
小
学
校
に
お
け
る
文
学
教
材
学
習
指
導
の
研
究

―
個
の
「
読
み
」
の
傾
向
を
生
か
す
課
題
学
習
―

一

は
じ
め
に

日
々
に
変
化
し
進
歩
す
る
情
報

･
技
術
の
時
代
を
迎
え
､
今
日
の
人
々
が

望
む
機
会
を
求
め
て
い
る
学
習
は
'
主
体
行
為
と
し
て
の
生
涯
学
習
で
あ
る

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
れ
を
受
け
て
､
小
学
校
学
習
相
帯
要
領
で

は
､

｢児
童
に
生
き
る
力
を
は
ぐ
く
む
こ
と
を
目
指
す
｣
と
う
た
い
t

r自

ら
学
び
自
ら
考
え
る
力
し
の
育
成
と

｢基
礎
的
基
本
的
内
容
｣
の
定
着
を
図

り
t

r個
性
を
生
か
す
教
育
｣
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
｡

文
学
教
材
学
習
に
お
い
て
も
'
学
習
者
が

｢自
ら
放
題
を
見
つ
け
､
自
ら
学

び
､
自
ら
考
え
､
主
体
的
に
判
断
し
'
読
み
進
め
'
よ
り
よ
く
問
題
を
解
決

考
え
る
力
｣
が
育
ま
れ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
t

r従
来
､

文
学
的
な
文
章
の
詳
細
な
読
解
に
偏
り
が
ち
で
あ
っ
た
指
導
の
在
り
方
を
改

め
る
｣

(注
こ

と
さ
れ
た
､
い
わ
ゆ
る

｢詳
細
な
読
解
｣
批
判
に
対
す
る

返
答
と
な
る
も
の
で
あ
り
､
読
者
で
あ
る
学
習
者
が
中
心
と
な
る
立
場
に
立

っ
た
文
学
教
材
学
習
の
指
導
法
の
追
究
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
｡
本
研
究

脇
坂

幸
光

(上
水
内
群
豊
野
西
小
学
校
)

で
は
'
学
習
者
が

r問
題
の
発
見
'
課
題
づ
く
り
､
隈
招
追
求
'
学
習
の
振

り
返
り
)
と
い
っ
た
現
題
追
求
の
学
習
を
展
開
す
る
こ
と
を

r課
題
学
習
｣

と
位
荘
づ
け
'
そ
の
た
め
の
指
導
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
く
｡

ま
た
t

r個
性
を
生
か
す
教
育
)
の
充
実
を
考
え
た
と
き
､
読
む
こ
と
に

ょ
っ
て
思
考

･
想
像

･
鑑
賞
等
を
行
う
際
､
学
習
者

t
人

l
人
の
感
じ
方
や

考
え
方
の
傾
向
が
違
う
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
る
必
要
が
あ
る
｡
r
自

ら

学
び
自
ら
考
え
る
力
J
を
育
む
際
に
'
学
習
者
個
々
に
よ
っ
て
学
び
の
姿

が

違
い
'
指
導
や
援
助
の
方
法
が
違
っ
て
く
る
は
す
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
に
は
'

個
々
の

｢読
み
｣
の
傾
向
を
把
握
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
い
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
｡
学
習
者
の
t
人

一
人
が

r読
み
｣
の
違
い
を
生
か
し
て
､
そ
の

子
ら
し
い
課
題
を
設
定
し
追
求
す
る
学
習
の
た
め
の
指
導
の
在
り
方
に
つ
い

て
研
究
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
｡

以
上
か
ら
､
本
研
究
の
目
的
は
次
の
二
点
と
な
る
｡

･

文
学
教
材
学
習
に
お
け
る
学
習
者
の

r読
み
J
の
傾
向
の
把
握
を
目
的

と
し
た
学
習
者
研
究
を
行
い
､

r読
み
｣
の
傾
向
を
分
析
す
る
方
途
及
び
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･

文
学
教
材
学
習
に
お
け
る
学
習
者
の

｢読
み
し
の
傾
向
の
把
握
を
目
的

と
し
た
学
習
者
研
究
を
行
い
､

｢読
み
｣
の
頗
向
を
分
析
す
る
方
途
及
び

分
析
の
実
際
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と

｢学
習
者
個
々
が
'

『
読
み
』
の
傾
向
を
生
か
し
て
自
ら
の
課
題
を
成

立
さ
せ
主
体
的
に
追
求
す
る
課
題
学
習
｣
の
学
習
指
導
論
を
構
築
し
'
実

践
を
通
し
て
考
察
す
る
こ
と

本
研
究
で
は
'

｢読
み
｣
を
音
読
や
黙
読
等
の
行
為
に
限
定
す
る
こ
と
な

く
広
く
と
ら
え
､
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
思
考

･
想
像

･
鑑
賞
等
を
行
う
こ
と

も

｢読
み
｣
と
い
う
こ
と
ば
に
含
め
て
い
く
｡
そ
し
て
'
そ
の
際
の
情
意
面

に
着
目
し
､
学
習
者
個
々
の
感
じ
方
や
考
え
方
の
傾
向
を
意
味
し
て
t

r読

み
｣
の
傾
向
と
い
う
こ
と
ば
を
使
用
す
る
｡

二

研
究
の
概
要

〓

)
個
の

｢読
み
｣
の
傾
向
の
把
握

-

学
習
者
把
握
の
必
要
性

梶
田
叡

一
の

二

人
ひ
と
り
の
個
性
を
基
礎
づ
く
る
よ
う
な
教
育
を
進
め

る
に
は
､
内
面
世
界

へ
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
｣
と
い
う
主
張

(注
二
)
や
'

益
地
憲

一
の

r
感
性
的
思
考
力
｣
と
い
う
考
え
方

(注
三
)
等
か
ら
､

｢国

語
語
科
に
お
け
る
学
習
者
の
個
性
J
を
以
下
の
よ
う
に
と
ら
え
た
｡

個
性
と
は

一
般
に
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
な
外
見
上
や
認
知
能
力
の
個
人
差

だ
け
で
は
な
い
｡
学
習
者
の
内
面

(
そ
の
子
を
支
え
る
情
意
､
そ
の
子
の
実

感
と
納
得
の
世
界
､
そ
の
子
な
り
の
見
方
､
考
え
方
'
感
じ
方
の
世
界
)
に

か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
学
習
に
よ
っ
て
情
意
能
力
を
高
め
習
熟
化

す
る
こ
と
で
､
個
性
は
育

っ
て
い
く
｡
集
団
で
の
か
か
わ
り
や
言
葉
の
規
範

と
の
照
合
に
よ
り
個
性
は
確
立
し
て
く
る
｡

学
習
者
は
､
あ
る
課
題
に
取
り
組
む
時
'
自
分
の
感
性
に
よ
っ
て
自
分
な
り

に
探
究
を
続
け
て
い
き
自
分
な
り
に
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
こ
に
そ
の

子
ど
も
の
個
性
が
表
れ
る
｡
そ
の
個
性
と
は
個
々
の
内
面
世
界
の
反
映
で
あ

る
｡
個
性
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
､
子
ど
も
の
内
面

(そ
の
子
を
支
え
る
情

意
)

へ
の
着
日
が
必
要
な
の
で
あ
る
｡

ま
た
'
牧
島
亮
夫
の

｢個
性
を
生
か
す
教
育
の
ポ
イ
ン
ト
は

一
人
ひ
と
り

の
子
ど
も
の
理
解
の
仕
方
に
価
値
を
置
く
こ
と
J
だ
と
す
る
考
え

(注
E
])

や
'
野
地
潤
家
の

｢各
言
語
主
体
の
思
考
営
為
に
お
い
て
､
ど
の
よ
う
に
独

創
性
を
ひ
き
だ
し
培
っ
て
い
く
か
は
だ
い
じ
な
課
題
で
あ
る
｣
と
い
う
主
張

か
ら
も
､
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
の
違
い
と
個
性
を
尊
重
す
る
学
習
を
指
向
す

る
こ
と
の
必
要
性
が
明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
｡

2

個
の

｢
読
み
｣
の
傾
向
を
分
析
す
る
方
途

(
1
)

｢読
み
｣
の
傾
向
に

着
日
し
た

分
析
の
視
点

西
尾
実
は
'

｢直
観
的

'

情
意
的

把
握
で
あ
る
鑑
賞
は
､

知
識
的
な
理
解
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に
先
立
っ
て
行
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
､
鑑
賞
者
に
と
つ
て
は
絶
対
的
な
不
実
で

あ
る
主
体
的
､
個
人
的
な
価
値
意
識
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
L
t

r香
く
ー＼
と

に
よ
っ
て
間
男
意
織
が
整
理
さ
れ
自
覚
さ
れ
る
J

(
注
五
)

と
述
べ
て
い
る
｡

作
品
に
出
会
っ
た
と
き
の
情
意
的
直
観
は
主
体
的
･
個

性

的
な
も
の
で
あ
り
､

r読
み
｣
の
活
動
を
個
性
的
な
解
釈
や
批
評

へ
と
発
展
さ
せ
る
基
盤
と
な
る

も
の
で
あ
る
｡
学
習
者
の
感
想
文
に
表
出
さ
れ
る
情
意
に
着
日
し
た
い
｡

r読
み
｣
の
傾
向
を
投
票
者
が
有
効
に
把
握
す
る
手
だ
て
と
し
て
初
発
感
想

文
及
び
二
次
感
想
文
は
有
用
で
あ
る
と
考
え
る
.

上
田
薫
は

｢
ひ
と
り
ひ
と
り
の
子
ど
も
に
個
性
的
な
バ
ラ
ン
ス
が
あ
る
｣

と
主
張
す
る
｡

(注
六
)

r読
み
｣
の
傾
向
を
と
ら
え
た
と
き
に
'
例
え
同

じ
よ
う
な
傾
向
を
示
し
た
と
し
て
も
'
内
実
に
は
違
い
が
あ
る
｡
性
格

･
行

動

･
経
験
等
が
そ
れ
ぞ
れ
違
い
､
学
習
場
面
で
の
作
業
速
度
や
人
間
関
係
等

も
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
加
味
し
て
'
解
釈
し
た
り
裏
付
け
た
り
す
る
こ
と

が
大
切
に
な
っ
て
く
る
｡

(2
)

分
析
の
具
体
的
な
方
途

学
習
者
の

｢読
み
｣
の
傾
向
を
分
析
す
る
た
め
の
観
点
と
し
て
'
以
下
に

あ
げ
る
三
つ
を
考
え
た
｡

①

着
目

･
理
解

学
習
者
が
テ
ク
ス
ト
と
出
会
っ
た
時
に
昔
日
し
た
叙
述
や
直
観
的
に
感
受

し
た
内
容
を
基
盤
と
し
､
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
く
か
を
と
ら
え

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

心
情
的

=
内
面

的
描
写

へ
の
着
日
､

発
現

人
物
の
心
情
や
思
考
を
推
測

論

現
的

‥
外
面
的

描
写

へ
の
費
目
､
作
者

の
恵
図

･布
意

の
況
み
取
り

②

志
向
性

学
習
者
の
問
増
悪
鈍
の
向
か
う
方
向
が
ど
こ
で
あ
る
か
を
と
ら
え
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

r通
じ
合
い
は
､
話
者

(聴
者
)
が
'
こ
れ
ら
四
つ

の
言
語
行
動
意
識
の
い
ず
れ
か
に
重
点
を
置
い
て
営
む
も
の
で
あ
る
｣
と
食

滞
栄
吉
が
述
べ
る

(注
七
)

r対
事
的
意
識
､
対
他
的
意
識
'
対
日
的
意
識
､

対
辞
的
意
識
｣
の
四
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
｡

対
日
的
‥
自
己
に
対
し
て
考
え
る

(自
己
の
傾
向

･
信
念

･
変
化

･
経
験

対
他
的

-
他
者
に
対
し
て
考
え
る

(他
者
及
び
登
場
人
物
)

対
事
的

･･文
中
の
事
物
や
事
件
を
考
え
る

(出
来
事
'
構
成
'
主
項
'

作
者
等
)

対
辞
的

-
表
現
や
表
記
に
つ

いて
考
え
る

30

③

追
求

に

お
け
る
そ

の
手

の

個
性

し
か
し
､
ま
だ
傾
向
の
分
類

･
グ
ル
ー
プ
分
け
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
｡

個
々
の
学
習
者
特
有
の

r読
み
｣
の
傾
向
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
｡
例
え
ば
､
心
情
的
な
反
応
が
受
容
的
な
の
か
批
判
的
な
の
か
､
対
他
的

意
識
が
誰
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
等
へ
ま
だ
読
み
取
れ
な
い
部
分
が
出
て
く

る
｡
従
っ
て
､
更
に
次
の
よ
う
な
観
点
を
持
っ
て
子
供
の
追
求
を
分
析
し
t

r読
み
｣
の
傾
向
性
を
整
理
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
｡

感
想
の
視
点
-

感
想
の
内
容
が
客
観
的

･
理
性
的
視
点
か
ら
音
か
れ
て
い



る
か
'
主
観
的

･
感
性
的
視
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
か
｡

追
求
の
焦
点

-

原
因
や
結
果
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
か
'
過
程
や
状
況
を

問
題
に
す
る
か
｡

一
貫
性

-

問
題
意
識
を

一
貫
と
し
て
持
ち
続
け
る
か
､
転
換
し
て
い

く
か
｡

読
み
の
段
階
-

道
徳
的
に
善
し
悪
し
を
判
断
し
て
受
け
止
め
て
い
る
か
｡

作
中
の
基
本
的
人
物
設
定
や
そ
の
心
理
･
性
格
を
考
慮
し
て

人
物
や
状
況
を
読
む
題
材
読
み
を
し
て
い
る
か
｡

(注
八
)

共
感
度

‥

ど
の
登
場
人
物
に
共
感
し
同
化
し
て
い
る
か
｡
ま
た
'

受

容
的

･
教
訓
的
に
受
け
止
め
て
い
か
か
､
疑
問
を
持
つ
な
ど

現
実
的
に
批
判
的

･
批
評
的
に
受
け
止
め
て
い
る
か
｡

実
際
の
授
業
を
考
え
る
と
'
そ
の
子
の
個
性
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
他
に

も
見
ら
れ
る
｡
特
に
顕
著
な
も
の
は
文
章
で
補
足
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
｡

3

個
の

r
読
み
l
の
傾
向
の
分
析
の
美
辞
と
考
察

信
州
新
町
中
央
小
学
校
四
年
東
組
で

｢ご
ん
ぎ

つ
ね
｣

(新
美
南
吉
作
)

を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
行

っ
た
学
習

(注
九
)
に
お
け
る
学
習
者
の

r読
み
)

の
傾
向
性
を
分
析
し
た
｡
以
下
に
ま
と
め
て
示
す
｡
そ
れ
ぞ
れ
､
志
向
性

･

着
日
理
解
'
追
求
に
お
け
る
そ
の
子
の
個
性
の
順
に
並
ん
で
い
る
｡

A
子
-
対
日
論
理
的
｡

一
貫
教
訓
型
｡
知
的

日
子
-
対
他
心
情
的
｡

一
貫
同
化
型
｡
情
的

C
男
-
対
卓
論
理
的
｡
客
観
的
､
現
実
的
｡
状
況
評
価
型

D
男
･･･対
事
情
景
的
｡
客
観
的
､
現
実
的
｡
状
況
対
応
判

E
男
-
対
他
論
理
的
｡
視
点
変
換
結
果
重
視
型

F
子
･･･対
事
論
理
的
｡
過
程
問
題
型

G
男
-
対
事
論
理
的
｡
原
因
追
求
型

H
子
-
対
事
論
理
的
｡
主
観

･
感
性
型

-
男
-
対
他
心
情
的
｡
情
感

一
貫
型

1
子
-
･論
理
対
苛
的
｡

1
貫
道
徳
型

た
と
え
着
日

･
理
解
や
志
向
性
で
は
同
じ
よ
う
な
分
類
に
な

っ
た
と
し
で

も
､
追
求
の
仕
方
は
み
な
そ
れ
ぞ
れ
が
個
性
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
｡

1
子
の
内
実
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
｡
こ
の
時
期
､
1
子
は
人
の
物

を
罷
っ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
金
銭
に
つ
い
て
の
問
題
行
動
を
起
こ
し
て
い
た
｡

ご
ん
が
反
省
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
認
め
た
り
兵
十
が
い
ろ
い
ろ
も
ら
え
て
よ

か
っ
た
と
し
た
り
し
て
い
る
点
'
や
は
り
自
ら
の
価
値
観
に
照
ら
し
て
を
感

想
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
ご
ん
が
い
た
ず
ら
を
し
た
だ
け
な
の
に

rぬ
す
っ
と
｣
と
思
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
最
後
ま
で
こ
だ
わ
っ
て
い
た
こ

と
も
誘
け
る
｡
教
訓
を
読
み
取
っ
て
い
る
よ
う
で
'
実
は
自
ら
の
生
き
方
を

振
り
返
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
当
時
'
仲
の
よ
か
っ
た
友
達
と
う
ま

く
い
か
な
い
と
い
う
友
達
関
係
で
悩
ん
で
い
た
F
子
が
'
行
為
の
過
程
の
価

値
に
つ
い
て
言
及
し
､

r気
持
ち
が
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
｣
こ
と
に
つ
い

て
書
い
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
陪
す
る
｡

｢自
分
が
そ
う
だ
と
思
っ
て
い
た

こ
と
を
A
子
さ
ん
が
言

っ
て
く
れ
た
の
で
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
で
す
｣
と
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い
う
感
想
か
ら
も
'
自
分
と
典
通
の
人
が
い
た
'
自
分
の
気
持
ち
を
わ
か
っ

て
く
れ
そ
う
な
人
が
い
た
と
い
う
こ
と

へ
の
存
び
が
感
じ
ら
れ
る
.

村
田
夏
子
は
'
読
み
の
過
程
を

r自
分
が
も
っ
て
い
る
知
隅
と
の
間
の
や

り
と
り
も
し
な
が
ら
解
釈
が
作
ら
れ
る
｡
意
味
は
文
章
の
中
に
あ
る
の
で
は

な
く
'
読
み
手
が
文
革
の
情
朝
と
自
分
の
知
粒
と
を
使
っ
て
能
動
的
に
作
っ

て
い
る
｣

(注
+
)
と
説
明
し
て
い
る
｡

｢読
み
｣
に
は
そ
の
子
の
知
略
で

あ
る
生
活
体
験
や
既
有
休
晩
が
投
影
さ
れ
て
い
る
｡
価
値
観
も
そ
れ
ぞ
れ
違

う
の
だ
か
ら

r読
み
｣
も
違

っ
て
く
る
｡

r読
み
｣
に
は
'
そ
の
子
の
個
性

や
'
外
面
か
ら
で
は
わ
か
ら
な
い
内
面
思
考
が
現
れ
て
く
る
｡

(
二)
個

の

｢
読
み
｣

の
傾
向
を
生
か
す
学
習
指
導

の
構
想

-

個
の

r読
み
｣
の
傾
向
を
生
か
す
た
め
の
視
座

教
師
が
解
釈
学
的
に
作
品
を
教
材
分
析
し
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
教
え
よ
う
と

し
た
こ
と
が
､
結
果
的
に

r作
者

･
作
品
中
心
主
義
の

『
読
み
』
｣
の
傾
向

を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
そ
し
て
'
学
習
者
の
思
い
よ
り
作
者
の
思

い
に
重
点
を
置
き
､
読
者
で
あ
る
学
習
者
の
主
体
性
や
個
性
的
な

｢読
み
｣

に
つ
い
て
重
き
が
お
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

ま
た
t

r読
者
中
心
主
義
の
文
学
教
育
｣
と
呼
ば
れ
る
､
主
題
を

一
つ
に

ま
と
め
る
こ
と
を
目
指
さ
な
い
で
'
読
み
手
に
よ
る
い
く
つ
か
の
主
題
を
認

め
'
文
学
的
な
読
み
の
成
立
を
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
る
立
場
に
則
っ
た
実

践
に
つ
い
て
も
､
初
発
の
感
想
が
英
恨
把
捉
と
し
て
の
み
し
か
槻
柁
し
て
い

な
い
現
状
が
批
判
さ
れ
t

r個
性
的
な
試
み
｣
と
い
う
青
菜
の
本
当
の
恋
味

が
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
ど
う
読
ん
で
も
い
い
と
い
う
安
易
で
慈
恵
的
な
況
み

方
を
隠
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

更
に

r分
析
批
評
の
成
果
を
生
か
し
て
t

r
訳
み
の
技
術
』
を
文
学
教
育

の
教
科
内
容
と
す
る
立
切
｣
に
つ
い
て
は
'
そ
れ
を

r自
力
抗
み
｣
に
つ
な

げ
る
視
点
が
希
沖
で
あ
る
こ
と
や
'
学
習
者
の
主
体
的

･
個
性
的
な

r読

み
J
に
塵
き
が
荘
か
れ
て
い
な
い
点
に
や
は
り
問
題
が
あ
る
｡
授
菜
と
は
､

授
業
者
が
仮
説
を
持
っ
て
学
習
者
の

r読
み
J
を
探
っ
て
い
く
場
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
｡
授
菜
で
の
学
習
者
の

｢読
み
｣
を
把
握
し
予
測
す
る
と
こ
ろ

か
ら
学
習
指
:埠
を
構
想
す
る
必
要
が
あ
る
｡
.

2

学
習
指
導
構
築
に
向
け
て
の
方
途

(
1
)
学
習
理
論
と
し
て
の

｢空
所
｣

一
九
八
二
年
に
イ
ー
ザ
I
の

『
行
為
と
し
て
の
読
書
』

(注
十
二

が
翻

訳
出
版
さ
れ
た
の
を
機
に
国
語
教
育
界
に
お
い
て
再
び

r読
者
論
J
が
注
目

を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
学
習
者
が
自
ら
問
題
を
作
り
出
し
､
自
ら
の
手

で
解
決
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
'
学
習
者
は

｢空
所
｣
を
生
み
出
し
補

填
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
'
学
習
者
だ
け
で
は

解
決
で
き
な
い
問
題
が
あ
っ
た
場
合
に
は
'
教
師
が
そ
の

｢空
所
J
を
補
填

す
る
た
め
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
示
す
必
要
が
あ
る
｡
ま
た
'
学
習
者
が
気
づ

い
て
い
な
い
問
題
が
あ
っ
た
ら
､
教
師
は
そ
の
点
を
発
関
し
て
､
学
習
者
の
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中
に
牢
所
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
つ
ま
り
教
師
に
は
深
い
教
材
解

釈
と

｢空
所
｣
補
填
の
結
果
到
達
さ
せ
る

｢読
み
｣
の
明
確
化
が
求
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
｡

(
2
)
自
ら
の
課
題
を
解
決
す
る
学
習

生
涯
学
習
社
会

･
情
報
社
会
の
現
代
で
は
､
課
題
解
決
能
力
の
育
成
､
と

り
わ
け
自
ら
課
題
を
見
出
す
能
力
を
育
て
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
｡
文
学
教

材
学
習
で
の
課
題
学
習
は
､
学
習
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
の
み
に
価
値
が
あ

る
の
で
は
な
く
'
自
ら
設
定
し
た
学
習
問
題
に
対
し
て
､
学
習
者
が
自
ら
解

釈
を
打
ち
立
て
る
こ
と
や
そ
の
適
否
を
叙
述
に
即
し
て
追
求
す
る
と
こ
と
に

意
義
が
あ
る
｡

(
3
)

｢
ひ
と
り
学
び
｣
に
よ
る
個
人
追
求

欝
藤
吉
門
は
'

一
斉
指
導
の
限
界
を
あ
げ
t

r教
え
る
｣
の
で
は
な
く

｢学
ぶ
｣
国
語
教
室
を
求
め
て

｢
ひ
と
り
学
び
｣

(注
十
二
)
を
提
唱
し
た
｡

斎
藤
は

r主
体
的

･
自
主
的
に
､
自
分
の
ペ
ー
ス
で
学
習
を
進
め
る
'
そ
こ

か
ら
教
育
の
画

一
性
'
硬
直
性
を
救
い
､
同
時
に
学
習
方
法
を
身
に
つ
け
さ

せ
て
自
己
教
育
力
を
養
い
､
生
涯
教
育
に
も
資
す
る
よ
う
に
と
の
ね
ら
い
で

あ
る
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
そ
し
て
'
同
語
学
力
を

｢基
礎
的

･
基
本
的
能

力
｣
と

｢課
題
解
決
能
力
｣
の
二
類
と
L
t

r
ひ
と
り
学
び
｣
を
支
え
る
学

習
技
能
を
十
三
項
目
あ
げ
て
い
る
｡
個
々
に
力
を
つ
け
る
と
い
う
視
点
を
明

確
に
持

っ
て
'
個
々
が
自
ら
の

r読
み
｣
の
慎
向
に
応
じ
て
テ
ク
ス
ト
を
読

み
'
そ
の
子
の

｢読
み
｣
の
傾
向
に
応
じ
た
窓
口
か
ら
力
を
つ
け
て
い
く
こ

と
を
目
指
す
立
場
と
し
て
'
示
唆
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
｡

(4
)
集
団
で
の

r読
み
J
の
交
流
の
意
義
付
け

個
性
は
集
団
で
の
か
か
わ
り
や
言
葉
の
規
範
と
の
照
合
に
よ
り
確
立
し
て

く
る
｡
ま
た
､
自
己
を
同
定
す
る
行
為
は
絶
対
的
な
他
者
認
識
な
し
に
は
成

立
し
な
い
｡

r読
み
｣
の
交
流
と
い
う
他
者
と
の
交
流
こ
そ
が
自
己
終
知
を

可
能
に
す
る
｡
浜
本
純
逸
は

r私
は
'

『
自
分
勝
手
読
み
』
を
超
え
る
に
は
'

作
品
構
造
と
の
徹
底
し
た
対
話
と
自
己
の
読
み
に
変
容
を
せ
ま
る

『
読
み
の

交
流
』
の
二
つ
の
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
｡
｣

(注
･1
二
)
と

述
べ
て
い
る
｡
個
々
が
自
ら

｢空
所
｣
を
生
み
出
し
補
填
し
て
い
く

｢読

み
｣
を
保
障
す
る
こ
と
は
'
作
品
構
造
と
の
対
話
を
ね
ら
う
も
の
で
あ
る
｡

ま
た
'
集
団
で
の

｢読
み
｣
の
交
流
は
'
自
己
の

｢読
み
｣
に
変
容
を
せ
ま

る

｢読
み
｣
の
交
流
と
い
う
対
話
で
あ
る
｡

3

学
習
指
導
の
基
本
的
な
枠
組
み
の
構
築

豊
野
西
小
学
校
四
年

一
組
で
､
テ
ク
ス
ト
は

｢
一
つ
の
花
｣

(今
西
祐
行

作
)
を
使
用
し
て
行
っ
た
学
習
指
導
を
例
示
す
る
｡
括
弧
内
は
配
当
時
間
数

を
'

｢★
J
の
部
分
は
教
師
の
支
援
を
示
し
て
い
る
｡
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第

t
次

･･

指
導
者
に
よ
る

二

つ
の
花
｣
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
く
｡

そ
の
後
､
各
自
で
音
読
｡

(
1
)

第
二
次

‥

初
発
感
想
文
を
執
笠
｡
全
員
の
初
発
感
想
が
活
字
化
さ
れ

た
も
の
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
初
発
感
想
の
交
洗
｡

(
2
)

★

初
発
感
想
文
で
I

r心
に
残
っ
た
叙
述
L

r感
想
｣
の
2
項
目



に
つ
い
て
執
筆
す
る
よ
う
伝
え
る
｡

★

全
員
の
初
発
感
想
文
を
プ
リ
ン
ト
し
て
配
布
}

｢自
分
と
似
て

い
る
こ
と
'
自
分
の
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
｣
の
二
点
に
注
目
し

て
t

rよ
い
と
思
っ
た
友
だ
ち
の
考
え
J
に
線
を
引
き
な
が
ら
読

む
よ
う
助
言
す
る
｡

第
三
次

‥

自
ら
の

r空
所
｣
の
款
鰐
化
と
し
て
､
各
日
が
学
習
閉
域

を
作
成
｡
令
員
の
学
習
問
題
の
一
覧
表
に
な
っ
た
も
の
を
見

て
'
個
人
追
求
の
計
画
立
案
｡

(
1
.
5
)

★

学
習
問
題
を
作
る
際
に
､
形
式
を
例
示
す
る
ひ

★

全
員
の
学
習
問
題
を
､
そ
れ
ぞ
れ

T
父
親
に
対
す
る
も
の
'
母

親
に
た
い
す
る
も
の
'
ゆ
み
子
に
対
す
る
も
の
､
そ
の
他
｣
に
分

類
し
た
上
で
'
物
語
の
流
れ
に
そ
っ
て
配
降
し
た

.
覧
表
を
作
成
し

て
配
布
す
る
｡

★

学
習
計
画
の
段
階
で
､
自
ら
作
成
し
た
学
習
問
題
を
追
求
し
終

わ
っ
た
場
合
は
'

一
覧
表
を
見
て
､
級
友
の
作
成
し
た
も
の
か
ら

選
択
し
て
取
り
組
ん
で
み
る
よ
う
助
言
す
る
｡

第
四
次

‥

各
自
の
計
画
に
従
っ
て
の
個
人
追
求

(
4
)

★

学
習
カ
ー
ド
を
用
意
｡

r学
習
問
題
｣

rも
と
に
な
る
叙
述
J

｢
自
分
の
考
え
｣

｢
こ
の
間
題
を
や
っ
て
み
て
思
っ
た
こ
と

･
わ
か

っ
た
こ
と
｣
を
記
述
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
｡

★

机
間
巡
視
し
て
相
談
に
の
る
他
､
叙
述
を
も
と
に
し
た
解
釈
と
な

っ
て
い
る
か

･

｢も
と
に
な
る
叙
述
｣
と
し
て
あ
げ
て
い
る
叙
述
と

考
え
が
対
応
し
て
い
る
か

･
筏
数
の
叙
述
か
ら
キ
ー
ワ
ー
ド
を
端
的

に
抜
き
出
し
て
い
る
か
等
の
視
点
で
学
習
カ
ー
ド
を
見
て
'
偶
に
応

じ
て
柏
統
も
し
く
は
指
導

･
助
言
を
す
る
｡

節
五
次

‥

共
通
の
学
習
問
題
に
対
し
て
'
個
々
が
考
え
を
記
入
し
'

発
光

･
吟
味
す
る

｢読
み
｣
の
交
流

(
1
.
5
)

★

r読
み
｣
の
交
流
の
た
め
に
'
共
通
の
学
習
問
題

r
F
1
つ
だ

け
ち
ょ
う
だ
い
』
と
い
う
言
葉
を
覚
え
て
し
ま
っ
た
ゆ
み
子
に
対

し
て
の
父
親
の
願
い
J
を
用
意
す
る
｡

★

更
な
る
課
題

r
l
つ
の
花
に
は
父
親
の
ど
の
よ
う
な
願
い
が
こ

め
ら
れ
て
い
る
か
｣
に
つ
い
て
の
悪
見
発
表
も
行
い
､
最
後
に

本
時
の

｢読
み
J
の
交
流
の
感
想
を
記
入
す
る
よ
う
指
示
す
る
｡

第
六
次

-

二
次
感
想
文
の
執
筆

(
1
)

★

r学
習
を
終
え
て
み
て
の
感
想
j
t

｢登
場
人
物

へ
の
手
紙
L

r本
単
元
で
の
学
習
の
記
録
J

r
登
場
人
物
に
成
り
代
わ
っ
て
の

日
記
L

r第
.二
者

へ
の
紹
介
文
J
の
形
式
を
紹
介
し
'
書
き
や
す

い
も
の
を
選
択
す
る
よ
う
に
助
言
す
る
｡
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学
習
問
題
づ
く
り
に
お
い
で
は
'
次
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
学
習
問

題
が
考
え
ら
れ
る
｡
も
ち
ろ
ん
教
材
の
内
容
及
び
学
年
や
発
達
段
階
に
応
じ

て
で
は
あ
る
が
'
教
師
は
こ
の
よ
う
な
形
式
を
例
示
し
た
り
学
習
者
が
作
っ

た
学
習
問
題
を
紹
介
し
た
り
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
｡

1

｢理
由
を
問
う
｣

(ど
う
し
て
～
な
の
か
､
な
ぜ
～
な
の
か
)

･j

r心
情
を
問
う
J

(ど
ん
な
気

持
ち
だ
ろ
う
'
ど
う
思
っ
た
の
だ



ろ
う
)

…m

｢比
較
す
る

(対
比

･
類
比
)
｣

(比
べ
て
み
よ
う

･
似
て
い
る

と
こ
ろ
や
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
つ
け
よ
う
)

.Ⅳ

｢調
べ
る
J

(他
の
表
現
を
さ
が
そ
う
､
ど
う
表
現
さ
れ
て
い
る

か
調
べ
て
み
よ
う
)

Ⅴ

｢補
充
す
る
｣

(続
き
を
作
ろ
う

･
補
っ
て
み
よ
う
)

.Ⅵ

｢変
化
を
見
つ
け
る
｣

(ど
う
変
わ
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う

･
ど
こ

で
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う

掘

r比
境
や
象
徴
し
て
い
る
も
の
を
探
る
｣

(ど
ん
な
こ
と
を
表
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
)

掘

r視
点

･
角
度
を
変
え
る
｣

(も
し
～
し
な
か
っ
た
ら
ど
う
な
っ

て
い
た
だ
ろ
う
)

.Ⅸ

〓
一昔
択

一
に
す
る
｣

(～
し
た
の
は
～
だ
か
ら
か
､
そ
れ
と
も

ー
だ
か
ら
か
)

X

r作
者
の
意
図
を
考
え
る
)

(ど
う
し
て
こ
う
い
ヶ
構
成

･
設
定

に
し
た
の
か
等
)

を
交
流
す
る
技
能

①
個
々
の
課
題
を
学
習
閉
居
の
形
に
す
る
技
能

…m
課
題
解
決
構
想
技
能

①
計
画
を
立
て
る
技
能
'
②
学
習
問
題
の
解
決
方
法
を
考
え
る
技
能

Ⅳ

課
題
解
決
技
能

①
解
釈
を
持
つ
技
能
'

②
根
拠
を
示
す
技
能
'

③
解
決
発
展
技
能

Ⅴ

評
価
の
技
能

①
追
求
見
返
し
技
能
､
②
他
者
の

｢読
み
｣
を
聞
く
技
能
'

③
計
画
見
直
し
技
能

学
習
過
程
の
中
で
必
要
と
思
わ
れ
る
学
習
技
能
に
つ
い
て
整
理
し
た
い
｡

(

三)

個
の

｢読
み
｣
の
傾
向
を
生
か
す
授
業
の
実
践

-

r空
所
｣
の
課
題
化
と

r
ひ
と
り
学
び
｣
に
お
け
る
実
相

愛
理
抄
は
､
初
発
の
感
想
で

｢心
に
残
っ
た
場
面
｣
と
し
て
'

｢お
父
さ

ん
は
'
そ
れ
を
見
て
に
っ
こ
り
笑
う
と
､
何
も
言
わ
ず
に
汽
車
に
乗
っ
て
行

っ
て
し
ま
っ
た
L
t

｢お
母
さ
ん
は
'
お
父
さ
ん
に
､
ゆ
み
子
の
泣
き
顔
を

見
せ
た
く
な
か
っ
た
J
と
い
う
二
つ
の
場
面
を
取
り
上
げ
て
い
る
｡
そ
し
て
'

次
の
よ
う
な
学
習
問
題
を
つ
く
っ
て
検
証
し
て
い
る
｡
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1

基
礎
的
技
能

①
音
読
の
技
慌
'

②
黙
読

(速
読
).
の
技
能
､

③
書
写
技
能
､

①
メ
モ
･
記
録
の
技
能
'

⑤
要
約

･
抜
粋
の
技
能

･
E]

放
題
把
握
の
技
能

①
鑑
賞
す
る
技
能
'
②
疑
問
や
感
想
を
文
章
化
す
る
技
能
､

③
感
想

①

お
父
さ
ん
が
'
ゆ
み
子
に
コ
ス
モ
ス
を
あ
げ
た
の
は
'
ゆ
み
子
を

泣
き
や
ま
せ
る
た
め
だ
っ
た
の
か
'
そ
れ
と
も
最
後
の
プ
レ
ゼ
ン
ト

か
｡

②

な
ぜ
作
者
は
'
ゆ
み
子
の
家
が
コ
ス
モ
ス
で
包
ま
れ
る
よ
う
に
し



た
の
だ
ろ
う
｡

③

食
べ
物
を
あ
げ
る
の
と
コ
ス
モ
ス
を
あ
げ
る
の
と
の
意
味
の
違
い

愛
理
抄
は
①
の
学
習
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
釈
し
た
｡

r
『
一
つ
だ
け
の
お
花
､
大
事
に
す
る
ん
だ
よ
う
し
で
'
も
う
会
え
な
い
と

わ
か
っ
て
い
た
と
思
う
｡
だ
か
ら
'
お
父
さ
ん
が
い
な
く
て
も
､
コ
ス
モ
ス

を
大
事
に
し
て
ね
と
い
う
意
味
だ
と
思
う
｡
お
父
さ
ん
は
や
さ
し
い
｣

t
輪
の
花
の
象
徴
性
を
と
ら
え
輪
甥
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
姿
の
中
に
'
情

感
的
な

｢読
み
｣
の
頼
向
性
が
見
え
る
｡
な
お
'
愛
理
抄
は
②
③
の
学
習
問

層
に
は
取
り
組
ん
で
い
な
い
｡
曲
を
解
釈
し
た
こ
と
で
､
②
③
に
つ
い
て
の

｢空
所
｣
は
補
填
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
臨
機
応
変
な
処
斑
は
､

自
分
の
問
い
を
自
分
の
ペ
ー
ス
で
解
決
し
て
い
く

r
ひ
と
り
学
び
｣
だ
か
ら

こ
そ
可
能
に
な
る
と
言
え
よ
う
｡
そ
し
て
､
歩
の
作
っ
た

r
『
ゆ
み
ち
や
ん
'

い
い
わ
ね
え
｡
お
父
ち
ゃ
ん
'
兵
隊
ち
ゃ
ん
に
な
る
ん
だ
っ
て
｡
ぽ
ん
ざ
あ

い
っ
て
l
と
'
い
や
な
こ
と
な
の
に
お
母
さ
ん
が
言
っ
た
の
は
な
ぜ
か
｣
と

い
う
学
習
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
｡
こ
う
し
て
見
る
と
'
初
発
の
感
想
で

｢心
に
残
っ
た
場
面
｣
と
し
て
あ
げ
た
二
つ
の
場
面
を
取
り
上
げ
､
検
証
し

た
こ
と
が
わ
か
る
｡
物
語
に
出
会
っ
て

｢心
に
残
っ
た
｣
と
す
る
場
面
が
､

実
は

｢確
か
め
た
い
･
調
べ
た
い
)
と
い
う
自
ら
の

r空
所
｣
で
あ
り
'
補

填
し
た
い
と
い
う
欲
求
が
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
事
例
で
あ
る
｡
個
々
が
自
ら

の
ペ
ー
ス
で
課
題
を
追
求
す
る
学
習
は
'
個
の
欲
求
に
悪
打
ち
さ
れ
て
い
る

と
言

っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
｡

初
発
の
感
想
を
愛
理
抄
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
｡

二

つ
の
花
)
は
戦
争
の
話
で
'
お
父
さ
ん

･
ゆ
み
子

･
お
母
さ
ん

は
､
と
て
も
か
わ
い
そ
う
で
し
た
｡

一
恵
か
わ
い
そ
う
な
の
は
ゆ
み
子
で

し
た
｡
お
父
さ
ん
の
顔
だ
っ
て
お
ぼ
え
て
い
な
い
の
で
'
お
父
さ
ん
が
白

分
に
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡
こ
の
話
で
'

｢ち
い
ち
や
ん
の
か
げ
お
く
り
J
も
そ
う
だ
け
ど
'
戦
争
は
大

変
な
ん
だ

と
恩
い
ま
し
た
｡

ま
ず
､
こ
の
物
語
全
体
を
と
ら
え
て

r戦
争
の
話
｣
と
抽
象
化
し
て
い
る
｡

登
場
人
物
に
つ
い
て

r
か
わ
い
そ
う
｣
と
し
て
い
る
の
は
､
自
分
の
身
に
な

っ
て
考
え
た
結
果
で
あ
ろ
う
｡
最
後
に
三
年
時
に
読
ん
だ
物
語
と
比
較
し
っ

つ

｢戦
争
｣
と
い
う
も
の
に
対
す
る
自
ら
の
イ
メ
ー
ジ
を
確
認
し
て
い
る
｡

学
習
の
最
後
に
記
述
し
た
二
次
感
想
文
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
｡

｢
一
つ
の
花
｣
と

｢ち
い
ち
や
ん
の
か
げ
お
く
り
｣
と

｢私
｣

私
は士
､

r
T
つ
の
花
｣
と

TT
ち
い
ち
や
ん
の
か
げ
お
く
り
｣
は
同
じ
よ

う
な
内
容
で
t

r戦
争
の
話
ぽ
っ
か
り
｡
戦
争
を
や
う
で
い
る
と
き
に
生

ま
れ
て
き
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
に
な
あ
｣
と
思
っ
て
い
ま
し
た
｡

(早

略
)
ち
い
ち
や
ん
は
最
後
に
お
父
さ
ん
た
ち
に
会
え
た
け
ど
'
ゆ
み
子
は

一
生
お
父
さ
ん
に
は
会
え
ま
せ
ん
で
し
た
｡
私
が
ち
い
ち
や
ん
な
ら
'
き

っ
と
今
み
ん
な
と
詣
し
て
い
る
け
れ
ど
'
私
が
ゆ
み
子
な
ら
'
今
知
ら
な

く
て
も
'
ど
う
せ
大
人
に
な
る
ま
で
に
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
'

き
っ
と
そ
の
と
き
は
泣
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
｡
も
し
も
'
今
お
父
さ
ん

が
い
な
く
な
っ
た
と
し
た
ら

･
･
･
｡
で
も
'
私
な
ら

｢も
し
も
し
で
す

む
け
れ
ど
も
､
ゆ
み
子
は
何
年
た
っ
て
も
会
え
ま
せ
ん
｡
い
く
ら
涙
を
流
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し
て
も
会
え
ま
せ
ん
｡
そ
し
て
､
こ
の
勉
強
を
し
て
､
命
も
大
切
だ
と
思

っ
た
け
ど
'
世
界
の
何
倍
分
の
一
の
家
族
も
大
切
だ
と
恩
い
ま
し
た
｡
で

き
な
い
け
れ
ど
､
ゆ
み
子
の
お
父
さ
ん
に
私
が
な
っ
た
と
し
た
ら
､
今
の

ゆ
み
子
を
元
気
よ
く
育
て
て
あ
げ
た
い
で
す
｡
今
ゆ
み
子
の
お
父
さ
ん
が

生
き
て
い
た
ら
､
ゆ
み
子
を
元
気
よ
く
育
て
て
も
ら
い
た
い
で
す
｡

自
ら
の
読
書
経
験
を
比
較
し
っ
つ
'

｢も
し
も
､
今
｣
と
'
自
ら
が
物
語

世
界
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
｡

｢命
も
大
切
だ
と
思
っ
た
け
ど
'
世
界
の
何

債
分
の
一
の
家
族
も
大
切
だ
と
わ
か
り
ま
し
た
｣
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
､

平
凡
な

一
つ
′の
家
族
の
一
人
の
父
親
の
家
族
愛
や
顧
い
に
対
し
て
'
世
界
を

覆
う
よ
う
な
迫
力
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
｡
初
発
感
想
で

｢戦
争

の
お
話
｣
と
し
た
と
ら
え
が
'

｢戦
争
に
翻
弄
さ
れ
る
家
族
愛
を
描
い
た
お

話
し
と
い
う
方
向

へ
変
容
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
｡

個
人
追
求
で
父
親
の
願
い
や
母
親
の
心
情
を
追
求
し
､

｢読
み
)
の
交
流

を
通
し
て
級
友
の
多
様
な
考
え
に
触
れ
た
成
果
で
あ
ろ
う
｡
愛
理
沙
の

r
H.班

み
｣
の
交
流
で
の
学
び
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
｡

2

｢読
み
｣
の
交
流
の
検
証

(
1

)

か
か
わ
り
合
い

学

習

問

題

｢
『
1
つ
だ
け
ち
ょ
う
だ
い
』
と
い
う
言
葉
を
覚
え
て
し
ま
っ

た
ゆ
み
子
に
対
し
て
の
父
親
の
疏
い
J
に
つ
い
て
の
考
え
を
発
表
し
合
っ
た
｡

｢
み
ん
な
に

『
ち
ょ
う
だ
い
』
と
言
っ
た
り
何
で
も
も
ら
っ
た
り
し
な
い
よ

う
に
な
っ
て
ほ
し
い
｣
と
い
う
考
え
を
述
べ
た
芙
里
と
裕
香
に
対
し
て
'

r
『
山
ほ
ど
ち
ょ
う
だ
い
』
と
両
手
を
出
す
こ
と
を
覚
え
さ
せ
た
い
)
と
い

う
考
え
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
問
う
て
み
た
｡
し
か
し
'
そ
の
時

点
で
は
t

rゆ
み
子
が

一
つ
ず
つ
も
ら
っ
て
た
ら
､
そ
れ
が
多
く
な
っ
ち
ゃ

う
J
t

｢人
か
ら
何
で
も
も
ら
う
子
に
な
っ
た
ら
､
み
ん
な
に
迷
惑
を
か
け

る
子
に
な
つ
ち
ゃ
う
｣
と
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
の
み
で
あ
っ
た
'

｢両
手

を
出
す
こ
と
を
覚
え
さ
せ
た
い
｣
と
い
う
願
い
に
つ
い
て
は
甥
解
で
き
な
か

っ
た
よ
う
思
わ
れ
た
｡

｢ガ
オ
ー
ツ
｣
の
学
習
で
と
ら
え
た

｢読
み
｣
の
傾
向
性
で
は
'
某
里
は

｢自
分
の
日
頃
の
論
理
を
も
と
に
考
え
る
｣
傾
向
が
見
ら
れ
た
｡
ま
た
､
裕

香
は

｢道
徳
的
に
よ
い
こ
と
'
人
の
た
め
に
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
る
J
慣

向
が
見
ら
れ
た
｡
両
者
の
考
え
は
､
年
齢
や
環
境

･
既
有
体
験
や
価
値
観
か

ら
父
親
の
頗
い
を
理
解
す
る
の
が
難
し
い
こ
と
と
と
も
に
'
自
ら
の
感
じ
方

･
考
え
方
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
'
授
業
後
の
感
想
を
見
る
と
'
そ
れ
ぞ
れ
に

｢読
み
し
の
交
流
を

し
た
意
義
が
見
ら
れ
て
い
る
｡
栗
里
は

｢千
愛
さ
ん
の

『
お
父
さ
ん
に
と
っ

て
そ
の
口
癖
が
か
わ
い
い
』
と
い
う
考
え
方
が
す
ご
い
と
思
い
ま
す
｣
と
記

し
て
い
る
｡
日
記
で
は
､
休
日
に
父
親
が
ど
こ
か
へ
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た

と
い
う
話
題
が
よ
く
見
ら
れ
る
菜
里
で
あ
る
｡
父
親
の
立
場
に
立

っ
た
千
愛

の
考
え
を

｢す
ご
い
｣
と
記
述
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
､
自
分
の
論
理
の
み
で

い
く
の
で
は
な
く
､
父
親
の
論
理
に
気
づ
い
て
き
た
様
子
が
感
じ
ら
れ
る
の

で
あ
る
｡

裕
香
は
､
後
半
の

｢
『
t
つ
の
花
』
に
お
父
さ
ん
の
ど
ん
な
願
い
が
こ
め
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ら
れ
て
い
る
か
｣
の
と
こ
ろ
で
､

r
ゆ
み
子
に
古
び
を
た
く
さ
ん
も
ら
っ
て

ほ
し
い
と
い
う
頗
い
が
あ
る
の
だ
と
思
う
｣
と
記
入
し
て
い
る
｡
今
ま
で
の

個
人
追
求
で
の
学
習
シ
ー
ト
に
は
そ
の
よ
う
な
記
述
は
見
ら
れ
て
い
な
い
｡

rた
く
さ
ん
｣
と
い
う
部
分
は
､
本
時
前
半
の

r読
み
)
の
交
流
の
中
で
会

得
し
た
新
た
な
知
見
で
あ
る
と
言
え
る
｡

こ
の
事
例
で
は
､
次
の
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
｡
個
人
追
求
し
て
確
立

し
て
き
た

r読
み
｣
は
簡
単
に
譲
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
､
し
か
し
'
傾
聴

を
伴
う
意
見
の
発
表
の
中
で
､
学
習
者
は
自
ら
の
感
じ
方
で
自
ら
が
価
低
を

持
つ
考
え
を
選
択
し
て
い
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

｢読
み
｣
の
交
流
を

行
う
中
で
､
学
習
者
た
ち
は
'
自
分
で
選
択
し
て
か
か
わ
り
合
う
て
い
る
｡

そ
れ
ぞ
れ
が
発
表
し
合
っ
て
い
る
だ
け
で
か
か
わ
り
合
っ
て
い
け
る
と
い
う

言
語
機
能
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(

2
)

視
座
転
換

本

時
で
'
ゆ
み
子
に
対
す
る
父
親
の
願
い
を

二

つ
だ
け
の
こ
と
で
も
嬉

し
く
な
る
と
い
い
な
｡

一
つ
だ
け
の
こ
と
で
も
大
事
に
思
っ
て
も
ら
え
れ
ば

い
い
な
あ
｡
｣
と
発
表
し
た
愛
理
抄
に

と
っ
て
'

｢
『
山
ほ
ど
ち
ょ
う
だ

い
』
､

『
み
ん
な
ち
ょ
う
だ
い
』
と
言
っ
て
ほ
し
い
｣
と
い
う
考
え
は
､
視

座
転
換

(注
十
四
)
を
迫
る
も
の
だ
っ
た
の
t
Jは
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
｡

愛
理
沙
は
､
戦
争
中
と
い
う
特
異
な
状
況
の
中
で
の
父
親
の
心
情
を
十
分
理

解
で
き
る
感
受
性
や
論
悪
性
を
持
っ
た
学
習
者
で
あ
る
｡
し
か
し
､
今
ま
で

の
経
験
則
か
ら
'

二

つ
だ
け
の
こ
と
を
大
事
に
L
t
苫
び
を
得
る
し
こ
と

が
正
し
く
t

rみ
ん
な
ち
ょ
う
だ
い
)
と
買
う
こ
と
は
わ
が
ま
ま
と
感
じ
な

が
ら
叙
述
を
訊
み
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
も
ち
ろ
ん
'
父
親
は

二

つ
だ
け

の
お
花
'
大
事
に
す
る
ん
だ
よ
う

こ

と
言
っ
て
お
り
'

二

つ
の
こ
と
を

大
串
に
｣
と
い
う
考
え
も
出
て
き
て
当
然
で
あ
る
｡
し
か
し
t

r
み
ん
な
ち

ょ
う
だ
い
と
言
っ
て
欲
し
い
J
と
い
う
考
え
は
､
縄
級
別
に
修
正
を
促
す
も

の
と
な
り
得
た
｡

税
額
記
録
で
は
､
教
師
の
問
い
直
し
に
対
し
て
'

｢
こ
れ
ま
で
に
な
い
落

ち
着
き
の
な
さ
J
を
示
し
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
'
指
名
さ
れ
た
後
t

r三
分
間
の
間
立
っ
た
ま
ま
考
え
｣
続
け
て
い
る
が
'
ま
と
め
ら
れ
な
か
う

た
｡
し
か
し
､
教
師
の
話
を

r解
き
｣
な
が
ら
傾
聴
し

r教
科
番
を
見
て
叙

班
)
を
確
か
め
た
結
果
､
後
半
部
の

二

つ
の
花
に
こ
め
ら
れ
た
父
親
の
願

い
)
と
い
う
学
習
問
題
に
対
し
て
は
t

r今
ま
で
何
も
し
て
あ
げ
ら
れ
な
く

て
ご
め
ん
ね
｡

(中
略
)

L
つ
の
花
で
元
気
を
出
し
て
ね
｣
と
発
表
し
て
い

る
｡
こ
こ
に
は

二

つ
だ
け
で
も
大
事
に
｣
と
い
う
考
え
か
ら
更
に
発
展
し

よ
う
と
す
る
意
図
が
伺
え
る
｡

愛
理
沙
は
､
い
い
と
思
っ
た
友
だ
ち
の
考
え
を
雷
く
欄
に
'

｢
早
苗
ち
ゃ

ん
の

『
き
っ
と
ど
こ
か
で
生
き
て
い
る
』
と
い
う
の
が
､

『
I
つ
の
花
l
に

す
ご
い
意
味
が
あ
る
と
分
か
っ
た
｣
と
書
い
て
い
る
｡
視
察
記
録
で
は
'
早

苗
の
発
言
の
時

｢自
分
の
学
習
カ
ー
ド
を
見
返
し
'
黒
頓
を
見
つ
め
て
い

た
｣
と
さ
れ
て
い
る
｡
友
だ
ち
の
考
え
と
比
較
し
深
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
が

あ
れ
ば
こ
そ
､
相
違
に
気
づ
い
て
い
け
る
の
で
あ
ろ
う
｡
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3

実
践
を
丘
衰
え
た
考
察

(
1
)

個
の

｢読
み
｣
の
傾
向
に
関
す
る
考
痕

学
習
者
の

｢読
み
｣
の
傾
向
は
'
前
回
の

｢ガ
オ
ー
ツ
｣

(斎
藤
洋
作
)

を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
行
っ
た
学
習
と
今
回
の

二

つ
の
花
｣
の
学
習
を
比
べ

た
場
合
に
変
容
が
見
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
｡
個
の

｢読
み
｣
の
債
向
性
と
教
材

が
誘
う

r読
み
｣
の
煩
向
性
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
｡

rガ
オ
ー
ツ
｣
と

二

つ
の
花
｣
の
初
発
の
感
想
に
つ
い
て
､
カ
イ
自
乗

検
定
及
び
残
差
分
析
を
行
っ
た
結
果
は
表
の
よ
う
に
な
っ
た
｡

(注
十
重

こ
こ
か
ら
'
初
発
感
想
文
で
の

｢着
目

･
理
解
し
に
お
い
て
次
の
二
点
が
言

え
る
｡

｢カイ自乗検定の結果j

x2川-5.82,.05<p<.10

｢残差分析の結果｣

(上段実測値､中段調整された残差､

下段検定結果)

情景 ･心情 論理

ガオーツ p15-人 12人 7人 ._

0,.245nS 1.960 -2.073* ▲ * ▽ _̀

一つめ花 14人 5人 . 15人
-0.245nS -1.960 2.873

ns有意でない + p<.10

* p<.05 ** p<.01

▲ 有意に多い ▽ 有意に少ない

･

｢ガ
オ
ー
ツ
｣
で
は
'
心
情
面
が
有
意
に
多
く
'
輪
理
面
が
有
意
に
少
な

ヽ

〇

,.∨･

二

つ
の
花
｣
で
は
､
心
情
面
が
有
意
に
少
な
く
'
論
理
面
が
有
意
に
多

○ヽiな
ぜ
､
こ
の
よ
う
な
結
果
が
表
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
考
察
し
て
み

た
い
｡
柴
田
直
峰
は
'
小
学
校
三
年
生
と
小
学
校
五
年
生
を
被
験
者
に
し
て
､

著
者
に
お
け
る
視
点
の
相
違
が
物
語
理
解
に
与
え
る
影
響
を
羽
衣
し
て
い
る
｡

柴
田
は
'

｢物
語
理
解
に
と
っ
て
も
'
登
場
人
物
に
な
り
き
っ
て
そ
の
行
為

を
把
握
し
た
り
心
的
状
態
を
推
測
す
る
参
加
者
的
理
解
と
'
物
語
か
ら
距
離

を
と
っ
て
全
体
の
主
題
を
読
み
取
る
観
察
者
的
理
解
の
二
つ
の
モ
ー
ド
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
｣
こ
と
を
述
べ
､

｢特
定
の
登
場
人
物

へ
の
共
感
の
し
や

す
さ
が
､
か
え
う
て
物
語
全
体
を
と
ら
え
に
く
く
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
｣
と
指
摘
し
て
い
る
｡

(注
十
六
)

-
rガ
オ
ー
ツ
)
は
ラ
イ
オ
ン
と
ク
ロ
ヒ
ョ
ウ
の
心
の
交
流
を
措
い
た
作
品

で

あ
り
'

登
場
人
物
に
対
し
て
学
習
者
が
自
ら
の
価
値
感

･
生
き
方
を
か
け

て
共
感
し
て
い
く
こ
と
が
容
易
で
あ
っ
た
｡
柴
田
の
指
摘
で
は
'
ま
さ
に

｢特
定
の
登
場
人
物

へ
の
共
感
が
し
や
す
い
｣
物
語
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ

の
こ
と
は
'
作
者
が
物
語
全
体
を
通
し
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
を

と
ら
え
に
く
く
し
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
｡

次
に
'

二

･つ
の
花
｣
に
つ
い
て

｢特
定
の
登
場
人
物
へ
の
共
感
｣
と
い

う
面
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
｡
柴
田
は
'

｢登
場
人
物
の
心
情
の
理
解
は
､

他
者
の
心
的
状
態
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
｣
と
し
て
t

r他
者
と
同
じ
道
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験
が
自
己
に
起
こ
っ
て
い
る
場
合
を
想
像
す
る
こ
と
が
共
感
を
喚
起
し
､
他

者
と
の
類
似
経
験
を
想
起
す
る
こ
と
が
共
感
性
を
高
め
る
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

小
学
校
4
年
生
の
段
階
で
'
ゆ
み
子
を
い
と
お
し
く
思
う
父
母
の
心
絹
を
想

起
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
'
言
弟
を
覚
え
始
め
た
幼
児
が
最

初
に

二

つ
だ
け
｣
と
い
う
言
葉
を
覚
え
て
し
ま
う
程
の
ひ
も
じ
い
経
験
が
'

自
己
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
想
像
す
る
の
も
郊
し
い
で
あ
ろ
う
｡

つ
ま
り
､

二

つ
の
花
｣
と
い
う
作
品
は
'
小
学
校
4
年
生
段
階
の
学
習
者
に
は
'
登

場
人
物

へ
の
共
感
が
L
や
す
い
も
の
で
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
｡
ま
た
'
本

学
級
の
学
習
者
た
ち
は
既
に

｢ち
い
ち
や
ん
の
か
げ
お
く
り
｣
を
学
習
し
て

あ
る
｡
そ
の
結
果
､
戦
争
と
は
人
が
死
ん
で
し
ま
う
こ
わ
.V
て
悲
し
い
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡
更
に
'
導
入
時
の
授
業
者

の
読
み
聞
か
せ
の
前
に
は
､

r
『
一
つ
の
花
』
う
て
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う

ね
｣
と
投
げ
か
け
て
い
る
｡
学
習
者
は
'
戦
争
と

二

つ
の
花
｣
を
重
ね
合

わ
せ
て
考
え
'
物
語
全
体
の
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

以
上
か
ら
'
次
の
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
.
学
習
者
が
物
語
に
出
会
っ

た
と
き
に
着
目
し
た
り
理
解
し
た
り
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
く
方
向
に
は
'

物
語
の
持
つ
傾
向
性
が
影
響
を
与
え
て
い
る
｡
う
ま
り
､
初
発
の
感
想
で
は
'

教
材
の
誘
う
傾
向
性
に
影
響
さ
れ
る
学
習
者
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

そ
れ
で
は
'
そ
の
後
の
学
習
者
の

｢読
み
｣
の
槙
向
と
教
材
の
誘
う
傾
向

性
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
個
の
課
題
と
二
次
感
想

文
に
お
け
る
学
習
者
の

｢読
み
｣
の
傾
向
の
と
ら
え
を
カ
イ
自
乗
検
定
に
か

け
て
み
た
が
'
両
者
共
に
有
志
に
多
い
も
の
も
有
潜
に
少
な
い
も
の
も
絡
め

ら
れ
な
か
っ
た
｡
こ
の
結
果
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
推
窮
で
き
る
｡

t
つ
は
'
学
習
者
は
､
初
発
の
感
想
で
教
材
の
持
つ
傾
向
性
に
影
響
を
受

け
た
と
し
て
も
'
問
題
意
識
と
な
る
自
ら
の

r空
所
J
を
沢
田
化
す
る
と
き

に
は
､
自
ら
の

r読
み
J
の
傾
向
で
対
処
し
'
追
求
の
結
果
に
お
い
て
も
自

ら
の
傾
向
作
で
の

r読
み
J
に
収
欽
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
初
発

感
想
で
は
'
特
定
の
登
場
人
物
に
共
感
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た

た
め
'
物
語
全
体
を
と
ら
え
て
い
た
学
習
者
が
多
か
っ
た
｡
し
か
し
､
次
は
'

描
か
れ
て
い
る
登
場
人
物
の
行
動
の
変
化
等
､
筋
の
展
開
の
分
か
り
に
く
い

部
分
や
飛
躍
の
あ
る
部
分
で
あ
る
自
ら
の

r空
所
｣
を
課
項
化
す
る
学
習
で

あ
っ
た
｡
そ
の
場
合
'
あ
る
学
習
者
は
そ
の
理
由
を
'
あ
る
学
習
者
は
そ
の

と
き
の
心
情
を
追
求
す
る
こ
と
と
な
る
｡
そ
の
こ
と
は
'
追
求
し
た
萱
場
人

物
を
理
解
し
'
心
情
を
推
測
す
る

｢読
み
｣
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が

る
の
で
は
な
い
か
｡

二
つ
目
は
､
直
税
的

･
情
意
的
把
握
で
あ
る
初
発
の
感
想
に
お
い
て
は
､

教
材
の
持
つ
横
内
性
に
影
響
を
受
け
る
が
'

｢読
み
J
の
交
流
に
お
い
て
多

様
な
考
え
に
触
れ
る
こ
と
を
通
し
て
'
他
者
の

F読
み
｣
に
影
響
を
受
け
多

様
に
分
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

(2
)
課
題
追
求
の
学
習
に
対
す
る
考
察

初
発
感
想
を
執
筆
し
た
後
'
自
ら
の

r空
所
｣
を
課
題
化
し
､
個
人
追
求

と

r読
み
J
の
交
流
を
経
て
二
次
感
想
文
を
執
筆
す
る
と
い
う
裸
馬
学
習
を
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二
回
実
践
し
た
｡
そ
の
中
で
と
ら
え
て
き
た
個
々
の

｢読
み
｣
の
傾
向
に
つ

い
て
'
カ
イ
自
乗
検
定
に
か
け
て
み
た
｡

以
上
の
よ
う
に
､
両
者
共
に
有
意
傾
向
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
結
果
で
あ
っ

た
｡
こ
の
結
果
は
､
全
体
が
教
師

の
指
導
性
に
よ

っ
て
動
か
さ
れ
た
事
実
の

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

【ガオー ツ】

情 景_ 心情 ~論理

初発 の感想 15人 12人 7人

鹿の課題 11人 15人 8人

二次感想文 8人 11人 15人

x2(4)-6.66,ns

【一つの花l

情景 心情 論理

初.発の感想~14人 5人 15人

個の課題 15人 12人 7人

x2川 -6.ll,ns

牧
島
亮
夫
は

｢学
習
者
が

『
自
ら
の
課
題
』
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
､
個

に
即
し
個
性
を
伸
ば
す
教
育
の
第

一
歩
で
あ
り
'

『
教
材
と
の
係
わ
り
方
の

違
い
が
保
障
さ
れ
､
自
ら
の
理
解
の
仕
方
の
よ
さ
が
引
き
出
さ
れ
る
.!
学
習

が

『
自
ら
の
議
題
』
を
成
立
さ
せ
る
J
と
述
べ
て
い
る
｡
教
師
の
指
導
や
規

制
に
よ
っ
て
放
題
が
成
立
し
た
の
で
あ
れ
ば
'
学
習
者
の

｢読
み
｣
の
傾
向

が
あ
る
分
野
に
引
っ
張
ら
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
｡
こ
の
表
に
克

ら
れ
る

多
様
性
は
'
学
習
者
の
教
材
と
の
係
わ
り
方
が
多
様
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
｡

教
材
の
頗
向
に
影
響
を
受
け
た
個
の

｢読
み
｣
が
'
集
団
で
の

｢読
み
J

の
交
流
の
中
で
'
多
様
な
考
え
に
触
れ

･
相
違
に
気
づ
い
て
い
く
こ
と
で
多

様
に
分
化
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
既
に
指
摘
し
て
き
た
｡
今
ま
で
､
集
団

で
の
学
習
は
'
学
習
者
の
考
え
を
画

一
化
す
る
方
向
に
進
む
と

言
わ
れ
て
い

た
｡
し
か
し
､
今
回
の
例
は
そ
れ
が
全
て
あ
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
示
し
で
い
る
｡
自
ら
の
課
題
を
個
人
追
求
し
'
自
ら
の

｢読
み
｣
を
確
立

す
る
こ
と
が
で
き
た
学
習
者
は
'
自
己
と
他
者
と
の

r読
み
｣
の
相
違
に
気

づ
き
､
自
ら
が
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
価
値
観
に
つ
い
て
思
い
当
た
る
こ
と

が
で
き
る
｡
そ
れ
は
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
'
自
ら
の
価
値
観
に
よ

っ

て
選
び
取
っ
た
rも
の
で
あ
る
｡
個
人
追
求
は
'
他
者
の

｢範
み
｣
を
聞
く
視

点
を
育
て
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
｡
傾
聴
を
伴
う
意
見
の
発
表
の
中
で
､

学
習
者
は
自
ら
の
感
じ
方
で
自
ら
が
価
値
を
持

つ
考
え
を
選
択
し
て
い
く
の

で
あ
る
｡
そ
し
.て
､
そ
れ
は
視
座
転
換
を
促
す
き
っ
か
け
と
な

っ
て
い
く
の

で
あ
ろ
う
｡

個
人
追
求
に
よ
っ
て
個
の

｢読
み
｣
を
確
立
さ
せ
た
学
習
者
に
'
新
た
な

r空
所
｣
を
発
生
さ
せ
た
り
視
座
転
換
を
迫
っ
た
り
す
る
よ
う
な
場
づ
く
り

と
し
て
､
教
師
の
尭
問
も
そ
の
契
機
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
｡
ま
た
､
教
師
の
ね
ら
い
は
'
あ
く
ま
で
も
学
習
者

個
々
の
個
性
的
な

｢読
み
J
の
発
揮
で
あ
る
｡
し
か
し
'
値
入
追
求
や

｢読

み
｣
の
交
流
の
中
で
'
学
習
者
は
自
己
変
容

(成
長
)

を
と
げ
て
い
る
可
能

性
が
高
い
｡
個
の

r読
み
｣
の
傾
向
も
変
容
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
を
認
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識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

三

終
わ
り
に

研
究
を
進
め
る
中
で
次
の
よ
う
な
点
が
見
出
さ
れ
て
き
た
｡

･
学
習
者
の
感
想
文
に
乗
出
さ
れ
た
情
意
に
着
目
L
t
三
つ
の
視
点
で
分
析

す
る
こ
と
で
'
個
の
内
面
思
考
に
裏
付
け
ら
れ
た

｢読
み
J
を
把
握
で
き
る
｡

･
学
習
理
給
と
し
て
の
笥
空
所
』
｣

｢自
ら
の
課
題
を
解
決
す
る
学
習
)

｢
『
ひ
と
り
学
び
』
に
よ
る
個
人
追
求
｣

｢集
団
で
の

r
ArLS
み
l
の
交
流
｣

の
四
つ
を
基
本
理
念
と
し
た
支
援
は
､
個
の

r読
み
｣
の
傾
向
を
生
か
す
学

習
を
成
立
さ
せ
う
る
｡

･
他
者
と
の

｢読
み
｣
の
交
流
が
､
自
己
認
知
を
可
能
に
L
t
新
た
な

｢空

所
)
の
発
生
や
自
己
変
容
の
契
機
の
機
会
と
な
る
｡

し
か
し
､
ま
だ
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
｡
最
後
に
二
点
あ
げ
て
お
く
｡

一
つ
は
､

マ
ン
ネ
リ
化
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
､
更
に
発
展
し
て
い
く
よ

う
に
課
題
学
習
を
展
開
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
｡
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
導
入
'

複
数
教
材
の
琴

不
及
び
学
習
者
の
教
材
選
択
に
よ
る
個
人
追
求
､
説
明
的
文

章
教
材
で
の
実
践
等
が
考
え
ら
れ
る
｡

二
つ
日
は
'
学
習
者
の

｢読
み
｣
の
傾
向
を
把
握
す
る
に
あ
た
つ
て
の
課

題
で
あ
る
｡
更
な
る
維
続
が
求
め
ら
れ
る
他
t
よ
り
効
率
的
で
幅
広
い
学
習

者
研
究
の
方
法
に
つ
い
て
の
考
察
､
デ
ー
タ
の
検
定
方
法
の
工
夫
'
グ
ル
I

プ
で
の
分
析
や
話
し
合
い
に
よ
る
学
習
者
の
傾
向
把
握
等
､
よ
り
確
か
に
刑

々
の
幌
向
を
把
握
す
る
た
め
の
工
夫
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡

学
習
者
の

r読
み
｣
の
傾
向
に
つ
い
て
t

l
姫
的
な
認
知
過
程
を
実
験
的

に
検
証
す
る
の
で
は
な
く
'
あ
く
ま
で
も
投
薬
実
践
を
通
し
て
不
例
の
解
釈

を
韮
ね
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
は
'
木
研
究
に
実
践
的
確

証
を
与
え
る
も
の
に
な
る
に
違
い
な
い
｡
本
研
究
を
現
場
で
生
か
し
､
個
々

の
学
習
者
の
感
じ
方

･
考
え
方

･
行
為
の
仕
方
の
予
測
の
も
と
に
'
そ
の
子

の
力
を
引
き
出
せ
る
授
業
を
求
め
て
い
き
た
い
と
考
え
る
｡

注

記

(注

こ

r教
育
課
程
審
識
会
中
間
ま
と
め

r
幼
稚
園
､
小
学
校
､
中
学
校
､

高
等
学
校
'
盲
学
校
'
世
学
校
及
び
養
碓
学
校
の
教
育
課
程
の
基
準
の
改
葬
に

つ
い
て
)

(平
成
九
年
十

一
月
)
J
よ
り

(注
二
)

梶
田
叡

一

『
其
の
個
性
教
育
と
は
｣
二

九
八
七
)

国
土
社

十
三
頁

(注
二
;)

益
地
憲

1

F
国
語
科
評
価
の
実
践
的
探
究
』
(

l
九
九
三
)

挟
水
杜

一
〇
五
1

1
1
〇
貢

(
注
四
)

放
鳥
苑
夫

r学
校
嘩
5
日
制
の
も
と
で
の
教
育
況
程
～
小
学
校

で
の
教
科
指
導
に
向
け
て
｣

r教
育
指
導
時
報
)

(
I
九
九
四
)

長
野
県
教
育
指
導
時
報
刊
行
会

十
八
貫

(注
五
)

西
尾

実

r文
学
教
育
の
問
題
点
再
論
｣

『
西
尾
英
国
語
教
育
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全
集
』
第
八
巻

(
丁
九
七
六
)

教
育
出
版

六
八
～
七

〇
頁

(注
六

)

上
田

蕉

｢ず
れ
と
動
的
調
和
｣

『
ず
れ

に
よ
る
創
造
』

二
九

七

三
)

零
明
書
房

一三
ハ
九
頁

(注
七
)

倉
揮
栄
吉

r教
室
コ
ミ
:
ユ
ケ
-
シ
ョ
ン
の
基
礎
理
論
)

二

九
九
四
)

『
聞
き
手
話
し
手
を
育
て
る
』

都
青
年
国
語
教
育
研
究
会
編
著

東
洋
館
出
版
社

ニ
ー

一
五
頁

(注
八
)
道
徳
読
み

･
題
材
読
み
に
関
し
て
は
次
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

r文
学
教
材
に
お
け
る
読
み
傾
向
の
学
年
差
に
つ
い
て
｣

(堀
井
謙

一
'
小
口

裕
康
'
脇
坂
幸
光
'
細
井
康
子
)

信
州
大
学
教
育
学
部
紀
要
｣
第

一
〇
〇
号

(注
九
)

本
研
究
で
の
実
践
で
テ
ク
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
三
つ
の
物
語
は
､

平
成
八
年
か
ら
十
二
年
に
か
け
て
光
村
図
書
出
版
の
四
年
生
用
小
学
校
国
語
科

用
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡

(注
十
)

相
田
夏
子

11F
読
音
の
心
理
学
』
二

九
九
九
)

サ
イ
エ
ン
ス
社

三
六
～
三
七
貢

(注
十

〓

イ
ー
ザ

ー

(Tser
,W
..
)926
-

)

の
論
は

r空
所
｣
と

｢否
定
｣

を
中
心
概
念
と
し
た

も
の
で
､
｢空
所
J
と

は

｢読
者
に
と
っ
て
断
片
間
の
結

合
が
必
要
と
さ
れ
る
場
｣
で
あ
る
と
さ
れ
る
｡

W.
イ
ー
ザ
I

F
行
為
と
し
て
の
読
書
.A
轡
田
収
訳

二

九
九
八
)

(注
十

二)
斉
藤
喜
門

『
ひ
と
り
学
び
を
育
て
る
』
二

九
八
七
)

明
治
図

書

1
三
～
二
四
頁

(注
十
三

)
浜
本
純
逸

r意
味
付
け
を
変
容

･
発
展
さ
せ
る
J

(
1
九
九
七
)

r教
育
科
学
国
語
教
育
｣
m
五
三
七

明
治
図
書

三
七
貢

(注
十
四
)

藤
森
裕
治
(
一
九
九
九
)
は
視
座
転
換
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
ま
と
め
て
い
る
｡

経
験
的
な
事
実
の
連
続
に
お
い
て
し
か
規
制

(合
意
的
其
理
)

が
成
立
し
な

い
の
で
あ
れ
ば
'
討
論
の
発
言
者
は
'
さ
し
あ
た
り
'
自
己
の
経

験
則
に
準
拠

し
た
次
元
に
お
い
て
行
為
す
る
し
か
な
い
｡
し
か
し
こ
の
行
為
は
､
同
じ
メ
カ

ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
行
為
す
る
他
者

へ
の
開
示
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
う
｡

そ
の
と
き
､
他
者
の
準
拠
す
る
も
の
が
自
己
の
そ
れ
に
否
定
や
修
正
を
促
す
と

き
､
主
体
は
自
己
の
準
拠
し
て
き
た
自
明
の
規
制
を
問
い
直
す
こ
と
に
な
る
｡

こ
れ
が
視
座
転
換
で
あ
り
'
自
己
変
容

(成
長
)
の
契
機
で
あ
る
.

(注
十
五
)

こ
こ
で
の
定
義

･
引
用

･
検
定
は
全
で
J

EE
中
敏

『
実
践
心
理

デ
ー
タ
解
析
』
二

九
九
六
)
よ
り

(注
十
六
)
柴
田
直
峰

｢筆
者
に
お
け
る
視
点
が
物
語
理
解
に
与
え
る
影
響
｣

二

九
九
三
)

r読
書
科
学
｣
第
三
七
着
第
二
号

日
本
読
書
学
会

六
二
貢
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