
一
　
は
じ
め
に

　
こ
の
た
び
の
研
究
協
議
で
は
次
の
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
の
協
議
を
行
う
こ

と
が
で
き
れ
ば
よ
い
と
考
え
た
。

・
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
漢
文
の
授
業
の
取
り
組
み
の
探
究

・
漢
文
の
授
業
に
何
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か

・
日
々
の
「
漢
文
」
の
授
業
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
働
き
か
け
を
し
て
い
る
か

・
国
語
教
科
書
教
材
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か

・
漢
文
に
対
す
る
学
習
意
欲
を
高
め
、
読
む
力
を
つ
け
る
こ
と
に
つ
な
が
る
工

夫
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か

　
中
嶋
勇
太
、
阿
部
正
和
、
冨
安
慎
吾
の
三
先
生
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
で
の

実
践
と
研
究
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
く
だ
さ
っ
た
。

二
　
漢
文
学
習
に
お
け
る
対
話
的
思
考

　
中
嶋
勇
太
先
生
の
「
学
習
者
の
実
態
を
捉
え
た
漢
文
の
授
業
実
践
─「
イ
マ
コ

コ
」
の
相
対
化
を
め
ざ
し
て
─
」
は
、「
①
古
典
世
界
の
人
々
と
問
題
を
共
有
し

て
彼
ら
と
対
話
し
、
／
②
そ
の
対
話
を
通
し
て
他
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方

を
知
る
と
同
時
に
、
／
③
自
己
の
も
の
の
見
方
・
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
、
／

④
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
古
典
作
品
の
意
義
、
価
値
に
つ
い
て
学
習
者
が
考
え

を
深
め
る
。
／
と
い
う
学
習
活
動
が
こ
れ
か
ら
の
古
典
教
育
、
そ
し
て
漢
文
教

育
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
仮
説
を
立
て
て
行
わ
れ
た
、
二
つ

の
学
校
で
の
授
業
実
践
と
そ
の
考
察
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
中
嶋
先
生
の
漢
文
授
業
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
論
考
の
副
題
に
も
使
わ
れ
て
い

る
「
イ
マ
コ
コ
」
で
あ
る
。「
イ
マ
コ
コ
」
と
は
何
か
。
論
考
の
「
２
」
を
参
照

す
る
と
、
そ
れ
は
、
通
時
的
な
軸
（「
タ
テ
（
＝
時
代
）」）
と
共
時
的
な
軸
（
ヨ

コ
（
＝
国
））
と
で
形
成
さ
れ
る
座
標
軸
の
交
わ
る
場
所
で
あ
り
、
そ
の
人
に

と
っ
て
の
現
在
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
で
「『
こ
の
よ
う
な
人
物
が
こ
の
よ
う

な
思
想
を
唱
え
た
』
と
い
っ
た
知
識
の
獲
得
で
は
な
く
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う

ち
に
自
ら
の
価
値
観
や
思
考
様
式
に
内
在
化
し
て
い
る
古
代
中
国
か
ら
つ
な
が

る
思
想
を
相
対
化
す
る
」
こ
と
に
、「
漢
文
学
習
」
の
重
要
性
を
み
る
。

　
国
語
教
科
書
教
材
「
漢
文
の
す
す
め
─
─
未
来
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
」（
加
藤

徹
）
か
ら
「
典
故
＝
リ
ン
ク
す
る
こ
と
」
と
「
過
去
、
現
在
、
未
来
を
シ
フ
ト

─　　─１２４

【
第
　
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】
ま
と
め

５８

中
学
校
・
高
等
学
校
国
語
科
に
お
け
る
漢
文
の
授
業

山
　
元
　
隆
　
春



す
る
」
と
い
う
二
つ
の
視
点
を
得
て
、
実
践
が
展
開
さ
れ
た
。

　
授
業
実
践
①（
熊
本
県
立
宇
土
高
校
）
は
、『
論
語
』『
韓
非
子
』
そ
れ
ぞ
れ
の

「
直
躬
」
を
取
り
上
げ
比
較
し
な
が
ら
「「
公
」
と
「
私
」
の
対
立
」
と
い
う
重

要
な
問
題
領
域
を
検
討
し
、
そ
の
上
で
『
史
記
』（
司
馬
遷
）「
石
奢
」
を
読
み
、

そ
こ
で
は
「
編
集
者
」
と
し
て
テ
キ
ス
ト
に
反
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
比
べ
て
読
ん
で
発
見
す
る
力
と
、
編
集
者
と
し
て
物
語
の
描
き
方
を
意
識

し
て
把
握
し
、
論
評
す
る
力
を
育
て
る
実
践
で
あ
る
。

　
授
業
実
践
②（
熊
本
県
立
球
磨
工
業
高
校
）
は
、「『
イ
マ
コ
コ
』
以
外
へ
の
思

考
を
な
い
、
で
き
な
い
」
生
徒
の
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
「『fun

   
』
で
は
な
く
、

『interesting

           
』
を
目
指
」
し
、「『
イ
マ
コ
コ
』
か
ら
少
し
離
れ
、
抽
象
的
に
『
社

会
』
や
『
人
間
』
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
思
考
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
願
い

を
も
っ
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
実
践
で
は
「
漢
文
」
こ
そ
生
徒
の

「
イ
マ
コ
コ
」
か
ら
彼
ら
を
時
間
的
に
も
地
理
的
に
も
解
き
放
つ
教
材
に
な
る
と

し
て
い
る
。「
推
敲
」
を
は
じ
め
と
し
た
「
故
事
成
語
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
こ
の

実
践
で
の
漢
文
教
材
で
あ
る
が
、
①「
故
事
成
語
が
有
し
て
い
る
価
値
観
を
授
業

者
が
一
般
化
し
た
形
に
落
と
し
込
み
」、
②「
そ
の
価
値
観
に
対
す
る
蛾
学
習
者

そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
を
書
き
、
発
表
」
し
、
③「
自
ら
の
考
え
と
故
事
成
語
が
有
す

る
価
値
観
の
際
や
共
通
点
を
認
識
」
し
、
④「
現
代
と
故
事
成
語
が
で
き
た
当
時

の
背
景
の
違
い
や
共
通
点
に
思
い
を
巡
ら
せ
る
」
と
い
う
展
開
で
授
業
が
行
わ

れ
た
。
授
業
実
践
②
で
は
「
現
代
語
訳
」
を
授
業
者
が
準
備
し
て
い
る
。

　
授
業
実
践
①
で
は
、
比
べ
読
み
と
批
評
的
な
ス
タ
ン
ス
で
の
読
み
を
行
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
学
習
者
の
「
イ
マ
コ
コ
」
す
な
わ
ち
、
人
間
の
行
為
に
つ
い
て

学
習
者
が
漠
然
と
も
っ
て
い
た
自
身
の
価
値
観
（「
正
し
さ
」）
を
意
識
し
、
そ

の
上
で
相
対
化
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。『
史
記
』
が
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、『
史
記
』
の
人
物
や
記
述
者
の
価
値
観
を
意
識
的
に
捉

え
て
、
重
要
な
部
分
を
考
え
る
よ
う
な
読
み
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。

　
授
業
実
践
②
で
は
、
故
事
成
語
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
よ
そ
事
と
し
て
捉
え
ず
に
、

む
し
ろ
学
習
者
の
「
イ
マ
コ
コ
」
を
強
く
意
識
さ
せ
る
契
機
に
な
る
も
の
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。「
イ
マ
コ
コ
」
の
問
題
化
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る

だ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
、
中
嶋
先
生
も
、
加
藤
徹
氏
の
言
葉
を
借
り
て
「『
リ
ン
ク

し
て
「（
別
々
の
も
の
が
つ
な
が
れ
て
）
い
る
』『
そ
こ
に
は
差
異
が
確
か
に
存

在
す
る
』
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
か
ら
自
己
の
相
対
化
は
始
ま
る
と
考

え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
田
中
宏
幸
氏
の
言
葉
を
踏
ま
え
て
、
中
嶋
先
生
が
し
て
い
る
「『
同
化
』
の
プ

ロ
セ
ス
は
そ
の
よ
う
な
「
相
対
化
」
の
前
提
と
し
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
漢
文
の
作
者
や
登
場
人
物
へ
の
「
同
化
」
は
そ
れ
ほ
ど

容
易
な
営
み
で
は
な
い
。
一
旦
は
文
章
の
仕
掛
け
に
は
ま
っ
て
、
そ
の
当
事
者

の
立
場
に
立
っ
て
、
当
事
者
が
経
験
し
た
こ
と
を
追
体
験
す
る
こ
と
が
必
要
と

な
る
。
そ
れ
が
自
己
と
の
対
話
の
契
機
と
な
り
、
自
分
の
「
正
し
さ
」
と
い
う

曖
昧
な
概
念
を
相
対
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。「
イ
マ
コ
コ
」
か
ら
離
れ
て
い

く
た
め
の
条
件
で
も
あ
る
。
中
嶋
先
生
は
、「
イ
マ
コ
コ
」
か
ら
離
れ
て
成
長
し

て
い
く
た
め
の
「
漢
文
」
の
意
義
を
、
二
つ
の
授
業
実
践
の
分
析
を
通
じ
て
こ

の
よ
う
な
か
た
ち
で
明
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

三
　
漢
文
学
習
に
お
け
る
「
テ
キ
ス
ト
の
主
体
」
と
の
対
話

　
阿
部
正
和
先
生
の
論
考
は
、
複
数
の
テ
キ
ス
ト
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て

「
問
題
」
を
う
み
だ
す
に
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
こ
と
を
、
教
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材
論
と
し
て
掘
り
下
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
複
数
の
教
材
の
組
み
合
わ
せ
の
な

か
で
新
し
い
授
業
づ
く
り
を
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
単
元
づ
く
り
が
適
切
か
」

と
い
う
田
中
宏
幸
氏
の
問
題
提
起
を
踏
ま
え
た
、
複
数
の
漢
詩
（
唐
詩
）
教
材

を
用
い
た
授
業
づ
く
り
の
提
案
で
あ
る
。

　
阿
部
先
生
は
、「
複
数
の
教
材
の
組
み
合
わ
せ
」
と
し
て
、
Ａ【
人
と
自
然
の

関
係
を
考
え
さ
せ
る
授
業
】、
Ｂ【「
春
雨
」
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
授
業
】、
Ｃ

【
声
の
記
憶
を
考
え
さ
せ
る
授
業
】
と
い
う
三
つ
の
観
点
を
設
定
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
、
漢
詩
（
唐
詩
）
を
軸
に
し
て
、
複
数
教
材
を
組
み
合
わ
せ
る
た
め
の

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
あ
る
。

　
Ａ【
人
と
自
然
の
と
の
関
係
を
考
え
さ
せ
る
授
業
】
で
は
、
杜
甫
の
「
春
望
」

と
「
春
夜
喜
雨
」
と
を
読
み
比
べ
さ
せ
、「
人
と
自
然
と
の
距
離
感
」
等
を
生
徒

に
考
え
さ
せ
る
提
案
で
あ
る
。
阿
部
先
生
の
提
案
は
、
テ
キ
ス
ト
内
容
理
解
に

終
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
読
み
比
べ
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
学
習
者
自
身
が

「
自
ら
の
認
識
を
拡
充
・
深
化
さ
せ
る
こ
と
」
を
め
ざ
し
た
提
案
で
も
あ
っ
た
。

　
Ｂ【「
春
雨
」
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
授
業
】
は
、
Ａ
で
も
用
い
た
杜
甫
「
春

夜
喜
雨
」
と
、
正
岡
子
規
の
「
く
れ
な
ゐ
の
二
尺
伸
び
た
る
薔
薇
の
芽
の
針
や

は
ら
か
に
春
雨
の
ふ
る
」
と
い
う
短
歌
と
の
読
み
比
べ
等
を
通
し
て
、「
同
じ
ア

ジ
ア
に
生
き
る
も
の
の
言
葉
」「
ふ
る
く
か
ら
日
本
語
の
中
に
根
を
お
ろ
し
て

生
き
て
き
た
言
葉
」
を
学
習
者
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
を
め
ざ
し
し
て
い
る
。

　
Ｃ【
声
の
記
憶
を
考
え
さ
せ
る
授
業
】
は
、
杜
甫
「
月
夜
」
と
李
白
「
静
夜

思
」
を
使
う
授
業
の
提
案
で
あ
り
、
阿
部
先
生
ご
自
身
の
研
究
上
の
関
心
か
ら

生
ま
れ
た
観
点
で
あ
る
。
国
語
教
科
書
の
漢
詩
教
材
に
「
教
科
書
に
お
い
て
は

視
覚
に
関
連
す
る
問
い
が
多
く
設
け
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
聴
覚
に
関
す
る
問

い
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
経
験
か
ら
発
想
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、「「
声
の
記
憶
を
考
え
さ
せ
る
」
視
点
を
導
入
し
、
テ
キ
ス
ト
の

主
体
の
「
心
」
に
」
学
習
者
を
迫
ら
せ
よ
う
と
す
る
試
み
で
も
あ
る
。

　
論
考
の
最
後
の
方
で
、
鷲
田
清
一
氏
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
阿
部
先
生
が
考

察
し
て
い
る
よ
う
に
、「〈
い
ま
〉〈
こ
こ
〉
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
ち
に
く
く
、

視
覚
の
風
景
と
聴
覚
の
風
景
が
錯
綜
し
て
い
る
私
た
ち
」
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の

「
テ
キ
ス
ト
の
主
体
の
「
心
」
に
よ
り
迫
る
」
試
み
が
よ
り
重
要
に
な
る
と
、
私

自
身
も
考
え
る
。
こ
れ
は
、「
本
当
に
大
切
な
も
の
は
目
に
見
え
な
い
」「
心
で

見
な
く
ち
ゃ
、
も
の
ご
と
は
よ
く
見
え
な
い
」
と
い
っ
た
『
星
の
王
子
さ
ま
』

（
サ
ン
テ
グ
ジ
ュ
ベ
リ
）
の
言
葉
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
提
案
で
も
あ
る
。

　
阿
部
先
生
が
提
案
さ
れ
た
、
三
つ
の
観
点
は
、
い
ず
れ
も
、
学
習
者
の
理
解

プ
ロ
セ
ス
を
発
動
さ
せ
る
た
め
の
道
標
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
漢
文
の
「
テ

キ
ス
ト
の
主
体
」
と
の
学
習
者
が
対
話
す
る
た
め
の
入
り
口
を
示
す
も
の
で
あ

る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

四
　
漢
文
の
授
業
実
践
を
整
理
す
る
枠
組
み
の
提
案

　
冨
安
慎
吾
先
生
の
論
考
は
、「
個
々
の
実
践
者
・
研
究
者
が
提
案
を
行
っ
て
も
、

そ
れ
が
漢
文
学
習
の
ど
の
よ
う
な
側
面
に
光
を
当
て
、
従
前
の
実
践
・
研
究
と

ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
体
系
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
難
し
い
」
と

い
う
、
漢
文
学
習
指
導
研
究
の
課
題
に
取
り
組
む
た
め
に
「
漢
文
学
習
の
学
習

内
容
を
整
理
す
る
枠
組
み
」
を
提
案
し
た
も
の
で
あ
る
。「
学
習
内
容
を
整
理
す

る
枠
組
み
」
と
は
す
な
わ
ち
、
漢
文
学
習
指
導
実
践
の
見
方
で
あ
り
、
漢
文
の

授
業
を
つ
く
る
た
め
の
視
点
で
も
あ
り
、
漢
文
学
習
の
見
取
り
図
で
も
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
漢
文
の
学
習
を
通
し
て
何
が
為
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
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を
評
価
す
る
た
め
の
見
取
り
図
に
も
な
る
。

　
冨
安
先
生
は
、
教
育
学
者
・
石
井
英
真
に
よ
る
「
学
校
で
育
て
る
能
力
の
階

層
性
を
捉
え
る
枠
組
み
」
を
吟
味
・
検
討
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
も
と
に
漢
文
学

習
の
学
習
内
容
を
再
考
す
る
「
枠
組
み
」
を
構
築
し
て
い
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス

で
、
石
井
の
言
う
「
内
容
知
」（「
事
実
的
知
識
」（
知
っ
て
い
る
）、「
概
念
的
知

識
」（
わ
か
る
）、「
原
理
」（
使
え
る
））
と
「
方
法
知
」（「
技
能
」（
で
き
る
）、

「
方
略
」（
わ
か
る
）、「
方
法
論
」（
使
え
る
））
と
し
て
示
さ
れ
た
六
つ
の
視
点

か
ら
記
述
さ
れ
る
「
認
知
シ
ス
テ
ム
」
を
も
と
に
、
漢
文
学
習
の
学
習
内
容
の

地
図
を
描
く
原
理
を
探
求
し
た
。
そ
の
探
求
を
通
し
て
「
漢
文
学
習
の
学
習
内

容
は
、「
原
理
」
や
「
方
法
論
」、「
概
念
的
知
識
」
や
「
方
略
」
を
ノ
ー
ド
（
結

節
点
）
と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
描
く
こ
と
が
有
効
で
は
な
い
か
」「
こ
の

と
き
、
全
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
表
の
よ
う
な
ツ
リ
ー
構
造

で
は
な
く
、
格
子
に
も
似
た
セ
ミ
・
ラ
テ
ィ
ス
構
造
を
描
く
で
あ
ろ
う
こ
と
に

留
意
し
た
い
」
と
し
て
、
新
し
い
「
枠
組
み
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て
い
る
。

　「
格
子
に
も
似
た
セ
ミ
・
ラ
テ
ィ
ス
構
造
」
と
は
、　
年
ほ
ど
前
、
情
報
学
・

２０

メ
デ
ィ
ア
学
の
ヴ
ィ
レ
ム
・
フ
ル
ッ
サ
ー
や
室
井 

が
、
近
代
の
「
劇
場
型
」

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
に
対
し
て
、
高
度
情
報
化
時
代
の
新
し
い
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
タ
イ
プ
と
し
て
描
い
た
「
格
子
型
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
と
似
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
れ
た
知
の
構
造
を
考
え

る
場
合
に
、
こ
の
よ
う
な
思
考
様
式
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
冨
安
論
の
意
図
は
、
石
井
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
従
来
か
ら
蓄
積
さ
れ

て
き
た
漢
文
学
習
に
関
す
る
「
知
」
を
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
が
ア
ク
セ
ス

可
能
に
す
る
た
め
の
（
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
知
に
つ
い
て
は
教
師
だ
け
で
な

く
て
生
徒
も
ア
ク
セ
ス
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）「
枠
組
み
」
を
つ
く
る

尚１

こ
と
に
あ
っ
た
。「
ツ
リ
ー
構
造
」
の
枠
組
み
で
考
え
る
と
、
必
ず
表
層
／
深
層

の
構
造
化
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
経
験
の
浅
い
者
は
ア
ク
セ
ス
が
む
ず
か

し
く
な
る
と
い
う
危
惧
が
、
こ
の
よ
う
な
「
格
子
」
状
の
構
造
を
そ
な
え
た
枠

組
み
を
つ
く
る
必
要
性
の
指
摘
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
学
び
の
「
資
源
」
と
し
て
の
漢
文
テ
キ
ス
ト
を
、
そ
れ
を
取
り

巻
く
状
況
も
含
め
て
考
え
て
い
く
た
め
に
、
冨
安
先
生
は
論
考
の
後
半
で
、
具

体
的
な
実
践
報
告
二
つ
を
も
と
に
、
仮
説
と
考
え
ら
れ
た
「
枠
組
み
」
を
適
用

し
た
実
践
記
録
の
「
読
み
方
」
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
宮
久
保
ひ
と
み

氏
と
松
川
利
広
氏
の
実
践
報
告
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

　
こ
の
実
践
で
は
、「
原
理
」
や
「
方
法
論
」「
方
略
」
な
ど
は
直
接
的
に
は

述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
問
題
に
所
在
も
（
中
略
＝
山
元
）
高
次
の
学
習
内
容

に
触
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
上
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
と
（
本
文
で
は
「
内
容
知
」「
方
法

知
」「
学
習
者
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
／
使
用
す
る
教
材
」
の
項
目
で
当
該
実
践
を

整
理
し
た
表
が
加
え
ら
れ
て
い
る
─
山
元
注
）、
そ
の
概
念
的
知
識
は
太
田

（
二
〇
一
四
）
の
も
の
と
通
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。（
中
略
＝
山

元
）

　
さ
ら
に
、【
日
本
語
の
文
字
の
成
立
過
程
】
は
【
訓
読
の
方
法
】
と
い
う
技

能
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
先
に
見
た
篭
島
千
裕
（
二
〇
一
七
）
に
お
い
て

も
「
訓
読
に
し
た
が
っ
た
書
き
下
し
方
」
と
し
て
【
訓
読
の
仕
方
】
を
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
た
。

　
引
用
文
の
な
か
の
、
二
つ
の
実
践
報
告
に
つ
い
て
は
冨
安
先
生
の
論
考
で
考
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察
の
対
象
と
な
っ
た
、
二
九
一
本
の
漢
文
学
習
指
導
実
践
報
告
の
な
か
の
も
の

で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
右
に
引
用
し
た
範
囲
で
、
三
つ
の
実
践
報
告
の
共
通

項
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
作
業
は
、
あ
ら
ゆ
る
漢
文
学
習
に

共
通
す
る
要
素
を
掘
り
起
こ
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、

そ
の
実
践
（
授
業
）
の
な
か
で
め
ざ
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
首
尾
／
不
首
尾
や
、

め
ざ
し
て
は
い
な
か
っ
た
が
果
た
さ
れ
た
こ
と
等
を
明
ら
か
に
す
る
。
冨
安
先

生
は
最
後
に
「
こ
の
よ
う
に
つ
な
が
り
を
見
て
い
く
と
、
共
起
関
係
に
あ
る
原

理
や
方
法
論
、
概
念
的
知
識
な
ど
を
可
視
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
文
学
習

の
学
習
内
容
に
つ
い
て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
描
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
分
析
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
ぞ
れ
の
実
践
報
告
の
当
事
者
が
実
践
を
進
め
る
過
程
で
意
識
し
て
い
た
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
確
認
か
も
し
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
当
事
者
が

意
識
し
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
実
践
に
お
い
て
有
効
に
機
能
し
、
学

習
者
に
も
た
ら
さ
れ
た
学
び
の
成
果
の
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
漢
文
学
習
で
何
が

為
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
「
可
視
化
」 

、
目
標
準
拠
の
評
価
で
は

見
落
と
さ
れ
た
り
、
排
除
さ
れ
た
り
し
ま
う
、
学
習
過
程
に
お
い
て
教
師
と
学

習
者
が
、
予
定
外
に
発
見
し
た
新
た
な
学
び
を
す
く
い
取
る
可
能
性
を
持
つ
。

新
た
な
「
枠
組
み
」
は
そ
の
点
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ば

漢
文
学
習
の
無
意
識
を
あ
ぶ
り
だ
す
「
枠
組
み
」
で
あ
る
。

五
　
ま
と
め

　
五
年
ほ
ど
前
ま
で
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
か
ら
の
教
員
研
修
留
学
生
に
修
士
の

し２

学
位
を
出
す
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
で
、
英
語
で
行
う
「
中
等
教
育
科
学
Ⅱ
」
と

い
う
授
業
を
毎
年
前
期
末
に
２
コ
マ
ほ
ど
担
当
し
た
こ
と
が
あ
る
。
日
本
の
中

学
校
・
高
等
学
校
の
国
語
科
教
育
に
つ
い
て
話
を
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
と

う
ぜ
ん
「
漢
文
」
に
つ
い
て
も
説
明
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
の
学
習
指
導

要
領
を
英
語
に
訳
し
、
た
ど
た
ど
し
い
英
語
で
説
明
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ

が
、
受
講
生
の
英
語
能
力
の
方
が
高
か
っ
た
の
で
、
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
は

い
ろ
い
ろ
と
質
問
を
し
て
も
ら
い
、
か
え
っ
て
気
が
楽
に
な
っ
た
の
を
記
憶
し

て
い
る
。
そ
の
際
に
、「
な
ぜ
日
本
の
中
学
生
・
高
校
生
は
国
語
の
授
業
で
『
漢

文
』
を
学
ぶ
の
か
？
」
と
い
う
質
問
が
あ
っ
た
、
私
が
「
漢
文
」
を
、C

hinese

 
       

sentences

         

と
訳
し
て
、
そ
れ
が
指
導
事
項
の
な
か
に
含
ま
れ
る
と
説
明
し
た
た

め
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
日
本
の
「
国
語
」
な
の
にC

hinese

 
      

な
の
か
と
い
う
素
朴

な
疑
問
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
当
時
の
資
料
を
引
っ
張
り
出
し
て
み
る

と
、
こ
の
質
問
へ
の
回
答
覚
え
書
き
と
し
て
次
の
よ
う
な
メ
モ
が
あ
っ
た
。

B  

ecause
Japanese

language
culture

hav

                                    

e
been

rooted
in
C
hinese

                  
       

language
culture.

I
think

Japanese
p

                                    eople
have

           created
ow
n
language

          
           

culture
by
refashioning

C
hinese

lang

                         
           uage

and
culture

                 
（
中
国
の
言
語
と

文
化
を
つ
く
り
直
し
な
が
ら
自
文
化
を
つ
く
り
出
し
て
き
た
）.N

ot
only

   
        

language
but
also
social

system
,pol

                               
     itical

system
,fashion,rituals,so

             
                       on.

    

S
o
Japanese

students
should

learn
C
h

                                   
 inese

language
and
culture

                           f  or    

rethinking
our
ow
n
language

and
cult

                 
                   ure

    （
自
分
た
ち
の
言
葉
と
文
化
を
考

え
直
す
た
め
に
）.  

　
三
人
の
先
生
の
論
考
も
「
中
国
の
言
語
と
文
化
を
つ
く
り
直
し
な
が
ら
自
分
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か
を
つ
く
り
出
し
て
き
た
」
も
の
で
あ
り
、「
自
分
た
ち
の
言
葉
と
文
化
を
考
え

直
す
」
き
っ
か
け
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
、
漢
文
学
習
の
現
在
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
け
ば
い
い
の
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
の
創
見
に
溢
れ
て
い
た
。

　
漢
文
学
習
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
松
岡
正
剛
の
近 

に
与
謝
蕪
村
の

「 
凧 
き
の
ふ
の
空
の
あ
り
ど
こ
ろ
」
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
解
釈
が
あ
る
。

い
か
の
ぼ
り

　
正
月
の
凧
を
見
て
い
る
と
一
日
前
の
空
に
揚
っ
て
い
た
凧
の
こ
と
を
思
い

出
し
た
と
か
、
去
年
の
大
晦
日
や
正
月
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
と
か
、
た
し

か
中
村
草
田
男
が
そ
う
い
う
解
釈
を
し
て
い
た
が
、「
き
の
う
の
空
も
寸
分
違

わ
ず
こ
の
と
お
り
の
こ
と
で
あ
っ
た
」
な
ど
と
い
う
句
で
は
な
い
。
蕪
村
は

凧
の
舞
う
空
の
一
隅
に
「
き
の
ふ
の
空
」
と
い
う
当
体
を
「
あ
り
ど
こ
ろ
」

と
し
て
掴
ま
え
た
の
で
あ
る
。
不
確
実
だ
が
、
こ
れ
が
蕪
村
が
掴
ま
え
た

「
あ
り
ど
こ
ろ
」
だ
っ
た
。
空
を
仰
い
だ
と
こ
ろ
に
「
き
の
ふ
の
空
」
な
ど
あ

る
は
ず
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
一
点
の
凧
の
よ
う
な
何
か
が
そ
こ
に
ち
ら
ち

ら
動
向
し
て
い
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
古
今
を
ま
た
ぐ
「
あ
り
ど
こ
ろ
」
も
ま
で

及
べ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
「
散
り
て
の
ち
お
も
か
げ
に
た
つ
牡
丹
か
な
」
と
い
う
蕪
村
の
句
に

つ
い
て
「
牡
丹
は
も
う
散
っ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
面
影
が
の

こ
っ
て
い
る
。
蕪
村
の
牡
丹
は
そ
の
面
影
の
中
に
あ
る
」
と
解
釈
し
、「
牡
丹
に

つ
い
て
の
主
観
で
も
客
観
で
も
な
く
、
表
現
主
体
や
客
体
描
写
で
す
ら
な
い
。

牡
丹
に
よ
っ
て
忽
然
と
あ
ら
わ
れ
た
「
寂
」
と
「
絶
え
間
」
と
「
お
も
か
げ
」

だ
け
を
詠
ん
だ
」
と
言
い
「
ま
っ
た
く
溜
息
が
出
る
」
と
し
て
い
る
。

著３

　「
き
の
ふ
の
空
の
あ
り
ど
こ
ろ
」
を
探
る
営
み
に
な
っ
た
と
き
、
漢
文
学
習
も

ま
た
学
習
者
の
現
在
と
こ
れ
か
ら
の
大
き
な
力
に
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。

漢
文
テ
キ
ス
ト
に
「
き
の
ふ
の
空
」
が
そ
の
ま
ま
描
か
れ
て
い
る
は
ず
は
な
い
。

む
し
ろ
漢
文
テ
キ
ス
ト
に
「
一
点
の
凧
の
よ
う
な
何
か
」
を
捉
え
る
こ
と
で
、

「
古
今
を
ま
た
ぐ
「
あ
り
ど
こ
ろ
」」
を
私
た
ち
は
捉
え
う
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
い
う
経
験
が
か
な
う
な
ら
、
漢
文
学
習
は
そ
の
生
徒
に
と
っ
て
「
い
ま
・

こ
こ
」
を
生
き
る
た
め
の
原
動
力
に
な
る
。
三
先
生
は
、
そ
の
「
凧
の
よ
う
な

何
か
」
を
、
ま
た
「
お
も
か
げ
に
た
つ
牡
丹
」
を
、
生
徒
た
ち
に
捉
え
さ
せ
る

た
め
に
、
為
す
べ
き
道
を
探
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
深
く
感
謝
し
た
い
。

注１
　
ヴ
ィ
レ
ム
・
フ
ル
ッ
サ
ー
（
村
上
淳
一
訳
）（
一
九
九
七
）『
テ
ク
ノ
コ
ー

ド
の
誕
生
─
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
序
説
─
』
東
京
大
学
出
版
会
、
室
井

尚
（
二
〇
〇
〇
）『
哲
学
問
題
と
し
て
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
─
ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
迷

宮
と
翼
─
』
講
談
社
。
こ
れ
ら
の
著
作
で
も
「
格
子
型
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
モ
デ
ル
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

２
　
ジ
ョ
ン
・
ハ
ッ
テ
ィ
　
原
田
信
之
訳
（
二
〇
一
七
）『
学
習
に
何
が
最
も
効

果
的
か
─
メ
タ
分
析
に
よ
る
学
習
の
可
視
化
◆
教
師
編
◆
』
あ
い
り
出
版

３
　
松
岡
正
剛
（
二
〇
一
七
）『
擬M

O
D
O
K
I

 
 
 
 
 
 

─「
世
」
あ
る
い
は
別
様
の
可
能

性
─
』
春
秋
社
。
こ
の
く
だ
り
は
、
同
書
の
第
二
綴
「
き
の
ふ
の
空
」
に
よ

る
。

（
広
島
大
学
）
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