
斎
藤
喜
門
研
究

―

「

ひ

と

り

学

び

｣

を

中

心

に

―

益

地

憲

一

は
じ
め
に

全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
の
名
誉
会
員
で
あ

っ
た
欝
藤
喜
門
は
､
戦
後
成
立
し
た
新
制
中
学
校
を
中
心
に
長
く
我
が
国
国
語
教
育
に
か
か

わ

っ
た
｡
そ
の
期
間
は
､
昭
和
十
四
年
三
月
秋
田
師
範
を
卒
業
後
､
平
成
七
年
に
逝
去
す
る
ま
で
の
五
十
六
年
に
わ
た

っ
て
い
る
｡
本
論
考

に
お
い
て
は
'
斎
藤

の
国
語
研
究
の
足
跡
を
た
ど
り
､
氏
の
主
張

･
実
践
の

一
つ
の
到
達
点
で
あ
る

r
ひ
と
り
学
び
｣
を
取
り
上
げ
､
そ
の

成
立
過
程
と
基
本
的
な
考
え
方
を
中
心
に
考
察
を
加
え
る
｡

1

督
藤

喜

門

の
実

践

･
研
究

の
歩

み

斎
藤
菩
門
は
､
昭
和
十
四
年
秋
田
県
下
の
高
等
尋
常
小
学
校
を
初
任
校
と
し
て
'
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
附
属
小
学
校
訓
導
､
同
中
学

校

(
の
ち
'
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
中
学
校
と
改
称
)
教
諭
と
し
て
四
十
三
年
間
を
実
践
人
と
し
て
過
ご
し
た
｡
そ
の
間
'
雑
誌

･
著
書

や
全
国
大
学
国
語
学
会
お
よ
び
飛
田
多
事
雄
の
主
宰
す
る
国
語
教
育
実
践
理
論
の
会
等
を
活
躍
の
場
と
し
て
国
語
教
育
の
実
践

･
研
究
者
と



し
て
の
歩
み
を
続
け
た
｡
官
藤

の
国
語
教
育
関
係
の
著
香

･
論
文
執
筆
数
は
､
教
科
雷

･
指
導
書
関
係
を
除
き
'
著
書

(単
著

･
共
著

･
締

着

･
監
修
)
十
九
冊
､
論
文

･
実
践
報
告
等
三
百
三
十
､
計
三
百
五
十
に
達
す
る
｡
(
注

1
)

繁
藤

の
国
語
教
育
者
と
し
て
の
歩
み
は
､
教
職
歴
と
国
語
教
育
関
係
の
著
書

･
論
文
等
を
も
と
に
､
次
の
よ
う
に
大
き
く
三
期
に
分
け
て

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

質

-
期

蓄
積
期

(
昭
和
十
四
年
か
ら
昭
和
三
十

一
年
頃
ま
で
)

秋
田
県
下
小
学
校
訓
導

･
女
高
師
附
属
小
訓
導

･
初
期
附
属
中
学
時
代

第

Ⅱ
期

活
躍
期

(
昭
和
三
十
二
年
頃
か
ら
昭
和
五
十
七
年
頃
ま
で
)

実
践
人
'
研
究
者
と
し
て
の
活
躍
の
場
が
増
え
､
こ
の
期
の
後
半

r
ひ
と
り
学
び
｣
の
研
究
に
入
る
｡

第

Ⅲ
期

後
進
指
導
期

(
昭
和
五
十
七
年
四
月
か
ら
平
成
七
年
ま
で
)

昭
和
五
十
七
年
三
月
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
中
学
校
退
官
以
降

な
お
'
第

Ⅱ
期
以
降

の
､
著
書

･
論
文
以
外
の
主
な
活
躍
の
場
と
顕
著
な
活
動
の
名
称
を
列
挙
す
れ
ば
､
次
の
よ
う
に
な
る
｡

①
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会

(
常
任
理
事

･
名
誉
会
員
)
/
②
教
科
書
編
集
委
員

(
教
育
図
書

･
二
葉

･
東
京
書
籍
)
/
③
中
?
ほ
?

㍗

指
導
要
領
作
成
委
員

(
昭
和
三
十
三
年
度
版

･
同
E
l十
三
年
度
版

･
同
五
二
年
度
版
)
/
◎
国
語
教
育
実
践
理
論
の
会

(
m
∧
1.tl八
･
･:.r
r

/
⑤
お
茶
の
水
女
子
大
学

･
都
留
文
科
大
学

･
日
体
大
等
の
講
師

･
教
授
/
⑥
第
九
回
博
報
賞

(
国
語
教
育
部
門
)
安
井
/
.m
E
門
田

L.

研
究
所
理
事
等



こ
う
し
た
五
十
五
年
間
に
わ
た
る
国
語
教
育
者
と
し
て
の
歩
み
に
お
い
て
'
欝
藤

の
実
践

･
研
究
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
'
あ
く
ま
で
も

実
践
を
尊
び
､
実
践

の
中
に
理
論
的
証
左
を
求
め
よ
う
と
す
る
姿

で
あ
る
｡
欝
藤
が
特
に
力
を
入
れ
て
取
り
組
ん
だ
領
域
は
作
文
と
古
典
で

あ
る
が
､
他

の
領
域
に
お
い
て
も
学
習
者
に
学
び
実
践
的
に
探
求
し
続
け
る
姿
勢
は
終
生
変
わ
ら
な
か

っ
た
｡
そ
う
し
た
実
践
に
お
け
る
試

行
錯
誤
の
中
か
ら
生
み
出
し
た
学
習
指
導
法
が
'
学
び
方
指
導
'
自
主
的

･
創
造
的
学
習
と
し
て
の

｢
ひ
と
り
学
び
｣
で
あ
る
｡

以
下
､
第

Ⅱ
期
後
期
か
ら
第
Ⅲ
期
前
期
に
か
け
て
試
行
集
成
さ
れ
た

r
ひ
と
り
学
び
｣
の
成
長
過
程
を
中
心
に
考
察
を
行
な
う
｡

2

｢
ひ
と
り
学
び
｣
の
成
立
と
そ
の
基
本
的
構
図

腎
藤

の

r
ひ
と
り
学
び
)
の
研
究
は
'
昭
和
四
十
七
年
頃
に
始
ま

っ
た
が
､
そ
の
研
究
に
か
か
わ
る
著
書
と
主
要
論
文
を
執
筆
順
に
示
せ

ば
､
次
の
よ
う
に
な
る
｡
(
行
末
に

r
四
九

･
六
｣
の
形
で
示
し
た
執
筆
年
月
は
'
糾
～

M

は
昭
和
'
3
:は
平
成
で
あ
る
｡
な
お
､
以
下
本
論

文
中
で
は
､
書
名

･
論
文
名
は
原
則
と
し
て
3
:
-
3
:
の
符
号
で
示
す
｡
)

糾

r
生
徒
自
ら
を
伸
ば
し
て
い
け
る
よ
う
な
授
業
を
j

肘

r
レ
ポ
ー
ト
学
習
｣

何

r
自
主
的

･
創
造
的
国
語
学
習
を
育
て
る

ノ
ー
ト
指
導
｣

仙

r
自
主
学
習

の
名
に
値
す
る
学
習
を
J

｢
教
育
科
学
国
語
教
育
｣

1
9
5
号

明
治
図
書

四
九

二
ハ

｢
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
中
学
校
紀
要
｣
第

4
集

四
九

･
十

一

｢
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
中
学
校
紀
要
｣
第

6
集

五

一
･
十

一

｢
教
育
科
学
国
語
教
育
｣

2
3
6
号

明
治
図
書

五
二

･.
五



桝

r
国
語
学
習
に
お
け
る
課
題
把
握
に

つ
い
て
の
研
究
-
自
主
的

･
創
造
的
学
習
指
導
を
目
ざ
し
て
-
｣

全
国
大
学
国
語
教
有
志
編

『
石
井
庄
司
先
生
喜
寿
祝
賀
記
念
玲
文
集
』
学
芸
図
番

(
五
三
年
八
月
刊
)

五
二

･
六

4

的

『
ひ
と
り
学
び
を
育
て
る
ノ

ー
ト

･
レ
ポ
ー
ト
学
習
』

㈲

r
国
語
科
に
お
け
る
自
主
的

･
創
造
的
学
習
を
進
め
る
根
拠
｣

仙

｢
自
主
的

･
創
造
的
学
習
を
す
す
め
る
ノ
ー
ト
指
導
J

H
｢
授
業
で
育
て
た
い

『
自
ら
学
ぶ
力
』
と
は
｣

い
『
中
学
校
ひ
と
り
学
び
を
育
て
る
国
語
指
草
』

明
治
図
番

(
五
三
年
九
月
刊
)

五
三

･
三

r
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
中
学
校
紀
要
J
第
9
典

五
四

r
授
業
研
究
｣
五
五
年
九
月
号

明
治
図
番

五
五

･
六

｢
教
育
科
学
国
語
教
育
｣
2
8
7
号

明
治
国
事

五
六

･
一

東
京
春
招

(
五
七
年
三
月
刊
)

五
六

･
九
～

二

一

肘
r
提
言

･
学
ぶ
力
を
育
て
る
国
語
敬
重
づ
く
り
課
周

-
1
斉
指
導
か
ら
個
別
学
習

へ
の
転
換
-
｣

教
育
科
学
国
語
教
育
J
3
0
0
号

明
治
図
番

五
七

･
一

日
｢
自
主
学
習
を
育

て
る

『
ノ
ー
ト
』
指
導
の
役
割
｣

｢
授
業
研
究
別
冊
シ
リ
ー
ズ

授
業
展
開
の
技
術
｣
第
1
0
巻

明
治
図
苔

五
七

･
九

帥

r
国
語
授
業
に
お
け
る
学
習
ノ
ー
ト
づ
く
り
J

『
国
語
科
の
授
業
入
門
4

力
を

つ
け
る
発
問

･
坂
寄

･
ノ
ー
ト
』

明
治
図
春

(
六
十
年
三
月
刊
)

帥

r
ど
の
子
に
も
必
ず

つ
け
た
い
学
習
技
能
と
は
｣

r
授
業
研
究
｣
五
八
年
十

1
月
号

明
治
田
町

五
八

･
り

.･-.＼
.J
ノ



3i
『
r
ノ
ー
ト
｣
で
自
主
学
習
を
ど
う
育
て
る
か
』
(
授
業
展
開
の
基
礎
技
術
9
)

吉
永
幸
司
ほ
か
三
氏
と
共
著

(
五
九
年
三
月
刊
)

明
治
図
番

五
八

桝

r
学
習
主
体
に
よ
る
課
題
作
成
と
ひ
と
り
学
び
｣

｢
国
語
教
育
別
冊
J
m
5

明
治
図
寄

六
十

･
二

糊

r
主
体
的

･
創
造
的
ノ

ー
ト
作
り
J

r
実
践
国
語
科
教
育
情
報
j
第
3
巻
8
号

国
語
教
育
情
報
セ
ン
タ
ー

六
十

･
六

M

r『
ひ
と
り
読
み
』
を
育
て
る
学
習
技
能
と
は
｣

r
教
育
科
学
国
語
教
育
｣
3
6
1
号

明
治
図
書

六

t

･
1

付

r
学
習
課
題
を
生
か
し
た
授
業
ど
こ
が
問
題
か
｣

｢
教
育
科
学
国
語
教
育

国
語
教
育
研
究
年
鑑

8
6
年
版
｣
3
6
5
号

明
治
図
書

六
1

二

l

M

r
自
己
教
育
の
育
成
L

r
秋
田
教
育
ク
ラ
ブ
会
報
J
zd
1
3

六

一
･
九

仙

r
国
語
科
に
お
け
る
自
己
学
習
力

ど
こ
が
閉
店
か
｣

｢
教
育
科
学
国
語
教
育

国
語
教
育
研
究
年
鑑

8
7
年
版
｣
3
8
0
号

明
治
図
書

六
二

･

二

M

『
｢
ひ
と
り
学
び
｣
を
育
て
る
』

明
治
図
書

(
六
十
二
年
三
月
刊
)

六

一
･
八

3
:
r『
ひ
と
り
学
び
』
(
自
己
教
育
)
に
お
け
る
国
語
科
学
力
体
系

-
基
礎
教
科
と
し
て
-
｣

『
春
日
正
三
立
正
大
学
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
』

双
文
社

(
平
成
三
年
七
月
刊
)

二

･
一

こ
れ
ら
著
書

･
論
文
の
題
名
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
'
密
藤
の

r
ひ
と
り
学
び
｣
は
t
r
自
主
的

･
主
体
的
学
習
｣
､
｢
創
造
性
開
発
教
育
｣
t

r
自
己
教
育

(
学
習
)
力
育
成
の
教
育
し
な
ど
と
同
じ
く
､
学
習
者
主
体
の
学
習
指
導
を
め
ざ
す
研
究

･
実
践
の
流
れ
の
中
に
位
置
付
け
ら



れ
る
｡
著
書

･
論
文
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る

r
ひ
と
り
学
び
｣
表
す
用
語
も
ま
た
t
.r
自
主
学
習
｣
を
筆
頭
に

r
自
学
j
｢
(自
主
的
)
創
造
的

学
習
J
r
主
体
的
学
習
｣
r
自
発
的
に
す
る
学
習
｣
｢学
び
方
に
か
か
わ
る
学
習
法
｣
r
自
己
教
育

(学
習
)
｣
な
ど
で
あ
り
､
そ
の
こ
と
を
裏
付

け
て
い
る
｡

r
ひ
と
り
学
び
｣
は
､
国
籍
学
習
の
仕
方
を
問
う
生
徒
の
質
問
に
答
え
る
た
め
に
始
め
ら
れ
た
｡
E
i
藤
は
国
語
教
育
の
あ
る
べ
き
姿
と
生

涯
学
習
の
観
点
か
ら
'
そ
れ
ま
で
の
指
導
を
振
り
返
り
､
ノ
ー
ト

･
レ
ポ
ー
ト
学
習
を
通
し
た
自
主
学
習
を
試
行
す
る
こ
と
に
し
た
｡
論
文

桝

の

二

国
語
科
は
自
学
の
さ
せ
に
く
い
教
科
な
の
だ
ろ
う
か
/
二

教
師
の
無
反
省
な
巧
み
さ
は
自
学
を
で
き
な
く
し
て
い
る
/
三

自
学
の
点
か
ら
み
て

r
学
習
の
て
ぴ
き
｣
類
は
問
題
が
あ
る
/
四

ノ
ー
ト
を
通
し
た
自
学
指
導
/
五

生
徒
の
喜
ぶ
レ
ポ
ー
ト
に
よ
る
自

学
/
六

課
題
は
生
徒
に
と

っ
て
価
値
あ
る
も
の
を
選
ば
せ
る
｣
と
い
う
組
み
立
て
に
､
そ
の
様
子

(意
図
)
は
端
的
に
衣
れ
て
い
る
｡

で
は
､
菅
藤
自
身
は

r
ひ
と
り
学
び
｣
を
ど
の
よ
う
な
学
習
指
導
法
と
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
論
文
桝
か
ら
最
初
の
著
雷
で
あ

る
川
ま
で
の
'
初
期
の
論
考
を
通
し
て
'
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
を
見
て
み
よ
う
｡

論
文
的
の
中
で
t
r
ひ
と
り
学
び
l
の
基
本
的
な
考
え
方
を
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

6

ひ
と
り
学
び
を
進
め
る
根
本
の
考
え
方
は
何
か
､
そ
れ
は
創
造
的
学
習
指
導
で
あ
る
｡
私
の
ひ
と
り
学
び
指
導
は
､
言
い
換
え
れ
ば

『
自

主
的
､
創
造
的
学
習
指
導
』
で
あ
り
'
具
体
的
に
は
ノ
ー
ト
学
習

･
レ
ポ
ー
ト
学
習
で
あ
る
｡
こ
の
三

つ
は
私
の
場
合
､
全
く
同
じ
内
容

で
あ
る
｡
(
四
.へ
)



さ
ら
に
同
書
の
中
で
､
独
学
や
教
師
中
心
に
進
め
る
学
習
法
と
比
較
し
な
が
ら
､
｢
ひ
と
り
学
び
｣
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
｡

ひ
と
り
学
び
と
は
'
い
わ
ゆ
る
独
学
と
異
な
る
｡
ひ
と
り
学
び
と
は
､
指
導
者
の
と
る
指
導
法
で
あ

っ
て
､
学
ば
せ
方
､
今
日
の
い
う

学
び
方
指
導
の

一
つ
と
考
え
て
よ
い
｡
そ
れ
に
対
し
て
独
学
と
い
う
の
は
､
学
ぶ
本
人
が
'
適
当
な
指
導
者
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
､
や
む

を
得
ず
､
書
物
を
頼
り
に
ひ
と
り
で
勉
強
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
｡
二

五
べ
)

普
通
の
'
教
師
中
心
に
進
め
る
学
習
と
異
な
る
点
は
'
第

一
に
､
児
童

･
生
徒
の
自
主
的

･
主
体
的
な
学
習
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
｡
(
中
略
)

こ
の
場
合

の
自
主
は
､
も
ち
ろ
ん
､
独
学
者
の
自
主
と
は
異
な
り
､
誘
導
さ
れ
'
励
ま
さ
れ
､
時
に
は
強
い
ら
れ
も
す
る
｡
そ
の
点
か

ら
は
其

の
自
主
性
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な

い
｡
し
か
し
､
児
童

･
生
徒
が
'
自
分
で
課
題
を
選
び
'
自
分
で
学
習
法
を
く
ふ

う
し
､
自
分
で
学
習

の
時
間
を
作
り
､
失
敗
す
れ
ば
そ
の
責
任
を
自
分
が
負
う
と
い
う
点
で
､
や
は
り
自
主
的
で
あ
り
'
主
体
的
で
あ
る

と
い
え
よ
う
｡
(
〓
ハ
ペ
)

7

こ
れ
ら
の
文
言
の
中
に
示
さ
れ
た

｢
ひ
と
り
学
び
｣
の
特
質
を
整
理
す
る
と
､
次
の
よ
う
に
な
る
｡

2

教
師
の
指
導
法
で
あ
り
､
学
び
方
指
導
の

l
つ
で
あ
る
｡



脚

教
師
の
指
導
の
下
に
行
な
わ
れ
る
'
課
店
に
基
づ
く
自
主
的

･
主
体
的
学
習
で
あ
る
.

仰

創
造
的
学
習
指
導
で
あ
る
｡

紺

具
体
的
に
は
､
ノ
ー
ト
学
習

･
レ
ポ
ー
ト
学
習
の
方
法
を
と
る
｡

川脚
の
特
質
は
同
じ
こ
と
を
'
そ
れ
ぞ
れ
指
導
者
と
学
習
者
の
立
場
か
ら
言
い
表
し
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
特
質
を
､
ア
教
師
の
指
導
の

下
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
､
イ
学
習
者
の
自
主
的

･
主
体
的
の
学
習
で
あ
る
こ
と
､
ウ
知
陀
で
は
な
く
学
び
の
習
得
が
ね
ら
い
で
あ
る
こ
と
､

の
三
つ
の
観
点
か
ら
見
て
み
よ
う
｡
ま
ず
ア
に

つ
い
て
は
'
学
校
教
育
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立

っ
て
無
斉
任
で
放
任
的
な
形
式
的
自
主

･

主
体
学
習
を
忌
避
す
る
考
え
方
か
ら
'
イ
に
つ
い
て
は

一
斉
の
教
師
主
導
型
に
対
す
る
学
習
指
導
法
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
主
張
し
て
い
る
｡

し
た
が

っ
て
､
｢
ひ
と
り
学
び
｣
の

｢
ひ
と
り
｣
は
人
数
の
こ
と
で
は
な
く
､
主
体
性

･
自
主
性
を
意
味
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
｡
第
三

の
り
で
言
う

r
学
び
方
｣
は
t
r
ひ
と
り
学
び
｣
を
進
め
る
上
で
も

っ
と
も
大
切
な
要
件
の

l
つ
で
あ
る
｡
論
文
脚
の
中
で
､
そ
の
重
要
性
に

言
及
L
t
｢
学
び
方
が
わ
か
ら
な
い
た
め
に
ひ
と
り
学
び
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
多
い
｡
ま
た
ひ
と
り
学
び
の
苦
労
の
ほ
と
ん
ど
も
こ
こ
に

あ
る
｡
私
は
学
び
方
'
そ
れ
が
実
は
学
習
の
創
造
だ
と
考
え
る
｡
J
二

四
ペ
)
と
述
べ
､
そ
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
､
r
現
場
が
と
ら
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
J
｢
調
べ
方
が
わ
か
る
｣
｢
ま
と
め
方
が
わ
か
り
'
創
造
が
行
な
わ
れ
る
｣
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
｡
ま
た
'
著
香
川
で
は
､

欝
藤
の
言
う

r
学
び
方
｣
と
は
'
学
級
全
員
の
で
も
な
く
､
グ
ル
ー
プ
で
も
な
い
､
生
徒
個

々
の

r
学
び
方
｣
で
あ
る
と
断
っ
た
の
ち
､
r
ひ

と
り
ひ
と
り
の
生
徒
の
ひ
と
り
学
び
の
仕
方
を
こ
そ
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
｣
(八
〇
べ
)
と
述
べ
'

一
斉
学
習
で
は
､
ま
た
､
短

期

間
で
は
身
に
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
強
調
し
て
い
る
｡
初
期
の
論
考
で
は
､
学
び
方
は
そ
の
重
要
性
は
強
調
さ
れ
る
も
の
の
､
先
の
例
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の
よ
う
に
課
題
解
決

の
過
程
に
沿

っ
た
大
ま
か
な
学
習
方
法
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
､
論
文
肘
や
著
書
川
に
な
る
と
'
後
述

す
る
学
び
方
学
習
技
能
と
そ
れ
を
さ
さ
え
る
学
習
態
度

の
関
係
に
整
序
体
系
化
さ
れ
て
い
く
｡

樹

の

r
創
造
的
学
習
指
導
｣
に
関
し
て
は
､
何
を

r
創
造
的
｣
と
捉
え
る
の
か
が
問
題
と
な
る
｡
欝
藤
は
､
論
文
榊
で

r
こ
こ
に
解
決
す

べ
き
問
題
t
L
お
お
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
が
ら
､

つ
ま
り
達
成
す
べ
き
目
的
が
あ
る
｡
そ
の
日
的
達
成
の
た
め
に
'
自
己
の
経
験

(悼

戟
)

を
'
ア
イ
デ

ア
を
出
し
て
新
し
い
も
の

へ
再
統
合
し
て
､
価
値
あ
る
も
の
を
造

っ
て
い
く
能
力
'
あ
る
い
は
そ
う
い
う
人
格
特
性
､
こ

れ
が
創
造
性
で
あ
る
｡
｣
(
四
べ
)
と
述
べ
､
自
主
的
創
造
的
学
習
指
導
に
お
い
て
'
ノ
ー
ト
指
導
を
主
張
す
る
理
由
が

｢
国
語
科
に
お
け
る

創
造
は
､
書
く
こ
と
に
よ

っ
て
進
め
ら
れ
る
｣
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る
｡
ま
た
'
自
主
性
と
創
造
性
と
の
関
係
に
言
及
L
t
｢
創
造
性
は
'
自

主
的
な
活
動
に
よ

っ
て
発
揮
さ
れ
る
｡
J
｢
問
題
解
決
に
積
極
的
に
取
り
組
み
､
独
自
性
を
発
揮
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
創
造
が
な
さ
れ
､
創
造

性
が
養
わ
れ
て
い
く
｡
J
(
五
べ
)
な
ど
と
述
べ
た
の
ち
'
｢
創
造
性
と
自
主
性
は
不
離
の
関
係
に
あ
る
｡
｣
と
結
論
づ
け
て
い
る
｡
さ
ら
に
他

の
論
文
に
お
い
て
も
t
r
自
ら
課
題
を
設
定
し
て
考
え
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
｡
こ
の
課
題
設
定
そ
れ
が

I
種
の
創
造
で
あ
る
.
J
(糾

一
〇

五
べ
)
t
r
学
び
方
そ
れ
が
実
は
学
習
の
創
造
だ
と
考
え
る
｡
｣
(仙

1
五
ペ
)
と
い
っ
た
文
言
が
見
ら
れ
る
｡

こ
う
し
た
説
明
か
ら
､
雷
藤
の

言
う

｢
創
造
的
｣
と
は
'
目
的
達
成
の
た
め
に
､
書
く
こ
と
を
中
心
と
す
る
学
び
方
を
発
揮
し
て
自
主
的
に
課
題
解
決
に
取
り
組
む
あ
り
方
'

す
な
わ
ち
態
度

･
方
法
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

細
に
示
さ
れ
た
ノ
ー
ト
学
習
と
レ
ポ
ー
ト
学
習
は
､
r
ノ
ー
ト
を
主
と
し
た
学
習
｣
と

r
レ
ポ
ー
ト
に
よ
る
学
習
指
導
｣
だ
と
説
明
さ
れ
て

い
る
｡
そ
の
う
ち
ノ
ー
ト
学
習
に
つ
い
て
は
'
著
書
的

の
中
で
､
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ノ
ー
ト
に
書
き
こ
み
､
ノ
ー
ト
で
考
え
る
､
こ
れ
が
最
も
い
い
学
習
に
な
る
｡
何
と
な
れ
ば
書
く
こ
と
は
考
え
る
こ
と
で
あ
り
､
考
え

た
こ
と
が

ー
生
産
的
思
考

-
そ
こ
に
残
る
と
い
う
点
で
ノ
ー
ト
に
勝
る
も
の
は
な
い
｡
ま
た
'
教
師
が
学
習
の
跡
を
見
､
適
切
な
指
噂
や

称
揚
を
与
え
よ
う
と
し
て
も
､
ノ
ー
ト
に
そ
の
学
習
の
跡
が
残
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
そ
れ
は
で
き
な
い
｡
生
徒
が
学
習
の
跡
を
ふ
り
か
え

り
､
自
己
の
学
習
に
反
省
が
加
え
ら
れ
る
の
も
､
ノ
ー
ト
に
蕃
か
れ
て
い
れ
ば
こ
そ
出
来
る
こ
と
で
あ
る
し
'
努
力
に
満
足
感
を
味
わ
う

の
も
ノ
ー
ト
に
学
習

の
跡
が
ぎ

っ
し
り
看
き
こ
ま
れ
て
い
て
初
め
て
で
き
る
こ
と
で
あ
る
｡
二

七
ペ
)

と
書
き
､
ノ
ー
ト
に
書
く
と
い
う
学
習
が

｢
ひ
と
り
学
び
J
に
最
適
の
も
の
で
あ
り
'
学
習
者

･
教
師
双
方
に
と

っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
｡
ま
た
'
レ
ポ
ー
ト
学
習
に
つ
い
て
は
t
r
生
徒
に
学
習
権
を
返
し
て
や
｣
(
-
三
･へ
)
ろ
う
と
し
て
取
り
入
れ
ら

10

れ
た
も
の
で
あ
り
､
後
に
最
も
主
体
的
な

r
ひ
と
り
学
び
｣
の
様
式
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
く
｡
r
ひ
と
り
学
び
｣
に
お
い
て
'
ノ
ー
ト

学
習
は
最
も
日
常
的
な
も
の
､

レ
ポ
ー
ト
学
習
は
最
も
総
合
的
で
応
用
的
な
様
式
と
言
え
る
｡

3

｢
ひ
と

り
学

び
｣

と
主
体
的

学

習

2
で
見
た
糾

～
細

の
特
質
を
備
え
た
学
習
指
導
は
'
何
も
欝
藤

の

r
ひ
と
り
学
び
｣
だ
け
で
は
な
い
｡
先
に
例
を
示
し
た
よ
う
な
学
習
者

主
体
の
学
習
指
導
で
は
､
こ
れ
ら
の
特
質
は
多
か
れ
少
な
か
れ
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
｡
大
正
期
に
お
け
る
自
学
輔
導
の
教
育
で
は
'
教
師



の
指
導
の
下
に
学
習
者
主
体
の
学
習
指
導
が

r
学
習
法
訓
練
｣
を
中
心
に
試
み
ら
れ
た
し
､
戦
後
の

｢
単
元
学
習
)
や

｢
問
題
解
決
学
習
｣
､

｢
主
体
的
学
習
＼

｢
学
び
方
学
習
｣
､
r
創
造
性
開
発
の
教
育
｣
t
な
ど
に
お
い
て
も
'
同
じ
よ
う
な
立
場
や
考
え
方
が
主
張
さ
れ
､
試
行
さ
れ

て
き
た
｡
｢
ひ
と
り
学
び
｣
と
そ
れ
ら
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡

大
正
期
の
自
学
輔
導

の
教
育
に

つ
い
て
言
え
ば
､
糾

-
3:
の
中
に
は
､
直
接
言
及
し
た
言
葉
は
兄
い
だ
せ
な
い
｡
た
だ
､
r
自
学
｣
と
い
う

用
語
を
し
ば
し
ば

｢
ひ
と
り
学
び
｣
と
同
義
語
と
し
て
用
い
'
学
習
者
の
自
由
課
題
に
よ
る
学
習
に
際
し
て
も
'
ま
ず
ノ
ー
ト
に
記
さ
せ
た

こ
と
'
｢
自
学
二

輔
導
｣
｢
学
習
訓
練
｣
と
言

っ
た
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を

｢
ひ
と
り
学
び
｣
に
お
い
て
も
め
ざ
し
て
い
た
こ
と
を
考
え

れ
ば
自
学
輔
導
の
教
育
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
｡
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
､
そ
の
基
本
理
念
に
お
い
て
軌
を

T
に
し

な
が
ら
t
l
斉
授
業
を
前
提
と
し
た
予
習
の
仕
方
や
教
材

の
読
解
に
結
び

つ
く
独
自
研
究
な
ど
に
重
点
の
お
か
れ
た

｢
自
学
輔
等
｣
に
対
し
t

r
ひ
と
り
学
び
｣
で
は
主
体
的

･
自
主
的
に
､
自
分
の
ペ

ー
ス
で
学
習
を
進
め
る
た
め
の
指
導
法
の
研
究
に
重
点
を
置
く
と
こ
ろ
に
独
自
性

を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
'
そ
の
か
か
わ
り
の
詳
細
な
究
明
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
｡

戦
後
の
数
多
く
の
学
習
指
導
法
の
中
で
､
欝
藤
が

r
ひ
と
り
学
び
｣
の
理
論
的
基
盤
形
成
に
際
し
て
大
き
な
影
響
を
受
け
た
の
は
､
村
上

芳
夫
の
主
体
的
学
習
で
あ
る
｡
論
文
肘

の
中
で
繁
藤
は
､
村
上
の
主
体
的
学
習
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

自
主
的
学
習
と
言
う
の
は
'
文
字
ど
お
り
'
自
ら
'
課
題
を
も

っ
て
学
習
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
｡

こ
れ
と
近
い
も
の
に
主
体
的
学
習

と
い
う
の
が
あ
り
､

こ
れ
に

つ
い
て
は
'
村
上
芳
夫
氏

(
愛
媛
県
西
条
高
校
長
)

の
主
唱
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
｡
私
の
い
ま
考
え
て
い
る

こ
と
は
'
主
体
に
根
ざ
し
な
が
ら
も
'
ウ

エ
イ
ト
を
自
主
に
か
け
て
考
え
た
い
｡
(
四
べ
)
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ま
た
'
論
文
3I
に
お
い
て
も
'
自
ら
が
自
主
性
を
唱
え
る
理
由
を
'
主
体
性
を
五
視
す
る
村
上
の
考
え
と
対
比
的
に
鋭
明
し
て
い
る
｡

自
主

･
協
力

･
解
決
を
要
素
と
す
る
村
上
の
主
体
的
学
習
は
､
そ
の
主
著

F
主
体
的
学
習
3
(
昭
和
三
十
三
年

･
明
治
図
番
刊
)
に
よ
れ
ば
t

r
単
な
る
方
法
論
で
は
な
く
､
目
的
は
明
確
な

『
主
体
性
を
も
つ
人
間
形
成
』
に
あ
る
｡
J
(
同
上
6
1
･
九
べ
)
と
脱
明
し
､
r
主
体
的
な
人
間

と
は
､
自
主
性
と
思
考
力
と
協
力
性
と
が
有
機
的
に
活
動
す
る
よ
う
な
人
間
J
(十

l
ペ
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
研
摩
も
論
文
川
で

r
自
主

学
習
の
背
後
に
は
当
然
主
体
性
が
控
え
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
｡
こ
れ
は
学
習
の
能
率
の
上
か
ら
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
が
'
さ
ら
に

は
主
体
的

･
自
主
的
な
人
間
育
成
の
上
か
ら
で
も
あ
る
｡
J
(十
二
ペ
)
と
述
べ
て
お
り
､
主
体
性
を
も

っ
た
人
間
の
形
成
を
め

ざ
す
基
本
的

理
念
は
同
じ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡

村
上
は
昭
和
四
十
三
年
刊
行
さ
れ
た

『
主
体
的
学
習
入
門
』
(
明
治
図
番
)
の
中
で
､
そ
れ
ま
で
の
自
主
的
学
習
を
t
t二
つ
の

r
復
習
的
立

12

場
に
あ
る
自
主
学
習
｣
と
､
r
予
習
学
習
に
よ
る
自
主
学
習
J
の
四
種
叛
に
わ
け
､
従
来
の

r
教
師
が
系
統
的
に
指
導
す
る
こ
と
が
乏
し
い
か

ら
学
習
の
深
ま
り
が
ど
う
し
て
も
乏
し
く
な
る
｣
(
四
八
ペ
)
と
い
う
欠
点
を
補

っ
た

｢
本
格
的
な
自
主
学
習
は
本
格
的
な
予
習
学
習
に
支
え

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
｡
｣
(四
七
ペ
)
と
述
べ
て
い
る
｡
さ
ら
に
'
自
主
学
習
の
改
革
の
た
め
に
'
①
教
師
は
主

体
性
を
発
揮
し
て
'
考
え
さ
せ
る
べ
き
は
考
え
さ
せ
､
教
え
る
べ
き
は
徹
底
的
に
教
え
､
練
る
べ
き
は
練

っ
て
い
く
と
い
う
憶
皮
を
と
る
､

②
解
決
学
習
と
結
ん
で
初
め
て
こ
ど
も
の
主
体
性

(
本
格
的
な
自
主
性
)
が
育

つ
､
③
系
統
的
に
学
習
方
法
訓
練
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'

確
実
に
主
体
性
が
養
わ
れ
る
､
◎
協
力
解
決
学
習
と
結
ん
で
は
じ
め
て
主
体
性
が
育

つ
､
の
四
点
を
挙
げ
て
い
る
｡

こ
う
し
た
村
上
の
考
え
の
う
ち
'
自
主
学
習
の
改
善
の
た
め
の
主
張
①
②
③
は
､
密
藤
の

r
ひ
と
り
学
び
｣
の
主
張
と

一
致
す
る
｡
伊
藤



も
､
教
師
の
指
導
者
と
し
て
の
主
体
性
､
課
題
解
決
学
習

の
中
で
自
主
性
が
育

つ
こ
と
､
学
び
方
学
習
の
重
要
性
に
つ
い
て
繰
り
返
し
主
張

し
て
い
る
｡
し
か
し
､
④
に

つ
い
て
は
'
協
力
解
決
学
習
を
否
定
は
し
て
い
な

い
が
､
と
く
に

｢
ひ
と
り
学
び
J
の
要
件
と
し
て
は
取
り
上

げ
て
い
な
い
｡
r
ひ
と
り
学
び
J
は
t
r
自
分
で
時
間
を
見
出
し
'
自
主
的
に
選
定
し
た
課
題
を
'
自
分
で
調
べ
考
え
て
い
く
｡
自
分
で
作
る

時
間
だ
け
に
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
家
庭
で
の
時
間
と
な
る
｡
二

的

･
十
七
ペ
)
と
い
う
前
提
で
出
発
し
'
例
え
ば
ノ
ー
ト
学
習
に
お
い
て
も

｢
学

校
で
の
学
習
に
､
自
主
的
に
何
か
を
プ
ラ
ス
す
る
こ
と
J
(
桝

･
一
ペ
)
を
期
待
す
る
な
ど
､
あ
く
ま
で
個
に
よ
る
自
発
的
な
学
習
を
ね
ら
い

に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
こ
に
'
学
校
の
授
業
課
程
に
自
主
学
習
を
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
村
上
の
考
え
方
と
の
相
違
が
生
じ
た
｡
そ

の
こ
と
は
'
村
上
が

r
予
習
学
習
に
よ
る
自
主
学
習
J
を
重
視
し
､
r
動
的
な
学
習
レ
デ

ィ
ネ

ス
｣
と
し
て
予
習
課
題
の
提
出
と
自
主
的
解
決

学
習
を
学
習
指
導
過
程
の
中
に
位
置
付
け
た
の
に
対
し
て
'
欝
藤
が

r
自
発
的
な
ひ
と
り
学
び
か
ら
は
､
予
習
か
復
習
課
の
問
題
は
ナ
ン
セ

ン
ス
で
あ
る
｡
｣
(
仙

･
T
六
+(
)
と
し
て
'
課
題
を
常
に
と
ら
え
'
絶
え
ず
そ
れ
を
自
力
解
決
し
よ
う
と
す
る
こ
と
こ
そ
自
主
学
習
で
あ
る

べ
き
だ
と
主
張
す
る
と
い
う
違
い
に
も

つ
な
が

っ
て
く
る
｡

先
に
引
用
し
た
論
文
肘
の
文
言
や
何
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
主
体
性
を
優
先
す
る
村
上
の
考
え
方
と
､
自
主
性
を
優
先
す
る
驚
藤
の
考
え
方

の
違
い
も
同
じ
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
く
る
｡
｢
学
習
は
試
行
錯
誤
が
結
局
は
能
率
的
｣
(
脚

･
十
四
べ
)
と
す
る
考
え
方
に
立

つ
欝
藤
は
'
自

ら
な
す
こ
と
に
よ

っ
て
学
ぶ
こ
と
を
体
験
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
生
涯
に
わ
た

っ
て
学
習
を
進
め
て
い
く
こ
と
の
力
と
な
る
と
い
う
考
え
方
か

ら
'
授
業
に
と
ら
わ
れ
ぬ
個
別
の
自
発
的
な
課
題
解
決
学
習
を
行
な
う
の
に
ま
ず
必
要
な
自
主
性
を
重
視
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
授

業
の
中
で
､
自
主
性

･
解
決
性

･
協
力
性
の
有
機
的
な
関
連
に
よ
る
授
業
の
構
築
を
図
る
村
上
は
､
そ
れ
ら
を
統
合
し
た
も
の
と
し
て
の
主

-13-



体
性
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
｡

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
'
塊

つ
か
の
相
違
点
は
あ
る
も
の
の
､
自
ら
の
考
え
に

r
近
い
も
の
J
と
し
て
の
主
体
的
学
習
に
多
く
を
学
び
な

が
ら
'
斎
藤
は

r
ひ
と
り
学
び
J
の
基
盤
形
成
を
行
な

っ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

主
体
的
学
習
以
外
の
指
導
法
に
関
し
て
は
､
近
藤
国

一
の
学
び
方
教
育
か
ら
彩
管
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
拍
文
肘
に
近

藤
の
著
書

『
学
び
方
教
育
講
座
①
』
(
昭
和
五
十
四
年

･
明
治
図
番
刊
)
が
参
考
文
献
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
'
昭
和
五
十
五

年
夏
に
行
な
わ
れ
た
国
語
教
育
実
践
理
論
の
会
の
賢
料
に
も
雷
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
L
t
筆
者
の
私
的
な
聞
き
と
り
資
料
に
お
い
て
も
確

か
め
ら
れ
る
｡
実
際
に
学
び
方
の
態
度
や
技
能
の
整
序
充
実
に
際
し
て
多
く
の
事
を
参
考
に
し
て
い
る
｡

そ
れ
以
外
の
学
習
者
主
体
の
学
習
指
導
を
め
ざ
す
研
究

･
実
践
､
例
え
ば
､
戦
後
我
が
国
国
語
教
育
の
進
展
に
大
き
く
寄
与
し
た
大
村
は

14

ま
な
ど
か
ら
の
'
直
接
的
で
大
き
な
影
響
は
､
昏
き
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
は
い
ま
の
と
こ
ろ
兄
い
出
せ
な
い

(注

2
)｡
各
地
で
行
な
わ
れ
て

い
る
実
践
に
対
し
て
は
､
主
と
し
て

一
斉
学
習
を
抜
け
き
れ
な
い
､
学
び
方
指
導
が
不
足
し
て
い
る
､
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
多
く
は
否

定
的
な
受
け
止
め
方
を
し
て
い
る
｡

主
体
的
学
習
以
外
の
指
導
法
と
の
関
わ
り
の
詳
細
や
､
創
造
性
や
教
育
方
法
に
関
す
る
国
語
教
育
以
外
の
先
行
研
究
か
ら
の
影
響
に
つ
い

て
は
耗
幅
の
関
係
で
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
す
る
｡



4

｢
ひ
と

り
学

び
｣

研
究

の
体

系

化

と
到
達

点

論
文
肘
で
レ
ポ
ー
ト
学
習
､
論
文
榊
で
ノ

ー
ト
指
導
に

つ
い
て
の
考
え
を

1
応
ま
と
め
た
後
､
欝
藤
は
論
文
3I
の
最
後
に

r
今
後
の
課
題
｣

と
し
て
､

仙価
値
あ
る
課
題
の
把
握
/
惚
授
業
と
の
関
連
'
各
自
の
創
造

の

一
般
化
/
樹
個
人
指
導
/
糾
創
造
性
と
は
何
か
t
の
四
点
を
挙

げ
て
い
る
｡
r
ひ
と
り
学
び
｣
は
以
後
､
先
に
見
た
初
期
の
研
究
を
ふ
ま
え
'
枕
ね
こ
の
四
点
を
中
心
に
深
め
ら
れ
て
い
く
｡

ま
ず
t

mの
課
題
の
問
題
に

つ
い
て
は
､
論
文
桝
で

r
自
主
学
習
を
勧
め
る
以
上
'
課
題
に
つ
い
て
の
悩
み
を
解
決
し
て
や
る
こ
と
が
責

務
｣
(
八
三
ペ
)
と
し
て
'
｢
価
値
あ
る
課
題
の
発
見
指
導
｣
を
試
み
て
い
る
｡
そ
の
中
で
'
学
習
者
に
と

つ
て
の
自
主
学
習
に
お
け
る
課
題

づ
く
り
の
因
難
点
と
し
て
'
課
題
発
見
の
困
難
と
課
題
の
価
値
の
問
題
の
二
つ
を
挙
げ
て
い
る
.
そ
し
て
前
者
の
課
題
発
見
に
つ
い
て
は

r
直

ー

親
や
洞
察
力
に
よ
る
こ
と
'
発
想
と
関
連
が
深
い
こ
と
｣
と
考
え
る
立
場
か
ら
､
｢
課
題
設
定
の
仕
方
､
そ
の

一
般
的
な
あ
り
か
た
は
示
す
こ

と
が
出
来
て
も
'
教
材
に
即
し
'
学
習
展
開
に
即
し
て
把
握
で
き
る
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
く
指
導
は
困
難
で
あ
る
｡
｣
(
八
五
ペ
)

と
述
べ
て
い
る
が
､
著
書

日に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

r
課
題
把
握
の
観
点
｣
(
五
五

～
五
六
べ
)
を
あ
ら
か
じ
め
教
え
る
こ
と
や
t
r
課
題

の
把
握
力
は
訓
練
に
よ

っ
て
向
上
す
る
は
ず
で
あ
る
｣
(
論
文
㈱
)
と
の
仮
説
に
立

っ
た
赦
密
な
実
践
が
繰
り
返
し
行
な
わ
れ
る
｡
同
時
に
､

論
文

川あ
た
り
か
ら
は
学
び
方
技
能
の

t
つ
と
し
て

｢
ひ
と
り
学
び
に
｣
位
置
付
け
ら
れ
て
い
く
｡

後
者

の
課
題
の
価
値

の
問
題
に

つ
い
て
は
'
論
文
何
で
次
の
五
項
目
の

｢
価
値
あ
る
課
題
｣
が
示
さ
れ
､
踏
襲
さ
れ
て
い
く
｡

①

教
材
や
学
習
計
画
に
即
応
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
/
②
発
想
が
個
性
的
で
､
独
創
性
の
う
か
が
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
/
③
思
想
が
は



た
ら
く
も
の
で
あ
る
こ
と
/
④
程
度
が
発
達
段
階
に
即
応
し
た
も
の
､
ま
た
は
調
べ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
/
⑤
あ
る
程
度
の
作
業
丑
を
も

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

こ
う
し
た
要
件
を
満
た
す

r
価
値
あ
る
課
題
｣
発
見
の
絶
え
ざ
る
訓
練
が
'
自
主
性

･
創
造
性
を
高
め
る
学
習
活
動
の

T
つ
と
し
て
､
打

席

の

｢
ひ
と
り
学
び
｣
を
実
効
性
の
あ
る
学
習
指
導
法
と
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

切

の

r
授
業
と
の
関
連
'
各
自

の
創
造
の

一
般
化
J
は
'
自
主
学
習
を
授
業
に
ど
う
生
か
す
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
具

体
的
に
は
学
習
課
題
の
類
別
や
'
学
び
の
様
式
な
ど
の
閉
店
と
し
て
考
究
さ
れ
た
｡
ま
ず
学
習
現
題
の
類
別
に
関
し
て
は
'
自
主
課
題
と
共

通
課
題
と
が
あ
る
と
し
へ
前
者
は
全
く
の
個
人
の
自
発
的
な
課
題
で
あ
り
'
家
庭
学
習
を
想
定
す
る
も
の
'
後
者
は
集
団
学
習
を
視
野
に
入

れ
た

r
子
ど
も
と
い
っ
し
ょ
に
作
成
す
る
｣
課
題
で
あ
る
が
､
作
成
後
す
ぐ
に

一
斉
指
導
に
入
ら
ず
t
r
補
助
課
題
ま
で
考
え
て
そ
れ
で
し
ぼ

1

ら
く
子
供
た
ち
に
や
ら
せ
る
べ
き
だ
｣
(
桝

･
十
四
ペ
)
と
の
考
え
方
を
基
本
に
し
て
い
る
｡
初
期
の
学
習
課
題
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
'
共

通
課
店
を
明
確
に
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
倍
す
る
｡

ノ
ー
ト

･
レ
ポ
ー
ト
学
習
を
通
し
て
'
教
師
主
導
の

1
斉
学
習
で
は
な
い
学

習
者
ひ
と
り
ひ
と
り
の
創
造
的

･
自
主
的
学
習
の
実
現
を
ね
ら
い
と
し
た

｢
ひ
と
り
学
び
｣
の
研
究
で
は
あ

っ
た
が
､
学
級
を
単
位
と
す
る

を
学
校
教
育

の
中
に
ど
う
位
置
付
け
る
か
と
い
う
研
究
は
､
当
然
で
は
あ
る
が
'
避
け
る
こ
と
の
出
来
な
い
問
題
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
｡

こ
の
こ
と
は
集
団
学
習
に
お
け
る

r
ひ
と
り
学
び
｣
を
認
め
る
こ
と
で
あ
り
'
著
書
M
に
示
さ
れ
る

｢
主
体
型

(
レ
ポ
ー
ト
学
習
)

r
併
設
型

r
グ

ル
ー
プ
型
L
r
自
由
型

(
随
時
型
)
J
の
四

つ
の

｢
ひ
と
り
学
び
J
の
様
式
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
く
｡
鷲
藤
は
､
そ
の
う
ち

の

r
グ

ル
ー
プ
型
｣
に

つ
い
て
､
｢『
ひ
と
り
学
び
』
の
欠
点
で
あ
る
協
力
が
生
か
さ
れ
る
｡
｣
(M

･
七
四
ペ
)
と
述
べ
て
い
る
｡
先
に
村
上



芳
夫
の
主
体
的
学
習
に
お
け
る
協
力
学
習
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を
し
な
か

っ
た
繁
藤
で
あ
る
が
､
｢
ひ
と
り
学
び
｣
研
究
の
深
化
に
よ

っ
て
そ

の
内
実
は
異
な
る
が
､
よ
り
広
範
で
実
際
的
な
視
野
で
取
り
入
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
｡

樹

の
個
人
指
導
と
は
'
教
師

の
学
習
者
と
の
か
か
わ
り
方
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
｡
学
習
者
の

｢
ひ
と
り
学
び
｣
が
定
着
す
る
か
ど
う
か

は
多
分
に
教
師
の
働
き
に
か
か

っ
て
い
る
と
い
え
る
｡
官
藤
は
著
書
M
の
中
で
､
r『
ひ
と
り
学
び
』
を
成
り
立
た
せ
る
条
件
｣
の

1
つ
で
あ

る

｢
教
師
に
要
求
さ
れ
る
条
件
｣
と
し
て
'
①
教
師
の
指
導
的
態
度
/
②
学
習
目
標
と
内
容
の
設
定
/
③
指
導
計
画
の
立
案
準
備
/
④
開
か

れ
た
教
室
づ
く
り
/
⑤
励
ま
し
と
評
価
t
の
五
項
目
を
あ
げ
て
い
る
｡
そ
の
う
ち
'
例
え
ば
⑤

の
内
容
と
し
て
､
規
切
な
細
か
な
指
導
と
待

ち

の
姿
勢

の
使

い
分
け
'
ノ
ー
ト
や
レ
ポ
ー
ト
を
通
し
て
の
対
話
'
具
体
的
な
評
価
を
挙
げ
て
い
る
｡
研
究
を
通
し
て
学
ん
だ
教
師
の
あ
り

方
が
著
書
M
に
先
の
よ
う
な
項
目
で
整
理
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
｡
そ
こ
に
は

｢
教
え
る
自
己
満
足
を
捨
て
る
｣
と
い
っ
た
文
言
に
象
徴
的
に

表
さ
れ
る
｡
教
師
の
意
識
改
革
を
第

一
と
考
え
る
賓
藤

の
姿
勢
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
｡

紬

の
創
造
性
の
探
究
は
'
主
に
学
び
方
技
能
の
整
序
拡
充
と
学
力
体
系
の
構
築
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
進
め
ら
れ
た
｡
蘭
藤
は

｢学
ぶ
力

と
は
､
学
ぶ
内
容
を
と
ら
え
る
力
で
あ
り
､
そ
れ
を
確
実
に
身
に

つ
け
て
い
く
方
法
で
あ
る
｡
(
肘

･
二
八
ペ
)
と
と
ら
え
､
そ
れ
は
要
約
す

る
と

｢
学
ぶ
態
度
｣
と

｢
(
学
び
方
)
技
能
｣
に
な
る
と
し
て
い
る
｡
そ
の
う
ち
憶
度
に

つ
い
て
は
､
論
文

日で
｢
学
習
意
欲
｣
｢
技
能
に
向

か
う
態
度
｣
r
創
造
的
態
度
｣
が
自
主
学
習
を
支
え
る
態
度
で
あ
る
と
述
べ

(
十
四
ペ
)
'
そ
の
後
も
分
化
整
理
さ
れ
て
い
く
が
､
斎
藤
が
力

を
注
い
だ
の
は
技
能
に

つ
い
て
で
あ
る
｡
論
文

川で
｢
課
題
把
握
の
技
能
｣
｢
課
題
解
決
技
能
｣
｢
課
題
解
決
の
補
助
技
能
｣
と
分
け
ら
れ
て

い
た
技
能
が
'
箸
昏

脚で
は
'
｢
ひ
と
り
学
び
で
育
て
る
力
｣
と
し
て
の
､
①
基
礎
的

･
基
本
的
な
力
/
②
運
用
し
創
造
す
る
力
/
③
自
己
改
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造
す
る
態
度
､

の
②
と
し
て
十
項
目
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
｡
さ
ら
に
､
著
畜
M
で
は

r
ひ
と
り
学
び
｣
を
支
え
る
学
習
技
能
と
し
て
､
次

の
十
二
項
目
が
示
さ
れ
て
い
る
｡

①
課
題
解
決
の
技
能
/
②
探
題
解
決
構
想
技
能

(
砕
き
方
)
/
③
メ
モ

･
記
録
の
技
能
/
①
要
約

･
抜
粋
の
技
能
/
⑤
ノ
ー
ト
活
用
の
技

能

(
書
写
技
能
を
含
む
)
/
⑥
速
読
の
技
能
/
⑦
辞
昏

･
参
考
図
昏

･
資
料
活
用
の
技
能
/
⑧
図
表
作
成
の
技
能
/
⑨

レ
ポ
ー
ト
作
成
の
技

能
/
⑳

口
頭
発
表
の
技
能
/
⑳
話
し
合
い

･
討
議
の
技
能
/
⑳
反
省
評
価

の
技
能

こ
の
う
ち
､
研
究
が
進
む
に

つ
れ
て
付
け
加
え
ら
れ
た
の
は
⑥
⑳
⑫
で
あ
り
'
｢
ひ
と
り
学
び
｣
の
対
象
が
広
が
り
'
音
声
言
語
学
習
や
集

団
学
習
な
ど
に
お
け
る
自
主
学
習
が
加
わ

っ
て
き
た
こ
と
に
対
応
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
｡

督
藤
が
こ
の
よ
う
に
学
び
方
技
能
の
充
実
に
力
を
注
い
だ
の
は
､
r
学
習
意
欲
づ
け
と
基
礎
的

･
基
本
的
な
国
語
学
力
に

つ
い
て
は
こ
れ
ま

l

で
ず
い
ぶ
ん
研
究
さ
れ
て
き
た
｡
そ
れ
に
比
し
て
'
学
習
を
進
め
て
行
く
方
法

の
指
導
が
不
十
分
で
あ
る
｣
(
叫

･
八
ぺ
)
と
い
う
現
状
認
識

と
t
r
国
語
に
お
け
る
学
習
方
法
は

f
つ
の
学
力
｣
(
叫

･
六
ぺ
)
と
の
考
え
に
基
づ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
｡
学
習
方
法
'
す
な
わ
ち
学
び
方

が
学
力
で
あ
る
と
の
考
え
方
に
立
て
ば
､
そ
れ
を
学
力
体
系
の
ど
こ
に
位
置
付
け
る
か
と
い
う
問
題
生
じ
る
｡
碧
藤

の
考
え
た
学
習
体
系
は
､

次
に
示
す

r
T
)類
四
層
の
国
語
科
学
力
体
系
｣
で
あ
る
｡
本
稿
で
引
用
し
た
図
は
論
文
3
:に
載
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
､
著
書
M
で
そ
の

元
に
な
る
も
の
は
発
表
さ
れ
て
い
る
｡
内
容

の
詳
細
は
M
3
:
に
譲
る
が
､
こ
の
学
力
体
系
の
特
色
は
次
の
著
書
M
の
言
葉
に
よ
く
表
さ
れ
て

い
る
｡

こ
れ
ま
で
は
こ
の
到
達
能
力

(
益
地
注

3
:
で
は

r
⑧
実
践
能
力
｣
)
と
基
礎
的

･
基
本
的
能
力
と
を
直
接
的
に
結
び

つ
け
て
し
ま

っ
て
い



た
｡
そ
し
て
'
基
礎
的

･
基
本
的
能
力
が

つ
き
さ
え
す
れ
ば
具
体
的
な
文
章
の
読
み
書
き
は
可
能
だ
と
し
て
来
た
｡
そ
こ
に
は
基
礎
的

･
基

本
的
能
力
だ
け
が
国
語
学
力
だ
と

の
考
え
方
が
ひ
そ
ん
で
い
る
｡
具
体
的
文
章
に
立
ち
向
か

っ
た
と
き
'
す
ぐ
に
段
落
に
切

っ
た
り
､
要
点

を
拾

い
上
げ
た
り
と
､
基
本
的
能
力
を

T
つ
ひ
と

つ
追
究
し
て
い
こ
う
と
し
て
'
何
の
た
め
に
そ
れ
を
す
る
の
か
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い

こ
と
が
多

い
｡
｢
ひ
と
り
学
び
｣
を
さ
せ
る
と
す
ぐ
そ
れ
を
や
り
出
す
｡
到
達
能
力
こ
そ
が
目
的
達
成
能
力
だ
と
考
え
ず
､
基
礎
的

･
基
本
的

能
力
が
目
的
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
(
五
六

～
五
七
ぺ
)

国
語
能
力
は
'
基
礎
教
科
と
し
て
二
類

(
益
地
注

①
と
②

の
系
列
を
指
す
)
四
層

(
益
地
注

②
③
⑦
⑧
の
順
に
集
積
さ
れ
て
い
く
)

に
と
ら
え
る
こ
と
に
な
る
｡

1
斉
指
導
な
ど
の
教
師
指
導
に
よ
る
学
習
指
導
で
は

一
類
二
層
で
よ
か
っ
た
が
t
r
ひ
と
り
学
び
｣
を
実
施
し
て

い
く
と
き
は
､

こ
の
二
環
四
層
の
と
ら
え
方

の
上
に
立

っ
て
推
進
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

(M

･
五
七
ぺ
)

こ
こ
に
示
し
た
欝
藤

の
学
力
観

の
特
徴
は
'
国
語
を
基
礎
教
科
と
し
て
明
確
に
認
識
し
､
め
ざ
す
べ
き
国
語
能
力
を
生
き
る
上
で
の

｢学

び
の
基
礎
｣
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
点
で
あ
る
｡
さ
ら
に
'
最
終
的
に
め
ざ
す
能
力
を
生
活
目
標
達
成
の
た
め
の
能
力
と
と
ら
え
'
そ
の
能

力
を
鍛
え
る

｢
ひ
と
り
学
び
J
を
国
語
科
学
学
習
指
導
の
中
に
位
置
付
け
た
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
は

｢
ひ
と
り
学
び
｣
の
学
習
指
導
論
が
学

力
論
と
結
び

つ
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
｡

以
上
'
考
察
し
て
き
た
碧
藤
喜
門
の

r
ひ
と
り
学
び
｣
の
独
自
性
を
要
約
す
れ
ば
'
次
の
二
点
に
な
る
｡

仙

ノ
ー
ト
指
導
や
レ
ポ
ー
ト
学
習
な
ど
の
'
書
く
こ
と
を
中
心
と
す
る
具
体
的
な
学
び
方
に
基
づ
く
､
自
主
的

･
創
造
的
学
習
指
導
法
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で
あ
る
｡

惚

学
び
方
を
学
力
と
み
な
す
こ
と
で
､
操
短
解
決
能
力
を
国
語
学
力
体
系
の
中
に
位
置
付
け
た
｡

国
語
科
学
力
体
系

5
.
今
後
の
課
題

20

本
論
文
は
'
｢
ひ
と
り
学
び
J
の
成
立
と
内
容
の
概
略
を
述
べ
る
に
と
ど
ま

っ
た
｡
今
後
は

｢
価
値
あ
る
課
題
｣
や

｢
学
び
方
技
能
｣
､
r
創

造
性
J､
｢
ノ
ー
ト
指
導

･
レ
ポ
ー
ト
指
導
｣
等
の
内
実
に

つ
い
て
深
く
探
求
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
さ
ら
に
は
'
発
想
指
導
な
ど

に
特
徴
の
見
ら
れ
る
作
文
指
導
な
ど
､
他
の
研
究

･
実
践
と
の
関
連
等
を
み
き
わ
め
た
い
と
考
え
て
い
る
｡
そ
れ
ら
を
通
し
て
欝
藤
専
門
の

｢
ひ
と
り
学
び
｣
を
中
心
と
す
る
研
究

･
実
践
の
発
展
的
継
承
が
可
能
に
な

っ
て
こ
よ
う
｡



(
注

1
)
督
藤
亭
門
の
著
書

･
論
文
お
よ
び
実
践

･
研
究
歴
等

の
詳
細
に

つ
い
て
は
､
『
野
藤
首
門
先
生
追
悼
集
』

二

九
九
六
年
十
二
月

十
三
日
刊

･
非
売
品
)
に
､
益
地
が

r
雷
藤
喜
門
先
生
著
書

･
論
文
等
目
録
｣
r
欝
藤
喜
門
先
生
略
年
譜
｣
と
し
て
作
成
し
た

も

の
を
掲
載
し
て
い
る
｡

(
注

2
)
大
村

は
ま

･
青
木
幹
勇

･
大
橋
富
貴
子
な
ど
の
先
導
的
実
践
家

の
各
氏
と
は
'
直
接
的

･
間
接
的
な
触
れ
あ

い
が
あ
り
'

多
く

の
影
響
を
受
け
た
と
推
測
さ
れ
る
が
'
現
時
点
で
は
雷
藤
自
身
が
書
き
戎
し
た
も
の
の
中
に
は
直
接
的
な
記
述
を
兄
い
だ

せ
な

い
｡
今
後

の
検
討
課
題
で
あ
る
｡

(
ま
す
ち

け
ん
い
ち

信
州
大
学
教
育
学
部
)


