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朝吹真理子
〔あさぶきまりこ〕古語を生かした物語性豊かな作品世界で注目
される。作品に「流跡」「家路」「きことわ」などがある。

青い山

ス
カ
ー
ト
の
下
に
学
校
指
定
の
ジ
ャ
ー
ジ
を
履
き
、
革
靴
を
脱
い
で
机
の

パ
イ
プ
の
う
え
に
足
を
の
せ
、
あ
し
う
ら
の
ツ
ボ
が
あ
た
る
よ
う
パ
イ
プ
を

ぐ
い
ぐ
い
押
し
付
け
な
が
ら
、
授
業
を
う
け
て
い
た
。
硬
い
椅
子
、
靴
下
ご

し
に
つ
た
わ
る
パ
イ
プ
の
ひ
ん
や
り
し
た
感
触
は
十
年
以
上
た
っ
て
も
は
っ

き
り
お
ぼ
え
て
い
る
。
教
室
の
あ
っ
た
三
階
の
窓
か
ら
は
背
の
高
い
広
葉
樹

が
茂
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
な
が
め
る
の
が
学
校
に
い
る
ほ
と
ん
ど
の
時
間
の

過
ご
し
方
だ
っ
た
。
教
科
書
は
ひ
ら
い
て
い
た
が
、
メ
モ
は
と
ら
な
か
っ

た
。
以
前
掃
除
を
し
た
と
き
に
み
つ
け
た
国
語
の
教
科
書
の
余
白
に
は
、
黒

い
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
「
え
み
ぴ
ょ
ん
Ｆ
カ
ッ
プ
な
の
?!
」
と
い
う
隣
の
生
徒
に

あ
て
た
メ
モ
が
残
っ
て
い
た
。
至
極
他
愛
な
い
話
を
し
て
い
る
う
ち
に
授
業

時
間
は
過
ぎ
て
い
っ
た
。
窓
を
み
る
の
に
飽
き
た
ら
、
本
を
読
む
か
、
寝
る

か
、
友
達
へ
の
メ
ー
ル
を
携
帯
で
書
い
て
い
た
。
数
学
の
時
間
は
、
碁
を
題

材
に
し
た
漫
画
か
、
谷
崎
潤
一
郞
を
読
ん
で
い
た
。
化
学
、
生
物
、
歴
史
の

授
業
は
、
メ
モ
は
さ
ほ
ど
と
ら
な
い
が
、
耳
だ
け
は
傾
け
た
。

国
語
の
授
業
で
よ
く
お
ぼ
え
て
い
る
の
は
俳
句
の
授
業
で
、
分
け
入
つ

て
も
分
け
入
つ
て
も
青
い
山
、
と
い
う
種
田
山
頭
火
の
一
句
を
、
初
夏
に

習
っ
た
。
そ
の
と
き
は
さ
し
て
俳
句
に
関
心
は
な
い
の
だ
が
、
季
節
の
青

さ
に
よ
く
合
っ
て
い
て
、
そ
の
自
由
律
が
頭
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
。
家
に

帰
る
と
サ
マ
ー
セ
ー
タ
ー
を
脱
ぎ
捨
て
て
、
本
棚
に
あ
っ
た
現
代
俳
句
の
本
を

手
に
と
っ
た
。
切
株
や
あ
る
く
ぎ
ん
な
ん
ぎ
ん
の
よ
る（
加

藤
郁
乎
）、
湯
豆
腐
や
い
の
ち
の
は
て
の
う
す
あ
か
り（
久

保
田
万
太
郎
）、
じ
ゃ
ん
け
ん
で
負
け
て
蛍
に
生
ま
れ
た
の

（
池
田
澄
子
）、
微
熱
あ
る
ひ
と
の
く
ち
び
る
ア
マ
リ
リ
ス

（
吉
岡
実
）、
い
く
つ
も
の
句
を
お
ぼ
え
る
き
っ
か
け
に
な
っ

た
。
関
心
は
し
だ
い
に
松
尾
芭
蕉
へ
と
う
つ
っ
て
ゆ
き
、

芭
蕉
を
訪
ね
る
旅
を
し
た
り
、
俳
諧
七
部
集
を
音
読
し
た

り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
句
知
る
こ
と
は
、
そ
の
文
芸
の

歴
史
に
繋
が
る
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
読
む
よ
ろ
び
へ
と
繋

が
っ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
と
き
体
感
し
た
の
だ
っ
た
。

青山七恵
〔あおやまななえ〕「友達」や「家族」のような言葉では捉えき
れない人と人との関係性を、淡く繊細な文体で描き出す。作品
に「ひとり日和」「かけら」「魔法使いクラブ」などがある。

O先生と苺大福
通
っ
て
い
た
女
子
高
の
、
通
り
を
挟
ん
だ
向
か
い
側

に
、
老
舗
の
和
菓
子
屋
さ
ん
が
あ
っ
た
。
月
に
一
度
だ

け
、
普
段
は
百
五
十
円
で
売
っ
て
い
る
苺
大
福
が
百
円
に

な
る
。
買
い
に
い
き
た
い
け
れ
ど
、
休
み
時
間
は
外
出
禁

止
。
放
課
後
ま
で
待
っ
て
い
れ
ば
、
売
り
切
れ
て
し
ま

う
。
そ
こ
で
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の
が
、
現
代
文
の
Ｏ
先

生
だ
っ
た
。

「
Ｏ
先
生
に
買
い
に
い
っ
て
も
ら
お
う
」
誰
か
が
言
い

出
し
て
、
次
の
瞬
間
に
は
ク
ラ
ス
中
か
ら
大
量
の
百
円
玉

が
集
ま
っ
て
い
た
。
Ｏ
先
生
は
背
が
低
く
、
声
が
小
さ

く
、
い
か
に
も
気
の
弱
そ
う
な
中
年
男
性
だ
っ
た
。
頼
め
ば
断
ら
な
そ
う
、

ほ
か
の
先
生
に
も
チ
ク
ら
な
そ
う
。
悪
い
言
い
か
た
を
す
れ
ば
、
Ｏ
先
生
は

な
め
ら
れ
て
い
た
。
期
待
を
裏
切
ら
ず
、
先
生
は
預
け
ら
れ
た
百
円
玉
を
山

ほ
ど
の
苺
大
福
に
変
え
て
、
お
ず
お
ず
と
教
室
に
現
れ
た
。
翌
月
も
翌
々
月

も
、
わ
た
し
た
ち
は
先
生
に
百
円
玉
を
預
け
、
和
菓
子
屋
へ
と
走
ら
せ
た
。

と
こ
ろ
が
翌
月
に
は
、「
大
福
の
こ
と
が
ほ
か
の
先
生
に
ば
れ
て
、
Ｏ
先

生
が
怒
ら
れ
た
ら
し
い
」
と
噂
が
広
ま
り
、
わ
た
し
た
ち
は
月
に
一
度
の
お

楽
し
み
を
諦
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
次
の
現
代
文
の
授
業
に
現
れ
た
先
生

は
、
普
段
か
ら
う
つ
む
き
気
味
で
、
何
か
恥
じ
入
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
な

の
に
、
さ
ら
に
恥
じ
入
り
、
縮
こ
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
そ
う
い
う

先
生
を
前
に
し
て
初
め
て
、「
悪
い
こ
と
し
た
な
」
と
い
う
気
持
ち
が
湧
い

て
き
た
。
優
し
い
ひ
と
を
、
利
用
し
て
し
ま
っ
た
な
。
若
い
、
大
き
い
声

で
、
弱
い
、
小
さ
い
声
を
負
か
し
て
し
ま
っ
た
な
。

古
文
や
漢
文
で
読
ん
だ
作
品
は
す
ぐ
思
い
浮
か
ぶ
の
に
、
Ｏ
先
生
と
一
緒

に
読
ん
だ
は
ず
の
現
代
文
の
教
科
書
の
こ
と
は
、
苺
大
福
の
記
憶
が
圧
倒
的

で
、
何
も
思
い
出
せ
な
い
。
た
だ
、
ど
ん
な
著
名
な
作
家
よ
り
、
本
当
は
名

前
も
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
の
仮
名
の
先
生
み
た
い
な
ひ
と
こ
そ
が
、
わ

た
し
が
も
の
を
書
く
よ
う
に
な
る
ま
で
の
過
程
で
欠
け
て
は
な
ら
な
い
重
要

な
ひ
と
だ
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
か
と
、
い
ま
で
も
思
っ
て
い
る
。
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あ
る
と
き
不
意
に
記
憶
が
鮮
明
に
よ
み
が
え
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
る
で
、

も
う
一
度
体
験
し
な
お
す
み
た
い
に
反
芻
し
、
そ
う
し
て
初
め
て
そ
の
出
来

事
の
意
味
が
わ
か
る
よ
う
な
こ
と
。

た
と
え
ば
、
高
校
時
代
の
友
達
の
な
に
げ
な
い
笑
顔
を
い
つ
ま
で
も
覚
え

て
い
る
。
思
い
出
す
た
び
に
、
笑
顔
の
素
敵
な
人
だ
っ
た
と
懐
か
し
ん
で
い

た
の
だ
け
ど
、
あ
る
と
き
ハ
ッ
と
気
が
つ
い
た
。
記
憶
の
中
の
彼
女
は
い
つ

も
正
面
を
向
い
て
い
る
。
彼
女
は
常
に
私
に
向
か
っ
て
笑
い
か
け
て
く
れ
て

い
た
の
だ
。
そ
の
笑
顔
に
応
え
る
こ
と
は
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
心
残
り
は

あ
る
。
そ
れ
で
も
、
彼
女
が
私
を
大
事
に
思
っ
て
い
て
く
れ
た
こ
と
を
、
遅

れ
ば
せ
な
が
ら
知
る
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
と
思
う
。

誰
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
奇
蹟
み
た
い
な
も

の
だ
。
た
と
え
時
間
が
経
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
も
、
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
胸
の
中
で
花
が
開
く
よ
う
な
心
持
ち
に
な
る
。

「
オ
ム
ラ
イ
ス
」
で
は
、
そ
の
「
誰
か
」
の
役
を
一
冊
の
本
が
担
っ
て
く

れ
た
。
本
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と
は
、
文
字
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
だ

け
で
は
な
い
、
と
思
う
。

も
と
も
と
の
依
頼
は
、「
母
の
友
」
と
い
う
雑
誌
だ
っ
た
。
幼
い
子
供
た

ち
に
読
み
聞
か
せ
る
短
い
物
語
の
特
集
号
に
、
普
段
は
読
み
聞
か
せ
る
側
の

お
母
さ
ん
が
、
誰
か
に
読
み
聞
か
せ
て
も
ら
う
た
め
の
物
語
を
、
と
頼
ま
れ

た
の
だ
っ
た
。
当
時
、
私
の
子
供
た
ち
は
八
歳
、
六
歳
、

四
歳
。
毎
日
て
ん
や
わ
ん
や
で
、
物
語
を
書
く
時
間
を
確

保
す
る
の
も
必
死
だ
っ
た
。

だ
か
ら
、
今
、
読
み
返
し
て
、
驚
い
て
い
る
。
こ
ん
な

に
も
願
望
の
詰
ま
っ
た
掌
編
だ
っ
た
か
。
子
供
た
ち
に
強

く
育
っ
て
ほ
し
い
、
希
望
を
見
つ
け
て
ほ
し
い
、
精
い
っ

ぱ
い
の
親
の
愛
情
に
い
つ
か
気
づ
い
て
ほ
し
い
。
そ
し

て
、
願
わ
く
ば
、
お
い
し
い
オ
ム
ラ
イ
ス
を
。
―
―
こ
れ

は
、
私
自
身
が
誰
か
に
読
み
聞
か
せ
て
も
ら
い
た
い
物
語

だ
っ
た
の
だ
。

「オムライス」のこと

宮下奈都
〔みやしたなつ〕普通の人々の日常を取り上げ、そこで揺れ動く
人物の心情をみずみずしい筆致で描く。作品に「よろこびの歌」
「誰かが足りない」「羊と鋼の森」などがある。
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曲
が
り
な
り
に
も
作
家
な
の
だ
か
ら
、
国
語
の
教
科
書

や
授
業
に
関
す
る
思
い
出
の
一
つ
や
二
つ
は
あ
る
だ
ろ
う

と
記
憶
を
探
っ
て
み
た
が
、
何
一
つ
、
本
当
に
何
一
つ
思

い
浮
か
ば
な
い
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
国
語
の
授
業
な
ん
て
必
要
な

か
っ
た
ん
だ
」
な
ん
て
暴
言
を
吐
く
つ
も
り
は
な
い
。
子

ど
も
の
こ
ろ
、
自
分
が
毎
日
ど
ん
な
食
事
を
し
て
い
た
か

な
ん
て
、
い
ち
い
ち
覚
え
て
も
い
な
い
が
、
そ
の
記
憶
に

な
い
蓄
積
が
、
今
の
私
の
身
体
を
作
っ
て
く
れ
た
ん
だ
。

国
語
の
授
業
だ
っ
て
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。

今
回
、
採
用
さ
れ
た
私
の
作
品
、「
ゴ
ー
ル
」
は
、
何
の
た
め
の
ゴ
ー
ル

な
の
か
も
わ
か
ら
ず
、
ゴ
ー
ル
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、

ひ
た
す
ら
ゴ
ー
ル
も
目
指
し
て
歩
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
男
の
話
だ
。

終
身
雇
用
制
度
と
い
う
も
の
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
今
、
新
卒
で
入
社
し
た

企
業
で
も
、
定
年
退
職
と
い
う
「
ゴ
ー
ル
」
が
、
必
ず
し
も
用
意
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。「
何
千
人
を
リ
ス
ト
ラ
対
象
と
し
て
…
…
」
な
ど
と
い

う
報
道
を
聞
く
た
び
に
、
ゴ
ー
ル
を
勝
手
に
移
動
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
々
の

怒
り
や
憤
り
を
思
っ
て
し
ま
う
。

だ
が
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
誰
か
に
設
定
さ
れ
た
ゴ
ー
ル
を
た
だ
漫
然

と
、
目
的
も
な
く
た
ど
り
続
け
る
こ
と
へ
の
批
判
で
も
あ
る
。
ゴ
ー
ル
は
誰

か
に
用
意
し
て
も
ら
う
も
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
で
決
め
る
も
の
だ
ろ
う
。

何
が
ゴ
ー
ル
な
の
か
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
歩
き
続
け
る
よ
う
な
、
混
迷
の

社
会
状
況
が
続
い
て
い
る
。
若
い
世
代
に
は
、
先
の
見
え
な
い
焦
燥
や
不
安

に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
歩
ず
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ゴ
ー
ル
に
向

か
っ
て
歩
い
て
い
っ
て
ほ
し
い
も
の
だ
。
そ
ん
な
彼
ら
が
未
来
の
一
歩
を
踏

み
出
す
際
の
、「
記
憶
に
は
残
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
必
要
だ
っ
た
蓄
積
」

に
、
こ
の
作
品
が
な
っ
て
く
れ
た
な
ら
幸
い
だ
。

三崎亜記
〔みさきあき〕現実と非現実を織り交ぜた虚構性の強い物語を通
して、漂流する現代の不安を描き出す。作品に「となり町戦争」
「失われた町」「海に沈んだ町」などがある。

記憶にない蓄積

Photo�by�前康輔
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こ
こ
で
は
、
講
義
か
ら
実
験
・
実
演
ま
で
を

「
伝
統
的
学
習
法
」、
グ
ル
ー
プ
討
論
以
降
を

「
チ
ー
ム
学
習
」
と
し
て
お
り
、
伝
統
的
学
習

法
が
完
敗
と
い
う
数
字
で
あ
る
。
無
論
「
平
均

記
憶
率
」
を
「
学
習
効
果
」
と
置
き
換
え
て
い

い
の
か
ど
う
か
は
議
論
の
余
地
は
あ
ろ
う
が
、

活
動
型
の
授
業
の
ほ
う
が
「
知
識
の
記
憶
」
以

外
の
部
分
が
活
性
化
さ
れ
る
こ
と
は
体
験
的
に

明
ら
か
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
を
「
学
習
の
総

体
で
は
な
く
、
平
均
記
憶
率
に
す
ぎ
な
い
」
と

切
っ
て
捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
こ
れ
か
ら
の
国
語
科
学
習
指
導
を
考
え
る
と

き
、
ま
ず
踏
み
込
む
べ
き
は
、
学
習
主
体
を
確

立
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
は
、ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
い
っ

た
方
向
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
し
、先
述
の
「
熟
考・

評
価
」
あ
る
い
は
「
批
評
」
と
い
っ
た
視
点
か
ら

も
考
え
ら
れ
る
。
私
自
身
は
、ア
ク
テ
ィ
ブ・ラ
ー

ニ
ン
グ
と
ひ
と
く
く
り
で
言
う
よ
り
も
、「
熟

考
・
評
価
」
あ
る
い
は
「
批
評
」
と
い
っ
た
読
み

の
層
を
明
確
に
指
導
過
程
と
し
て
位
置
づ
け
る

こ
と
が
有
効
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　
冒
頭
に
あ
げ
た
私
の
公
開
研
究
授
業
の
提
案

は
、「
熟
考
・
評
価
」
あ
る
い
は
「
批
評
」
に

向
か
わ
せ
る
た
め
に
「（
説
明
的
文
章
指
導
の
）

通
読
段
階
」
を
ど
の
よ
う
に
工
夫
す
る
か
と
い

う
試
み
で
あ
っ
た
。
決
し
て
新
し
い
こ
と
を

提
案
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、「
熟
考
・
評
価
」

あ
る
い
は
「
批
評
」
に
向
か
わ
せ
る
た
め
に
は

「
通
読
」
段
階
を
要
約
や
語
句
の
確
認
で
終
わ
ら

せ
る
の
で
は
な
く
、
読
み
の
課
題
を
も
た
せ
る

よ
う
な
営
み
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
本
来
の
三
読
法
で
も
「
主
題
の
仮
説
」

の
よ
う
な
形
で
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
授
業
を
可
能
に
し
た
の

は
、
そ
う
い
う
展
開
が
可
能
だ
っ
た
教
材
で
あ

る
と
い
う
点
を
抜
き
に
語
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
松
沢
哲
郎「
想
像
す
る
力
」は
、
根
本
の
と

こ
ろ
に
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
課
題
を
置

き
、
実
験
結
果
に
基
づ
い
て
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー

な
ど
の
特
徴
を
人
間
と
比
較
し
な
が
ら
、
人
間

と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
を
差
異
化
し
て
い
る
の
は

「
想
像
力
」の
有
無
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
こ
の
教
材
は
、写
真
や
図
版
の
意
味
の
吟
味
、

小
見
出
し
の
吟
味
、具
体
例
の
意
味
づ
け
な
ど
、

「
生
活
能
力
と
し
て
の
読
む
力
」
を
育
て
る
の

に
格
好
の
教
材
で
あ
る
が
、「
こ
こ
に
何
が
書

か
れ
て
い
る
か
」
で
は
な
く
、「
こ
の
文
章
か

ら
あ
な
た
は
何
を
考
え
る
か
」
を
突
き
つ
け
る

こ
と
が
で
き
る
教
材
で
も
あ
る
。
そ
の
問
い
に

よ
っ
て
学
習
者
主
体
が
立
ち
現
れ
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
あ
え
て
言
え
ば
、「
通
読
段
階
で
何
が
書
か

れ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
文
章
」
を
教
師
が
解

説
す
る
と
い
う
授
業
で
は
な
く
、
通
読
段
階
で

「
こ
の
文
章
か
ら
あ
な
た
は
何
を
考
え
る
か
」

と
い
う
問
い
を
出
発
点
と
す
る
授
業
、
そ
し
て

そ
れ
を
可
能
に
す
る
教
材
が
、
第
一
義
に
は
求

め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
授
業
改
善
の
一
視
点
と
し
て
、
以
上
の
よ
う

に
指
導
方
法
と
教
材
（
教
科
書
）
と
の
関
係
を

考
え
て
み
た
。
そ
れ
は
当
然
、
教
科
書
の
「
学

習
課
題
（
手
引
き
）」
に
も
及
ん
で
い
る
問
題

で
あ
る
。

松沢哲郎「想像する力」（『明解　現代文B』）

次
の
ペ
ー
ジ
か
ら
は
、
本
稿
で
も
ふ
れ
て
い
る

「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
を
特
集
し
て
い
ま
す
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学
習
指
導
改
善
の
た
め
に

〜
教
材（
教
科
書
）と
指
導
方
法
と
〜

三
浦
和
尚
　
　
愛
媛
大
学
教
育
学
部

　
私
は
近
年
、
愛
媛
大
学
附
属
高
等
学
校
で
公

開
研
究
授
業
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
そ

の
授
業
で
、
松
沢
哲
郎
「
想
像
す
る
力
」（『
明

解
　
現
代
文
Ｂ
』）
を
学
習
材
と
し
た
。

　
提
案
は
、「
三
読
法
の
見
直
し
」で
あ
る
。「
三

読
法
」
は
、
誤
解
を
恐
れ
ず
簡
略
に
言
え
ば
、

・
通
読
―
―
文
章
内
容
を
概
括
す
る
。

・
精
読
―
―
内
容
を
精
査
す
る
。

・
味
読
―
―
内
容
を
味
わ
い
ま
と
め
る
。

の
読
み
の
層
を
経
る
読
み
方
で
あ
り
、
意
識
的
に

も
無
意
識
的
に
も
、
多
く
の
高
校
国
語
科
学
習
の

「
読
み
」の
形
態
は「
三
読
法
」を
踏
襲
し
て
い
る
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
今
日
の
国
語
科
学
習
指

導
法
開
発
は
、課
題
解
決
型
、国
語
単
元
学
習
、

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
等
々
、
理
念
と
し

て
は
少
な
く
と
も
三
読
法
を
超
え
て
い
る
。
し

か
し
翻
っ
て
、
現
実
の
高
校
現
場
で
は
三
読
法

を
超
え
る
実
践
が
ど
の
程
度
定
着
し
て
い
る

か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
精
読
の
み
で
終
わ
っ
て

い
な
い
か
。
通
読
・
味
読
が
ど
の
程
度
意
識
的

に
行
わ
れ
て
い
る
か
。
古
文
の
学
習
な
ど
、
精

読
・
味
読
ど
こ
ろ
か
、
通
釈
に
終
わ
る
通
読
に

と
ど
ま
っ
て
い
な
い
か
。

　
三
読
法
を
新
し
い
と
は
言
わ
な
い
し
、
一
定

の
批
判
も
あ
る
が
、
そ
の
三
読
法
さ
え
消
化
さ

れ
て
い
な
い
の
が
現
実
で
は
な
い
か
。

　
三
読
法
を
提
唱
し
た
石
山
脩
平
は
、
当
初
は

「
通
読
・
精
読
・
味
読
」
の
後
に
「
批
評
」
を

入
れ
て
い
た
が
、
批
評
は
解
釈
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
か
ら
外
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
で
「
情
報
の

取
り
出
し
」「
解
釈
」「
熟
考
・
評
価
」
と
い
う

過
程
が
示
さ
れ
、「
熟
考
・
評
価
」
の
と
こ
ろ

が
日
本
の
学
習
者
は
弱
い
と
い
う
指
摘
を
受
け

て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
三
読
法
を
発
展
さ

せ
て「
批
評
」（
あ
る
い
は「
評
価
」）ま
で
を「
読

み
」
と
考
え
る
こ
と
も
蓋
然
性
が
あ
ろ
う
。
批

評
あ
る
い
は
評
価
と
い
う
、
読
み
手
の
主
体
が

表
出
さ
れ
る
読
み
が
標
榜
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
私
は
何
も
三
読
法
に
戻
れ
と
か
、
三
読
法
を

徹
底
し
ろ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か

し
今
日
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
が

提
唱
さ
れ
る
理
由
に
は
、
読
み
手
主
体
を
保
障

す
る
と
い
う
理
念
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
間

違
い
な
か
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
慣
れ

親
し
ん
だ
三
読
法
を
見
直
す
と
い
う
視
点
は
、

決
し
て
無
効
で
は
な
い
。
そ
の
と
き
、
三
読
法

を
捨
て
て
国
語
単
元
学
習
や
課
題
解
決
学
習
の

よ
う
な
活
動
型
の
学
習
に
変
え
て
い
く
の
か
、

三
読
法
の
有
効
性
を
生
か
し
つ
つ
今
日
的
な
改

変
を
進
め
る
の
か
は
、
教
師
の
問
題
で
あ
る
。

　
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
考
え
方

を
支
え
る
根
拠
の
一
つ
に
「
ラ
ー
ニ
ン
グ
ピ
ラ

ミ
ッ
ド
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
学
習

効
果
（
平
均
記
憶
率
）
が
、
次
の
よ
う
な
順
に

高
く
な
る
と
い
う
学
習
モ
デ
ル
で
あ
る
。

講義を聞く（5％）

文献・資料を読む（10％）

視聴覚機材を見る・聞く（20％）

実験・実演を見る（30％）

グループ討議をする（50％）

実践的な練習・活動を体験する（75％）

人に教える（90％）
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主
体
性
を
重
視
し
た
、
い
わ
ば
理
念
的
な
も
の

で
あ
り
、
方
法
論
的
な
も
の
で
は
な
い
。

２
　
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
向
け
て

　
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
背
景
に
は
こ

の
十
余
年
の
欧
米
を
中
心
に
し
た
知
識
基
盤
社

会
の
中
で
必
要
と
さ
れ
る
能
力
に
つ
い
て
の
研

究
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
欧
米
で
は
汎
用
的
能

力
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・

チ
ー
ム
が
研
究
を
重
ね
て
き
た
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の

D
eSeCo

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
け
る
「
キ
ー
・

コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
」
や
ア
メ
リ
カ
の
21
世
紀
型

ス
キ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
け
る
「
21
世
紀
型

ス
キ
ル
」
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
日

本
で
は
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
が
検
討
を

行
っ
た
。
そ
の
際
、「
ス
キ
ル
」
よ
り
長
期
的

で
領
域
普
遍
的
な
「
知
識
」「
技
能
」
等
の
総

体
と
し
て
「
能
力
」
を
位
置
づ
け
、
ま
た
、「
資

質
」
と
「
能
力
」
の
区
別
は
し
な
い
で
一
体
と

し
て
扱
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
研
究
も
踏
ま
え
つ
つ
、
次
期
学

習
指
導
要
領
の
改
訂
に
向
け
た
文
部
科
学
大
臣

の
「
諮
問
」
で
は
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン

グ
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
重
視

さ
れ
て
い
る【
資
料
４
】。
中
で
も「
１
」は
、「
目

標
⇨
内
容
⇨
方
法
⇨
評
価
」
と
い
う
流
れ
の
整

合
性
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
り
、ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
で
は
こ
の
整
合
性
を
一
層
重
視
す

る
必
要
が
あ
る
。

　
現
在
、「
論
点
整
理
」
を
受
け
、
次
の
よ
う

に
「
育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力
の
三
つ
の
柱
」

を
立
て
て
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

３
　
授
業
デ
ザ
イ
ン
と
学
び
の
技
法

　
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
協
働
的
な
学

習
形
態
を
伴
う
こ
と
も
多
く
、
効
果
的
に
学
習

を
進
め
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
学
び
の
技

法
」
が
導
入
さ
れ
る
。

　
例
え
ば
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
技
法
と
し

【資料３】「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大
学へ～（答申）」（「用語集」）（平成24年8月28日　中央教育審議会）より

【アクティブ・ラーニング】
教員による一方的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の
総称。学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎
用的能力の育成を図る。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれるが、教室内でのグループ・
ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である。

【資料４】「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（諮問）」（平成 26年 11 月 20 日　中央教育
審議会）より

１．教育目標 ･内容と学習 ･指導方法、学習評価の在り方を一体として捉えた、新しい時代にふさわしい学習
指導要領等の基本的な考え方

２．育成すべき資質 ･能力を踏まえた、新たな教科 ･科目等の在り方や、既存の教科 ･科目等の目標 ･内容の見直し
３．学習指導要領等の理念を実現するための、各学校におけるカリキュラム ･マネジメントや、学習 ･指導方
法及び評価方法の改善を支援する方策

学習評価の充実
カリキュラム・マネジメントの充実

どのように学ぶか
（アクティブ・ラーニングの視点からの

不断の授業改善）

どのように社会・世界と関わり、
よりよい人生を送るか

何を知っているか
何ができるか

知っていること・できることを
どう使うか

主体性・多様性・協働性
学びに向かう力

人間性 など

個別の知識・技能 思考力・判断力・表現力等
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21
世
紀
を
生
き
抜
く
力
を
身
に
つ
け
る

『
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
』

稲
井
達
也
　
　
日
本
女
子
体
育
大
学

特
集１

　
は
じ
め
に
─
知
識
基
盤
社
会
で

必
要
と
さ
れ
る
能
力

　
ポ
ス
ト
産
業
社
会
は
、
記
憶
を
も
と
に
た
っ

た
一
つ
の
答
え
を
再
生
す
る
よ
う
な
旧
来
型
の

既
存
の
知
識
を
再
生
す
る
こ
と
で
解
決
で
き
る

社
会
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
ポ
ス
ト
産
業
社
会

は
知
識
基
盤
社
会
と
言
え
る
【
資
料
１
】。

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
断
片
的
な
知
識
を
示
し

て
く
れ
る
が
、
知
恵
を
示
し
て
は
く
れ
な
い
。

こ
れ
か
ら
の
社
会
で
は
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
は

な
く
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合

い
、
よ
り
よ
い
社
会
の
創
出
に
向
け
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
持
ち
場
で
自
分
の
仕
事
に
取
り
組
む
こ

と
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
。
企
業
で
も
公
共
面

で
も
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
新
し
い
も
の
を
生

産
・
結
合
す
る
、
既
存
の
も
の
を
新
し
い
方
法

で
生
産
・
結
合
す
る
）
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い

る
。
新
し
い
公
共
性
も
待
望
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
社
会
を
生
き
る
う
え
で
、
他
者

と
交
流
し
な
が
ら
、
協
働
的
な
営
み
を
大
切
に

し
つ
つ
、
一
人
一
人
が
主
体
性
を
も
っ
て
目
の

前
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
は
、
欠
か
せ
な
い

資
質
・
能
力
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
中
央
教

育
審
議
会
教
育
課
程
企
画
特
別
部
会
が
示
し
た

「
論
点
整
理
」
は
、
今
後
の
学
校
教
育
の
方
向

性
を
示
し
て
い
る
【
資
料
２
】。

　
こ
の
具
体
的
な
学
び
の
姿
と
し
て
、
ア
ク

テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
、
も
と
も
と
大

学
教
育
の
改
革
の
必
要
性
の
中
で
出
て
き
た
も

の
で
あ
る
【
資
料
３
】。
一
方
的
な
知
識
伝
達

型
講
義
を
聴
く
と
い
う
学
習
を「
受
動
的
学
習
」

と
み
な
し
、
能
動
的
な
特
徴
を
も
っ
て
学
習
パ

ラ
ダ
イ
ム
を
支
え
る
も
の
と
し
て
提
唱
さ
れ

た
。「
教
え
る
か
ら
学
ぶ(from

 teaching to 
learning)

」
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
で
あ
る
。

　
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
、
学
習
者
の

【資料１】「我が国の高等教育の将来像（答申）」（平成17年1月28日　中央教育審議会）より

○ 「知識基盤社会」の特質としては、例えば、
１．知識には国境がなく、グローバル化が一層進む、２．知識は日進月歩であり、競争と技術革新が絶え間な
く生まれる、３．知識の進展は旧来のパラダイムの転換を伴うことが多く、幅広い知識と柔軟な思考力に基づ
く判断が一層重要となる、４．性別や年齢を問わず参画することが促進される、
　等を挙げることができる。

【資料２】「中央教育審議会教育課程企画特別部会 論点整理」（平成 27 年 8 月 26 日）より

（指導方法の不断の見直し）
ⅰ） 習得・活用・探究という学習プロセスの中で、問題発見・解決を念頭に置いた深い学びの過程が実現でき

ているかどうか。
ⅱ） 他者との協働や外界との相互作用を通じて、自らの考えを広げ深める、対話的な学びの過程が実現できて

いるかどうか。
ⅲ） 子供たちが見通しを持って粘り強く取り組み、自らの学習活動を振り返って次につなげる、主体的な学び

の過程が実現できているかどうか。
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な
い
場
合
、「
問
い
」
に
し
て
い
く
た
め
に
気

づ
き
を
促
す
の
も
授
業
者
の
役
割
で
あ
る
。
た

だ
し
、学
習
の
過
程
で
学
習
者
自
身
が「
問
い
」

を
発
見
す
る
場
合
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

で
は
、
授
業
者
に
は
「
問
い
」
の
設
定
や
解

決
の
過
程
で
、
学
習
者
の
気
づ
き
を
促
し
た

り
、
気
づ
き
を
関
連
づ
け
た
り
す
る
「
フ
ァ
シ

リ
テ
ー
タ
ー
」の
役
割
が
求
め
ら
れ
る
。「
フ
ァ

シ
リ
テ
ー
タ
ー
」
は
集
団
活
動
そ
の
も
の
に
参

加
す
る
こ
と
は
な
く
、
中
立
的
な
立
場
で
活
動

の
支
援
を
行
う
役
割
を
も
つ
。
こ
の
よ
う
な
授

業
で
の
板
書
は
学
習
の
プ
ロ
セ
ス
を
記
し
た
も

の
に
な
る
。

　
授
業
者
が
見
た
目
の
華
や
か
な
活
動
主
義
に

流
さ
れ
な
い
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、

指
導
事
項
を
明
確
に
認
識
し
、
ど
の
よ
う
な
手

立
て
で
学
習
者
の
「
学
び
」
を
構
築
し
て
ゆ
く

か
と
い
う
発
想
が
必
要
に
な
る
。「
学
び
の
技

法
」
は
学
習
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
の
手
立
て
に
他

な
ら
な
い
。

　
「
問
い
」
の
解
決
の
た
め
に
話
し
合
う
と
い

う
経
験
に
習
熟
さ
せ
る
必
要
も
あ
る
。
③
で
は
、

話
し
合
い
の
際
に
お
互
い
の
考
え
を
わ
か
り
や

す
く
す
る
た
め
に
絵
や
図
に
表
現
す
る
「
見
え

る
化
」
も
工
夫
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
話

し
合
い
は
「
聞
き
合
い
」
で
あ
る
。
本
当
に
一

人
ひ
と
り
が
学
び
合
っ
て
い
る
と
き
の
話
し
合

い
で
は
、饒
舌
さ
は
消
え
、む
し
ろ
「
か
た
ち
」

に
な
ら
な
い
言
葉
の
一
歩
手
前
の
沈
黙
で
時
間

が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ

う
い
う
学
び
が
生
成
す
る
瞬
間
を
辛
抱
強
く
待

ち
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
現
代
評
論
で
は
背
景
知
識
が
必
要
と
さ
れ
る

も
の
が
少
な
く
な
い
。
教
材
に
よ
っ
て
は
学
習

者
に
導
入
の
学
習
と
し
て
学
校
図
書
館
の
資
料

を
活
用
し
て
調
べ
る
時
間
を
設
け
た
り
、
あ
る

い
は
あ
ら
か
じ
め
教
材
ご
と
に
班
で
分
担
し
、

単
元
の
冒
頭
に
教
材
に
つ
い
て
調
べ
た
こ
と
を

説
明
す
る
時
間
を
設
け
た
り
す
る
の
も
、
学
習

者
の
主
体
性
を
導
き
出
す
た
め
の
工
夫
に
な
る
。

５
　
終
わ
り
に
─
教
科
と
し
て
の
同
僚

性
を
軸
と
し
た
緩
や
か
な
連
携

　
高
校
国
語
科
の
場
合
、
他
の
教
師
と
一
緒
に

同
じ
科
目
を
担
当
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ま

で
の
実
践
を
生
か
し
た
小
さ
な
取
り
組
み
か
ら

始
め
て
、
教
科
の
中
で
お
互
い
を
縛
り
過
ぎ
る

こ
と
な
く
、
他
者
へ
の
リ
ス
ペ
ク
ト
の
中
で
緩

や
か
に
つ
な
が
っ
た
同
僚
性
を
構
築
し
て
ゆ
く

こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　
ま
た
、
他
教
科
と
内
容
的
に
テ
ー
マ
が
重
な

る
も
の
へ
の
対
応
が
必
要
に
な
る
。
例
え
ば
、

環
境
問
題
を
扱
っ
た
評
論
で
は
、
英
語
科
に
は

同
じ
テ
ー
マ
を
別
の
切
り
口
で
扱
っ
た
教
材
も

あ
る
。
社
会
科
や
家
庭
科
と
の
重
複
も
想
定
さ

れ
る
。
高
校
で
は
、
教
科
ご
と
の
独
自
性
が
確

立
さ
れ
て
い
る
た
め
、
情
報
が
共
有
さ
れ
な
い

と
多
く
の
教
科
・
科
目
で
同
一
の
内
容
で
ア
ク

テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
導
入
す
る
事
態
が
生

じ
る
た
め
、
生
徒
は
疲
弊
し
て
し
ま
う
。
こ
の

よ
う
な
事
態
を
避
け
る
た
め
に
は
、
教
科
ど
う

し
の
連
絡
・
調
整
が
必
要
に
な
る
。
こ
れ
も
、

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
重
要
な
構

成
要
素
で
あ
る
。

　
自
動
車
の
自
動
運
転
が
実
用
化
さ
れ
た
よ
う

に
、
技
術
革
新
に
よ
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
劇
的

な
発
展
は
、
旧
来
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
を
伴

い
、
私
た
ち
の
生
活
を
根
本
か
ら
大
き
く
変
え

る
。
知
識
基
盤
社
会
の
競
争
は
熾
烈
な
も
の
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
も
ま
た
一
面
に

過
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
学
校
教
育
と
し
て
は
、
他

者
と
協
力
し
合
い
、
知
識
を
活
用
し
つ
つ
、
互

い
に
知
恵
を
出
し
合
い
な
が
ら
、
課
題
を
解
決

し
て
ゆ
く
資
質
・
能
力
を
育
て
る
も
の
で
あ
り

た
い
。
創
造
的
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
社
会
は

す
で
に
到
来
し
て
い
る
。
日
々
の
授
業
に
お
い

て
こ
そ
、
小
さ
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
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て
の
ワ
ー
ル
ド
・
カ
フ
ェ
、
書
く
技
法
と
し
て

の
キ
ー
ワ
ー
ド
・
レ
ポ
ー
ト
、
相
互
に
学
ぶ
技

法
と
し
て
の
ジ
グ
ソ
ー
法
や
ラ
ー
ニ
ン
グ
・
セ

ル
な
ど
多
種
多
様
な
も
の
が
あ
る
。

　
こ
の
た
め
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を

「
特
定
の
型
」
と
し
て
捉
え
て
し
ま
い
、
特
に

ジ
ク
ゾ
ー
法
の
実
践
が
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か

し
、
極
論
す
れ
ば
、
一
斉
授
業
の
中
で
あ
っ
て

も
、
教
師
の
話
を
聞
い
て
、
内
発
的
な
精
神
活

動
が
高
ま
り
、
知
的
好
奇
心
が
喚
起
さ
れ
れ
ば
、

個
人
内
で
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
促

さ
れ
た
と
言
え
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
高
校
国
語
科
で
は
、
小
中
学
校

の
よ
う
に
「
単
元
」
と
い
う
、
学
習
内
容
を
ひ

と
ま
と
ま
り
で
考
え
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
は
、
一
単
位
時

間
の
授
業
だ
け
で
は
な
く
、
単
元
計
画
を
含
ん

だ
授
業
デ
ザ
イ
ン
が
必
要
に
な
る
。
一
単
位
時

間
の
授
業
に
し
て
も
、
教
師
が
答
え
て
欲
し
い

こ
と
を
想
定
通
り
に
答
え
て
も
ら
う
授
業
と
は

本
質
的
に
異
な
る
。

　
授
業
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
は
、「
指
導
」
と

同
等
の
重
み
で
、
学
習
者
の
「
学
び
」
を
重
視

す
る
。「
学
び
」と
は
学
習
者
の
気
づ
き
で
あ
り
、

認
知
の
変
容
で
も
あ
る
。
授
業
は
授
業
者
と
学

習
者
と
の
関
わ
り
だ
け
で
は
な
く
、
学
習
者
の

相
互
の
関
わ
り
の
中
で
も
生
成
発
展
し
て
ゆ
く

も
の
と
し
て
捉
え
る
。
学
習
者
一
人
一
人
に
生

起
す
る
リ
ア
ル
な
「
出
来
事
」
が
次
の
「
学
び
」、

す
な
わ
ち
新
た
な
気
づ
き
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ

く
。
つ
ま
り
、
あ
る
疑
問
が
解
決
し
、
学
習
者

に
新
た
な
気
づ
き
が
生
ま
れ
て
も
、
さ
ら
に
新

た
な
疑
問
が
生
じ
、
も
っ
と
深
く
知
ろ
う
と
す

る
よ
う
に
な
る
。
授
業
者
さ
え
予
測
不
能
な
事

態
も
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
時
と
し
て
学
び
の

「
創
発
性
」
と
も
い
え
る
状
況
が
現
れ
る
。
授

業
デ
ザ
イ
ン
の
観
点
で
は
、
授
業
を
そ
の
よ
う

な
学
習
者
の
認
知
的
な
相
互
作
用
と
し
て
捉
え
、

学
習
者
の
学
び
の
姿
を
よ
り
一
層
重
視
し
た
い
。

４
　
こ
れ
ま
で
の
実
践
を
工
夫
す
る

と
こ
ろ
か
ら
始
め
る

　
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
は
、
①
問
い

を
発
見
し
た
り
共
有
し
た
り
す
る
場
面
、
②
お

互
い
に
話
し
合
い
、
他
の
学
習
者
の
考
え
を
静

か
に
聞
き
合
う
場
面
、
③
お
互
い
の
思
考
を
共

有
す
る
場
面
、
④
考
え
を
整
理
し
、「
焦
点
化
」

し
て
、「
問
い
」
の
答
え
を
絞
る
場
面
、
が
想

定
で
き
る
。
中
で
も
①
で
は
学
習
者
が
解
決
し

た
り
知
り
た
く
な
っ
た
り
す
る
よ
う
な「
問
い
」

が
大
切
に
さ
れ
る
。
あ
ら
か
じ
め
授
業
者
が
解

決
す
べ
き
課
題
を
用
意
し
、
ジ
ク
ソ
ー
法
と
い

う
活
動
的
な
「
学
び
の
技
法
」
を
用
い
な
が
ら
、

複
数
の
教
材
を
読
ま
せ
、
課
題
の
答
え
を
発
見

す
る
と
い
う
実
践
が
よ
く
見
受
け
ら
れ
る
。
だ

が
、
授
業
者
が
用
意
し
た
「
問
い
」
が
、
は
た

し
て
本
当
に
学
習
者
が
解
決
し
た
り
考
え
た
り

し
た
い
「
問
い
」
な
の
か
と
い
う
、
授
業
者
自

身
の
問
い
直
し
こ
そ
が
求
め
ら
れ
る
。「
問
い
」

に
よ
っ
て
学
習
者
の
主
体
性
は
左
右
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

　
小
説
を
読
み
、
初
発
の
感
想
と
し
て
、
疑
問

に
思
い
、
深
く
考
え
て
み
た
い
と
思
う
点
を
書

く
（
班
で
出
し
合
う
）、
あ
る
い
は
評
論
を
読

み
、
わ
か
ら
な
い
表
現
を
書
く
（
班
で
出
し
合

う
）
と
い
う
学
習
活
動
は
、
こ
れ
ま
で
の
高
校

国
語
科
で
導
入
時
に
よ
く
試
み
ら
れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
。
学
習
者
が
出
し
た
問
い
を
、
学
習

者
自
身
の
力
で
解
決
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と

が
、
学
習
者
の
主
体
性
を
育
て
る
。

　
授
業
者
は
「
問
い
」
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
。
学

習
者
か
ら
出
さ
れ
た
「
問
い
」
を
見
極
め
、
ど

の
「
問
い
」
を
個
人
で
、
あ
る
い
は
班
で
協
働

的
に
解
決
す
る
「
問
い
」
に
す
る
か
を
判
断
す

る
の
は
、
授
業
者
の
役
割
で
あ
る
。
多
く
の
学

習
者
が
解
決
で
き
な
い
よ
う
な
困
難
な
「
問

い
」
が
あ
る
場
合
、
解
決
に
挑
戦
さ
せ
た
う
え

で
、
理
解
に
不
足
が
あ
る
場
合
、
説
明
を
す
る

の
は
指
導
者
と
し
て
の
授
業
者
で
あ
る
。
あ
る

い
は
授
業
者
が
「
問
い
」
に
し
て
ほ
し
か
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
問
い
」
と
し
て
出
さ
れ
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に
描
か
れ
て
い
る
当
時
の
社
会
状
況
に
つ

い
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。

二
　
下
人
が
羅
生
門
の
下
に
至
る
ま
で
の
経

緯
を
ふ
ま
え
、
門
の
下
で
の
下
人
の
心
情

に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。

三
　
楼
に
上
っ
て
以
降
の
下
人
の
心
理
の
推

移
を
、
箇
条
書
き
に
し
て
整
理
し
て
み
よ

う
。

四
　
老
婆
は
自
分
の
行
い
に
つ
い
て
ど
の
よ

う
に
語
っ
て
い
る
か
、
ま
た
、
下
人
は
そ

れ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
か
、

整
理
し
て
み
よ
う
。

　
手
引
き
を
使
っ
て
、
班
読
を
行
っ
た
グ
ル
ー

プ
内
で
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
し
、
各
々
の
手
元

で
整
理
さ
せ
る
。
教
員
は
机
間
指
導
し
な
が
ら
、

適
宜
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
こ
と
で
、
読
み
の
精

度
を
保
ち
な
が
ら
、
主
体
的
な
読
解
を
促
す
こ

と
が
で
き
る
。
加
え
て
、毎
時
の「
読
み
」を「
ふ

り
か
え
り
シ
ー
ト
」
な
ど
を
使
っ
て
記
録
し
て

お
く
と
、
次
時
の
導
入
に
も
な
る
。

３
　
発
表
原
稿
づ
く
り

　
「
学
習
の
手
引
き
」
を
使
っ
た
精
読
作
業
の

あ
と
、
さ
ら
に
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
プ
レ

ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
発
展
さ
せ
て
み
よ
う
。
今

回
は
「
下
人
は
な
ぜ
老
婆
の
身
ぐ
る
み
を
剝
い

だ
の
か
？
」
と
い
う
「
問
い
」
だ
け
を
設
定

し
、
付
箋
を
使
っ
て
場
面
を
整
理
さ
せ
て
み
た
。

「
下
人
は
な
ぜ
老
婆
の
身
ぐ
る
み
を
剝
い
だ
の

か
？
」
と
い
う
「
問
い
」
は
、「
下
人
は
ど
う

し
て
羅
生
門
の
下
へ
や
っ
て
き
た
の
か
」（
手

引
き
二
）
や
、「
下
人
は
老
婆
の
話
を
ど
の
よ

う
に
受
け
止
め
た
の
か
」（
手
引
き
四
）
と
い
う
、

「
具
体
的
な
問
い
」を
内
包
し
て
い
る
。「
問
い
」

は
同
じ
で
も
、根
拠
と
す
る
場
面
や「
答
え
」（
解

釈
と
し
て
の
仮
説
）
が
多
様
化
す
る
た
め
、
い

ざ
発
表
し
た
と
き
に
生
徒
た
ち
は
新
鮮
な
も
の

と
し
て
受
け
止
め
る
。
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
の

精
読
成
果
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
自
の
語

り
口
に
よ
る
発
表
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ

こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
付
箋
を
使
っ
た
場
面
整

理
ま
で
を
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
実
施
す
る
も
の

の
、
最
終
的
な
発
表
原
稿
（
発
表
が
三
分
な
の

で
九
〇
〇
字
程
度
）
の
作
成
は
個
人
作
業
に
す

る
こ
と
。
自
分
ひ
と
り
で
は
書
け
な
い
生
徒
で

も
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
論
証
の
骨
組
み
が
で

き
て
い
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
つ
な
い
で
い
く
こ
と

で
自
分
な
り
の
発
表
原
稿
を
書
き
上
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。

４
　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

　
発
表
原
稿
が
完
成
し
た
ら
、
い
よ
い
よ
プ
レ

ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
だ
。
付
箋
で
整
理
し
た
内
容

の
コ
ピ
ー
を
提
示
し
つ
つ
、
自
身
で
用
意
し
た

原
稿
を
読
み
上
げ
る
。

　
発
表
相
手
は
二
～
三
名
。教
員
は
、タ
イ
マ
ー

を
使
っ
て
時
間
の
管
理
だ
け
を
し
て
あ
げ
れ
ば

い
い
。

　
解
釈
を
付
箋
で
組
み
上
げ
た
グ
ル
ー
プ
を
バ

ラ
バ
ラ
に
し
て
、
発
表
の
た
め
の
三
～
四
名
の

グ
ル
ー
プ
を
新
た
に
作
り
、
そ
の
中
で
発
表
を

行
う
。
こ
れ
な
ら
ば
、
全
員
が
１
コ
マ
の
授
業

の
中
で
発
表
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
自

分
と
は
異
な
っ
た
語
り
口
の
発
表
に
複
数
接
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
定
番
教
材
だ
っ
て
、
や
り
方
次
第
で
、
も
っ

と
お
も
し
ろ
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 プレゼンテーションの様子
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ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
で

『
羅
生
門
』

齋
藤
祐
　
　
中
央
大
学
杉
並
高
等
学
校

集
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」

特
定
番
教
材
の
活
性
化

　
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
『
高
等
学

校
　
国
語
総
合
』
教
科
書
で
、芥
川
龍
之
介
『
羅

生
門
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ

の
定
番
教
材
を
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

に
よ
っ
て
活
性
化
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。

以
下
、
近
年
勤
務
先
で
実
施
し
た
、
授
業
実
践

の
報
告
を
し
て
み
た
い
。

１
　
範
読
よ
り
班
読

　
教
室
で
教
員
が
教
科
書
を
範
読
す
る
と
、
生

徒
は
寝
る
。
か
と
い
っ
て
、
個
別
に
指
名
し

て
読
ま
せ
る
と
、
声
が
小
さ
く
て
聞
こ
え
な

い
。
こ
ん
な
悩
み
を
も
っ
て
い
る
現
場
の
先
生

は
少
な
く
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
初
読
の
作
業

を
黙
読
で
済
ま
せ
て
し
ま
う
と
、
授
業
の
後
半

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
よ
う
や
く
、
生
徒
の

初
歩
的
な
誤
読
が
判
明
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、

や
っ
ぱ
り
音
読
は
外
せ
な
い
。
な
ら
ば
、
教
員

が
範
読
す
る
の
を
い
っ
た
ん
や
め
て
み
よ
う
。

　
や
り
方
は
こ
う
だ
。
ク
ラ
ス
を
三
～
四
人
の

小
さ
な
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
形
式
段
落
ご
と
に

交
代
で
音
読
さ
せ
て
み
る
。
読
む
順
番
を
じ
ゃ

ん
け
ん
で
決
め
る
、
つ
っ
か
え
た
ら
次
の
人
に

回
す
な
ど
、
ち
ょ
っ
と
ゲ
ー
ム
的
な
要
素
を
つ

け
加
え
て
も
い
い
。
ま
っ
た
く
も
っ
て
お
も
し

ろ
く
な
か
っ
た
初
読
の
授
業
が
、
ま
た
た
く
ま

に
賑
や
か
に
な
る
。
読
め
な
い
言
葉
、
意
味
の

つ
か
め
な
い
言
葉
が
あ
れ
ば
、
そ
の
場
で
共
有

し
、
板
書
で
解
説
し
て
し
ま
う
。「
読
め
な
い
」、

「
知
ら
な
い
」
は
決
し
て
恥
ず
か
し
い
こ
と
で

は
な
い
。
だ
っ
て
こ
こ
は
、
間
違
え
て
も
い
い

「
教
室
」な
の
だ
か
ら
。
グ
ル
ー
プ
で
の「
班
読
」

（
言
う
ま
で
も
な
く
造
語
）
は
使
え
る
。

２
　「
手
引
き
」
も

　
　
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で

　
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
お
け
る
教
材

読
解
に
お
い
て
、「
学
習
の
手
引
き
」
は
大
切

な
下
読
み
を
支
え
て
く
れ
る
。
三
省
堂
版
「
学

習
の
手
引
き
」
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一
　
こ
の
作
品
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
京
都

の
町
や
羅
生
門
の
描
写
に
注
目
し
、
そ
こ ３人で班読する
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回
し
読
ん
で
楽
し
ん
で
い
る
光
景
を
目
撃
」

し
、「
古
書
店
で
昭
和
四
〇
年
代
の
新
聞
の
ス

ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
を
見
つ
け
」、「
ス
ク
ラ
ッ
プ

す
る
こ
と
の
面
白
さ
に
気
付
」
き
、
こ
れ
を
思

い
つ
い
た
そ
う
で
す
。

　
市
民
の
集
い
の
場
や
大
学
、
新
聞
社
主
催
の

催
し
、
さ
ら
に
は
小
中
高
の
学
校
現
場
に
も
広

が
っ
て
い
ま
す
。

「
ま
わ
し
よ
み
新
聞
」
の

実
践
と
可
能
性

　
私
は
、む
つ
さ
ん
の「
編
集
者
養
成
講
座
」（
名

前
は
大
仰
で
す
が
、
要
す
る
に
「
ま
わ
し
よ
み

新
聞
」
の
体
験
の
場
）
に
参
加
し
て
、
こ
れ
は

お
も
し
ろ
い
な
あ
と
感
じ
、
授
業
に
取
り
入
れ

て
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
、
大
学
の
授
業
で
や
っ
て
み
ま
し
た
。

国
語
教
師
を
目
指
す
学
生
の
講
座
で
す
。

　
四
〇
人
ほ
ど
い
る
学
生
の
中
で
、
新
聞
を
読

む
習
慣
の
あ
る
人
は
、
ほ
ぼ
な
し
。
こ
れ
が
実

態
で
す
。

　
何
は
と
も
あ
れ
、「
新
聞
を
読
む
こ
と
」「
み

ん
な
で
や
る
表
現
活
動
」
を
体
験
し
て
も
ら
う

の
が
目
的
で
す
。「
新
聞
」
の
名
の
つ
く
も
の

な
ら
な
ん
で
も
オ
ッ
ケ
ー
。
彼
ら
に
と
っ
て

は
、「
新
聞
」
を
手
に
入
れ
る
こ
と
自
体
が
学

び
で
す
。

　
た
っ
た
こ
れ
だ
け
の
シ
ン
プ
ル
な
活
動
で

す
。
発
案
者
の
コ
モ
ン
ズ
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
む
つ

さ
と
し
さ
ん
は
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
、
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
「
ま
わ
し
よ
み
新
聞
」
の
中
で
次
の

よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
「
情
報
検
索
性
」
は

非
常
に
便
利
な
も
の
で
す
が
、
そ
れ
が
ゆ
え

に
自
分
が
欲
し
て
い
る
情
報
の
み
を
取
得
す

る
傾
向
に
あ
り
、
こ
れ
は
結
果
と
し
て
自
分

の
世
界
を
狭
く
し
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
新

聞
は
「
見
出
し
の
大
き
さ
や
幅
」「
記
事
の

文
字
量
や
序
列
、配
列
」
な
ど
に
よ
っ
て
「
社

会
的
な
ニ
ュ
ー
ス
価
値
」
を
察
知
す
る
こ
と

が
可
能
で
す
。（
中
略
）
さ
ら
に
新
聞
は
「
み

ん
な
で
読
む
」
と
い
う
「
ま
わ
し
よ
み
」
が

可
能
な
メ
デ
ィ
ア
で
す
。
ま
わ
し
よ
ん
で

思
っ
た
こ
と
を
話
し
合
っ
た
り
、
そ
れ
を
契

機
に
し
て
、
多
様
な
意
見
が
聞
け
る
。
他
者

を
知
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
に

な
る
。
こ
れ
は
自
己
完
結
し
て
し
ま
い
が
ち

な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
は
な
い
面
白
味
で
は

な
い
か
？

　「
ま
わ
し
よ
み
」
は
、
と
に
か
く
お
も
し
ろ

い
活
動
で
す
。
そ
も
そ
も
発
案
者
は
、「
喫
茶

店
で
」「
お
っ
ち
ゃ
ん
と
マ
マ
さ
ん
が
新
聞
を

「
ま
わ
し
よ
み
新
聞
」
と
は

　「
新
聞
を
持
ち
寄
っ
て
編
集
し
よ
う

　
ま
わ

し
よ
み
新
聞
」と
い
う
活
動
を
取
り
上
げ
ま
す
。

こ
れ
は
、「
ま
わ
し
よ
み
新
聞
」と
い
う「
メ
デ
ィ

ア
遊
び
」
を
も
と
に
し
た
学
習
活
動
で
す
。

　
新
聞
を
持
ち
寄
っ
て
、
お
も
し
ろ
い
と
思
っ

た
記
事
を
切
り
抜
く
。
グ
ル
ー
プ
内
で
そ
の
記

事
を
紹
介
し
合
う
。
台
紙
に
記
事
を
貼
り
付
け

て
、
一
枚
の
新
聞
を
作
る
―
―
。
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集
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」

特

桝
井
英
人
　
　
大
阪
府
立
北
野
高
等
学
校

「
ま
わ
し
よ
み
新
聞
」
の

す
す
め

『
明
解
国
語
総
合
』
の
活

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

動
学
習

　『
明
解
国
語
総
合
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
、

単
発
で
も
使
え
る
表
現
活
動
の
ア
イ
デ
ア
が

載
っ
て
い
ま
す
。

◇
話
す
・
聞
く
活
動

・
自
分
を
印
象
づ
け
る
ス
ピ
ー
チ

　
自
分
を

漢
字
で
表
す
と
？

・
な
ん
て
、
言
っ
て
い
る
？

・
こ
の
本
を
読
ん
で
み
て
！

　
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク

・
討
論
ゲ
ー
ム
を
楽
し
も
う

・
新
聞
を
持
ち
寄
っ
て
編
集
し
よ
う

　
ま
わ

し
よ
み
新
聞

◇
書
く
活
動

・
隣
の
友
達

・
情
報
の
読
み
方
・
扱
い
方

・
私
の
発
見
や
変
容
を
伝
え
る

　
感
想
文
・

報
告
文

・
原
作
と
勝
負
！

・
マ
ン
ガ
の
楽
し
み

・
新
聞
に
投
書
し
て
み
よ
う

　
意
見
文

　
国
語
の
授
業
の
展
開
に
は
、
表
現
活
動
を
組

み
込
む
こ
と
が
必
須
で
す
。
こ
れ
ら
の
ア
イ
デ

ア
は
、
そ
の
ま
ま
使
う
だ
け
で
な
く
、
場
合
に

応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
に
応
用
で
き
る
も
の
で
す
。

　
例
え
ば
、「
自
分
を
印
象
づ
け
る
ス
ピ
ー
チ

自
分
を
漢
字
で
表
す
と
？
」
は
、
漢
字
一
字
を

手
が
か
り
に
自
己
紹
介
す
る
活
動
で
す
が
、「
何

か
を
漢
字
一
字
で
表
現
す
る
活
動
」
と
一
般
化

す
れ
ば
、
自
己
紹
介
以
外
の
学
習
に
も
活
用
で

き
る
で
し
ょ
う
。
漢
字
の
種
類
を
制
限
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
漢
字
そ
の
も
の
の
学
習
に
も
使

え
そ
う
で
す
。

　
活
動
的
な
学
習
と
い
っ
て
も
、
特
別
な
こ
と

は
な
く
、
む
し
ろ
、
シ
ン
プ
ル
な
ア
イ
デ
ア
こ

そ
使
い
や
す
く
、
効
果
的
で
す
。
大
切
な
の
は
、

活
動
的
な
学
習
を
す
る
こ
と
が
目
標
な
の
で
は

な
く
、
何
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
活
動
を
組

み
込
む
か
と
い
う
観
点
で
す
。
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集
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」

特

長
屋
万
里
子
　
　
東
京
都
立
国
際
高
等
学
校

生
徒
が
活
躍
す
る
古
典
学
習

１
　
も
っ
と
生
徒
が
活
動
す
る
に
は

　
授
業
は
生
徒
の
た
め
に
あ
る
。
生
徒
の
能
力

を
伸
ば
し
、
で
き
る
こ
と
を
増
や
し
た
い
。

　
し
か
し
、
そ
の
た
め
の
努
力
が
、
結
果
的
に

授
業
者
の
側
だ
け
の
満
足
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。「
教
師
が

た
く
さ
ん
勉
強
し
、生
徒
は
そ
の
成
果
を
聞
く
」

と
い
う
こ
と
で
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、

も
っ
と
生
徒
が
調
べ
、
考
え
、
そ
こ
か
ら
素
朴

な
疑
問
を
も
つ
機
会
を
増
や
し
た
い
。
授
業
を

通
じ
て
、
生
徒
ど
う
し
の
対
話
や
、
協
力
し
、

議
論
し
合
う
機
会
を
作
り
た
い
。

　
そ
の
よ
う
な
思
い
か
ら
作
っ
て
き
た
授
業
に

つ
い
て
、
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

２
　
予
習
の
手
順
の

　
　「
見
え
る
化
」
を
す
る

　
対
象
と
な
る
一
年
生
の
必
修
ク
ラ
ス
は
、
グ

ル
ー
プ
ワ
ー
ク
や
発
表
な
ど
を
通
じ
て
一
・
二

学
期
に
助
動
詞
や
用
言
な
ど
の
文
法
事
項
を
学

び
、
文
法
書
で
あ
る
程
度
の
こ
と
は
調
べ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
何
度
も
調
べ
た
り
書

い
た
り
す
る
こ
と
で
文
法
的
な
こ
と
を
自
然
と

身
に
つ
け
る
た
め
に
、
三
学
期
は
演
習
に
徹
す

る
こ
と
に
し
た
。
と
い
っ
て
も
高
校
生
は
多
忙

で
あ
る
。
具
体
的
な
指
示
や
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

が
な
け
れ
ば
、
生
徒
に
学
校
外
で
古
典
を
勉
強

す
る
時
間
を
作
ら
せ
る
の
は
難
し
い
。そ
こ
で
、

予
習
の
段
階
で
、
図
１
の
よ
う
な
プ
リ
ン
ト
を

出
す
こ
と
に
し
た
。

　
本
文
に
き
り
の
よ
い
と
こ
ろ
で
番
号
を
ふ

る
。
生
徒
た
ち
は
、
予
復
習
の
仕
方
を
見
な
が

ら
、
プ
リ
ン
ト
の
準
備
を
す
る
。

　
内
容
は
以
下
の
通
り
。

予
復
習
の
仕
方
（
学
習
の
「
見
え
る
化
」）

①
単
語
：「
－
」

②
文
節
：
青
で
「
／
」

③
用
言
：
緑

　
基
本
形
、
活
用
の
種
類
、
活
用

形
（
動
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
）

④
助
動
詞
：
青

　
基
本
形
、
活
用
形
、
意
味

図１　予習用課題（実際はカラープリント）
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誰
か
と
一
緒
に
活
動
し
た
ほ
う
が
、
自
分
で

は
思
い
つ
か
な
い
よ
う
な
ア
イ
デ
ア
が
生
ま

れ
、
自
分
の
考
え
が
広
が
る
の
だ
と
感
じ
ま

し
た
。
言
語
活
動
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
学

び
ま
し
た
が
、
な
ぜ
か
わ
か
り
ま
し
た
。
国

語
は
一
人
で
作
品
と
向
き
合
う
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
強
く
、
こ
の
授
業
を
受
け
る
ま
で

は
、
そ
れ
が
当
た
り
前
で
、
こ
れ
か
ら
も
変

わ
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
授
業
を
受
け
て
み
て
、
そ

の
考
え
方
が
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。

　
高
校
で
は
、
国
語
表
現
の
〈
柔
軟
体
操
〉
と

し
て
使
い
ま
し
た
。
よ
く
見
渡
し
て
、
気
づ
く
、

と
い
う
こ
と
に
主
眼
を
置
き
ま
し
た
。
い
ろ
い

ろ
な
材
料
を
発
見
す
る
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

と
い
う
位
置
づ
け
で
す
。

　
そ
の
場
で
の
発
見
、
発
見
の
共
有
。
こ
れ
が

さ
ま
ざ
ま
な
効
果
を
生
み
ま
す
。
誰
で
も
平
等

に
で
き
る
こ
と
、
最
後
に
目
に
見
え
る
形
で
一

枚
に
ま
と
め
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　「
何
か
の
素
材
か
ら
、
自
由
に
発
見
し
て
、

共
有
す
る
」
ツ
ー
ル
と
し
て
一
般
化
す
れ
ば
、

何
ら
か
の
目
標
を
も
っ
た
学
習
の
過
程
と
し
て

い
ろ
い
ろ
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

気
軽
に
試
み
て
い
た
だ
き
た
い
活
動
で
す
。

　
学
生
た
ち
は
専
攻
も
ば
ら
ば
ら
で
、
知
ら
な

い
者
ど
う
し
で
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
い
る
こ
と

が
多
い
の
で
す
が
、
や
っ
て
い
る
う
ち
に
、
本

当
に
和
気
あ
い
あ
い
と
し
た
雰
囲
気
を
作
っ
て

い
き
ま
す
。
新
聞
記
事
の
多
様
さ
に
気
づ
い
た

と
い
う
感
想
も
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
後
に
こ

ん
な
感
想
を
書
い
た
学
生
も
い
ま
す
。

　
グ
ル
ー
プ
で
活
動
し
た
新
聞
作
り
や
、
ペ

ア
で
い
ろ
ん
な
活
動
を
し
た
こ
と
が
印
象
に

残
っ
て
い
ま
す
。
一
人
で
学
習
す
る
よ
り
も

　
活
動
の
要
領
は
以
下
の
通
り
。
こ
れ
は
九
〇

分
用
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
す
。

　①
ま
わ
し
よ
み
タ
イ
ム

　
新
聞
を
ま
わ
し
よ
ん
で
、
記
事
を
切
り
取
る

時
間
。
目
安
は
一
五
分
ぐ
ら
い
。
四
人
で
一

チ
ー
ム
に
な
り
ま
す
。
と
り
あ
え
ず
気
に
な
っ

た
も
の
は
す
ぐ
切
り
取
っ
て
、
あ
と
で
プ
レ
ゼ

ン
す
る
と
き
に
選
ぶ
よ
う
に
し
ま
す
。

②
プ
レ
ゼ
ン
タ
イ
ム

　
切
り
抜
い
た
記
事
を
紹
介
し
て
、
感
想
を
言

い
合
い
ま
す
。
目
安
は
四
〇
分
。
一
人
で
三
枚

の
記
事
を
プ
レ
ゼ
ン
し
ま
す
。

③
新
聞
作
り
タ
イ
ム

　
切
り
抜
い
た
記
事
を
一
枚
の
壁
新
聞
に
し
ま

す
。
目
安
は
三
〇
分
。
盛
り
上
が
っ
た
記
事
を

三
枚
ほ
ど
決
め
、
ト
ッ
プ
記
事
を
選
び
、
い
ち

ば
ん
目
立
つ
部
分
に
貼
り
ま
す
。「
ま
わ
し
よ

み
新
聞
」「
日
付
」「
編
集
局（
場
所
・
班
員
等
）」

を
書
き
、
余
白
に
は
残
っ
た
記
事
を
ど
ん
ど
ん

貼
り
ま
す
。
貼
る
人
、
感
想
を
書
く
人
、
イ
ラ

ス
ト
を
描
く
人
な
ど
、
同
時
進
行
で
行
い
ま
す
。

　
時
間
が
あ
れ
ば
、
完
成
し
た
新
聞
を
み
ん
な

の
前
で
プ
レ
ゼ
ン
す
る
の
も
楽
し
い
で
す
。

写真提供：まわしよみ新聞実行委員会
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あ
る
活
動
で
あ
る
。

　
生
徒
か
ら
の
質
問
は
三
人
以
上
で
の
み
受

け
つ
け
る
。
こ
れ
は
、
最
低
三
人
で
話
し
合

い
、
そ
れ
で
も
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
だ
け
質

問
し
よ
う
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
生

徒
か
ら
質
問
さ
れ
る
と
、
う
れ
し
く
て
つ
い

つ
い
す
ぐ
助
け
た
く
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で

じ
っ
と
耐
え
る
。
い
つ
も
は
話
さ
な
い
よ
う

な
生
徒
ど
う
し
が
、
議
論
し
な
が
ら
納
得
い

く
ま
で
話
し
合
え
た
と
き
は
、
ガ
ッ
ツ
ポ
ー

ズ
で
あ
る
。

　
続
い
て
「
個
人
ワ
ー
ク
」
を
行
う
。

②
　
交
流
や
調
べ
学
習
を
通
じ
て
学
ん
だ
こ
と

わ
か
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
書
く
。
今
日
何

を
学
ん
だ
か
、
自
分
で
ま
と
め
さ
せ
、
学
習

の
定
着
を
ね
ら
う
。

③
　
ま
だ
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
、
内
容
に
つ
い

て
疑
問
に
思
っ
た
点
、
古
典
の
世
界
に
つ
い

て
調
べ
た
い
と
思
っ
た
こ
と
を
書
く
。
生
徒

ど
う
し
で
理
解
を
深
め
た
う
え
で
の
疑
問

は
、
次
の
授
業
で
の
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
の
到
達

目
標
に
な
る
。
予
習
で
は
文
法
中
心
だ
が
、

授
業
者
が
本
当
に
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、

古
典
の
内
容
や
世
界
に
対
す
る
お
も
し
ろ
さ

を
知
り
、
知
的
好
奇
心
を
も
つ
こ
と
。
し
た

が
っ
て
古
典
の
世
界
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た

い
と
思
っ
た
こ
と
も
書
か
せ
る
。

　
生
徒
た
ち
か
ら
は
、
当
時
の
武
器
や
装
束

の
種
類
、
戦
い
の
仕
方
や
滅
び
の
美
学
に
つ

い
て
（
『
木
曽
の
最
期
』
を
扱
っ
た
と
き
に

出
た
）
の
疑
問
が
出
た
。
こ
こ
で
書
い
た
疑

問
が
、
単
元
が
終
わ
っ
た
と
き
の
調
べ
学
習

の
課
題
に
な
る
。

４
　
講
義
も
大
事

　
次
の
授
業
か
ら
は
講
義
も
す
る
。
協
働
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
を
見
て
、
生
徒
の
理
解
度
や
疑
問
も

把
握
で
き
た
の
で
「
こ
れ
は
Ｃ
組
の
○
○
さ
ん

が
出
し
て
く
れ
た
疑
問
だ
よ
」
と
か
、「
こ
こ

は
み
ん
な
わ
か
っ
て
い
た
か
ら
さ
ら
っ
と
や
る

ね
」
な
ど
と
説
明
す
る
の
に
助
か
っ
た
。
生
徒

に
内
容
を
聞
い
た
り
、
単
語
の
意
味
や
文
法
的

に
特
に
押
さ
え
る
べ
き
こ
と
を
聞
い
た
り
す

る
。
講
義
型
で
進
ん
で
い
っ
て
も
、
予
習
と
協

働
ワ
ー
ク
で
疑
問
が
出
て
き
て
い
る
の
で
、
主

体
的
に
聞
い
て
く
れ
て
い
る
気
が
し
た
。

５
　
必
ず
入
れ
た
い
振
り
返
り
と

　
　
発
展
学
習
の
機
会

　
①
～
③
の
手
順
で
内
容
を
生
徒
と
確
認
し
、

深
め
た
う
え
で
、
最
後
は
感
想
や
自
分
で
気
に

な
っ
た
と
こ
ろ
を
自
由
に
調
べ
学
習
し
た
レ

ポ
ー
ト
（
ノ
ー
ト
一
ペ
ー
ジ
分
く
ら
い
）
を
出

し
て
単
元
を
終
了
し
た
。「
今
ま
で
で
い
ち
ば

ん
話
が
わ
か
っ
た
」
な
ど
、
内
容
へ
の
興
味
を

感
じ
る
感
想
も
出
て
、負
担
は
少
な
く
な
い
が
、

一
定
の
学
び
が
あ
っ
た
気
が
し
た
。
内
容
が
わ

か
っ
た
う
え
で
の
疑
問
や
調
査
が
、
生
徒
の
知

的
好
奇
心
を
育
て
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
う
れ

し
い
。

６
　
お
わ
り
に

　
一
年
間
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
や
発
表
を
取
り

入
れ
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
は
こ
う

い
う
も
の
だ
ろ
う
、
と
思
う
こ
と
に
挑
戦
し
て

き
た
。
た
だ
、「
こ
れ
で
い
い
の
か
な
」
と
い

う
疑
問
が
消
え
な
い
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ

る
。
教
師
が
何
を
「
教
え
た
」
か
で
は
な
く
、

生
徒
が
何
を「
学
び
、で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」

か
を
成
果
と
す
る
の
が
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ

ン
グ
の
立
場
だ
と
い
う
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、

今
回
の
実
践
に
は
、
生
徒
が
ど
ん
な
力
を
つ
け

た
の
か
を
測
る
機
会
が
少
な
い
こ
と
に
気
が
つ

く
。
授
業
の
終
わ
り
に
到
達
点
を
測
る
小
テ
ス

ト
を
入
れ
、
学
ん
だ
こ
と
を
表
現
す
る
時
間
を

取
る
と
、
生
徒
の
到
達
点
も
見
え
、
手
応
え
や

課
題
が
見
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

古
典
好
き
な
生
徒
を
増
や
す
授
業
を
す
る
た
め

に
、
試
行
錯
誤
を
続
け
て
い
き
た
い
。
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⑤
単
語
：
赤

　
意
味
を
複
数
書
き
、
今
回
の
意

味
に
○
を
つ
け
る
（
新
出
単
語
・
わ

か
ら
な
か
っ
た
単
語
）

⑥
教
科
書
の
注
：
対
応
す
る
語
の
近
く
に
簡
潔

に
書
く
。

⑦
係
り
結
び
：
赤
で
結
び
の
言
葉
と
つ
な
げ
る
、

意
味
を
書
く
。

⑧
右
隣
の
（

　
）
の
中
に
現
代
語
訳
を
書
く
。

　
大
体
一
枚
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
教
科
書
四
行

分
程
の
文
章
で
あ
る
。
生
徒
は
こ
の
予
習
を
週

一
～
二
回
の
ペ
ー
ス
で
行
う
こ
と
に
な
る
。

　
国
際
科
で
あ
る
本
校
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
背
景

を
も
っ
た
生
徒
が
混
在
し
て
お
り
、
学
力
差
が

大
き
い
。
何
を
す
れ
ば
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
生

徒
の
た
め
に
、
具
体
的
な
課
題
を
出
し
、
提
出

さ
せ
、
毎
回
コ
メ
ン
ト
や
評
価
を
も
ら
う
サ
イ

ク
ル
を
試
し
て
み
た
。「
こ
の
課
題
に
な
っ
て

か
ら
勉
強
し
や
す
い
」
と
言
っ
て
く
れ
る
生
徒

も
い
る
が
、
予
習
に
一
時
間
以
上
か
か
る
生
徒

が
い
る
と
い
う
悩
み
も
あ
る
。
発
展
的
に
調
べ

た
事
柄
を
空
き
ス
ペ
ー
ス
に
書
く
生
徒
が
出
て

き
た
と
き
は
う
れ
し
か
っ
た
。

　
卒
業
ま
で
に
、「
課
題
だ
か
ら
勉
強
す
る
」

の
で
は
な
く
、「
自
分
の
た
め
に
自
発
的
に
勉

強
す
る
」
姿
勢
を
育
て
た
い
。「
古
典
が
で
き

ま
せ
ん
、
何
を
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
」
と
言
わ

れ
た
と
き
は
、
先
に
述
べ
た
①
～
⑧
を
で
き
る

と
こ
ろ
か
ら
進
め
さ
せ
た
り
、
取
り
つ
き
や
す

い
本
や
漫
画
な
ど
を
勧
め
た
り
し
て
い
る
。

　
単
元
の
は
じ
め
に
は
、「
ざ
っ
く
り
ど
ん
な

話
か
わ
か
る
と
こ
ろ
だ
け
書
い
て
み
よ
う
」
と

い
う
問
い
か
け
を
し
た
。
文
法
事
項
に
こ
だ
わ

り
す
ぎ
ず
、
わ
か
る
と
こ
ろ
だ
け
を
つ
な
い
で

全
体
の
話
の
流
れ
を
つ
か
む
癖
が
つ
け
ば
、
古

典
を
よ
り
楽
し
め
る
と
伝
え
た
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ど
ん
な
問
い
を
ど
の
タ
イ
ミ

ン
グ
で
問
い
か
け
、
ど
ん
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

を
し
て
い
く
か
に
よ
っ
て
、
生
徒
の
活
動
内
容

は
変
わ
る
。
だ
か
ら
こ
ち
ら
が
理
想
の
学
習
者

像
を
生
徒
に
伝
え
続
け
る
こ
と
が
効
果
的
だ
と

思
う
。

　
実
際
は
、
こ
の
予
習
課
題
を
友
達
に
見
せ
て

も
ら
っ
た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
答
え

を
調
べ
た
り
し
て
写
し
て
く
る
生
徒
も
い
る

が
、そ
れ
で
も
よ
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

３
　
す
ぐ
に
答
え
を
教
え
な
い

　
　
生
徒
ど
う
し
で
比
べ
合
う

　
同
じ
内
容
を
話
し
て
も
、
生
徒
が
「
な
ぜ
だ

ろ
う
」
と
疑
問
を
も
っ
た
後
に
話
す
の
と
、
た

だ
知
識
と
し
て
伝
え
る
の
で
は
、
理
解
に
雲
泥

の
差
が
あ
る
と
、一
・
二
学
期
に
行
っ
た
グ
ル
ー

プ
学
習
か
ら
も
実
感
し
た
。

　
そ
れ
を
ふ
ま
え
、
初
回
の
授
業
で
図
２
の
よ

う
な
協
働
ワ
ー
ク
を
行
っ
た
。

　
ま
ず
、「
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
」
を
行
う
。

①
　
生
徒
は
予
習
し
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
内
容

を
三
人
の
生
徒
と
比
べ
合
い
、
コ
メ
ン
ト
と

サ
イ
ン
を
も
ら
う
。
違
い
が
あ
れ
ば
ど
ち
ら

が
よ
い
の
か
考
え
る
。
生
徒
は
辞
書
や
文
法

書
を
開
い
て
説
明
し
合
っ
て
い
た
。
他
人
の

予
習
を
見
て
刺
激
さ
れ
た
り
、
教
師
の
説
明

で
は
わ
か
り
に
く
い
部
分
が
生
徒
ど
う
し
で

説
明
し
合
う
こ
と
で
わ
か
っ
た
り
、
学
び
が 図２　協働ワークシート



19

社
会
文
化
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
へ
従
来
の
国
語

科
を
拡
張
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
小
説
で
あ

れ
評
論
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
を
著
者
と
読
者
と
を

つ
な
ぐ
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
捉
え
、
テ
ク
ス
ト
を

メ
デ
ィ
ア
教
育
的
視
点
か
ら
読
み
解
い
て
い
く

の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
生
ま
れ
た
時

代
的
背
景
と
ト
ピ
ッ
ク
の
関
係
性
を
考
え
る
こ

と
や
、
想
定
さ
れ
た
読
者
を
考
え
る
こ
と
、
ま

た
作
品
に
仕
組
ま
れ
た
仕
掛
け
を
謎
解
き
し
て

い
く
な
ど
の
学
習
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
教
科
書

と
い
う
印
刷
テ
ク
ス
ト
だ
け
で
は
解
決
し
な
い

場
合
が
あ
る
。

３
．「
授
業
中
に
ス
マ
ホ
を
い
じ
れ
！
」

　
簡
単
な
事
例
を
あ
げ
よ
う
。

　
山
田
詠
美
の
「
ひ
よ
こ
の
眼
」（『
高
等
学
校 

現
代
文
Ｂ
』）
を
教
材
に
、
学
習
者
の
疑
問

を
解
決
す
る
授
業
を
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
。

「
な
ぜ
、
ほ
か
で
も
な
く
『
ひ
よ
こ
』
の
眼
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
問
い
が
、

テ
ク
ス
ト
の
情
報
か
ら
だ
け
で
は
解
決
で
き
な

く
な
っ
た
。
そ
こ
で
学
習
者
に
ス
マ
ホ
を
使
っ

て
検
索
さ
せ
、
ひ
よ
こ
の
も
つ
メ
タ
フ
ァ
ー
を

考
え
さ
せ
て
み
た
。
す
る
と
、「
縁
日
」「
ひ
よ

こ
」
で
検
索
し
た
あ
る
学
習
者
が
カ
ラ
ー
ひ

よ
こ
を
探
し
出
し
た
。
彼
は
、「
ほ
と
ん
ど
は

生
き
続
け
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
ネ
ッ
ト
上

の
記
事
を
読
み
、
そ
こ
か
ら
「
幹
生
の
死
ぬ
し

か
な
い
運
命
と
縁
日
の
ひ
よ
こ
の
運
命
が
重
な

る
！
」
と
い
う
解
釈
を
、
話
し
合
い
の
結
果
出

し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
評
論
を
読
ん
だ
と
き
に

も
あ
る
。

　
岩
井
克
人
「
マ
ル
ジ
ャ
ー
ナ
の
知
恵
」（『
高

等
学
校

　
国
語
総
合

　
現
代
文
編
』）
を
扱
っ

た
授
業
で
の
こ
と
。
あ
る
ク
ラ
ス
で
「
最
後
に

『
開
け
、
ご
ま
』
を
引
用
し
た
筆
者
の
意
図
が

よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
疑
問
が
学
習
者
か

ら
出
た
。
た
し
か
に
筆
者
の
示
す
「
差
異
の
質

的
変
化
」
を
捉
え
る
こ
と
は
論
理
の
道
筋
を
た

ど
れ
ば
わ
か
る
が
、「
開
け
、
ご
ま
」
は
明
ら

か
に
論
理
が
ジ
ャ
ン
プ
し
て
お
り
、
テ
ク
ス
ト

の
外
か
ら
情
報
を
取
り
入
れ
て
考
え
な
い
と
難

し
い
。
そ
こ
で
、
皆
で
ス
マ
ホ
を
使
っ
て
探
索

を
し
て
み
た
。
結
果
、「
差
異
」「
商
売
」
で
入

力
し
検
索
し
た
グ
ル
ー
プ
が
「
差
異
が
儲
け
や

成
功
に
つ
な
が
る
」
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
記
事
や

ブ
ロ
グ
の
多
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
こ
で
そ

の
情
報
を
ク
ラ
ス
で
共
有
し
た
と
こ
ろ
、
あ
る

学
習
者
か
ら
「
差
異
を
生
み
出
す
自
分
だ
け
の

ア
イ
デ
ア
が
儲
か
る
た
め
の
暗
号
だ
よ
、
っ
て

言
い
た
い
ん
じ
ゃ
な
い
？
」
と
い
う
解
釈
が
出

て
き
た
の
で
あ
る
。

４
．
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
可
能
性

　
授
業
者
が
用
意
し
た
資
料
を
皆
で
同
じ
よ
う

に
読
み
、
同
じ
よ
う
な
思
考
を
経
て
同
じ
よ
う

に
「
わ
か
る
」
の
で
は
な
く
、
学
習
者
が
そ
れ

ぞ
れ
の
検
索
方
略
で
情
報
に
ア
ク
セ
ス
し
、
そ

れ
ぞ
れ
か
ら
得
た
情
報
で
問
題
解
決
に
向
け
て

取
り
組
み
「
わ
か
ろ
う
と
す
る
」
プ
ロ
セ
ス
は
、

幅
広
い
解
釈
や
批
判
的
な
認
識
を
生
み
出
す
可

能
性
を
秘
め
る
。

　
学
習
者
の
既
有
知
識
を
支
援
す
る
辞
書
と
し

て
、
あ
る
い
は
写
真
、
動
画
、
記
事
、
ブ
ロ
グ

な
ど
社
会
的
テ
ク
ス
ト
を
取
り
込
む
取
水
口
と

し
て
、
ス
マ
ホ
は
な
か
な
か
便
利
な
学
習
ツ
ー

ル
で
あ
る
。
授
業
中
に
ス
マ
ホ
？
？
な
ど
と

お
っ
し
ゃ
ら
ず
、
ひ
と
ま
ず
発
想
転
換
、
初
期

投
資
不
要
の
ス
マ
ホ
活
用
で
、
学
習
者
の
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
ア
ッ
プ
や
、
テ
ク
ス
ト
を
社
会
に

拡
張
す
る
読
み
の
実
践
に
挑
戦
し
て
み
て
は
い

か
が
だ
ろ
う
か
。

　
最
後
に
、
冒
頭
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
頭
文
字
か
ら
見

事
に
創
作
し
た
知
人
に
敬
意
を
表
し
て
私
も
考

え
て
み
た
。
そ
の
答
え
は
、

　「
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
＆
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」。
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１
．
問
題
の
所
在

　
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
正
式
に
言
う
と
、Inform

ation 
and Com

m
unication T

echnology

と
な

る
ら
し
い
。
た
め
し
に
知
人
の
国
語
科
教
師

（
若
く
は
な
い
）
に
正
式
名
称
を
ク
イ
ズ
で
出

し
た
ら
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
・
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
？
」
と
い
う
回
答
が

あ
っ
た
。
言
い
得
て
妙
で
は
あ
る
が
。

　
高
校
の
国
語
科
の
教
師
の
実
態
は
、
こ
の
領

域
の
先
進
県
、
先
進
校
で
も
な
い
限
り
こ
の
よ

う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
、
電

子
黒
板
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
な
ど
が
時
代
の
寵

児
と
し
て
登
場
し
、
文
部
科
学
省
の
肝
い
り
で

産
学
が
一
体
と
な
っ
て
普
及
に
努
め
て
は
い
る

が
、
ま
だ
そ
の
認
知
度
は
高
い
と
は
言
え
な
い
。

　
構
造
的
な
原
因
は
さ
ま
ざ
ま
あ
ろ
う
が
、
ま

だ
そ
の
活
用
の
場
を
見
い
だ
せ
て
い
な
い
、
と

い
う
の
が
一
般
的
な
理
由
で
あ
ろ
う
。
何
の
た

め
の
導
入
な
の
か
を
見
誤
る
と
、
仮
に
取
り
入

れ
た
と
し
て
も
、
方
略
が
目
的
化
し
た
活
動
主

義
に
陥
る
。
そ
の
兆
し
は
す
で
に
現
れ
始
め

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
別
に
紙
で
十
分

な
の
で
は
？
」「
そ
の
ツ
ー
ル
っ
て
本
当
に
有

効
？
」「
そ
も
そ
も
学
習
者
に
何
を
学
ば
せ
た

い
の
？
」
と
い
う
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
問
い
が
な

け
れ
ば
道
を
誤
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

２
．
Ｉ
Ｃ
Ｔ
が
ツ
ー
ル
と
し
て
生
き
る
場

　
電
子
黒
板
や
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
な
ど
、
学
習

者
が
画
面
を
通
し
て
情
報
を
共
有
し
、
か
つ
テ

ク
ス
ト
の
加
筆
修
正
や
編
み
直
し
が
で
き
る
デ

ジ
タ
ル
ツ
ー
ル
は
、
今
後
、
そ
の
活
用
の
場
を

ま
す
ま
す
広
げ
る
は
ず
で
あ
る
。
筆
者
も
「
準

Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
実
践
を

し
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
学
習
の
あ
と
の
各
グ

ル
ー
プ
が
書
い
た
黒
板
上
の
答
案
を
デ
ジ
カ
メ

で
撮
影
し
、
次
の
授
業
で
そ
の
写
真
を
プ
リ
ン

ト
し
て
（
紙
に
頼
る
の
で
「
準
」
な
の
で
す
）

配
布
し
検
討
材
料
と
す
る
と
い
っ
た
ロ
ー
テ
ク

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
で
あ
る
。
ク
ラ
ス
に
よ
っ
て
同
じ

で
は
な
い
学
習
者
の
反
応
を
活
か
し
た
授
業
を

構
築
す
る
の
に
、
デ
ジ
カ
メ
は
必
須
の
記
憶
＆

再
生
マ
シ
ー
ン
で
あ
る
。
学
習
者
た
ち
は
そ
の

プ
リ
ン
ト
に
気
づ
い
た
こ
と
を
書
き
込
め
る
の

で
、
次
の
思
考
の
場
作
り
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
こ
の
よ
う
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
可
能
性
は
、
一
方
的

に
「
見
せ
る
」
の
で
は
な
く
双
方
向
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
思
考
を
共
有
し
創
作
す
る

ツ
ー
ル
と
し
て
機
能
す
る
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
対
話
型
探
究
学
習
が
人
口

に
膾
炙
し
つ
つ
あ
る
今
こ
そ
、
そ
の
利
用
価
値

は
高
い
と
言
え
よ
う
。

　
た
だ
、
筆
者
が
本
稿
で
論
じ
た
い
の
は
、
実

は
こ
う
い
っ
た
「
紙
で
や
っ
て
い
た
こ
と
を
画

面
で
や
っ
て
み
ま
し
た
」
的
な
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
で

は
な
く
、
も
う
少
し
根
源
的
な
授
業
改
革
を
展

望
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
に
あ
る
。
そ
の
展
望
と
は
、

国語科と社会をつなぐ
「ＩＣＴ」

澤口哲弥
三重県立津西高等学校
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ら
儒
者
に
移
る
。
出
版
技
術
の
発
達
に
よ
っ

て
、
漢
籍
の
和
刻
本
が
数
多
く
出
版
さ
れ
る
と

と
も
に
、
漢
詩
集
の
刊
行
が
容
易
に
な
り
、
漢

詩
の
制
作
人
口
が
飛
躍
的
に
増
加
し
た
。
蘇
軾

や
黄
庭
堅
な
ど
の
宋そ

う

人ひ
と

の
別
集
や
『
三
体
詩
』

『
古
文
真
宝
』
が
版
を
重
ね
、
寛
永
年
間
以
降

は
『
杜と

律り
つ

集し
っ

解か
い

』
が
流
行
し
た
。
こ
れ
は
杜
甫

の
律
詩
の
選
集
で
あ
り
、
松
尾
芭
蕉
の
愛
読
書

と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、『
唐
詩
選
』
が
爆
発
的
に

流
行
し
、お
び
た
だ
し
い
版
種
が
刊
行
さ
れ
た
。

　
こ
の
時
代
、
四
六
駢
儷
文
が
否
定
さ
れ
、
秦

漢
の
散
文
や
そ
れ
に
倣
っ
た
韓
愈
、
柳
宗
元
の

古
文
が
文
章
の
規
範
と
な
っ
た
。
ま
た
、
白
話

小
説
の『
水
滸
伝
』が
流
行
し
、『
笑
林
』『
笑
府
』

な
ど
の
笑
話
集
が
落
語
に
題
材
を
提
供
し
て
い

る
。「
饅
頭
こ
わ
い
」
は
『
笑
府
』
に
見
え
る
。

三
遊
亭
円
朝
「
牡ぼ

丹た
ん

灯ど
う

籠ろ
う

」
は
瞿く

佑ゆ
う

『
剪せ

ん

灯と
う

新し
ん

話わ

』「
牡
丹
灯
記
」
に
材
を
得
て
い
る
。

　
第
四
の
明
治
の
担
い
手
は
、
一
般
の
人
々
や

文
学
者
で
あ
る
。
明
治
維
新
以
降
、
日
本
は
西

洋
文
明
の
吸
収
に
力
を
注
い
だ
た
め
、
中
国
文

学
の
影
響
は
相
対
的
に
少
な
く
な
っ
た
が
、
漢

詩
を
作
る
人
は
多
か
っ
た
。
例
え
ば
明
治
期
の

新
聞
に
は
漢
詩
の
投
稿
欄
が
あ
り
、
漢
詩
投
稿

雑
誌
が
二
〇
種
以
上
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
当

時
の
作
詩
人
口
の
多
さ
を
物
語
る
。
文
学
者
の

な
か
で
も
正
岡
子
規
・
夏
目
漱
石
ら
が
漢
詩
を

作
り
、
森
鴎
外
は
留
学
日
記
を
漢
文
で
書
い
て

い
る
。
大
正
以
降
は
、
中
国
文
学
に
対
す
る
関

心
が
薄
れ
て
い
っ
た
が
、
中
国
文
学
に
取
材
し

た
小
説
は
数
多
い
。
芥
川
龍
之
介
「
杜
子
春
」

は
唐
代
伝
奇
の
「
杜
子
春
伝
」、「
酒し

ゅ

虫ち
ゅ
う」

は

『
聊

り
ょ
う

斎さ
い

志し

異い

』「
酒
虫
」、「
黄こ

う

梁り
ょ
う

夢む

」
は
沈し

ん

既き

済さ
い

「
枕
中
記
」
に
基
づ
き
、太
宰
治
「
清
貧
譚
」

は
『
聊
斎
志
異
』「
黄
英
」
に
材
を
得
た
。
中

島
敦
「
山
月
記
」
は
「
人
虎
伝
」
に
、「
名
人
伝
」

は
『
列
子
』「
湯と

う

問も
ん

」
に
、「
弟
子
」
は
『
論
語
』

や
『
孔こ

う

子し

家け

語ご

』
な
ど
に
基
づ
く
。

　
日
清
戦
争
以
後
、
日
中
の
文
学
の
か
か
わ
り

が
大
き
く
変
容
す
る
。
日
清
戦
争
以
前
は
、
日

本
が
中
国
か
ら
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
ほ
と
ん

ど
だ
っ
た
が
、
日
清
戦
争
以
後
は
、
日
本
が
中

国
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
そ
の

契
機
は
、
日
清
戦
争
の
後
、
一
八
九
六
年
か
ら

中
国
人
の
日
本
留
学
が
始
ま
っ
た
こ
と
だ
。
そ

の
中
に
は
魯
迅
や
周

し
ゅ
う

作さ
く

人じ
ん

、
郭か

く

沫ま
つ

若じ
ゃ
くな

ど
、
帰

国
後
、
中
国
文
壇
の
中
心
的
存
在
に
な
っ
た
人

物
も
い
る
。
魯
迅
は
、「
狂
人
日
記
」「
阿
Ｑ
正

伝
」
で
知
ら
れ
る
中
国
近
代
文
学
の
祖
で
あ
る

と
と
も
に
、
日
本
文
学
を
は
じ
め
と
す
る
外
国

文
学
の
紹
介
者
で
も
あ
っ
た
。
弟
の
周
作
人
と

共
訳
し
た
『
現
代
日
本
小
説
集
』（
商
務
印
書

館
　
一
九
二
三
年
）で
は
、魯
迅
は
夏
目
漱
石
、

森
鷗
外
、
芥
川
龍
之
介
の
短
編
を
訳
し
、
魯
迅

訳
を
目
に
し
た
芥
川
は
、
自
分
の
心
情
が
は
っ

き
り
表
れ
て
い
る
と
評
価
し
た
。

　
魯
迅
は
日
本
の
文
学
者
に
も
愛
さ
れ
、
太
宰

治
は
魯
迅
「
藤
野
先
生
」
を
も
と
に
「
惜
別
」

を
書
き
、佐
藤
春
夫
は
増
田
渉
と
の
共
訳
で『
魯

迅
選
集
』（
岩
波
文
庫

　
一
九
三
五
年
）
を
刊

行
し
た
。
大
江
健
三
郎
は
母
親
か
ら
贈
ら
れ
た

『
魯
迅
選
集
』
を
愛
読
し
、
二
〇
〇
〇
年
の
訪

中
時
に
も
「
魯
迅
は
二
十
世
紀
ア
ジ
ア
に
お
い

て
最
も
偉
大
な
作
家
」
と
発
言
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
魯
迅
の
「
故
郷
」
は
一
九
五
三
年
、

教
育
出
版
の
『
中
学
国
語
（
総
合
）
三
の
下
』

に
採
録
さ
れ
た
の
に
は
じ
ま
り
、
一
九
七
二
年

に
は
中
学
国
語
教
科
書
の
出
版
に
携
わ
る
五
社

す
べ
て
が
「
故
郷
」
を
採
録
す
る
に
至
り
、
現

在
に
及
ん
で
い
る
。
四
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て

日
本
人
の
ほ
ぼ
全
員
が
中
学
生
の
時
に「
故
郷
」

を
読
ん
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

　
現
在
、
中
国
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
日
本

人
作
家
は
村
上
春
樹
だ
ろ
う
。
中
国
で
は

一
九
八
五
年
に
初
め
て
翻
訳
さ
れ
、
一
九
九
〇

年
代
後
半
以
降
、
中
国
の
み
な
ら
ず
台
湾
、
香

港
な
ど
で
も
幅
広
い
支
持
を
得
て
い
る
。
特
に

『
ノ
ル
ウ
エ
イ
の
森
』
が
最
も
よ
く
読
ま
れ
て

い
る
。中
国
人
作
家
で
は
田

テ
ィ
エ
ン
ユ
エ
ン

原（
一
九
八
五
～
）

が
村
上
春
樹
か
ら
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
公
言

し
て
い
る
。
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文
学
に
お
け
る
日
中
の
か
か
わ
り
は
、
文
学

の
担
い
手
に
着
目
し
て
四
期
に
分
け
る
と
理
解

し
や
す
い
。

　
第
一
の
奈
良
・
平
安
の
担
い
手
は
、
学
者
、

文
人
を
中
心
と
し
た
貴
族
で
あ
る
。
こ
の
時
期

に
編
ま
れ
た
漢
詩
文
集
『
懐か

い

風ふ
う

藻そ
う

』
や
三
種
の

勅
撰
漢
詩
文
集
は
、
六
朝
や
初
唐
の
王お

う

勃ぼ
つ

、
駱ら

く

賓ひ
ん

王の
う

の
影
響
が
色
濃
く
表
れ
て
お
り
、
文
は

四し

六ろ
く

駢べ
ん

儷れ
い

文ぶ
ん

が
主
流
で
、『
古
事
記
』序
文
や『
懐

風
藻
』
序
文
を
は
じ
め
と
し
て
四
六
駢
儷
文
で

書
か
れ
た
も
の
が
多
い
。
詩
文
制
作
に
あ
た
っ

て
は
、
遣
隋
使
、
遣
唐
使
が
も
た
ら
し
た
大
量

の
漢
籍
が
生
か
さ
れ
た
。
ま
た
、
空
海
が
著
し

た
『
文ぶ

ん

鏡き
ょ
う

秘ひ

府ふ

論ろ
ん

』
は
、
六
朝
・
唐
代
の
詩

論
書
を
多
数
引
用
し
、
そ
の
中
に
は
中
国
で
す

で
に
散
逸
し
た
書
物
も
あ
り
、
資
料
的
価
値
が

高
い
。
ま
た
円
仁
『
入に

っ

唐と
う

求ぐ

法ほ
う

巡じ
ゅ
ん

礼れ
い

行こ
う

記き

』

は
各
地
を
巡
礼
し
た
記
録
で
あ
り
、
唐
代
の
社

会
、
経
済
、
仏
教
な
ど
に
つ
い
て
詳
細
に
書
き

留
め
て
い
る
。

　
平
安
時
代
に
は『
白
氏
文
集
』が
大
流
行
し
、

『
源
氏
物
語
』
や
『
枕
草
子
』
に
も
影
響
を
与

え
た
。
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
の
「
桐
壺
」
は
、

白
居
易
「
長
恨
歌
」
を
意
識
し
て
お
り
、「
須

磨
」
で
は
左
遷
さ
れ
た
光
源
氏
が
白
居
易
の
詩

句「
二
千
里
外 

故
人
の
心
」（「
八
月
十
五
日
夜
、

禁
中
独
直
、
対
月
憶
元
九
」）
と
朗
誦
し
、
周

り
の
涙
を
誘
っ
た
。
ま
た
、『
枕
草
子
』
で
は

雪
が
降
り
積
も
っ
た
日
、
中
宮
定
子
か
ら
「
香こ

う

炉ろ

峰ほ
う

の
雪
い
か
な
ら
む
」
と
尋
ね
ら
れ
、
清
少

納
言
が
白
居
易
の
詩
句
「
香
炉
峰
の
雪
は
簾
を

撥か
か

げ
て
看
る
」（「
香
炉
峰
下
、
新
卜
山
居
、
草

堂
初
成
、偶
題
東
壁
」）
を
ふ
ま
え
て
簾
を
高
々

と
巻
き
上
げ
た（
第
二
九
九
段
）。藤
原
公
任『
和

漢
朗
詠
集
』
に
収
め
ら
れ
た
白
居
易
の
詩
は
、

こ
れ
ら
の
詩
句
を
含
め
て
一
四
〇
首
近
く
に
及

ぶ
。
同
書
収
録
の
中
国
の
漢
詩
文
の
過
半
を
占

め
、
当
時
の
白
詩
尊
重
の
風
潮
を
物
語
る
。
菅

原
道
真
は
白
居
易
の
影
響
を
強
く
受
け
つ
つ
、

独
自
の
格
調
高
い
詩
風
を
確
立
し
た
。

　
第
二
の
鎌
倉
・
室
町
時
代
に
な
る
と
、
担
い

手
が
貴
族
か
ら
禅
僧
に
移
る
。
鎌
倉
末
期
か
ら

江
戸
時
代
に
か
け
て
、
五
山
の
僧
が
制
作
し
た

漢
詩
文
で
あ
る
五
山
文
学
が
中
心
と
な
る
。
禅

僧
た
ち
は
仏
教
の
研
究
や
中
国
文
学
の
講
義
を

行
い
、
講
義
録
の
「
抄
物
」
が
多
数
伝
わ
る
。

講
じ
ら
れ
た
の
は
『
三さ

ん

体た
い

詩し

』『
古こ

文ぶ
ん

真し
ん

宝ぽ
う

』

や
韓
愈
、
柳
宗
元
の
文
、
杜
甫
、
蘇
軾
、
黄こ

う

庭て
い

堅け
ん

の
詩
な
ど
で
あ
り
、
古
文
と
宋
詩
が
尊
ば
れ

た
。
詩
は
義ぎ

堂ど
う

周し
ゅ
う

信し
ん

、
絶ぜ

っ

海か
い

中ち
ゅ
う

津し
ん

、
雪せ

つ

村そ
ん

友ゆ
う

梅ば
い

が
優
れ
、
中
国
の
詩
と
比
べ
て
も
遜
色
が
な

い
。
な
か
で
も
絶
海
中
津
は
、
明
の
太た

い

祖そ

朱し
ゅ

元げ
ん

璋し
ょ
うに

謁
見
し
て
詩
の
応
酬
を
行
い
、
そ
の
名
声

を
確
立
し
た
。
ま
た
、
五
山
の
禅
院
な
ど
か
ら

出
版
さ
れ
た
五
山
版
に
は
、
禅
籍
の
ほ
か
、

『
杜と

工こ
う

部ぶ

詩し

集し
ゅ
う』『

唐と
う

柳り
ゅ
う

先せ
ん

生せ
い

文ぶ
ん

集し
ゅ
う』

や
現
存

最
古
の『
論ろ

ん

語ご

集し
っ

解か
い

』で
あ
る
正
平
版『
論
語
』

な
ど
が
あ
る
。

　
第
三
の
江
戸
に
な
る
と
、
担
い
手
が
禅
僧
か

文学における
日中のかかわり

石村貴博
専修大学
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る
。
同
様
の
違
い
は
、「
言
」
と
「
言
」、「
令
」

と
「
令
」
な
ど
、
多
く
の
漢
字
に
も
見
ら
れ
、

そ
の
差
異
に
よ
っ
て
正
誤
が
判
断
さ
れ
る
お
そ

れ
も
あ
っ
た
。

　
常
用
漢
字
表
は
、
左
に
示
す
よ
う
に
、
印
刷

文
字
と
手
書
き
文
字
の
表
し
方
と
の
間
に
習
慣

上
の
違
い
が
生
じ
う
る
こ
と
、
ま
た
、
手
書
き

す
る
場
合
に
は
、
多
様
な
形
が
用
い
ら
れ
る
こ

と
を
、
簡
潔
に
説
明
し
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ

ら
の
点
に
つ
い
て
、
教
員
が
生
徒
に
説
明
す
る

た
め
の
手
引
き
と
し
て
は
十
分
で
な
か
っ
た
。

「
常
用
漢
字
表
の
字

体
・
字
形
に
関
す
る

指
針
」
は
、
こ
れ
ら

を
よ
り
詳
し
く
、
例

示
を
増
や
し
て
説
明

し
て
い
る
。
生
徒
の

疑
問
に
応
え
る
上
で

も
、
ぜ
ひ
、
活
用
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

３
　
指
針
の
特
徴

　
指
針
は
、
全
二
三
六
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
。
第

三
章
「
字
体
・
字
形
に
つ
い
て
の
Ｑ
＆
Ａ
」
は
、

こ
こ
を
読
ん
で
お
け
ば
、
指
針
の
大
体
の
こ
と

が
理
解
で
き
る
よ
う
、
問
答
形
式
で
の
説
明
を

採
用
し
た
。
例
え
ば
次
に
例
示
す
る
よ
う
な
問

い
な
ど
、
全
部
で
七
八
問
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

Ｑ
39 

「
絵
」
な
ど
の
「
い
と
へ
ん
」
の
下
の
部
分

を
「
小
」
の
よ
う
な
形
で
は
な
く
、
点
を
三

つ
並
べ
る
よ
う
に
書
い
て
い
る
も
の
を
よ
く

見
掛
け
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
書
き
方
を
し
て

も
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

Ｑ
49  

印
刷
さ
れ
た
文
字
を
見
る
と
、「
者
」
や

「
都
」
と
い
う
漢
字
に
は
「
日
」
の
上
に
点
が

な
い
の
に
、「
箸
」
や
「
賭
」
に
は
点
が
あ
る

の
は
ど
う
し
て
で
す
か
。
ま
た
、
そ
れ
を
使

い
分
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
か
。

　
ま
た
、
指
針
が
よ
り
実
用
的
な
も
の
と
な
る

よ
う
に
、
常
用
漢
字
表
の
二
一
三
六
字
全
て
に

つ
い
て
、
印
刷
文
字
と
手
書
き
文
字
の
例
を
掲

げ
た
「
字
形
比
較
表
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
常

用
漢
字
表
の
字
体
を
筆
頭
に
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
、

教
科
書
体
な
ど
の
印
刷
文
字
を
並
べ
て
示
し
た

上
で
、
手
書
き
の
楷
書
文
字
を
二
～
三
ず
つ
例

示
し
て
い
る
。
手
書
き
文
字
は
、
同
じ
骨
組
み

を
も
つ
範
囲
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
字
形
が
生
じ
る

得
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
、
工
夫
を
凝
ら
し
て

書
か
れ
て
い
る
。

４
　
評
価
に
お
け
る
参
考
と
し
て

　
漢
字
の
字
体
・
字
形
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が

子
供
の
頃
に
習
っ
た
形
や
、
長
く
見
慣
れ
て
き

た
も
の
を
正
し
い
と
感
じ
る
傾
向
が
あ
る
。
近

年
で
は
、
印
刷
文
字
を
見
る
機
会
の
方
が
多
い

た
め
、
印
刷
文
字
の
と
お
り
に
書
く
の
が
正
し

い
と
い
う
意
識
も
広
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

手
書
き
さ
れ
る
文
字
は
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
書

か
れ
る
こ
と
の
あ
る
多
様
な
も
の
で
あ
っ
て
、

印
刷
文
字
を
ま
ね
す
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
、

骨
組
み
に
関
わ
ら
な
い
よ
う
な
小
さ
な
違
い
を

も
っ
て
、
正
し
い
、
誤
り
だ
、
と
い
う
判
断
は

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
指
針
は
、
そ
う

し
た
漢
字
の
文
化
を
改
め
て
知
っ
て
い
た
だ
こ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
児
童
・
生
徒
の
状
況
等
に
配
慮
し
た
指
導
や

評
価
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
と
と

も
に
、
本
来
、
文
字
の
細
部
の
違
い
は
、
正
誤

を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
理

解
し
た
上
で
、
特
に
評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
こ

の
指
針
が
説
明
す
る
常
用
漢
字
表
の
考
え
方
を

参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
特
に
高

等
学
校
に
お
い
て
は
、
入
学
試
験
な
ど
、
不
特

定
多
数
の
受
験
者
を
対
象
と
す
る
よ
う
な
場
合

に
は
、
国
が
漢
字
使
用
の
目
安
と
し
て
示
し
て

い
る
常
用
漢
字
表
の
考
え
方
に
基
づ
い
た
評
価

が
行
わ
れ
る
よ
う
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

今
回
発
表
さ
れ
た
指
針
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、下
記
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〔
文
化
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
〕　http://w

w
w
.bunka.go.jp/seisaku/

bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/jitai_jikei_shishin.pdf

〔
冊
子
版
〕
『
常
用
漢
字
表
の
字
体
・
字
形
に
関
す
る
指
針
』（
三
省
堂
）

※
二
〇
一
六
年
四
月
刊
行
予
定

稿
寄

武
田
康
宏
　
　
文
化
庁
文
化
部
国
語
課
　
国
語
調
査
官

基
礎
的
な
漢
字
の
知
識
と
し
て

―
―「
常
用
漢
字
表
の
字
体
・
字
形
に
関
す
る
指
針
」

　
　
に
つ
い
て
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高
等
学
校
の
国
語
科
教
室
で
は
、
漢
字
の
字

体
や
字
形
が
話
題
に
な
る
こ
と
は
そ
う
多
く
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
ぜ
ひ
知
っ
て
お
く
べ
き

事
柄
も
あ
る
。
本
稿
は
、
去
る
二
月
末
、
文
化

審
議
会
国
語
分
科
会
が
取
り
ま
と
め
た
「
常
用

漢
字
表
の
字
体
・
字
形
に
関
す
る
指
針
（
報

告
）」
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

１
　
指
針
の
狙
い

　
こ
の
指
針
は
、
国
が
社
会
生
活
に
お
け
る
漢

字
使
用
の
目
安
と
し
て
示
す
「
常
用
漢
字
表
」

に
付
さ
れ
た
「
字
体
に
つ
い
て
の
解
説
」
の
内

容
を
、
よ
り
具
体
的
に
説
明
す
る
も
の
で
あ

る
。
常
用
漢
字
表
は
、
昭
和
五
六
年
に
制
定
さ

れ
て
以
来
、
平
成
二
二
年
の
改
定
後
も
一
貫
し

て
「
字
体
に
つ
い
て
の
解
説
」
の
中
で
漢
字
の

字
体
・
字
形
に
関
す
る
考
え
方
を
示
し
て
き
た
。

　
そ
の
趣
旨
は
、
大
き
く
言
う
と
二
点
で
あ

る
。
一
つ
は
、
手
書
き
の
文
字
の
字
形
と
明
朝

体
に
代
表
さ
れ
る
印
刷
文
字
の
字
形
と
で
は
、

両
者
が
別
々
の
発
展
を
遂
げ
て
き
た
結
果
、
表

し
方
に
習
慣
の
違
い
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
ど
ち
ら
か
一
方
の
形
を
正
し
い
、
ま
た

は
、
間
違
っ
て
い
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。

　
も
う
一
つ
は
、
手
書
き
さ
れ
た
文
字
は
多
様

な
形
と
し
て
表
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
点

で
あ
る
。
近
年
、
文
字
の
細
部
に
必
要
以
上
の

注
意
が
向
け
ら
れ
る
傾
向
が
生
じ
て
い
る
。
し

か
し
、
書
か
れ
た
文
字
に
、
そ
の
字
が
有
す
べ

き
骨
組
み
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
細
か
な

部
分
の
差
異
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
誤
っ
て
い
る

と
考
え
る
必
要
は
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
考
え
方
は
、
昭
和
二
四
年
に
「
当

用
漢
字
字
体
表
」
が
現
在
の
漢
字
の
字
体
を
定

め
た
と
き
か
ら
一
貫
し
て
示
さ
れ
て
き
た
の
だ

が
、
十
分
に
社
会
に
浸
透
し
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
の
こ
と
を
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
、
具
体
的

に
周
知
す
る
た
め
に
、
改
め
て
作
成
さ
れ
た
の

が
「
常
用
漢
字
表
の
字
体
・
字
形
に
関
す
る
指

針
」
で
あ
る
。

２
　
学
校
で
生
じ
る
問
題

　
小
学
校
の
学
習
指
導
要
領
に
は
「
学
年
別
漢

字
配
当
表
」
に
小
学
校
で
学
ぶ
一
〇
〇
六
の
漢

字
が
手
書
き
の
楷
書
に
近
い
印
刷
文
字
で
示
さ

れ
て
い
る
。「
漢
字
の
指
導
に
お
い
て
は
、
学

年
別
漢
字
配
当
表
に
示
す
漢
字
の
字
体
を
標
準

と
す
る
こ
と
」
と
も
さ
れ
て
お
り
、
各
社
の
教

科
書
は
、
こ
の
表
に
示
さ
れ
た
印
刷
文
字
を
も

と
に
、
い
わ
ゆ
る
教
科
書
体
を
作
成
し
、
使
用

し
て
い
る
。
中
学
校
の
教
科
書
で
も
、
近
年
、

手
書
き
の
習
慣
の
一
部
を
明
朝
体
に
融
合
し
た

よ
う
な
印
刷
文
字
（
学
参
書
体
な
ど
と
呼
ば
れ

る
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

　
一
方
、
高
校
国
語
科
の
教
科
書
で
は
一
般
社

会
に
準
じ
た
明
朝
体
が
用
い
ら
れ
る
の
が
一
般

的
で
あ
る
。
先
述
の
と
お
り
、
手
書
き
文
字
と

印
刷
文
字
の
字
形
に
は
、
習
慣
に
よ
る
表
し
方

の
違
い
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
。
生
徒
た
ち

は
、
小
中
学
校
で
学
ん
で
き
た
手
書
き
の
楷
書

を
も
と
に
し
た
字
形
と
は
違
う
形
と
、
高
校
の

教
科
書
で
、
初
め
て
出
会
う
場
合
も
あ
り
得
る

の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、「
女
」
と
い
う
漢
字
は
、
小
学
校

で
は
「
女
」
の
形
、
す
な
わ
ち
、
二
画
目
の

「
ノ
」
が
三
画
目
の
「
一
」
の
上
に
突
き
出
る

形
で
習
得
さ
れ
る
。
し
か
し
、
明
朝
体
で
は

「
ノ
」
と
「
一
」
は
接
触
し
て
い
る
だ
け
で
あ



意
図
が
通
じ
た
り
通
じ
な
か
っ
た
り
す
る
。
こ

の
よ
う
に
状
況
に
応
じ
て
シ
グ
ナ
ル
を
や
り
取

り
し
て
行
わ
れ
る
配
慮
を
滝
浦
は
「
ポ
ラ
イ
ト

ネ
ス
型
」
と
呼
び
、
ル
ー
ル
重
視
の
日
本
的
な

「
敬
語
型
」と
区
別
す
る
。
ポ
ラ
イ
ト
ネ
ス
型
は
、

ル
ー
ル
が
明
確
に
共
有
さ
れ
て
い
な
い
分
、
不

安
定
で
あ
る
。「
こ
れ
だ
け
や
っ
て
お
け
ば
！
」

と
い
う
安
心
感
は
な
い
。
し
か
し
、
文
化
を
共

有
し
な
い
共
同
体
外
か
ら
の
他
者
も
配
慮
の
や

り
取
り
に
参
加
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。

シ
ス
テ
ム
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
か
ら
が
小
説
の
話
だ
。
近
代
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発
達
し
た
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン

ル
で
は
、
個
人
の
ご
く
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
体
験

や
事
件
を
多
数
の
読
者
に
向
け
て
曝
く

0

0

と
い
う

形
が
と
ら
れ
た
。
こ
れ
は
画
期
的
な
こ
と
だ
っ

た
。
近
代
に
な
っ
て
個
人
の
内
面
や
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
と
い
っ
た
感
覚
が
生
ま
れ
た
か
ら
こ
そ
、

そ
れ
を
「
暴
露
」
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
小
説
的
「
関
心
」
も
生
ま

れ
た
。
た
だ
、
は
じ
め
か
ら
小
説
が
不
特
定
多

数
の
読
者
に
向
け
て
語
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

一
八
世
紀
の
小
説
が
し
ば
し
ば
書
簡
体
の
語
り

と
い
う
形
を
と
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
小
説
と
い
え
ど
も
語
る
た
め
に
は
顔
の
見

え
る
読
み
手
を
設
定
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

一
九
世
紀
と
も
な
る
と
、「
神
の
視
点
」
と

呼
ば
れ
る
、
世
界
全
体
を
俯
瞰
す
る
よ
う
な
語

り
口
が
主
流
と
な
っ
て
く
る
。
現
在
で
は
誰
か

に
語
り
か
け
る
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
の
小
説
は
む

し
ろ
少
数
派
だ
。
し
か
し
、
対
人
関
係
が
見
え

な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
聞
き
手
／
受
け
手
の

関
係
は
依
然
と
し
て
大
事
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
―
―
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
文
章
と
比
較
し
て
も

そ
う
だ
と
思
う
の
だ
が
―
―
小
説
は
作
品
ご
と

に
大
き
く
異
な
る
「
読
み
方
の
ル
ー
ル
」
を
読

者
に
提
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。
背
景
、
設
定
、

人
物
、
文
体
な
ど
、
す
べ
て
を
ゼ
ロ
か
ら
構
築

す
る
の
が
小
説
な
の
で
あ
る
。
受
け
手
の
柔
軟

な
協
力
な
く
し
て
は
成
り
立
た
な
い
。
語
り
手

は
、
ど
の
よ
う
な
協
力
が
必
要
か
を
い
ち
い
ち

シ
グ
ナ
ル
と
し
て
示
す
必
要
が
あ
る
し
、
聞
き

手
／
受
け
手
も
そ
れ
を
解
釈
し
消
化
す
る
こ
と

で
は
じ
め
て
内
容
が
受
け
取
れ
る
。
小
説
を
読

む
と
い
う
行
為
の
胆
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
グ
ナ

ル
の
や
り
取
り
に
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
小
説
の
礼
儀
作
法
が

「
と
り
あ
え
ず
型
を
守
っ
て
お
け
ば
安
心
」
と

い
う
敬
語
型
で
は
な
く
、
そ
の
た
び
に
ジ
ェ
ス

チ
ャ
ー
を
示
し
て
相
手
と
交
渉
す
る
よ
う
な
ポ

ラ
イ
ト
ネ
ス
型
な
の
は
明
白
だ
ろ
う
。
こ
れ
は

近
代
に
な
っ
て
、
形
式
重
視
の
定
型
詩
の
よ
う

な
ジ
ャ
ン
ル
が
廃
れ
て
い
っ
た
こ
と
と
も
連
動

し
て
い
る
。
近
代
社
会
で
は
、
見
知
ら
ぬ
他
者

と
交
渉
す
る
機
会
が
劇
的
に
増
え
、
そ
れ
だ
け

に
各
自
が
決
ま
っ
た
形
式
に
寄
り
か
か
る
ば
か

り
で
な
く
、
新
し
い
人
間
関
係
に
柔
軟
に
対
応

す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
き
た
。
文
章
も
例
外

で
は
な
い
。
小
説
は
そ
う
し
た
出
会
い
を
練
習

す
る
た
め
の
装
置
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
不
思
議
な
の
は
、
私
た
ち
に

こ
の
よ
う
な
読
解
の
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
説
の
語
り
手
か
ら
の
要

請
を
受
け
入
れ
、
構
築
に
協
力
す
る
こ
と
が
私

た
ち
に
は
で
き
る
。
た
い
し
た
も
の
だ
と
思
う
。

そ
れ
を
単
に
想
像
力
と
呼
ぶ
だ
け
で
は
十
分
で

な
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
円
滑
化
や
、

対
人
関
係
の
調
整
と
も
か
か
わ
る
複
雑
な
心
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
小
説
を
読
む
と
い
う
作
業
に

は
か
か
わ
っ
て
い
る
。
ま
だ
ま
だ
私
た
ち
が
気

づ
い
て
い
な
い
こ
と
は
多
い
。
そ
れ
だ
け
に
お

も
し
ろ
い
発
見
が
あ
り
う
る
領
域
だ
と
思
う
。

こ
の
あ
た
り
の
問
題
意
識
を
も
と
に
私
は
昨
年

『
善
意
と
悪
意
の
英
文
学
史
―
―
語
り
手
は
読

者
を
ど
の
よ
う
に
愛
し
て
き
た
か
』（
東
京
大

学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
を
刊
行
し
、
英
文

学
作
品
の
中
で
語
り
手
が
ど
の
よ
う
に
「
礼
儀

作
法
」
や
「
配
慮
」
を
実
践
し
て
き
た
か
考
察

し
た
の
で
、
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

で
あ
る
。
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小
説
の
「
礼
儀
作
法
」
と
い
う
こ
と
が
最
近

気
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
手
紙
の
よ
う
に

読
み
手
が
限
定
さ
れ
る
文
章
で
は
、
出
だ
し
で

も
明
確
に
「
作
法
」
が
意
識
さ
れ
る
。「
こ
ん

に
ち
は
！
」な
の
か
、「
ご
ぶ
さ
た
し
て
い
ま
す
」

な
の
か
、「
桜
の
便
り
が
次
々
に
聞
か
れ
る
こ

の
折
」
な
の
か
、
親
し
さ
の
度
合
い
に
よ
っ
て

こ
ち
ら
の
態
度
も
決
ま
る
。
で
は
、
小
説
で
は

ど
う
か
。
そ
も
そ
も
小
説
は
誰
が
読
む
の
か
わ

か
ら
な
い
も
の
だ
。
書
い
て
あ
る
内
容
も
文
字

通
り
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
。
作
法
な
ど
意
識
し
よ
う

が
な
さ
そ
う
に
見
え
る
。
所
詮
す
べ
て
は「
嘘
」

な
の
だ
。
し
か
し
、
虚
構
の
世
界
で
あ
れ
ば
こ

そ
、「
礼
儀
作
法
」
が
よ
り
大
事
に
な
っ
て
く
る
、

と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
み
た
い
。

「
安
心
型
社
会
」
と
「
信
頼
型
社
会
」
と
い

う
分
類
が
あ
る
。心
理
学
者
の
山
岸
俊
男
は『
信

頼
の
構
造
』（
東
京
大
学
出
版
会
、一
九
九
八
年
）

の
中
で
、「
安
心
」
と
「
信
頼
」
と
い
う
区
別

を
立
て
、
仲
間
内
で
の
価
値
観
の
共
有
な
ど
か

ら
も
た
ら
さ
れ
る
の
が
「
安
心
」、
仲
間
う
ち

を
超
え
た
他
者
一
般
や
人
間
一
般
に
対
す
る
の

が
「
信
頼
」
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
区
別
を
基

準
に
す
る
と
、
社
会
に
も
二
つ
の
潮
流
が
見
て

取
れ
る
の
が
わ
か
る
。
ま
ず
一
方
に
あ
る
の
は
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
既
存
の
社
会
的
安
定
感
や

価
値
の
共
有
に
頼
る
、
い
わ
ば
「
安
心
型
」
の

社
会
。
他
方
に
は
、
安
定
感
が
あ
ま
り
な
く
価

値
も
共
有
さ
れ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
、
い
ち
い

ち
誰
を
信
頼
す
る
の
か
個
別
に
判
断
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
「
信
頼
型
」
の
社
会
。
前
者
の
典

型
は
、
た
と
え
ば
日
本
。
後
者
は
ア
メ
リ
カ
で

あ
る
。

こ
の
安
心
型
と
信
頼
型
と
い
う
二
分
法
を
言

語
学
者
の
滝
浦
真
人
は
敬
語
に
も
応
用
し
て
み

せ
た（
『
日
本
語
は
親
し
さ
を
伝
え
ら
れ
る
か
』

岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）。
私
た
ち
は
敬
語

と
い
う
と
つ
い
き
わ
め
て
日
本
的
な
も
の
だ
と

思
い
が
ち
だ
が
、近
年「
ポ
ラ
イ
ト
ネ
ス
」（
「
配

慮
」
と
訳
さ
れ
る
）
と
い
う
新
し
い
概
念
が
確

立
さ
れ
、「
敬
意
の
表
し
方
」
の
普
遍
性
に
注

目
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
ど
う
や
ら

他
者
と
の
距
離
の
取
り
方
に
つ
い
て
、
人
類
全

体
に
共
通
し
た
何
か
が
あ
る
ら
し
い
―
―
そ
ん

な
こ
と
が
こ
の
概
念
を
通
し
て
見
え
て
く
る
。

た
だ
、
そ
れ
で
も
日
本
的
な
敬
意
・
親
し
さ
の

表
現
と
、
普
遍
的
に
世
界
中
で
見
ら
れ
る
配
慮

に
は
若
干
の
違
い
が
あ
る
。
滝
浦
は
こ
の
違
い

を
「
安
心
型
」
か
「
信
頼
型
」
か
と
い
う
枠
で

説
明
す
る
。

日
本
的
な
敬
語
表
現
は
明
確
に
決
ま
り
が
あ

る
。
朝
起
き
た
ら
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」。

道
で
会
っ
た
ら
「
こ
ん
に
ち
は
」。
ま
る
で
判

で
押
し
た
よ
う
に
守
ら
れ
る
ル
ー
ル
だ
。
や
ら

な
け
れ
ば
叱
ら
れ
る
が
、
や
っ
て
さ
え
お
け
ば

叱
ら
れ
な
い
。
ま
さ
に
「
や
っ
て
お
け
ば
安

心
」
の
「
安
心
型
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
そ
う
で
な
い
方
法
が
あ
る
。
決
ま
っ
た
形
は

な
い
が
、
相
手
や
状
況
に
応
じ
て
、
た
と
え
ば

質
問
や
同
意
に
よ
っ
て
配
慮
の
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー

を
示
す
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、

明
確
な
ル
ー
ル
が
な
い
だ
け
に
、
こ
ち
ら
の
提

示
し
た
も
の
を
相
手
が
読
み
取
る
か
ど
う
か
で

小説と「礼儀作法」
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