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― 1 ― アクティブ・ラーニング論に言う「深さ」の問題

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
論
に
言
う
「
深
さ
」
の
問
題

　
　
―
英
語
教
育
の
改
善
に
向
け
て
―

髙
屋
景
一

　
　
　

一
、
は
じ
め
に

　

平
成
二
十
九
年
三
月
公
示
の
新
学
習
指
導
要
領（

1
（

に
は
結
局
、「
ア
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
の
文
言
そ
の
も
の
は
入
ら
な
か
っ
た
が
、
同
概
念
の

意
味
内
容
と
さ
れ
る
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
は
残
さ
れ
た
。

本
稿
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
す
る
た
め
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

能
力
の
育
成
な
い
し
は
「
聞
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」「
話
す
こ
と
」「
書

く
こ
と
」の
四
技
能
の
総
合
的
な
育
成
を
期
待
さ
れ
て
い
る
英
語
教
育
が
、

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
論
を
ど
う
受
け
止
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
題

を
考
察
す
る
。

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
元
来
、
高
等
教
育
に
つ
い
て
言
わ
れ
だ

し
た
概
念
で
あ
り
、
こ
れ
を
小
学
校
か
ら
大
学
に
い
た
る
す
べ
て
の
段
階

の
あ
ら
ゆ
る
授
業
に
敷
衍
す
る
こ
と
に
は
も
と
よ
り
無
理
が
あ
る
。
そ
こ

で
、
ま
ず
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
論
の
概
念
的
・
理
論
的
・
論
理

的
な
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
し
て
、
近
年
我
が
国
で
言
わ
れ
る

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
論
と
は
違
う
意
味
で
の
学
び
の
「
深
さ
」
を

追
求
す
る
こ
と
が
、英
語
教
育
の
改
善
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
論
じ
る
。
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二
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
は
、
も
と
も
と
、
大
学
に
お
け
る
講
義

と
い
う
授
業
形
態
が
学
生
の
主
体
的
な
学
び
を
触
発
し
そ
こ
な
っ
て
い
る

と
い
う
問
題
意
識
に
も
と
づ
き
、
こ
の
問
題
点
を
克
服
す
る
手
法
と
し
て

唱
え
ら
れ
た（

2
（

。
し
か
し
、
初
等
教
育
か
ら
高
等
教
育
ま
で
を
一
貫
し
た
教

育
課
程
と
見
な
す
方
向
性
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
今
日
の
日
本
に
お
い

て（
（
（

、
す
で
に
言
わ
れ
て
久
し
い
「
生
き
る
力
」
の
育
成
、
す
な
わ
ち
旧
来

の
「
学
力
」
以
上
の
力
の
習
得
の
た
め
に
、
小
学
校
か
ら
大
学
に
い
た
る

全
教
育
段
階
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。

㈠　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
定
義

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
、「
総
称
的
」
の
よ
う
な
条
件
が
つ
く

こ
と
が
多
い
と
は
い
え
、
概
し
て
学
習
方
法
と
さ
れ
る
が
、
よ
り
広
く
、

理
念
な
い
し
方
向
性
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
る
。

　

こ
の
概
念
が
明
確
に
政
策
レ
ベ
ル
で
取
り
ざ
た
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

平
成
二
十
四
（
二
〇
一
二
）
年
の
中
央
教
育
審
議
会
の
い
わ
ゆ
る
「
質
的

転
換
」
答
申
に
付
さ
れ
た
「
用
語
集
」
で
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

は
以
下
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�

教
員
に
よ
る
一
方
向
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（

（
（

。

　

同
概
念
に
つ
い
て
よ
く
参
照
さ
れ
る
溝
上
慎
一
は
、
中
教
審
の
定
義
を

凝
縮
し
た
よ
う
な
形
で
、
以
下
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

　
　

�

一
方
的
な
知
識
伝
達
型
講
義
を
聴
く
と
い
う
（
受
動
的
）
学
習
を
乗

り
越
え
る
意
味
で
の
、
あ
ら
ゆ
る
能
動
的
な
学
習
の
こ
と
。
能
動
的

な
学
習
に
は
、
書
く
・
話
す
・
発
表
す
る
な
ど
の
活
動
へ
の
関
与
と
、

そ
こ
で
生
じ
る
認
知
プ
ロ
セ
ス
の
外
化
を
伴
う（

（
（

。

　

中
教
審
の
場
合
も
溝
上
の
場
合
も
、
ま
ず
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

は
何
で
な
い

4

4

4

か
と
い
う
消
極
的
な
定
義
が
示
さ
れ
て
い
る
。
知
識
の
伝
達



― （ ― アクティブ・ラーニング論に言う「深さ」の問題

あ
え
て
「
学
術
用
語
」
と
い
う
か
な
り
限
定
的
な
意
味
を
持
つ
概
念
で
あ

る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
も
と
も
と
含
意
さ
れ
て
い
る
、
例
え

ば
中
教
審
の
定
義
や
溝
上
自
身
の
著
書
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
方
法（
（1
（

を
用
い
な
け
れ
ば
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
あ
ら
ず
と
い
う
こ
と
に

な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
こ
の
両
義
的
な
扱
い
は
、
実
践
に
携
わ
る

者
を
ダ
ブ
ル
・
バ
イ
ン
ド
の
状
態
に
置
く
メ
ッ
セ
ー
ジ�

―
―�

ど
ん
な
方

法
で
も
い
い
、
で
も
こ
の
方
法
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
も
し
く
は
、
こ

の
方
法
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
）―
―�

を
送
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

㈡　

認
知
過
程
の
「
外
化
」

　

溝
上
の
定
義
に
見
ら
れ
る
「
認
知
プ
ロ
セ
ス
の
外
化
」
は
、
一
般
に
は

あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
言
葉
だ
が
、よ
く
言
及
さ
れ
る
点
で
あ
る
だ
け
に
、

検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン

グ
論
に
「
深
さ
」
の
次
元
を
加
え
る
こ
と
を
提
唱
す
る
松
下
佳
代
も
鍵
概

念
と
し
て
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
松
下
を
参
照
し
つ
つ
、
学
習
指
導
要

領
改
訂
の
過
程
で
も
中
教
審
の
議
論
に
取
り
入
れ
ら
れ
た（
（（
（

。
し
か
し
、
こ

こ
に
一
つ
問
題
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
「
認
知
プ
ロ
セ

ス
の
外
化
」
を
ど
の
よ
う
な
理
論
的
背
景
の
下
に
と
ら
え
て
い
る
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
。

　

例
え
ば
中
教
審
の
資
料
で
は
、「
認
知
プ
ロ
セ
ス
の
外
化
」
は
、「
問
題

を
目
的
と
す
る
講
義
や
説
明
は
「
一
方
（
向
）
的
」
で
あ
る
と
し
て
、
バ
ッ

サ
リ
と
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
。

　

溝
上
の
言
う
「
あ
ら
ゆ
る
」、
そ
し
て
中
教
審
の
言
う
「
総
称
」
に
よ
っ

て
、
ど
ち
ら
も
こ
の
概
念
を
使
う
者
が
、
根
拠
の
な
い
も
の
で
は
な
い
に

し
て
も
、
良
い
と
思
う
手
法
を
何
で
も
そ
こ
に
詰
め
込
め
る
よ
う
な
、
広

い
定
義
と
な
っ
て
い
る（

（
（

。
あ
る
解
説
者
の
よ
う
に
、「
子
ど
も
を
大
人
へ

と
導
く
教
育
が
実
現
で
き
る
な
ら
、
ど
ん
な
方
法
で
も
大
丈
夫
で
す
」
と

言
い
、ほ
ぼ
無
制
限
な
ま
で
に
広
義
に
取
っ
て
い
る
例
も
あ
る（

（
（

。溝
上
も
、

「
書
く
・
話
す
・
発
表
す
る
な
ど
の
活
動
へ
の
関
与
と
、
そ
こ
で
生
じ
る

認
知
プ
ロ
セ
ス
の
外
化
を
伴
う
」も
の
で
あ
れ
ば
、何
で
も
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
の
手
法
と
見
な
し
得
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、「
教
授

パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
学
習
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の
転
換
を
少
し
で
も
多
く
の
教
員

に
促
す
」
た
め
に
、「
は
じ
め
か
ら
高
尚
な
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
を

求
め
る
」
の
で
は
な
く
、「
学
生
が
、
た
だ
講
義
を
聴
く
と
い
う
状
況
を

少
し
で
も
脱
却
す
る
も
の
な
ら
、
何
だ
っ
て
よ
い
と
考
え
」
た
か
ら
だ
と

記
し
て
い
る（

（
（

。

　

そ
の
一
方
で
溝
上
は
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
単
に
主
体
的
に

学
ぶ
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、何
か
新
た
な
ま
と
ま
り
の
あ
る「
学

術
用
語
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る（

（
（

。
そ
の
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
「
・
」

を
除
い
て
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
と
表
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
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解
決
の
た
め
に
知
識
を
使
っ
た
り
、
人
に
話
し
た
り
書
い
た
り
発
表
し
た

り
す
る
こ
と
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
際
の
参
考
資
料
は
松
下
の
著

書
で
あ
る（
（1
（

）。
溝
上
も
「
書
く
・
話
す
・
発
表
す
る
な
ど
の
活
動
」
に
関

与
す
る
こ
と
で
、
本
来
頭
の
中
で
行
わ
れ
て
い
て
目
に
は
見
え
な
い
認
知

プ
ロ
セ
ス
が
外
部
に
見
え
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
、
認
知
科
学
に
お
い
て

広
く
使
わ
れ
て
い
る
意
味
で
用
い
て
い
る
。
た
だ
教
師
の
話
を
聞
い
た
り

教
科
書
を
読
ん
で
知
識
を
頭
に
た
め
込
む
だ
け
で
は
受
動
的
な
学
習
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
た
め
込
ん
だ
（
と
思
わ
れ
る
）
こ
と
を
行
動
な
ど

目
に
見
え
る
形
で
頭
の
外
に
出
し
て
み
る
、
と
い
う
く
ら
い
の
意
味
で
あ

る（
（1
（

。

　

一
方
、
松
下
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
認
知
科
学
者
ユ
ー
リ
ア
・
エ
ン
ゲ
ス

ト
ロ
ー
ム
の
理
論
を
参
照
し
て
「
外
化
」
に
言
及
し
て
い
る（
（1
（

。
し
た
が
っ

て
、「
外
化
」
は
単
独
で
は
な
く
、
エ
ン
ゲ
ス
ト
ロ
ー
ム
の
用
い
る
他
の

諸
概
念
と
並
ん
で
、
あ
る
一
連
の
学
習
プ
ロ
セ
ス
な
い
し
サ
イ
ク
ル
の
一

部
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　

エ
ン
ゲ
ス
ト
ロ
ー
ム
の
理
論
に
お
い
て
、
確
か
に
「
外
化
」
が
意
味
す

る
の
は
、
学
び
手
が
一
種
の
仮
説
と
し
て
理
解
（「
内
化
」）
し
た
知
識
を

具
体
的
な
問
題
に
応
用
す
る
プ
ロ
セ
ス
な
い
し
手
順
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
他
の
プ
ロ
セ
ス
を
含
め
た
一
連
の
サ
イ
ク
ル
（
動
機
づ
け
、
方
向

づ
け
、
内
化
、
外
化
、
批
評
、
統
制
）
の
一
局
面
と
し
て
、
自
分
の
知
識

や
理
解
を
省
察
し
深
め
る
た
め
に

4

4

4

行
う
も
の
で
あ
る（
（1
（

。
つ
ま
り
、
自
分
が

理
解
し
た
（
と
思
わ
れ
る
）
こ
と
を
「
外
化
」
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
理

解
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
一
環
で
あ
る
と
い
う
点
が
重
要
な

の
で
あ
る
。
仮
説
と
し
て
抽
象
的
に
、
ま
た
、
一
時
的
に
理
解
し
た
こ
と

を
具
体
的
な
形
に
し
て
み
る
こ
と
で
、
自
ら
の
理
解
や
思
考
を
反
省
的
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
ら
え
な
お
し

4

4

4

4

4

4

、●

そ
れ
を
修
正
し
て
い
く

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
、
い
わ
ば
文
章
の
推
敲

や
校
正
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
、
自
分
の
思
考
を
外
側
か
ら
と
ら
え
な
お
す

メ
タ
認
知
的
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

　

松
下
は
「
内
化
」
と
「
外
化
」
が
一
対
に
な
っ
て
お
り
、「
内
化
」
さ

れ
た
知
識
は
「
外
化
」
の
活
動
を
通
じ
て
再
構
築
さ
れ
、
よ
り
深
い
理
解

に
な
っ
て
い
く
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
外
化
」
は
、
学
習
内
容

を
深
く
理
解
す
る
た
め
の
一
環
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
メ
タ
認
知
」
を
行

う
た
め
の
も
の
だ
と
理
解
し
て
い
る（
（1
（

。
も
っ
と
も
、
彼
女
が
用
い
る
「
遠

近
法
」
の
理
解
の
例
に
お
け
る
「
外
化
」
へ
の
言
及
を
見
る
と�

―
―�

遠

近
法
の
視
点
か
ら
芸
術
作
品
を
分
析
す
る
と
き
、
遠
近
法
を
道
具
と
し
て

用
い
る
の
で
、
遠
近
法
に
つ
い
て
の
知
識
が
深
ま
る
、
と
説
明
し
て
い
る�

―
―
、
実
際
に
は
、「
外
化
」
は
具
体
的
問
題
に
応
用
す
る
こ
と
で
抽
象
4

4

的
な
知
識
に
具
体
的
な
肉
付
け
が
な
さ
れ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

程
度
に
理
解
さ
れ
て
し
ま
う

可
能
性
が
あ
る
の
だ
が（
（1
（

。

　

他
方
、
溝
上
や
中
教
審
は
、「
外
化
」
だ
け
を
取
り
出
し
て
言
及
し
て
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お
り
、
松
下
の
よ
う
な
視
点
で
「
外
化
」
を
と
ら
え
て
い
な
い
。
少
な
く

と
も
、
彼
ら
に
よ
る
「
認
知
プ
ロ
セ
ス
の
外
化
」
へ
の
言
及
を
読
ん
だ
だ

け
で
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
は
取
り
難
い
。
し
た
が
っ
て
、
お
そ
ら
く
溝

上
を
念
頭
に
置
い
て
、「
認
知
プ
ロ
セ
ス
の
外
化
」
を
学
習
活
動
の
な
か

に
正
当
に

4

4

4

位
置
づ
け
た
こ
と
は
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
の
功
績
で

あ
る
と
し
て
い
る
松
下
の
評
価
に
も
、
疑
問
が
残
る（
（1
（

。

　

も
っ
と
も
、溝
上
は
自
ら
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
最
近
の
記
事
で
、「
外
化
」

と「
内
化
」が
ペ
ア
と
な
っ
て
往
還
を
繰
り
返
す
必
要
に
言
及
し
て
い
る
。

そ
の
限
り
に
お
い
て
「
認
知
プ
ロ
セ
ス
の
外
化
」
が
、
自
分
の
思
考
を
反

省
的
に
と
ら
え
る
メ
タ
的
思
考
を
行
う
プ
ロ
セ
ス
の
一
環
だ
と
気
づ
い
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い（
（1
（

。た
だ
、や
は
り「
外
化
」を
思
考
の「
表
現
」「
可

視
化
」
と
説
明
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
目
に
見
え
る
形

に
な
っ
た
も
の
を
手
掛
か
り
に
、
学
習
者
が
自
ら
の

4

4

4

理
解
や
知
識
を
反
省
4

4

的
に
4

4

分
析
す
る
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
疑
問
が
残
る
。

㈢　

ア
ク
テ
ィ
ブ
と
い
う
言
葉
の
分
析

　

次
に
、ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
論
の
論
理
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

今
回
の
学
習
指
導
要
領
が
出
る
直
前
、「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」

と
い
う
言
葉
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
段
階
の
資
料
で
あ
る
、
平
成
二
十
八
年

十
二
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
を
参
照
す
る（
11
（

。
こ
の
段
階
で
は
、「
主

体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
（「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」

の
視
点
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
論
は
、
総
じ
て
以
下
の
よ
う

な
二
項
対
立
的
な
論
理
で
教
育
を
と
ら
え
て
い
る
点
が
目
立
つ
。

　
　

学
習　
　
　
　
　
　

�

対　
　

教
授

　
　

主
体
的
（
能
動
的
）�

対　
　

受
動
的

　
　

対
話
的�

対　
　

一
方
（
一
方
向
）
的

　
　

深
い
学
び�

対　
　

浅
い
学
び

　

そ
こ
で
、
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
立
項
に
つ
い
て
、
少
し
詳
し
く
検
討

す
る
。

「
学
習
」
対
「
教
授
」

　

確
か
に
、
こ
れ
ま
で
の
教
育
、
特
に
中
等
・
高
等
教
育
の
授
業
は
、
教

師
が
一
方
的
に
話
し
、
学
生
・
生
徒
は
そ
れ
を
聞
き
、
ノ
ー
ト
を
と
る
だ

け
と
い
う
、
受
動
的
と
呼
ば
れ
て
も
仕
方
の
な
い
場
合
が
多
か
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
授
業
に
お
い
て
は
、
教
師
が
「
教
え
た
」（
説
明
し
た
、
板
書

し
た
、
課
題
を
与
え
た
な
ど
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
生
・
生
徒
が
「
学

ん
で
い
な
い
」（
記
憶
に
定
着
し
て
い
な
い
、
理
解
し
て
い
な
い
な
ど
）
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と
い
う
批
判
は
以
前
か
ら
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
セ
ー
ル
ス
マ
ン
が
、

車
を
売
る
た
め
の
行
動
を
し
た
（
例
え
ば
、
客
に
特
定
の
車
の
購
入
を
勧

め
た
）
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
誰
も
車
を
買
っ
て
い
な
い
の
に
、「
私

は
車
を
売
っ
た
」
と
言
い
張
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
教
師
が

ど
う
い
う
行
動
を
し
た
か
で
は
な
く
、
学
び
手
に
注
目
し
、
彼
ら
が
果
た

し
て
何
か
を
学
ん
で
い
る
の
か
、
学
ん
で
い
る
な
ら
ば
何
を
学
ん
で
い
る

の
か
と
問
う
こ
と
で
、教
育
活
動
の
実
効
性
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
の
は
、

妥
当
な
視
点
の
転
換
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
学
校
で
目
指
さ
れ
る
学
び
は
、
教
授
す
る
側
の
意
図
と
無
関

係
に
起
き
る
学
習
で
は
な
い
。
生
徒
は
特
に
誰
か
に
教
わ
ら
な
く
て
も
何

か
を
学
ぶ
こ
と
は
あ
る
が
、
学
校
で
発
生
す
べ
き
学
習
は
、
あ
く
ま
で
教

え
る
側
が
意
図
し
た
内
容
の
学
習
で
あ
る
（
教
え
る
側
が
意
図
し
た
以
上

の
こ
と
を
発
展
的
に
学
ん
だ
り
、
意
図
し
た
以
外
の
こ
と
を
付
随
的
に
学

ぶ
場
合
は
あ
る
に
し
て
も
）。
す
る
と
、
学
校
で
の
学
習
は
、
教
授
と
無

関
係
に
発
生
す
る
学
習
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
教
授
と
学
習
を
「
パ

ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
」
と
い
う
よ
う
な
大
げ
さ
な
仕
方
で
峻
別
し
て
し
ま
う

こ
と
は
、
過
剰
な
修
辞
で
あ
る（
1（
（

。「
教
授
」
と
見
な
さ
れ
た
教
育
方
法
が

十
把
一
絡
げ
に
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。

「
主
体
的
」「
能
動
的
」
対
「
受
動
的
」

　
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
」
は
「
主
体
的
」、「
能
動
的
」、「
積
極
的
」、「
活
動
的
」

と
訳
せ
る
。
こ
れ
ら
の
語
は
概
し
て
互
換
的
に
使
わ
れ
る
が
、
ニ
ュ
ア
ン

ス
に
多
少
違
い
の
見
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
違
い
に
我
々
は
戸
惑
う

の
で
あ
る
。
平
成
二
十
八
年
の
答
申
で
は
「
学
ぶ
こ
と
に
興
味
や
関
心
を

持
ち
、
自
己
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
方
向
性
と
関
連
付
け
な
が
ら
、
見
通
し

を
持
っ
て
粘
り
強
く
取
り
組
み
、
自
己
の
学
習
活
動
を
振
り
返
っ
て
次
に

つ
な
げ
る
『
主
体
的
な
学
び
』」
と
言
わ
れ
て
い
る（
11
（

。

　
「
主
体
的
」
お
よ
び
「
積
極
的
」
と
い
う
言
葉
は
、「
そ
う
決
ま
っ
て
い

る
か
ら
や
る
」、「
嫌
々
や
ら
さ
れ
る
」
の
で
は
な
く
「
自
主
的
に
、
興
味

や
関
心
や
意
欲
を
持
っ
て
や
る
」
と
い
う
態
度
を
表
す
。
こ
れ
は
学
び
続

け
る
態
度
の
育
成
を
示
唆
す
る
こ
と
に
な
り
、
単
な
る
手
法
を
超
え
た
も

の
と
し
て
の
（
例
え
ば
「
視
点
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
）
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー

ニ
ン
グ
理
解
に
つ
な
が
る
。

　
「
能
動
的
」
な
い
し
「
活
動
的
」
と
言
う
な
ら
ば
、
た
だ
座
っ
て
先
生

の
話
を
聞
い
た
り
、
教
科
書
を
読
ん
だ
り
、
問
題
集
に
取
り
組
む
の
で
は

な
く
、
身
体
を
動
か
し
た
り
何
か
に
働
き
か
け
た
り
す
る
学
び
方
、
つ
ま

り
、「
手
法
」「
方
法
」
と
し
て
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
な
が

る
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
手
法
と
し
て
推
奨
さ
れ
て
き
た
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
学
習
や
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
な
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ど
の
活
動
が
典
型
的
で
あ
る
。
反
発
や
戸
惑
い
が
起
き
る
の
は
、
こ
の
よ

う
な
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
必
然
的
に
授
業
の
質
を
向
上
さ
せ
る
、

進
歩
的
な
教
育
で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
わ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
講
義
等
の

伝
統
的
な
手
法
が
必
然
的
に
学
習
者
に
受
動
的
な
態
度
を
強
い
、
学
生
や

生
徒
の
主
体
性
を
奨
励
し
な
い
か
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
（
例

え
ば
溝
上
は
上
述
の
著
書
で
、「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
に
対
す
る

批
判
や
懸
念
を
表
明
す
る
者
を
繰
り
返
し
「
保
守
的
」
と
呼
ん
で
い
る（
11
（

）。

　

荒
瀬
克
己
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
、
授
業
の
「
方
法
」

や
「
型
」
に
注
目
す
る
場
合
と
、
学
び
へ
の
取
り
組
み
方
の
「
質
」
に
注

目
す
る
場
合
と
が
あ
る
と
整
理
し
て
い
る（
11
（

。
前
者
は
上
記
の
能
動
性
や
活

動
へ
の
注
目
に
該
当
し
、後
者
は
主
体
性
や
積
極
性
に
該
当
す
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、「
ア
ク
テ
ィ
ブ
」
と
い
う
言
葉
の
理
解
は
大
き
く
分
け
て

二
つ
あ
り
、
そ
の
ズ
レ
の
問
題
の
危
険
性
を
理
解
し
、「
方
法
」
や
「
型
」

と
い
う
レ
ベ
ル
で
の
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
」
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
工
夫
す
る
必

要
が
あ
る
。

「
対
話
的
」
対
「
一
方
（
向
）
的
」

　
「
対
話
的
な
学
び
」
と
は
、「
子
供
同
士
の
協
働
、
教
職
員
や
地
域
の
人

と
の
対
話
、
先
哲
の
考
え
方
を
手
掛
か
り
に
考
え
る
こ
と
等
を
通
じ
、
自

己
の
考
え
を
広
げ
深
め
る
」
こ
と
を
意
味
す
る（
11
（

。
教
師
の
説
明
を
生
徒
が

メ
モ
し
記
憶
す
る
と
い
う
「
一
方
（
向
）
的
な
」
教
育
方
法
へ
の
反
省
や

批
判
が
含
意
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
、
教
授
中
心
か
ら
学
習
中
心
へ
と

シ
フ
ト
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
が
見
て
取
れ
る
。
し
か
し
、
講
義
の
よ
う

な
教
育
方
法
に
は
、「
先
哲
の
考
え
方
を
手
掛
か
り
に
考
え
」
た
り
、「
自

己
の
考
え
を
広
げ
深
め
る
」
契
機
は
含
ま
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
対
話
的
な
学
び
」
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で
「
協
働
的
学
習
」
に
つ
い

て
考
察
す
る
と
き
に
再
び
触
れ
る
。

「
深
い
学
び
」
対
「
浅
い
学
び
」

　
「
深
い
学
び
」
と
は
、「
習
得
・
活
用
・
探
究
と
い
う
学
び
の
過
程
の
中

で
、
各
教
科
等
の
特
質
に
応
じ
た
『
見
方
・
考
え
方
』
を
働
か
せ
な
が
ら
、

知
識
を
相
互
に
関
連
付
け
て
よ
り
深
く
理
解
し
た
り
、
情
報
を
精
査
し
て

考
え
を
形
成
し
た
り
、
問
題
を
見
い
だ
し
て
解
決
策
を
考
え
た
り
、
思
い

や
考
え
を
基
に
創
造
し
た
り
す
る
こ
と
に
向
か
う
」
よ
う
な
学
び
の
こ
と

で
あ
る（
11
（

。

　
「
学
び
の
深
さ
」
と
く
く
る
の
が
適
当
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
以
前
か
ら

言
わ
れ
て
き
て
い
る
。
先
に
言
及
し
た
「
生
き
る
力
」
し
か
り
、
ま
た
、

「
探
究
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
、
そ
の
表
れ
と

解
釈
し
て
良
い
。
学
習
指
導
要
領
全
体
の
ね
ら
い
と
し
て
、
従
来
の
学
び

は
何
ら
か
の
意
味
で
浅
い
と
判
断
し
、
こ
れ
を
深
い
も
の
に
転
換
し
よ
う
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と
す
る
意
図
は
す
で
に
あ
っ
た
と
考
え
て
問
題
は
な
い（

11
（

。
し
か
し
、「
ア

ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
の
意
味
と
し
て
は
、「
深
さ
」
は
付
け
加
え

で
あ
る
。

　

平
成
二
十
四
年
の
「
質
的
転
換
」
答
申
で
は
、
本
文
で
も
「
用
語
集
」

に
お
け
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
解
説
で
も
、「
深
い
学
び
」
は

言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
初
等
中
等
教
育
に
つ
い
て
も
ア
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、
平
成
二
十
六
年
の
文

部
科
学
大
臣
に
よ
る
中
央
教
育
審
議
会
へ
の
諮
問
で
「
学
び
の
質
や
深
ま

り
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー

ニ
ン
グ
」
の
意
味
内
容
と
し
て
の
言
及
と
は
違
う（
11
（

。

　

そ
も
そ
も
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
知
的
成
長
や
認
知
的
発
達�

―
―�

ど
ち
ら
も
、
あ
る
程
度
長
い
時
間
を
要
す
る�
―
―�

の
観
点
か
ら
学

び
の
「
深
さ
」
を
見
る
も
の
で
は
な
い
。
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
一
回
の
授
業
内
で
ど
の
よ
う
な
手
法
を
取
り
入
れ

て
生
徒
を
主
体
的
に
学
習
に
関
わ
ら
せ
る
か
と
い
う
、
学
習
の
形
態
に
重

点
が
あ
る（
11
（

。
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
論
の
言
う
学
習
へ
の
「
深
い
ア

プ
ロ
ー
チ
」
と
「
浅
い
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
い
う
区
別
に
お
い
て
「
深
い
ア

プ
ロ
ー
チ
」
は
、
個
別
の
用
語
や
事
実
を
超
え
た
意
味
を
求
め
て
学
習
す

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
仮
説
を
立
て
た
り
、
批
判
的
に
吟
味
し

た
り
、
身
近
な
問
題
に
適
用
し
た
り
す
る
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
意

味
す
る（
11
（

。
こ
の
よ
う
な
学
び
方
を
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
そ
の
も
の
や
一
学
期
間

な
い
し
一
年
に
わ
た
る
授
業
に
一
貫
し
て
取
り
入
れ
る
な
ど
、
あ
る
程
度

長
期
的
な
学
び
に
言
及
し
て
は
い
る
が
、
こ
れ
は
知
識
や
理
解
の
質
に
ど

の
よ
う
な
変
化
が
生
ま
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
観
点
と
は
異

な
る
。こ
の
点
は
、後
で
述
べ
る
言
語
教
育
に
と
っ
て
特
に
重
要
で
あ
る
。

㈣　

網
羅
主
義
の
批
判

　

学
生
や
生
徒
を
受
け
身
に
し
て
し
ま
う
教
育
の
元
凶
の
一
つ
は
、
網
羅

主
義�

―
―�

い
わ
ゆ
る�coverage�

を
目
指
す
教
育�

―
―�

で
あ
り
、
ア

ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
は
、
網
羅
主
義
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と

い
う
側
面
が
あ
る
。
今
回
の
学
習
指
導
要
領
改
定
に
つ
い
て
も
盛
ん
に
言

わ
れ
て
い
る
、
単
な
る
知
識
で
は
な
く
「
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
」

を
問
う
と
い
う
ス
タ
ン
ス
に
は
、
一
つ
に
は
こ
の
よ
う
な
網
羅
主
義
的
な

授
業
を
克
服
し
よ
う
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

　

網
羅
主
義
の
授
業
に
は
以
下
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。

　

第
一
に
、教
科
の
基
礎
知
識
を
ま
ん
べ
ん
な
く
教
え
よ
う
と
す
る
結
果
、

生
徒
は
教
わ
っ
た
事
柄
を
語
彙
の
レ
ベ
ル
で
記
憶
す
る
が
、
学
ん
だ
事
柄

の
意
味
を
掘
り
下
げ
て
習
得
し
て
い
な
い
。
受
験
の
影
響
の
大
き
い
中
等

教
育
に
特
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
こ
と
が
ら
を
授
業
計
画
に
従
っ
て
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教
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
教
師
が
手
際
よ
く
授
業
を
こ
な
し
て
い
く
作
業

を
必
要
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
師
に
よ
る
解
説
や
講
義
が
授
業
の
中

心
に
な
り
、
生
徒
の
学
び
は
与
え
ら
れ
る
情
報
を
聞
き
、
記
録
し
、
記
憶

す
る
と
い
う
、
受
け
身
の
も
の
と
な
り
が
ち
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
生
徒
同
士
の
協
働
的
学
習
を
必
要
と
し
た
り
奨
励
し
た
り
す

る
も
の
に
な
り
に
く
い
。
生
徒
は
基
本
的
に
は
教
師
や
教
科
書
に
よ
っ
て

提
示
さ
れ
る
知
識
と
一
人
で
向
き
合
い
、
多
く
の
場
合
、
短
答
式
な
い
し

選
択
肢
式
の
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
で
学
習
成
果
が
測
定
・
評
価
さ
れ
る
の
で
、

個
々
人
が
ど
れ
だ
け
勉
強
（
記
憶
）
に
努
力
を
傾
注
し
た
か
と
い
う
こ
と

が
評
価
さ
れ
、
競
争
原
理
が
前
面
に
出
る
こ
と
に
な
る
。

㈤　

協
働
的
な
学
び

　

ひ
と
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
な
が
ら
協
働
（
協
同
）
的
に
学

ぶ
こ
と
は
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
主
要
な
ね
ら
い
の
一
つ
で
あ

り
、
日
本
の
、
特
に
中
学
校
以
降
で
従
来
行
わ
れ
て
き
た
教
育
に
大
き
く

欠
け
て
い
た
学
び
方
で
あ
る
。
平
成
二
十
六
年
の
文
部
科
学
大
臣
諮
問
に

お
い
て
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
「
協
働
的
な
学
び
」
と
し
て
言

及
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
協
働
的
な
学
び
に
こ
そ
ア

ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
要
諦
が
あ
り
、
個
人
的
学
び
か
ら
協
働
的
学

び
へ
の
転
換
に
こ
そ
意
義
が
あ
る
と
論
じ
る
者
も
あ
る（
1（
（

。

　

受
験
勉
強
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
学
び
や
従
来
の
学
力
志
向
の
教
育
に

対
す
る
新
し
い
学
び
の
モ
デ
ル
は
、
教
材
と
個
人
で
向
き
合
う
学
び
で
は

な
く
、
こ
の
二
者
に
他
人
（
教
師
、
他
の
生
徒
）
を
交
え
た
学
び
を
重
視

す
る
。
そ
し
て
、
語
学
の
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
を

主
要
な
目
的
と
す
る
領
域
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
転
換
は
特
に
重
要
で

あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、
一
方
の
極
か
ら
他
方
の
極
へ
飛
び
移
る

よ
う
な
思
考
は
避
け
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
学
び
を
深
め
る
こ
と
は
、
一
人

静
か
に
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
か
ら
で
あ
る（
11
（

。

㈥　

ま
と
め

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
、
も
と
も
と
か
な
り
限
定
的
な
概
念
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
高
等
教
育
の
授
業
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、

発
達
論
的
な
視
点
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
に
も
、そ
の
点
は
う
か
が
え
る
。

こ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
、
あ
ら
ゆ
る
段
階
の
学
校
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
適

用
さ
れ
る
も
の
と
な
り
、
そ
の
際
に
、
二
項
対
立
的
な
論
理
を
取
る
こ
と

で
、
何
が
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
」
で
あ
る
か
な
い
か
を
、
か
な
り
恣
意
的
に
振

り
分
け
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。「
ア
ク
テ
ィ
ブ
」
を
学
生
や
生
徒

の
「
主
体
性
」
を
引
き
出
す
こ
と
と
と
ら
え
れ
ば
、
そ
れ
は
か
な
り
広
汎

か
つ
妥
当
な
問
題
で
あ
る
が
、
彼
ら
を
「
活
動
」
さ
せ
る
手
法
が
ど
ん
な
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満
と
、
他
の
教
科
と
同
様
に
、
単
な
る
学
力
を
超
え
た
力
の
習
得
と
い
う

方
向
性
と
が
明
ら
か
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
平
成
二
十
八
年
十
二
月
の
中

教
審
答
申
も
、「
外
国
語
を
使
っ
て
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
」
を
問

う
と
し
て
お
り
、
以
下
の
よ
う
な
方
針
を
掲
げ
て
い
る
。

　
　

�

外
国
語
の
学
習
に
お
い
て
は
、
語
彙
や
文
法
等
の
個
別
の
知
識
が
ど

れ
だ
け
身
に
付
い
た
か
に
主
眼
が
置
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
児
童
生

徒
の
学
び
の
過
程
全
体
を
通
じ
て
、知
識
・
技
能
が
、実
際
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
活
用
さ
れ
、
思
考
・
判
断
・
表
現
す
る
こ

と
を
繰
り
返
す
こ
と
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
、
学
習
内
容
の
理
解
が
深

ま
る
な
ど
、
資
質
・
能
力
が
相
互
に
関
係
し
合
い
な
が
ら
育
成
さ
れ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る（
11
（

。

　

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
英
語
教
育
の
方
向
性
に
つ
い
て
冷
静

に
考
え
直
す
べ
き
で
あ
る
。
確
か
に
会
話
を
中
心
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
力
不
足
の
問
題
は
注
目
を
集
め
が
ち
だ
が
、
問
題
は
会
話
で
は
な

く
英
語
の
総
合
的
な
力
で
あ
る
と
い
う
指
摘
や
、
授
業
時
間
数
な
ど
か
ら

考
え
て
も
、
学
校
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
そ
の
も
の
を
育
成
す
る
の

は
無
理
だ
と
の
指
摘
も
あ
る（
11
（

。
近
年
よ
く
英
語
の
「
四
技
能
」
の
バ
ラ
ン

ス
よ
い
育
成
と
言
わ
れ
る
の
だ
が
、
実
は
明
ら
か
に
「
話
す
こ
と
」
に
重

科
目
の
ど
ん
な
局
面
で
も
そ
れ
を
引
き
出
す
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
、

表
面
的
な
活
動
に
現
れ
な
い
主
体
的
な
学
び
や
深
い
学
び
を
見
落
と
し
て

し
ま
う
可
能
性
す
ら
あ
る
。
先
に
検
討
し
た
よ
う
な
二
項
対
立
的
な
視
点

で
授
業
を
見
て
い
る
限
り
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
は
、
現
在
広

く
行
わ
れ
て
い
る
（
と
多
く
の
者
が
経
験
的
に
感
じ
て
い
る
）
授
業
形
態

を
批
判
す
る
だ
け
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
な
概
念
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

　

教
科
や
領
域
に
よ
っ
て
、
生
徒
の
主
体
性
を
ど
う
取
り
入
れ
れ
ば
教
育

効
果
が
上
が
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
違
い
が
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
主

体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
は
大
枠
と
し
て
と
ら
え
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
の
手
法
と
さ
れ
て
い
る
個
々
の
指
導
方
法
や
学
習
方
法
は
、

あ
く
ま
で
提
案
な
い
し
仮
説
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
各
教

科
や
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
適
用
す
る
か
、
検
討
が
必
要
と
な

る
。
で
は
、
英
語
教
育
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

三
、
英
語
教
育
と
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
す
る
英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
そ
こ
に
は
、
文
法
や

語
彙
や
読
解
力
な
ど
、
英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
の
向
上
に
直
結
し

な
い
（
と
思
わ
れ
が
ち
な
）
内
容
に
重
点
が
置
か
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
不
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点
が
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る（
11
（

。
実
際
、
中
教
審
答
申
で
も
、
英
語
教
育

に
関
す
る
「
主
体
的
な
学
び
の
視
点
」「
対
話
的
な
学
び
の
視
点
」「
深
い

学
び
の
視
点
」
の
全
て
に
つ
い
て
コ
ミ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
が
強

調
さ
れ
、
そ
こ
に
言
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
対
話
や
議
論
等
、

口
頭
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
こ
と
で
あ
る（
11
（

。

　

そ
こ
で
一
つ
、
特
に
言
語
教
育
、
そ
れ
も
初
等
中
等
教
育
か
ら
高
等
教

育
へ
の
連
続
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
た
場
合
、
学
校
に
お
け
る
英
語
の
授

業
が
目
指
す
べ
き
こ
と
と
し
て
考
察
し
て
お
き
た
い
の
が
学
び
の「
深
さ
」

で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
深
さ
に
は
二
つ
あ
り
、
毎
回
の
授
業
や
単
元
に
お

け
る
学
び
の
深
ま
り
を
考
え
る
こ
と�

―
―�

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

は
こ
ち
ら
に
重
点
が
あ
る�

―
―�

も
大
切
だ
が
、
言
語
の
場
合
、
か
つ
て

言
わ
れ
た
螺
旋
型
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
よ
う
に（
11
（

、
同
じ
事
柄
に
対
す
る
理
解

を
発
達
段
階
に
応
じ
て
深
め
て
い
く
と
い
う
発
達
論
に
基
づ
い
た
深
さ
が

あ
り
そ
う
で
あ
る
。
言
語
の
習
得
は
、
知
識
の
単
な
る
量
的
拡
大
だ
け
で

な
く
、
理
解
や
運
用
の
質
的
変
化
を
伴
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

中
教
審
答
申
で
は
、
児
童
の
発
達
段
階
は
様
々
な
場
面
で
考
慮
に
入
れ

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
外
国
語
教
育
に
お
け
る
「
深
い
学
び
」
に
も
言
及

が
あ
る
。
し
か
し
、
外
国
語
教
育
に
お
け
る
「
深
さ
」
が
発
達
の
観
点
を

意
味
な
い
し
含
意
す
る
と
い
う
指
摘
は
な
く
、
概
し
て
実
際
に
用
い
る
こ

と
で
、
単
な
る
机
上
の
知
識
に
終
わ
ら
せ
な
い
と
い
う
程
度
に
と
ど
ま
っ

て
い
る（
11
（

。
各
教
育
段
階
を
通
じ
た
連
続
性
や
学
び
の
深
ま
り
を
言
う
の
で

あ
れ
ば
、
発
達
の
観
点
を
取
り
入
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

㈠　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
と
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
一

見
、
今
日
言
わ
れ
て
い
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
や
「
何
が
で
き
る

か
」と
い
う
観
点
か
ら
学
び
を
と
ら
え
る
観
点
に
な
じ
む
。こ
の
観
点
は
、

特
に
読
解
と
文
法
に
過
剰
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
英
語
教
育

を
念
頭
に
置
い
た
場
合
、
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ミ
ュ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
は
、
い
わ
ゆ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
増
や
す
だ
け
で
向

上
す
る
も
の
で
は
な
く
、
英
語
と
い
う
言
語
の
特
性
へ
の
理
解
、
口
頭
に

せ
よ
文
章
に
せ
よ
そ
こ
で
交
わ
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
る
た
め
の

技
能
や
知
識
と
い
う
基
盤
が
あ
っ
て
こ
そ
発
揮
さ
れ
る
力
で
あ
る
。
実
際

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
い
わ
ば
ス
ポ
ー
ツ
の
試
合
に
相
当
し
、
言
語

の
特
性
の
理
解
や
基
礎
知
識
・
技
能
は
普
段
の
練
習
に
あ
た
る
。
基
礎
練

習
だ
け
で
は
飽
き
て
し
ま
う
だ
ろ
う
が
、
試
合
を
し
て
い
る
だ
け
で
は
最

終
的
に
は
上
手
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

単
語
の
意
味
や
用
法
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
辞
書
的
な
定
義
を
超
え

て
、
実
際
の
使
用
に
お
け
る
意
味
の
豊
か
さ
を
経
験
す
る
必
要
が
あ
る
の

だ
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
会
話
を
繰
り
返
す
だ
け
で
達
成
さ
れ
る
も
の
で
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は
な
い
。
時
間
を
か
け
て
文
脈
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
意
味
を
読
み
取

る
作
業
の
方
が
有
効
な
場
合
も
あ
る
。

　

コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、

自
然
な
使
用
の
中
に
お
け
る
単
語
同
士
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。

　

例
え
ば
日
本
語
で
は
み
そ
汁
の
よ
う
な
ス
ー
プ
は「
飲
む
」も
の
だ
が
、

英
語
で
は
「
食
べ
る
（eat�soup

）」
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
言
い
訳
す
る
」

は
「
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
が�do�excuse�

と
は
言
わ
ず
、m

ake/give�
an�excuse�

と
言
う
。「
ス
ー
プ
」
は�soup

、
や
「
言
い
訳
」
は�excuse�

の
よ
う
に
一
問
一
答
式
で
覚
え
て
い
る
と
、
実
際
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
で
用
い
る
と
き
に
母
語
（
日
本
語
）
の
コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
無
意
識
の

う
ち
に
邪
魔
を
し
て
、
間
違
え
て
し
ま
う
。

　
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
目
的
・
場
面
・
状
況
等
」
に
応
じ
て

学
ぶ
（
平
成
二
十
八
年
中
教
審
答
申
）
と
い
う
方
針
の
ね
ら
い
は
、
一
つ

は
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
問
題

は
、
会
話
の
練
習
で
は
な
か
な
か
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
あ
ま
り
英
語
の

達
者
で
な
い
者
同
士
、
特
に
言
語
や
文
化
に
つ
い
て
の
背
景
を
共
有
す
る

者
同
士
で
会
話
練
習
を
し
た
場
合
、
意
味
の
中
心
と
な
る�soup�
や�

excuse�

さ
え
入
れ
ば
、�drink�

で
も�do�

で
も
一
応
分
か
っ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
日
本
人
同
士
で
も
会
話
を
し
て
学
ぶ
べ
き
と
か
、
と
に
か
く
英

語
を
実
際
に
使
う
こ
と
に
場
慣
れ
す
べ
き
だ
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
、
そ

れ
に
は
一
理
あ
る
が
、
一
方
で
、
そ
れ
で
は
間
違
い
や
不
十
分
な
と
こ
ろ

が
特
に
意
識
さ
れ
ず
に
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お

く
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
紙
に
書
く
こ
と
の
方
が
、
自

分
や
他
人
の
英
語
を
見
直
す
き
っ
か
け
に
な
り
や
す
い
。

　

自
分
が
無
意
識
に
前
提
と
し
て
い
る
こ
と（
母
語
の
コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）

や
、あ
い
ま
い
に
し
か
分
か
っ
て
い
な
い
こ
と（
外
国
語
の
コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ

ン
）
に
気
づ
か
せ
る
よ
う
な
活
動
、
言
い
換
え
る
と
、
あ
え
て
間
違
え
る

経
験
が
必
要
で
あ
る
。
間
違
い
を
反
省
的
に
と
ら
え
る
こ
と
で
自
分
の
知

識
の
不
足
を
補
っ
た
り
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た
（
高
度
な
、
複
雑
な
、
正
確

な
）
知
識
を
得
る
こ
と
に
結
び
つ
く
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
学
び
に
お

い
て
は
、
相
応
の
知
識
を
持
っ
た
者
に
よ
る
教
授
や
コ
ー
チ
ン
グ
が
必
要

で
あ
る
。

㈡　

英
語
教
育
に
お
け
る
二
項
対
立
と
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

　

英
語
教
育
に
つ
い
て
よ
く
見
ら
れ
る
二
項
対
立
的
な
論
理
は
、「
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
会
話
）」　

対
「
文
法
・
訳
読
」
で
あ
ろ
う
。
英
語
学
習

に
お
け
る
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
」
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
カ
テ
ィ
ブ
」
と
同
義
に
と
ら

れ
が
ち
で
あ
る
。

　

英
語
の
「
四
技
能
」
の
う
ち
、
例
え
ば
「
読
む
こ
と
」
は
、
簡
単
な
文

章
を
も
と
に
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
す
る
程
度
で
あ
れ
ば「
ア
ク
テ
ィ
ブ
」
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な
い
し
「
コ
ミ
ュ
ニ
カ
テ
ィ
ブ
」
な
学
び
に
う
ま
く
あ
て
は
ま
る
が
、
文

学
的
な
文
章
に
一
人
向
き
合
い
、
味
わ
い
、
解
釈
す
る
よ
う
な
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
は
、
そ
う
と
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
解
釈
の
違
い
が
許
容
さ
れ
、
正

解
を
一
つ
に
し
ぼ
る
こ
と
の
で
き
な
い
場
合
さ
え
あ
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

は
、
旧
来
の
学
力
観
か
ら
の
転
換
を
は
か
る
に
は
ち
ょ
う
ど
良
い
学
び
の

は
ず
で
あ
る
。

　

言
語
と
は
様
々
な
様
相
や
レ
ベ
ル
を
持
つ
複
雑
な
文
化
的
構
造
物
で
あ

り
、
母
国
語
で
あ
れ
外
国
語
で
あ
れ
、
言
語
を
学
ぶ
こ
と
は
そ
の
よ
う
な

多
様
性
や
レ
ベ
ル
を
経
験
し
、
学
ぶ
、
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
例
え

ば
文
章
の
解
釈
の
複
雑
さ
や
深
さ
を
知
る
契
機
は
、
あ
ま
り
「
ア
ク
テ
ィ

ブ
」
と
見
な
さ
れ
な
い
学
び
方
や
、
専
門
性
や
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
て
教

師
が
行
う
解
説
を
聞
く
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
生
徒
が
教
師
の

話
を
「
聞
く
」
よ
う
な
授
業
を
「
受
動
的
」「
一
方
（
向
）
的
」
と
見
な

す
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
学
び
は
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
。

　

も
っ
と
も
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
教
材
や
内
容
に
は
変
化
が
必
要
か
も
し

れ
な
い
。
例
え
ば
学
校
英
語
の
中
心
に
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

は
、基
本
的
に
個
人
作
業
で
あ
っ
た
。し
か
し
、こ
れ
は
協
働
作
業
で
あ
っ

て
も
良
い
。
む
し
ろ
、
解
釈
や
意
見
を
比
べ
る
作
業
の
方
が
読
み
は
深
ま

る
可
能
性
す
ら
あ
る
。
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
は
、
実
施
の
仕
方
や
教
材
を
工
夫

す
れ
ば
単
な
る
会
話
の
練
習
を
補
え
る
。
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

活
動
を
取
り
入
れ
た
学
び
に
も
で
き
る
。

㈢　

発
達
論
の
視
点

　

カ
ナ
ダ
の
教
育
学
者
キ
エ
ラ
ン
・
イ
ー
ガ
ン
に
よ
れ
ば
、言
語
発
達
は
、

話
し
言
葉
か
ら
書
き
言
葉
（
読
み
書
き
）、
さ
ら
に
書
き
言
葉
の
高
度
な

使
用
法
で
あ
る
論
理
的
・
分
析
的
言
語
へ
と
進
む（
11
（

。
母
語
で
あ
れ
ば
概
し

て
こ
の
順
序
で
言
語
を
習
得
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
認
知
の
枠
組
み
（
考
え

方
、
興
味
の
対
象
な
ど
）
も
変
化
す
る
。
し
か
し
学
校
英
語
は
、
母
語
で

あ
る
日
本
語
の
学
習
が
あ
る
程
度
進
ん
だ
段
階
で
開
始
さ
れ
る
。
ま
た
、

日
本
社
会
は
英
語
を
日
常
的
に
必
要
と
し
な
い
た
め
、
英
語
の
学
習
は
い

わ
ゆ
る
第
二
言
語
習
得
と
も
異
な
る
。
つ
ま
り
、
話
し
言
葉
や
、
さ
ら
に

話
し
言
葉
以
前
の
前
言
語
的
・
身
体
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
踏
ま
え

ず
、
読
み
書
き
技
能
に
依
拠
し
た
形
で
入
る
の
で
あ
る
。
こ
の
飛
ば
さ
れ

た
部
分
を
何
ら
か
の
仕
方
で
補
う
こ
と
に
、
英
語
を
深
く
理
解
す
る
一
つ

の
方
向
性
が
あ
る
と
思
う
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
検
討
し
て
お
き
た
い
の
は
、
日
本
学
術
会
議
の
報
告

『
大
学
教
育
の
分
野
別
質
保
証
の
た
め
の
教
育
課
程
編
成
上
の
参
照
基
準�

言
語
・
文
学
分
野
』（
平
成
二
十
四
年
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
言
語
・

文
学
の
学
び
の
主
要
な
対
象
は
言
語
、
文
学
、
個
別
言
語
で
あ
る
」
こ
と

が
言
わ
れ
、「
言
語
の
基
本
的
特
徴
と
仕
組
み
の
理
解
」
を
基
盤
と
し
て
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個
別
言
語
（
例
え
ば
英
語
）
が
学
ば
れ
る
べ
き
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い

る（
11
（

。し
か
し
そ
の
一
方
で
、「
国
際
共
通
語
と
し
て
の
英
語
」と
い
う
こ
と
、

す
な
わ
ち
非
母
語
話
者
同
士
で
英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と

が
重
視
さ
れ
、
英
語
は
「
母
語
に
根
ざ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

母
語
の
習
得
過
程
を
学
習
の
モ
デ
ル
と
し
て
強
調
せ
ず
、
英
語
母
語
話
者

の
規
範
か
ら
自
由
に
な
り
、相
互
に『
わ
か
り
や
す
い
』（intelligible

な
）

英
語
を
使
う
こ
と
」、
そ
の
た
め
、
英
語
の
学
習
に
お
い
て
英
米
文
化
理

解
の
負
担
を
可
能
な
限
り
軽
減
す
べ
き
こ
と
が
提
言
さ
れ
て
い
る（
1（
（

。

　

こ
の
報
告
書
は
、
言
語
活
動
が
広
い
文
化
的
基
盤
に
立
っ
て
行
わ
れ
る

こ
と
や
、
外
国
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
単
な
る
技
能
の
問
題

で
は
な
く
、
文
化
的
な
交
流
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
で
評
価
で

き
る
（
そ
の
意
味
で
、
例
え
ば
訳
読
の
教
育
的
意
義
な
ど
に
も
言
及
が
あ

る（
11
（

）。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
イ
ー
ガ
ン
の
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
言
語

習
得
の
広
い
文
化
的
・
認
知
的
基
礎
を
と
ら
え
き
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思

う
。

　

同
報
告
書
で
は
言
語
の
多
様
性
と
い
う
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
実
用
的
な

英
語
だ
け
で
な
く
、
文
学
を
含
む
広
い
文
化
的
領
域
に
も
言
及
が
な
さ
れ

て
い
る
の
だ
が（
11
（

、
こ
こ
で
言
う
文
化
は
、
文
学
作
品
等
の
か
な
り
明
ら
か

な
文
化
的
領
域
し
か
見
て
い
な
い
。
し
か
し
、
言
語
の
多
様
性
を
学
ぶ
と

い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
扱
わ
れ
な
か
っ
た
文
化
的
領
域
（
例
え

ば
演
劇
や
漫
画
、
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
英
米
文
化
以
外
の
文
化
的
伝
統
）

か
ら
教
材
を
探
せ
ば
い
い
と
い
う
問
題
で
は
な
い
。

　

あ
る
言
語
を
支
え
る
文
化
と
は
た
い
へ
ん
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
そ
の

文
化
の
中
で
育
ち
、
暮
ら
す
人
間
の
認
知
的
構
造
に
ま
で
及
ぶ
。
例
え
ば

基
本
動
詞
の
持
つ
多
様
な
用
法
や
、
言
語
の
根
底
に
あ
る
人
間
の
身
体
構

造
と
結
び
つ
い
た
メ
タ
フ
ァ
ー
的
基
礎
、
イ
メ
ー
ジ
、
韻
や
リ
ズ
ム
の
パ

タ
ー
ン
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
を
通
じ
た
世
界
の
認
識
の
仕
方
、
も
の
の
見

方
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
言
語
と
一
体
と
し
て
の
文
化
や
「
言
語
の
基
本
的

特
徴
と
仕
組
み
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
側
面
も
含
む
べ
き
な
の
だ
が
、
日

本
の
英
語
教
育
は
こ
の
よ
う
な
側
面
に
ほ
と
ん
ど
注
意
を
払
っ
て
こ
な

か
っ
た（
11
（

。
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
母
語
話
者
で
あ
れ
ば
子
ど
も
の
頃
に
習
得

す
る
内
容
で
あ
り
、
英
語
を
日
常
語
と
し
な
い
日
本
で
は
、
こ
の
よ
う
な

諸
側
面
を
成
長
（
発
達
）
に
応
じ
て
自
然
に
習
得
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

し
か
し
あ
る
程
度
は
補
わ
な
け
れ
ば
、
英
語
の
深
い
理
解
は
不
可
能
で
あ

る
。
確
か
に
「
母
語
の
習
得
過
程
を
学
習
の
モ
デ
ル
と
し
て
強
調
せ
ず
」

と
い
う
点
は
重
要
だ
が
、
母
語
の
習
得
過
程
に
含
ま
れ
る
内
容
を
、
別
の

形
で
補
う
必
要
は
あ
る
。

㈣　

言
語
の
特
性
へ
の
気
づ
き

　

日
本
学
術
会
議
の
報
告
書
で
は
「
外
国
語
の
運
用
に
お
い
て
は
、
通
常
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そ
の
運
用
に
か
な
り
の
制
約
が
あ
る
た
め
、
言
語
の
存
在
を
意
識
せ
ざ
る

を
得
な
い（
11
（

」
と
い
う
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
外
国
語
学
習
の
効
用
と

し
て
、
普
段
意
識
に
上
る
こ
と
の
少
な
い
母
語
（
日
本
語
）
の
構
造
的
な

特
性
な
ど
に
対
す
る
気
づ
き
を
導
く
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
「
気
づ
き
」
は
、
先
に
論
じ
た
「
メ
タ
認
知
」
に
通
じ
る
重
要
な
点

だ
が
、
こ
れ
は
、
外
国
語
の
学
習
そ
の
も
の
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
。

ア
ク
テ
ィ
ブ
な
、
ま
た
は
コ
ミ
ュ
ニ
カ
テ
ィ
ブ
な
外
国
語
学
習
と
い
う
こ

と
が
、
た
だ
体
験
す
る
、
俗
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
英
語
を
シ
ャ
ワ
ー
の

よ
う
に
浴
び
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
ぱ
ら
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
授
業

時
間
数
の
制
限
な
ど
を
考
え
て
も
、
英
語
の
効
果
的
な
習
得
は
見
込
め
な

い
。
比
較
や
分
析
を
通
じ
て
当
該
言
語
の
特
性
（
慣
習
、
構
造
、
論
理
、

感
性
な
ど
）
に
気
づ
く
機
会
が
、
深
い
理
解
と
な
り
、
結
局
は
学
習
効
率

を
高
め
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
布
村
奈
緒
子
が
報
告
す
る
よ
う
に（
11
（

、
英
語
オ
ン
リ
ー
で

（T
eaching�English�T

hrough�English:�T
ET
E

）、
文
法
の
学
習
を

文
法
の
学
習
と
意
識
さ
せ
ず
に
行
う
よ
う
な
方
法
も
考
え
ら
れ
て
良
い
。

む
し
ろ
積
極
的
に
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
文
法
や
訳
読
の
よ
う

な
一
見
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
と
そ
ぐ
わ
な
い
内
容
の
重
要
性
自
体

を
見
落
と
す
べ
き
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
点
を
ど
う
実
際
の
授
業
に
盛
り
込
ん
で
い
く
の
か
は
、
全

国
一
律
に
行
う
よ
う
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
学
修
目
的

と
現
場
の
特
質
に
応
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
組
み
合
わ
せ
て
多
様
な

学
び
を
経
験
す
る
機
会
を
与
え
る
」
余
地
を
積
極
的
に
確
保
す
べ
き
で
あ

る（
11
（

。
言
い
方
を
変
え
る
な
ら
ば
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
推
奨
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
生
徒
だ
け
で
な
く
、
現
場
の
教
師
を
教
育
に
ア
ク
テ
ィ

ブ
に
か
か
わ
ら
せ
る
余
地
を
組
み
込
む
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　

四
、
結
論

　

学
習
指
導
要
領
か
ら
文
言
そ
の
も
の
は
消
え
た
も
の
の
、
巷
に
や
は
り

流
布
し
て
い
る
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
は
、
概
念
と
し
て
の
外

延
を
広
げ
す
ぎ
て
い
る
一
方
で
、
何
が
そ
れ
に
該
当
す
る
か
が
、
か
な
り

の
部
分
、
あ
ら
か
じ
め
想
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
概
念

を
多
用
す
る
の
は
賢
明
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
語
が
今
回
の
学

習
指
導
要
領
か
ら
見
送
ら
れ
た
の
は
妥
当
な
判
断
で
あ
る
。

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
論
の
最
も
非
生
産
的
な
点
は
二
項
対
立
的

な
論
理
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
の
英
語
教
育
の
実
践
に
即
し
た
表
れ

は
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」　

対
「
文
法
・
訳
読
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
論
理
を
取
る
と
、
伝
統
的
に
行
わ
れ
て
き
た
方
法
に
も
見
出
し
得

る
効
果
的
な
部
分
が
全
て
「
タ
ラ
イ
の
お
湯
と
と
も
に
赤
子
ま
で
」
捨
て
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ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
論
法
に
お

い
て
ア
ク
テ
ィ
ブ
で
は
な
い
と
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
方
法
に

も
、
生
徒
の
主
体
性
を
引
き
出
し
た
り
、
英
語
の
深
い
理
解
に
つ
な
が
る

側
面
が
あ
る
。

　

会
話
の
練
習
は
、
一
見
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
」
な
学
び
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
技
能
の
習
得
と
い
う
目
的
に
直
結
し
て
い
る
。
し
か
し
、
長

期
的
に
英
語
運
用
の
能
力
を
高
め
る
た
め
に
は
、
英
語
に
関
す
る
深
い
理

解
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
英
語
の
慣
用
、
構
造
、
論
理
、
感
性
を
分

析
的
に
理
解
す
る
作
業
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
学
び

は
必
ず
し
も
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
推
奨
す
る
よ
う
な
活
動
に

よ
っ
て
は
な
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

注（1
）�

文
部
科
学
省
『
学
習
指
導
要
領
「
生
き
る
力
」』、
二
〇
一
七
（
平
成
二
十
九
）
年

　
　

�http://w
w
w
.m
ext.go.jp/a_m

enu/shotou/new
-cs/1（（（（（（.htm

（
二
〇
一
七
年
十
一
月
二
十
日
取
得
）

（
2
）�

例
え
ば�Bonw

ell,�C.C.,�&
�Eison,�J.A

.�

（1（（1

）.� Active learning: C
reating 

excitem
ent in the classroom

.�A
SH
E-ERIC�H

igher�Education�Report�
N
o.1.

（
（
）�

一
九
九
一
（
平
成
三
）
年
の
改
正
大
学
設
置
基
準
に
お
い
て
、
大
学
教
育
を
述
べ

る
の
に
こ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
教
育
課
程
」
と
い
う
用
語
が
使
用
さ

れ
た
こ
と
に
、
こ
れ
ま
で
一
種
の
断
絶
が
前
提
さ
れ
て
い
た
小
学
校
か
ら
高
校
ま

で
の
教
育
と
大
学
教
育
と
を
一
貫
し
た
教
育
課
程
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
が
象
徴

的
に
見
ら
れ
る
。
寺
崎
昌
男
『
大
学
教
育
の
創
造
：
歴
史
・
シ
ス
テ
ム
・
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
』、
東
信
堂
、
一
九
九
九
年
、
（2
頁
。

（
（
）�

中
央
教
育
審
議
会
『
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
）』

　
　

�http://w
w
w
.m
ext.go.jp/b_m

enu/shingi/chukyo/chukyo0/
toushin/1（2（0（（.htm

（
二
〇
一
七
年
七
月
七
日
取
得
）

（
（
）�

溝
上
慎
一
『
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
教
授
学
習
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
』、
東

信
堂
、
二
〇
一
四
年
、
７
頁
。

（
（
）�

こ
の
よ
う
な
広
い
定
義
の
仕
方
は
溝
上
に
限
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
以
下
を
参
照
。

羽
入
佐
和
子
「
変
化
の
中
で
生
き
る
社
会
的
存
在
を
育
成
す
る
」、
教
育
課
程
研

究
会
（
編
）『「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
を
考
え
る
』、
東
洋
館
出
版
社
、

二
〇
一
六
年
、
12
―
1（
頁
。

（
（
）�

西
川
純
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
実
践
の
た
め
の
Ｑ
＆
Ａ
」、『
英
語
教
育
』、

二
〇
一
六
年
八
月
号
、
大
修
館
書
店
、
10
頁
。

（
（
）�

溝
上
、
前
掲
書
、
11
頁
。

（
（
）�

同
、
（（
頁
。「
以
上
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
説
明
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、

ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
ラ
ー
ニ
ン
グ
な
の
で
は
な
く
、
ア
ク

テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
一
つ
の
学
術
用
語
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
示

唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
は
や
、『
ア
ク
テ
ィ
ブ
（
能
動
的
）』
の
意
味
を
辞
書
で

拾
う
程
度
で
は
理
解
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。」

（
10
）�

同
、
第
三
章
。

（
11
）�

松
下
佳
代
・
京
都
大
学
高
等
教
育
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
（
編
）『
デ
ィ
ー
プ
・

ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
―
大
学
授
業
を
深
化
さ
せ
る
た
め
に
』
勁
草
書
房
、

二
〇
一
五
年
。
中
央
教
育
審
議
会
初
等
中
等
教
育
分
科
会
第
100
回
配
布
資
料
１
―

２　

論
点
整
理
補
足
資
料
４
、
1（（
頁
。
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�http://w
w
w
.m
ext.go.jp/b_m

enu/shingi/chukyo/chukyo（/siryo/__
icsFiles/afieldfile/201（/11/1（/1（（（（0（_00（_1.pdf

（
二
〇
一
七
年
十
二
月

一
日
取
得
）

（
12
）�

中
央
教
育
審
議
会
初
等
中
等
教
育
分
科
会
、
前
掲
資
料
、
1（（
頁
。

（
1（
）�

溝
上
、
前
掲
書
、
1（
頁
。

（
1（
）�

松
下
、
前
掲
書
、
序
章
。
ユ
ー
リ
ア
・
エ
ン
ゲ
ス
ト
ロ
ー
ム
『
変
革
を
生
む
研
修

の
デ
ザ
イ
ン
―
仕
事
を
教
え
る
人
へ
の
活
動
理
論
』、
松
下
佳
代
・
三
輪
健
二
（
監

訳
）、
鳳
書
房
、
二
〇
一
〇
年
。

（
1（
）�

エ
ン
ゲ
ス
ト
ロ
ー
ム
、
前
掲
書
、
（（
頁
。

（
1（
）�

松
下
の
著
書
や
「
外
化
」
に
直
接
言
及
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
平
成
二
十
八
年

答
申
に
も
自
ら
の
思
考
プ
ロ
セ
ス
を
客
観
的
に
と
ら
え
る
力
と
し
て
の
「
メ
タ
認

知
」
は
、
育
成
さ
れ
る
べ
き
力
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
（
例
え
ば
（0
頁
）。

（
1（
）�

松
下
、
前
掲
書
、
９
頁
。

（
1（
）�

同
、
９
頁
。

（
1（
）�

溝
上
慎
一
（
二
〇
一
七
年
一
月
十
六
日
）「
外
化
な
し
の
学
習
は
思
考
力
育
成
を

放
棄
し
て
い
る
に
等
し
い�

―�

外
化
と
し
て
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
意

義
」
こ
こ
で
は
エ
ン
ゲ
ス
ト
ロ
ー
ム
が
参
照
さ
れ
て
い
る
が
、
二
〇
一
四
年
の
著

書
の
時
点
で
は
参
照
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　

�http://sm
izok.net/education/subpages/a00010(A

Lgaika).htm
l

（
二
〇
一
七
年
十
二
月
三
日
取
得
）

（
20
）�

中
央
教
育
審
議
会
『
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学

校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
及
び
必
要
な
方
策
等
に
つ
い
て（
答
申
）』、2（
頁
。

以
下
、「
平
成
二
十
八
年
答
申
」
と
略
し
て
記
す
。

　
　

�w
w
w
.m
ext.go.jp/b_m

enu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__
icsFiles/afieldfile/201（/01/10/1（（0（02_0.pdf

（
二
〇
一
八
年
一
月
二
十
五

日
取
得
）

（
21
）�

溝
上
、
前
掲
書
、
11
頁
、
第
２
章
第
１
節
。

（
22
）�

平
成
二
十
八
年
答
申
、
（（
―
（0
頁
。

（
2（
）�

溝
上
、
前
掲
書
、
例
え
ば
７
、
11
頁
。

（
2（
）�

荒
瀬
克
己
「
個
の
教
師
だ
け
で
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
成
功
し
な
い
」

教
育
課
程
研
究
会
、
前
掲
書
、
10（
頁
。

（
2（
）�

平
成
二
十
八
年
答
申
、
（0
頁
。

（
2（
）�

同
、
（0
頁
。

（
2（
）�

大
杉
住
子
「『
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
』
と
は
何
か
」
教
育
課
程
研
究
会
、

前
掲
書
、
（（
―
（（
頁
。

（
2（
）�

平
成
二
十
六
（
二
〇
一
四
）
年
十
一
月
、
文
部
科
学
大
臣
に
よ
る
中
央
教
育
審
議

会
へ
の
学
習
指
導
要
領
等
改
定
に
向
け
て
の
諮
問
（「
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
」）
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
書

か
れ
て
い
る
。「
・・・『
何
を
教
え
る
か
』
と
い
う
知
識
の
質
や
量
の
改
善
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、『
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
か
』
と
い
う
、
学
び
の
質
や
深
ま
り
を
重
視

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
課
題
の
発
見
と
解
決
に
向
け
て
主
体
的･

協
働
的
に

学
ぶ
学
習
（
い
わ
ゆ
る
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」）
や
、
そ
の
た
め
の
指

導
の
方
法
等
を
充
実
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。」こ
こ
で
は
、「
学
び
の
・・・

深
ま
り
」
は
、「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
そ
の
も
の
の
説
明
の
一
部
に
は

ま
だ
な
っ
て
い
な
い
。

　
　

�http://w
w
w
.m
ext.go.jp/b_m

enu/shingi/chukyo/chukyo0/
toushin/1（（（（（0.htm

（
二
〇
一
八
年
一
月
二
十
九
日
取
得
）

（
2（
）�

溝
上
、
前
掲
書
、
12（
頁
。「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
、
一
授
業
の
な
か
で
の

話
が
基
本
で
あ
る
。」

（
（0
）�
同
、
10（
―
11（
頁
、
松
下
、
前
掲
書
、
序
章
。

（
（1
）�
齋
藤
智
哉
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
行
方�

―
―�

「
共
同
的
学
び
」
に
よ

る
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
の
接
続�

―
―
」『
國
學
院
雜
誌
』
第
一
一
七
巻
第

二
号
、
二
〇
一
六
年
、
21
―
（（
頁
。

（
（2
）�M

ary�W
arnock,� Schools of Thought,�London:�Faber�&

�Faber,�1（（（,�
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pp.1（2-（.
（
（（
）�
平
成
二
十
八
年
答
申
、
1（（
頁
。

（
（（
）�
鳥
飼
玖
美
子
『
英
語
教
育
論
争
か
ら
考
え
る
』、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
六
年
、

（（
―
（（
頁
。

（
（（
）�

阿
部
公
彦
『
史
上
最
悪
の
英
語
政
策
：
ウ
ソ
だ
ら
け
の
「
四
技
能
」
看
板
』、
ひ

つ
じ
書
房
、
二
〇
一
七
年
。

（
（（
）�

平
成
二
十
八
年
答
申
、
200
頁

（
（（
）�

ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
ブ
ル
ー
ナ
ー
『
教
育
の
過
程
』、
鈴
木
祥
蔵
・
佐
藤
三
郎
（
訳
）、

岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
（
ブ
ル
ー
ナ
ー
に
よ
る
原
著
は
一
九
六
〇
年
）。

（
（（
）�

平
成
二
十
八
年
答
申
、
200
頁
。

（
（（
）�

キ
エ
ラ
ン
・
イ
ー
ガ
ン
『
想
像
力
を
触
発
す
る
教
育�

―
―�

認
知
的
道
具
を
活
か

し
た
授
業
づ
く
り
』、
髙
屋
景
一
・
佐
柳
光
代
（
訳
）、
北
大
路
書
房
、
二
〇
一
〇

年
。

（
（0
）�

日
本
学
術
会
議
『
大
学
教
育
の
分
野
別
質
保
証
の
た
め
の
教
育
課
程
編
成
上
の
参

照
基
準　

言
語
・
文
学
分
野
』、
二
〇
一
二
年
。
大
学
教
育
を
対
象
と
す
る
報
告

だ
が
、
初
等
・
中
等
教
育
の
言
語
教
育
も
視
野
に
収
め
て
い
る
。

　
　

�http://w
w
w
.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-h1（（-（.

pdf#search=%
2（

『
大
学
教
育
の
分
野
別
質
保
証
の
た
め
の
教
育
課
程
編
成
上

の
参
照
基
準+

言
語
・
文
学
分
野
』（
二
〇
一
二
年
）%

2（

（
二
〇
一
七
年
十
一
月

二
十
日
取
得
）

（
（1
）�

日
本
学
術
会
議
、
前
出
報
告
書
、
1（
頁
。

（
（2
）�

同
、
５
頁
。

（
（（
）�

同
、
６
頁
。

（
（（
）�

ジ
ョ
ー
ジ
・
レ
イ
コ
フ
＆
マ
ー
ク
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
『
レ
ト
リ
ッ
ク
と
人
生
』、�

渡

部
昇
一
・
楠
瀬
淳
三
・
下
谷
和
幸
（
訳
）、
大
修
館
書
店
、
一
九
八
六
年
。
イ
ー

ガ
ン
、
前
掲
書
。

（
（（
）�

日
本
学
術
会
議
、
前
出
報
告
書
、
４
頁
。

（
（（
）�

布
村
奈
緒
子
『
テ
キ
ス
ト
不
要
の
英
語
勉
強
法
「
使
え
る
英
語
」
を
身
に
つ
け
た

人
が
や
っ
て
い
る
こ
と
』、K

A
D
O
K
A
W
A

、
二
〇
一
七
年
。

（
（（
）�

日
本
学
術
会
議
、
前
出
報
告
書
、
1（
頁
。


