
見
し
て
い
こ
う
と

す
る
こ
と
は
、
学
習
対
象
を
〈
わ
か
り
た
い
も
の
〉
と
し
て
捉
え
る
足
が
か
り

と
な
る
。

　
そ
し
て
そ
の
媒
材
と
し
て
機
能
し
た
の
が
、
学
習
材
の
配
置
と
本
質
的
な
問

い
で
あ
る
。
本
単
元
に
お
い
て
は
、
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
、
尚
か
つ
学
習

者
の
認
識
と
の
距
離
感
が
異
な
る
学
習
材
を
配
置
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
学
習

者
は
、
情
報
を
構
造
化
す
る
基
盤
と
な
る
他
者
と
つ
な
が
り
な
が
ら
、
情
報
の

構
造
化
を
崩
そ
う
と
す
る
他
者
と
つ
な
が
ろ
う
と
す
る
対
話
を
生
み
出
す
こ
と

が
で
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
、
対
話
の
拠
り
所
と
な
る
判
断

を
導
出
し
、
他
者
に
〈
わ
か
ら
な
さ
〉
を
問
い
か
け
る
た
め
の
観
点
と
な
る
本

質
的
な
問
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
問
い
や
学
習
材
を
工
夫
し
な
が
ら
学

習
者
に
「
他
者
と
の
対
話
」
を
迫
っ
て
い
く
所
に
、「
深
い
学
び
」
が
生
ま
れ
る
。
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二
つ
目
は
、
学
び
の
過
程
自
体
を
意
味
づ
け
る
と
い
う
質
の
高
い
振
り
返
り

を
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
現
代
の
〈
わ
か
ら
な
さ
〉
に
満
ち
た
社
会
に
お
い
て

は
、「
な
ぜ
こ
の
学
習
を
す
る
の
か
？
」
自
体
を
問
う
て
い
く
こ
と
も
求
め
ら
れ

て
い
る
。
中
教
審
の
答
申
に
お
い
て
も
、
特
に
「
主
体
的
な
学
び
」
に
関
す
る

も
の
と
し
て
、「
学
習
を
振
り
返
る
際
、
子
供
自
身
が
自
分
の
学
び
や
変
容
を
見

取
り
自
分
の
学
び
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
、
説
明
し
た
り
評
価
し
た
り
す
る

こ
と
」
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
問
わ
れ
る
の
は
振

り
返
り
の
「
質
」
で
あ
る
。
確
か
に
、
単
元
で
養
わ
れ
た
知
識
や
技
能
を
学
習

者
が
Ａ
～
Ｃ
段
階
で
評
価
し
て
い
く
こ
と
も
大
切
だ
が
、
学
び
の
過
程
と
い
う

他
者
を
自
分
な
り
に
意
味
づ
け
る
場
を
設
け
る
こ
と
が
、「
質
」
の
高
い
振
り
返

り
が
で
き
、「
主
体
的
」
に
学
び
に
向
き
あ
え
る
反
省
的
批
評
家
（
実
践
家
）
と

し
て
学
習
者
を
育
成
す
る
上
で
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
そ
う
い
っ
た
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
今
回
の
単
元
は
、
学
習
者
に
「
学
び
」
に

つ
い
て
の
自
ら
の
判
断
を
求
め
続
け
な
が
ら
、
そ
の
判
断
自
体
を
学
習
材
と
し

て
と
り
あ
げ
、
自
ら
の
〈
学
び
〉
の
意
義
を
発
見
さ
せ
て
い
く
授
業
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
学
習
過
程
そ
の
も
の
が
学
習
内
容
で
あ
る
と
い

う
発
見
や
驚
き
を
伴
っ
た
授
業
過
程
は
、
学
習
者
に
自
ら
の
学
習
の
価
値
を
反

省
的
に
批
評
さ
せ
、
今
後
も
出
会
う
で
あ
ろ
う
〈
わ
か
ら
な
さ
〉
に
対
し
て
信

頼
感
を
持
ち
、〈
わ
か
り
た
い
も
の
〉
と
し
て
つ
な
が
っ
て
い
こ
う
と
す
る
マ
イ

ン
ド
セ
ッ
ト
を
形
成
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

　
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
教
師
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、「
師
」
と
し
て

（
一
見
）
無
意
味
な
こ
と
を
提
示
し
て
、「
こ
れ
が
修
行
で
あ
る
」
と
言
い
張
る

こ
と
が
で
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
そ
の
先
に
、
学
習
者
を
学
び
の

信
仰
者
と
し
て
、
様
々
な
「
他
者
」
に
「
対
話
的
」
に
問
い
を
投
げ
か
け
続
け

る
「
主
体
」
と
し
て
成
立
さ
せ
る
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
む
ろ
ん
、
そ
れ

を
批
判
的
に
捉
え
さ
せ
る
視
点
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
り
、
そ

の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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附
記

　
本
稿
は
、
平
成
二
八
年
一
一
月
一
〇
日
に
津
山
東
高
等
学
校
に
お
い
て
行
わ

れ
た
岡
山
県
高
等
学
校
教
育
研
究
会
国
語
部
会
美
作
支
部
総
会
・
研
究
協
議
会

に
お
い
て
公
開
し
た
授
業
に
、
分
析
・
考
察
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

踏
ま
え
て
、
平
成
二
九
年
八
月
一
一
日
に
行
わ
れ
た
、
第
　
回
広
島
大
学
教
育
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学
部
国
語
教
育
学
会
で
は
発
表
の
機
会
を
い
た
だ
い
た
。
両
会
に
お
い
て
は
、

多
く
の
方
々
か
ら
御
指
導
を
賜
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
学
年
を
二
年
間
に
わ
た
り

と
も
に
指
導
し
た
土
居
一
之
先
生
と
は
、
日
々
対
話
を
繰
り
返
し
な
が
ら
様
々

な
御
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（
岡
山
県
立
津
山
東
高
等
学
校
）
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